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申
開
古
代
の
帝
王
思
想

-1
特
に
韓
非
の
君
主
論

-

頼
野
長
八
等

ゝ

昭
和
二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
'
東
京
へ
日
本
評
諦
敢

社
食
構
成
史
大
系
俸
九
回

一
〇
二
宮

偵
三
五
〇
陶

中
開
史
上
'
専
制
主
義
の
坤
論
的
基
礎
が
確
立
せ
ら
れ
て
い
っ
た
最

高
潮
の
時
期
と
し
て
'
仁
井
田
氏
は
'
春
秋
戦
国
時
代
の
葡
子
及
び
法

家
の
説
と
'
宋
代
の
増
撃

(宋
撃
)
と
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
｡
こ
の
う

ち
'
法
家
特
に
韓
非
が
秦
等
制
隣
家
成
立
に
果
し
た
役
割
を
'
先
秦
諸

子
と
の
輔
蓮
の
上
に
探
求
し
'
爾
後
の
中
国
専
制
君
主
を
生
み
出
す
契

機
を
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
は
､
か
ね
が
ね
求
め
ら
れ
て
い
た
題
で
あ

っ
た
｡
か
ゝ

る
要
請
に
懸
じ
て
'
こ
ゝ

に
中
国
思
想
史
の
分
野
に
最
も

精
力
的
に
努
作
を
も
の
さ
れ
て
い
る
板
野
氏
が
'
新
た
な
る
顧
野
か
ら

求
-
追
求
の
筆
を
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
非
常
な
雷
び
で
あ
る
｡

.

本
書
の
意
樹
す
る
所
は
'
そ
の
序
に
も
見
え
る
如
く
'
韓
非
の
君
主

論
を
ば
'
儒
家
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
樽
続
的
な
君
主
論
乃
'#
'塑
人
静

と
の
封
比
に
於
て
把
擬
し
'
中
間
古
代
の
帝
Hi
思
想
の

1,
班
を
窺
い
'

倍
そ
れ
に
よ
っ
て
秦
の
始
皇
帝
の
性
格
の
究
明
に
及
ん
で
い
る
｡
′し
か

も
始
皇
帝
が
秦
漢
帝
隊
の
最
も
代
象
的
な
帝
王
で
あ
り
'
且
つ

秦

漢
帝

国
が
中
国
の
古
代
閉
家
と
し
て
劉
期
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
-
前
提
か

ら
し
て
'
周
の
い
わ
ゆ
る

｢封
建
制
｣
か
ら
秦
漢
以
後
の
郡
懸
制
へ
の

韓
移
の
本
質
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡

氏
は
先
づ
第

一
に

｢君
主
の
証
哲
的
性
格
｣
に
お
い
て
'
韓
非
の
管

主
又
は
君
主
の
下
に
於
け
る
秩
序
は
'
観
が
家
を
'
君
が
父

を
抑

制

し
､
公
が
私
を
排
斥
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
｡
そ
の
こ
と

は
常
時
に
於
て
家
族
を
背
景
と
す
る
諸
勢
力
'
特
に
そ
の
最
も
強
さ

ヽ

る
も
の
と
し
て
の
卿
大
夫
'
並
に
宗
族
内
に
於
け
る
君
主
の
競
寧
柏
手

等
'
韓
非
の
所
謂
蛮
人
近
侍
賓
等
を
抑
制
す
る
こ
と
に
あ
る
｡
す
な
わ

ち
封
建
勢
力
を
雛
倒
し
て
以
て
君
主
塵
を
弼
化
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ

っ
て
'
そ
れ
は
原
理
的
に
は
宗
族
の
封
鎖
性
､
穐
自
性
に
干
渉
し
｢
.之

を
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
と
共
に
韓
非
は
'
宗
族
生
活
を
祥

ー

す
る
湧
義
の
根
本
と
し
て
の
孝
悌
の
道
を
排
除
し
進
ん
で
恭
順
思
慮
等

-

の
道
徳
感
情
は
も
と
よ
り
'
智
能
等
人
間
の
能
力

.i
椴
と
し
て
の
徳
性

を
も
排
し
て
'
法
±

光
風
福
す
べ
き
を
説
い
た
の
で
あ
る
｡
で
は
そ
こ

に
現
わ
れ
て
く
る
人
間
と
は
何
か
｡
緒
非
に
よ
れ
ば
'
人
の
性
情
た
る

や
利
を
求
め
害
を
去
り
､
鷺
を
求
め
て
罰
を
恵
む
も
の
で
あ
り
'
又
漕
､

義
に
で
は
な
-
し
て
栖
勢
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
｡
韓
非
わ
示
す
こ
の

様
な
人
間
像
は
'
即
ち
藁

･
舜

･
集

･
肘
等
の
特
殊
な
る
存
在
を
論
外

と
し
､
あ
く
ま
で
も
普
洩
人
へ
即
ち
所
謂
中
人
な
る
も
の
で
'
怯

?
元

の
世
界
に
あ
つ
て
は
､
そ
の
本
性
に
於
て
自
律
性
か
j全
く
喪
失
し
て
へ

た
ゞ
本
能
七
生
㌢
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
か
ゝ

る
人
間
は
'
君
主
の
完
全

支
離
の
下
に
あ
り
な
が
ら
'
君
主
と
の
塵
奥
は
も
と
よ
り
､
君
主
と
の

勤
立
を
も
感
ず
る
jJ
と
な
-
'
た
･''J
君
主
の
存
在
の
み
を
知
る
目
か
ら

な
る
も
の
と
す
る
存
在
で
あ
っ
た
O
す
な
わ
ち
そ
れ
は
奴
隷
た
る
こ
と

を
意
識
せ
ず
へ
そ
れ
を
日
か
ら
な
る
も
の
と
す
る
存
在
で
あ
る
Q
そ
し

て
こ
ゝ

に
於
け
る
君
臣
の
槻
係
は
､
唯

11
絶
勤
の
君
と
､
そ
れ
に
完
全

に
統
率
5t,れ
た
臣
と
の
白
か
ら
な
る
封
立
と
な
る
.′
し
か
も
そ
れ
は
'

臣
の
能
力
や
功
勢
と
岩
の
濫
た
る
官
職
や
常
任
と
の
間
に
成
立
す
る
計

-開
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散
華
貨
の
関
係
に
於
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
0
か
く
て
曾
っ
て
ほ
周

の
封
建
制
定
下
の
支
配
階
級
と
し
て
君
主
の
下
に
そ
の
政
治
的
特
椴
を

有
し
て
い
た
卿
大
夫
す
ら
へ
そ
の
掲
目
性
を
喪
失
し
て
'
君
主
の
統
治

粍
観
と
し
て
の
官
吏
に
輯
化
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
.

で
は
君
主
は
こ
れ
ら
を
統
治
す
る
た
め
に
は
'
如
何
な
る
手
段
に
よ

る
べ
き
か
｡
こ
ゝ

に
君
主
の
命
令
た
る
法
が
提
示
さ
れ
る
｡
法
と
は
官

民
の
行
男
を
規
制
す
る
規
範
で
あ
り
'
且
つ
賞
罰
乃
至
刑
罰
に
よ
っ
て

買
付
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の

1
種
の
成
文
法
で
あ
る
｡
こ
れ
は
君
主
の
絶

封
命
令
で
あ
っ
て
'
凡
ゆ
る
人
が
厳
守
す
べ
-
'
凡
ゆ
る
行
環
が
之
に

準
接
し
て
な
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
法
に
封
し
て
へ
官
民
を

し
て
法
に
準
嬢
せ
し
め
､
法
の
目
的
を
欝
現
せ
し
む
べ
き
手
段
が
鮒
で

あ
る
｡
そ
れ
は
任
に
艦
じ
て
官
を
授
け
'
名
と
蟹
と
の
関
係
'
即
ち
任

務
と
業
損
と
の
関
係
を
正
し
て
是
非
を
決
定
し
'
こ
れ
に
癒

じ

て
殺

垂
へ
鴬
罰
を
行
い
'
以
て
臣
下
の
能
力
を
試
す
も
の
で
あ
っ
た
｡
君
主

た
る
も
の
は
'
統
治
手
段
と
し
て
最
も
本
質
的
な
る
こ
の
法
と
術
と
せ

兼
ね
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
ざ
ら
に
韓
非
は
君
に
道
を
説
き
法
と
術

と
を
行
わ
し
め
る
法
術
の
士
な
る
も
の
を
､
術
を
行
う
君
主
､
法
を
代

行
す
る
官
吏
の
外
に
設
定
し
て
い
る
｡′
そ
れ
す
ら
も
結
局
君
主
に
勝

一

L
へ
君
主
の
奴
隷
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
'
こ
ゝ

に
無
限
定
無
制
約
な

る
君
主
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
｡

次
に
右
の
ご
と
き

｢君
主
の
宇
宙
論
的
性
格
｣
に
及
ん
で
'
君
主
は

要
す
る
に
通
を
鰭
得
す
る
も
の
で
あ
り
'
又
君
主
の
法
は
規
矩
準
機
械

衝
等
と
共
に
'
規
範
と
し
て
の
溝
の
人
間
界
へ
の
現
わ
れ
で
あ
る
'
と

し
て
い
る
.
叉
君
主
の
行
う
術
は
道
の
働
き
を
人
間
界
に
笥
現
し
た
も

の
で
あ
っ
た
.,
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
法
と
術
と
を
以
て
立
つ
君
童
推
｣

宇
宙
の
主
宰
者
で
あ
り
T.
命
乃
至
規
範
の
制
定
帝
で
あ
り
'
蔑
物
の
萌

振
た
る
溝
の
代
行
者
で
あ
っ
て
､

二
個
の
デ
,､､
ゴ
ッ
ド
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
O
し
か
も
そ
の
君
主
は
､
天
下
乃
至
民
の
勢
に
困
り
任
ぜ
ら

れ
た
も
の
へ
自
然
の
努
と
人
間
界
の
努
と
に
よ
っ
て
つ
-
り
あ
げ
ら
れ

た
む
の
'
つ
ま
り
造
に
よ
り
命
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
,
し

た
が
っ
て
君
童
も
す
で
に
宿
食
的
な
も
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

結
局
韓
非
に
示
さ
れ
た
君
主
の
性
格
は
'
老
子
や
荘
子
の
聖
人
主
賓

の
如
く
蟹
質
上
の
絶
封
支
配
者
で
あ
り
'
そ
の
本
質
に
於
て
彼
等
と
共

通
ず
る
も
の
が
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
か
-
て
次
に
時
弊
の
歴
史
的

位
置
の
考
察
が
求
め
ら
れ
'
孔
子

･
弟
子

･
孟
子

･
老
子

･
井
手

･
萄

子
か
ら
韓
非
に
及
び
へ
究
明
の
筆
が
進
め
ら
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
韓

非
は
結
局
老
荘
の
理
論
に
よ
っ
て
怯
術
や
君
章
を
基
礎
づ
け
て
法
の
世

界
'･
政
治
の
世
界
を
樹
立
L
T
以
て
儒
家
の
帽
の
世
界
や
酒
徳
を
打
破

し
た
も
の
で
'
正
に
覇
道
の
線
に
沿
っ
た
諭
瀞
で
あ
っ
た
O
模
写
す
れ

ば
量
子

･
老
子

･
荘
子
等
は
新
道
の
原
理
を
提
供
し
'
管
仲

･
蹄
鉄

･

.ヽ､

興
起
等
ほ
新
著
に
現
饗
的
な
方
法
を
提
示
し
'
韓
非
は
こ
の
環
閏
的
な

方
法
'
即
ち
旗
術
を
老
荘
等
の
理
論
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
'
以
て
始
皇

帝
の
前
に
捧
げ
た
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
も
こ
ゝ

に
示
さ
れ
る
儒
家
の
立

場
'
即
ち
孔
子

･
孟
子

･
葡
子
に
於
て
ほ
'
天
命
の
下
で
は
あ
る
が
人

間
の
遭
徳
性
を
諌
め
'

1
定
の
粗
自
性
を
主
張
し
得
る
卿
大
夫
の
存
在

を
容
譲
し
た
｡
こ
れ
に
勤
し
て
弟
子

･
老
子

･
荘
子
の
系
列
､
ひ
い
て

は
韓
非
に
放
け
る
立
場
は
'
か
ゝ
る
封
建
的
党
旗
の
特
縫
す
ら
君
主
の

下
忙
抑
制
L
t
そ
の
自
主
性
す
ら
剥
奪
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
但
し
前

｢ 溺 -
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者
に
示
さ
れ
た
帽
的
世
界
に
於
て
人
間
の
自
主
性
を
保
詮
し
た
宗
族
そ

の
も
の
は
'
後
背
に
至
っ
て
そ
の
自
主
性
が
剥
奪
さ
れ
て
も
蟹
鰹
は
存

揖
し
て
い
た
が
故
に
､
前
者
か
ら
後
者
へ
の
展
掬
は
'
同
じ
睦
続
の
下

に
於
け
る
宗
族
並
に
卿
大
夫
の
白
主
性
の
減
少
消
減
に
辞
し
つ
た
ゞ

貴

的
撃
化
に
す
ぎ
な
い
D
即
ち
そ
れ
は
又
帽
的
世
罪
よ
り
法
的
世
界
へ
'

卿
大
夫
中
心
の
封
建
制
度
よ
り
官
僚
制
度
乃
至
郡
騒
制
定
へ
の
展
開
で

あ
る
が
'
樽
的
世
界
の
絶
封
主
義
へ
の
再
編
成
に
す
ぎ
な
い
と
結
論
さ

れ
る
の
で
あ
る
｡

以
上
が
本
書
の
大
要
で
あ
る
｡
こ

1

か
ら
慣
ち
に
雷
々
が
看
'#
J
.得

る
こ
と
は
'
思
想
の
流
動
そ
の
も
の
が
'
配
合
の
襲
展
'
政
治
の
蟹
草

の
中
に
如
何
に
軸
-
脈
打
っ
て
い
る
か
と
い
-
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ

ち
著
者
は
人
間
解
放
な
る
欲
求
の
下
に
'
封
建
制
慶
よ
り
郡
願
制
酸
へ

の
噂
移
に
契
機
を
も
と
め
つ
ゝ
'
先
秦
諸
子
の
思
想
及
び
そ
の
背
景
の

赦
倉
を
見
事
な
組
織
を
以
て
展
開
さ
れ
て
ゆ
-
の
で
あ
る
｡
し
か
し
孔

子

･
孟
子

･
苛
子
と
'
華
子

･
老
子

･
荘
子
と
の
二
つ
の
系
列
.ia
r
そ

の
ま
-
封
魔
酎
度
と
郡
騎
制
度
に
つ
な
が
る
と
い
-
瑚
解
そ
の
も
の
に

一

問
額
が
か
-
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
即
ち
こ
の
ilI系
列
の

封
立
と
柏
観
幽
係
を
'
先
妻
時
代
の
思
想
の
流
れ
と
し
て
把
握
す
る
卦

郡
牒
制
度
な
る
も
の
の
把
握
を
も
'
よ
り
明
確
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
｡
私
は
秦
帝
国
に
見
出
さ
れ
る
様
な
専
制
君
主
成
立
の

奥
機
は
'
究
極
の
所
萄
子
よ
り
韓
非
へ
の
展
開
に
'
控
き
要
田
が
あ
る

と
思
う
の
で
あ
る
が
へ
こ
の
両
者
の
朗
係
に
つ
い
て
1
暦
の
説
明
を
の

ぞ
み
た
か
っ
た
｡

更
に
韓
非
の
君
主
論
の
理
解
に
於
て
.'
先
づ
求
む
べ
き
は
君
童
の
相

野
梧
力
の
中
心
た
る
培
そ
の
も
の
の
探
求
で
あ
り
'
君
主
と
法
と
の
直

接
的
補
係
で
あ
る
｡
そ
れ
に
つ
い
て
氏
は
､
法
上
は
官
民
規
制
の

一
種

の
成
文
法
で
あ
り
'
自
然
の
逆
の
人
間
界
へ
の
現
わ
れ
と
見
て
お
ら
れ

る
｡

即
ち
そ
JJ
に
示
差

た
法
は
'
既
に
先
験
的
に
竃

差

,
響

ら
れ
'
固
定
化
さ
れ
'
厳
然
と
官
民
に
臨
む
法
で
あ
る
｡
そ
れ
は
官
民

を
統
治
し
T
L之
を
抑
制
L
T
官
民
を
し
て
岩
垂
の
た
め
に
死
力
を
轟
苔

し
め
る
も
の
で
あ
り
'
し
か
も
君
主
自
ら
は
､
法
よ
り
超
然
と
し
て
'

昇
叙
に
疲
れ
る
こ
と
な
く
,
叉
他
か
ら
制
せ
ら
れ
る
こ
i
)な
き
存
在
と

な
る
の
で
あ
る
｡
L
JJ
J

に
於
い
て
法
は
'
も
は
や
君
主
の
手
中
か
ら
離

れ
た
存
在
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
韓
非
の
云
う
法
ほ
か
-
の
如
き

も
の
だ
ろ
う
か
.
氏
の
把
撞
せ
ら
れ
た
法
は
｢.
統
治
せ
ら
れ
た
官
民
を

通
じ
て
み
た
る
艶
'
官
民
規
制
の
法
で
'
緒
非
に
於
け
る
法
の
す
べ
て

で
は
な
い
O
韓
非
の
法
は
､
君
膜
を
維
持
す
る
根
本
要
請

で
あ

ヶ
'

｢図
に
常
法
あ
れ
ば
､
危
L
と
鯉
も
亡
び
｣
ざ
る
も
の
で
'

｢法
せ
肇

ず
る
こ
と
強
け
れ
ば
つ
則
ち
陶
強
き
｣
が
故
に
'
君
主
は

｢法
を
以
て

常
と
な
し
｣
､
し
か
も
自
ら
法
の
絶
野
性
を
昏
景
す
る
｡
′
即
ち

｢明
童

の
進
は
法
に
忠
賃
に
し
て
堅
く
之
を
守
り
､
其
法
は
心
た

思
蟹
に
し
て

メ

一
瓢
の
燭
も
な
し
.
故
に
人
民
匡
君
臨
す
る
時
は
､
人
民
之
を
標
準
と

し
､
比
世
を
去
る
時
に
は
人
民
之
を
追
慕
す
る
｣
様
に
な
り
'
君
主
満

人
民
の
鑑
と
な
る
｡
こ
ゝ

に
君
主
が
法
に
小
心
実

々
と
し

て
自

ら
鰐

ひ
'
法
と
共
に
あ
る
要
を
見
出
す
O
そ
し
て
そ
の
明
主
と
し
て
'
道
を

往
古
に
立
て
へ
徳
を
常
世
に
垂
れ
た
轟
舜
の
如
き
を
画
い
て
居
る
の
で

′

あ
る
｡

(以
下

一
〇
三
貫
へ
)

-I87



295

_trtrヽ
′ヽ
′ヽ
′ヽ
一Jt,IJJ～
II■ユ■ヽ′ヽ
′ヽ
′ヽ
■ヽ
一■■_

･}

(
八
七
賀
よ
J>
つヾ

-
)

し
か
も
と
の
様
に
君
主
は
法
の
招
封
性
を
専

塞
す
る
故
に
'
人
を
.q
ぶ
に
も

｢明
主
は
法
を

以
て
人
を
樟
ば
し
め
へ

自
ら
挙
げ
ず
｣
'
法
の

効
用
に
就
て
は
自
己
の
悪
意
を
い
さ
⊥
か
も
加

え
な
い
O
鞄
に
法
は
私
な
く
偶
な
く
､
法
を
以

て
量
れ
ば
'

｢才
能
あ
る
者
は
か
く
す

を
得

ず
.
功
な
き
賓
は
か
ざ
る
を
得
ず
.'
そ
こ
に
君

の
臣
に
射
し
て
明
白
に
畷
別
す
る
を
待
て
'
園

を
治
め
易
し
と
な
す
｣
の
で
あ
る
｡
所
が
次
に

義
-
｡

｢
た
ゞ
君
主
の
な
す
べ
き
は
､
法
の
可

否
を
調
査
し
て
之
を
定
め
る
時
'
則
ち
宜
し
き

を
得
る
｣
と
｡
と
ゝ

に
韓
非
の
法
そ
の
も
の
の

限
界
性
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
か

ゝ

る
限
界
性
へ
矛
盾
を
含
み
つ
1

'
強
力
に
絶

封
君
主
を
画
き
私
さ
ん
と
し
た
鹿
に
'
韓
非
の

立
場
が
存
す
る
の
で
あ
る
｡
以
上
妄
言
を
の
べ
′

た
が
､
右
の
如
き
韓
非
の
矛
盾
的
性
格
の
十
分

な
る
把
塵
を
へ
て
こ
そ
'
簡
非
の
君
主
論
が
T

よ
り

一
層
明
ら
.か
に
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
ヶ
か
O

(間
野
潜
龍
)
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