
「
筍
子
」
に
み
え
る
「
化
」
に
つ
い
て

岡

本

光

生
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は
じ
め
に

小
稿
は
「
荷
子
」
に
み
ら
れ
る
「
化
」
な
る
語
の
意
味
を
分

析
す
る
が
、
具
体
的
な
考
察
に
入
る
前
に
「
化
」
な
る
語
が
「
筍

子
」
に
お
い
て
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
お
お
よ
そ
の
見
通
し
を

つ
け
て
お
き
た
い
。
そ
の
兄
通
し
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
が
な
に
ゆ
え
に
「
化
」
な
る
語
を
分
析
の
対
象
と
し

て
選
択
し
、
ま
た
そ
の
分
析
を
通
し
て
「
筍
子
」
思
想
の
ど
の

よ
う
な
側
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
か
を
提
示
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
「
荷
子
」
に
み
ら
れ
る
「
化
」
な
る
語
を
分
析

の
対
象
と
す
る
理
由
は
、
三
つ
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
の
第
一
は
、
先
秦
の
諸
文
献
に
お
い
て
、
後
に
明
ら
か
に

す
る
よ
う
に
、
「
化
」
な
る
語
が
、
「
莊
子
」
と
「
荷
子
」
と
に

特
異
的
に
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
。
第
二
は
、
後
に
明
ら
か
に
す

る
よ
う
に
、
「
筍
子
」
に
み
ら
れ
る
「
化
」
な
る
語
が
、
「
筍
子
」

の
思
想
に
と
っ
て
き
わ
め
て
問
題
的
概
念
で
あ
る
「
性
」
に
か

埼
玉
工
大
研
究
紀
要

「
筍
子
」
に
み
え
る
「
化
」
に
つ
い
て諸

文
献
に
み
え
る
「
化
」

「
化
」
な
る
語
が
先
秦
の
詣
文
献
の
う
ち
「
莊
子
」
と
「
筍
子
」

と
に
特
異
的
に
多
く
み
ら
れ
る
、
と
さ
き
に
述
べ
た
が
、
そ
の

点
を
諸
文
献
の
総
字
数
（
Ａ
）
、
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
の
種
類

か
わ
っ
て
川
い
ら
れ
て
い
る
例
が
、
と
く
に
儒
効
篇
お
よ
び
性

悪
篇
に
集
中
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
、
な
か
で
も
性
悪
篇
に
は
「
師

法
之
化
」
「
礼
義
之
化
」
と
し
て
集
中
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
ま
た
そ
れ
ら
の
句
の
意
味
内
容
に
関
連
し
て
、
き
わ
め
て

興
味
深
い
比
嶮
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
後
に
詳
し

く
論
じ
る
よ
う
に
、
「
筍
子
」
自
身
に
よ
っ
て
「
化
」
が
「
長
遷

而
不
反
其
初
則
化
美
」
（
不
筍
篇
）
あ
る
い
は
「
状
変
而
実
無
別

而
爲
異
者
謂
之
化
」
（
正
名
篇
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
こ

う
し
た
三
点
か
ら
し
て
「
筍
子
」
に
み
ら
れ
る
「
化
」
の
意
味

を
分
析
す
る
こ
と
は
「
萄
子
」
思
想
の
「
性
」
に
か
か
わ
る
側

面
を
明
ら
か
す
る
こ
と
に
繋
が
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

岡

本

光

生
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数
（
Ｂ
）
、
「
化
」
の
川
い
ら
れ
る
Ⅲ
数
（
Ｃ
）
、
お
よ
び
Ｃ
・
一
・
Ａ
×

一
○
○
○
（
Ｘ
）
、
Ｃ
・
’
。
Ｂ
×
一
○
○
○
（
Ｙ
）
を
以
下
の
表
に

示
す
。
な
お
参
考
の
た
め
に
漢
代
に
は
い
っ
て
か
ら
の
文
献
、

「
准
南
子
」
お
よ
び
「
春
秋
繁
露
」
に
つ
い
て
も
あ
げ
て
お

－
１
）

い
た
。

A B C X Y

尚 害 18690 1677 ２ ().10 1.1

35417 1913 ５ 0.14j今
InL

nハ

ム．り-j－

荷 丁 75815 2724 74 () .97 27. (）

老 子 5258 804 0.57り
Ｊ

旬局
0．イ

Nl茸 子 65000 3200 1 .3487 26．0

I］l
皇‘1,-2 子 75000 2600 5 0．07 1．9

緯非f 103892 2750 16 0.15 5．8

lrl!氏春秋 10141] 3115 66 0．65 ワ1 ワ
臼ユ凸邑

易 経 21055 1363 、局

乙／ 1 .3() 19_8

派ルィ子 133827 4208 1 ．26168 39．9

作秋繁撚 61753 2248 1.651()2 1Rq
士qノ. LJ

こ
の
表
を
み
て
明
ら
か
な
よ
う
に
「
筍
子
」
お
よ
び
「
莊
子
」

に
お
い
て
「
化
」
の
用
い
ら
れ
て
い
る
頻
度
は
他
の
諸
文
献
に

比
べ
て
き
わ
め
て
多
い
。

な
お
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
と
き
に
「
筍
子
」

と
の
関
係
が
問
題
に
さ
れ
、
ま
た
と
き
に
道
家
思
想
と
の
関
連

が
問
題
に
さ
れ
る
「
韓
非
子
」
に
お
け
る
「
化
」
の
用
例
の
少

な
さ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
「
韓
非
子
」
の
思
想
に
お
い
て
持

つ
意
味
は
、
「
筍
子
」
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
「
莊
子
」
に
お
け

る
「
化
」
の
概
念
が
川
ら
か
に
な
っ
た
の
ち
、
あ
ら
た
め
て
川

題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
「
筍
子
」
お
よ
び
「
莊
子
」
に
お
い
て
「
化
」
な
る
語

が
、
い
わ
ば
各
篇
に
平
均
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

い
く
つ
か
の
特
定
の
篇
に
集
中
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
も
述
べ
て
お
き
た
い
。

以
下
に
示
す
表
は
「
筍
子
」
お
よ
び
「
莊
子
」
の
各
篇
に
お

い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
化
」
の
語
の
頻
度
を
表
に
し
た
も
の

で
あ
り
、
用
語
の
重
要
性
、
い
わ
ば
質
が
、
用
い
ら
れ
る
頻
度
、

量
に
た
だ
ち
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
特
定

の
諸
篇
、
「
筍
子
」
に
お
い
て
は
性
悪
篇
、
「
莊
子
」
に
お
い
て

は
大
宗
帥
篇
に
集
中
し
て
川
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ

（

２

）

る
の
で
あ
る
。
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筍
彊議致Mi君王富王儒i'l1非非栄不脩勧子
lI1兵士道道覇国制効尼十相辱荷身学

二
子

Ni
斉道子
物遙
諭遊

○九○三○二五三六一 ○○Ii.○一三一

天
論

正
論

礼
論

楽
諭

刀
牛
除
叉

往
山
卿
↓
酷
剛

正

名

△
二
一
▲
１
ｅ
凸
、

竹

狸

君

子

成

相

賦大

略

宥

坐

子

道

法

行

哀

公

堯

間
達至
生楽

~ | ‐
二一○○一○二○一一三 一一九五二三

養
生
主

人
間
世

徳
充
符

大
宗
師

応
帝
王

餅
栂

馬
蹄

畉
薩

在
宥

天
地

天
道

天
運

刻
意

繕
性
~

秋
水

〔

訳

注

〕

（
１
）
「
尚
書
」
「
孟
子
」
「
獅
子
」
「
呂
氏
春
秋
」
「
易
経
」
「
椎
南

子
」
「
春
秋
繁
露
」
に
つ
い
て
は
台
湾
商
務
印
書
館
「
先
秦
両

漢
遂
字
索
引
叢
刊
」
に
依
っ
た
。

「
雅
子
」
「
墨
子
」
に
つ
い
て
は
ハ
ー
バ
ー
ド
・
エ
ン
チ
ン
学

十
一一二八四四一○○○二八一三~○

山
木

田
子
方

知
北
遊

庚
桑
楚

徐
無
鬼

則
陽

外
物

樹
言

讓
王

盗
拓

説
剣

漁
父

列
禦
冠

天
下

三○三○ ○二一七○二十三二
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「
化
」
の
初
義

こ
こ
で
「
化
」
な
る
語
の
初
義
お
よ
び
「
か
わ
る
」
と
い
う
事

態
、
す
な
わ
ち
「
Ａ
が
Ｂ
に
か
わ
る
」
と
い
う
事
態
に
お
け
る

「
か
わ
ら
ぬ
な
に
も
の
か
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と

へ
の
論
理
的
要
請
に
つ
い
て
す
こ
し
く
言
及
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
こ
と
に
言
及
す
る
こ
と
は
後
の
考
察
に
お
い
て
、
と
く
に

「
荷
子
」
の
「
化
」
の
定
義
を
考
察
す
る
さ
い
に
重
要
な
役
割
を

果
た
す
か
ら
で
あ
る
。

「
化
」
な
る
漢
字
は
、
字
形
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
「
人
」
と

「
上
」
に
従
い
、
「
上
」
は
死
人
の
倒
錯
し
て
い
る
形
を
示
し
、

死
去
を
示
す
、
人
の
死
は
人
に
お
け
る
状
態
の
変
化
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
「
化
」
に
「
か
わ
る
」
の
意
が
生
じ
た
、
と
い
う
（
白

（

１

）

川
静
「
字
統
」
）
。
字
音
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
「
化
」
は
基
本
義

と
し
て
「
姿
を
か
え
る
」
を
持
つ
単
語
家
族
「
Ｈ
Ｕ
Ａ
Ｒ
・
Ｈ

Ｕ
Ａ
Ｎ
」
に
属
す
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
ば
「
教
化
」

社
の
引
得
を
も
と
に
概
数
を
出
し
た
。

「
老
子
」
は
「
老
子
道
徳
経
叩
珠
」
（
葉
廷
幹
）
に
依
っ
た
。

「
稗
非
子
」
は
「
韓
非
ｆ
Ⅷ
柵
」
（
巾
文
研
究
資
料
小
心
研
究

資
料
叢
書
）
に
依
っ
た
。

（
２
）
前
掲
の
「
筍
子
索
引
」
「
莊
子
引
得
」
に
依
っ
た
。

の
「
化
」
は
「
人
々
の
生
活
を
か
え
る
」
こ
と
で
あ
り
、
「
化
」

を
含
む
「
貨
」
は
色
々
な
品
物
に
姿
を
か
え
る
貝
の
貨
幣
で
あ

（

２

）

る
と
い
う
（
藤
堂
明
保
「
漢
字
語
源
辞
典
」
）
。
藤
堂
氏
は
ま
た

「
化
」
の
字
形
に
も
言
及
し
、
「
上
」
は
立
っ
て
い
た
人
間
が
尻

を
つ
け
、
倒
れ
て
姿
を
か
え
た
こ
と
を
示
す
、
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
説
を
踏
ま
え
る
と
き
、
「
化
」
は
「
死
」
で
あ
り
、

人
の
死
は
、
生
き
て
い
る
人
が
、
そ
れ
と
は
別
の
な
に
も
の
か

へ
「
か
わ
る
こ
と
」
で
あ
る
か
ら
、
「
化
」
に
「
か
わ
る
．
か
え

る
」
の
基
本
義
を
を
持
つ
音
に
よ
っ
て
読
ま
れ
、
そ
う
し
た
意

味
を
持
つ
に
到
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

中
国
と
周
辺
異
民
族
と
の
国
際
関
係
に
お
い
て
重
要
な
概
念

で
あ
る
「
徳
化
」
に
つ
い
て
、
栗
原
朋
信
氏
は
「
古
代
中
国
で

い
う
『
帝
王
の
徳
の
普
及
』
す
な
わ
ち
『
徳
化
』
と
は
、
個
々

の
帝
王
の
個
性
の
普
及
で
あ
っ
て
、
相
手
の
個
性
の
『
喪
失
』

（

３

）

を
意
味
す
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
帝
王
に
「
化
」

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
ち
ら
が
完
全
に
相
手
に
吸
収
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
、
こ
ち
ら
の
「
死
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、

「
化
」
が
「
死
」
と
関
係
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

興
味
あ
る
指
摘
と
い
え
よ
う
。

「
化
」
は
、
あ
る
側
面
か
ら
み
れ
ば
一
つ
の
も
の
の
「
死
」
で

あ
る
と
と
も
に
、
他
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
別
の
一
つ
の
も
の
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の
「
新
生
」
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

し
か
る
に
こ
こ
で
興
味
深
い
問
題
が
生
じ
る
。
第
一
は
、
こ

の
「
か
わ
り
」
が
可
逆
的
な
の
か
、
不
可
逆
的
な
の
か
、
と
い

う
川
胆
で
あ
る
。
Ａ
が
「
化
」
し
て
Ｂ
と
な
る
と
い
う
「
か
わ

り
」
の
生
じ
た
と
き
、
Ｂ
は
再
び
Ａ
へ
戻
れ
る
の
か
、
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
「
化
」
が
「
死
」
に
か
か
わ
る
「
か
わ
り
」
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
「
化
」
は
不
可
逆
な
「
か
わ
り
」
に
か
か
わ
る
概

念
で
は
な
い
の
か
、
Ａ
が
「
化
」
し
て
Ｂ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

以
上
、
も
は
や
Ａ
に
戻
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
Ａ
が
「
化
」

し
て
Ｂ
と
な
っ
た
後
、
か
つ
て
Ａ
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
Ｂ
の
あ

り
か
た
に
影
響
を
与
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
興
味
あ
る
間

題
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
化
」
が
「
死
」
と
か
か
わ
る
概
念
で

あ
る
以
上
、
Ｂ
に
と
っ
て
か
つ
て
Ａ
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
ん
の

影
響
も
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
二

に
、
あ
る
も
の
（
Ａ
）
が
別
の
も
の
（
Ｂ
）
に
「
か
わ
っ
た
」
、

と
い
う
事
態
は
、
Ａ
が
消
滅
し
、
そ
れ
と
無
関
係
に
Ｂ
が
出
現

し
た
、
と
い
う
事
態
と
は
同
一
で
は
な
い
。
「
Ａ
が
Ｂ
に
か
わ
っ

た
」
と
い
う
以
上
、
「
か
わ
る
」
前
後
を
通
し
て
「
か
わ
ら
ぬ
」

な
に
も
の
か
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
か
わ
ら
ぬ
」
な
に
も
の

か
が
あ
っ
て
、
「
か
わ
る
」
の
前
後
を
通
し
て
同
一
性
を
保
つ

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
新
た
に
出
現
し
た
Ｂ
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
Ａ

に
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
か
わ
ら
ぬ
」
な
に
も
の
か
を

「
か
わ
る
」
前
後
の
両
端
が
有
す
る
か
ら
こ
そ
「
Ａ
が
Ｂ
に
『
化
』

し
た
」
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

と
す
れ
ば
、
「
か
わ
る
」
と
い
う
事
態
は
、
よ
り
正
確
に
「
Ｘ
に

つ
い
て
、
状
態
が
Ａ
か
ら
Ｂ
に
か
わ
っ
た
」
と
表
現
す
べ
き
で

あ
ろ
う
し
、
そ
の
前
後
に
お
い
て
か
わ
ら
ぬ
「
Ｘ
」
が
な
に
も

の
で
あ
る
の
か
、
が
Ⅲ
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
莊
子
」
に
お
け
る
「
化
」

あ
る
佃
体
が
「
死
」
ぬ
こ
と
は
、
そ
の
個
体
の
個
体
と
し
て

の
消
滅
す
る
事
態
で
あ
る
が
、
観
点
を
か
え
れ
ば
別
の
個
体
の

出
現
の
事
態
で
も
あ
る
。
古
き
も
の
の
消
滅
は
、
そ
れ
と
同
時

〔

訳

注

〕

（
１
）
以
下
、
、
川
氏
の
見
解
は
「
字
統
」
（
平
凡
社
）
に
依
っ

た

。

（
２
）
以
下
、
藤
堂
氏
の
見
解
は
「
漢
字
語
源
辞
典
」
（
学
生
社
）

に
依
っ
た
。

（
３
）
栗
原
朋
信
「
秦
漢
史
の
研
究
」
（
吉
川
弘
文
館
）
二
七
四

頁

。
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と
あ
る
が
、
「
化
」
の
原
義
に
即
し
て
現
代
Ｈ
本
語
に
翻
訳
す
れ

ば

北
の
は
て
の
海
に
魚
が
い
た
。
そ
の
名
を
鯉
と
い
う
。

眼
の
大
き
さ
は
、
い
っ
た
い
何
千
里
も
あ
る
か
兄
当
も
つ

か
な
い
。
鰻
が
『
死
』
ん
で
、
〔
そ
の
『
死
体
』
が
〕
烏
と

な
っ
た
。
そ
の
名
を
鵬
と
い
う
。

と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
事
態
を
鵬
の
側
か
ら
言
え
ば
端
的

に
「
鵬
が
出
現
し
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
死
」
は
一
方

の
側
か
ら
言
え
ば
「
生
」
な
の
で
あ
る
。

「
莊
子
」
に
お
い
て
「
Ｘ
が
化
し
て
Ｙ
と
な
る
」
と
な
る
川
例

は
ま
た
至
楽
篇
の
人
間
の
生
死
の
循
環
に
関
連
し
た
記
述
の
う

ち
に
に
以
下
の
よ
う
に
み
え
る
。

種
有
幾
。
得
水
則
為
膳
、
得
水
土
之
際
則
為
壺
峨
之
衣
、

生
於
陵
屯
則
為
陵
罵
。
陵
罵
得
鯵
桜
川
為
烏
足
。
烏
足
之

に
別
の
新
し
き
も
の
の
出
現
で
も
あ
る
。

た
と
え
ば
「
莊
子
」
遁
遙
遊
篇
の
冒
頭
に

北
冥
有
魚
、
其
名
為
雌
。
雌
之
大
、
不
知
其
幾
何
千
肌

也
。
化
而
為
烏
。
其
名
為
鵬
。

北
冥
に
魚
有
り
。
そ
の
名
を
雌
と
為
す
。
鰻
の
大
い
さ
、

そ
の
幾
千
里
な
る
か
を
知
ら
ず
。
化
し
て
烏
と
為
る
。
そ

の
名
を
鵬
と
為
す

種
に
幾
有
り
。
水
を
得
れ
ば
則
ち
瞳
と
為
り
、
水
土
の

際
を
得
れ
ば
則
ち
竜
嶬
の
衣
と
為
り
、
陵
屯
に
生
ず
れ
ば

則
ち
陵
罵
と
為
る
。
陵
罵
、
諺
棲
を
得
れ
ば
則
ち
烏
足
と

為
る
。
烏
足
の
根
は
嬢
蠣
と
為
る
。
そ
の
葉
は
胡
蝶
と
為

る
。
胡
蝶
し
ば
ら
く
に
し
て
化
し
て
虫
と
為
り
、
竃
下
に

生
ず
。
そ
の
状
、
脱
の
若
く
に
し
て
そ
の
名
を
鵤
援
と
為

す
。
鵤
撒
は
千
日
に
し
て
烏
と
為
り
、
そ
の
名
を
乾
余
骨

と
為
す
。
乾
余
骨
の
沫
は
斯
弥
と
為
り
、
斯
弥
は
食
醗
と

為
る
。
噸
絡
は
食
醗
よ
り
生
ず
。
菰
帆
は
九
猷
よ
り
生
ず
。

昔
丙
は
腐
曜
よ
り
生
ず
。
羊
実
は
不
箪
の
久
竹
と
比
し
て

青
寧
を
生
じ
、
青
寧
は
程
を
生
じ
、
程
は
馬
を
生
じ
、
馬

は
人
を
生
ず
。
人
ま
た
反
っ
て
機
に
入
る
。
万
物
は
み
な

機
よ
り
出
で
て
み
な
機
に
入
る
。

人比絡名電根
・平生為下為
人不乎乾 ・鱗
又草食余其蛸
反久蝋骨状 、
於竹 。 。若其
機 、黄乾脱葉
･生報余 、為
万青生骨其胡
物寧乎之名蝶
皆 、九沫為 。
出青猷為鵤胡
於寧 。斯撮蝶
機生昔弥 ・骨
、程丙 、鵤也
皆 、生斯擶化
入程乎弥千而
於生腐為日為
機馬曜食為錐

。 、 。醗烏 、
馬羊 。 、生
生実頤其於
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種
子
に
は
「
幾
」
（
「
機
」
）
が
具
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で

水
中
で
は
「
隙
」
（
水
草
の
一
種
）
と
な
り
、
水
辺
の
湿
地

で
は
龍
蛾
（
ガ
マ
）
の
着
物
と
い
わ
れ
る
青
苔
と
な
り
、

丘
陵
の
う
え
に
生
え
る
と
陵
罵
（
オ
オ
バ
コ
）
と
な
る
。

こ
の
オ
オ
バ
コ
が
腐
っ
た
土
で
育
つ
と
烏
足
（
草
の
一
種
）

と
な
る
が
、
烏
足
の
根
は
峨
州
（
ス
ク
モ
ム
シ
）
と
な
り
、

そ
の
葉
は
胡
蝶
と
な
る
。
胡
蝶
は
ほ
ん
の
し
ば
ら
く
で

「
化
」
し
て
別
の
虫
と
な
っ
て
、
竜
の
下
で
生
ま
れ
る
。
そ

の
あ
り
さ
ま
は
皮
を
脱
い
だ
よ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
名
を

鵤
撮
（
こ
お
ろ
ぎ
の
一
種
）
と
い
う
。
鵤
扱
は
千
Ⅱ
た
つ

と
烏
と
な
っ
て
、
そ
の
名
を
乾
余
骨
と
い
う
。
乾
余
骨
の

唾
が
斯
弥
と
い
う
虫
に
な
り
、
斯
弥
は
食
醗
と
い
う
羽
虫

に
な
る
。
頤
轄
は
食
醗
〔
と
黄
報
〕
か
ら
よ
り
生
ま
れ
る
。

菰
帆
は
九
献
よ
り
生
ま
れ
る
。
〔
九
猷
は
昔
閃
か
ら
生
ま

れ
る
。
〕
菅
閃
は
腐
曜
よ
り
生
ま
れ
る
。
〔
み
な
小
さ
い
羽

虫
で
あ
る
。
さ
ら
に
腐
嬉
の
虫
は
羊
実
と
い
う
草
か
ら
生

ま
れ
る
が
〕
羊
実
は
筍
の
で
き
な
く
な
っ
た
老
竹
と
い
っ

し
ょ
に
な
っ
て
青
草
と
い
う
虫
を
生
み
だ
し
、
青
寧
は
程

（
豹
を
い
う
）
を
生
み
だ
し
、
程
（
豹
）
は
馬
を
生
み
だ

し
、
馬
は
人
を
生
み
、
人
は
ま
た
も
と
に
戻
っ
て
「
機
」

に
入
る
。
万
物
は
み
な
「
機
」
よ
り
出
て
、
「
機
」
に
帰
っ

蟇
弘
は
蜀
に
お
い
て
死
ん
だ
。
そ
の
血
液
を
損
す
る
こ

と
三
年
に
し
て
『
化
』
し
て
碧
玉
と
な
っ
た
。

と
あ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
莨
弘
の
血
」
は
三
年
に
し
て
「
化
」

し
て
、
す
な
わ
ち
「
血
」
と
し
て
の
特
質
を
失
っ
て
、
ま
っ
た

く
別
の
「
碧
玉
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
血
」
が
「
死
」
ん
で

「
碧
」
が
「
生
」
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
知
北
遊
篇
に

人
生
天
地
之
間
、
若
白
駒
之
過
郁
、
忽
然
叩
已
。
注
然

勃
然
、
莫
不
川
焉
。
油
然
樛
然
、
莫
不
入
焉
。
已
化
而
生
、

又
化
而
死
。

て
い
く
の
だ
。

と
あ
る
と
こ
ろ
に
も
み
ら
れ
る
。
胡
蝶
は
た
ち
ま
ち
に
し
て

ま
っ
た
く
別
の
虫
と
な
っ
た
、
胡
蝶
が
「
死
」
に
「
鵤
掻
」
な

る
虫
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
~

あ
る
い
は
ま
た
外
物
篇
に

喪
弘
死
干
蜀
。
藏
其
血
三
年
、
而
化
為
碧
。

莨
弘
、
蜀
に
死
す
。
そ
の
血
を
藏
す
る
こ
と
三
年
に
し

て
化
し
て
碧
と
為
る
。
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人
間
が
こ
の
天
地
の
間
で
生
を
う
け
る
の
は
、
ち
ょ
う

ど
白
駒
が
戸
の
す
き
ま
を
走
り
す
ぎ
る
よ
う
に
、
ほ
ん
の

つ
か
の
ま
に
す
ぎ
な
い
。
水
の
湧
き
出
る
よ
う
に
出
現
し
、

水
の
引
く
よ
う
に
消
え
去
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
以
前
に
「
化
」

し
て
生
じ
、
や
は
り
ま
た
「
化
」
し
て
死
ん
で
い
く
。

と
あ
る
の
も
理
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
も
の
は
、
別

の
な
に
も
の
か
が
「
化
」
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
も
の
と

な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
も
の
は
「
化
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
も
の
で
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
も
の
が
そ
の
も
の
で

あ
る
の
は
、
他
の
も
の
の
「
化
」
、
す
な
わ
ち
「
死
」
の
結
果
な

の
だ
と
い
え
よ
う
。

大
宗
帥
篇
に
、
趾
親
が
死
ん
だ
さ
い
の
孟
孫
才
な
る
人
物
の

態
度
に
つ
い
て
仲
尼
が
論
評
し
た
言
説
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

若
化
為
物
、
以
待
其
所
不
知
之
化
已
乎
。
且
方
将
化
、

悪
知
不
化
哉
。
且
方
将
不
化
、
悪
知
己
化
哉
。

人
、
天
地
の
間
に
生
く
る
は
、
白
駒
の
郡
を
過
ぐ
る
が

若
し
。
忽
然
た
る
の
み
。
注
然
勃
然
と
し
て
出
ざ
る
な
く
、

油
然
樛
然
と
し
て
入
ら
ざ
る
な
し
。
巳
に
化
し
て
生
ま
れ
、

ま
た
化
し
て
死
す
。

「
化
」
に
し
た
が
い
「
物
」
と
為
り
、
そ
の
よ
う
に
し

て
、
自
分
の
う
え
に
さ
ら
に
や
っ
て
く
る
は
か
り
知
れ
な

い
「
化
」
を
侍
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
い
っ
た
い
、
「
化
」
し

て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、
「
化
」
す
る
以
前
の
こ
と
が
ど
う

し
て
知
ら
れ
よ
う
か
。
ま
だ
「
化
」
し
て
い
な
い
で
い
る

と
き
に
は
、
「
化
」
し
て
か
ら
の
後
の
こ
と
が
ど
う
し
て
知

ら
れ
よ
う
か
。

と
あ
る
の
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
「
化
」
が
先
行
し
、
「
化
」
の
結

果
と
し
て
、
あ
る
も
の
は
そ
の
「
物
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

（

１

）

朱
駿
声
に
よ
れ
ば
、
「
物
」
は
牛
の
毛
色
を
い
う
と
い
う
。
と

す
れ
ば
、
「
物
」
は
色
か
ら
転
化
し
て
、
さ
ら
に
す
が
た
、
か
た

ち
、
か
た
ち
を
取
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
か
ら
区
別
さ

れ
、
一
定
の
領
域
を
占
め
る
、
目
に
見
え
る
「
も
の
」
を
意
味

し
よ
う
。
「
物
」
は
そ
う
し
た
「
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
「
か
た

ち
」
を
と
っ
た
「
物
」
が
「
化
」
の
結
果
と
し
て
の
立
ち
現
れ

だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
世
界
は
「
化
」
さ
れ
た
結
果
な
の
だ
、
い

化
に
し
た
が
い
て
物
と
為
り
、
以
て
そ
の
知
ら
ざ
る
所

あ

た

の
化
を
待
つ
の
み
。
そ
れ
化
す
る
に
方
将
り
て
は
、
い
ず

あ

た

く
ん
ぞ
化
せ
ざ
る
を
知
ら
ん
。
化
せ
ざ
る
に
方
将
り
て
は

巳
に
化
せ
る
を
知
ら
ん
。



｢荷j'一」にみえる「化」についてn旬
乙｡

ま
こ
こ
に
見
え
る
世
界
は
「
化
」
さ
れ
た
後
の
仙
界
な
の
だ
と

い
、
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
き
に
「
化
」
を
め
ぐ
っ
て
二
つ
の
問
題
、
実
質
的
に
は
三

つ
の
問
題
を
提
出
し
て
お
い
た
。
こ
こ
で
「
化
」
に
か
か
わ
る

「
莊
子
」
の
言
説
を
み
て
お
く
こ
と
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
見

通
し
を
つ
け
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
「
化
」
は
可
逆
的
変
化
な
の
か
、
不
可
逆
的
変
化
な

の
か
、
と
い
う
問
題
。

第
二
に
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
言
っ

て
「
Ａ
が
Ｂ
に
か
わ
る
」
と
い
う
と
き
、
少
な
く
と
も
Ａ
と
Ｂ

と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
な
別
の
も
の
、
と
は
考
え
ら
れ
て
は
い

な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
Ａ
が
端
的
に
無
に
帰
し
、
Ａ
と
ま
っ

た
く
無
関
係
な
Ｂ
が
突
然
に
出
現
し
た
、
と
は
考
え
ら
れ
な
い

は
ず
で
あ
る
。
「
Ａ
が
Ｂ
に
か
わ
る
」
と
い
う
以
上
、
こ
の
「
か

わ
る
」
前
後
を
通
し
て
、
共
通
す
る
な
に
も
の
か
が
あ
る
は
ず

で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
が
意
識
に
の

ぼ
る
の
は
、
と
く
に
あ
る
「
物
」
が
そ
の
「
物
」
と
し
て
は
消

滅
し
、
別
の
「
物
」
が
「
物
」
と
し
て
出
現
す
る
「
化
」
と
し

て
の
「
か
わ
り
」
に
お
い
て
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、

「
易
」
の
初
義
を
ふ
り
か
え
れ
ば
、
「
か
わ
る
」
前
後
に
お
い
て

一
貫
し
て
か
わ
ら
ぬ
な
に
か
、
は
ほ
と
ん
ど
自
明
だ
か
ら
で
あ

る
し
、
「
変
」
の
初
義
を
ふ
り
か
え
れ
ば
、
「
か
わ
っ
た
」
後
へ

の
関
心
は
あ
ら
か
じ
め
放
棄
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

李
時
珍
が
主
張
し
、
徐
瀬
が
引
用
す
る
「
易
」
が
カ
メ
レ
オ

（

２

）

ン
の
象
形
だ
と
す
る
説
に
よ
れ
ば
、
「
か
わ
る
」
そ
の
体
色
に
対

し
、
「
か
わ
ら
な
い
」
の
は
カ
メ
レ
オ
ン
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
ま

た
白
川
静
氏
は
上
述
の
説
に
疑
問
を
呈
し
、
「
易
」
の
初
義
を
確

か
め
う
る
資
料
は
な
い
が
、
た
だ
し
、
そ
の
頭
音
を
同
じ
く
す

る
「
易
」
は
、
台
上
に
玉
を
お
き
、
玉
光
が
下
方
に
反
射
す
る

形
だ
と
す
る
。
と
す
れ
ば
「
か
わ
る
」
反
射
光
と
「
か
わ
ら
ぬ
」

玉
そ
れ
自
体
と
の
組
合
せ
、
と
い
う
図
式
が
成
立
し
よ
う
。

「
変
」
に
つ
い
て
は
、
「
鋳
」
は
盟
耆
、
そ
れ
に
「
支
」
を
加

え
て
、
「
獄
」
を
破
棄
す
る
、
乱
す
の
意
と
な
る
、
と
白
川
氏
は

言
う
。
「
変
」
が
「
乱
」
で
あ
れ
ば
、
「
変
」
な
る
概
念
は
「
か

わ
っ
た
」
後
へ
の
関
心
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
の
問
題
と
し
て
、
「
化
」
す
る
以
前
の
「
物
」
と
「
化
」

し
た
後
の
「
物
」
と
の
間
の
連
続
と
断
絶
の
問
題
で
あ
る
。
「
化
」

が
「
死
」
だ
と
す
れ
ば
、
二
つ
の
「
物
」
の
間
の
連
続
は
想
定

し
に
く
い
が
、
第
一
の
問
い
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
「
物
」
と
異

に
し
た
次
元
に
お
い
て
、
両
者
は
連
続
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
の
で
あ
る
。

考
察
の
便
宜
上
か
ら
、
ま
ず
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
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い
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
川
題
に
つ
い
て
の
解
明
に
示
唆
を
与

え
る
の
は
人
の
生
死
を
め
ぐ
る
知
北
遊
篇
の
以
下
の
記
述
で
あ

づ
く
画
Ｏ

生
也
死
之
徒
。
死
也
生
之
始
。
執
知
其
紀
。
人
之
生
、

気
之
聚
也
。
聚
則
為
生
。
散
則
為
死
。
若
死
生
為
徒
、
吾

又
何
患
。
故
万
物
一
也
。
是
其
所
美
者
為
神
奇
、
其
所
悪

者
為
臭
腐
。
臭
腐
復
化
為
神
奇
、
神
奇
復
化
為
臭
腐
。
故

日
、
通
天
下
、
一
気
耳
。
聖
人
故
貴
一
・

生
や
死
の
徒
。
死
や
生
の
始
。
執
か
そ
の
紀
を
知
ら
ん
。

人
の
生
や
、
気
の
衆
な
り
。
聚
ま
れ
ば
則
ち
生
と
為
り
、

散
ず
れ
ば
則
ち
死
と
為
る
。
若
し
死
生
を
徒
と
為
せ
ば
、

吾
れ
又
何
を
か
患
え
ん
。
故
に
万
物
は
一
な
り
。
こ
れ
そ

の
美
と
す
る
所
の
者
を
神
奇
と
為
し
、
そ
の
悪
と
す
る
所

の
者
を
臭
腐
と
為
す
も
、
臭
腐
は
復
た
化
し
て
神
奇
と
為

り
、
神
奇
は
復
た
化
し
て
臭
腐
と
為
る
。
故
に
曰
く
、
天

下
を
通
じ
て
一
気
の
み
と
。
聖
人
は
故
に
一
を
貴
ぶ
な
り
。

生
と
死
の
伴
侶
で
あ
る
。
死
は
生
の
始
ま
り
で
あ
る
。

〔
生
と
死
と
〕
ど
ら
ち
が
は
じ
め
で
あ
る
か
だ
れ
に
も
わ
か

ら
な
い
。
人
の
生
は
、
気
が
聚
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

気
が
集
合
す
る
と
生
と
な
り
、
分
散
す
る
と
死
と
な
る
の

だ
。
も
し
死
と
生
と
が
伴
侶
の
関
係
だ
と
わ
か
れ
ば
、
も

は
や
生
死
に
つ
い
て
な
ん
の
患
い
も
な
か
ろ
う
。
だ
か
ら

〔
万
物
の
相
違
は
気
の
聚
散
の
度
合
い
の
相
違
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
り
、
じ
つ
は
〕
万
物
は
一
つ
な
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
自
分
の
善
い
と
思
う
も
の
は
神
奇
な
も
の
だ
と
考

え
、
自
分
の
悪
い
と
思
う
も
の
は
臭
腐
な
物
だ
と
考
え
が

ち
だ
が
、
し
か
し
臭
腐
な
物
も
「
化
」
し
て
神
奇
な
物
と

な
り
、
神
奇
な
物
も
ま
た
「
化
」
し
て
臭
腐
な
物
と
な
る

の
だ
。
だ
か
ら
「
天
下
を
通
し
て
、
す
べ
て
は
た
だ
一
気

だ
」
と
い
わ
れ
る
の
だ
。
聖
人
は
か
く
て
「
一
」
を
貴
ぶ

の

だ

。

こ
こ
で
「
生
き
て
い
る
人
」
と
「
死
ん
で
い
る
人
」
（
「
物
」
と

し
て
は
「
死
体
」
）
と
の
相
違
は
「
気
」
の
聚
散
の
度
合
い
の
相

違
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
人
」

と
「
死
体
」
と
の
、
「
物
」
と
し
て
の
質
的
な
相
違
は
、
「
気
」

の
レ
ベ
ル
で
み
れ
ば
そ
の
密
集
度
の
相
違
と
い
う
量
的
な
相
違

に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
莊
子
」

に
あ
っ
て
「
か
わ
る
」
過
程
を
通
し
て
か
わ
ら
ぬ
な
に
か
、
一

貫
す
る
な
に
か
、
と
は
「
気
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
知
北
遊
篇

自
身
の
言
に
よ
れ
ば
「
通
天
下
、
一
気
耳
」
と
い
う
こ
と
に
な
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フ
（
一
、
「
ノ
Ｅ

な
お
至
楽
篇
に
は
妻
の
死
に
さ
い
し
て
の
硴
周
の
言
な
る
も

の
が
み
え
る
。

察
其
始
、
Ⅲ
本
元
生
。
非
徒
元
生
也
。
而
本
元
形
。
非

徒
元
形
也
。
而
本
元
気
。
雑
平
芒
笏
之
間
、
変
而
有
気
。

気
変
而
有
形
。
形
変
而
有
生
。
今
又
変
而
之
死
。

そ
の
始
め
を
察
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
本
と
生
な
し
。
た

だ
に
生
な
き
の
み
に
非
ず
。
す
な
わ
ち
本
と
形
な
し
。
た

だ
に
形
な
き
の
み
に
非
ず
。
す
な
わ
ち
本
と
気
な
し
。
芒

笏
の
間
に
雑
り
、
変
じ
て
気
あ
り
。
気
変
じ
て
形
あ
り
。

形
変
じ
て
生
あ
り
。
今
ま
た
変
じ
て
死
に
之
く
。

そ
の
始
ま
り
を
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
も
と
も
と
生
命

は
な
か
っ
た
の
だ
。
生
命
が
な
か
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
・

も
と
も
と
形
も
な
か
っ
た
の
だ
。
形
が
な
か
っ
た
ば
か
り

で
は
な
い
。
も
と
も
と
気
も
な
か
っ
た
の
だ
。
お
ぼ
ろ
な

と
ら
え
ど
こ
の
な
い
状
態
の
な
か
で
ま
じ
り
あ
っ
て
い
た

も
の
か
ら
、
や
が
て
変
じ
て
気
が
あ
ら
わ
れ
た
。
気
が
変

じ
て
形
が
あ
ら
わ
れ
た
。
形
が
変
じ
て
生
が
あ
ら
わ
れ
た
。

そ
し
て
今
ま
た
変
じ
て
死
へ
い
く
の
だ
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
の
主
張
を
敷
術
す
れ
ば
、
「
生
」

か
ら
「
死
」
へ
の
過
程
に
あ
っ
て
一
貫
す
る
も
の
を
「
形
」
、
「
有

形
」
か
ら
「
無
形
」
へ
の
過
程
に
あ
っ
て
一
貫
す
る
も
の
を
「
気
」

と
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
「
有
気
」
か
ら
「
無
気
」

へ
の
過
程
に
あ
っ
て
一
貫
す
る
も
の
を
「
芒
笏
の
間
」
と
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
「
気
」
を
窮
極
的
な
一
貫
す
る
も
の
と
し
て

は
お
ら
ず
、
「
気
」
の
背
後
に
「
芒
笏
の
間
」
を
想
定
す
る
こ
と

に
お
い
て
知
北
遊
篇
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
「
か
わ
る
」
背
後
に
「
か
わ
ら
ぬ
」
な
に
も
の
か
を
想
定
す

る
点
に
お
い
て
共
通
す
る
基
盤
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。

第
一
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
化
」
の
不
可
逆
性
の
問
題
で
あ

る
が
、
「
化
」
の
初
義
が
「
死
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
不
叩
逆
的

性
格
を
強
く
持
つ
「
か
わ
り
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た

だ
し
「
か
わ
る
」
過
程
に
一
貫
す
る
「
気
」
が
想
定
さ
れ
る
と

す
れ
ば
、
「
気
」
の
聚
散
の
長
い
過
程
の
ど
こ
か
に
お
い
て
偶
然

的
に
同
一
の
場
面
が
再
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
さ
き
に
引

川
し
た
知
北
遊
篇
に
「
臭
腐
復
化
為
神
奇
、
神
奇
復
化
為
臭
腐
」

と
あ
る
の
は
そ
れ
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
え
て
「
気
」

の
聚
散
の
循
環
的
性
格
に
言
及
せ
ざ
る
得
な
い
と
こ
ろ
に
「
死
」

ま
た
は
「
化
」
の
語
の
持
つ
不
可
逆
的
性
格
が
あ
ら
わ
れ
て
い

、
ｒ
手
、
可
ノ
０
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第
三
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
か
わ
る
」
前
後
に
お
い
て
二
つ

の
「
物
」
は
た
が
い
に
関
係
を
持
つ
の
か
、
あ
る
い
は
ま
っ
た

く
の
断
絶
な
の
か
、
が
こ
こ
に
お
い
て
問
題
と
な
る
。
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
「
気
」
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
か
わ
る
前
後
は

連
続
性
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
物
」
の
レ
ベ
ル
に
お

い
て
は
、
む
し
ろ
ま
つ
た
き
の
断
絶
が
あ
る
の
み
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
大
宗
師
篇
の

若
化
為
物
、
以
侍
其
所
不
知
之
化
巳
乎
。
且
方
将
化
、

悪
知
不
化
哉
。
且
方
将
不
化
、
悪
知
巳
化
哉
。

化
に
し
た
が
い
て
物
と
為
り
、
以
て
そ
の
知
ら
ざ
る
所

あ

た

の
化
を
待
つ
の
み
。
そ
れ
化
す
る
に
方
将
り
て
は
、
い
ず

あ

た

く
ん
ぞ
化
せ
ざ
る
を
知
ら
ん
。
化
せ
ざ
る
に
方
将
り
て
は

巳
に
化
せ
る
を
知
ら
ん
。

「
化
」
に
し
た
が
い
「
物
」
と
為
り
、
そ
の
よ
う
に
し

て
、
自
分
の
う
え
に
さ
ら
に
や
っ
て
く
る
は
か
り
知
れ
な

い
「
化
」
を
待
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
い
っ
た
い
、
「
化
」
し

て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、
「
化
」
す
る
以
前
の
こ
と
が
ど
う

し
て
知
ら
れ
よ
う
か
。
ま
だ
「
化
」
し
て
い
な
い
で
い
る

と
き
に
は
、
「
化
」
し
て
か
ら
の
後
の
こ
と
が
ど
う
し
て
知

ら
れ
よ
う
か
。

と
あ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
「
化
」
す
る
以
前
と
以
後
と
で
は
そ

の
連
続
性
を
ま
っ
た
く
欠
い
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
斉
物
論
篇

の
「
胡
蝶
の
夢
」
と
し
て
有
名
な
説
話

昔
者
、
莊
周
、
夢
為
胡
蝶
。
栩
栩
然
胡
蝶
也
。
自
嶮
適

志
與
、
不
知
周
也
。
俄
然
覚
、
則
蓮
蓮
然
周
也
。
不
知
、

周
之
夢
為
胡
蝶
與
、
胡
蝶
之
夢
為
周
與
。
周
與
胡
蝶
、
則

必
有
分
美
。
此
之
謂
物
化
。

む
か
し
、
莊
周
は
自
分
が
胡
蝶
と
な
っ
た
夢
を
見
た
。

楽
し
く
飛
び
ま
わ
っ
て
胡
蝶
で
あ
っ
た
。
の
び
の
び
と
こ

こ
ろ
に
か
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
周
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ

て
い
た
。
に
わ
か
に
し
て
Ⅱ
覚
め
れ
ば
、
ま
ぎ
れ
も
な
く

荘
周
で
あ
っ
た
。
い
っ
た
い
莊
周
が
夢
の
な
か
で
胡
蝶
と

昔
者
、
莊
周
、
夢
に
胡
蝶
と
為
る
。
栩
栩
然
と
し
て
胡

か

な

蝶
な
り
。
職
し
み
て
志
に
適
う
か
、
周
な
る
こ
と
を
知
ら

ざ
る
な
り
。
俄
然
と
し
て
覚
む
れ
ば
、
則
ち
、
蓮
逢
然
と

し
て
間
な
り
。
知
ら
ず
、
周
の
夢
に
胡
蝶
と
為
る
か
、
胡

蝶
の
夢
に
周
と
為
る
か
。
周
と
胡
蝶
と
は
、
必
ず
分
あ
ら

ん
。
此
れ
こ
れ
を
物
化
と
謂
う
。
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尭
を
聖
天
子
と
し
て
誉
め
、
桀
を
暴
君
と
し
て
そ
し
る

よ
り
は
、
ど
ち
ら
も
忘
れ
て
「
道
」
に
「
化
」
す
る
ほ
う

が
ま
さ
っ
て
い
る
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
化
」
は
他
動
詞
で
は
な
く
、
し
た
が
っ

て
「
其
道
」
も
動
詞
の
補
語
で
は
な
く
、
「
そ
の
道
に
化
す
」
、

も
し
意
味
に
忠
実
に
訓
読
す
る
と
す
れ
ば
、
受
け
身
に
読
ん
で

な
っ
た
の
か
、
胡
蝶
が
夢
の
な
か
で
朧
周
と
な
っ
た
の
か
、

わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
荘
周
と
胡
蝶
に
は
必
ず
区
別
が

あ
る
。
こ
う
し
た
移
行
を
「
物
化
」
と
い
う
の
だ
。

に
お
い
て
も
、
胡
蝶
と
莊
周
と
の
間
に
ま
つ
た
き
の
断
絶
の
あ

る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
こ
そ
こ
の
説
話
の
面
白
さ
が
あ
る

う
し
、
こ
の
移
行
が
「
物
化
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
「
莊
子
」
に
お
い
て
Ⅲ
動
詞
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例

を
み
て
き
た
。
以
下
で
は
名
詞
を
と
も
な
う
動
詞
と
し
て
「
化
」

の
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
み
て
い
き
た
い
。

大
宗
師
篇
に

與
其
誉
尭
而
非
桀
也
、
不
如
両
忘
而
化
其
道

そ
の
尭
を
誉
め
て
桀
を
非
ら
ん
よ
り
は
、
両
忘
し
て
そ

の
道
に
化
す
る
に
し
か
ず
。

「
そ
の
道
に
『
化
』
せ
ら
る
」
と
読
む
べ
き
で
あ
っ
て
、
「
こ
ち

ら
が
わ
の
佃
性
、
独
自
性
を
失
っ
て
、
そ
の
道
の
一
部
に
な
っ

て
し
ま
う
」
、
「
そ
の
道
に
一
体
化
さ
せ
ら
れ
、
こ
ち
ら
の
個
性

が
喪
失
さ
せ
ら
れ
る
」
と
訳
さ
れ
る
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
道
」

が
「
人
」
を
「
化
」
す
、
と
い
う
発
想
が
、
こ
こ
に
お
け
る
「
化
」

の
用
例
の
背
後
に
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
こ
こ
に
み
ら
れ
る

「
化
」
の
観
念
は
、
先
述
し
た
中
華
帝
国
を
中
心
と
す
る
国
際
秩

序
に
お
け
る
「
化
」
と
観
念
と
共
通
す
る
と
言
え
る
か
も
知
れ

な
い
。さ

て
、
補
語
を
と
も
な
う
「
化
」
の
用
例
と
て
ま
ず
挙
げ
ら

れ
る
の
は
庚
桑
楚
篇
に
庚
桑
子
が
弟
子
に
語
っ
た
語
と
し
て

奔
蜂
不
能
化
溌
蠅
。
越
難
不
能
伏
鵺
卵
、
魯
難
間
能
美
。

難
之
與
難
、
其
徳
非
不
同
也
。
有
能
與
不
能
者
、
其
才
固

有
巨
小
也
。
今
、
吾
小
才
、
不
足
以
化
子
。
子
胡
不
南
兄

老

子

。
奔
蜂
は
篭
蝸
を
化
す
る
あ
た
わ
ず
。
越
難
は
鵠
卵
を
伏

す
る
あ
た
わ
ざ
る
も
、
魯
難
は
も
と
よ
り
よ
く
す
。
難
の

難
に
お
け
る
、
そ
の
徳
、
同
じ
か
ら
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。

有
能
と
不
能
と
は
、
そ
の
才
、
も
と
よ
り
巨
小
あ
る
な
り
。

今
、
わ
れ
小
才
、
以
て
子
を
化
す
る
に
足
ら
ず
。
子
、
な
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奔
蜂
（
小
さ
い
土
蜂
）
は
蘆
蝸
（
豆
の
葉
に
住
む
青
虫
）

を
「
化
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
越
地
の
小
型
の
に
わ

と
り
は
、
お
お
と
り
の
卵
を
抱
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
魯
地
の
大
型
の
に
わ
と
り
は
、
も
ち
ろ
ん
で
き
る
。

に
わ
と
り
と
に
わ
と
り
と
、
越
の
に
わ
と
り
も
魯
の
に
わ

と
り
も
、
そ
の
「
徳
」
に
は
違
い
は
な
い
の
だ
が
、
一
方

が
で
き
、
他
方
が
で
き
な
い
の
は
、
か
ら
だ
の
大
き
さ
と

い
う
「
才
」
に
も
と
も
と
大
小
が
あ
る
か
ら
だ
。

今
、
私
は
小
才
、
き
み
を
「
化
」
す
る
に
充
分
で
は
な

い
。
き
み
は
是
非
と
も
南
方
へ
行
き
、
老
子
に
お
円
に
か

か
っ
た
ら
よ
か
ろ
、
７
。

昆
虫
の
変
態
と
関
連
し
て
、
「
奔
蜂
は
藍
蠅
を
『
化
』
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

こ
こ
で
の
「
化
」
は
「
藍
蝿
を
『
化
』
し
て
蝶
に
す
る
」
「
Ａ
を

『
化
』
し
て
Ｂ
に
す
る
」
の
「
蝶
」
、
「
Ｂ
」
が
欠
如
し
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
「
藍
蠅
を
『
化
』
す
る
」
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た

「
化
」
の
川
例
に
留
意
す
れ
ば
、
「
籠
蠅
を
ま
っ
た
く
別
の
な
に

も
の
か
に
し
て
、
ふ
た
た
び
も
と
の
稚
蠅
に
戻
ら
な
い
よ
う
に

ん
ぞ
南
の
か
た
老
子
を
見
え
ざ
る
。

す
る
」
と
い
う
意
味
、
ま
た
「
今
、
吾
小
才
、
不
足
以
化
子
。

子
胡
不
南
見
老
子
」
と
あ
る
の
も
「
老
子
が
子
を
『
化
』
す
る
」

「
き
み
を
『
化
』
し
て
現
在
の
き
み
と
は
ま
っ
た
く
別
の
な
に
も

の
か
に
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
「
Ａ
は
『
化
』

し
て
Ｂ
と
な
る
」
と
い
う
自
動
詞
的
川
例
の
裏
返
し
で
あ
ろ
う
。

「
化
」
が
補
語
を
取
る
動
詞
と
し
て
川
い
ら
れ
て
い
る
例
は
他

に
も
み
ら
れ
る
。

山
木
篇
に
仲
尼
の
言
と
し
て

化
其
万
物
、
而
不
知
其
禅
之
者
。
焉
知
其
所
終
。
焉
知

其
所
始
。

万
物
を
「
化
」
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
か
わ
り
め
は
、

知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
古
い
物
が
ど
こ
で
終
わ
っ
た
の

か
、
新
し
い
物
が
ど
こ
で
始
ま
っ
た
の
か
、
わ
か
ら
な
い

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
万
物
」
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
「
物
」

の
「
か
わ
る
」
こ
と
に
つ
い
て
の
言
及
が
み
ら
れ
る
が
、
「
か
わ

り
」
を
「
か
わ
ら
な
い
」
な
に
も
の
か
、
い
わ
ば
基
体
の
連
続

そ
の
万
物
を
化
す
る
も
、
そ
の
こ
れ
に
禅
（
代
）
わ
る

も
の
を
知
ら
ず
。
い
ず
く
ん
ぞ
そ
の
終
わ
る
所
を
知
ら
ん
。

い
ず
く
ん
ぞ
そ
の
始
ま
る
所
を
知
ら
ん
。
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○

、
７

「
化
」
を
補
語
を
と
る
例
叶

て
以
下
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
。

を
補
語
を
と
る
例
は

と
の
関
連
で
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
「
か
わ
り
」
は
瞬

間
で
あ
り
、
瞬
間
で
あ
る
以
上
「
か
わ
り
」
の
過
程
は
そ
も
そ

も
存
在
し
な
い
、
存
在
し
な
い
か
ら
「
か
わ
る
」
過
程
は
そ
も

そ
も
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
、
「
か
わ
る
」
以
前
の
「
物
」

と
「
か
わ
っ
た
」
後
の
「
物
」
と
の
断
絶
に
注
川
す
る
の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
か
わ
り
」
は
古
い
「
物
」
の
消
滅
と
新
し

い
「
物
」
の
出
現
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自

動
詞
的
な
「
化
」
と
共
通
の
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
「
万
物
」

を
『
化
』
す
」
は
、
「
万
物
を
か
え
る
」
と
い
う
よ
り
、
「
万
物

を
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
『
物
』
と
『
化
』
し
、
以
前
の
も
の
に
も

は
や
戻
ら
な
い
よ
う
に
し
、
ま
っ
た
く
断
絶
せ
し
め
る
。
し
か

も
そ
の
『
物
』
と
し
て
定
着
せ
し
め
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る

孔
氏
な
る
者
、
性
は
忠
信
を
服
し
、
身
は
仁
義
を
行
い
、

礼
楽
を
飾
え
、
人
倫
を
選
え
、
上
は
以
て
仙
主
に
忠
に
、

下
は
以
て
斉
民
を
化
し
、
ま
さ
に
以
て
天
下
を
利
せ
ん
と

孔
氏
者
、
性
服
忠
信
、
身
行
仁
義
、
飾
礼
楽
、
選
人
倫
、

上
以
忠
於
世
主
、
下
以
化
斉
民
、
将
以
利
天
下
。

ま
た
漁
父
篇
に
子
貢
の
言
と
し

孔
氏
と
い
う
方
は
「
性
」
、
う
ま
れ
つ
き
は
誠
実
そ
の
も

の
で
、
身
に
は
仁
義
を
行
い
、
礼
楽
を
と
と
の
え
、
人
と

し
て
の
道
を
定
め
、
上
は
世
の
君
主
に
ま
ど
こ
ろ
を
尽
く

し
、
下
は
万
民
を
「
化
」
し
、
天
下
の
利
を
興
こ
そ
う
と

し
て
お
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
で
「
斉
民
を
『
化
』
す
」
は
、
「
も
と
も
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の

『
民
』
を
『
化
』
し
、
秩
序
に
則
る
『
民
』
に
し
た
」
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

川
様
な
川
法
は
、
同
じ
く
漁
父
篇
に
先
の
文
を
受
け
て
漁
父

が
孔
子
に
た
い
し

今
、
子
既
上
元
君
侯
有
司
之
勢
、
而
下
元
大
臣
職
事
之

官
。
而
檀
飾
礼
楽
、
選
人
倫
、
以
化
斉
民
。
不
泰
多
事
平
。

今
、
子
既
に
上
、
君
侯
有
司
の
勢
な
く
、
下
、
大
臣
職

と

と

の

事
の
官
な
し
。
し
か
る
に
ほ
し
い
ま
ま
に
礼
楽
を
飾
え
、

そ

な

人
倫
を
選
え
、
以
て
斉
民
を
化
さ
ん
と
す
。
は
な
は
だ
多

事
な
ら
ず
や
。

と
批
判
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
み
ら
れ
る
。

以
上
み
て
き
た
「
化
」
の
刑
法
は
、
「
物
」
全
体
を
『
化
』
す

す
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る
の
で
あ
っ
た
が
、
以
下
に
み
る
の
は
、
「
物
」
の
一
部
が
「
化
」

し
て
、
そ
の
部
分
だ
け
別
の
「
物
」
と
な
る
、
と
い
う
大
宗
師

鯆
に
み
え
る
例
で
あ
る
。

死
に
瀕
し
て
い
る
子
與
な
る
人
物
が
友
人
の
子
祀
に
以
下
の

よ
う
に
い
う
。

亡
。
予
何
悪
。
浸
假
而
化
予
左
臂
以
為
難
、
予
因
以
求

時
夜
、
浸
假
而
化
予
之
右
臂
以
為
弾
、
予
因
以
求
鶚
茨
、

浸
假
而
化
予
之
尻
以
為
輪
、
以
神
為
馬
、
予
因
而
乗
之
。

い
や
。
私
は
死
を
悪
む
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
だ
ん
だ
ん

進
ん
で
私
の
左
臂
を
「
化
」
し
て
鶏
に
す
る
と
い
う
の
な

ら
、
私
は
そ
の
鶏
が
時
を
告
げ
る
の
を
聞
こ
う
と
思
う
。

だ
ん
だ
ん
進
ん
で
私
の
右
臂
を
「
化
」
し
て
は
じ
き
弓
に

い
な
。
わ
れ
何
ぞ
悪
ま
ん
。
よ
う
や
く
に
い
た
り
て
わ

れ
の
左
臂
を
化
し
て
以
て
難
と
な
さ
ば
、
わ
れ
因
り
て
時

夜
を
求
め
ん
。
よ
う
や
く
に
い
た
り
て
わ
れ
の
右
臂
を
化

し
て
以
て
弾
と
な
さ
ば
、
わ
れ
Ｎ
り
て
鶉
炎
を
求
め
ん
。

よ
う
や
く
に
い
た
り
て
わ
れ
の
尻
を
化
し
て
以
て
輪
と
な

し
、
神
を
以
て
馬
と
な
さ
さ
ば
、
わ
れ
因
り
て
こ
れ
に
乗

ら
ん
。

か
の
造
物
者
は
私
を
こ
ん
な
曲
が
り
く
ね
っ
た
も
の
に

し
よ
、
７
と
し
て
い
る
の
だ
。

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
わ
れ
の
左
臂
を
「
化
」
し
て
鶏

と
す
る
の
は
、
造
物
者
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
よ
り
こ
こ
で
注

目
し
た
い
の
は
、
左
臂
を
「
化
」
さ
れ
た
わ
れ
と
、
か
っ
て
は

わ
れ
の
部
分
で
あ
っ
た
「
鶏
」
と
の
関
係
が
ま
つ
た
き
の
断
絶

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
鶴
」
は
「
わ
れ
」

と
は
関
係
な
く
時
を
杵
げ
る
、
か
つ
て
「
左
臂
」
で
あ
っ
た
こ

と
は
今
の
「
鶏
」
で
あ
る
こ
と
に
と
っ
て
無
関
係
で
あ
り
、
両

者
は
断
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
「
鶏
」

は
、
ま
さ
に
「
鶏
」
と
し
て
時
を
告
げ
、
「
わ
れ
」
は
「
わ
れ
」

す
る
と
い
う
の
な
ら
、
私
は
射
落
と
し
た
烏
の
焼
き
肉
を

ほ
し
い
と
思
う
。
だ
ん
だ
ん
進
ん
で
私
の
尻
を
「
化
」
し

て
車
輪
に
す
る
、
私
の
心
を
馬
に
す
る
と
い
う
の
な
ら
、

つ
い
で
に
私
は
そ
れ
に
乗
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
前
文
に

夫
造
物
者
、
又
将
以
予
為
此
拘
拘
也
。

か
の
造
物
者
、
ま
た
ま
さ
に
わ
れ
を
以
て
こ
の
拘
拘
と

な
さ
ん
と
す
る
な
り
。
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と
し
て
「
鶏
」
の
鳴
き
声
を
聞
く
、
け
っ
し
て
「
鶏
、
実
は
わ

れ
の
左
臂
」
の
鴫
き
声
を
聞
く
の
で
は
な
い
。
「
物
」
の
レ
ベ
ル

で
言
え
ば
、
わ
れ
の
左
臂
は
消
滅
し
、
「
鶏
」
が
出
現
し
た
の
で

あ
る
。以

上
「
朧
子
」
に
お
け
る
「
化
」
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
わ

れ
わ
れ
の
意
図
は
「
荷
子
」
に
お
け
る
「
化
」
の
川
法
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
考
察
に
入
る
前
に
「
老
子
」

の
二
つ
の
章
に
み
え
る
「
化
」
の
川
法
に
つ
い
て
す
こ
し
く
言

及
し
て
お
き
た
い
。
逆
説
を
弄
す
る
「
老
子
」
に
あ
っ
て
「
化
」

が
い
か
な
る
意
味
で
別
い
ら
れ
る
か
を
み
る
こ
と
は
、
か
え
っ

て
「
化
」
の
本
来
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う

か
ら
で
あ
る
。

「
老
子
」
に
お
け
る
「
化
」
は
三
十
七
章
お
よ
び
五
十
七
章

に
み
ら
れ
る
。

三
十
七
章
に
は
以
下
の
よ
、
７
に
あ
る
。

道
常
無
為
而
無
不
為
。
侯
王
若
能
守
之
、
万
物
将
自
化
。

化
而
欲
作
、
吾
将
鎮
之
、
以
無
名
之
撲
。
無
名
之
撲
、
夫

亦
将
無
欲
。
不
欲
以
静
、
天
下
将
自
定
。

道
、
常
に
為
す
な
く
し
て
、
為
さ
ざ
る
は
な
し
。
侯
王
、

も
し
よ
く
こ
れ
を
守
ら
ば
、
万
物
ま
さ
に
お
の
ず
か
ら
化

「
道
」
は
術
に
な
に
ご
と
も
し
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
に

よ
っ
て
な
さ
れ
な
い
も
の
・
こ
と
は
な
い
。
も
し
、
侯
や

王
が
そ
れ
を
保
持
し
た
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
「
物
」
は
お

の
ず
か
ら
「
化
」
す
で
あ
ろ
う
。
「
化
」
し
て
し
ま
っ
て
、

し
か
も
ふ
た
た
び
頭
を
も
た
げ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
「
名

づ
け
ら
れ
な
い
僕
」
の
重
み
で
抑
制
す
る
。
「
名
づ
け
ら
れ

な
い
僕
」
は
欲
望
の
な
い
状
態
を
も
た
ら
す
。
欲
す
る
こ

と
せ
ず
し
て
静
か
な
ら
ば
、
天
下
は
お
の
ず
か
ち
安
定
す

る
で
あ
ろ
う
。

五
十
七
章
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

…
…
聖
人
云
、
我
無
為
而
民
自
化
、
我
好
静
而
民
自
正
。

我
無
事
而
民
自
富
。
我
無
欲
而
民
自
撲
。

…
…
聖
人
云
う
、
我
、
為
す
な
く
し
て
民
お
の
ず
か
ら

化
す
。
我
、
静
を
好
み
て
腿
お
の
ず
か
ら
正
し
。
我
、
事

な
く
し
て
民
お
の
ず
か
ら
富
む
。
我
、
欲
な
く
し
て
民
お

せ
ん
と
す
。
化
し
て
作
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
吾
、
ま
さ
に

こ
れ
を
鎖
す
る
に
無
名
の
僕
を
以
て
す
。
無
名
の
撲
、
そ

れ
ま
さ
に
欲
な
か
ら
ん
と
す
。
欲
せ
ず
し
て
以
て
静
な
ら

ば
、
天
下
、
ま
さ
に
お
の
ず
か
ら
化
せ
ん
と
す
。



32

聖
人
は
い
う
、
我
は
行
動
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
比
は
お

の
ず
か
ら
「
化
」
す
。
我
は
静
を
好
む
。
そ
れ
ゆ
え
民
は

お
の
ず
か
ら
正
し
い
。
我
は
手
出
し
を
し
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
民
は
お
の
ず
か
ら
富
む
。
我
は
欲
を
持
た
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
民
は
お
の
ず
か
ら
素
撲
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
箇
所
に
み
ら
れ
る
「
化
」
は
、
い
ず
れ
も
自
動
詞

的
な
「
化
」
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
「
莊
子
」
に
お
け

る
「
化
」
と
同
様
な
方
向
を
持
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が

た
だ
、
三
十
七
章
の
「
化
而
欲
作
」
は
「
老
子
」
独
特
の
逆
説

的
表
現
が
か
え
っ
て
、
一
般
的
な
意
味
に
お
け
る
「
化
」
の
不

可
逆
性
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

三
十
七
章
は
文
中
に
「
侯
王
」
と
あ
る
よ
う
に
、
政
沿
に
か

か
わ
る
言
説
と
理
解
さ
れ
よ
う
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
「
侯
王
」
に

た
い
す
る
「
万
物
」
は
、
ま
た
「
万
民
」
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
化
而
欲
作
」
を
み
る
と
き
、
こ
の
表

現
は
「
化
」
の
本
来
的
意
義
か
ら
す
れ
ば
、
奇
妙
な
表
現
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
「
物
」
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
「
民
」
と
「
吾
」
、
す
な
わ

ち
「
君
主
」
と
の
不
断
の
緊
張
関
係
が
か
え
っ
て
明
ら
か
に
な

の
ず
か
ら
僕
。

る
か
も
知
れ
な
い
。
「
化
し
な
が
ら
ふ
た
た
び
お
こ
ろ
う
」
と
す

る
そ
れ
ぞ
れ
の
「
物
」
（
民
）
に
た
い
し
「
吾
」
（
君
）
は
「
無

名
の
模
」
を
も
っ
て
「
鎮
」
め
よ
う
と
す
る
、
そ
こ
に
は
「
物
」

と
「
吾
」
、
民
と
君
主
と
の
対
立
関
係
、
「
無
名
の
撲
」
と
い
う

「
力
」
を
必
要
と
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
逆
説
的
表
現
を
通
し
て
、
か
え
っ
て
「
万
物
」
の

「
化
」
さ
れ
た
の
ち
の
世
界
の
姿
を
、
わ
れ
わ
れ
は
想
定
し
う
る

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
『
物
』
」

は
、
「
化
」
し
て
、
も
は
や
秩
序
の
う
ち
に
し
っ
く
り
と
調
和
す

る
、
ふ
た
た
び
も
と
に
戻
り
、
調
和
を
乱
そ
う
と
す
る
こ
と
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
物
」
と
「
物
」
と
の
対

立
、
葛
藤
、
「
物
」
と
「
物
」
と
そ
れ
を
支
配
す
る
も
の
、
政
論

的
文
脈
で
言
え
ば
、
「
民
」
と
「
君
」
と
の
対
立
、
葛
藤
は
も
は

や
あ
り
得
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
も
永
遠
に
有
り
得
な
い
こ
と
に

な
る
。
「
化
」
さ
れ
た
後
の
仙
界
は
、
永
遠
に
静
的
・
ス
タ
テ
ィ
ッ

ク
な
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
政
治
的
対
立
は
存
在
せ
ず
、
し

た
が
っ
て
「
力
」
も
ま
た
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

〔

訳

注

〕

（
１
）
朱
駿
声
「
説
文
通
訓
定
声
」
に
依
る
。
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「
筍
子
」
に
お
け
る
「
化
」

以
上
、
「
莊
子
」
に
お
け
る
「
化
」
の
川
例
を
み
、
そ
の
概
念

を
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
「
筍
子
」
に

お
け
る
「
化
」
の
概
念
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
筍
子
」
に
お
い
て
「
化
」
は
、
「
状

変
而
実
無
別
而
為
異
者
、
謂
之
化
」
（
正
名
篇
）
、
「
長
遷
而
不
反

其
初
、
川
化
突
」
（
不
荷
篇
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ

れ
は
、
ま
ず
「
萄
子
」
に
お
け
る
「
化
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
川
例

を
分
析
し
た
の
ち
、
こ
の
定
義
に
立
ち
帰
る
こ
と
と
し
よ
う
。

「
荷
子
」
に
お
け
る
「
化
」
の
用
例
を
、
ま
ず
名
詞
と
し
て
用

い
ら
れ
た
例
を
中
心
に
し
て
み
て
い
き
た
い
。

（
２
）
徐
測
「
説
文
段
注
塞
」
に
依
る
。

（
３
）
「
莊
子
」
の
「
胡
蝶
の
夢
」
に
つ
い
て
は
池
川
知
久

子
』
の
『
物
化
』
に
つ
い
て
」
（
「
思
想
の
研
究
」
一

六
七
年
津
田
左
右
吉
研
究
会
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

星
隊
木
嶋
。
国
人
皆
恐
Ｈ
、
是
何
也
。
川
、
無
何
也
。

是
天
地
之
変
、
陰
陽
之
化
、
物
之
竿
至
者
也
。
（
天
諭
篇
）

星
隊
ち
、
木
鳴
る
。
国
人
み
な
恐
れ
曰
く
、
こ
れ
何
ぞ
、

「
『
ト
ト
Ｌ

Ｉ

７

－

Ｌ

－
０
７

星
が
落
ち
、
木
が
鳴
る
。
人
々
は
み
な
恐
れ
て
、
こ
れ

は
ど
、
フ
し
た
わ
け
だ
、
と
言
う
。
こ
れ
に
答
え
て
言
う
、

何
で
も
な
い
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
天
地
の
「
変
」
、
陰
陽
の

「
化
」
、
と
き
に
は
起
こ
る
「
物
」
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
け
る
「
化
」
は
、
「
天
地
の
『
変
上
と
対
に
な
っ

て
「
陰
陽
が
『
化
』
し
た
も
の
」
、
「
陰
陽
が
『
物
』
、
星
が
墜
ち

木
が
鳴
る
、
と
い
う
現
象
と
し
て
す
が
た
・
か
た
ち
を
と
っ
た

も
の
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
り
、
自
動
詞
と
し
て
の

「
化
」
、
「
莊
子
」
の
例
で
言
え
ば
「
北
冥
に
魚
あ
り
。
…
：
化
し
て

烏
と
な
る
」
と
あ
る
「
化
」
、
の
名
詞
化
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
「
萄
子
」
に
み
え
る
名
詞
と
し
て
の
「
化
」
は
自

動
詞
の
名
詞
化
さ
れ
た
「
化
」
ば
か
り
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ

の
問
題
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
性
悪
篇
に
現
れ
る
「
化
」
が
よ
り

注
Ⅱ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
う
し
た
川
例
を
み
て
い
き

た
い
・

人
之
性
悪
、
其
善
者
偽
也
。
今
人
之
性
、
生
而
有
好
利

焉
。
順
是
、
故
争
奪
生
、
而
辞
讓
亡
焉
。
生
而
有
疾
悪
焉
。

化と
､ 0

Ｈ
く
、
何
も
な
き
な
り
。
こ
れ
天
地
の
変
、
陰
陽
の

物
の
ま
れ
に
至
る
も
の
な
り
、
と
。
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人
の
性
、
悪
、
そ
の
善
な
る
も
の
、
偽
な
り
。
今
、
人

の
性
、
生
れ
な
が
ら
に
利
を
好
む
こ
と
あ
り
。
こ
れ
に
眼

う
．
ゆ
え
に
争
奪
生
じ
て
辞
讓
亡
ぶ
。
生
れ
な
が
ら
に
疾

悪
す
る
こ
と
あ
り
。
こ
れ
に
順
う
。
ゆ
え
に
残
賊
生
じ
て

忠
信
亡
ぶ
。
生
れ
な
が
ら
に
耳
目
の
欲
、
声
色
を
好
む
こ

と
あ
り
。
こ
れ
に
順
う
。
ゆ
え
に
淫
乱
生
じ
て
礼
義
文
理

亡
ぶ
。
然
ら
ば
則
ち
人
の
性
に
従
い
、
人
の
性
に
従
い
、

人
の
情
に
順
わ
ば
、
必
ず
争
奪
に
出
で
、
犯
文
乱
理
に
合

か

な

ら

し
て
、
暴
に
帰
す
。
ゆ
え
に
必
将
ず
師
法
の
化
・
礼
義
の

通
あ
り
て
、
然
る
後
辞
讓
に
川
で
、
文
理
に
合
し
て
、
治

に
帰
す
。

順
是
、
故
残
賊
生
、
川
忠
信
亡
焉
。
生
而
有
耳
Ⅱ
之
欲
好

声
色
焉
。
順
是
、
故
淫
乱
生
、
而
礼
義
文
理
亡
焉
。
然
川

従
人
之
性
、
順
人
之
情
、
必
出
於
争
奪
、
合
於
犯
文
乱
理

而
帰
於
暴
。
故
必
将
有
師
法
之
化
礼
義
之
道
、
然
後
出
於

辞
讓
、
合
於
文
理
、
而
帰
於
治
。

人
間
の
「
性
」
（
生
ま
れ
た
ま
ま
の
本
性
）
は
悪
な
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
よ
さ
は
「
偽
」
（
後
天
的
な
矯
正
）
に
よ
る

の
で
あ
る
。
今
、
人
の
性
に
は
、
生
ま
れ
つ
き
利
を
追
求

す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に
順
う
と
、
他
者
と
の
争
奪
が

生
じ
て
、
譲
り
合
う
こ
と
が
な
く
な
る
。
生
ま
れ
つ
き
他

者
を
嫉
蜥
し
僻
悪
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に
順
う
と
、

他
者
を
傷
害
し
て
誠
意
を
尽
く
し
て
信
頼
し
あ
う
こ
と
が

な
く
な
る
。
生
ま
れ
つ
き
目
や
耳
は
美
し
い
も
の
を
見
、

聞
く
欲
求
が
あ
る
。
こ
れ
に
順
う
と
、
節
度
を
越
え
て
放

縦
に
な
り
、
礼
義
や
文
理
（
規
範
と
道
理
）
が
な
く
な
る
。

と
す
れ
ば
、
人
の
性
に
従
い
、
人
の
情
に
順
う
と
、
か
な

ら
ず
争
奪
か
ら
始
ま
っ
て
文
理
を
犯
し
乱
す
こ
と
を
と
お

し
て
、
世
界
を
混
乱
に
ひ
き
こ
ん
で
し
ま
う
。
だ
か
ら
か

な
ら
ず
師
法
の
「
化
」
の
は
た
ら
き
と
礼
義
の
導
き
が
あ
っ

て
、
そ
の
後
に
譲
り
合
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
規
範
と
道

理
に
か
な
う
こ
と
を
と
お
し
て
つ
い
に
は
世
界
の
治
に
帰

着
す
る
。

あ
る
い
は几

古
今
天
下
之
所
謂
善
者
、
固
正
理
平
治
也
。
所
謂
悪

者
、
侃
険
惇
乱
也
。
是
善
悪
之
分
也
已
。
今
誠
以
人
之
性

固
正
理
平
治
邪
。
則
有
悪
用
聖
王
、
悪
用
礼
義
美
哉
。

…
…
。
人
之
性
悪
。
故
古
者
、
聖
人
以
人
之
性
悪
、
以
為

偏
険
而
不
正
、
惇
乱
而
不
治
、
故
為
之
立
君
上
之
勢
以
臨

之
、
川
礼
義
以
化
之
、
起
法
正
以
泊
之
、
重
刑
罰
以
禁
之
、
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使
天
下
皆
出
於
治
、
合
於
善
也
。
是
聖
王
之
泊
、
而
礼
義

之
化
也
。
今
当
試
去
君
上
之
勢
、
無
礼
義
之
化
、
去
法
ｆ

之
治
、
無
刑
罰
之
禁
、
掎
而
観
天
下
趾
人
之
机
與
也
。
若

足
則
夫
彊
者
害
弱
而
奪
之
、
衆
者
暴
寡
而
諫
之
、
天
下
之

悴
乱
而
相
亡
、
不
待
頃
美
。
用
此
観
之
、
然
則
人
之
性
悪

明
美
。
其
善
者
偽
也
．
…
。
：
故
躍
括
之
生
、
為
拘
木
也
。

繩
墨
之
起
、
為
不
悩
也
。
立
君
上
、
川
礼
義
、
為
性
悪
也
。

…
…
直
木
不
待
腿
括
而
直
者
、
其
性
而
也
．
拘
木
必
将
待

曜
括
蕪
矯
然
後
直
者
、
以
其
性
不
頂
也
。
今
人
之
性
悪
、

必
将
侍
聖
王
之
治
、
礼
義
之
化
、
然
後
皆
出
於
治
合
於
善

心
Ⅲ
』
○凡

そ
古
今
天
下
の
い
わ
ゆ
る
善
な
る
も
の
と
は
、
も
と

よ
り
正
理
平
治
な
り
。
い
わ
ゆ
る
悪
な
る
も
の
と
は
、
偏

険
惇
乱
な
り
。
こ
れ
善
悪
の
分
な
り
。
今
、
誠
に
人
の
性

も
と
よ
り
正
理
平
治
な
さ
ん
か
。
則
ち
有
た
い
ず
く
ん
ぞ

聖
王
を
用
い
ん
、
い
ず
く
ん
ぞ
礼
義
を
川
い
ん
。
。
：
・
・
・
人

の
性
、
悪
。
ゆ
え
に
古
者
、
聖
人
、
人
の
性
、
悪
な
る
に

以
り
て
、
偏
険
に
し
て
正
か
ら
ず
、
惇
乱
に
し
て
治
ら
ず

お

も

と
以
為
い
、
ゆ
え
に
こ
れ
が
た
め
に
君
上
の
勢
を
立
て
て

以
て
こ
れ
に
臨
み
、
礼
義
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
こ
れ
を

化
し
、
法
正
を
起
し
以
て
こ
れ
を
治
め
、
刑
罰
を
重
く
し

て
以
て
こ
れ
を
禁
じ
、
天
下
を
し
て
み
な
治
に
出
で
、
善

に
合
せ
し
む
る
な
り
。
こ
れ
聖
王
の
治
に
し
て
礼
義
の
化

な
り
。
今
、
当
試
み
に
、
君
上
の
勢
を
去
り
、
礼
義
の
化

を
無
み
し
、
法
正
の
治
を
去
り
、
刑
罰
の
禁
を
無
み
し
、

た

ま

じ

わ

筒
ち
て
天
下
喚
人
の
相
與
る
を
観
ん
か
。
か
く
の
ご
と
く

ん
ば
川
ち
か
の
彊
き
も
の
、
弱
を
害
し
て
こ
れ
を
奪
い
、

衆
き
も
の
、
寡
を
暴
し
て
こ
れ
を
識
き
、
天
下
の
惇
乱
し

て
相
亡
び
ん
こ
と
、
頃
も
待
た
ず
。
こ
れ
を
用
て
こ
れ
を

観
れ
ば
、
然
ら
ば
則
ち
人
の
性
、
悪
な
る
こ
と
明
ら
か
な

り
。
そ
の
善
な
る
も
の
、
偽
な
り
。
：
…
・
ゆ
え
に
嚥
括
の

生
ず
る
は
、
拘
木
の
為
な
り
。
繩
墨
の
起
こ
る
は
、
不
直

の
為
な
り
。
君
上
を
立
て
、
礼
義
を
明
ら
か
に
す
る
は
、

性
悪
な
る
が
為
な
り
。
．
…
：
直
木
、
躍
括
を
待
た
ず
し
て

直
な
る
は
、
そ
の
性
直
な
れ
ば
な
り
．
拘
木
、
必
将
ず
嘆

括
蕪
矯
を
待
ち
て
、
然
る
後
に
直
な
る
は
、
そ
の
性
、
直

か

な

ら

な
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。
今
、
人
の
性
悪
な
れ
ば
、
必
将

ず
聖
王
の
治
・
礼
義
の
化
を
待
ち
て
、
然
る
後
み
な
治
よ

り
出
で
て
善
に
合
す
る
な
り
。

そ
も
そ
も
古
今
を
問
わ
ず
、
天
下
に
善
と
い
わ
れ
て
い
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る
も
の
は
、
「
正
理
平
治
」
で
あ
る
。
悪
と
い
わ
れ
て
い
る

も
の
は
、
「
偏
険
惇
乱
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
善
と
悪
と
の
区

分
で
あ
る
。
さ
て
、
か
り
に
人
の
性
が
、
も
と
も
と
「
正

理
平
泊
」
だ
と
し
よ
う
か
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
し

て
聖
王
を
必
要
と
し
よ
う
か
。
ど
う
し
て
礼
義
を
必
要
と

し
よ
う
か
。
：
・
・
・
・
人
の
性
は
、
悪
で
あ
る
。
だ
か
ら
古
え
、

聖
人
は
、
人
の
性
が
悪
で
あ
る
か
ら
、
侃
険
に
し
て
正
か

ら
ず
、
惇
乱
に
し
て
摘
ら
ず
と
考
え
、
ゆ
え
に
こ
う
し
た

理
由
か
ら
君
主
の
「
勢
」
を
立
て
て
人
に
臨
み
、
礼
義
を

明
ら
か
に
し
て
人
を
「
化
」
し
、
正
し
い
法
を
起
し
て
人

を
冷
め
、
刑
罰
を
重
く
し
て
人
を
取
締
り
、
天
下
が
治
ま

り
、
善
に
合
致
せ
し
め
た
。
こ
れ
が
聖
王
に
よ
る
統
治
、

礼
義
の
「
化
」
す
る
は
た
ら
き
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
、

か
り
に
、
君
主
の
「
勢
」
を
去
り
、
礼
義
の
「
化
」
の
は

た
ら
き
を
無
く
し
、
正
し
い
法
に
よ
る
支
配
を
去
り
、
刑

罰
に
よ
る
禁
止
を
無
く
し
、
そ
の
う
え
で
、
天
下
の
人
々

の
互
い
に
関
係
す
る
さ
ま
を
観
察
す
る
と
し
よ
う
。
そ
う

す
る
と
、
強
い
も
の
た
ち
が
弱
い
も
の
た
ち
を
迫
害
・
強

奪
し
、
多
数
者
が
少
数
者
に
暴
力
を
ふ
る
っ
て
引
き
裂
き
、

天
下
は
あ
っ
と
い
う
間
に
大
混
乱
に
陥
っ
て
壊
滅
す
る
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
人
の
性
の
悪
な
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
善
な
る
も
の
は
、
「
偽
」
、
後
天
的
矯
正

に
よ
る
の
で
あ
る
。
…
…
だ
か
ら
た
め
木
が
生
ま
れ
た
の

は
、
曲
が
っ
た
木
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
縄
墨
が
起
こ
っ
た

の
は
、
も
の
が
ま
っ
す
ぐ
で
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
君
主

を
立
て
、
礼
義
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
人
の
性
が
悪
で

あ
っ
た
か
ら
だ
。
…
…
ま
っ
す
ぐ
な
木
が
た
め
木
を
必
要

と
せ
ず
、
ま
っ
す
ぐ
な
の
は
、
そ
の
性
が
ま
っ
す
ぐ
で
あ
っ

た
か
ら
だ
。
曲
が
っ
た
木
が
、
た
め
木
に
あ
て
た
り
、
蒸

気
に
あ
て
た
り
し
て
、
や
っ
と
ま
つ
す
ぐ
に
な
る
の
は
、

そ
の
性
が
ま
っ
す
ぐ
で
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
今
、
人
の
性

が
悪
だ
か
ら
、
聖
王
に
よ
る
統
治
・
礼
義
の
「
化
」
の
は

た
ら
き
を
待
っ
て
、
そ
の
後
や
っ
と
治
か
ら
出
発
し
て
善

に
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
名
詞
と
し
て
の
「
化
」
は
、
「
聖
王
之
治
而
礼
義
之

化
」
、
「
帥
法
之
化
・
礼
義
之
道
」
、
「
無
礼
義
之
化
、
去
法
正
之

治
」
と
あ
る
の
だ
が
、
「
礼
義
の
『
化
』
す
る
は
た
ら
き
」
、
「
師

法
の
『
化
』
す
る
は
た
ら
き
」
と
訳
さ
れ
よ
う
。
「
礼
義
・
師
法

が
Ａ
を
『
化
』
し
て
Ｂ
に
す
る
」
、
す
な
わ
ち
他
動
詞
と
し
て
の

「
化
」
、
「
莊
子
」
で
言
え
ば
「
斉
民
を
『
化
』
す
」
、
「
わ
が
左
臂

を
『
化
』
し
て
鶏
に
す
る
」
と
あ
る
「
化
」
、
の
名
詞
化
と
し
て

理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
簡
単
に
「
荷
子
」
に
お
け
る
名
詞
と
し
て
の
「
化
」

を
み
て
き
た
が
、
そ
こ
で
は

（
二
自
動
詞
の
名
詞
化
、
「
〜
の
『
化
』
し
た
も
の
、
す
が

た
・
か
た
ち
を
と
っ
た
も
の
」

（
二
）
他
動
訓
の
衞
詞
化
、
す
な
わ
ち
「
〜
の
『
化
』
す
る

は
た
ら
き
」

と
い
う
区
別
が
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
こ
こ
で
「
礼
義
之
化
」
、
「
師
法
之
化
」
、
「
〜
の
『
化
』

す
る
は
た
ら
き
」
と
い
う
用
例
に
お
い
て
、
は
た
ら
き
か
け
る

対
象
と
は
何
な
の
か
、
「
礼
義
」
・
「
帥
法
」
は
何
を
「
化
」
す
る

の
か
、
が
当
然
に
も
問
題
に
な
ろ
う
。
か
く
て
、
わ
れ
わ
れ
は

以
下
に
お
い
て
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
化
」
の
例
を
分
析

す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
化
」
を
他
動
詞
と
し
て
川
い
ら
れ
る
例
を
性
悪
篇
に
み
て
み

よ
う
。
（
Ⅱ
本
語
訳
は
省
略
）

古
者
聖
王
以
人
之
性
悪
、
以
為
偏
険
而
不
正
、
悴
乱
而

不
治
、
是
以
為
之
起
礼
義
制
法
度
、
以
矯
飾
人
之
情
性
而

正
之
、
以
擾
化
人
之
情
性
巾
導
之
也
。

古
者
、
聖
王
、
人
の
性
、
悪
な
る
に
よ
り
、
以
て
偏
険

に
し
て
正
し
か
ら
ず
、
惇
乱
に
し
て
治
ま
ら
ず
と
な
し
、

こ
こ
を
以
て
こ
れ
が
た
め
に
礼
義
を
起
こ
し
法
度
を
制
し

以
て
人
の
情
性
を
矯
飾
し
て
こ
れ
を
正
し
、
以
て
人
の
惰

性
を
擾
化
し
て
こ
れ
を
導
く
な
り
。

故
聖
人
化
性
而
起
偽
。
偽
起
而
生
礼
義
。
礼
義
生
而
制

法
度
。
然
川
礼
義
法
度
者
、
是
聖
人
之
所
生
也
。
故
聖
人

之
所
以
同
而
不
過
於
衆
者
性
也
。
所
以
異
而
過
於
衆
者
偽

也
。
夫
好
利
而
欲
得
者
、
此
人
之
情
性
也
。
…
…
且
順
惰

性
好
利
而
欲
得
、
若
是
則
兄
弟
机
柳
奪
美
。
Ｈ
化
礼
義
之

文
理
、
若
是
川
讓
乎
剛
人
美
。
故
順
惰
性
、
川
弟
兄
争
美
、

化
礼
義
、
則
讓
平
国
人
美
。

ゆ
え
に
聖
人
、
性
を
化
し
、
偽
を
起
こ
す
。
偽
、
起
こ

り
て
、
礼
義
を
生
ず
。
礼
義
、
生
じ
て
、
法
度
を
制
す
。

然
ら
ば
則
ち
礼
義
法
度
な
る
も
の
、
こ
れ
聖
人
の
生
ず
る

所
な
り
。
ゆ
え
に
聖
人
の
衆
に
同
じ
く
し
て
過
ぎ
ざ
る
所

以
の
も
の
、
性
な
り
。
衆
異
な
り
て
過
ぐ
る
所
以
の
も
の
、

偽
な
り
。
そ
れ
、
利
を
好
み
て
得
ん
こ
と
を
欲
す
る
も
の
、

こ
れ
、
人
の
惰
性
な
り
。
…
…
ま
さ
に
惰
性
に
順
い
て
利

を
好
み
得
を
欲
せ
ん
と
す
る
か
、
か
く
の
ご
と
け
れ
ば
則

ち
兄
弟
相
い
柳
奪
せ
ん
。
ま
さ
に
礼
義
の
文
理
に
化
さ
ん
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と
す
る
か
、
か
く
の
ご
と
け
れ
ば
則
ち
国
人
に
も
譲
ら
ん
。

ゆ
え
に
惰
性
に
順
わ
ば
、
弟
兄
も
争
い
、
礼
義
に
化
さ
ば
、

田
人
に
も
譲
ら
ん
。

ゆ
え
に
古
者
、
聖
人
、
人
の
性
、
悪
な
る
に
以
り
て
、

お

も

偏
険
に
し
て
正
か
ら
ず
、
惇
乱
に
し
て
治
ら
ず
と
以
為
い
、

ゆ
え
に
こ
れ
が
た
め
に
君
上
の
勢
を
立
て
て
以
て
こ
れ
に

臨
み
、
礼
義
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
こ
れ
を
化
し
、
法
正

を
起
し
以
て
こ
れ
を
治
め
、
刑
罰
を
重
く
し
て
以
て
こ
れ

を
禁
じ
、
天
下
を
し
て
み
な
論
に
川
で
、
善
に
合
せ
し
む

る
な
り
。

、
１

エ
ー

、
恥
″
４
０

故
古
者
、
聖
人
以
人
之
性
悪
、
以
為
偏
険
而
不
正
、
悴

乱
而
不
治
、
故
為
之
立
君
上
之
勢
以
臨
之
、
明
礼
義
以
化

之
、
起
法
正
以
治
之
、
重
刑
罰
以
禁
之
、
使
天
下
皆
川
於

凡
所
貴
尭
禺
君
子
者
、
能
化
性
、
能
起
偽
、
偽
起
而
生

礼
義
。お

よ
そ
尭
禺
君
子
を
貴
ぶ
所
の
も
の
、
よ
く
性
を
化
し
、

合
於
善
也
。

偽
を
起
こ
し
、
偽
、
起
こ
り
て
礼
義
を
生
ず
れ
ば
な
り
。

こ
れ
ら
の
箇
所
で
は
、
「
以
擾
化
（
擾
は
馴
）
人
之
惰
性
而
導

之
也
」
、
「
聖
人
化
性
而
起
偽
」
、
「
明
礼
義
以
化
之
」
「
能
化

性
」
、
と
あ
る
よ
う
に
「
礼
義
」
あ
る
い
は
「
師
法
」
の
「
化
」

す
る
対
象
は
、
正
名
篇
に
（
日
本
語
訳
は
省
略
し
た
）

生
之
所
以
然
者
、
謂
之
性
。
生
之
和
所
生
、
精
合
感
応
、

不
事
而
自
然
、
謂
之
性
。
性
之
好
悪
喜
怒
哀
楽
、
謂
之
情
。

生
の
然
る
所
以
の
も
の
、
こ
れ
を
性
と
調
う
。
生
の
和

の
生
ず
る
所
、
精
合
感
応
し
て
、
事
と
せ
ず
し
て
自
然
、

こ
れ
を
性
と
謂
う
。
性
の
好
悪
喜
怒
哀
楽
、
こ
れ
を
情
と

玉
覗
、
７
。

と
あ
る
、
人
の
内
な
る
「
惰
性
」
、
「
性
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
「
性
を
『
化
』
す
る
」
と
し
て
「
化
」
が
他
動
詞
と
し

て
用
い
ら
れ
る
捕
例
を
文
献
学
的
に
や
や
川
題
も
あ
る
性
悪
篇

に
み
て
き
た
が
、
同
様
の
例
は
、
「
筍
子
」
の
中
心
的
な
篇
の
一

つ
で
あ
る
儒
効
篇
に
も
み
ら
れ
る
（
日
本
語
訳
は
省
略
し
た
）
。

有
師
法
者
人
之
大
宝
也
。
無
師
法
者
人
之
大
映
也
。
人

無
師
法
則
隆
性
美
。
有
師
法
則
隆
積
美
。
而
師
法
者
所
得

乎
積
、
非
所
受
乎
性
。
性
不
足
以
独
立
而
治
、
性
也
者
吾

所
不
能
為
也
、
然
而
可
化
也
。
積
也
者
、
非
吾
所
有
也
、



｢ｲif」にみえる「化」について39

師
法
あ
る
は
、
人
の
大
宝
な
り
。
師
法
な
き
は
、
人
の

た

つ

と

大
映
な
り
。
人
に
師
法
な
け
れ
ば
、
性
を
降
ぶ
。
帥
法
あ

た

つ

と

れ
ば
、
積
を
隆
ぶ
。
而
う
し
て
帥
法
な
る
も
の
、
積
に
得

る
所
に
し
て
、
性
に
受
く
る
所
に
非
ず
。
性
、
以
て
独
立

し
て
治
む
る
に
足
ら
ず
。
性
な
る
も
の
、
わ
が
な
す
あ
た

わ
ざ
る
所
な
る
も
、
然
り
巾
う
し
て
化
す
べ
き
な
り
。
積

な
る
も
の
、
わ
れ
に
有
る
所
に
非
ざ
る
も
、
然
り
而
う
し

て
な
す
べ
き
な
り
。
注
錯
習
俗
は
性
を
化
す
る
所
以
な
り
。

井
一
に
し
て
不
二
な
る
は
、
積
を
成
す
所
以
な
り
。

こ
こ
で
は
、
「
注
錯
習
俗
」
、
す
な
わ
ち
「
日
浦
の
挙
動
、
行

為
と
そ
の
集
枝
と
し
て
の
風
硲
習
悩
」
が
「
性
」
を
「
化
」
す

る
と
さ
れ
て
い
て
、
や
は
り
「
化
」
さ
れ
る
対
象
は
「
『
自
然
』

と
し
て
私
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
に
も
か
か
わ
ら

ず
私
に
内
な
る
性
」
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
性
」
と
の
関
係
に

お
い
て
「
注
錨
習
俗
」
が
「
礼
義
」
と
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と

は
、
「
礼
」
の
根
拠
付
け
の
問
題
と
も
関
連
し
て
注
Ｈ
さ
れ
よ

０
うは

な
お
、
「
化
」
が
自
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
、
受
動

然
而
可
為
也
。
注
錯
習
俗
所
以
化
性
也
。
井
一
・
叩
不
二
、

所
以
成
積
也
。

態
と
し
て
訳
さ
れ
る
べ
き
例
は
、
「
荷
子
」
に
も
ま
た
み
ら
れ
る

の
で
参
考
の
た
め
、
以
下
に
そ
う
し
た
例
を
挙
げ
て
お
く
。

自
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
以
下
に
挙
げ
よ
う
。

其
臣
下
・
百
吏
、
汗
者
皆
化
而
脩
、
桿
者
皆
化
而
悪
、

躁
者
皆
化
而
惑
、
是
明
主
之
功
巳
。
（
富
岡
篇
）

故
民
帰
之
如
流
水
、
所
存
者
神
、
所
爲
者
化
。
暴
桿
勇

力
之
属
爲
之
化
而
悪
、
秀
牌
曲
私
之
属
爲
之
化
而
公
、
滑

糺
収
練
之
屈
鯛
之
化
而
調
。
夫
是
之
謂
大
化
至
一
・
（
議
兵

埜
扁
） そ

の
匝
下
・
百
吏
の
う
ち
、
心
の
汚
れ
た
も
の
も
「
化
」

し
て
正
し
く
な
り
、
乱
暴
な
も
の
も
「
化
」
し
て
す
な
お

に
な
り
、
ず
る
が
し
こ
い
も
の
も
「
化
」
し
て
誠
実
に
な

る
、
こ
れ
こ
そ
が
明
主
の
功
絞
で
あ
る
。

そ
の
臣
下
・
百
吏
、
汗
な
る
も
の
、
み
な
化
し
て
脩
ま

り
、
惇
な
る
も
の
、
み
な
化
し
て
悪
慧
、
こ
れ
明
主
の
功

の
み
。ゆ

え
に
民
の
こ
れ
に
帰
す
る
こ
と
流
水
の
ご
と
く
、
存
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ゆ
え
に
民
は
水
の
流
れ
る
が
ご
と
く
君
主
に
帰
服
し
、

こ
う
し
た
君
主
の
い
る
国
は
よ
く
お
さ
ま
り
、
そ
の
民
は

「
化
」
す
。
荒
々
し
く
乱
暴
な
も
の
ど
も
も
「
化
」
し
て
誠

実
に
、
ね
じ
け
て
利
己
的
な
も
の
ど
も
も
「
化
」
し
て
公

止
に
、
せ
っ
か
ち
で
人
に
逆
ら
う
も
の
ど
も
も
「
化
」
し

て
協
調
的
に
な
る
。
こ
れ
を
ば
「
大
化
至
一
」
と
い
う
の

だ

。

受
動
態
に
訳
さ
れ
る
例
を
次
に
挙
げ
よ
う
（
Ⅱ
本
語
訳
は
省

略
し
た
）
。於

是
有
能
化
善
修
身
正
行
、
積
礼
義
尊
道
徳
、
百
姓
莫

不
貴
敬
莫
不
親
誉
。
（
議
兵
篇
）

す
る
所
も
の
、
神
、
為
む
る
所
の
も
の
、
化
。
暴
忰
勇
力

の
属
、
こ
れ
が
た
め
に
化
し
て
悪
、
秀
牌
Ⅲ
私
の
属
、
こ

れ
が
た
め
に
化
し
て
公
、
滑
糺
収
線
の
届
、
こ
れ
が
た
め

に
化
し
て
調
。
そ
れ
こ
れ
を
大
化
至
一
と
謂
う
。

こ
こ
に
お
い
て
よ
く
善
に
化
し
、
身
を
修
め
、
行
を
正

し
く
し
、
礼
義
を
積
み
道
徳
を
尊
ぶ
こ
と
あ
れ
ば
、
百
姓
、

貴
敬
せ
ざ
る
な
く
、
親
誉
せ
ざ
る
な
し
。

こ
こ
に
お
い
て
、
以
上
み
て
き
た
「
化
」
の
用
例
か
ら
帰
納

さ
れ
る
そ
の
意
味
と
不
筍
篇
、
正
名
篇
に
み
ら
れ
た
「
化
」
の

定
義
と
の
関
連
を
み
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

正
名
篇
は

状
変
而
実
無
別
而
為
異
者
、
謂
之
化
。

且
順
惰
性
好
利
而
欲
得
、
若
是
則
兄
弟
相
挑
奪
美
。

化
礼
義
之
文
理
、
若
是
則
讓
平
国
人
美
。
故
順
惰
性
、

弟
兄
争
美
、
化
礼
義
、
則
讓
平
国
人
美
。
（
性
悪
篇
）

状
、
性
の
現
象
形
態
、
あ
り
さ
ま
は
変
わ
っ
た
が
、
実
、

実
体
は
同
じ
で
あ
り
、
し
か
し
、
名
称
に
は
区
別
が
す
る
、

ま
さ
に
惰
性
に
順
い
て
利
を
好
み
得
を
欲
せ
ん
と
す
る

か
、
か
く
の
ご
と
け
れ
ば
則
ち
兄
弟
相
い
沸
奪
せ
ん
。
ま

さ
に
礼
義
の
文
理
に
化
さ
ん
と
す
る
か
、
か
く
の
ご
と
け

れ
ば
則
ち
国
人
に
も
譲
ら
ん
。
ゆ
え
に
情
性
に
順
わ
ば
、

弟
兄
も
争
い
、
礼
義
に
化
さ
ば
、
国
人
に
も
譲
ら
ん
。

状
変
じ
て
、
実
に
別
な
く
し
て
、
異
を
な
す
も
の
、
こ

れ
を
化
と
謂
う
。

則且
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こ
れ
を
「
化
」
と
い
う
。

と
す
る
。
「
性
」
を
「
化
」
す
、
と
い
う
こ
と
は
、
実
体
と
し
て

の
「
性
」
を
「
か
え
る
」
と
い
う
の
で
は
な
い
。
「
性
」
の
状
、

あ
り
さ
ま
、
現
象
形
態
が
「
か
わ
る
」
の
で
あ
る
。
具
体
的
に

言
え
ば
、
社
会
に
お
い
て
「
偏
険
倖
乱
」
を
引
き
起
こ
す
状
か

ら
、
「
正
理
平
泊
」
を
も
た
ら
す
状
へ
、
「
性
」
の
「
状
」
を
「
か

え
る
」
、
そ
れ
が
「
性
」
を
「
化
」
す
、
と
う
行
為
な
の
で
あ

次
に
、
「
化
」
に
よ
っ
て
そ
の
現
象
形
態
が
「
か
わ
っ
た
」
と

き
、
そ
の
「
か
わ
り
」
が
不
可
逆
的
な
「
か
わ
り
」
な
の
か
、

が
問
題
と
な
ろ
う
。

不
筍
篇
は

長
遷
而
不
反
其
初
、
則
化
美
。

る
0

長
期
間
遷
っ
て
最
初
の
状
態
に
も
は
や
戻
ら
な
い
と
す

れ
ば
、
「
化
」
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。

と
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
「
化
」
と
は
「
も
う
も
と

に
戻
ら
な
い
か
わ
り
」
、
不
可
逆
的
な
「
か
わ
り
」
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
興
味
深
い
の
は
、
す
で
に
み

長
遷
し
て
そ
の
初
め
に
反
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
化
す
。

た
性
悪
篇
の
「
化
」
に
か
か
わ
る
比
喰
と
し
て
、
以
下
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
７
。

故
拘
木
必
将
待
艇
括
蒸
矯
然
後
直
。
鈍
金
必
将
侍
磐

属
、
然
後
利
。

喋
括
之
生
、
為
拘
木
也
。
繩
墨
之
起
、
為
不
直
也
。
立

君
上
、
川
礼
義
、
為
性
悠
也
。
…
…
値
木
不
待
躍
括
而
直

者
、
其
性
直
也
。
拘
木
必
将
待
嘆
括
蒸
矯
然
後
直
者
、
以

其
性
不
直
也
。

ゆ
え
に
曲
が
っ
た
木
は
、
か
な
ら
ず
や
た
め
木
や
蒸
し

器
に
あ
て
て
、
そ
の
後
ま
つ
す
ぐ
に
な
る
。
切
れ
味
の
鈍

い
刃
物
は
、
か
な
ら
ず
や
砥
石
に
あ
て
て
、
そ
の
後
鋭
く

な
る
。 ゆ

え
に
拘
木
、
必
将
ず
腿
括
蒸
矯
を
待
ち
、
然
る
後
面

し
。
鈍
金
必
将
ず
磐
属
を
待
ち
、
然
る
後
利
し
。

曜
括
の
生
ず
る
は
、
拘
木
の
為
な
り
。
純
墨
の
起
こ
る

は
、
不
直
の
為
な
り
。
君
上
を
立
て
、
礼
義
を
明
ら
か
に

す
る
は
、
性
悪
な
る
が
為
な
り
。
…
…
直
木
、
環
括
を
侍
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た
め
木
が
生
ま
れ
た
の
は
、
川
が
っ
た
木
が
あ
っ
た
か

ら
だ
。
純
墨
が
起
こ
っ
た
の
は
、
も
の
が
ま
っ
す
ぐ
で
な

か
っ
た
か
ら
だ
。
君
主
を
立
て
、
礼
義
を
明
ら
か
に
し
た

の
は
、
人
の
性
が
悪
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
．
…
・
・
ま
っ
す
ぐ

な
木
が
た
め
木
を
な
し
に
、
ま
っ
す
ぐ
な
の
は
、
そ
の
性

が
ま
っ
す
ぐ
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
曲
が
っ
た
木
が
、
た
め

木
に
あ
て
た
り
、
蒸
気
に
あ
て
た
り
し
て
、
や
っ
と
ま
つ

す
ぐ
に
な
る
の
は
、
そ
の
性
が
ま
っ
す
ぐ
で
な
か
っ
た
か

ら

だ

。

こ
こ
で
「
牲
」
を
「
化
」
す
る
こ
と
が
、
曲
が
っ
た
木
を
ま
っ

す
ぐ
に
し
、
切
れ
味
の
悪
い
刃
物
を
鋭
利
な
刃
物
に
す
る
こ
と

に
職
え
ら
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
性
悪
篇

に
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
比
職
が
「
筍
子
」
勧
学
篇
冒
頭
に
み
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

青
取
之
於
藍
而
青
於
藍
、
伽
、
水
為
之
而
寒
於
水
。
木

簡
中
細
、
韓
以
為
輪
、
其
川
中
規
。
雌
有
柚
暴
、
不
復
挺

者
、
卿
使
之
然
也
。
故
木
受
縄
川
面
、
金
就
砺
則
利
。

た
ず
し
て
直
な
る
は
、
そ
の
性
直
な
れ
ば
な
り
．
拘
木
、

必
将
ず
嶬
括
蕪
矯
を
侍
ち
て
、
然
る
後
に
直
な
る
は
、
そ

の
性
、
直
な
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。

青
は
、
藍
か
ら
取
っ
て
藍
よ
り
青
く
、
沐
は
水
か
ら
つ

く
る
が
水
よ
り
冷
た
い
。
木
が
ま
っ
す
ぐ
で
墨
縄
に
ぴ
っ

た
り
あ
た
っ
て
い
て
も
、
、
僥
め
て
輪
に
す
れ
ば
、
ぴ
っ
た

り
ぶ
ん
ま
わ
し
に
も
あ
た
る
カ
ー
ブ
に
な
る
。
そ
の
木
が

乾
燥
し
て
も
、
も
う
も
と
に
戻
ら
な
い
の
は
、
僥
め
た
る

こ
と
が
そ
う
さ
せ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
木
は
墨
縄
に
当
て

ら
れ
れ
ば
ま
つ
す
ぐ
に
な
り
、
刃
物
は
、
砺
に
就
け
ば
、

鋭
利
に
な
る
。

こ
こ
で
も
ま
た
「
曲
げ
ら
れ
た
木
は
再
び
も
と
に
戻
ら
な
い
」

と
し
て
「
か
わ
っ
た
」
あ
と
の
不
可
逆
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
比
嚥
と
の
関
連
、
ま
た
不
荷
篇
に
み
ら
れ
る
定

義
か
ら
み
る
と
き
、
ひ
と
た
び
「
礼
義
」
・
「
師
法
」
に
よ
っ
て

青
は
、
こ
れ
を
藍
よ
り
取
り
て
藍
よ
り
青
く
、
沐
、
水

こ
れ
を
為
せ
ど
も
水
よ
り
寒
し
。
木
直
き
こ
と
縄
に
中
る

も
、
軽
め
て
以
て
輪
と
為
さ
ば
、
そ
の
曲
る
こ
と
規
に
中

る
。
槁
暴
あ
り
と
い
え
ど
も
、
ま
た
挺
び
ざ
る
は
、
糠
む

る
こ
と
こ
れ
を
し
て
然
ら
し
む
る
な
り
。
ゆ
え
に
木
、
繩

を
受
く
れ
ば
、
則
ち
直
ぐ
、
金
、
砺
に
就
け
ば
、
則
ち
利

‐
‐
）
０
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「
化
」
さ
れ
た
「
性
」
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
「
性
の
状
」
は
、

も
は
や
ふ
た
た
び
も
と
に
戻
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
礼
義
」
・
「
帥
法
」
に
よ
っ
て
「
化
」
さ
れ
る
以
前
の
「
性
」

が
、
他
者
の
川
質
の
「
性
」
と
か
か
わ
っ
て
形
成
す
る
「
侃
険

惇
乱
」
の
世
界
、
「
化
」
さ
れ
た
以
後
の
「
性
」
が
形
成
す
る
「
正

理
平
治
」
の
世
界
、
こ
の
二
つ
の
世
界
は
ま
っ
た
く
関
係
を
持

た
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
化
」
さ
れ
た
の
ち
の
「
性
」

が
、
そ
れ
以
前
の
『
性
」
に
立
ち
戻
ら
な
い
以
上
、
「
正
理
平
沽
」

の
世
界
は
、
も
は
や
「
偏
険
惇
乱
」
の
世
界
へ
は
戻
ら
な
い
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ひ
と
た
び
「
正
理
平
治
」
の
世
界
が

実
現
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
も
と
に
戻
そ
う
と
す
る
「
力
」
は
も

は
や
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
も
と
に
戻
ろ
う
と
す

る
「
力
」
を
抑
圧
す
る
「
力
」
も
ま
た
必
要
な
い
の
で
あ
る
。

「
化
」
せ
ら
れ
た
後
の
世
界
は
、
「
力
」
と
「
力
」
が
対
立
し
、

拮
抗
す
る
力
動
的
な
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
世
界
で
は
な
い
。
対

立
と
葛
藤
の
な
い
、
静
的
な
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
、
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

〔

訳

注

〕

（
１
）
「
荷
子
」
耆
中
の
性
悪
篇
の
位
置
の
不
安
定
さ
に
つ
い
て

は
、
金
谷
治
「
筍
子
の
文
献
学
的
研
究
」
（
「
日
本
学
士
院
紀

ま

と

め

こ
れ
ま
で
の
考
察
の
結
果
は
次
の
二
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

（
二
「
化
」
な
る
「
か
わ
り
」
に
お
い
て
、
「
莊
子
」
で
は
「
か

わ
る
」
以
前
の
「
物
」
と
「
か
わ
る
」
以
後
の
「
物
」
と
の
間

に
ま
つ
た
き
の
断
絶
が
あ
る
。
「
筍
子
」
で
は
「
か
わ
る
」
以
前

の
「
物
の
状
」
と
「
か
わ
る
」
以
後
の
「
物
の
状
」
と
の
間
に

ま
つ
た
き
の
断
絶
が
あ
る
。

（
二
）
「
化
」
と
い
う
「
か
わ
り
」
に
お
い
て
、
「
か
わ
り
」
は

不
可
逆
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
「
か
わ
っ
た
」
ら
も
は
や
も
と
に

戻
ら
な
い
。

か
く
て
、
「
化
」
の
概
念
が
、
「
性
」
に
適
応
さ
れ
た
と
き
、

「
性
」
が
「
化
」
さ
れ
る
以
前
の
肚
界
と
「
化
」
さ
れ
た
以
後
の

世
界
と
の
ま
つ
た
き
の
断
絶
と
「
化
」
さ
れ
た
以
後
の
仙
界
の

不
可
逆
的
永
続
が
観
念
さ
れ
る
。
「
性
の
状
」
が
「
化
」
さ
れ
た

以
上
、
そ
し
て
も
は
や
も
と
の
「
状
」
に
戻
ら
な
い
と
さ
れ
た

以
上
、
「
化
」
さ
れ
た
以
後
の
「
性
の
状
」
が
関
係
を
取
り
結
ぶ

世
界
は
、
対
立
と
葛
藤
の
な
い
、
静
的
な
、
権
力
の
問
題
の
生

じ
な
い
世
界
な
の
で
あ
る
。

要
九
の
一
一
九
五
一
年
）
を
参
蝿
さ
れ
た
い
。
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献

本
稿
の
訓
読
・
現
代
Ⅱ
本
譜
訳
に
つ
い
て
は
以
下
の
書
を
参
服
し

た
。

「
莊
子
」
金
谷
泊
器
波
文
庫

「
荷
子
」
金
谷
梢
全
釈
漢
文
大
系
集
英
社
「
老
子
」
小

川
環
樹
「
世
界
の
名
著
」
中
央
公
論
社

さ
て
、
「
化
」
を
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と

き
、
「
韓
非
子
」
に
お
い
て
「
化
」
が
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は

同
然
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
韓
非
子
」
に
お
い
て
、
現
実
の

世
界
は
、
す
で
に
し
て
対
立
と
葛
藤
を
は
ら
み
、
「
平
和
」
は
不

断
の
権
力
の
抑
圧
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
保
た
れ
る
、
と
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。


