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個

物

論

序

説

は
し
が

き

張
載
を
手
が

か
り
と
し

て

～

「物

」

の
問

題

「

】

「
有

形
」

と

「
物

」

一
-

二

「
有
無

」

の
問

題

一
ー

三

「
形

」

を
め

ぐ
る
難

問

二

「
個
」

の
問

題

ニ
ー

一

「
身
」

の
問

題

二
ー

二

「
一
」

の
闘

題

三

「偶

然

」

の
問
題

お
わ

り

に

は
し
が

き

本
稿
は
、
「個
物
」
な
る
観
念
が
、
中
国
哲
学

に
お
い
て
そ
も
そ
も
存
在
す

る
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら
出
発
す
る
問

い
で
あ
る
。
本
稿

で
は
特

に
張
載

の

「個
物
」
に
関

わ
る
議
論

を
手
が

か
り
と
し
て
、
こ
の
テ
ー

マ
を
取
り
あ
げ
る

上
で
の
問
題
点
を
探

る
。

一
般

に
、

「
個

物

」

と

は

、

「
不

可

分

者

」

と

し

て
考

え

ら

れ

る

。

と

す

る

と

、

た

と

え
ぽ

『中

庸

』

と

『
荘

子
』

の
次

の
文
章

が

思

い
浮

か

ぶ

で
あ

ろ
う

。

即

ち

君
子
の
道

は
費

に
し
て
隠
…
…
故
に
君
子
は
大
を
語
れ
ぽ
天
下
に
能
く
載

宇
佐
美

文

理

す
る
莫
く
、
小
を
語
れ
ぽ
天
下
に
能
く
破
る
莫
し
。
(『中
庸
』
十

二
軸
)

至
大
は
外
無

し
、
之
を
大

一
と
謂

ふ
。
至
小
は
内
無
し
、
之
を
小

一
と
謂

ふ
。
(
『荘
子
』
天
下
篇
)

が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、
彼
ら
が
そ
れ
を
我
々
の
考
え
る
意
味

で

「個
物
」
と
考

え
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、

「個
物
」
が
存
在
す
る
こ
と
は
ま
こ

う
か
た
な
き
事
実

で
あ
る
。
で
は
そ
れ
を
彼
ら
は
如
何

に
表
現
し
、
思
想

の
中

で
取
り
上
げ
て
い
た
の
か
。

「個
物
」

に
関
す
る
発
言
と
し
て
有
名
な
も
の
に

『筍
子
』
正
名
篇

の
以
下

の
発
言
が
あ
る
。

故

に
万
物
は
衆
し
と
錐
も
、
時
と
し
て
偏
く
之
を
挙
げ
ん
と
欲
す
る
有
り
。

故

に
之
を
物
と
謂
ふ
。
物

な
る
者

は
、
大
共
名
な
り
。
推
し
て
之
を
共

に

し
、
共
な
れ
ぽ
則
ち
有

た
共

に
し
、
共
無
き

に
至
り
て
、
然
る
後
に
止
む
。

時
と
し
て
偏

へ
に
之
を
挙
げ
ん
と
欲
す
る
有
り
。
故
に
之
を
鳥
獣
と
謂
ふ
。

鳥
獣
な
る
者

は
、
大
別
名
な
り
。
推

し
て
之
を
別
に
し
、
別
な
れ
ぽ
則
ち

有

た
別

に
し
、
別
無
き

に
至

り
て
、
然

る
後

に
止
む
。
(
『苛
子
』
正
名

②篇
)

こ
の

『葡
子
』

の
文

の
中
で
、
「無
別
」

に
至

っ
た
毅
階
が

「個
物
」
を
指
す

と
さ
れ
る
。
例
え
ぽ

「尭

・
舜
」
な
ど

の

「
固
有
名
詞
」

に
よ

っ
て
示
さ
れ
る

も
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
物

で
な
く
、
例
え
ぽ

「
い
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ま
目
前
に
」
こ
ろ
が
っ
て
い
る
「
石
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
「
個

物
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。
我
々
は
、
「
い
ま
目
前
に

あ
る
」
二
つ
の
石
を
「
区
別
」
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
「
い
ま
目
前
に
あ
る
」

二
つ
の
「
石
」
は
、
「
無
別
」
に
至
っ
た
「
名
」
を
果
し
て
持
つ
の
か
。
言
い

換
え
れ
ば
、
思
想
家
の
思
弁
は
「
個
物
」
に
ま
で
向
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
実

は
「
石
」
　
（
と
い
う
種
）
で
と
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
と
は

「
名
」
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
彼
ら
の
思
弁
｝
般
に
お
け
る
「
個
物
」
の

意
味
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
　
（
勿
論
、
彼
ら
が
「
い
ま
目
前
に
あ
る
一
個

の
石
」
の
存
在
を
認
め
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
）

　
我
々
は
、
と
り
あ
え
ず
、
「
石
」
で
は
な
く
、
「
い
ま
目
前
に
あ
る
一
個
の

石
」
を
「
個
物
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
本
稿
は
、
以
上
の
如
き
問
い
か
ら
出
発
し

て
、
『
嚢
子
』
に
か
ぎ
ら
ず
、
お
よ
そ
中
国
哲
学
に
お
い
て
、
「
個
物
」
が
、
如

何
に
思
想
の
中
で
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
を
問
う
た
め
の
、
｝
つ
の
準
備

　
　
　
　
③

作
業
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
一
　
「
物
」
の
問
題

一
一
一
　
「
有
形
」
と
「
物
」

　
「
物
」
を
考
え
る
際
に
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
発
言
に
、
『
単
子
』
心

術
篇
上
の
次
の
文
章
が
あ
る
。

　
　
物
固
よ
り
形
有
り
。
形
固
よ
り
名
有
り
。

そ
こ
で
ま
ず
、
「
物
1
1
有
形
」
と
い
う
図
式
が
張
載
に
お
い
て
成
り
立
つ
か
ど

う
か
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
こ
の
「
物
…
有
形
」
と
い
う
図
式
は
、
通
念
的
な
も
の
と
言
っ
て
よ
く
、

「
物
」
を
「
形
」
と
の
連
関
で
考
え
る
発
想
は
、
張
載
の
発
言
の
中
に
も
か
い

ま
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
気
の
物
と
為
り
、
無
形
に
散
入
す
。
（
太
和
篇
・
三
）

　
　
若
し
万
象
は
太
虚
申
に
見
る
所
の
物
為
り
と
謂
へ
ぽ
、
則
ち
物
と
虚
と
相

　
　
い
資
ら
ず
、
形
は
自
ず
か
ら
形
、
性
は
自
ず
か
ら
性
た
り
。
（
脳
弓
篇
・

　
　
五
）

し
か
し
張
載
は
有
形
－
無
形
を
次
の
よ
う
に
も
考
え
て
い
る
。

　
　
気
聚
ま
れ
ぽ
則
ち
早
耳
施
す
を
得
て
形
有
り
。
気
聚
ま
ら
ざ
れ
ば
則
ち
離

　
　
明
施
す
を
得
ず
し
て
形
無
し
。
（
太
和
篇
・
七
）

こ
こ
か
ら
す
る
と
「
物
1
1
有
形
」
と
直
接
考
え
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
つ
ま

り
、
有
形
無
形
は
我
々
の
感
覚
に
対
す
る
「
現
れ
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
張
載

は
言
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
現
れ
」
に
す
ぎ
な
い
と
は
い
っ

て
も
、
完
全
に
人
間
の
認
識
に
依
存
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
多
な
る

認
識
主
体
に
対
す
る
同
一
性
は
、
あ
く
ま
で
も
保
っ
て
い
る
。
次
の
発
言
を
参

照
。

　
　
　
　
　
お
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

　
　
物
怪
、
衆
く
之
を
見
れ
ば
即
ち
是
れ
理
な
り
神
な
り
。
偏
へ
に
之
を
見
る

　
　
者
は
病
に
非
ざ
れ
ぽ
即
ち
偽
。
豊
に
一
物
有
り
て
見
ざ
る
者
有
り
見
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
有
る
こ
と
有
ら
ん
や
（
語
録
上
・
六
十
九
）

ま
た
、
「
現
れ
に
す
ぎ
ぬ
の
な
ら
「
実
体
」
の
如
き
者
が
あ
る
の
か
」
と
い
え

ぽ
そ
う
で
は
な
い
。
「
現
れ
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
は
、
「
有
形
　
無
形
」
と

い
う
「
現
れ
か
た
」
に
つ
い
て
言
う
わ
け
で
あ
っ
て
、
「
物
」
の
存
在
は
我
々

の
認
識
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
の
離
明
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ち
こ
こ
で
は
視
覚
が
施
さ
れ
な
く
て
も
、
「
物
」
は
そ
こ
に
あ
る
。
次
の
文
を

参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
天
文
地
理
、
皆
明
に
因
り
て
之
を
知
る
。
明
に
非
ざ
れ
ぽ
、
則
ち
皆
幽
な

　
　
り
。
此
れ
幽
明
の
故
を
知
る
所
以
な
り
。
万
物
は
離
に
早
い
見
る
。
離
に

　
　
非
ざ
れ
ぽ
相
い
見
ざ
る
な
り
。
見
る
と
は
明
に
由
る
も
、
見
え
ざ
る
者
は

　
　
物
元
き
に
非
ざ
る
な
り
。
乃
ち
是
れ
天
の
至
処
な
り
。
（
易
説
・
繋
僻
上
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⑧

　
　
「
仰
止
観
於
天
文
、
傭
筆
墨
於
地
理
」
）

見
え
ざ
る
「
物
」
と
見
え
る
「
物
」
の
区
別
は
、
実
体
－
現
象
と
い
う
が
如
き

構
図
で
は
な
く
、
と
も
に
「
物
」
と
し
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
、
有
形
な
る
存
在
の
ほ
か
に
、
無
形
即
ち
「
見
え
ぬ
」
と
こ
ろ
の
「
物
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

存
在
を
認
め
る
わ
け
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
「
形
」
と
は
、
「
物
」
に
と
っ
て

本
来
的
な
性
質
で
は
な
く
、
我
々
の
認
識
に
対
し
て
の
み
意
味
を
も
つ
も
の
な

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
有
形
」
か
「
無
形
」
か
は
、
「
物
」
自
体
の
存
在
に
と

っ
て
は
意
味
が
な
く
、
我
々
の
認
識
に
対
す
る
存
在
の
仕
方
の
相
違
に
す
ぎ
な

い
。　

そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
「
神
」
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
「
神
」
自

体
が
有
形
だ
と
は
、
無
論
言
う
べ
く
も
な
い
が
、
「
形
」
と
い
う
も
の
が
、

我
々
の
認
識
の
媒
介
と
な
る
要
素
だ
と
い
う
考
え
は
次
の
発
言
か
ら
も
う
か
が

わ
れ
る
。
張
載
は
『
繋
辮
上
伝
』
「
神
而
明
之
、
存
乎
其
人
」
を
解
し
て
、
次

の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
凡
そ
神
と
言
ふ
は
、
亦
た
必
ず
形
を
待
ち
て
然
る
後
に
著
ら
か
。
形
を
得

　
　
ざ
れ
ぽ
、
神
何
を
以
て
見
は
れ
ん
。
（
易
説
・
繋
辮
上
）

ま
た
次
の
例
も
、
先
に
見
た
「
我
々
に
対
す
る
現
れ
に
す
ぎ
な
い
」
こ
と
を
再

び
示
す
と
と
も
に
、
炎
・
下
等
が
、
こ
こ
で
は
「
物
」
と
は
っ
き
り
言
明
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
有
形
」
な
る
も
の
以
外
の
存
在
者
と
し
て
記
述

さ
れ
て
い
る
。

　
　
火
の
炎
、
人
の
蒸
、
影
有
る
も
形
無
し
。
能
く
散
じ
て
光
を
受
く
る
能
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
ざ
る
者
。
（
参
両
篇
・
二
十
一
）

さ
ら
に
も
う
一
条
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
　
天
地
は
一
物
と
蹉
も
、
理
は
須
く
此
に
従
ひ
て
分
別
す
べ
し
。
太
始
な
る

　
　
者
は
物
の
初
め
を
語
る
。
乾
は
全
く
之
を
体
し
て
遺
さ
ず
。
故
に
知
ら
ざ

　
　
る
無
き
な
り
。
之
を
先
に
知
る
者
は
、
蓋
し
乾
に
如
く
は
悪
し
。
成
物
な

　
　
る
者
は
、
物
既
に
形
す
。
故
に
作
と
言
ふ
。
已
に
形
器
に
入
る
な
り
。

　
　
（
評
説
・
繋
辮
上
「
乾
知
大
始
、
坤
作
成
物
」
）

太
始
の
段
階
は
、
物
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
だ
形
無
き
段
階
な
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
「
物
層
形
」
と
は
「
物
尽
形
」
を
想
定
し
て
お
り
、
「
形
ス
ル
」
以
前
の

「
物
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
明
ら
か
で
あ
る
。
（
こ
の
い
わ
ば
中
間

的
存
在
に
対
し
、
張
載
は
「
象
」
と
い
う
概
念
を
あ
て
て
説
明
を
試
み
て
い

⑪る
。
）
た
だ
し
、
先
の
「
有
形
i
無
形
」
の
区
別
は
、
同
時
に
存
在
す
る
二
者

間
の
区
別
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
時
間
的
先
後
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
一
　
三
で
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

以
上
、
張
載
に
お
い
て
は
、
「
物
」
1
「
有
形
」
と
い
う
単
純
な
構
図
は
な
り

た
た
ず
、
「
物
」
の
存
在
に
「
有
形
」
と
「
無
形
」
（
も
し
く
は
「
未
形
し
）
の

二
形
態
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
一
一
二
　
　
「
有
無
」
の
問
題

　
「
有
無
」
に
つ
い
て
は
、
湯
浅
幸
孫
氏
に
既
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

　
　
「
有
」
と
「
無
」
と
は
、
気
が
聚
散
す
る
過
程
に
於
け
る
あ
る
種
の
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

本
項
で
は
こ
の
こ
と
を
多
少
詳
し
く
検
証
す
る
と
と
も
に
、
張
工
に
お
け
る

「
有
無
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

　
「
有
無
」
に
つ
い
て
は
、
張
載
に
は
有
名
な
二
条
が
あ
る
。
念
の
た
め
示
し

て
お
こ
う
。

　
　
若
し
虚
能
く
気
を
生
ず
と
謂
は
ぽ
、
則
ち
虚
は
無
窮
、
気
は
有
限
に
し
て
、

　
　
体
用
殊
絶
し
、
老
氏
の
〈
有
は
無
よ
り
生
ず
〉
な
る
自
然
の
論
に
入
る
。

　
　
所
謂
有
無
混
一
の
常
を
識
ら
ず
。
（
太
和
篇
・
五
）

　
　
気
の
太
虚
に
聚
散
す
る
は
、
猶
ほ
泳
の
水
に
凝
釈
す
る
が
ご
と
し
。
太
虚

　
　
は
即
ち
愚
な
る
を
知
れ
ば
、
則
ち
無
無
し
。
（
太
和
篇
・
八
）
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「
無
」
を
説
く
仏
工
を
批
判
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
、
い
ま
こ
こ
で
説
く
必
要

は
あ
る
ま
い
。

　
　
其
の
聚
ま
る
に
方
る
や
、
安
く
ん
ぞ
之
を
客
と
謂
は
ざ
る
を
得
ん
や
。
其

　
　
の
散
ず
る
に
方
る
や
、
安
く
ん
ぞ
遽
か
に
之
を
無
と
謂
ふ
を
得
ん
や
。
故

　
　
に
聖
人
は
仰
い
で
観
、
介
し
て
察
す
る
に
、
但
だ
幽
明
の
故
を
知
る
と
云

　
　
ふ
の
み
に
し
て
、
有
無
の
故
を
知
る
と
云
は
ざ
る
な
り
。
（
太
和
篇
・
七
）

張
載
は
お
よ
そ
「
有
無
」
と
い
う
対
立
概
念
を
つ
か
う
こ
と
を
拒
否
せ
ん
と
す

　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
有
無
」
と
は
、
あ
く
ま
で
「
有
形
　
無
形
」

の
違
い
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
「
有
と
無
の
対
立
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
言
い
た
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
に
「
有
」
な
る
も
の
は

存
在
す
る
。

　
　
凡
そ
状
す
べ
き
は
、
皆
有
な
り
。
凡
そ
有
は
、
皆
象
な
り
。
凡
そ
象
は
、

　
　
運
気
な
り
。
（
乾
称
篇
・
二
）

か
つ
ま
た
有
無
と
い
う
概
念
は
便
利
な
も
の
で
あ
っ
た
。
次
の
例
は
、
張
載
が

鬼
神
を
一
気
の
屈
伸
の
如
く
考
え
て
い
た
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
的
に
よ
く
示
し
て

く
れ
る
部
分
だ
が
、
や
は
り
「
有
無
」
の
概
念
が
使
わ
れ
て
説
か
れ
て
い
る
。

　
　
精
気
は
物
と
為
り
、
游
魂
は
変
を
為
す
。
精
気
な
る
者
は
、
元
よ
り
し
て

　
　
有
。
游
魂
な
る
者
は
有
よ
り
し
て
元
。
元
よ
り
し
て
有
、
神
の
情
な
り
。

　
　
有
よ
り
し
て
元
、
鬼
の
情
な
り
。
元
よ
り
し
て
有
、
故
に
顕
に
し
て
物
と

　
　
為
る
。
有
よ
り
し
て
元
、
故
に
隠
に
し
て
変
を
為
す
。
顕
に
し
て
物
と
為

　
　
る
者
は
、
神
の
状
な
り
。
隠
に
し
て
変
を
為
す
者
は
、
鬼
の
状
な
り
。
大

　
　
意
は
有
元
を
超
え
ざ
る
の
み
。
物
は
回
れ
実
と
錐
も
、
本
と
虚
よ
り
来
た

　
　
る
、
故
に
之
を
神
と
謂
ふ
。
変
は
是
れ
用
っ
て
虚
な
る
も
、
本
と
実
に
縁

　
　
り
て
得
、
故
に
之
を
鬼
と
謂
ふ
。
（
易
説
・
繋
群
長
「
精
気
為
物
、
亡
魂

　
　
　
⑭

　
　
為
変
」
）

こ
の
部
分
、
所
謂
張
載
の
「
気
の
聚
散
」
の
う
ち
、
「
聚
」
に
「
精
気
為
物
」
、

「
散
」
に
「
游
禽
為
変
」
を
あ
て
て
説
く
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
張
載
が

「
有
無
」
を
拒
否
す
る
の
は
、
「
無
」
に
つ
い
て
は
、
「
ナ
ニ
モ
ナ
イ
」
こ
と
を

拒
否
す
る
わ
け
だ
が
、
「
有
」
に
は
、
「
有
」
で
あ
り
つ
づ
け
る
も
の
、
い
わ
ぽ

「
常
有
」
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
生
に
御
ひ
て
有
に
執
は
る
る
者
は
、
物
に
し
て
化
せ
ず
（
太
和
篇
・
三
）

「
物
而
不
詳
」
と
は
、
「
常
有
を
持
っ
た
「
物
」
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
、

変
化
す
る
と
い
う
存
在
の
真
な
る
姿
と
な
っ
て
い
な
い
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
存

在
者
全
体
の
中
の
「
有
と
い
う
あ
り
か
た
」
の
存
在
者
に
と
ど
ま
る
こ
と
、
即

ち
「
官
有
」
を
認
め
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て

「
有
」
は
「
客
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
い
う
発
言
が
な
さ
れ
る
。

　
　
太
虚
は
無
形
、
気
の
本
体
な
り
。
其
の
聚
散
す
る
は
、
変
化
の
客
形
の
み
。

　
　
（
太
和
篇
・
二
）

つ
ま
り
張
載
は
、
我
々
が
ご
く
日
常
的
に
考
え
る
如
き
「
存
在
　
非
存
在
」
も

し
く
は
「
存
在
者
　
非
存
在
者
」
と
い
う
意
味
の
「
有
無
」
の
あ
る
こ
と
を
拒

否
す
る
の
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
認
め
ら
れ
る
「
有
無
」
と
は
、
「
存
在
者
の

有
と
い
う
あ
り
か
た
一
無
と
い
う
あ
り
か
た
」
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
異
和
篇
に
「
無
無
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
実
は
そ
う
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。
「
無
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
「
無
」
と
い
う
あ
り
か
た
だ
け

が
あ
る
の
で
あ
る
。
で
は
「
あ
る
も
の
」
は
何
か
。
勿
論
「
気
」
で
あ
る
。
以

上
、
張
載
に
お
け
る
「
有
無
」
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　
一
一
三
　
「
形
」
と
「
有
無
」
を
め
ぐ
る
難
問

　
こ
れ
ま
で
「
形
」
と
「
有
無
」
に
つ
い
て
張
載
の
思
想
を
見
て
き
た
が
、
実

は
こ
の
二
つ
の
概
念
を
結
び
つ
け
る
と
き
、
ひ
と
つ
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
の

で
あ
る
。
『
繋
辮
上
伝
』
「
形
而
上
者
謂
之
道
、
形
而
下
者
謂
之
器
」
に
張
載
は

注
し
て
、
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形
而
上
な
る
者
は
覚
れ
形
体
無
き
者
、
故
に
形
而
上
な
る
者
之
を
道
と
謂

　
　
ふ
な
り
。
形
而
下
な
る
者
は
着
れ
形
体
有
る
者
、
故
に
形
而
下
な
る
者
之

　
　
を
器
と
謂
ふ
な
り
。
（
詳
説
・
繋
辮
上
）

と
す
る
。
一
見
な
ん
で
も
な
い
注
だ
が
、
実
は
彼
自
身
、
こ
の
形
而
上
下
を
め

ぐ
る
問
題
に
難
点
を
認
め
て
い
る
。

　
　
凡
そ
長
せ
ざ
る
以
上
の
者
、
皆
之
を
道
と
謂
ふ
。
惟
だ
早
れ
有
無
相
い
接

　
　
す
る
と
形
不
等
と
の
処
、
之
を
知
る
こ
と
難
し
と
為
す
。
（
話
説
・
繋
辮

　
　
　
　
　
⑮

　
　
上
・
同
書
）

お
そ
ら
く
張
載
は
こ
こ
で
、
所
謂
「
生
成
」
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
無
形
」
か
ら
「
有
形
」
へ
の
「
移
行
」
を
考
え
る
わ
け

で
あ
る
。
そ
の
際
、
そ
の
「
有
無
の
相
い
接
す
る
」
と
こ
ろ
、
「
形
と
不
二
」

の
両
者
の
さ
か
い
め
の
イ
メ
ー
ジ
が
と
ら
え
に
く
い
わ
け
で
あ
る
。
有
形
一
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

形
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
に
断
絶
が
生
ず
る
。
こ
の
こ
と
は
朱
子
の
次

の
発
言
に
よ
り
、
論
点
が
よ
り
明
確
に
な
る
。
朱
子
は
こ
れ
を
、

　
　
問
ふ
、
形
而
上
下
、
如
何
ぞ
形
を
以
て
言
ふ
。
温
く
、
此
の
言
最
も
的
當
。

　
　
も

　
　
設
若
し
有
形
無
形
を
以
て
之
を
言
へ
ぽ
、
便
ち
是
れ
物
と
理
と
相
い
間
断

　
　
せ
ん
。
（
『
朱
子
語
言
』
巻
七
十
五
・
摸
録
）

と
指
摘
す
る
。
（
朱
子
は
物
一
理
（
気
　
理
）
と
い
う
構
造
で
考
え
る
の
で
多

少
話
が
ず
れ
る
と
し
て
も
）
無
形
↓
有
形
と
し
て
し
ま
う
と
、
ど
う
し
て
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

こ
に
「
連
続
で
な
い
　
　
間
断
」
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
「
形
而
上
下
」
に
「
有
無
」
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
に
よ

り
生
じ
た
閥
題
で
あ
る
。
朱
子
は
こ
の
問
題
を
、

　
　
器
も
覧
た
道
、
道
も
亦
た
器
。
分
別
有
れ
ど
も
、
窪
い
離
れ
ざ
る
な
り
。

　
　
（
同
価
）

と
、
「
相
即
1
一
同
時
存
在
」
と
し
て
考
え
た
。
が
、
張
載
に
と
っ
て
は
、
「
有

無
」
は
、
「
有
と
い
う
あ
り
か
た
」
と
「
無
と
い
う
あ
り
か
た
」
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、
「
気
」
は
あ
る
時
あ
る
所
で
「
有
」
と
い
う
あ
り
か
た
で
存
在
し
、

あ
る
時
あ
る
所
で
「
無
」
と
い
う
あ
り
か
た
で
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

「
気
」
が
同
時
に
「
有
無
」
を
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
「
物
」
の
概
念
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
有
形
　
無

形
と
す
る
こ
と
に
よ
る
断
絶
は
、
『
繋
辮
伝
』
の
文
章
が
「
形
」
と
言
っ
て
い

る
以
上
、
「
有
形
－
無
形
」
で
考
え
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
免
れ
ら
れ
ぬ
こ
と
な

の
で
あ
る
。
従
っ
て
張
載
も
「
凡
不
嫁
以
上
者
皆
々
之
道
」
と
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
「
物
」
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
。

「
物
」
の
観
点
か
ら
す
れ
ぽ
「
形
以
上
」
に
も
「
物
」
は
あ
っ
た
は
ず
な
の
で

あ
る
。
「
物
」
は
、
有
形
無
形
を
通
じ
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
無
な
る
あ
り
か

た
」
と
「
有
な
る
あ
り
か
た
」
を
「
ア
ル
」
と
い
う
性
格
に
よ
っ
て
統
べ
て
い

　
　
　
　
⑱

る
の
で
あ
る
。
二
物
両
体
質
也
」
（
参
両
篇
・
二
）
と
い
う
衰
現
が
示
す
と
お

り
、
張
載
に
お
い
て
こ
の
「
物
」
と
い
う
言
葉
は
、
単
に
「
有
形
」
な
る
存
在

を
表
わ
す
の
で
な
く
、
有
形
な
る
も
の
も
無
形
な
る
も
の
を
も
表
わ
す
と
い
う

性
格
、
即
ち
「
ア
ル
」
を
表
わ
す
と
い
う
性
格
に
よ
っ
て
、
「
有
無
」
の
間
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

自
由
に
往
来
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

　
　
太
虚
は
気
無
き
こ
と
能
は
ず
。
気
は
聚
ま
り
て
万
物
と
為
ら
ざ
る
能
は
ず
。

　
　
万
物
は
散
じ
て
太
虚
と
為
ら
ざ
る
能
は
ず
。
（
太
和
篇
・
三
）

に
お
け
る
「
万
物
」
と
は
、
確
か
に
「
物
」
に
は
違
い
な
い
が
、
あ
く
ま
で

「
有
」
と
い
う
あ
り
方
を
す
る
「
物
」
に
す
ぎ
な
い
。
「
無
」
と
い
う
あ
り
か

た
を
す
る
「
物
」
も
あ
る
の
で
あ
る
。
「
有
」
な
る
も
の
は
一
　
二
で
見
た
よ

う
に
、
す
べ
て
「
気
」
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
「
無
」
な
る
も
の
即
ち
「
無
と

し
て
あ
る
も
の
」
も
ま
た
「
気
」
に
す
ぎ
な
い
。
太
虚
を
「
物
」
と
呼
ぶ
こ
と

は
張
載
も
は
ぽ
か
る
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
、
「
一
物
両
体
気
也
」
か
ら
す
れ

ぽ
、
「
気
」
は
「
物
」
で
あ
っ
て
か
ま
わ
な
い
わ
け
で
、
「
気
（
之
本
体
）
一
太

虚
」
、
そ
し
て
太
虚
は
「
物
」
で
あ
っ
て
一
向
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
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我
々
の
今
の
感
覚
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
物
」
と
は
違
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言

え
る
こ
と
は
、
「
太
虚
」
と
は
「
気
」
の
「
本
来
的
あ
り
方
」
な
の
で
あ
る
か

ら
、
「
気
ノ
物
タ
ル
や
太
虚
」
と
い
う
命
題
が
成
り
立
ち
得
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
「
ア
ル
」
の
名
で
呼
ぶ
も
の
に
、
「
物
」
が
あ
た
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
有
無
」
よ
り
も
「
物
」
の
ほ
う
が
、

「
ア
ル
」
を
考
え
る
際
、
上
位
に
あ
る
考
え
方
な
の
で
あ
る
。
　
「
物
が
有
ル
」

と
は
、
「
「
ア
ル
」
が
く
有
〉
と
い
う
あ
り
か
た
を
し
て
い
る
」
こ
と
を
示
し
、

「
有
」
と
は
、
「
〈
有
〉
と
い
う
あ
り
か
た
を
し
て
い
る
「
ア
ル
」
」
を
示
す
。

つ
ま
り
、
「
無
無
」
と
す
る
張
載
に
お
い
て
は
、
「
無
」
と
は
、
「
虚
無
」
で
は

な
く
て
、
「
〈
無
〉
と
い
う
あ
り
か
た
を
し
て
い
る
「
ア
ル
」
」
を
示
す
の
で
あ

る
。
で
は
、
「
有
」
な
る
あ
り
か
た
と
は
何
か
。
こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
パ
タ

ー
ン
が
可
能
で
あ
る
。
有
形
・
有
象
・
有
　
な
ど
、
と
も
か
く
何
か
が
「
有
」

れ
ぽ
、
「
有
な
る
存
在
」
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。
「
無
」
に
つ
い
て
も
同
様
に

考
え
う
る
。

　
で
は
、
先
の
「
三
富
者
語
物
里
言
」
の
「
芝
之
初
」
と
は
如
何
な
る
意
味
か
。

「
物
の
初
め
」
が
あ
る
の
な
ら
ぽ
、
「
物
が
な
い
」
状
態
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

有
↓
無
↓
有
が
あ
く
ま
で
も
連
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
安
田
二
郎

氏
の
見
解
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
　
存
在
の
全
体
は
連
続
せ
る
一
蓋
で
あ
り
、
非
連
続
的
に
見
え
る
有
形
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
存
在
は
、
か
か
る
連
続
体
の
上
に
生
ず
る
凝
り
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。

「
物
の
は
じ
ま
り
」
の
前
の
状
態
即
ち
「
物
の
無
い
状
態
」
を
「
ア
ル
」
の
な

い
状
態
と
考
え
る
こ
と
は
、
張
載
に
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
れ
は
「
有
形
な
る
物
」
の
意
に
解
す
べ
き
所
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

張
網
の
「
物
」
は
、
（
彼
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
）
多
義
的
に
使
わ
れ
る
。

そ
れ
を
認
め
た
上
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
張
載
の
「
物
」
の
「
ア
ル
」
と
い
う

性
格
を
強
調
す
る
。
こ
こ
で
我
々
は
「
物
」
と
い
う
言
葉
の
多
義
性
を
無
視
し

よ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
思
う
に
、
思
想
の
場
で
こ
の
「
物
」
と

い
う
言
葉
に
託
さ
れ
た
彼
ら
の
論
理
は
ど
の
場
面
に
お
い
て
も
通
じ
る
も
の
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
か
の
「
無
」
を
説
い
た
と
さ
れ
る
平

身
の
次
の
如
き
発
言
、

　
　
無
の
物
為
る
、
水
火
も
害
す
る
能
は
ず
。
（
『
老
子
』
十
六
章
「
没
身
不

　
　
殆
」
王
弼
注
）

に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
物
」
は
、
張
載
の
い
う
「
無
」
の
み
な
ら
ず
、

此
の
如
き
端
的
な
「
無
」
に
さ
え
入
り
込
む
こ
と
の
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

ま
た
例
え
ば
「
物
」
が
コ
畢
」
の
意
味
を
含
み
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
こ

で
は
詳
論
す
る
い
と
ま
は
な
い
が
、
「
物
」
が
「
ア
ル
」
の
意
を
も
た
さ
れ
て

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
帰
結
し
た
必
然
的
な
結
果
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　
以
上
、
普
通
、
「
ア
ル
」
に
た
い
し
て
は
「
有
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

実
際
に
は
「
物
」
の
ほ
う
が
近
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
た
。

勿
論
「
物
」
に
「
ア
ル
」
と
い
う
訳
語
を
そ
の
ま
ま
あ
て
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
（
勿
論
「
存
在
」
も
然
り
で
あ
る
）
。
そ
れ
に
は
詳
細
な
考
察
を
期
す
と
し

て
、
こ
こ
で
は
「
物
」
と
「
有
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。

ま
た
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
「
物
」
の
以
上
の
よ
う
な
「
ア
ル
」
と
い
う
性
格

を
「
存
在
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
「
ア
ル
」
と
い
う
言
葉
が
、
普
段
の

我
々
の
思
考
に
は
、
な
じ
ま
ぬ
も
の
と
考
え
た
故
の
便
宜
上
の
措
置
で
あ
る
。

以
下
「
存
在
」
と
あ
っ
た
場
合
は
「
ア
ル
」
と
了
解
さ
れ
た
い
。

二
　
「
個
」
の
問
題

　
次
に
「
個
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
我
々
が
「
個
体
」
と
し
て
存
在
す
る
た

め
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
る
「
身
体
」
と
、
「
個
」
た
る
た
め
の
論
理
的

必
然
で
あ
る
二
」
が
こ
こ
で
は
扱
わ
れ
る
。
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二
一
一
　
「
身
」
の
問
題

　
張
載
は
、
自
分
の
身
体
を
「
物
」
と
考
え
よ
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
彼
は
特

に
、
「
物
」
と
「
自
分
」
、
な
い
し
「
物
」
と
「
自
分
の
身
体
」
と
を
分
け
て
考

え
る
こ
と
に
批
判
を
加
え
る
。
「
物
　
身
」
を
対
置
さ
せ
、
分
け
て
考
え
る
パ

タ
ー
ン
と
し
て
は
、
た
と
え
ぽ
『
繋
群
下
伝
』
の
、

　
　
近
く
は
諸
を
身
に
取
り
、
遠
く
は
諸
を
物
に
取
り
、
是
に
於
て
始
め
て
八

　
　
卦
を
作
る
。

が
あ
る
。
こ
れ
は
「
物
・
我
」
と
い
う
、
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
・
『
孟
子
』
尽

　
　
⑳

心
上
篇
以
来
の
構
図
に
「
身
」
を
あ
て
た
も
の
で
あ
り
、
の
ち
に
「
物
一
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

境
」
と
い
う
注
釈
も
あ
ら
わ
れ
る
如
く
、
通
念
的
な
思
考
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
物
・
我
」
と
対
置
さ
れ
た
と
き
、
普
通
は
そ
の

「
物
」
は
「
自
分
以
外
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
『
事
事
伝
』
の
場
合
も
同
様
で

あ
る
。
し
か
し
、
「
私
が
い
ま
こ
こ
に
あ
る
こ
と
一
私
の
身
体
」
は
、
張
載
に

と
っ
て
は
、
も
は
や
「
我
」
で
は
な
く
、
「
物
」
と
し
て
見
ら
れ
る
べ
き
対
象

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
荘
子
』
斉
物
論
も
『
孟
子
』
も
、
と
も
に
「
万
物
」

と
一
体
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
点
で
は
張
載
と
な
ん
ら
か
わ
り
は
な
い
。
た
だ

張
載
は
、
「
物
一
我
」
と
い
う
構
図
の
中
で
、
「
我
」
を
「
身
」
と
「
心
」
に
分

析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
物
　
身
一
心
」
と
い
う
新
た
な
構
図
を
考
え
、
且

つ
そ
の
「
身
」
を
「
物
」
と
み
な
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
注
目
せ
ね
ぽ
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
単
純
な
「
物
我
の
一
致
」
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
「
物
我
」
の
構
図
自
体
を
塗
り
変
え
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
「
物
一
我
」
と
い
う
対
立
構
図
を
考
え
る
こ
と
自
体
が
「
物
一
箪
」
の
分

裂
を
予
想
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
張
載
の
意
見
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
物
を
体
し
身
を
体
す
る
は
、
道
の
本
な
り
。
身
に
し
て
道
を
体
す
る
は
、

　
　
其
の
人
と
為
り
や
大
な
り
。
道
能
く
身
を
物
と
す
る
が
故
に
大
。
身
を
物

　
　
と
す
る
能
は
ず
し
て
身
に
累
は
さ
る
れ
ぽ
、
則
ち
貌
乎
と
し
て
其
れ
卑
な

　
　
り
。
（
大
心
篇
・
七
）

　
　
只
だ
天
理
の
常
に
在
る
が
為
に
、
身
と
物
と
均
し
く
見
れ
ば
、
則
ち
自
か

　
　
ら
私
せ
ず
、
己
も
亦
た
判
れ
一
物
。
人
戸
に
己
の
身
を
脱
去
す
れ
ぽ
則
ち

　
　
自
ず
か
ら
明
な
り
。
然
れ
ど
も
身
と
心
と
は
常
に
相
い
随
ふ
。
此
の
身
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
る
を
奈
何
と
も
す
る
無
し
。
仮
し
以
て
物
に
接
す
れ
ば
則
ち
挙
措
須
く
是

　
　
を
要
す
。
（
経
学
理
窟
・
学
大
原
下
・
十
八
）

「
物
」
と
し
て
見
よ
と
は
、
如
何
な
る
「
物
」
と
し
て
見
よ
と
い
う
こ
と
な
の

か
。
こ
こ
で
は
「
無
奈
何
有
此
身
」
が
示
唆
的
で
あ
る
。
「
此
身
扁
の
部
分
で
、

「
此
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
我
が
身
の

「
此
」
と
い
う
性
格
、
こ
れ
は
い
わ
ぽ
「
い
ま
こ
こ
に
」
性
で
あ
る
。
実
に

我
々
に
と
っ
て
は
、
自
分
が
「
い
ま
こ
こ
に
あ
る
こ
と
」
を
保
つ
が
故
に
私
が

あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
を
「
物
」
と
同
様
に
見
る
、
即
ち
「
い
ま
こ
こ
に
」
を

取
り
去
っ
て
、
　
「
物
」
即
ち
「
存
在
」
と
同
様
に
見
な
せ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
私
は
い
ま
こ
こ
に
あ
る
」
の
で
は
な
く
て
、
　
「
私
は
あ
る
」
に
変
貌
さ
せ
よ

う
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
「
私
は
あ
る
」
と
は
如
何
な
る
意
味
か
。
こ
れ
は

「
個
」
か
ら
「
全
体
」
へ
の
飛
躍
を
意
味
す
る
。
「
物
」
は
端
的
に
「
存
在
」

で
あ
り
、
「
連
続
し
た
「
者
」
な
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
「
物
」
自
身
は
、

「
い
ま
こ
こ
に
」
と
い
う
意
味
で
の
「
個
」
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
な
い
と

考
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
張
載
は
「
物
」
と
同
じ
と
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
身
の
累
に
つ
い
て
は
、
張
載
は
右
の
『
経
学
理
窟
』
の
引
用
の
部
分
に

続
い
て
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。

　
　
意
・
我
・
固
・
必
は
、
只
だ
身
有
る
が
為
に
便
ち
此
れ
有
り
。
（
経
学
理

　
　
窟
・
同
和
）

所
謂
「
他
我
固
必
」
も
「
身
」
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
あ
く
ま
で
も
「
身
」
が

邪
魔
者
扱
い
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
意
見
ま
で
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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吾
が
身
を
成
す
者
は
天
の
神
な
り
。
性
を
以
て
身
を
成
す
を
知
ら
ず
し
て
、

　
　
自
ら
身
に
因
り
て
智
を
発
す
と
謂
ひ
て
、
天
功
を
貧
り
己
が
力
と
為
す
は
、

　
　
吾
れ
其
の
知
な
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
（
大
心
篇
・
六
）

こ
の
部
分
、
張
載
は
「
身
」
と
「
心
」
と
を
併
せ
て
「
身
」
と
呼
ん
だ
上
で
、

「
私
の
知
」
を
否
定
す
る
。
こ
こ
で
張
載
は
、
「
個
」
と
し
て
の
人
間
を
考
え
る

上
で
の
別
の
要
素
、
つ
ま
り
「
私
自
身
に
起
源
を
持
つ
知
」
を
も
認
め
な
い
。

「
私
」
の
知
は
あ
く
ま
で
「
天
功
」
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
あ
る

い
は
身
体
を
「
物
」
と
み
な
し
て
、
心
だ
け
が
「
個
」
と
し
て
存
在
す
る
の
だ

と
い
う
論
理
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
知
」
が
、
本
来
的
に
主
体

的
た
り
え
な
い
こ
と
、
次
の
発
言
か
ら
も
説
明
さ
れ
る
。

　
　
知
ら
ざ
る
有
れ
ば
則
ち
知
有
り
。
知
ら
ざ
る
無
け
れ
ば
則
ち
知
無
し
。

　
　
…
…
易
は
思
ふ
無
く
為
す
無
し
。
命
を
受
け
て
乃
ち
響
く
が
如
し
。
（
中

　
　
正
篇
・
四
十
五
）

理
想
的
状
態
に
あ
る
「
心
」
は
、
各
所
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
虚
」
な
る
も
の

　
　
⑮

で
あ
る
。

　
　
心
の
要
は
只
だ
与
れ
平
曝
な
ら
ん
と
欲
す
る
の
み
。
熟
す
る
の
後
、
無
心

　
　
な
る
こ
と
天
の
如
く
、
簡
易
已
ま
ず
。
今
有
心
に
し
て
以
て
其
の
虚
を
求

　
　
む
れ
ば
、
則
ち
細
れ
已
に
一
心
を
起
こ
せ
り
。
虚
を
得
る
に
亡
し
無
し
。

　
　
（
経
学
理
窟
・
気
質
・
二
十
一
）

そ
れ
が
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
を
「
易
」
と
同
じ
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

あ
く
ま
で
「
響
」
く
が
如
く
で
あ
り
、
「
一
心
」
を
起
こ
し
て
も
い
け
な
い
。

そ
こ
に
は
「
私
と
い
う
個
」
の
入
る
余
地
は
な
い
。
「
い
ま
こ
こ
に
」
と
い
う

性
格
が
取
り
去
ら
れ
、
　
「
私
自
身
に
起
源
を
持
つ
知
」
を
取
り
去
ら
れ
た
存
在

は
、
果
し
て
「
個
」
と
呼
び
う
る
だ
ろ
う
か
。
先
に
「
私
は
い
ま
こ
こ
に
あ

る
」
か
ら
「
私
は
あ
る
」
へ
の
飛
躍
を
見
た
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
端
的
な

「
あ
る
」
へ
変
貌
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
「
物
」
に
変
貌
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
か
し
そ
れ
は
も
は
や
「
個
物
」
で
は
な
い
。

　
「
身
」
の
問
題
は
、
「
方
体
」
の
問
題
と
も
か
か
わ
る
。
「
身
」
を
切
り
離
さ

れ
た
「
私
」
は
、
逆
に
言
え
ば
、
「
方
体
無
き
」
つ
ま
り
、
「
止
ま
る
場
所
」
を

持
た
ぬ
、
「
（
定
）
体
」
を
持
た
ぬ
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
易
」
に
等
し
い
存

在
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
天
地
と
徳
を
合
し
、
日
月
と
明
を
合
し
、
然
る
後
に
能
く
方
体
無
し
。
能

　
　
く
方
体
無
く
し
て
、
然
る
後
に
能
く
我
無
し
。
（
至
当
篇
・
七
）

勿
論
こ
の
「
無
体
」
は
、
全
く
体
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
体
に
偏
平
無
く
し
て
、
乃
ち
無
方
無
体
と
謂
ふ
べ
し
。
昼
夜
陰
陽
に
偏
滞

　
　
す
る
者
は
物
な
り
。
道
の
若
き
は
則
ち
体
を
兼
ね
て
累
無
き
な
り
。
（
乾

　
　
称
篇
・
十
三
）

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
身
体
を
持
っ
た
私
」
に
当
て
は
ま
る
。
「
私
」
は
、
「
い
ま

こ
こ
に
」
身
体
を
と
も
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
、
つ

ま
り
我
々
が
「
方
体
無
き
」
理
想
状
態
に
近
づ
く
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。
先
に

見
た
如
く
「
い
ま
こ
こ
に
あ
る
私
」
か
ら
「
い
ま
こ
こ
に
あ
る
」
と
い
う
性
格

を
取
り
除
い
て
し
ま
え
ぽ
、
こ
れ
は
一
挙
に
「
全
体
」
に
飛
躍
す
る
こ
と
に
な

る
。
「
私
は
ア
ル
」
に
変
貌
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
　
「
方
体
」
あ
る
こ
と
こ
そ

が
、
　
「
個
」
た
る
原
理
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
張
載
か
ら
見
れ
ば

「
不
完
全
な
状
態
」
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

そ
の
「
不
完
全
な
状
態
」
を
張
載
は
完
全
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
先
に
も

見
た
よ
う
に
、
「
免
れ
ぬ
こ
と
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
身

体
を
持
っ
た
私
」
の
存
在
は
「
い
ま
こ
こ
に
あ
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に

対
す
る
確
信
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
を
如
何
に
考

え
る
か
。
問
題
は
「
一
」
に
移
る
こ
と
と
な
る
。

ニ
ー
一
一
　
「
［
」
の
問
題
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個
体
と
し
て
存
在
す
る
際
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
そ
の
存
在
は
「
＝
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
な
る
存
在
を
そ
の
内
に
含
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
な
ん

ら
か
の
意
味
で
「
一
」
な
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
け
れ
ば
、
「
個
」
で
は
あ
り

え
な
い
だ
ろ
う
。
前
項
に
お
い
て
「
い
ま
こ
こ
に
」
性
と
「
私
自
身
に
起
源
を

持
つ
知
」
が
否
定
さ
れ
た
。
で
は
如
何
に
個
体
は
「
一
」
性
を
保
つ
の
か
。

「
一
」
は
、
次
の
上
例
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
わ
ぽ
「
根
源
画
一

者
」
と
し
て
の
あ
り
方
を
表
わ
す
。

　
　
一
物
両
体
な
る
は
気
な
り
。
一
な
る
故
に
神
、
（
原
注
：
両
在
る
が
故
に

　
　
不
測
）
両
な
る
が
故
に
化
。
（
原
注
：
一
に
推
行
す
）
此
れ
天
の
参
た
る

　
　
所
以
な
り
。
（
参
両
篇
・
二
）

　
　
両
立
た
ざ
れ
ぽ
則
ち
一
は
見
る
べ
か
ら
ず
。
｝
見
る
べ
か
ら
ざ
れ
ぽ
則
ち

　
　
両
の
用
は
息
む
。
両
体
な
る
者
は
、
虚
実
な
り
、
動
静
な
り
、
聚
散
な
り
、

　
　
清
濁
な
り
、
其
の
究
む
る
は
一
な
る
の
み
。
（
太
和
篇
・
十
四
）

　
　
両
有
れ
ぽ
則
ち
一
有
り
。
曇
れ
大
極
な
り
。
一
の
若
き
は
、
則
ち
両
有
る

　
　
も
亦
た
在
り
、
両
無
き
も
亦
た
一
在
り
。
然
れ
ど
も
両
無
く
ん
ぽ
則
ち
安

　
　
く
ん
ぞ
」
を
用
ゐ
ん
。
（
易
説
・
説
卦
「
参
天
両
地
而
二
曲
、
観
変
於
陰

　
　
陽
而
立
砺
」

　
　
一
物
両
体
な
る
者
、
其
れ
太
極
の
謂
ひ
か
。
（
易
説
・
説
卦
「
昔
者
聖
人

　
　
之
作
易
也
、
将
以
順
性
命
之
理
」
）

さ
ら
に
「
両
」
と
の
関
係
を
加
味
し
て
言
う
な
ら
ぽ
、
存
在
の
統
一
の
原
理
と

し
て
の
「
一
」
と
、
「
は
た
ら
き
」
の
原
理
と
し
て
の
「
両
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
で
は
こ
の
「
根
源
的
一
戸
」
と
「
個
別
的
一
身
」
と
は
如
何
に
関
わ
る

の
か
。
「
根
源
的
一
通
」
即
ち
「
太
虚
1
1
気
」
が
「
一
」
た
り
う
る
の
は
、
勿

論
「
全
体
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
個
別
的
一
者
」
は
、
こ
の
コ

者
」
が
「
存
在
」
の
あ
り
か
た
を
変
え
た
「
存
在
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
個

別
的
一
網
」
は
、
そ
の
本
来
の
あ
り
か
た
で
あ
る
「
根
源
的
一
者
」
の
「
＝

性
を
変
え
な
い
で
、
な
お
か
つ
自
分
の
二
」
性
を
保
持
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。
張
載
に
よ
れ
ぽ
、
心
に
関
し
て
は
、

　
　
静
な
る
者
は
善
の
本
、
虚
な
る
者
は
静
の
本
。
静
は
猶
ほ
動
に
対
す
。
虚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
な
れ
ぽ
至
一
。
（
語
録
中
・
六
十
七
）

と
見
え
る
よ
う
に
、
先
に
も
見
た
「
虚
」
な
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
「
十
一
」
な
る
原
理
を
獲
得
す
る
。
理
想
的
状
態
と
し
て
は
そ
れ
が
「
身

を
物
と
す
る
」
こ
と
を
も
可
能
に
す
る
の
だ
が
（
注
⑳
参
照
）
、
た
だ
し
先
に

見
た
如
く
、
「
個
」
の
原
理
と
は
み
な
せ
な
い
。
結
局
、
問
題
は
「
奈
何
と
も

す
る
無
し
」
と
い
わ
れ
た
「
身
」
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
張

載
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
　
造
化
の
成
す
所
、
一
物
と
し
て
相
い
肖
た
る
者
無
し
。
是
を
以
て
知
る
、

　
　
万
物
多
し
と
錐
も
、
其
の
実
は
一
物
な
り
と
。
陰
陽
無
き
者
無
し
。
是
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
以
て
知
る
、
天
地
の
変
化
、
薄
端
の
み
と
。
（
太
和
篇
・
二
十
）

こ
こ
で
、
最
初
に
現
わ
れ
る
コ
物
」
と
は
「
個
別
的
一
別
」
を
指
し
、
「
其

実
一
物
」
と
呼
ば
れ
る
一
物
が
「
全
体
的
一
軍
」
を
示
す
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま

で
も
「
個
体
」
は
「
多
様
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
の
「
一
」
的
性
格

を
保
持
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
全
体
の
中
に
、
同
じ
「
物
」
が
「
ふ
た

つ
」
あ
っ
て
は
じ
め
て
世
界
が
一
物
で
な
く
な
る
。
即
ち
、
世
界
に
存
在
す
る

も
の
の
な
か
で
、
た
と
え
一
組
で
も
「
全
く
同
じ
も
の
」
が
存
在
し
た
時
点
で
、

世
界
は
、
そ
こ
を
接
点
と
し
て
（
の
み
）
「
二
分
」
さ
れ
得
る
（
分
裂
が
生
じ

る
）
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
「
一
」
が
た
く
さ
ん
あ
る
「
多
」
な
の
だ
が
、
そ

の
「
多
」
は
、
全
部
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
る
「
多
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
全
体
1
1
唯
一
」
性
が
、
「
一
物
」
た
る
た
め
の
原
理
な
の
で
あ
る
。
世
界
が
唯

一
性
（
他
の
世
界
か
ら
の
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
は
無
限
の
多
様
を
も

つ
と
い
う
意
味
で
の
唯
｝
性
を
指
す
。
情
況
は
く
金
太
郎
飴
V
の
逆
を
考
え
れ

ば
よ
い
。
つ
ま
り
ど
の
切
り
口
に
も
「
異
な
る
」
金
太
郎
が
現
わ
れ
る
の
で
あ



珊
　
る
）
を
持
つ
こ
と
を
「
其
の
実
は
一
物
」
と
こ
こ
で
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ

　
　
し
て
一
方
、
「
個
別
的
一
心
」
は
、
多
様
の
中
の
「
一
者
」
と
し
て
存
在
は
す

　
　
る
が
、
あ
く
ま
で
も
「
他
者
と
相
違
す
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
一
」
な
る
原

　
　
理
を
以
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
が
徹
底
し
て
い
る
こ
と
、
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
下
の
文
に
も
見
え
る
。

　
　
　
　
人
と
動
植
の
類
、
已
に
是
れ
大
分
斉
し
か
ら
ず
。
其
の
類
中
に
於
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
又
た
極
め
て
斉
し
か
ら
ざ
る
有
り
。
某
れ
嘗
て
謂
ふ
に
、
天
下
の
物
、
両

　
　
　
　
箇
の
相
い
似
た
る
者
有
る
無
し
。
一
件
の
物
と
錐
も
、
亦
た
陰
陽
左
右
有

　
　
　
　
り
。
之
を
書
ふ
る
に
、
人
の
一
身
中
の
両
手
は
重
い
似
た
り
と
為
す
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
と

　
　
　
　
然
れ
ど
も
左
右
有
り
。
一
手
の
中
の
五
指
に
し
て
復
た
長
短
有
り
。
直
ひ

　
　
　
　
毛
髪
の
類
に
至
る
も
、
亦
た
　
の
相
い
似
た
る
有
る
無
し
。
同
父
母
の
兄

　
　
　
　
弟
の
如
き
に
至
る
も
、
惟
に
其
の
心
の
相
い
似
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
以
て

　
　
　
　
声
音
形
状
に
至
る
ま
で
、
亦
た
同
じ
者
有
る
卜
し
。
此
を
以
て
見
る
、
直

　
　
　
　
に
一
の
同
じ
者
無
き
を
。
（
語
録
中
・
三
十
六
）

　
　
実
は
、
同
じ
者
が
あ
る
と
早
る
と
い
う
の
は
次
の
発
言
に
も
か
か
わ
る
。

　
　
　
　
感
ぜ
ざ
る
所
無
き
者
は
虚
な
り
。
感
は
即
ち
合
な
り
域
な
り
。
万
物
は
「

　
　
　
　
に
本
つ
く
、
故
に
能
く
異
を
合
す
。
其
の
能
く
異
を
合
す
る
を
以
て
、
故

　
　
　
　
に
之
を
感
と
謂
ふ
。
若
し
異
有
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
合
無
し
。
（
乾
称

　
　
　
　
篇
・
六
）

　
　
同
じ
者
の
存
在
を
、
も
し
認
め
て
し
ま
う
と
、
そ
の
二
者
の
間
の
「
感
」
が
認

　
　
め
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
の
二
者
の
問
に
は
易
の
神
妙
な
る
作
用
が
は
た
ら
か
な

　
　
く
な
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
次
に
見
ら
れ
る
「
同
」
に
つ
い
て
も
、

　
　
　
　
感
の
道
は
一
な
ら
ず
。
或
は
岡
を
以
て
感
ず
。
聖
人
人
心
を
感
ず
る
に
道

　
　
　
　
を
以
て
す
。
此
れ
集
れ
同
を
以
て
す
る
な
り
。
或
は
異
を
以
て
応
ず
。
男

　
　
　
　
女
是
な
り
。
二
女
同
居
（
膜
・
正
伝
）
す
る
は
則
ち
感
無
き
な
り
。
（
易

　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
　
説
・
威
）

「
感
」
の
本
体
と
し
て
の
「
道
」
ロ
「
性
」
の
存
在
、
つ
ま
り
、

　
　
感
な
る
者
は
性
の
神
、
性
な
る
者
は
感
の
体
。
（
山
岳
篇
・
七
）

と
い
う
、
コ
者
」
の
存
在
を
説
く
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
「
感
」
あ
る

た
め
に
は
「
異
」
が
必
要
と
な
る
。

ま
と
め
と
し
て
次
の
｝
条
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
『
繋
僻
下
伝
』
「
精
義
入
神
」
の

解
釈
で
あ
る
。

　
　
天
下
を
通
じ
て
　
物
と
為
す
の
み
。
惟
だ
偽
れ
精
義
入
神
を
要
す
る
の
み
。

　
　
（
易
説
・
繋
三
下
）

　
以
上
、
世
界
が
二
者
」
で
あ
る
こ
と
、
世
界
は
「
無
限
な
多
様
者
」
で
あ

る
こ
と
、
に
よ
っ
て
、
「
多
」
を
含
み
な
が
ら
も
「
一
」
性
・
「
連
続
性
」
を
保

つ
こ
と
、
従
っ
て
張
載
に
お
い
て
は
「
個
別
的
｝
者
」
は
、
「
他
」
と
の
「
相

違
」
者
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
考
察
し
た
。

　
　
三
　
「
偶
然
」
の
問
題

　
最
後
に
、
「
個
物
」
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
要
素
、
「
偶
然
」

に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
　
天
の
性
と
す
る
所
の
者
は
道
に
通
言
し
、
気
の
昏
明
も
以
て
之
を
蔽
う
に

　
　
足
ら
ず
。
天
の
命
ず
る
所
の
者
は
性
に
通
為
し
、
遇
の
吉
凶
も
以
て
之
を

　
　
伐
う
に
足
ら
ず
。
之
を
蔽
い
之
を
我
う
を
免
れ
ざ
る
は
、
未
だ
之
を
学
ぽ

　
　
ざ
れ
ぽ
な
り
。
性
は
気
の
外
に
通
じ
、
命
は
気
の
内
に
行
る
。
気
に
内
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
無
し
。
形
有
る
に
仮
り
て
言
ふ
の
み
。
（
誠
明
篇
・
十
一
）

天
性
・
天
命
は
最
終
的
に
は
「
道
」
に
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
＝
1
1
事
触
」

な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
個
体
」
に
は
「
性
・
命
」
と
い
う
要
素
だ
け

で
は
説
明
し
き
れ
な
い
部
分
が
あ
る
。
そ
こ
で
用
意
さ
れ
る
考
え
方
が
「
気

稟
」
と
「
遇
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
逆
に
言
え
ば
、
「
気
稟
」
と
「
遇
」
が
成
立

す
る
場
こ
そ
が
「
個
」
な
の
で
あ
る
。
「
個
」
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
実
は
「
気
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⑮

稟
」
も
「
遇
」
も
な
い
。
そ
し
て
「
気
稟
」
と
は
、
「
個
体
」
の
「
個
別
的
性

質
」
と
し
て
の
「
偶
有
性
」
を
、
「
遇
」
と
は
、
「
個
体
」
が
出
会
う
「
偶
然
的

事
象
」
を
さ
す
。

　
　
性
は
無
に
通
極
す
。
気
は
其
れ
一
物
な
る
の
み
。
命
の
凄
く
る
は
性
に
同

　
　
じ
。
遇
は
乃
ち
適
た
ま
然
る
の
み
。
人
一
に
し
て
己
百
、
人
十
に
し
て
己

　
　
千
な
る
も
、
然
れ
ど
も
至
ら
ざ
る
有
る
は
、
猶
ほ
性
を
語
り
難
し
。
以
て

　
　
気
を
言
ふ
べ
し
。
行
な
ふ
こ
と
同
じ
く
し
て
報
い
る
こ
と
異
な
る
は
、
猶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
ほ
命
を
語
り
難
し
。
以
て
遇
を
言
ふ
べ
し
。
（
乾
称
篇
・
九
）

こ
こ
で
は
「
気
」
に
は
主
に
「
才
」
に
あ
た
る
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

次
の
「
行
同
報
異
」
と
の
対
照
で
考
え
れ
ば
、
明
か
に
「
気
」
は
気
稟
と
い
う

「
偶
有
性
」
を
示
し
、
「
遇
」
は
（
気
稟
の
相
違
に
か
か
お
ら
ず
）
同
じ
「
行

動
」
が
で
き
た
と
し
て
、
そ
の
結
果
に
お
け
る
違
い
で
あ
る
か
ら
、
本
人
の

「
本
有
　
偶
有
」
性
に
か
か
わ
ら
ぬ
「
偶
然
的
事
象
」
が
あ
た
る
と
考
え
て
よ

か
ろ
う
。

　
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
引
用
に
み
ら
れ
る
、

「
性
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
で
あ
る
。
　
「
性
遍
極
於
無
、
気
其
一
物
心
」
と
し

て
、
「
気
」
は
、
存
在
的
絶
対
者
た
る
位
置
を
「
性
」
に
譲
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
実
は
、
完
全
な
「
連
続
」
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
ど
が
本
来

的
な
姿
で
あ
っ
た
「
気
」
に
つ
い
て
の
論
理
、
つ
ま
り
先
に
見
た
如
く
、
「
同

じ
」
も
の
の
存
在
を
認
め
な
い
連
続
的
世
界
は
、
現
実
の
「
個
体
差
」
（
あ
く

ま
で
「
種
差
」
で
は
な
い
）
の
説
明
の
た
め
に
「
気
稟
」
を
考
え
る
。
そ
し
て

こ
こ
で
明
ら
か
に
気
の
性
格
が
二
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
直
し
て
後
、
気
質
の
性
有
り
。
善
く
之
を
反
せ
ば
則
ち
天
地
の
性
存
す
。

　
　
故
に
気
質
の
性
、
君
子
性
と
せ
ざ
る
者
有
り
。
（
誠
明
篇
・
二
十
動
）

張
載
は
こ
こ
で
「
形
」
を
媒
介
と
し
て
「
前
後
」
を
考
え
て
い
る
が
、
本
来
、

「
形
す
る
前
」
も
「
気
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
気
の
「
一
目
全
体
」

的
部
分
で
あ
る
「
（
天
地
の
）
性
」
と
、
気
の
「
個
別
扁
的
部
分
で
あ
る
「
気

稟
」
と
の
二
つ
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
則
ち
人
の
性
は
同
じ
と
錐
も
、
気
は
則
ち
異
有
り
。
天
下
に
両
物
の
」
般

　
　
無
く
、
是
を
以
て
岡
じ
か
ら
ず
。
（
語
録
下
・
十
五
）

「
気
稟
」
に
よ
る
個
体
差
は
右
に
見
え
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
「
気
」
に
原
理

が
求
め
ら
れ
る
。
先
に
見
た
「
無
限
な
る
多
様
者
」
が
こ
こ
に
も
見
え
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
気
稟
に
よ
る
個
体
差
と
は
違
っ
て
、
「
遇
」

に
よ
っ
て
個
体
が
受
け
る
「
個
別
的
状
況
」
は
、
「
個
体
」
と
し
て
の
「
違
い
」

を
も
う
ひ
と
つ
超
え
た
と
こ
ろ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
個
体
」
の
違
い
に
還
元
さ
れ
な
い
も
の
、
つ
ま
り
「
気
稟
」
の
レ
ベ
ル
で
の

「
相
違
」
か
ら
は
説
明
さ
れ
な
い
、
　
「
相
違
」
し
た
報
い
を
受
け
る
。
要
す
る

に
「
同
じ
も
の
」
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
報
い
が
違
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は

先
に
述
べ
た
「
無
限
な
る
多
様
者
」
で
あ
る
は
ず
の
中
に
お
け
る
「
同
じ
も

の
」
の
出
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
行
同
報
異
」
に
お
け
る
「
同
じ
」
と
い
う

自
覚
が
あ
っ
て
初
め
て
、
「
個
物
」
は
「
偶
然
」
の
自
覚
、
「
必
然
な
ら
ぬ
自

己
」
の
自
覚
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
中
国
哲
学
で
「
偶
然
」
と
い
え
ぽ
、
登
場
願
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
は

王
覇
で
あ
る
。
心
心
の
偶
然
論
は
次
の
一
文
が
よ
く
示
す
。

　
　
文
題
当
に
興
る
べ
く
し
て
、
赤
雀
適
た
ま
来
た
る
。
魚
躍
り
鳥
飛
び
、
武

　
　
王
偶
た
ま
見
る
。
（
『
論
衡
』
初
稟
篇
）

人
間
の
行
為
は
す
べ
て
必
然
性
（
初
稟
の
命
）
の
も
と
に
あ
る
が
、
あ
る
事
象

と
あ
る
事
象
の
「
出
会
い
」
つ
ま
り
「
遇
」
に
は
因
果
性
（
他
か
ら
の
力
、
例

え
ば
天
、
と
言
っ
た
方
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
）
を
認
め
な
い
。
「
命
自
ず
か

ら
然
る
」
（
『
論
衡
』
偶
会
篇
）
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
事
象
間
の
連
関
」
の

否
定
が
、
王
充
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
「
ひ
と
つ
の
事
象
」
自
体
は
完
全
に
必

然
的
な
も
の
と
な
る
。
「
偶
然
」
の
実
体
は
彼
に
は
問
題
で
は
な
い
。
従
っ
て
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結
局
は
「
決
定
論
」
の
如
き
も
の
と
な
る
。
個
物
自
体
の
中
に
、
「
偶
然
」
の

入
る
余
地
（
意
味
）
が
な
い
の
で
あ
る
。
「
個
体
に
起
き
る
出
来
事
」
を
必
然

的
と
考
え
る
限
り
は
決
定
論
に
し
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
必
然
」
で
な
い

「
自
分
」
が
あ
る
（
あ
り
う
る
）
と
い
う
自
覚
、
例
え
ば

　
　
今
、
人
、
過
ぎ
て
盗
賊
禍
難
を
憂
ひ
、
妄
り
に
動
き
て
之
を
避
け
ん
と
し
、

　
　
多
く
自
ら
傷
つ
く
る
者
あ
り
。
又
た
禍
の
未
だ
必
然
な
ら
ず
し
て
自
ら
禍

　
　
ひ
す
る
者
な
り
。
此
れ
溺
る
る
を
悪
み
て
河
に
投
ず
（
『
准
南
子
』
氾
論

　
　
訓
）
る
の
類
な
り
。
（
語
録
上
・
五
十
八
）

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
覚
、
つ
ま
り
、
「
可
能
世
界
の
存
在
」
の
自
覚
が
、

「
個
」
と
し
て
の
自
覚
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
（
「
可
能
世
界
の
存
在
」

の
自
覚
が
、
「
置
換
不
可
能
性
」
と
し
て
の
「
個
」
の
自
覚
へ
と
進
む
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
、
「
な
ぜ
、
い
ま
、
こ
こ
に
、
こ
の
も
の
が
存
在
す
る
の
か
」

と
い
う
問
い
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
が
、
こ
こ
で
は
単
に
指
摘
す
る
に
と

ど
め
る
）

　
多
少
注
釈
的
に
述
べ
て
お
こ
う
。
彼
ら
が
「
気
稟
」
と
考
え
た
部
分
の
う
ち
、

例
え
ば
「
背
が
高
い
」
と
か
、
「
指
が
長
い
」
と
か
い
う
部
分
を
、
我
々
は

「
偶
有
性
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
偶
然
」

で
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
彼
ら
に
「
基
体
」
と
か
「
実
体
」
と

か
の
観
念
が
な
い
こ
と
に
よ
る
違
い
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
詳
論
す
る
用
意
が

な
い
。
た
だ
、
こ
れ
に
関
わ
る
議
論
と
し
て
、
先
に
も
引
用
し
た
、
有
名
な

　
　
気
の
太
虚
に
聚
散
す
る
は
、
猶
ほ
泳
の
水
に
凝
書
す
る
が
ご
と
し
。
太
虚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
は
即
ち
気
な
る
を
知
れ
ば
、
則
ち
無
無
し
。
（
太
断
篇
・
八
）

が
あ
る
が
、
「
基
体
」
を
、
変
化
を
通
じ
て
不
変
な
も
の
と
し
て
考
え
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
「
性
」
で
あ
り
「
ア
ル
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
参

照
。　

　
天
性
の
人
に
在
る
は
、
正
に
猶
ほ
水
の
性
の
泳
に
在
る
が
ご
と
し
。
広
広

　
　
異
な
る
と
錐
も
、
物
為
る
は
一
な
り
。
（
誠
明
篇
・
十
三
）

ま
た
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
構
造
を
、
「
普
遍
一
個
物
」
（
「
一
　
個
物
」
）
と
し
て

普
通
考
え
ら
れ
る
構
造
と
し
て
み
る
場
合
、
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、

門
個
物
」
に
は
、
　
　
個
物
が
実
在
す
る
か
普
遍
が
実
在
す
る
か
を
抜
き
に
し

て
　
　
「
普
遍
」
が
、
〈
そ
の
ま
ま
〉
で
現
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
張
載

の
言
う
「
気
質
の
性
」
は
、
そ
の
根
源
を
「
天
地
の
性
」
に
求
め
得
る
と
し
て

も
、
あ
く
ま
で
も
「
変
質
」
す
べ
き
も
の
と
し
て
あ
り
、
「
天
地
の
性
」
に

「
復
原
す
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
普
遍
」
の
「
不
完
全
態
」
と
し
て
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
不
完

全
性
は
、
次
に
見
え
る
よ
う
に
「
気
の
偏
」
と
し
て
説
か
れ
る
。

　
　
人
の
剛
柔
、
緩
急
、
才
有
る
と
不
才
と
は
、
気
の
偏
な
り
。
（
誠
直
営
・

　
　
二
十
三
）

不
才
は
才
の
不
完
全
態
と
考
え
ら
れ
、
剛
柔
緩
急
は
、
「
完
全
」
た
る
「
中
」

の
偏
り
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
に
お
い
て
は
、
張
載
に
見
え
る
「
ア
ル
」
と
し
て
の
「
物
」
の
観
念
、

さ
ら
に
「
ア
ル
」
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
「
個
」
と
、
「
無
限
な
る
多
様
者
」

た
る
コ
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
し
て
張
載
に
お
い
て
、
我
々
の
考
え
る

「
個
物
」
は
、
「
個
」
た
る
こ
と
を
免
れ
ぬ
「
不
完
全
者
」
と
し
て
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
「
性
」
の
議
論
を
は
じ
め
る
と
、
「
気
」
が
、
「
全
体
」
の
位
置

か
ら
降
り
て
、
「
個
物
」
の
原
理
と
し
て
現
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
も
ま
た

「
不
完
全
態
」
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
「
他
と
違
う
」
で
は
な
く
、
「
同
じ
も

の
」
た
る
こ
と
の
自
覚
、
さ
ら
に
は
「
必
然
で
な
い
自
分
・
さ
ら
に
は
物
体
・

世
界
」
の
自
覚
が
新
た
な
「
個
」
へ
の
展
望
と
し
て
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
心
立
は
「
個
物
」
の
存
在
を
否
定
し
た
わ
け
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で
は
決
し
て
な
い
。
例
え
ば
次
の
諸
文
に
見
ら
れ
る
「
物
」
は
、
明
ら
か
に

我
々
の
言
う
「
個
物
」
に
つ
い
て
の
記
述
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
　
序
卦
は
聖
人
の
藻
に
非
ず
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
。
今
一
物
を
安
置
せ
ん
と
欲

　
　
す
る
に
す
ら
、
猶
ほ
処
を
審
か
に
せ
ん
こ
と
を
求
む
。
況
や
聖
人
の
易
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
於
け
る
を
や
。
（
易
説
・
序
卦
題
注
）

　
　
一
物
を
観
て
も
又
た
此
の
心
を
敲
点
し
着
し
、
一
事
に
臨
み
て
も
又
た
此

　
　
の
心
を
記
念
し
着
し
、
常
に
物
の
牽
引
し
去
る
所
と
為
ら
ず
。
（
経
学
理

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
窟
・
気
質
・
二
十
）

　
　
之
を
書
ふ
る
に
、
歪
な
る
者
の
一
物
を
観
れ
ば
必
ず
目
を
一
に
貯
ふ
る
は
、

　
　
明
な
る
者
の
黒
目
皆
な
見
る
に
如
か
ず
。
（
経
学
理
窟
・
自
道
・
一
）

　
さ
て
、
程
子
、
朱
子
に
は
、
明
ら
か
に
体
系
の
中
に
「
個
物
」
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
一
人
の
心
、
即
ち
天
地
の
心
。
　
物
の
理
、
即
ち
万
物
の
理
。
一
日
の
運
、

　
　
即
ち
一
歳
の
運
。
（
『
程
氏
遺
書
』
巻
二
・
二
先
生
語
）

　
　
然
れ
ど
も
一
草
一
木
も
亦
た
皆
な
理
有
り
。
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
（
『
大

　
　
学
或
問
』
「
此
謂
知
之
至
也
（
伝
五
章
と
の
条
）

し
か
し
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
も
果
し
て
我
々
の
「
個
物
」
と
い
う
観
念
が
そ
の

ま
ま
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
次
の
課
題
と
な
る
。
さ
ら
に
、
先
に
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

題
と
し
た
「
此
」
性
は
羅
欽
順
に
お
い
て
大
き
な
問
題
と
な
る
。

　
　
欝
乎
ま
り
て
生
じ
、
形
し
て
有
と
為
る
。
此
の
物
影
れ
ぽ
即
ち
此
の
理
有

　
　
り
。
気
散
ず
れ
ぽ
死
し
、
終
に
無
に
帰
す
。
此
の
物
無
け
れ
ぽ
即
ち
此
の

　
　
理
無
し
。
安
く
ん
ぞ
所
憤
死
し
て
亡
び
ざ
る
こ
と
を
得
ん
や
。
（
『
困
知

　
　
記
』
巻
下
二
十
三
条
）

確
か
に
こ
の
「
此
物
」
は
、
「
豊
ハ
体
的
な
、
現
実
に
存
在
す
る
モ
ノ
」
を
指
し

て
い
る
こ
と
は
明
明
白
白
だ
が
、
ど
こ
ま
で
こ
の
「
此
」
が
「
個
」
と
い
う
性

格
を
示
す
か
。
さ
ら
に
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

注

①
「
不
可
分
者
」
た
る
こ
と
、
次
の
『
朱
子
語
類
』
の
発
言
を
参
照
。

　
　
問
、
墨
画
天
下
莫
能
破
…
…
今
以
一
髪
酸
素
、
尚
有
可
破
而
為
二
者
。
所
謂
莫

　
　
能
破
、
則
足
見
其
小
…
…
日
、
然
。
（
『
朱
子
語
類
』
巻
六
十
三
・
手
録
）

　
　
如
二
天
下
平
能
載
、
是
無
外
。
天
下
莫
乱
破
、
是
無
内
。
謂
如
物
忘
至
小
、
而

　
　
尚
可
破
作
両
辺
者
、
是
中
著
得
一
物
在
。
若
云
無
内
、
則
牛
耳
小
、
更
不
容
破

　
　
了
。
（
同
上
・
護
録
）

　
た
だ
し
こ
の
部
分
、
張
載
は
、

　
　
語
大
天
下
莫
能
載
焉
、
語
小
天
下
莫
能
破
焉
、
言
其
体
也
。
言
其
大
略
天
下
莫

　
　
回
忌
、
言
其
小
天
下
莫
能
破
。
是
所
以
見
差
額
之
大
海
。
（
語
録
中
・
四
十
）

　
と
述
べ
る
の
み
で
、
「
小
」
の
ほ
う
を
ど
う
考
え
て
い
た
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

②
「
共
則
有
共
」
・
「
別
則
有
別
」
の
有
字
、
王
汚
血
の
説
「
共
則
有
共
之
有
、

　
読
為
又
」
（
『
読
書
雑
志
』
客
寓
第
七
）
に
従
っ
て
よ
む
。

　
　
な
お
『
苛
子
』
の
こ
の
条
に
つ
い
て
は
、
栗
田
直
躬
氏
「
上
代
シ
ナ
の
典
籍
に

　
於
け
る
「
物
」
の
観
念
」
（
同
氏
『
中
国
上
代
思
想
の
研
究
』
岩
波
書
店
一
九
四

　
九
年
所
載
）
、
並
び
に
内
山
俊
彦
氏
「
苛
子
名
実
論
の
性
格
に
つ
い
て
」
（
『
池
田

　
末
利
博
士
古
稀
記
念
東
洋
学
論
集
』
池
田
博
士
古
稀
記
念
事
業
会
一
九
八
○
年
、

　
の
ち
同
氏
『
中
国
古
代
思
想
史
に
お
け
る
自
然
認
識
』
創
文
社
一
九
八
七
年
所

　
載
）
参
照
。

③
張
載
に
つ
い
て
そ
の
思
想
の
概
観
を
与
え
ら
れ
る
も
の
に
、
湯
浅
幸
孫
氏
「
宋

　
学
に
於
け
る
自
然
と
人
倫
　
　
張
載
の
唯
物
論
　
　
」
（
『
京
都
大
学
文
学
部
研
究

　
紀
要
』
第
十
六
号
一
九
七
六
年
号
の
ち
同
氏
『
中
国
倫
理
思
想
の
研
究
』
同
朋
舎

　
一
九
八
一
年
所
載
）
、
友
枝
龍
太
郎
氏
「
中
国
近
世
思
想
史
上
に
於
け
る
張
横
渠

　
の
地
位
」
（
『
西
日
本
史
学
』
第
八
号
）
、
大
島
晃
氏
「
張
横
渠
の
「
太
虚
即
気
」

　
論
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
二
十
七
集
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
特
に

　
張
載
の
宇
宙
論
に
つ
い
て
は
、
山
田
慶
児
氏
「
朱
子
の
宇
宙
論
序
説
」
（
『
東
方
学

　
報
』
京
都
第
三
十
六
冊
、
の
ち
同
氏
『
朱
子
の
自
然
学
』
岩
波
書
店
一
九
七
八
年
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に
「
宇
宙
論
前
史
」
と
改
題
し
て
所
載
）
を
参
考
に
し
た
。

④
一
般
的
な
物
の
観
念
に
つ
い
て
の
概
観
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
に
、
栗
田
氏
前

　
掲
論
文
、
丈
力
農
氏
「
先
秦
哲
学
“
物
”
羅
臼
的
発
展
」
（
『
中
国
哲
学
史
研
究
』

　
（
一
九
八
五
1
～
）
天
津
人
民
出
版
社
所
載
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
主
題
を
し
ぼ
つ

　
た
も
の
と
し
て
、
市
川
安
司
氏
「
朱
子
哲
学
に
お
け
る
物
の
意
義
」
（
『
日
本
中
国

　
学
会
報
』
第
三
集
　
の
ち
同
氏
『
朱
子
哲
学
論
考
』
三
重
書
院
一
九
八
五
年
所

　
載
）
　
赤
塚
忠
氏
「
中
国
古
代
思
想
史
」
四
・
道
家
の
思
想
・
（
十
）
・
物
を
中

　
心
と
す
る
思
弁
の
展
開
（
二
松
学
舎
大
学
中
国
文
学
研
究
室
一
九
八
三
年
油
印

　
の
ち
同
氏
『
赤
塚
忠
著
作
集
』
第
二
巻
〈
中
国
古
代
思
想
史
研
究
〉
研
文
社
｝
九

　
八
七
年
所
載
）
　
池
田
秀
三
氏
「
物
と
心
」
（
『
岩
波
講
座
東
洋
思
想
第
十
四
巻

　
〈
中
国
宗
教
思
想
2
＞
』
岩
波
書
店
一
九
九
〇
年
所
載
）
が
あ
る
。
あ
わ
せ
て
参

　
照
さ
れ
た
い
。

⑤
張
載
の
文
章
の
引
用
は
、
『
血
痕
集
』
（
中
華
黒
垂
一
九
七
八
年
）
に
よ
る
。
テ

　
キ
ス
ト
の
校
訂
も
同
書
に
従
う
こ
と
と
し
、
特
に
従
わ
な
い
と
き
に
の
み
注
記
す

　
る
。
『
正
蒙
』
に
つ
い
て
は
篇
名
の
み
を
記
す
。
示
し
た
漢
数
字
は
『
墨
刺
集
』

　
の
条
だ
て
に
よ
る
条
数
を
示
す
。
『
易
説
』
に
つ
い
て
は
、
威
名
の
み
を
記
し
、

　
『
繋
辞
伝
』
『
説
卦
伝
』
の
部
分
は
、
原
則
と
し
て
当
該
伝
文
の
二
句
程
度
を
記
し
、

　
本
文
中
に
伝
文
を
掲
げ
た
場
合
は
注
記
し
な
か
っ
た
。

⑥
．
張
載
の
「
神
」
に
関
し
て
は
小
笠
智
章
氏
「
郡
雍
と
張
載
の
思
想
に
お
け
る

　
〈
神
〉
の
意
義
」
（
『
中
国
思
想
史
研
究
』
第
八
号
）
参
照
。

⑦
「
気
」
が
あ
る
と
い
っ
て
も
無
論
よ
い
。

　
　
所
謂
気
門
者
、
五
二
其
蒸
欝
凝
聚
、
聖
旨
目
而
後
知
之
。
筍
健
順
愚
草
浩
然
湛

　
　
然
之
得
言
、
皆
可
名
之
象
爾
。
（
神
化
篇
・
七
）

⑧
次
の
発
言
も
同
じ
発
想
に
鞭
つ
く
。

　
　
須
知
耳
目
外
壁
有
物
。
（
語
録
上
・
四
十
三
）

⑨
無
形
な
る
も
の
を
物
と
よ
ぶ
こ
と
が
修
善
の
独
創
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例

　
え
ぽ
韓
国
「
聖
母
」
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
日
、
有
形
而
無
声
者
、
物
有
之
　
、
土
石
是
也
。
有
声
而
無
形
者
、
物
有
之
　
、

　
　
風
莚
是
也
。
有
声
与
形
者
、
物
有
之
　
、
人
獣
是
也
。
無
声
層
形
者
、
物
有
之

　
　
　
、
鬼
神
是
也
。
（
『
朱
文
華
校
昌
黎
先
生
文
集
』
巻
十
一
）

　
形
と
声
に
関
し
て
は
張
載
に
も
興
味
深
い
意
見
が
あ
る
。

　
　
聾
者
、
形
気
相
軋
而
成
。
両
気
者
、
谷
響
雷
声
之
類
。
両
形
者
、
標
鼓
叩
撃
之

　
　
類
…
…
是
皆
物
感
之
良
能
、
人
皆
習
之
而
不
富
者
爾
。
（
動
物
篇
・
十
二
）

⑩
こ
の
「
人
之
蒸
」
の
「
人
」
字
に
つ
い
て
、
『
劇
甚
会
稿
』
に
は
「
或
謂
人
為

　
水
之
誤
」
と
記
さ
れ
、
『
宋
元
学
習
』
巻
十
七
は
、
何
の
注
釈
も
な
く
「
水
」
字

　
に
作
る
。
た
だ
、
例
え
ば
王
夫
之
は
「
蒸
、
笹
身
之
暖
気
」
と
注
し
、
意
味
も
通

　
じ
る
の
で
、
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
上
か
ら
は
、
「
水
」
に
変
え
る
必
要
は
な

　
い
が
、
前
後
の
分
脈
か
ら
、
あ
る
い
は
「
水
」
字
に
作
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る

　
と
思
わ
れ
る
の
で
注
記
し
て
お
く
。

⑪
以
下
の
発
言
参
照
。

　
　
有
変
則
有
象
。
如
乾
健
坤
順
、
有
此
気
則
有
此
象
可
得
而
言
。
若
無
則
三
無
而

　
　
已
。
謂
之
何
而
可
。
是
無
難
得
名
。
故
形
而
上
者
、
得
辞
斯
得
象
。
但
於
不
形

　
　
中
得
以
措
辞
者
、
已
是
得
象
可
状
也
。
…
…
若
以
耳
目
尊
墨
求
理
、
則
安
得
尽
。

　
　
如
言
寂
然
湛
然
、
亦
須
有
此
象
。
有
気
方
有
象
。
盤
未
形
、
不
害
象
在
池
中
。

　
　
（
叢
説
・
繋
辮
下
「
夫
乾
、
天
下
之
至
健
也
」
）

⑫
湯
浅
氏
前
掲
論
文
（
単
行
本
一
八
○
頁
）

⑬
ま
た
次
の
発
言
を
参
照
。

　
　
大
易
不
言
有
無
。
言
有
無
、
諸
子
百
弊
也
。
（
大
易
篇
・
一
）

⑭
こ
こ
に
見
え
る
よ
う
に
、
「
物
」
に
「
実
」
つ
ま
り
「
な
か
み
」
と
い
う
イ
メ

　
一
・
シ
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
た
だ
し
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
物
」

　
の
対
立
概
念
は
、
こ
こ
で
も
「
無
」
で
は
な
く
、
「
変
」
で
あ
り
、
「
物
」
は
あ
く

　
ま
で
も
「
物
」
で
あ
り
続
げ
る
。

⑮
こ
の
部
分
に
続
け
て
、
張
載
は
次
の
よ
う
に
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か

　
し
、
「
気
が
有
無
を
｝
に
す
る
」
の
は
よ
い
と
し
て
、
「
気
が
生
ず
る
」
と
解
釈
し

　
て
し
ま
っ
て
は
張
載
の
説
明
と
し
て
は
論
理
的
で
な
い
。

　
　
須
知
気
従
此
首
、
蓋
為
気
能
一
有
元
、
元
則
気
自
然
生
、
気
之
生
即
弾
道
是
易
。

⑯
耳
蝉
は
、
「
は
た
ら
き
」
に
も
門
道
－
器
」
即
ち
「
形
而
上
下
」
の
区
別
を
考

　
え
る
が
、
こ
の
際
に
は
問
題
は
お
こ
ら
な
い
。
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無
形
　
南
無
道
也
。
如
大
徳
爵
位
是
也
。
有
形
　
者
即
器
也
。
見
於
事
実
、
即

　
　
礼
儀
是
也
。
（
易
説
・
繋
群
上
「
是
故
形
而
上
者
謂
聖
帝
」
）

⑰
朱
子
の
「
間
断
」
に
つ
い
て
は
、
三
浦
國
雄
氏
「
間
断
の
な
い
思
想
」
（
『
中
国

　
哲
学
史
の
展
望
と
模
索
』
創
文
社
「
九
七
六
年
所
載
）
を
参
照
。

⑱
「
某
之
為
物
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
「
為
重
」
が
一
あ
り
方
」
と
訳
さ
れ
る

　
例
を
参
照
。
例
え
ば
金
谷
治
氏
『
中
庸
』
訳
注
（
『
大
学
中
庸
孟
子
』
（
世
界
古
典

　
文
学
全
集
第
十
八
巻
）
筑
摩
書
房
一
九
七
一
年
）
第
二
十
六
章
「
天
地
之
道
、
可

　
一
言
無
尽
也
。
其
為
事
淫
薬
、
則
其
生
物
不
測
。
」
の
訳
に
「
天
地
の
あ
り
方
は

　
純
一
で
」
と
あ
る
。

⑲
た
だ
し
「
は
た
ら
き
」
と
対
置
さ
れ
た
と
き
、
「
物
」
は
「
は
た
ら
き
」
を
カ

　
バ
ー
で
き
ず
、
「
（
常
）
有
」
と
し
て
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
「
神
」
と
対

　
置
さ
れ
た
と
ぎ
に
顕
著
に
現
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
「
気
」
は
「
物
」
よ
り
も

　
上
位
に
あ
る
。
た
だ
、
「
物
」
に
は
「
事
㎏
の
意
味
も
あ
る
の
で
、
「
は
た
ら
き
偏

　
を
数
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
乾
熟
睡
十
三
条
で
「
道
・
神
・
易
」
を
「
一
物
」
と

　
し
、
易
説
・
繋
辮
上
「
故
神
元
方
而
易
無
体
」
の
注
で
は
「
神
・
易
」
を
「
一

　
事
」
と
し
て
い
る
の
を
参
照
。

⑳
こ
の
「
太
始
者
語
物
之
初
」
と
い
う
発
想
が
も
と
も
と
以
下
の
『
周
易
乾
難

　
度
』
に
見
ら
れ
る
如
き
伝
統
的
な
生
成
論
に
基
づ
く
こ
と
は
否
め
な
い
。

　
　
故
日
、
有
太
易
、
有
太
初
、
有
太
始
、
有
太
素
也
。
太
易
者
、
未
見
気
也
。

　
　
　
鄭
注
　
以
其
寂
然
無
物
、
故
名
耳
漏
難
易
。

　
　
太
初
者
、
気
之
始
也
。

　
　
　
鄭
注
元
気
之
倉
本
始
、
太
易
既
自
寂
然
無
物
　
。
焉
能
生
此
太
初
哉
、
則

　
　
　
　
　
　
太
初
者
、
亦
忽
然
而
自
生
。

　
　
太
始
者
、
丁
丁
始
也
。

　
　
　
鄭
注
　
形
見
此
天
象
、
形
見
之
所
本
藍
也
。

　
　
太
素
老
、
質
之
始
也
。

　
　
　
鄭
注
　
地
質
甲
所
本
二
七
。

　
し
か
し
、
あ
え
て
本
稿
は
張
載
は
「
物
の
無
い
」
状
態
を
認
め
な
い
と
い
う
立
場

　
を
と
っ
て
論
を
進
め
る
。
因
み
に
、
こ
こ
で
『
鄭
玄
注
』
と
さ
れ
て
い
る
部
分
に

　
従
え
ば
、
太
易
ま
で
が
物
の
な
い
状
態
、
太
初
か
ら
が
物
の
あ
る
状
態
と
解
し
て

　
い
る
が
如
く
で
あ
る
が
、
や
は
り
「
二
士
生
鮮
太
初
哉
」
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

　
こ
の
部
分
の
断
絶
は
大
き
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
（
と
り
あ
え
ず
王
充
・
郭
象
の

　
如
く
「
自
生
」
と
説
明
さ
れ
て
は
い
る
が
。
）
さ
ら
に
『
列
子
』
天
質
篇
に
そ
の

　
ま
ま
見
え
る
こ
の
文
章
に
対
し
て
、
張
湛
は
、
「
太
易
」
に
対
し
て
「
易
者
、
不

　
窮
暗
主
称
、
凝
寂
光
太
虚
之
域
、
将
何
所
見
耶
、
如
易
繋
之
太
極
、
老
氏
之
渾
成

　
也
。
」
と
注
し
、
「
太
素
」
に
対
し
て
「
質
、
性
也
。
既
柔
物
　
、
則
方
員
剛
柔
、

　
静
躁
浮
沈
、
各
有
其
性
。
」
と
注
す
る
。
「
老
氏
之
渾
成
」
と
は
無
論
『
老
子
』
二

　
十
五
章
「
有
物
混
成
、
先
天
地
生
」
で
あ
り
、
「
有
物
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

　
ず
、
「
太
始
」
か
ら
を
「
物
」
と
考
え
て
い
る
か
の
如
き
錯
綜
を
見
せ
る
。
論
は

　
『
老
子
』
の
「
物
」
観
に
も
関
わ
る
が
、
今
は
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
な
お
戸

　
川
芳
郎
氏
の
所
説
（
『
気
の
思
想
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
八
年
、
第
一
部
総

　
論
）
を
参
照
。

⑳
安
田
二
郎
氏
『
中
国
近
世
思
想
研
究
』
筑
摩
書
房
～
九
七
六
年
・
三
十
七
頁
）

⑳
以
下
の
言
を
参
照
。

　
　
天
地
与
我
三
生
、
而
万
物
与
我
為
｝
。
（
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
）

　
　
万
物
皆
管
玉
我
　
。
（
『
孟
子
』
尽
下
上
）

　
物
我
に
つ
い
て
は
、
興
葦
簾
氏
「
我
と
物
」
（
『
岩
波
講
座
東
洋
思
想
第
十
四
巻

　
A
中
国
宗
教
思
想
2
＞
』
岩
波
書
店
一
九
九
〇
年
所
載
）
を
参
照
。

⑳
例
え
ば
、
『
礼
記
』
楽
屋
篇
「
其
本
書
人
心
熱
感
於
物
量
」
の
孔
穎
達
『
正
義
』

　
に
「
物
、
外
境
也
」
と
見
え
る
。

⑳
「
物
我
」
と
い
う
構
図
を
白
露
が
全
く
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く

　
ま
で
も
出
発
点
は
そ
こ
に
あ
る
。
以
下
の
発
言
参
照
。

　
　
人
当
平
物
我
、
合
内
外
。
（
経
学
理
窟
・
学
大
原
下
・
十
八
）

　
さ
ら
に
、
こ
の
方
向
を
極
端
に
す
る
と
、

　
　
理
不
在
人
皆
在
物
、
人
但
物
中
之
　
物
耳
、
如
此
観
之
二
黒
。
故
人
有
見
一
物

　
　
而
悟
者
、
有
終
身
而
悟
之
者
。
（
語
録
上
・
六
十
四
）

　
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑳
　
張
載
の
考
え
で
は
、
「
虚
」
と
、
「
身
」
を
「
物
」
と
す
る
こ
と
と
は
直
結
し
て
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い
る
。

　
　
虚
則
事
物
皆
在
其
中
、
身
容
物
也
。
治
身
以
道
与
治
物
干
道
、
同
是
治
物
也
。

　
　
（
経
学
理
窟
・
学
大
原
下
・
三
十
）

⑳
た
だ
し
、
「
私
」
が
「
物
」
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
構
造
は
転
載
も
勿
論
否
定
す
る
。

　
　
殉
物
喪
心
、
人
化
物
而
滅
天
理
者
乎
。
（
神
化
篇
・
二
十
六
）

⑳
こ
の
部
分
、
テ
キ
ス
ト
は
『
張
子
全
書
』
本
・
『
横
渠
悪
説
』
本
に
従
う
。
本

　
来
「
若
一
則
有
婦
亦
在
、
無
音
亦
在
」
と
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

⑳
　
　
「
太
虚
」
は
無
論
「
至
｝
」
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
至
実
」
で
も
あ
る
。

　
　
金
鉄
有
嘉
元
腐
、
山
岳
時
有
而
擢
。
凡
有
形
頂
物
即
易
壊
。
惟
太
虚
無
動
揺
。

　
　
故
為
至
実
。
（
語
録
中
・
六
十
五
）

　
ま
た
こ
れ
は
以
下
に
見
え
る
よ
う
な
独
特
な
「
至
」
観
と
も
関
わ
る
。

　
　
至
実
之
虚
、
詳
言
不
固
。
至
静
之
動
、
動
而
不
窮
。
日
豊
不
平
、
則
一
而
散
。

　
　
動
黒
蓋
窮
、
則
往
群
来
。
（
乾
溜
篇
・
八
）

⑳
こ
の
部
分
、
句
読
か
ら
既
に
問
題
が
あ
る
こ
と
、
木
下
鉄
矢
氏
「
『
正
蒙
』
太

　
和
篇
の
一
条
に
つ
い
て
～
「
気
」
の
認
識
形
態
，
　
」
（
『
中
国
思
想
史
研
究
』

　
第
九
号
所
載
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
句
読
に
つ
い
て
は
木
下
氏
の
説
に
従
う
が
、

　
そ
の
解
釈
は
異
な
る
。

⑳
心
の
万
殊
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
が
、
心
の
問
題
の
考
察
は
別
稿
に
期
し
た

　
い
。

　
　
心
所
以
万
二
者
、
感
外
物
而
不
一
也
。
（
元
亨
・
繋
辮
下
「
天
地
綱
縄
、
万
物

　
　
化
醇
」
）

⑳
　
発
想
と
し
て
は
、
以
下
の
孟
子
の
言
を
参
照
。

　
　
夫
物
之
不
斉
、
物
之
情
也
。
（
『
孟
子
』
重
文
公
爵
）

⑫
　
次
に
見
え
る
「
両
」
も
勿
論
「
｝
物
両
体
」
の
両
に
通
じ
、
あ
く
ま
で
「
同

　
者
」
が
二
つ
あ
る
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
有
両
則
須
有
感
。
回
天
之
感
有
内
思
慮
、
莫
非
自
然
。
（
易
説
・
観
）

⑳
　
掲
載
も
、
斐
伊
川
と
同
様
な
性
命
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で

　
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
見
方
の
相
違
」
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　
　
張
子
日
、
天
授
於
人
達
為
命
、
人
受
於
天
則
痙
性
。
（
『
性
理
大
全
』
巻
二
十
九

　
　
　
『
張
載
集
』
不
載
。
『
演
洛
関
闘
書
』
は
語
録
文
集
と
し
て
引
く
。
）

　
ち
な
み
に
程
子
の
発
言
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
天
之
付
与
之
謂
命
、
稟
之
在
我
之
八
十
、
見
出
事
業
之
謂
理
。
（
『
程
氏
遺
書
』

　
　
長
野
・
二
先
生
語
）

　
な
お
、
市
川
安
司
氏
『
程
伊
川
哲
学
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
六
四
年

　
（
特
に
第
七
謹
呈
二
節
第
一
項
〈
理
・
性
・
命
の
関
係
〉
）
参
照
。

⑭
　
こ
こ
で
は
、
敢
え
て
「
普
遍
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
い
。
我
々
が
「
普
遍
」

　
と
し
て
通
常
割
り
当
て
て
考
え
て
い
る
も
の
（
例
え
ば
こ
こ
に
言
う
「
性
」
）
は
、

　
単
に
「
一
」
と
い
う
性
格
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
発
想
か
ら

　
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
普
遍
－
個
物
」
と
い
う
思
考
自
体
の
存
在
に
対
す
る
疑
問

　
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

⑳
　

「
遇
」
の
「
理
」
と
の
関
連
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　
　
沢
無
水
、
理
勢
遇
然
。
故
日
「
相
遇
」
。
（
易
説
・
雑
誌
「
井
早
着
農
相
遇
也
」
）

　
「
沢
無
水
」
は
、
困
卦
の
大
象
。
ま
た
『
荘
子
』
秋
水
篇
「
時
勢
黒
髪
」
。

⑯
　
こ
の
部
分
の
「
気
其
一
物
」
は
、
前
文
の
「
無
」
を
受
け
て
、
「
ア
ル
」
で
な

　
く
、
「
有
」
た
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
に
見
る
如
く
、

　
気
が
二
分
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
語
録
下
・
十
五
「
性
則
分
明
在
外
、
故
嵐
気
其

　
一
物
爾
。
」
参
照
。
ま
た
、
こ
の
乾
草
篇
の
文
の
前
半
は
語
録
下
・
二
十
二
に
も

　
見
え
、
「
智
愚
之
識
殊
疑
於
有
性
。
善
悪
之
報
差
、
疑
於
有
命
。
」
と
い
う
問
い
に

　
対
す
る
答
え
と
さ
れ
て
い
る
。
「
人
一
己
百
云
々
」
は
中
庸
二
十
章
。

⑰
人
間
が
天
か
ら
「
定
」
と
し
て
受
け
る
も
の
は
二
つ
有
る
が
、

　
　
人
之
気
質
美
悪
与
貴
賎
天
寿
之
理
、
皆
嘉
吉
平
定
分
。
如
気
質
悪
者
、
応
能
移
、

　
　
今
人
所
以
多
為
気
早
使
而
得
為
賢
者
、
蓋
為
不
知
学
。
（
経
学
理
窟
・
気
質
・

　
　
二
）

　
そ
の
う
ち
、
気
質
は
変
化
可
能
な
も
の
。
た
だ
し
天
寿
は
、

　
　
気
之
不
可
変
者
、
独
死
生
昇
天
而
巳
。
（
誠
明
楽
二
　
十
四
）

　
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
気
に
受
け
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
変
化
不
能
な
も
の
と
し

　
て
あ
る
。

⑱
　
こ
の
比
喩
に
つ
い
て
は
、
大
島
晃
氏
に
詳
細
な
考
証
が
あ
る
。
　
「
「
水
氷
の
比
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喩
」
試
探
（
上
）
（
下
）
　
　
張
載
の
比
喩
の
淵
源
を
め
ぐ
っ
て
　
　
」
（
『
上
智

　
大
学
国
文
学
科
紀
要
』
第
一
号
・
二
号
、
｝
九
八
四
・
一
九
八
五
年
連
載
）
ま
た

　
大
島
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑳
　
　
『
張
載
集
』
は
「
是
為
程
韻
語
、
蔽
字
依
精
義
改
」
と
す
る
が
、
『
程
氏
遺
書
』

　
巻
六
・
二
先
生
語
六
で
は
「
序
卦
非
易
之
蔽
。
此
不
合
道
。
（
原
注
：
韓
康
伯

　
注
）
」
と
見
え
、
所
謂
韓
注
は
（
院
元
本
）
「
凡
序
卦
所
明
非
易
之
熱
心
」
と
作
る
。

　
勿
論
こ
れ
は
『
繋
僻
上
伝
し
「
乾
坤
其
易
之
紹
邪
」
に
本
つ
く
。
両
箇
所
と
も
テ

　
キ
ス
ト
に
よ
り
組
・
纏
の
異
同
が
あ
り
、
必
ず
し
も
改
め
る
必
要
は
な
い
と
思
う

　
が
、
し
ば
ら
く
『
張
載
集
』
に
従
う
。

⑳
「
敲
点
」
も
「
記
念
」
も
気
に
掛
け
て
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

⑪
　
こ
の
「
有
此
某
則
有
此
某
」
と
い
う
表
現
は
、
張
載
に
お
い
て
も
、

　
有
変
則
有
象
。
如
乾
健
坤
順
、
有
此
気
則
有
此
象
可
得
而
言
。
（
易
説
・
繋
僻
下

　
　
「
夫
乾
、
天
下
之
至
健
也
」
）

　
と
し
て
現
わ
れ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
「
個
物
」
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
「
と
も
か
く

　
気
が
あ
れ
ぽ
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
朱
子
に
お
い
て
も
、

　
　
未
有
天
地
之
先
、
畢
寛
也
只
是
理
。
有
此
理
、
便
有
此
天
地
。
若
無
此
理
、
便

　
　
亦
無
天
地
。
（
『
朱
子
語
類
』
巻
｝
・
淳
録
）

　
　
有
是
理
便
有
是
気
。
（
同
上
・
菱
孫
録
）

　
と
見
え
、
さ
ら
に
朱
子
に
は
「
此
物
」
を
先
に
持
っ
て
来
る
例
も
あ
る
。

　
　
天
下
無
無
性
之
物
。
蓋
有
此
物
、
則
有
此
性
。
無
此
物
、
則
無
此
性
。
（
『
朱
子

　
　
語
類
』
巻
四
・
若
海
録
）

　
朱
子
は
、
「
此
」
も
し
く
は
「
是
」
と
限
定
し
て
い
る
か
に
見
え
る
も
の
の
、
例

　
え
ば

　
　
有
理
而
後
有
気
。
（
『
朱
子
語
類
』
巻
三
・
閾
祖
録
）

　
と
見
え
る
よ
う
に
、
こ
の
「
此
・
是
」
と
い
う
文
字
は
、
必
然
的
に
加
え
ら
れ
る

　
べ
き
文
字
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
張
載
に
お
い
て
上
文
に
続
い
て
「
有
気
方
有

　
象
」
と
し
て
「
此
」
と
限
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
岡
じ
事
情
で
あ
る
。
こ
れ
ら

　
の
場
合
、
「
此
」
は
必
ず
し
も
「
個
物
の
個
扁
を
表
わ
す
必
要
は
な
い
。
し
か
し

　
羅
欽
順
の
場
合
は
「
個
物
」
で
な
い
と
言
い
切
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
ひ
か
え
た

い
。
朱
子
に
お
い
て
は
さ
ら
に
次
の
例
を
参
照
。
こ
こ
で
も
「
個
物
」
を
指
す
か

ど
う
か
、
今
は
速
断
を
避
け
た
い
。

　
問
、
枯
槁
有
理
否
。
日
、
才
有
物
、
便
有
理
。
天
不
置
生
強
飯
。
人
立
兎
毫
来

　
倣
筆
。
才
有
筆
、
便
有
理
。
（
『
朱
子
語
類
』
巻
四
・
節
録
）

羅
欽
順
に
つ
い
て
は
山
下
龍
二
氏
［
羅
欽
順
と
気
の
哲
学
」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学

部
研
究
論
集
』
X
㎎
（
哲
学
）
6
所
載
）
よ
り
示
唆
を
受
け
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
一
・
九
・
三
〇
）


