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『
荘
子
』
斉
物
論
篇
に
は
、
難
解
な
こ
と
で
知
ら
れ
る
以
下
の
一
節
が
あ
る
。
 
 
 

物
無
非
彼
、
物
無
非
是
。
自
彼
則
不
見
、
自
知
則
知
之
。
故
日
、
彼
出
於
是
、
是
亦
因
彼
。
彼
是
方
生
之
説
也
。
維
然
、
方
生
万
死
、
 
 
 

万
死
方
生
。
方
可
方
不
可
、
方
不
可
方
可
。
因
是
因
非
、
因
非
因
是
。
是
以
聖
人
不
由
而
照
之
干
天
、
亦
国
是
也
。
是
亦
彼
也
、
彼
 
 
 

亦
是
也
。
彼
亦
一
是
非
、
此
亦
一
是
非
。
果
且
有
彼
是
乎
哉
、
果
且
無
彼
是
乎
哉
。
彼
是
莫
得
其
偶
、
謂
之
道
枢
。
枢
始
得
其
環
中
、
 
 

以
応
無
窮
、
是
亦
一
無
窮
、
非
亦
一
無
窮
也
。
故
日
、
莫
若
以
明
。
 
 

（
最
後
に
「
紋
日
、
莫
著
以
明
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
直
前
に
「
故
有
儒
墨
之
是
非
、
以
是
某
所
非
而
非
其
所
是
。
欲
是
某
所
非
而
 
 

非
其
所
是
、
則
莫
若
以
明
」
と
あ
る
の
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
）
。
 
 
 

こ
れ
ま
で
本
節
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き
た
か
を
見
て
お
こ
う
。
森
三
樹
三
郎
氏
は
「
こ
こ
で
は
じ
め
て
万
物
斉
同
の
理
が
示
さ
 
 

れ
る
」
と
し
つ
つ
も
、
「
そ
の
論
理
が
晦
渋
を
き
わ
め
て
い
る
の
は
、
そ
の
内
容
の
性
質
に
も
よ
る
が
、
一
つ
に
は
荘
子
が
恵
施
な
ど
の
詭
 
 

（
1
）
 
 

弁
学
派
の
影
響
を
受
け
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
野
村
茂
夫
氏
も
本
節
に
つ
い
て
、
「
斉
物
論
編
 
 

（
2
）
 
 

で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
、
万
物
斉
同
の
説
の
中
心
部
分
で
あ
り
、
『
荘
子
』
全
書
の
中
で
も
最
も
難
解
な
文
の
一
つ
で
あ
る
」
と
述
べ
 
 

て
い
る
。
先
学
の
注
解
や
研
究
を
参
照
し
っ
つ
、
実
際
に
本
節
を
読
み
進
め
て
み
れ
ば
、
「
晦
渋
を
き
わ
め
て
い
る
」
「
最
も
難
解
」
と
い
 
 
 

は
じ
め
に
 
 

『
荘
子
』
斉
物
論
篇
に
お
け
る
「
彼
」
 
「
是
」
 
の
問
題
に
つ
い
て
 
 

楢
 
崎
 
洋
一
郎
 
 



れ
に
非
ざ
る
無
く
、
物
は
是
れ
に
非
ざ
る
無
し
』
と
は
、
ま
ず
是
非
の
争
論
の
母
胎
を
な
す
『
こ
れ
』
と
『
あ
れ
』
の
区
別
 
 

う
評
価
は
、
決
し
て
誇
張
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
本
節
の
理
解
を
よ
り
容
易
に
す
る
方
法
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

冒
頭
の
一
文
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
彼
」
「
是
」
と
い
う
語
が
見
え
て
い
る
。
こ
の
二
語
は
、
「
是
」
「
非
」
と
同
様
に
、
 
 

本
節
全
体
を
通
し
て
登
場
⊥
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
是
」
「
非
」
は
、
前
か
ら
の
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
、
本
節
に
登
場
す
る
の
は
別
に
不
 
 

自
然
で
は
な
い
。
し
か
し
「
彼
」
「
是
」
は
、
な
ぜ
突
然
こ
こ
に
姿
を
見
せ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
「
是
」
「
非
」
と
、
ど
の
よ
う
な
関
係
 
 

に
あ
る
の
か
。
そ
も
そ
も
こ
の
二
語
は
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
従
来
の
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
、
「
彼
」
と
「
是
」
を
、
普
通
の
意
味
で
 
 

の
「
あ
れ
」
と
「
こ
れ
」
と
解
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
果
し
て
妥
当
な
の
か
。
こ
の
よ
う
に
「
彼
」
と
「
是
」
と
い
う
語
は
、
多
く
の
問
 
 

題
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
検
討
が
、
本
節
の
理
解
を
よ
り
容
易
に
す
る
た
め
の
道
を
開
く
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

で
は
こ
の
二
語
に
つ
い
て
、
検
討
を
行
な
う
た
め
に
は
、
ど
の
よ
、
7
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
楠
本
正
継
氏
は
、
斉
物
論
篇
 
 

を
論
じ
る
中
で
こ
の
二
語
に
触
れ
、
「
墨
子
の
経
、
経
説
（
い
ず
れ
も
『
屋
子
』
の
篇
名
 
－
 
引
用
者
注
）
に
彼
此
に
関
す
る
資
料
が
見
 
 

（
3
）
 
え
て
ゐ
る
。
戦
国
の
頃
、
こ
れ
が
所
謂
名
家
的
議
論
に
関
与
し
た
思
想
家
の
論
題
と
な
っ
た
こ
と
が
分
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、
 
 

こ
の
二
語
の
愚
昧
を
究
明
す
る
に
は
、
楠
本
氏
の
い
う
「
名
家
的
議
論
」
に
見
ら
れ
る
「
彼
」
「
此
（
＝
是
〓
と
の
比
較
検
討
か
ら
始
め
 
 

る
の
が
、
最
も
捷
径
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

し
た
が
っ
て
本
稿
の
目
的
は
、
戦
国
期
に
お
け
る
広
義
の
「
名
家
的
議
論
」
を
参
照
し
っ
つ
、
「
彼
」
と
「
是
」
と
い
う
語
の
意
味
を
検
 
 

討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
節
に
対
す
る
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
こ
と
に
あ
る
（
な
お
『
荘
子
』
の
テ
ク
ス
ト
は
四
部
叢
刊
初
編
 
 

縮
印
本
『
南
華
其
経
』
を
使
用
し
た
）
。
 
 

ま
ず
「
彼
」
「
是
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
の
、
従
来
の
解
釈
を
見
て
お
き
た
い
。
福
永
光
司
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
『
物
は
彼
 
 
 

彼
是
の
 
 
 



『荘子』斉物論篇における「彼」「是」の問題について  

概
念
の
相
対
性
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
人
は
存
在
の
世
界
に
お
い
て
是
れ
と
彼
れ
と
を
区
別
し
、
己
れ
を
是
れ
と
し
て
他
を
彼
れ
 
 

と
よ
ぶ
け
れ
ど
も
、
『
こ
れ
』
と
い
い
『
か
れ
』
と
い
う
そ
の
区
別
は
本
来
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
、
己
れ
を
『
こ
れ
』
と
よ
び
、
他
を
 
 

『
か
れ
』
と
よ
ぶ
時
、
他
を
『
か
れ
』
と
よ
ぶ
そ
の
己
れ
も
ま
た
、
他
者
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
一
つ
の
 
『
か
れ
』
 
で
あ
る
か
ら
、
一
切
存
 
 

（
4
）
 
 

在
は
皆
『
こ
れ
』
 
で
あ
る
と
も
『
か
れ
』
 
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
」
。
 
 
 

こ
こ
で
は
、
「
彼
」
と
「
是
」
と
い
う
語
が
、
普
通
の
意
味
で
の
「
あ
れ
」
と
「
こ
れ
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
他
の
訳
注
も
ほ
ぼ
同
様
 
 

（
5
）
 
 

で
あ
る
。
そ
れ
は
郭
象
以
来
の
伝
統
的
な
解
釈
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
赤
塚
忠
氏
の
み
が
、
異
色
あ
る
解
釈
を
下
し
て
い
る
。
 
 

「
通
常
、
，
人
間
の
認
識
に
は
客
体
（
彼
）
 
と
主
体
（
是
）
 
と
の
相
関
的
対
立
、
つ
ま
り
や
や
詳
し
く
い
え
ば
、
主
体
か
ら
離
れ
て
い
る
対
 
 

象
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
客
観
的
判
断
と
、
対
象
を
自
分
の
思
惟
内
に
包
み
込
ん
だ
主
観
的
判
断
と
の
相
関
達
す
る
対
立
が
あ
る
こ
と
を
 
 

（
6
）
 
 

い
う
。
」
 
 
 

福
永
氏
に
代
表
さ
れ
る
一
般
的
な
解
釈
と
、
赤
塚
氏
の
そ
れ
と
の
違
い
を
、
こ
こ
で
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
 
 

福
永
氏
は
「
彼
」
「
是
」
を
、
普
通
の
「
あ
れ
」
「
こ
れ
」
と
い
う
意
味
に
と
っ
て
い
る
。
自
分
か
ら
み
た
と
き
に
は
「
こ
れ
」
 
で
あ
る
も
 
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
○
■
●
●
●
●
●
 
 

の
も
、
視
点
を
変
え
て
他
人
か
ら
み
れ
ば
「
あ
れ
」
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
一
文
を
、
視
点
・
立
場
の
と
り
か
た
に
よ
っ
て
変
化
す
る
認
 
 

識
の
相
対
性
を
説
い
た
も
の
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
（
福
永
氏
の
解
釈
で
も
、
「
是
十
と
「
彼
」
と
に
「
己
れ
」
と
「
他
」
と
が
当
て
は
め
 
 

ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
「
こ
れ
」
と
「
あ
れ
」
と
い
う
意
味
を
基
本
に
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
る
）
。
そ
れ
に
対
し
て
 
 

赤
塚
氏
は
、
「
彼
」
「
是
」
を
、
始
め
か
ら
「
客
観
」
「
主
観
」
 
の
意
味
に
と
っ
て
い
る
。
赤
塚
氏
は
、
「
物
」
に
対
す
る
認
識
の
う
ち
に
、
 
 

主
体
か
ら
離
れ
た
対
象
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
客
観
的
判
断
（
彼
）
 
と
、
対
象
を
自
分
の
思
惟
の
中
に
包
み
込
ん
だ
主
観
的
判
断
（
是
）
 
 

と
の
相
関
的
対
立
が
、
す
で
に
存
在
す
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
福
永
氏
が
説
く
の
が
、
立
場
・
視
点
を
異
に
す
る
複
数
の
認
識
の
 
 

間
に
存
在
す
る
相
対
性
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
赤
塚
氏
が
説
く
の
は
、
人
間
の
認
識
と
そ
の
対
象
（
物
）
 
と
の
関
係
自
体
の
う
ち
に
 
（
し
 
 

た
が
っ
て
、
一
人
の
人
間
の
 
 
一
つ
の
 
「
物
」
 
に
対
す
る
・
一
つ
の
認
識
の
う
ち
に
）
 
常
に
す
で
に
存
在
す
る
相
関
的
対
立
な
の
で
あ
る
。
 
 
 



福
永
氏
の
説
に
よ
る
限
り
、
「
物
は
彼
に
非
ざ
る
無
く
、
物
は
是
に
非
ざ
る
無
し
」
と
い
う
主
張
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
「
立
場
・
視
 
 

点
な
ど
を
変
え
て
見
れ
ば
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
補
っ
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
赤
塚
氏
の
説
に
は
そ
の
よ
う
な
補
足
は
必
要
 
 

な
い
。
こ
の
一
点
で
赤
塚
氏
の
見
解
は
よ
り
優
れ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。
た
だ
赤
塚
氏
は
、
こ
の
二
語
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
根
拠
を
、
 
 

特
に
こ
こ
で
示
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
に
そ
の
根
拠
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
 
 
 

ま
ず
、
楠
本
氏
が
夙
に
指
摘
し
て
い
た
『
墨
子
』
経
上
・
下
篇
と
経
説
上
・
下
篇
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
経
説
上
篇
に
は
、
 
 

（
7
）
 
 

挙
と
は
、
告
ぐ
る
に
文
名
を
以
て
し
、
彼
の
実
を
挙
ぐ
る
な
り
。
 
 

と
い
う
条
が
あ
る
。
久
保
田
知
故
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
『
彼
』
と
は
、
…
…
主
体
に
対
し
て
の
客
体
、
主
観
に
対
す
る
客
観
の
側
に
つ
 
 

（
8
）
 
 

い
て
述
べ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
」
と
推
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
経
説
下
篇
に
は
、
 
 

（
q
こ
 
 
仁
は
愛
な
り
、
義
は
利
な
り
。
愛
す
る
と
刺
す
る
と
は
、
此
な
り
。
愛
す
る
所
と
利
す
る
所
と
は
、
彼
な
り
。
 
 

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
．
て
も
氏
は
、
「
『
愛
』
・
『
利
』
を
主
体
の
側
の
『
此
』
と
言
い
、
『
所
愛
』
・
『
所
利
』
を
客
体
の
側
の
『
彼
』
と
定
 
 

義
」
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
氏
は
、
「
『
墨
子
』
に
有
る
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
み
る
と
、
『
彼
』
は
認
識
や
行
為
の
対
象
と
 
 

（
1
0
）
 
 

な
っ
て
い
る
客
観
世
界
の
実
在
の
側
を
指
し
、
『
此
』
は
主
観
・
主
体
の
側
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
別
の
テ
キ
 
 

ス
ト
か
ら
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
『
管
子
』
心
術
上
篇
に
は
、
 
 
 

其
の
知
る
所
は
彼
な
り
。
其
の
知
る
所
以
は
此
な
り
。
之
を
此
に
修
め
ざ
れ
ば
、
焉
ん
ぞ
能
く
彼
を
知
ら
ん
。
之
を
此
に
修
む
れ
ば
、
 
 

（
1
1
）
 
 
 
能
く
虚
な
る
こ
と
莫
し
。
 
 

と
い
う
条
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
彼
」
と
「
此
」
と
が
、
認
識
に
お
け
る
客
観
と
主
観
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
示
し
た
も
 
 

の
で
あ
る
。
 
 

（
1
2
）
 
 
 

以
上
か
ら
み
て
、
久
保
田
氏
の
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
戦
国
期
に
は
「
彼
」
と
「
是
（
此
）
」
と
い
う
語
が
、
認
識
や
行
動
に
お
け
る
 
 

客
体
と
主
体
を
意
味
す
る
術
語
と
し
て
、
か
な
り
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
節
に
頻
出
す
る
「
彼
」
と
 
 
 



『荘子』斉物論篇における「彼」「是」の問題について  

「
是
」
も
、
同
じ
意
味
を
も
つ
特
殊
な
術
語
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
は
上
に
見
た
赤
塚
氏
の
解
釈
の
裏
付
け
と
な
り
う
る
も
の
 
 

で
あ
る
。
最
終
的
な
結
論
は
本
文
の
詳
し
い
検
討
を
待
た
ね
ば
な
る
ま
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
彼
」
と
「
是
」
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味
 
 

な
の
か
と
い
う
最
初
に
提
起
し
た
問
題
に
対
し
て
、
一
つ
の
仮
説
を
呈
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
 
 

二
 
 

に
代
表
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
議
論
・
論
争
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
も
し
く
は
論
争
は
、
当
 

次
に
「
彼
」
「
是
」
と
「
是
」
「
非
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
、
本
節
の
直
前
に
は
、
「
故
に
儒
墨
の
是
 
 

非
有
り
、
以
て
其
の
非
と
す
る
所
を
是
と
し
て
、
其
の
是
と
す
る
所
を
非
と
す
。
其
の
非
と
す
る
所
を
是
と
し
て
、
其
の
是
と
す
る
所
を
 
 

非
と
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
明
を
以
て
す
る
に
若
く
は
莫
し
」
と
い
う
文
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
本
節
の
テ
ー
マ
が
、
「
儒
墨
の
是
非
」
 
 

時
に
あ
っ
 
 

（
1
3
）
 
て
は
「
弁
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
『
墨
子
』
経
・
経
説
篇
に
は
、
「
彼
」
と
「
弁
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
条
が
い
く
つ
 
 

か
存
在
し
て
い
る
の
で
、
再
び
久
保
田
氏
の
論
考
を
参
照
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
経
上
篇
に
は
、
 
 

（
1
4
）
 
 
 

弁
と
は
、
彼
を
争
う
な
り
。
弁
の
勝
つ
は
、
当
た
る
な
り
。
 
 

と
あ
り
、
経
説
上
篇
に
は
そ
の
説
明
と
し
て
、
 
 
 

弁
と
は
、
或
い
は
之
を
牛
と
謂
い
、
或
い
は
之
を
牛
に
非
ず
と
謂
う
、
是
れ
彼
を
争
う
な
り
。
是
れ
倶
に
は
当
ら
ず
。
倶
に
は
当
ら
 
 

（
1
5
）
 
 

あ
 
 

ず
し
て
、
必
ず
当
ら
ざ
る
或
り
。
当
ら
ざ
る
は
犬
の
若
し
。
 
 

と
あ
る
。
久
保
田
氏
は
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
「
こ
こ
で
は
二
人
の
人
が
、
同
じ
あ
る
も
の
を
片
方
の
人
は
牛
、
片
方
は
牛
で
は
な
い
と
判
 
 

断
し
た
場
合
、
必
ず
一
方
の
判
断
は
対
象
の
実
在
を
と
ら
え
て
は
い
な
い
と
述
べ
、
排
中
律
を
含
ん
だ
矛
盾
律
の
成
立
を
み
せ
る
。
こ
こ
 
 

（
1
6
）
 
 

で
は
、
経
・
経
説
と
も
判
断
の
対
象
に
な
る
も
の
を
『
彼
』
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
が
注
目
う
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
経
下
篇
に
は
、
 
 

（
1
7
）
 
 
 

謂
。
弁
の
勝
つ
こ
と
無
き
は
、
必
ず
当
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
説
は
弁
に
在
り
。
 
 
 



と
あ
っ
て
、
そ
の
説
明
を
し
て
い
る
経
説
下
篇
で
は
、
 
 

く
 

l
ナ
ん
 
 
 

、
 

謂
。
謂
う
所
は
、
同
じ
き
に
非
ざ
れ
ば
 

な
ヶ
。
異
な
る
は
、
則
ち
或
い
は
之
を
牛
と
謂
い
、
其
れ
或
い
は
之
を
馬
と
謂
う
な
り
。
倶
に
勝
つ
こ
と
無
き
は
、
是
れ
弁
に
あ
ら
 
 

（
1
8
）
 
 
ざ
る
な
り
。
弁
な
る
者
は
、
或
い
闇
之
を
是
と
謂
い
て
、
或
い
は
之
を
非
と
謂
い
て
、
当
る
者
勝
つ
な
り
。
 
 

と
述
べ
て
い
る
。
久
保
田
氏
は
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
「
命
題
と
し
て
の
弁
論
の
対
象
を
、
同
一
律
的
に
規
定
し
た
う
え
で
、
排
中
禅
的
に
 
 

定
義
す
．
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
こ
の
中
で
、
『
弁
』
と
は
あ
る
こ
と
を
『
是
』
ま
た
は
『
非
』
と
判
断
し
、
 
 

（
1
9
）
 
そ
の
判
断
が
現
実
の
あ
り
よ
う
と
合
致
す
る
こ
と
が
勝
つ
こ
と
だ
と
述
べ
ら
れ
」
て
 

り
よ
う
」
と
表
現
し
て
い
る
も
の
が
、
「
彼
」
に
あ
た
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
『
墨
子
』
経
篇
・
経
説
篇
で
定
義
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
弁
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
 
 

あ
る
特
定
の
対
象
（
彼
）
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
は
A
で
あ
る
（
是
〓
「
そ
れ
は
A
で
は
な
い
 
（
非
）
」
と
い
っ
た
、
必
ず
ど
ち
ら
か
一
方
が
 
 

正
し
く
、
他
方
が
間
違
っ
て
い
る
よ
う
な
判
断
を
呈
示
し
た
上
で
、
そ
の
い
ず
れ
が
対
象
（
彼
）
の
実
際
の
あ
り
方
に
合
致
し
て
い
る
（
当
）
 
 

か
を
争
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
彼
」
と
「
是
」
・
「
非
」
と
の
関
係
は
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
る
（
「
是
（
＝
此
）
」
 
 

は
、
右
に
見
た
数
条
の
中
で
は
取
り
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
「
彼
」
に
つ
い
て
、
「
是
」
も
し
く
は
「
非
」
と
ぃ
う
判
断
を
下
す
「
主
観
」
 
 

に
あ
た
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
）
。
 
 
 

こ
う
し
て
、
「
彼
」
「
是
」
と
い
う
語
が
、
な
ぜ
本
節
冒
頭
で
突
然
姿
を
見
せ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
と
「
是
」
「
非
」
と
の
関
係
は
 
 

ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
問
題
に
対
し
て
も
、
一
応
の
解
答
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
 
 

三
 
 

こ
れ
ま
で
の
考
察
の
結
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
以
下
に
本
文
の
読
解
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 



『荘子』斉物論篇における「彼」「是」の問題について  

（
2
0
）
 
 
 

ま
ず
、
冒
頭
の
「
物
無
非
彼
、
物
無
非
是
（
物
は
彼
に
非
ざ
る
莫
く
、
物
は
是
に
非
ざ
る
莫
し
）
」
に
つ
い
て
は
、
赤
塚
忠
氏
の
訳
を
参
 
 

考
に
す
る
と
、
「
全
て
の
物
は
、
〔
主
観
で
は
直
接
捉
え
ら
れ
な
い
客
観
的
対
象
と
し
て
の
〕
彼
で
な
い
も
の
は
な
い
が
、
〔
一
方
で
は
〕
全
 
 

て
の
物
は
、
〔
主
観
的
認
識
と
し
て
の
〕
是
で
な
い
も
の
は
な
い
」
と
い
う
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

次
の
「
自
彼
則
不
見
、
自
知
則
知
之
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
文
に
は
二
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。
（
一
）
上
下
の
旬
の
「
自
」
 
 

を
、
ど
う
訓
む
べ
き
か
。
（
二
）
 
下
の
旬
は
、
な
ぜ
 
「
自
是
」
 
で
は
な
く
、
「
自
知
」
 
に
作
っ
て
い
る
の
か
。
ま
ず
「
自
」
 
の
訓
に
つ
い
て
 
 

よ
 

（
2
1
）
 
 

み
ず
か
 
 

考
え
て
み
よ
う
。
従
来
の
訓
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
一
つ
は
、
「
彼
自
り
す
れ
ば
則
ち
見
え
ず
、
自
ら
知
れ
ば
則
ち
之
を
知
る
」
 
 

と
す
る
も
の
で
、
上
下
で
「
自
」
 
の
訓
が
異
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
が
対
句
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、
こ
の
訓
は
不
適
 
 

（
2
2
）
 
 

切
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
「
自
ら
彼
と
す
る
こ
と
は
則
ち
見
え
ず
、
自
ら
知
る
こ
と
は
則
ち
之
を
知
る
」
と
す
る
も
の
で
、
「
自
」
の
訓
は
 
 

上
下
一
致
し
て
い
る
が
、
「
自
ら
彼
と
す
る
」
と
い
う
訓
み
に
は
、
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
彼
」
と
い
う
語
を
、
そ
の
下
に
目
的
語
 
 

を
伴
な
う
場
合
は
別
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
動
詞
と
し
て
訓
む
こ
と
は
不
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
の
 
「
彼
」
は
名
詞
と
見
 
 

る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

両
旬
が
対
句
の
形
を
と
っ
て
お
り
、
「
彼
」
は
名
詞
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
以
上
、
下
の
句
の
最
初
の
「
知
」
も
、
名
詞
で
あ
る
可
能
 
 

性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
「
自
」
を
「
み
ず
か
ら
」
と
訓
じ
る
の
は
、
上
下
い
ず
れ
に
せ
よ
不
自
然
で
あ
る
。
少
数
で
は
あ
 
 

（
2
3
）
 
 

る
が
、
「
彼
よ
り
す
れ
ば
…
…
知
よ
り
す
れ
ば
…
…
」
と
す
る
訓
み
が
あ
り
、
こ
れ
が
句
法
上
最
も
問
題
の
少
な
い
訓
で
は
あ
る
が
、
意
味
 
 

の
点
で
は
な
お
疑
問
が
残
る
。
 
 
 

『
古
書
虚
字
集
釈
』
巻
八
に
は
、
「
『
自
』
 
は
猶
お
 
『
在
』
 
の
ご
と
き
な
り
」
「
『
自
』
 
『
在
』
は
三
戸
の
転
な
り
」
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
 
 

（
2
4
）
 
 

実
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
実
例
の
う
ち
に
は
、
『
詩
経
』
小
雅
・
正
月
の
「
不
自
我
先
、
不
自
我
後
」
と
い
う
文
が
あ
る
。
ま
た
『
詩
 
 

い
と
 

に
く
 

（
2
5
）
 
 

経
』
周
碩
・
振
鷺
に
は
、
「
彼
に
在
り
て
恵
ま
る
る
こ
と
無
く
、
此
に
在
り
て
敬
わ
る
る
こ
と
無
し
」
と
も
あ
る
。
こ
こ
に
引
い
た
二
つ
の
 
 

文
章
は
、
「
我
先
」
と
「
我
後
」
、
あ
る
い
は
「
彼
」
と
「
此
」
の
よ
う
な
対
義
語
の
前
に
、
「
在
」
も
し
く
は
「
自
」
が
付
く
と
い
う
点
で
、
 
 
 



構
文
上
の
共
通
性
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
本
節
の
こ
の
文
に
も
通
じ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
彼
」
と
「
知
」
 
 

と
が
い
ず
れ
も
名
詞
で
あ
る
上
す
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
「
自
」
を
「
在
」
と
訓
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
の
流
れ
は
よ
り
自
然
に
な
る
の
で
 
 

（
2
6
）
 

（
2
7
）
 
は
な
い
か
。
実
際
、
南
宋
の
林
希
逸
の
『
荘
子
慮
斎
口
義
』
や
、
清
の
方
潜
の
『
南
華
経
解
』
の
よ
う
に
、
「
在
」
の
字
を
用
い
て
こ
の
箇
 
 

所
に
注
し
て
い
る
例
も
、
少
数
な
が
ら
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
下
の
旬
は
な
ぜ
「
自
是
」
で
は
な
く
、
「
自
知
」
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
上
下
の
旬
が
対
句
で
あ
り
、
「
彼
」
 
 

と
「
是
」
が
ペ
ア
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
は
「
自
是
」
に
作
る
の
が
自
然
で
あ
る
こ
と
は
動
か
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
武
延
緒
が
「
按
ず
る
 
 

（
2
8
）
 
 

に
、
『
自
知
』
は
疑
う
ら
く
は
『
自
是
』
の
謁
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
の
は
、
当
然
の
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
「
自
知
」
の
「
知
」
と
、
 
 

「
知
之
」
の
「
知
」
と
の
関
係
に
も
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
で
再
び
『
墨
子
』
を
見
て
み
よ
う
。
『
墨
子
』
経
上
篇
に
は
、
「
知
」
に
つ
い
て
 
 

の
定
義
を
し
て
い
る
条
が
あ
る
。
 
 

（
2
9
）
 
 

（
Ⅰ
）
 
知
は
、
材
な
り
。
 
 

（
3
0
）
 
 

（
H
）
 
知
は
、
按
な
り
。
 
 

（
3
1
）
 
 
こ
の
う
ち
、
（
Ⅰ
）
は
認
識
能
力
と
し
て
の
知
、
（
Ⅲ
）
は
知
覚
作
用
と
し
て
の
知
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
経
説
上
 
 

篇
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
、
 
 

（
3
2
）
 
 
 
（
i
）
知
材
。
知
な
る
者
は
、
知
る
所
以
な
り
。
而
し
て
必
ず
知
る
こ
と
明
の
若
し
。
 
 

よ
ぎ
 

（
3
3
）
 
 
 
（
‥
1
1
）
知
。
知
な
る
者
は
、
其
の
知
を
以
て
物
を
過
り
て
、
而
し
て
能
く
之
を
貌
す
る
こ
と
見
る
が
若
し
。
 
 

と
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
（
Ⅰ
）
 
の
「
知
」
が
、
「
知
る
所
以
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
見
た
『
管
 
 

子
』
心
術
上
篇
の
、
「
其
の
知
る
所
以
は
此
な
り
」
と
い
う
文
と
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
（
ュ
に
言
う
「
材
」
と
し
て
の
「
知
」
と
、
戦
 
 

国
期
に
「
主
観
」
を
表
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
「
此
（
是
）
」
と
は
、
「
知
る
所
以
」
と
い
う
同
じ
意
味
を
も
つ
、
時
と
し
て
相
互
 
 

に
交
換
可
能
な
語
な
の
で
ぁ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
↓
是
」
で
は
な
く
「
知
」
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
ひ
と
ま
 
 
 



『荘子』斉物論篇における「彼」「是」の問題について  

ず
説
明
が
つ
く
。
こ
の
よ
う
に
「
自
知
」
の
「
知
」
が
、
（
Ⅰ
）
の
意
味
に
お
け
る
「
材
」
と
し
て
の
「
知
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
知
之
」
 
 

の
「
知
」
が
、
（
H
）
 
の
意
味
に
お
け
る
「
接
」
と
し
て
の
「
知
」
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
。
 
 
 

も
し
「
物
無
非
是
」
の
「
是
」
を
、
従
来
の
よ
う
に
単
に
「
こ
れ
」
と
解
釈
し
て
い
た
な
ら
ば
、
「
自
是
」
で
あ
る
べ
き
所
が
が
な
ぜ
「
自
 
 

知
」
と
な
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
本
節
の
「
彼
」
と
「
是
」
と
が
、
 
 

「
客
観
」
と
「
主
観
」
と
を
表
す
戦
国
期
の
思
想
的
術
語
で
あ
っ
た
こ
と
の
裏
づ
け
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
（
修
辞
上
は
「
是
」
と
あ
 
 

る
の
が
自
然
な
こ
の
箇
所
に
、
な
ぜ
「
知
」
が
使
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
後
に
再
度
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
）
。
 
 
 

し
た
が
っ
て
こ
の
訓
は
「
彼
に
自
（
在
）
れ
ば
則
ち
見
（
現
）
わ
れ
ず
、
知
に
自
（
在
）
れ
ば
則
ち
之
を
知
る
」
と
な
る
。
そ
の
意
味
 
 

は
、
「
〔
物
は
、
〕
彼
〔
と
い
う
客
観
の
領
域
〕
に
在
る
な
ら
ば
、
〔
主
観
に
直
接
〕
現
れ
る
こ
と
は
な
く
、
知
〔
と
い
う
主
観
の
領
域
〕
に
 
 

在
る
 

次
の
「
故
日
、
彼
出
於
是
、
是
亦
因
彼
。
彼
是
方
生
之
説
也
（
故
に
日
く
、
彼
は
是
よ
り
出
で
、
是
も
亦
た
彼
に
因
る
と
。
彼
と
是
と
 
 

方
に
生
ず
る
の
説
な
り
）
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
だ
か
ら
『
彼
（
客
観
的
対
象
）
は
是
（
主
観
的
認
識
）
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
 
 

（
一
方
で
は
）
是
（
主
観
的
認
識
）
も
ま
た
彼
（
客
観
的
対
象
）
 
に
従
っ
て
い
る
』
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
彼
（
客
観
的
対
 
 

象
）
と
是
（
主
観
的
認
識
）
 
と
は
同
時
に
生
じ
る
と
い
う
説
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
 
 
 

で
は
、
そ
の
よ
、
ナ
に
主
張
さ
れ
る
根
拠
は
何
か
。
「
彼
」
と
は
、
人
間
の
認
識
や
知
覚
に
よ
っ
て
は
、
直
接
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
 
 

の
で
あ
っ
た
 
（
自
彼
則
不
見
）
。
人
間
が
認
識
し
う
る
の
は
、
主
観
（
知
）
 
の
う
ち
に
捉
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
「
物
」
 
の
形
象
に
過
ぎ
ず
、
 
 

決
し
て
「
彼
」
そ
れ
自
体
で
は
な
い
（
自
知
則
知
之
）
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
主
観
的
認
識
（
是
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
人
間
は
、
 

に
直
接
現
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
 
「
彼
」
 
の
存
在
を
知
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
「
彼
は
是
よ
り
出
づ
」
と
い
う
こ
と
の
根
拠
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
一
方
で
は
、
「
物
」
に
対
す
る
主
観
的
な
認
識
は
、
人
間
の
主
観
か
ら
独
立
し
た
外
的
対
象
（
彼
）
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
れ
が
 
 

「
是
も
亦
た
彼
に
因
る
」
と
い
う
こ
と
の
根
拠
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
物
」
の
認
識
に
お
け
る
「
彼
（
客
観
）
」
と
「
是
（
主
観
）
」
 
 
 



と
の
相
互
依
存
性
の
主
張
が
、
「
彼
と
是
と
方
に
生
ず
る
の
説
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
「
錐
然
、
方
生
方
死
、
万
死
方
生
。
方
可
方
不
可
、
一
方
不
可
方
可
。
因
是
困
非
、
困
非
国
是
」
で
あ
る
が
、
従
来
の
解
釈
に
お
い
 
 

て
、
こ
の
部
分
に
は
最
も
問
題
が
あ
っ
た
よ
、
フ
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
金
谷
治
氏
は
こ
こ
を
「
け
れ
ど
も
、
〔
恵
施
も
説
く
よ
う
に
〕
ち
ょ
 
 

ぅ
ど
生
ま
れ
る
こ
と
は
ち
ょ
う
ど
死
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
死
ぬ
こ
と
は
ま
た
そ
の
ま
ま
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
〔
判
断
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
 
 

と
で
、
〕
可
し
と
す
る
こ
と
は
そ
の
ま
ま
可
く
な
い
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
可
く
な
い
と
す
る
こ
と
は
ま
た
そ
の
ま
ま
可
し
と
す
る
こ
と
で
 
 

ぁ
る
。
善
し
と
し
た
こ
と
に
そ
の
ま
ま
身
を
ま
か
せ
て
悪
し
と
し
た
こ
と
に
ま
か
せ
た
こ
と
に
な
り
、
悪
し
と
し
た
こ
と
に
身
を
ま
か
せ
 
 

（
3
4
）
 
て
善
し
と
し
た
こ
と
に
ま
か
せ
た
こ
と
に
な
る
」
と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
、
最
初
に
「
錐
然
」
と
言
わ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
に
続
く
 
 

部
分
は
「
彼
是
方
生
の
説
」
に
対
し
て
異
を
唱
え
る
も
の
で
あ
る
か
、
す
く
な
く
と
も
不
利
な
材
料
を
提
起
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
上
に
引
い
た
金
谷
氏
の
訳
文
で
は
、
ど
う
し
て
こ
れ
が
方
生
説
に
対
す
る
批
判
に
な
る
の
か
が
明
確
で
 
 

な
い
。
む
し
ろ
方
生
説
を
敷
街
し
た
も
の
と
見
る
方
が
自
然
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
の
先
学
の
訳
文
も
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
 
 

同
様
の
疑
問
を
禁
じ
え
な
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
解
釈
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
先
に
引
い
た
金
谷
氏
の
訳
文
の
な
か
で
も
括
弧
内
で
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
『
荘
子
』
 
 

●
■
●
●
●
●
●
●
●
■
●
 
天
下
篇
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
恵
施
の
命
題
「
目
方
中
方
呪
、
物
方
生
万
死
」
と
、
そ
れ
に
対
す
る
従
来
の
解
釈
と
に
、
引
き
ず
ら
れ
て
き
 
 

た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
全
く
同
じ
文
言
で
あ
る
以
上
、
恵
施
の
こ
の
命
題
が
、
上
の
箇
所
を
読
み
解
く
上
で
参
考
に
な
 
 

る
可
能
性
は
あ
る
。
＝
し
か
し
、
こ
ち
ら
の
文
義
が
通
ら
な
く
な
っ
て
ま
で
も
、
天
下
篇
の
ご
く
断
片
的
な
命
題
に
拘
泥
す
る
必
要
が
あ
る
 
 

の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
天
下
篇
の
恵
施
の
説
に
は
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
今
ま
で
の
検
討
の
結
果
に
基
づ
い
た
解
釈
を
示
し
て
み
た
い
。
 
 
 

こ
の
節
所
の
訓
読
を
ま
ず
示
す
と
、
「
然
り
と
錐
も
、
方
に
生
ず
れ
ば
、
方
に
死
し
、
方
に
死
す
れ
ば
、
方
に
生
ず
る
な
り
。
方
に
可
な
 
 

れ
ば
、
方
に
不
可
に
し
て
、
■
方
に
不
可
な
れ
ば
、
方
に
可
な
る
な
り
。
是
に
因
れ
ば
、
，
非
に
因
り
、
非
に
因
れ
ば
、
是
に
因
る
な
り
」
と
 
 

な
る
。
次
に
現
代
語
訳
を
示
す
。
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し
か
し
な
が
ら
、
〔
彼
（
客
観
）
と
是
（
主
観
）
と
が
、
こ
の
説
の
よ
う
に
〕
同
時
に
生
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
〔
彼
と
是
と
は
相
互
に
 
 
 

打
ち
消
し
合
っ
て
〕
同
時
に
消
滅
す
る
こ
と
に
な
り
、
〔
逆
に
、
彼
と
是
と
が
〕
同
時
に
消
滅
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
〔
彼
と
是
と
は
〕
 
 
 

同
時
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
っ
 
〔
言
い
か
え
れ
ば
、
「
全
て
の
物
が
彼
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
「
全
て
の
物
が
是
で
あ
る
」
と
い
う
 
 
 

こ
と
と
が
〕
同
時
に
可
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
〔
こ
の
二
命
題
は
〕
同
時
に
不
可
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
〔
逆
に
、
こ
の
二
命
題
が
〕
 
 
 

同
時
に
不
可
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
〔
こ
の
二
命
題
は
〕
同
時
に
可
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
〔
こ
の
よ
う
に
、
相
矛
盾
す
る
命
題
が
、
 
 
 

同
時
に
否
定
さ
れ
、
か
つ
同
時
に
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
〕
是
〔
「
是
非
」
の
「
是
」
で
、
「
彼
是
」
の
「
是
」
で
は
な
 
 
 

い
〕
に
依
拠
す
れ
ば
、
〔
是
の
否
定
で
あ
る
〕
非
に
依
拠
し
た
こ
と
に
な
り
、
〔
逆
に
、
是
の
否
定
で
あ
る
〕
非
に
依
拠
す
れ
ば
、
是
 
 

に
依
拠
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
「
方
生
万
死
」
す
る
主
体
が
「
彼
・
是
」
で
あ
る
こ
と
は
、
前
の
部
分
か
ら
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
両
者
が
「
方
 
 

に
生
ず
れ
ば
、
方
に
死
す
」
こ
と
に
な
る
の
か
。
本
節
冒
頭
の
一
文
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
「
物
」
は
、
「
彼
」
で
も
あ
り
、
「
是
」
で
も
あ
 
 

る
こ
と
に
な
る
。
い
ま
、
こ
こ
に
、
一
つ
の
「
物
」
A
が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
本
節
冒
頭
の
命
題
か
ら
す
れ
ば
、
「
彼
」
で
も
あ
り
、
「
是
」
 
 

で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
通
常
の
論
理
か
ら
言
え
ば
、
「
彼
」
と
「
是
」
と
は
、
相
互
に
相
手
を
排
斥
し
合
う
と
こ
ろ
の
対
概
念
で
 
 

あ
る
（
本
節
に
は
「
是
亦
彼
也
。
彼
亦
是
也
」
と
い
う
文
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
矛
盾
が
導
出
さ
れ
た
根
拠
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。
と
 
 

こ
ろ
が
、
い
ま
・
「
彼
是
方
生
の
説
」
を
受
け
入
れ
て
、
「
彼
」
と
「
是
」
と
が
同
時
に
生
じ
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
一
個
の
「
物
」
A
 
 

が
、
∴
同
時
に
「
彼
」
で
も
あ
り
「
是
」
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
矛
盾
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

む
し
「
物
」
A
が
、
あ
る
時
に
は
「
彼
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
時
に
は
「
是
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
矛
盾
は
回
避
 
 

さ
れ
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
彼
」
と
「
是
」
と
が
同
時
に
生
ず
る
（
彼
是
方
生
）
と
い
う
以
上
、
そ
の
よ
う
な
逃
げ
道
は
塞
が
 
 

れ
た
の
で
あ
り
、
矛
盾
は
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
く
な
る
。
「
『
物
』
A
が
彼
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
「
『
物
』
A
が
是
で
あ
る
」
と
い
 
 

う
こ
と
と
は
、
同
時
に
は
成
立
し
え
な
い
の
だ
か
ら
、
互
い
に
相
手
を
否
定
し
、
打
ち
消
し
合
与
し
か
な
い
。
こ
れ
が
「
万
死
」
、
つ
ま
り
 
 
 



「
彼
」
と
「
是
」
と
が
同
時
に
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
「
彼
」
と
「
是
」
と
は
、
互
い
に
相
手
を
打
ち
消
し
合
う
こ
と
 
 

な
し
に
は
、
同
時
に
は
生
じ
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
万
死
方
生
」
 
で
あ
る
。
 
 
 

以
下
「
方
可
方
不
可
、
方
不
可
方
可
」
も
、
同
様
の
論
理
で
説
明
し
う
る
。
「
彼
是
方
生
の
説
」
が
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
導
く
以
上
、
 
 

「
是
」
と
「
非
」
と
の
区
別
（
こ
れ
は
「
A
は
非
A
に
あ
ら
ず
」
の
形
で
表
さ
れ
る
矛
盾
律
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
）
と
い
う
、
人
間
 
 

の
認
識
に
と
っ
て
基
本
的
な
原
理
す
ら
侵
犯
さ
れ
て
し
ま
う
。
「
因
是
因
非
、
因
非
因
是
」
と
は
、
そ
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

こ
，
J
 
 
 

次
に
「
是
以
聖
人
不
由
而
昭
芝
干
天
、
亦
国
是
也
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
訓
読
は
、
従
来
の
も
の
で
問
題
は
な
か
ろ
う
。
「
是
を
以
て
聖
 
 

人
は
由
ら
ず
し
て
、
之
を
天
に
照
ら
す
も
、
・
亦
た
是
に
因
る
な
り
。
」
意
味
は
、
「
こ
、
ナ
い
、
ナ
わ
け
で
、
聖
人
が
〔
な
に
も
の
に
も
〕
依
拠
 
 

せ
ず
、
物
の
あ
り
か
た
を
照
ら
し
出
す
の
に
天
を
も
っ
て
す
る
の
も
、
や
は
り
是
（
主
観
）
 
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
こ
 
 

と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
根
拠
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
い
か
に
「
之
を
天
に
照
ら
す
」
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
 
 

れ
を
受
け
容
れ
る
の
は
や
は
り
聖
人
の
「
是
（
主
観
）
」
で
あ
っ
て
、
結
局
は
「
是
に
因
る
」
こ
と
を
免
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
 
 

い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
 
 
 

次
の
「
是
亦
彼
也
。
彼
亦
是
也
。
彼
亦
一
是
非
。
此
亦
一
是
非
。
呆
且
有
彼
是
乎
哉
。
果
且
無
彼
是
乎
哉
」
も
、
訓
読
は
従
来
の
も
の
 
 

ま
 
 

と
同
じ
で
あ
る
。
「
是
も
亦
た
彼
な
り
。
彼
も
亦
た
是
な
り
。
彼
も
亦
た
一
是
非
な
り
。
此
も
亦
た
一
是
非
な
り
。
果
且
た
し
て
彼
と
是
と
 
 

・
ま
 
 

有
る
か
。
果
且
た
し
て
彼
と
是
と
無
き
か
。
」
 
 
 

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
「
彼
」
と
「
是
」
と
い
う
、
本
来
相
互
に
排
斥
し
合
う
は
ず
の
も
の
が
、
こ
こ
で
「
是
亦
彼
也
。
彼
亦
是
也
」
と
 
 

さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
は
「
彼
是
方
生
の
説
」
を
と
る
こ
と
か
ら
、
必
然
的
に
生
ず
る
帰
結
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
物
 
 

無
非
彼
、
物
無
非
是
」
と
「
彼
是
方
生
」
と
い
う
両
命
題
を
認
め
る
な
ら
ば
、
あ
る
一
個
の
「
物
A
」
は
、
同
時
に
「
彼
」
で
も
あ
り
、
 
 

「
是
」
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
物
A
」
＝
「
彼
」
、
か
つ
「
物
A
」
＝
「
是
」
、
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
。
し
た
が
っ
て
、
「
彼
」
＝
 
 

「
物
A
」
＝
「
是
」
、
で
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
「
物
A
」
を
消
去
す
れ
ば
、
「
彼
」
＝
「
是
」
、
か
つ
「
是
」
＝
「
彼
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
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あ
る
。
 
 
 

次
に
「
彼
亦
一
是
非
、
此
亦
一
是
非
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
後
半
の
旬
の
最
初
に
、
「
是
」
で
は
な
く
「
此
」
の
字
が
使
わ
 
 

れ
て
い
る
の
は
、
下
の
「
一
是
非
」
の
「
是
」
と
区
別
し
ょ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
「
是
亦
一
是
非
」
と
な
っ
 
 

（
3
5
）
 
 

て
、
混
乱
を
来
す
た
め
で
あ
る
。
従
来
の
解
釈
で
は
、
こ
れ
は
「
彼
に
も
善
し
悪
し
の
判
断
が
あ
り
、
此
に
も
善
し
悪
し
の
判
断
が
あ
る
」
 
 

と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
一
是
非
」
と
は
、
「
彼
」
と
「
此
（
是
）
」
と
の
 
 

そ
れ
ぞ
れ
が
、
論
理
学
で
い
う
排
中
律
（
二
値
原
理
）
 
の
適
用
対
象
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

排
中
律
は
「
A
は
、
B
で
あ
る
か
、
非
B
で
あ
る
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
」
と
い
う
形
式
で
言
表
さ
れ
る
。
「
一
是
非
」
の
「
是
」
は
こ
 
 

の
「
B
」
に
あ
た
り
、
同
じ
く
「
非
」
は
こ
の
「
非
B
」
に
あ
た
る
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
、
必
ず
「
是
」
か
「
非
」
か
の
い
ず
 
 

れ
か
で
あ
っ
て
、
中
間
者
や
、
こ
の
二
項
対
立
の
枠
組
み
の
外
に
逃
れ
る
も
の
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
「
こ
 
 

と
い
う
辞
が
冠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
「
彼
（
客
観
）
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
「
彼
」
で
あ
る
（
是
）
 
 

か
、
そ
れ
と
も
「
彼
」
で
は
な
い
（
非
）
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
間
、
も
し
く
は
第
三
の
選
択
肢
な
ど
は
あ
り
え
な
い
。
 
 

同
じ
く
「
此
（
＝
是
）
」
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
「
此
」
で
あ
る
（
是
）
 
か
、
そ
れ
と
も
「
此
」
で
は
な
い
 
（
非
）
 
か
、
必
ず
 
 

そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
み
出
す
も
の
は
存
在
し
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
「
彼
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
彼
」
そ
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
「
（
非
に
対
す
る
）
是
」
で
あ
る
が
、
「
此
（
＝
是
）
」
と
い
う
も
 
 

の
は
、
「
彼
」
で
な
い
以
上
、
排
中
律
に
よ
っ
て
、
否
応
な
く
「
非
」
の
な
か
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
彼
」
＝
「
彼
」
で
あ
 
 

り
、
な
お
か
つ
「
彼
」
≠
「
此
（
是
）
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
是
（
＝
此
）
」
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
、
「
此
（
是
）
」
＝
「
此
 
 

（
是
）
」
で
あ
り
、
な
お
か
つ
「
此
（
是
）
」
≠
「
彼
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
（
こ
こ
で
「
＝
」
と
「
≠
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
是
」
と
「
非
」
 
 

の
代
用
と
な
っ
て
い
る
）
。
か
く
し
て
、
一
方
で
は
「
彼
」
＝
「
是
」
、
か
つ
「
是
」
＝
「
彼
」
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
他
方
で
は
「
彼
」
≠
 
 

「
此
（
是
）
」
、
「
此
（
是
）
」
≠
「
彼
」
で
あ
る
と
い
う
、
明
白
に
矛
盾
律
を
侵
犯
し
た
帰
結
が
導
か
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
生
 
 
 



じ
る
た
め
、
「
是
（
主
観
）
」
と
「
彼
（
客
観
）
」
と
い
う
枠
組
み
の
存
在
そ
の
も
の
に
す
ら
、
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
 
 

れ
が
「
果
且
有
彼
是
乎
哉
。
果
且
無
彼
是
乎
哉
。
」
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
ま
で
の
検
討
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
部
分
の
現
代
語
訳
を
示
し
て
お
く
。
 
 

〔
物
は
全
て
彼
で
あ
り
」
物
は
全
て
是
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
彼
と
是
と
は
同
時
に
生
じ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
〕
是
（
主
観
）
は
 
 
 

ま
た
彼
（
客
観
）
 
で
も
あ
り
、
 
彼
（
客
観
）
は
ま
た
是
（
主
観
）
 
で
も
あ
る
〔
こ
と
に
な
る
〕
。
〔
し
か
し
一
方
で
は
、
〕
彼
（
客
観
）
 
 

の
方
に
も
、
是
と
非
と
の
区
別
〔
自
己
自
身
と
そ
れ
以
外
と
の
厳
格
な
区
別
〕
が
あ
り
、
是
（
主
観
）
 
の
方
に
も
、
是
と
非
と
の
区
 
 
 

別
が
あ
る
〔
か
ら
、
当
然
、
是
は
彼
で
は
な
く
、
彼
は
是
で
は
あ
り
え
な
い
は
ず
だ
。
〕
。
〔
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
起
こ
る
の
で
あ
れ
ば
、
〕
 
 
 

本
当
の
と
こ
ろ
、
彼
と
是
と
い
う
も
の
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
〔
そ
れ
と
も
、
〕
本
当
の
と
こ
ろ
、
彼
と
是
と
い
う
も
の
は
存
在
 
 

し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

最
後
に
「
彼
是
莫
得
其
偶
、
謂
之
道
枢
。
枢
始
得
其
環
中
、
以
応
無
窮
、
是
亦
一
無
窮
、
非
亦
一
無
窮
。
故
日
、
莫
若
以
明
（
彼
と
是
 
 

と
其
の
偶
を
得
る
こ
と
莫
き
、
之
を
道
枢
と
謂
う
。
枢
、
始
め
て
其
の
環
中
を
得
て
、
以
て
応
ず
る
こ
と
無
窮
な
れ
ば
、
是
も
亦
た
一
無
 
 

窮
∴
非
も
亦
た
一
無
窮
な
り
。
故
に
日
く
、
明
を
以
て
す
る
に
若
く
は
莫
し
と
）
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
 
 
 

表
現
の
上
で
も
、
論
理
の
上
で
も
、
こ
こ
は
飛
躍
の
多
い
箇
所
で
あ
り
、
意
味
を
解
明
す
る
作
業
は
困
難
を
極
め
る
。
ま
ず
「
彼
是
莫
 
 

得
其
偶
、
謂
之
道
枢
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
れ
ま
セ
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
「
彼
」
と
「
是
」
と
は
、
一
方
で
は
「
彼
」
≠
 
 

「
是
」
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
は
「
彼
」
＝
「
是
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
一
で
あ
り
な
が
ら
同
一
で
な
い
、
異
な
っ
て
 
 

い
る
の
に
異
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
両
者
の
あ
り
方
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
矛
盾
律
を
侵
犯
す
る
も
の
で
、
通
常
の
論
理
で
は
「
あ
 
 

り
え
な
い
」
 
こ
と
で
あ
っ
た
。
 
 
 

こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
「
道
枢
」
と
い
う
比
喩
に
つ
い
て
検
討
⊥
て
い
こ
う
。
「
枢
」
は
、
『
説
文
解
字
』
に
よ
れ
ば
、
扉
の
回
転
 
 

（
空
 

（
3
7
）
 
軸
を
意
味
す
る
。
従
来
、
こ
の
語
は
「
道
の
か
な
め
。
根
本
。
（
略
）
道
は
永
遠
に
展
開
す
る
の
で
、
そ
の
働
き
を
枢
に
壁
夏
た
の
で
あ
る
」
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と
い
う
よ
う
に
、
道
家
に
お
け
る
」
般
的
な
「
道
」
概
念
を
指
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
「
彼
」
「
是
」
の
意
味
が
こ
れ
ま
で
 
 

考
察
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
道
枢
」
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
解
釈
の
み
で
は
十
分
と
は
言
え
ま
い
。
そ
こ
で
、
右
に
見
た
よ
 
 

う
な
「
彼
」
「
是
」
 
の
あ
り
方
を
、
「
枢
（
扉
の
回
転
軸
）
」
と
い
う
比
喩
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

「
彼
是
莫
得
其
偶
」
と
は
、
文
字
通
り
に
は
、
「
彼
」
「
是
」
の
両
者
が
互
い
の
相
手
（
彼
に
と
っ
て
は
是
、
是
に
と
っ
て
は
彼
）
を
得
ら
 
 

れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
、
扉
の
回
転
軸
と
い
う
比
喩
と
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
。
い
ま
仮
に
、
扉
 
 

の
回
転
軸
の
中
心
を
0
と
し
 
（
「
道
枢
」
）
、
そ
の
軸
を
中
心
と
し
て
三
六
〇
度
回
転
す
る
扉
の
先
端
を
P
と
し
 
（
「
彼
」
）
、
P
か
ら
0
へ
と
 
 

引
い
た
線
分
を
そ
の
ま
ま
二
倍
に
延
長
し
た
線
分
の
先
端
を
Q
と
し
よ
う
（
「
是
」
）
。
こ
う
す
れ
ば
、
扉
が
回
転
す
る
に
伴
い
、
P
が
ど
れ
 
 

ほ
ど
移
動
し
ょ
う
と
も
、
そ
れ
に
応
じ
て
Q
も
移
動
す
る
の
で
、
常
に
回
転
軸
に
遮
ら
れ
て
、
P
と
Q
と
は
決
し
て
お
互
い
の
相
手
に
「
出
 
 

会
う
」
こ
と
は
な
い
 
（
莫
得
其
偶
）
 
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
両
者
の
距
離
は
常
に
〓
足
で
、
そ
れ
以
上
接
近
す
る
こ
と
も
、
離
れ
る
 
 

こ
と
も
な
い
。
P
と
Q
と
は
、
い
わ
ば
付
か
ず
離
れ
ず
、
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
「
道
枢
」
に
よ
っ
て
、
「
彼
」
と
「
是
」
 
 

と
は
不
可
分
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
同
時
に
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
「
道
枢
」
が
、
「
彼
」
と
「
是
」
と
を
決
し
て
出
会
わ
せ
な
い
 
 

よ
う
に
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
一
で
あ
り
な
が
ら
同
一
で
な
い
、
異
な
っ
て
い
る
の
に
異
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
「
彼
」
 
 

「
是
」
 
の
あ
り
方
を
、
今
ま
で
と
は
異
な
る
構
造
的
な
視
点
か
ら
捉
え
た
比
喩
と
一
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
斉
物
論
篇
の
本
文
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
右
に
述
べ
た
 
「
道
枢
」
と
い
う
比
喩
に
つ
い
て
 
 

の
解
釈
は
、
あ
く
ま
で
も
推
測
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
比
喩
は
、
別
の
仕
方
で
解
釈
さ
れ
る
 
 

可
能
性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
仮
に
右
の
解
釈
が
正
鵠
を
射
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
こ
に
ま
た
新
た
な
問
題
が
生
じ
る
。
「
道
枢
（
扉
の
回
転
軸
）
」
あ
る
い
 
 

は
「
環
中
（
円
環
の
中
央
）
」
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
本
 
 

文
の
中
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
再
び
推
測
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
だ
が
そ
の
前
に
、
本
節
全
体
の
テ
ー
マ
が
何
で
あ
っ
た
か
に
 
 
 



つ
い
て
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
 
 
 

本
節
の
前
に
は
、
「
故
に
儒
墨
の
是
非
有
り
、
以
て
其
の
非
と
す
る
所
を
是
と
し
て
、
其
の
是
と
す
る
所
を
非
と
す
。
其
の
非
と
す
る
所
 
 

を
是
と
し
て
、
其
の
是
と
す
る
所
を
非
と
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
明
を
以
て
す
る
に
若
く
は
莫
し
」
と
い
う
条
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
本
節
の
 
 

最
後
は
「
故
に
日
く
、
明
を
以
て
す
る
に
若
く
は
莫
し
と
」
 
で
結
ば
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
節
の
テ
ー
マ
と
は
、
「
明
を
以
て
す
る
」
 
 

と
い
う
方
法
に
よ
る
「
是
」
「
非
」
 
の
逆
転
（
も
し
く
は
そ
の
無
化
）
 
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
 
「
是
」
「
非
」
 
の
逆
転
・
無
化
は
、
 
 

「
是
も
亦
た
一
無
窮
、
非
も
亦
た
一
無
窮
」
と
い
う
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
其
の
環
 
 

中
を
得
て
、
以
て
応
ず
る
こ
と
無
窮
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
さ
れ
る
。
な
ら
ば
、
「
明
を
以
て
す
る
」
こ
と
と
、
「
其
の
 
 

環
中
を
得
る
」
 
こ
と
と
の
間
に
は
、
深
い
関
係
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
 
 
 

「
道
枢
」
も
「
環
中
」
も
、
「
彼
」
「
是
」
の
対
時
と
い
う
構
造
の
「
中
心
」
に
あ
つ
て
、
両
者
を
成
立
さ
せ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
 
 

こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
な
お
か
つ
 
「
明
」
と
も
関
係
の
あ
る
要
素
と
は
、
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
 
 

は
、
「
自
知
則
知
之
」
と
い
う
時
の
「
自
知
」
の
「
知
」
が
、
『
墨
子
』
経
説
上
篇
で
「
必
ず
知
る
こ
と
明
の
若
し
」
と
い
わ
れ
て
い
た
「
知
 
 

る
所
以
」
と
し
て
の
「
知
」
と
同
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
対
句
で
あ
る
か
ら
、
修
辞
上
は
「
是
」
を
使
う
の
が
自
然
で
あ
る
箇
所
に
「
知
」
 
 

が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
こ
に
釆
て
新
た
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
主
観
を
意
味
す
る
「
是
 
（
け
此
）
」
 
 

と
「
知
る
所
以
」
と
し
て
の
「
知
」
と
は
、
時
と
し
て
交
換
可
能
な
語
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
本
節
の
中
で
は
、
や
は
り
両
者
の
間
に
は
区
 
 

別
が
あ
る
と
見
た
方
が
よ
い
。
前
者
は
「
物
」
に
関
す
る
主
観
認
識
を
指
す
も
の
で
、
対
象
に
応
じ
て
そ
の
内
容
は
変
化
す
る
が
、
後
者
 
 

は
認
識
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
不
変
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
 
「
知
」
を
定
義
す
る
 
 

に
あ
た
っ
て
、
『
墨
子
』
経
説
上
篇
が
、
外
的
な
認
識
対
象
の
存
在
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
客
観
的
な
認
識
対
象
が
な
け
れ
ば
、
 
 

主
観
的
な
認
識
内
容
も
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
に
も
関
わ
ら
ず
こ
の
「
知
」
は
、
「
必
ず
知
る
こ
と
明
の
若
し
」
と
さ
れ
て
い
た
。
 
 
 

と
な
る
と
、
「
彼
（
客
観
的
対
象
）
」
・
「
是
（
主
観
的
認
識
）
」
と
い
う
二
項
対
立
の
図
式
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
知
る
所
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以
」
・
「
材
」
と
し
て
の
「
知
」
を
は
た
ら
か
せ
る
と
い
う
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
理
論
上
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
『
墨
子
』
経
・
経
説
 
 

篇
の
作
者
は
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
斉
物
論
篇
の
作
者
は
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
 
 

た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
「
明
を
以
て
す
」
、
よ
り
比
喩
的
に
は
「
其
の
環
中
を
得
る
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
「
明
」
と
い
う
語
は
、
 
 

（
謂
）
 
 

『
墨
子
』
経
説
上
篇
で
は
視
覚
を
意
味
し
た
が
、
こ
こ
で
は
認
識
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
た
め
に
は
ど
う
す
 
 

れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
本
節
の
中
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
ひ
と
ま
ず
考
察
の
対
象
か
ら
は
除
外
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
「
彼
」
「
是
」
の
対
立
図
式
か
ら
解
放
さ
れ
た
地
点
で
「
知
」
を
は
た
ら
か
せ
る
（
「
明
を
以
て
す
る
」
）
な
ら
 
 

ば
、
「
以
て
応
ず
る
こ
と
無
窮
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
是
も
亦
た
一
無
窮
、
非
も
亦
た
一
無
窮
」
と
は
、
 
 

ど
の
よ
う
な
状
況
の
こ
と
な
の
か
。
 
 
 

「
弁
」
に
お
け
る
「
彼
」
と
「
是
」
「
非
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。
「
弁
」
と
は
、
何
か
あ
る
特
定
の
対
 
 

象
（
彼
）
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
は
A
で
あ
る
（
是
）
」
「
そ
れ
は
A
で
は
な
い
（
非
）
」
と
い
っ
た
、
必
ず
一
方
が
正
し
く
、
他
方
が
間
違
っ
 
 

て
い
る
よ
う
な
判
断
を
呈
示
し
た
上
で
、
そ
の
い
ず
れ
が
対
象
（
彼
）
 
の
あ
り
方
に
合
致
し
て
い
る
か
を
争
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
 
 

久
保
田
氏
に
よ
れ
ば
、
『
墨
子
』
経
・
経
説
篇
に
お
い
て
、
判
断
・
弁
論
の
対
象
と
な
る
「
彼
」
は
、
同
一
禅
的
に
規
定
さ
れ
、
排
中
禅
的
 
 

に
定
義
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
と
す
る
と
、
「
是
」
「
非
」
の
区
別
・
対
立
と
い
う
も
の
は
、
同
」
律
的
に
規
定
さ
 
 

れ
・
排
中
律
的
に
定
義
さ
れ
た
「
彼
」
の
存
在
（
及
び
そ
れ
に
対
し
て
判
断
を
下
す
主
観
つ
ま
り
「
是
（
＝
此
〓
の
存
在
）
を
、
不
可
欠
 
 

の
要
因
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
其
の
環
中
を
得
」
「
明
を
以
て
す
る
」
と
こ
ろ
の
認
識
作
用
に
お
い
て
は
、
「
彼
」
「
是
」
対
立
 
 

の
図
式
は
放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
彼
」
の
同
一
律
的
な
規
定
な
ど
は
原
理
的
に
あ
り
え
ず
、
排
中
律
的
な
定
義
も
不
 
 

可
能
で
あ
る
。
「
彼
」
に
お
け
る
自
同
性
が
成
立
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
判
断
A
が
「
是
」
で
あ
り
、
そ
の
否
定
で
あ
る
判
断
B
が
「
非
」
 
 

●
●
●
 
 

で
あ
る
と
同
時
に
、
判
断
B
が
「
是
」
で
あ
り
、
判
断
A
が
「
非
」
で
あ
る
、
と
い
う
事
態
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
条
 
 
 



『
荘
子
』
斉
物
論
篇
の
特
に
難
解
と
さ
れ
る
一
節
に
つ
い
て
、
「
彼
」
「
是
」
と
い
う
語
に
焦
点
を
絞
っ
て
読
解
を
試
み
て
き
た
。
そ
の
際
、
 
 

主
と
し
て
参
考
と
し
た
の
は
、
『
墨
子
』
経
・
経
説
篇
と
い
う
、
広
義
の
「
名
家
的
議
論
」
を
記
録
し
た
資
料
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
少
 
 

な
く
と
も
い
く
つ
か
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
も
解
釈
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
え
た
と
考
え
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
読
解
 
 

が
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
わ
け
で
は
全
く
な
い
。
特
に
末
尾
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
妄
だ
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
 
 

め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
斉
物
論
篇
に
関
す
る
理
解
に
は
、
・
ま
だ
多
く
の
改
良
の
余
地
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
広
義
の
 
 
 

件
の
も
と
で
、
な
お
か
つ
「
是
非
」
の
判
断
が
下
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
と
推
測
さ
れ
る
。
（
一
）
同
一
 
 

律
的
に
規
定
さ
れ
た
対
象
（
彼
）
が
存
在
し
な
い
の
で
、
判
断
内
容
に
対
す
る
限
定
は
一
切
な
く
、
状
況
に
応
じ
て
無
限
に
「
是
」
（
も
し
 
 

く
は
「
非
」
）
と
い
う
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
（
以
応
無
窮
）
。
（
二
）
「
是
」
と
い
う
判
断
が
無
限
に
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
 
 

時
に
「
非
」
と
い
う
判
断
が
無
限
に
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
（
是
亦
一
無
窮
、
非
亦
一
無
窮
）
。
こ
う
し
て
「
其
の
非
と
す
る
 
 

所
を
是
と
し
て
、
其
の
是
と
す
る
所
を
非
と
す
る
」
こ
と
・
が
可
能
に
な
る
、
と
い
う
の
が
本
節
の
主
旨
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

よ
っ
て
こ
の
箇
所
の
現
代
語
訳
は
以
下
の
通
り
と
な
る
。
 
 
 

彼
（
客
観
）
と
是
主
観
）
と
が
そ
の
相
手
を
得
な
い
こ
と
、
こ
れ
を
道
の
扉
の
回
転
軸
〔
を
中
心
と
し
て
、
彼
と
是
と
が
対
時
し
 
 
 

合
っ
て
い
る
こ
と
〕
に
喩
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
回
転
軸
が
は
じ
め
て
、
円
環
の
中
空
に
身
を
置
い
て
、
〔
彼
と
是
と
の
二
項
対
 
 
 

立
か
ら
自
由
に
な
牛
状
況
に
〕
無
限
に
対
応
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
是
と
す
る
判
断
を
無
限
に
下
し
、
非
と
す
る
判
断
を
無
限
に
下
 
 
 

す
こ
と
が
で
き
る
。
〔
そ
う
な
れ
ば
、
「
是
」
と
「
非
」
と
の
対
立
は
、
実
質
上
超
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
〕
だ
か
ら
、
〔
是
と
非
と
 
 
 

の
対
立
を
逆
転
・
無
化
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
〕
人
間
の
認
識
作
用
を
は
た
ら
か
せ
る
の
が
最
も
優
れ
て
い
る
、
と
言
っ
た
の
 
 

で
あ
る
。
 
 

お
わ
り
に
 
 



『荘子』斉物論篇における「彼」「是」■の問題について  

「
名
家
的
議
論
」
と
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
し
え
た
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
斉
物
論
篇
 
 

と
い
う
テ
キ
ス
ト
全
体
の
解
釈
・
評
価
に
対
し
て
も
、
や
が
て
再
考
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
節
と
斉
物
論
篇
の
他
の
部
分
と
 
 

の
関
係
や
、
本
儲
で
展
阻
う
れ
て
い
る
認
識
論
的
思
索
の
思
想
史
的
位
眉
付
け
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
最
後
 
 

に
、
先
学
に
よ
る
訳
注
や
研
究
等
の
彪
大
な
成
果
に
多
大
な
恩
恵
を
蒙
っ
て
い
な
が
ら
、
紙
幅
の
制
限
が
 

あ
る
た
め
に
、
必
ず
し
も
十
全
 
 

な
参
照
を
行
い
え
な
か
っ
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
1
）
 
森
三
樹
三
郎
訳
『
荘
子
Ⅰ
』
 
（
中
央
公
論
新
社
、
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
一
年
、
三
九
頁
）
。
 
 

（
2
）
 
野
村
茂
夫
『
鑑
賞
中
国
の
古
典
④
老
子
・
荘
子
』
 
（
角
川
書
店
、
一
九
八
八
年
、
一
九
二
頁
）
。
 
 

（
3
）
 
楠
本
正
継
「
荘
子
、
天
積
考
」
 
（
『
楠
本
正
継
先
生
中
国
哲
学
研
究
』
国
士
舘
大
学
附
属
図
書
館
、
一
九
七
五
年
、
所
収
、
一
三
五
頁
）
。
 
 

（
4
）
 
福
永
光
司
訳
注
『
中
国
古
典
選
1
2
荘
子
（
内
篇
）
』
 
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
、
七
七
頁
）
。
 
 

（
5
）
 
郭
象
は
こ
こ
に
注
し
て
「
物
皆
自
是
、
故
無
非
是
。
物
骨
相
彼
、
故
無
非
彼
」
と
い
う
。
 
 

（
6
）
 
赤
塚
息
訳
注
『
全
釈
漢
文
大
系
第
十
六
巻
荘
子
上
』
 
（
集
英
社
、
一
九
七
四
年
、
八
二
頁
）
。
 
 

（
7
）
 
挙
、
告
以
文
名
、
挙
彼
美
也
。
（
『
墨
子
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
『
墨
子
問
詰
』
中
華
書
局
、
†
九
八
六
年
、
に
拠
る
。
久
保
田
氏
の
引
用
し
た
文
と
は
、
若
 
 

干
文
字
の
異
同
が
あ
る
）
。
 
 

（
8
）
 
久
保
田
知
故
「
『
公
孫
龍
子
』
名
実
論
篇
の
分
析
 
－
 
『
墨
子
』
経
・
経
説
と
『
公
孫
龍
子
』
名
実
論
篇
 
－
 
」
 
（
『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
第
八
十
二
集
、
 
 
 

一
九
九
四
年
、
所
収
）
。
 
 

（
9
）
 
仁
愛
也
。
義
利
也
。
愛
利
、
此
也
。
所
愛
所
利
、
彼
也
。
 
 

（
1
0
）
 
久
保
田
氏
前
掲
論
文
。
 
 

（
1
1
）
 
其
所
知
彼
也
。
其
所
以
知
此
也
。
不
修
之
此
、
焉
能
知
彼
。
修
之
此
、
莫
能
虚
臭
。
（
『
管
子
』
の
テ
キ
ス
ト
は
四
部
叢
刊
初
編
縮
印
本
に
拠
る
。
原
文
「
彼
 
 
 

也
」
 
の
前
に
「
其
所
知
」
 
の
三
字
無
し
。
王
念
孫
に
従
い
補
う
）
。
 
 

（
1
2
）
 
久
保
田
氏
前
掲
論
文
参
照
。
 
 

一
五
一
 
 
 



（
1
9
）
 
 

（
2
0
）
 
 

（
2
1
）
 
 

（
2
2
）
 
 

（
2
3
）
 
 

（
2
4
）
 
 

（
2
5
）
 
 

（
2
6
）
 
 

（
2
7
）
 
 

（
2
8
）
 
 

（
2
9
）
 
 

（
3
0
）
 
 

（
3
1
）
 
 

（
3
2
）
 
 

（
3
3
）
 
 

（
3
4
）
 
 

（
3
5
）
 
 
 

『
孟
子
』
膝
文
公
下
篇
に
お
け
る
公
都
子
と
孟
子
の
対
話
な
ど
を
参
照
。
 
 
 

弁
、
争
彼
也
。
弁
膠
、
当
也
。
 
 
 

弁
者
、
或
謂
之
牛
、
或
謂
之
非
牛
、
是
争
彼
也
。
是
不
倶
当
。
不
倶
当
、
必
或
不
当
。
不
当
若
犬
（
原
文
「
弁
、
或
謂
之
牛
、
謂
之
非
牛
」
に
作
る
。
孫
 
 

語
譲
に
従
い
改
め
る
。
ま
た
「
不
当
著
犬
」
を
「
不
若
当
犬
」
に
作
る
。
高
亨
に
従
い
改
め
る
）
。
 
 
 

久
保
田
氏
前
掲
論
文
。
 
 
 

謂
。
弁
無
膠
、
必
不
当
。
説
在
弁
。
 
 
 

謂
。
所
謂
非
同
也
、
則
異
。
同
則
或
謂
之
狗
、
其
或
謂
之
犬
也
。
異
則
或
謂
之
牛
、
其
或
謂
之
馬
也
。
倶
無
膠
、
是
不
弁
也
。
弁
也
者
、
或
謂
之
是
、
或
 
 

謂
之
非
、
当
者
勝
也
。
（
原
文
「
牛
或
謂
之
馬
也
」
に
作
る
。
孫
論
議
に
従
い
 
「
牛
」
を
「
其
」
に
改
め
る
）
。
 
 
 

久
保
田
氏
前
掲
論
文
。
 
 
 

赤
塚
氏
前
掲
著
八
〇
～
八
一
頁
。
 
 
 

赤
塚
氏
前
掲
著
八
〇
頁
な
ど
。
 
 
 

金
谷
治
訳
注
『
荘
子
第
一
冊
［
内
篇
］
』
 
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
五
五
頁
）
な
ど
。
 
 
 

大
濱
暗
『
荘
子
の
哲
学
』
 
（
勤
草
書
房
、
一
九
六
六
年
、
三
五
〇
頁
）
。
 
 
 

裳
学
海
『
古
書
虚
字
集
釈
』
巻
八
 
（
中
華
書
局
、
一
九
五
四
年
、
六
九
一
～
六
九
二
頁
）
。
 
 
 

在
彼
無
悪
、
在
此
無
数
。
 
 
 

在
彼
之
説
、
我
則
不
為
之
見
察
。
在
我
知
者
、
則
自
知
之
。
（
『
荘
子
慮
斎
口
義
校
注
』
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
）
 
 
 

在
人
則
不
見
。
（
中
略
）
在
己
則
知
之
。
（
厳
霊
峯
編
輯
『
無
求
備
斎
荘
子
集
成
続
編
』
芸
文
印
書
館
、
一
九
七
四
年
、
所
収
）
 
 
 

武
延
緒
『
荘
子
札
記
』
巻
一
（
芸
文
印
書
館
、
一
九
三
二
年
）
。
 
 
 

知
、
材
也
。
 
 
 

知
、
接
也
。
 
 
 

武
内
義
雄
『
中
国
思
想
史
』
 
（
『
武
内
義
雄
全
集
第
八
巻
思
想
史
篇
一
』
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
、
所
収
、
七
六
頁
）
を
参
照
。
 
 
 

知
材
。
知
也
者
、
所
以
知
也
。
而
必
知
著
明
。
 
 
 

知
。
知
也
者
、
以
其
知
過
物
、
而
能
貌
之
、
若
見
。
 
 
 

金
谷
氏
前
掲
著
五
六
頁
。
 
 

金
谷
氏
前
掲
著
五
六
～
五
七
真
。
 
 
 



『荘子』斉物論篇における「彼」「是」の問題について   

（
3
6
）
 
枢
、
戸
枢
也
。
（
『
説
文
解
字
』
六
篇
上
・
木
部
）
。
 
 

（
3
7
）
 
赤
塚
氏
前
掲
著
八
五
頁
。
 
 

（
空
 
こ
こ
で
の
「
明
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
池
田
知
久
氏
の
指
摘
か
ら
示
唆
を
受
け
た
（
藤
堂
明
保
監
修
・
池
田
知
久
訳
『
中
国
の
古
典
5
荘
子
上
』
学
 
 
 

習
研
究
社
、
一
九
八
三
年
、
三
七
八
⊥
二
七
九
頁
）
。
 
 


