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中
国
の
古
典
籍
、
い
わ
ゆ
る
漢
籍
の
中
に
は
非
常
に
多
く
の
注
釈
書
が
あ
る
。
と
く
に
思
想
史
の
中
心
的
対
象
た
る
経
書
・
先
奏
諸
子

書
に
お
い
て
は
、
原
典
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
、
大
半
は
注
釈
で
あ
る
。
注
釈
を
抜
き
に
し
て
中
国
思
想
史
研
究
を
行
う
こ
と
な
ど
、
ほ
と

ん
ど
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
は
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
常
識
で
あ
る
が
、
今
一
度
こ
こ
で
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と

は
、
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

　
注
釈
の
存
在
価
値
の
第
一
は
、
勿
論
原
典
を
読
む
た
め
の
工
具
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
が
そ
の
価
値
は
、
決
し
て
そ
れ
だ
け
に
止
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
注
釈
書
は
注
釈
書
と
し
て
の
独
自
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
典
と
の
格
闘
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
注
釈

家
の
思
想
的
営
為
の
　
を
示
す
哲
学
書
と
し
て
の
性
格
も
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
来
我
々
は
、
そ
の
　
面
を
つ
い
閑
却
に
附
し
て
き

て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
般
的
に
言
っ
て
、
中
国
の
思
想
家
は
、
別
個
に
論
説
を
著
し
て
自
己
の
思
想
を
正
面
か
ら
主
張
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。

大
抵
は
経
書
や
老
荘
等
の
古
典
の
注
釈
と
い
う
形
式
を
通
し
て
自
ら
の
思
想
を
述
べ
よ
う
と
す
る
。
経
書
の
権
威
が
定
ま
っ
た
無
代
以
後

は
と
く
に
そ
う
で
あ
る
。
中
国
思
想
史
上
の
最
大
の
体
系
的
思
想
家
た
る
か
の
朱
子
に
し
て
も
、
最
近
は
語
類
や
文
集
の
研
究
が
主
流
で

あ
る
が
、
彼
自
身
が
溶
け
に
世
に
間
う
た
の
は
や
は
り
『
四
書
集
注
』
『
詩
集
伝
』
と
い
っ
た
経
書
の
注
釈
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
近
世
に



　
　
お
い
て
最
も
よ
く
読
ま
れ
、
知
識
人
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
『
四
書
集
注
』
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

　
　
真
理
は
経
書
を
中
核
と
す
る
古
典
の
中
に
す
で
に
完
全
に
備
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
っ
た
。
思
想
家
の
任

　
務
は
し
た
が
っ
て
、
新
た
な
真
理
を
提
出
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
古
典
の
真
理
を
閾
明
し
祖
述
す
る
こ
と
に
こ
そ
在
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

　
　
ま
ず
古
典
を
正
し
く
読
む
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
相
手
は
古
代
の
言
語
で
あ
る
。
い
き
な
り
正
確
な
解
釈
を
得

　
　
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
そ
こ
に
階
梯
、
す
な
わ
ち
先
達
の
注
釈
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
故
に
、
諸
々
の
先
人
の
注
釈
を

　
学
ぶ
こ
と
が
思
想
家
の
第
一
の
仕
事
と
な
る
。
（
そ
れ
は
ま
た
、
独
自
の
思
索
よ
り
も
先
聖
の
道
を
学
ぶ
こ
と
を
優
先
す
る
儒
教
の
伝
統

　
　
的
学
問
観
に
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
）

　
　
　
こ
こ
に
お
い
て
思
想
家
の
前
途
は
い
く
つ
か
の
道
に
分
れ
る
。
そ
の
一
は
、
一
つ
の
注
釈
を
墨
守
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
単

　
　
な
る
知
識
人
あ
る
い
は
学
者
に
す
ぎ
ず
、
思
想
家
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
彼
に
残
さ
れ
た
仕
事
は
そ
の
注
を
よ
り
精
密

　
　
に
し
て
い
く
こ
と
、
具
体
的
に
は
注
に
対
す
る
疏
を
作
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
注
の
矛
盾
を
円
満
に
解
決
す
る
こ
と
が
唯

　
　
一
の
目
標
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
本
来
の
目
的
で
あ
る
古
典
自
体
は
二
の
次
と
さ
れ
、
代
っ
て
注
釈
が
絶
対
的
権
威
を
有
す
る
。
決
め
ら

　
　
れ
た
枠
組
の
中
味
を
よ
り
精
密
に
充
た
し
て
い
く
こ
と
に
そ
の
全
精
力
が
注
が
れ
る
。
こ
れ
が
思
想
家
と
注
釈
の
第
一
の
関
わ
り
方
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
道
の
第
二
は
、
先
人
の
諸
注
を
取
捨
選
択
し
て
別
の
一
つ
の
注
、
い
わ
ゆ
る
集
解
・
集
注
を
作
製
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
客
観
的

　
　
で
妥
当
な
や
り
方
に
見
え
、
個
人
的
な
思
想
の
介
在
す
る
余
地
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
必
ず
し
も
そ
う
と
は
雪
狙
え
な
い
。
取
捨
の

　
　
際
に
根
本
的
に
主
観
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
自
己
の
思
想
に
都
合
の
よ
い
も
の
ぽ
か
り
を
採
用
す
る
の
で
あ
る
。
注
を

　
　
見
て
読
み
を
決
め
る
の
で
は
な
く
、
予
め
読
み
は
直
観
的
に
決
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
合
せ
て
注
を
取
捨
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ

　
　
の
注
は
、
か
つ
て
の
体
系
・
文
脈
の
中
で
負
っ
て
い
た
意
義
を
失
い
、
新
た
な
体
系
・
文
脈
の
中
で
新
た
な
意
義
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
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@
本
来
の
意
図
は
古
典
の
正
し
い
解
釈
で
あ
る
が
、
実
際
に
成
さ
れ
る
も
の
は
自
己
の
主
観
．
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
架
空
の
古
典
世
界
で
あ
る
。
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こ
れ
が
思
想
家
と
注
釈
の
第
二
の
関
わ
り
方
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
先
行
諸
注
の
い
ず
れ
に
も
あ
き
た
ら
な
く
て
、
全
く
独
自
に
注
釈
を
行
う
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
接
的
に
自
己
の
描
く
古

典
世
界
を
表
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
場
合
に
も
増
し
て
よ
り
主
観
的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
場
合
に

も
、
当
人
の
意
図
は
無
論
古
典
の
正
確
な
解
釈
、
し
か
も
唯
一
無
二
の
解
釈
の
実
現
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
実
質
的
に
は
、
」
極
言
す
れ
ぽ
、

原
典
は
も
は
や
己
が
思
想
を
語
る
た
め
の
媒
介
手
段
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

　
以
上
が
思
想
家
と
注
釈
の
関
わ
り
の
三
種
の
あ
り
方
で
あ
る
。
実
際
に
は
こ
の
三
者
は
互
い
に
混
瀟
し
あ
つ
て
お
り
、
裁
然
と
分
別
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
類
型
的
に
大
別
す
れ
ぽ
一
応
以
上
の
三
種
と
し
て
大
過
な
い
と
思
わ
れ
る
。
伝
統
を
守
る
と
破
る
と

の
違
い
は
あ
れ
ど
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
思
想
家
は
注
釈
を
通
じ
て
自
己
の
思
想
を
形
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
注
釈
を
通
じ
て
思
想
を

形
成
し
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
が
中
国
の
思
想
家
の
基
本
的
あ
り
方
で
あ
り
、
ま
た
中
国
思
想
の
大
き
な
特
車
で
も
あ
る
。
多
く
の
場
合
、

思
想
家
は
華
甲
釈
家
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
現
実
に
注
釈
を
も
の
し
た
思
想
家
の
数
は
限
定
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
残
り
の
大
半
の
老
も
、
顕

在
化
は
し
な
い
も
の
の
同
様
の
作
業
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
古
典
と
の
対
峙
、
そ
れ
を
い
か
に
読
む
か
と
い
う
過
程
を

経
な
い
思
想
形
成
は
あ
り
得
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
へ
の
視
点
を
抜
き
に
し
て
中
国
思
想
の
本
質
を
奪
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
歴
代
の
注
釈
の
中
で
思
想
が
い
か
に
現
れ
て
い
る
か
を
具
体
的
に
み
て
み
た
い
が
、
紙
幅
の
制
限
も
あ

る
の
で
主
と
し
て
上
記
の
第
三
類
の
う
ち
の
代
表
的
な
も
の
に
つ
い
て
叙
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

　
さ
て
、
注
釈
に
見
え
る
具
体
的
な
思
想
を
考
察
す
る
前
に
、
注
釈
の
起
源
と
種
類
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。

　
注
釈
が
い
っ
か
ら
始
ま
っ
た
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
に
近
い
。
原
理
的
に
は
経
籍
の
古
典
化
と
と
も
に
起
こ
っ
た
は
ず
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
書
物
の
形
に
定
着
す
る
の
は
か
な
り
お
く
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
詩
経
』
と
『
書
経
』
の
注
釈
が
最
も
早
く
、
戦



　
　
国
期
に
そ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
伝
」
が
存
在
し
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
詰
る
か
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
。

　
　
『
詩
』
『
書
』
以
外
の
古
典
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
遅
く
、
早
く
と
も
せ
い
ぜ
い
戦
国
末
と
み
る
の
が
無
難
で
あ
る
。
章
雷
雲
は
「
明
解
故
」

　
　
（
『
国
富
論
衡
』
巻
中
）
な
る
論
文
に
お
い
て
、
『
国
語
』
に
「
太
誓
故
」
と
い
う
書
名
が
見
え
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
し
て
、
孔
子
以
前

　
　
に
『
書
』
の
伝
が
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
、
呂
思
勉
「
伝
説
記
」
（
『
燕
石
札
記
』
）
も
ま
た
『
詩
』
『
書
』
に
つ
い
て
同
様
の
説
を
唱
え
て

　
　
い
る
。
あ
る
い
は
彼
ら
の
言
う
と
お
り
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
口
伝
を
書
き
留
め
た
簡
単
な
ノ
ー
ト
の
類
に

　
　
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
『
詩
』
『
書
』
以
外
の
注
釈
も
基
本
的
に
は
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
ま
た
『
漢
書
』
芸
文
志
に

　
　
著
録
さ
れ
る
多
く
の
注
釈
類
も
、
「
解
故
」
や
「
章
句
」
と
い
う
名
称
か
ら
み
て
相
似
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
自
己
の
思
想
を

　
　
も
っ
て
個
人
が
体
系
的
に
注
釈
を
施
す
の
は
、
経
学
が
確
固
た
る
地
位
を
得
た
後
漢
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿

　
　
で
は
後
漢
以
後
の
も
の
を
材
料
と
し
て
取
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
も
っ
と
も
、
そ
れ
以
前
の
注
釈
に
思
想
的
、
体
系
的
注
釈
が
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
中
で
も
『
春
秋
公
羊
伝
』
『
穀
言
伝
』
お

　
　
よ
び
伏
生
『
尚
書
大
伝
』
は
甚
だ
思
想
性
に
富
む
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
思
想
史
上
の
大
き
な
峰
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
純
粋
の
注
釈

　
　
の
範
囲
に
は
入
ら
な
い
が
、
『
周
易
』
繋
辞
伝
と
『
韓
非
子
』
藩
老
・
喩
心
置
篇
お
よ
び
『
韓
詩
外
伝
』
な
ど
も
思
想
史
上
見
落
せ
な
い

　
　
重
要
著
作
で
あ
る
。
以
上
い
ず
れ
も
我
々
が
考
え
る
注
釈
と
は
全
く
異
な
る
、
古
典
を
種
に
し
て
自
己
の
思
想
を
開
陳
す
る
こ
と
を
目
的

　
　
と
し
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
「
伝
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
自
己
の
思
想
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
陳
述
す

　
　
る
よ
り
も
、
古
典
を
媒
介
に
し
て
そ
れ
を
語
る
こ
と
の
ほ
う
を
好
む
の
が
中
国
の
思
想
家
の
傾
向
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ほ
う
が
、

　
　
現
実
的
に
も
有
効
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
後
漢
以
後
は
、
よ
り
本
文
に
忠
実
に
な
り
、
注
釈
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
次
に
、
注
釈
の
種
類
で
あ
る
が
、
哲
学
書
（
四
部
分
類
で
言
う
と
建
部
お
よ
び
子
部
の
書
）
の
場
合
、
一
応
思
想
的
注
釈
と
難
詰
的
注

　
　
釈
に
大
別
さ
れ
よ
う
。
思
想
的
注
釈
と
は
原
典
の
思
想
内
容
を
直
接
的
に
解
釈
す
る
も
の
、
訓
詰
的
注
釈
と
は
思
想
の
解
説
よ
り
も
語
句

21
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の
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実
際
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は
こ
の
両
老
は
混
然
　
体
と
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
必
ず
し
も
戯
然
と
は
分
け
ら
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@
れ
な
い
が
、
そ
の
ど
ち
ら
か
に
重
点
が
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
、
以
後
こ
の
二
つ
に
大
別
し
て
話
を
進
め
て
い
き
た
い
。
な
お
注
釈
の

　
　
種
類
と
し
て
は
こ
の
二
者
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
事
実
の
補
足
や
説
明
を
し
た
も
の
（
た
と
え
ぽ
『
三
国
盗
電
』
）
と
か
、
引
用
典

　
　
故
の
解
明
を
主
と
し
た
も
の
（
た
と
え
ぽ
『
文
選
』
の
李
善
意
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
史
部
・
集
部
の
書
の
注
釈
に
多
い
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
当
面
の
考
察
の
対
象
か
ら
は
除
い
て
お
く
。

三

　
思
想
的
注
釈
と
い
う
と
、
ま
ず
指
を
屈
す
べ
き
は
『
老
子
』
と
『
荘
子
』
の
注
釈
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
二
書
は
、
い
わ
ゆ
る
三

玄
の
う
ち
の
二
を
占
め
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
中
国
古
典
の
中
で
も
最
も
哲
学
性
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
注

釈
も
、
思
想
的
な
も
の
に
な
る
の
は
当
然
の
傾
向
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
二
書
、
中
で
も
『
老
子
』
は
道
教
の
聖
典
と
さ
れ
た
か
ら
、
そ
の

方
面
か
ら
の
注
釈
も
数
多
い
。
そ
う
い
っ
た
注
釈
の
中
に
も
、
宗
教
学
や
民
俗
学
等
の
見
地
よ
り
み
て
実
に
お
も
し
ろ
い
も
の
も
少
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

な
い
が
、
今
は
そ
れ
は
省
略
し
て
お
く
。

　
さ
て
『
老
子
』
と
『
荘
子
』
の
思
想
的
な
注
釈
の
代
表
と
し
て
、
前
者
の
王
事
注
と
後
者
の
郭
象
注
を
挙
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
誰
し

も
異
存
あ
る
ま
い
。
両
注
と
も
に
文
字
の
訓
詰
は
ほ
と
ん
ど
施
さ
ず
、
直
接
的
に
そ
の
内
容
を
解
釈
し
て
み
せ
る
と
い
う
典
型
的
な
思
想

的
注
釈
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
解
釈
は
、
表
面
的
に
は
原
典
の
忠
実
な
解
説
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
原
典
の
思
想
と
は
ま
っ
た
く

異
な
っ
た
徹
底
的
な
自
己
の
思
想
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
を
い
く
つ
か
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
王
自
注
か
ら
。

　
巻
頭
第
一
章
「
道
可
道
、
非
常
道
、
名
高
名
、
非
常
名
、
無
名
天
地
之
始
、
有
名
万
物
三
悪
」
の
注
に
云
う
、

　
道
ふ
べ
き
の
道
、
名
づ
く
べ
き
の
名
は
、
事
を
指
し
形
を
短
し
、
其
の
常
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
道
ふ
べ
か
ら
ず
、
名
づ
く
べ
か
ら
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な

　
る
な
り
。
几
そ
有
は
皆
無
よ
り
始
ま
る
。
故
に
未
だ
形
あ
ら
ず
名
無
き
の
時
、
則
ち
万
物
の
始
め
と
為
す
。
其
の
形
有
り
名
有
る
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
だ
　
　
　
　
　
　
な

　
に
及
べ
ば
、
撃
ち
之
を
長
じ
之
を
育
て
之
を
亭
め
之
を
毒
し
、
其
の
偉
と
為
る
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
道
　
無
形
無
名
を
以
て
万
物
を



　
　
　
始
成
し
、
万
物
以
て
始
ま
り
以
て
成
り
、
而
も
其
の
然
る
所
以
を
知
ら
ず
、
玄
の
又
た
玄
と
な
り
。
（
『
歯
黒
集
校
讐
』
に
拠
る
。
）

　
　
「
長
之
…
…
毒
之
」
は
第
五
十
一
章
の
文
で
、
他
の
部
分
を
引
く
の
は
、
全
体
を
有
機
的
に
関
連
づ
け
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
注
釈
の
常

　
　
套
的
手
法
。
こ
の
章
の
注
は
お
お
む
ね
穏
当
で
、
と
り
た
て
て
強
引
な
点
は
な
い
。
が
そ
れ
で
も
、
王
者
な
ら
で
は
の
と
こ
ろ
も
早
く
も

　
　
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
本
文
で
は
無
名
と
し
か
言
っ
て
い
な
い
の
に
、
併
せ
て
無
形
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
「
有
は
無
よ
り
始
ま

　
　
る
」
を
解
釈
の
根
本
定
理
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
道
は
も
と
よ
り
無
形
で
あ
り
、
ま
た
「
有
生
於
無
」
は
第
四
十
章
の
文
で
あ
っ

　
　
て
、
『
老
子
』
の
中
心
命
題
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
解
釈
に
は
十
分
な
根
拠
が
あ
る
。
が
、
本
文
自
体
と
し
て
は
、
道
の
無
形
性
を
説

　
　
く
意
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
し
、
ま
た
有
は
無
よ
り
生
ず
と
い
う
命
題
と
た
だ
ち
に
対
応
す
る
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
。
つ

　
　
ま
り
、
王
弼
の
解
釈
は
恐
ら
く
は
正
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
ま
た
こ
の
二
点
が
な
く
と
も
解
釈
可
能
な
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か

　
　
し
彼
に
は
、
冒
頭
に
お
い
て
ま
ず
こ
の
二
点
を
強
調
し
て
お
く
必
要
が
ど
う
し
て
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
無
を
至
上
の
根
本
価

　
　
値
、
万
物
の
存
在
原
理
と
す
る
彼
の
貴
無
主
義
の
思
想
か
ら
す
る
絶
対
の
要
請
で
あ
っ
た
。

　
　
　
彼
は
こ
の
無
の
思
想
を
も
っ
て
『
老
子
』
全
書
の
注
釈
を
推
し
進
め
て
ゆ
く
。
時
に
は
本
来
の
注
釈
の
枠
を
越
え
て
無
の
思
想
を
展
開

　
　
す
る
。
た
と
え
ぽ
、
第
三
十
八
章
「
上
徳
不
徳
、
是
以
有
徳
、
下
徳
不
漁
徳
、
是
以
無
徳
」
の
注
に
、

　
　
　
何
を
以
て
徳
を
得
ん
、
道
に
由
る
な
り
。
何
を
以
て
徳
を
尽
く
さ
ん
、
無
を
以
て
用
と
為
す
。
無
を
以
て
用
と
為
せ
ば
、
則
ち
載
せ
ざ

　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ

　
　
　
る
安
き
な
り
。
故
に
物
　
密
な
れ
ば
則
ち
物
と
し
て
経
せ
ざ
る
は
無
く
、
有
な
れ
ば
則
ち
以
て
其
の
生
を
薫
る
る
に
足
ら
ず
。
是
を
以

　
　
　
て
天
地
広
し
と
錐
も
無
を
以
て
心
と
為
し
、
聖
王
大
な
り
と
錐
も
虚
を
以
て
主
と
為
す
。
…
…
是
を
以
て
薄
徳
の
人
、
唯
だ
道
を
こ
れ

　
　
　
用
ふ
。
其
の
徳
を
徳
と
せ
ず
、
執
は
る
る
こ
と
無
く
用
ふ
る
こ
と
無
し
。
故
に
能
く
徳
有
り
て
為
さ
ざ
る
無
し
。

　
　
と
あ
る
の
が
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
こ
の
本
文
自
体
は
世
俗
の
常
識
的
道
徳
に
と
ら
わ
れ
ぬ
と
こ
ろ
に
こ
そ
真
の
道
徳
が
あ
る
こ
と
を
い

　
　
う
に
す
ぎ
ず
、
無
を
用
と
す
る
思
想
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
。
無
を
用
と
す
る
と
い
う
の
は
王
弼
の
創
造
で
あ
り
、
こ
こ
で
彼
は
、
注
釈
の

23

@
形
を
借
り
て
自
己
の
無
の
思
想
を
宜
伝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

14　
　
　
　
　
　
中
国
古
典
に
お
け
る
訓
詰
注
釈
の
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
三
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四
二
四

　
無
を
い
わ
ぽ
精
神
的
な
絶
体
実
在
と
し
て
把
え
る
王
弼
は
、
『
老
子
』
の
道
の
も
う
一
面
で
あ
る
物
質
性
を
徹
底
的
に
捨
象
す
る
。
た

と
え
ば
、
道
な
る
実
体
が
左
右
に
ゆ
れ
動
く
さ
ま
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
第
三
十
四
章
「
大
道
年
号
、
其
可
左
右
」
の
汎
を
氾
に
作
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
言
ふ
こ
こ
ろ
は
道
は
氾
濫
し
て
適
か
ざ
る
所
無
し
。
左
右
上
下
に
周
旋
し
て
用
ふ
ぺ
け
れ
ぽ
、
則
ち
至
ら
ざ
る
所
轄
し
、
と
な
り
。
と

注
し
て
汎
神
論
的
に
解
し
、
ま
た
道
の
始
源
的
物
質
性
を
述
べ
た
と
み
る
他
は
な
い
第
二
十
五
章
「
有
物
混
成
、
先
天
地
生
し
に
つ
い
て

は
、　

混
然
と
し
て
得
て
知
る
べ
か
ら
ず
、
而
し
て
万
物
之
に
由
り
て
以
て
成
る
。
故
に
混
成
と
日
ふ
。

と
述
べ
、
「
之
に
由
り
て
以
て
成
る
」
、
す
な
わ
ち
道
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
万
物
が
存
在
す
る
と
解
し
、
注
意
深
く
道
の
物
質
性
を
避
け
て

い
る
。
さ
ら
に
ま
た
道
よ
り
万
物
が
生
成
す
る
過
程
を
描
い
た
第
四
十
二
章
「
道
生
一
、
一
生
二
、
二
生
三
、
三
生
万
物
」
に
つ
い
て
も
、

　
万
物
万
形
、
其
の
帰
は
一
な
り
。
何
に
由
り
て
一
を
致
す
や
、
無
に
由
る
な
り
。
無
に
由
り
て
乃
ち
一
な
り
。
一
は
無
と
謂
ふ
べ
き
も
、

　
已
に
之
を
一
と
謂
へ
ぽ
、
豊
に
雷
無
き
を
得
ん
や
。
言
有
り
一
有
ら
ば
、
二
に
非
ず
し
て
如
何
。
一
有
り
二
有
り
、
遂
に
三
を
生
ず
。

　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ

　
無
よ
り
有
に
之
き
、
数
期
に
尽
く
。

と
注
し
て
、
　
一
種
の
数
概
念
発
生
の
認
識
論
と
し
て
算
え
て
い
る
。
が
こ
の
一
や
二
は
純
粋
な
数
概
念
で
は
な
く
、
渾
沌
た
る
道
よ
り
次

第
に
形
質
を
有
し
て
く
る
過
渡
的
状
態
を
い
う
も
の
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
二
を
陰
陽
、
三
を
沖
和
の
気
と
す
る
常
識
的
解
釈
の
当

否
は
鋼
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
未
分
化
の
物
質
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
王
弼
の
こ
の
解
釈
は
彼
の
独
創
で
は
な
く
、
実
は
『
荘

子
』
斉
物
論
篇
の
記
述
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
『
老
子
』
本
来
の
思
想
か
ら
は
や
は
り
ほ
ど
遠
い
と
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
だ
が
無

の
思
想
の
立
場
か
ら
は
、
ど
う
し
て
も
か
く
注
釈
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
独
自
の
説
を
提
唱
す
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
先
人
の
説
を
採
用
す
る
に
せ
よ
、
要
は
自
己
の
思
想
に
都
合
よ
く
注
釈
す
る
こ
と
に
在
る
。

王
弼
の
注
は
、
、
『
老
子
』
本
来
の
意
図
を
何
の
色
づ
け
も
せ
ず
そ
の
ま
ま
あ
る
が
ま
ま
に
解
説
し
た
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
自
ら
の
無

の
思
想
を
主
張
せ
ん
が
た
め
に
も
の
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
夕
潮
に
は
故
意
に
ね
じ
曲
げ
た
注
釈
を
書
く
つ
も
り
な



　
　
ど
毛
頭
な
か
っ
た
。
彼
自
身
の
意
識
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
『
老
子
』
本
来
の
思
想
を
關
明
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
に
と

　
　
っ
て
唯
一
無
二
の
正
し
い
解
釈
で
あ
っ
た
。
が
彼
自
身
の
意
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
態
は
か
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
、
い
や
、
唯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
一
無
二
の
正
し
い
解
釈
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
一
部
の
完
結
し
た
思
想
書
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
話
を
郭
象
の
『
荘
子
注
』
に
進
め
よ
う
。
郭
象
に
お
い
て
も
、
そ
の
注
釈
の
基
本
理
念
は
留
頭
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
遣
球
遊
篇

　
　
篇
名
注
に
云
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な

　
　
　
測
れ
小
大
意
な
る
と
錐
も
、
自
得
の
場
に
放
て
ば
、
則
ち
金
蔓
の
性
に
任
じ
、
事
其
の
能
に
称
ひ
、
各
お
の
其
の
分
に
当
る
。
迫
塾
す

　
　
　
る
は
一
な
り
、
山
豆
に
勝
負
を
其
の
間
に
容
れ
ん
や
。

　
　
こ
こ
で
早
く
も
『
荘
子
注
』
全
篇
を
貫
ぬ
く
中
心
思
想
「
自
得
」
の
思
想
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
荘
子
』
内
篇
に
は
自
得
の

　
　
思
想
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
れ
は
郭
象
の
勝
手
な
創
造
で
あ
る
。
南
中
の
大
鵬
と
蠣
・
鳩
の
説
話
に
つ
い
て
、
彼
は
自
得
と
い
う
点
で
は

　
　
両
者
は
同
等
だ
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
曲
解
で
あ
る
。
本
来
の
意
味
は
、
鯛
・
鳩
の
ご
と
き
小
人
に
は
大
鵬
の
ご
と
き
真

　
　
人
の
自
由
さ
は
理
解
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
郭
の
解
釈
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
か
よ
う
な
無
理
を
犯
す
の
は
、
一
つ
に
は
自
得
の
思

　
　
想
が
外
・
雑
面
に
は
見
え
る
の
で
そ
れ
と
統
一
づ
け
る
た
め
だ
が
、
基
本
的
に
は
各
々
が
そ
の
分
に
安
ん
ず
べ
し
と
い
う
彼
の
貴
族
階
級

　
　
の
立
場
に
基
づ
く
政
治
思
想
を
貫
徹
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
郭
象
の
目
的
は
、
注
釈
に
名
を
借
り
て
自
得
と
い
う
政
治
思
想
を
主
張
す
る

　
　
に
在
っ
た
。
そ
れ
を
貫
徹
す
る
た
め
に
、
彼
は
さ
ら
に
無
理
を
重
ね
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
秋
水
篇
「
牛
馬
四
足
、
謂
之
天
、
落
馬
首
、

　
　
穿
牛
鼻
、
是
謂
人
」
に
注
し
て
、

　
　
　
人
の
轟
く
る
や
、
牛
を
服
し
馬
に
乗
ら
ざ
る
ぺ
け
ん
や
。
牛
を
服
し
馬
に
乗
る
に
、
之
を
穿
落
せ
ざ
る
ぺ
け
ん
や
。
牛
馬
の
穿
落
を
辞

　
　
　
せ
ざ
る
は
、
天
命
の
固
よ
り
当
れ
ば
な
り
。
筍
も
天
命
に
当
ら
ぽ
、
則
ち
之
を
人
事
に
寄
す
と
錐
も
、
本
よ
り
天
に
在
る
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か

　
　
と
云
う
。
本
来
、
牛
馬
が
何
の
束
縛
も
受
け
な
い
の
が
天
・
自
然
で
、
そ
の
鼻
を
穿
っ
た
り
首
に
議
す
る
の
は
自
然
に
背
い
た
人
閥
の
賢

25

@
し
さ
で
あ
る
と
い
う
の
を
、
彼
は
穿
落
も
牛
馬
の
天
命
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
を
通
し
て
実
現
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
誤
り
は
言
う

14　
　
　
　
　
　
中
国
古
典
に
お
け
る
国
詰
注
釈
の
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
五
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四
二
六

ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
天
道
置
注
で
は
、
各
自
が
そ
の
任
を
尽
く
し
て
有
為
で
あ
る
こ
と
が
天
理
の
自
然
、
す
な
わ
ち
無
為
で
あ
る

と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
無
為
を
君
主
の
無
為
に
限
定
す
る
も
の
で
、
『
荘
子
』
の
い
う
無
為
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

も
そ
の
政
治
的
意
図
は
露
わ
で
あ
る
。

　
以
上
二
三
例
を
見
た
だ
け
で
も
、
『
荘
子
注
』
の
性
格
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
や
や
極
端
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
国
に
お
け
る
注
釈
の

あ
り
方
の
一
典
型
で
あ
る
。
道
家
系
の
も
の
で
は
あ
と
『
列
子
』
の
張
湛
注
が
注
目
さ
れ
る
が
、
今
は
省
略
し
、
続
い
て
儒
家
の
注
釈
を

調
べ
て
い
こ
う
。

　
儒
家
で
は
ま
ず
三
皇
の
一
で
あ
る
『
易
』
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
『
易
』
の
注
釈
と
い
う
と
第
一
に
指
を
屈
す
べ
き
は
王
弼
で
あ
る
が
、

先
と
重
複
す
る
の
で
こ
こ
で
は
割
愛
し
、
同
じ
く
義
理
易
の
代
表
た
る
程
立
話
を
見
て
み
よ
う
。
程
伝
の
特
徴
は
そ
の
ス
ト
イ
ッ
ク
な
ま

で
の
倫
理
主
義
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
解
釈
は
大
面
妥
当
で
あ
る
が
、
そ
の
厳
格
さ
の
故
に
、
『
易
』
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
功
利
性
な

い
し
狡
猜
さ
と
翻
癒
す
る
場
合
も
ま
ま
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
は
革
卦
上
面
「
君
子
豹
変
、
小
人
属
吏
」
の
伝
で
、
次
の
ご
と
く
云
う
、

　
革
の
終
り
は
革
道
の
成
る
な
り
。
君
子
と
は
善
人
を
謂
ふ
。
良
善
な
れ
ば
則
ち
已
に
革
に
従
ひ
て
変
ず
。
其
の
著
見
な
る
こ
と
豹
の
彬

　
煮
た
る
が
若
き
な
り
。
小
人
は
昏
愚
に
し
て
遷
り
難
き
者
。
未
だ
心
よ
り
化
す
能
は
ず
と
難
も
、
亦
た
其
の
面
を
革
め
以
て
上
の
教
令

　
に
従
ふ
な
り
。
竜
虎
は
大
人
の
象
、
故
に
大
人
に
虎
と
云
ひ
、
君
子
に
豹
と
云
ふ
。
人
の
性
は
本
よ
り
善
、
皆
以
て
変
化
す
べ
し
。
然

　
れ
ど
も
下
愚
の
聖
人
と
錐
も
移
す
能
は
ざ
る
者
有
り
。
…
…
人
の
性
は
本
よ
り
聖
な
る
に
、
怨
む
べ
か
ら
ざ
る
者
有
る
は
何
ぞ
や
。
曰

　
く
、
其
の
性
を
語
れ
ば
則
ち
皆
善
な
り
。
其
の
才
を
語
れ
ば
則
ち
下
愚
の
移
ら
ざ
る
有
り
。
所
謂
下
愚
に
二
有
り
。
自
暴
な
り
、
自
棄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

な
り
。
人
筍
も
善
を
以
て
自
ら
治
め
ば
、
則
ち
移
す
べ
か
ら
ざ
る
者
蒼
し
。
剛
節
の
至
り
と
錐
も
、
皆
言
挙
し
て
進
む
べ
き
な
り
。
唯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

だ
自
暴
者
は
之
を
拒
む
に
不
信
を
以
て
し
、
自
棄
者
は
之
を
絶
つ
に
不
為
を
以
て
し
、
聖
人
与
に
居
る
と
難
も
、
化
し
て
入
る
る
能
は

ざ
る
な
り
。
牟
尼
の
所
謂
下
愚
な
，
り
。
…
…
既
に
下
愚
と
日
ふ
に
、
其
の
能
く
面
を
改
む
る
は
何
ぞ
や
。
曰
く
、
心
　
善
道
を
絶
つ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゑ

錐
も
、
其
の
威
を
畏
れ
て
罪
寡
な
き
は
劉
ち
人
と
同
じ
、
唯
だ
其
れ
人
と
同
じ
き
有
り
、
所
以
に
其
の
性
の
罪
に
非
ざ
る
を
知
る
な
り
。



　
　
長
々
と
引
用
し
た
が
、
こ
の
伝
の
目
的
は
要
す
る
に
人
の
性
善
を
強
調
す
る
に
在
る
。
こ
の
経
文
の
本
来
の
意
味
は
変
り
身
の
速
さ
を
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
く
処
世
の
智
恵
で
、
善
に
遷
る
こ
と
を
称
え
た
倫
理
的
な
も
の
で
は
な
い
。
伊
川
は
自
ら
の
理
想
を
前
に
押
し
出
し
過
ぎ
て
い
る
。
ま
あ

　
　
そ
れ
は
よ
い
と
し
て
、
「
人
の
性
は
本
よ
り
善
」
以
下
は
、
注
釈
と
し
て
完
全
に
余
分
で
あ
り
、
議
論
の
た
め
の
議
論
で
あ
る
。
だ
が
伊

　
　
川
に
と
っ
て
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
機
会
に
「
人
性
本
善
」
を
唱
え
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
併
せ
て
孔
子
い
わ
ゆ
る
下

　
　
愚
と
の
矛
盾
も
克
服
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
論
は
宋
儒
一
流
の
強
引
さ
が
あ
り
、
平
心
に
み
て
そ
の
狙
い

　
　
は
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
一
例
を
も
っ
て
し
て
も
程
伝
の
真
の
意
図
が
那
辺
に
あ
る
か
察
知

　
　
で
き
よ
う
。
程
伝
で
は
他
に
艮
卦
象
伝
な
ど
に
も
そ
の
思
想
が
鮮
明
に
現
れ
て
い
る
が
、
今
は
引
用
を
省
略
す
る
。

　
　
　
『
易
』
の
次
に
は
『
春
秋
』
と
り
わ
け
『
公
羊
伝
』
の
注
釈
が
注
目
に
値
す
る
が
、
中
で
も
最
た
る
も
の
は
後
漢
の
何
休
の
『
思
詰
』

　
　
で
あ
ろ
う
。
『
解
詰
』
に
は
、
『
公
羊
伝
』
自
体
に
は
ま
っ
た
く
見
え
ぬ
思
想
が
多
々
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
災
異
説
の
積
極
的
採
用
、
「
元

　
　
年
春
王
正
月
」
の
「
詳
し
を
「
気
な
り
」
と
解
す
る
が
ご
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
次
の
い
わ
ゆ
る
三
世
異
辞
に
つ
い
て
の
所
説
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
董
仲
欝
等
の
思
想
に
基
づ
い
て
さ
ら
に
自
ら
の
独
創
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
隠
公
孫
年
賀
「
所
見
答
辞
、
所
聞
異
辞
、
所
伝
聞
異
汗
」

　
　
の
注
に
云
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
ら

　
　
　
所
伝
聞
の
世
に
於
て
は
、
治
の
内
乱
の
中
に
起
こ
る
を
見
る
も
、
心
を
用
ふ
る
こ
と
尚
ほ
愚
挽
く
、
故
に
其
の
国
を
内
に
し
て
諸
夏
を

　
　
　
外
に
す
。
…
…
所
聞
の
世
に
於
て
は
、
治
の
平
に
解
る
を
見
、
諸
夏
を
内
に
し
て
夷
秋
を
外
に
す
。
…
…
所
見
の
世
に
至
り
て
は
、
治

　
　
　
を
大
平
に
著
す
。
夷
秋
進
ん
で
爵
に
至
り
、
天
下
遠
近
小
大
一
の
若
し
。
心
を
用
ふ
る
こ
と
尤
も
深
く
し
て
詳
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
三
科
九
流
説
の
「
言
外
内
」
で
あ
る
。
前
の
二
段
階
は
『
公
羊
伝
』
に
明
文
が
あ
る
が
、
最
後
の
一
段
「
夷
秋
進
ん
で

　
　
爵
に
至
る
」
は
何
休
の
勝
手
な
附
加
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
必
然
の
よ
う
で
あ
り
、
実
際
そ
う
見
な
し
得
る
例
も
数
例
あ
る
が
、
『
公
羊

　
　
伝
』
自
体
が
原
則
と
し
て
認
め
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
し
、
「
張
三
世
」
と
関
係
づ
け
る
考
え
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
彼
も

27

@
当
然
そ
の
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
敢
え
て
こ
の
一
段
を
つ
け
加
・
沈
た
の
で
あ
る
。
彼
は
客
観
的
注
釈
の
枠
を
浸
み
越
え

14　
　
　
　
　
　
中
国
古
典
に
お
け
る
訓
詰
注
釈
の
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
七
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て
、
自
ら
の
理
想
主
義
的
発
展
史
観
を
優
先
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
儒
家
の
注
釈
に
は
こ
の
他
に
も
『
五
経
正
義
』
を
は
じ
め
重
要
な
も
の
が
数
多
あ
る
が
、
紙
幅
の
捌
約
も
あ
る
の
で
今
は
一
切
省
略
し
、

儒
教
思
想
史
上
の
最
大
思
想
家
た
る
朱
子
の
も
の
の
み
ざ
っ
と
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

　
朱
子
の
『
周
忌
本
義
』
や
『
四
書
集
注
』
に
は
、
折
に
ふ
れ
て
そ
の
主
要
テ
ー
ゼ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
易
』
繋
辞
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が

伝
コ
陰
一
陽
之
謂
道
」
の
注
に
「
陰
陽
の
迭
ひ
に
埋
る
者
は
気
な
り
。
其
の
理
は
則
ち
所
謂
道
な
り
」
と
あ
り
、
同
じ
く
「
易
有
大
極
」

に
つ
い
て
「
易
と
は
陰
陽
の
変
、
大
極
と
は
其
の
理
な
り
」
と
云
う
。
道
や
太
極
を
理
と
解
す
る
の
は
朱
子
の
思
想
体
系
に
合
せ
た
解
釈

で
、
易
本
来
の
思
想
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
ま
た
『
論
語
』
陽
狂
篇
「
性
相
近
也
、
習
広
遠
也
」
に
注
し
て
、

　
此
こ
所
謂
性
は
、
気
質
を
兼
ね
て
言
ふ
者
な
り
。
気
質
の
性
、
固
よ
り
美
心
の
同
じ
か
ら
ざ
る
有
り
。
然
れ
ど
も
其
の
初
め
を
以
て
言

　
へ
ば
、
則
ち
皆
甚
だ
し
く
は
相
遠
か
ら
ざ
る
な
り
。

と
云
う
が
、
こ
れ
も
原
文
の
本
義
と
か
け
離
れ
た
解
釈
で
あ
る
。
孔
子
に
は
無
論
、
本
然
・
気
質
と
性
を
分
け
た
り
す
る
考
え
は
な
い
。

ま
た
彼
は
己
れ
の
思
想
に
合
せ
る
た
め
、
明
ら
か
に
無
理
な
読
み
方
を
す
る
場
合
も
あ
る
。
有
名
な
例
だ
が
、
『
論
語
』
学
而
篇
の
「
孝
弟

也
老
、
其
々
仁
之
本
与
」
を
、
朱
子
や
程
伊
川
は
「
孝
弟
な
る
者
は
其
れ
仁
を
お
こ
な
ふ
の
本
か
」
と
読
む
。
仁
は
理
そ
の
も
の
の
現
れ

な
る
至
上
の
徳
で
、
孝
悌
は
そ
の
一
事
た
る
用
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
孝
悌
を
た
だ
ち
に
仁
の
本
と
は
で
き
ぬ
と
い
う
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は

程
朱
の
仁
説
で
あ
っ
て
、
孔
子
当
時
の
考
え
で
は
孝
悌
が
仁
の
本
で
あ
っ
て
何
ら
か
ま
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
其
れ
仁
の
本
た
る
か
」

と
読
ま
ね
ぽ
な
ら
な
い
し
、
文
章
と
し
て
も
そ
の
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
孔
子
の
思
想
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
容
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分

た
ち
の
思
想
に
引
き
つ
け
て
孔
子
像
を
再
構
成
す
る
、
注
釈
は
そ
の
た
め
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
ま
た
、
私
意
を
も
っ
て
経
文

を
改
め
た
り
補
足
す
る
こ
と
さ
え
行
う
。
『
大
学
』
の
三
綱
領
の
一
つ
「
親
民
」
の
親
を
新
に
改
め
た
り
、
同
じ
く
『
大
学
』
の
い
わ
ゆ

る
格
物
補
伝
を
作
っ
た
り
し
て
い
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
親
を
新
と
改
め
る
の
に
文
献
的
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
親
の
ま
ま

で
も
十
分
意
味
は
通
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
改
訂
は
客
観
的
文
献
批
判
に
基
づ
く
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
や
は
り
そ
の
徳
を
人
に
及



ぽ
さ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
う
倫
理
的
な
君
子
観
か
ら
す
る
主
観
的
判
断
に
よ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
（
因
み
に
、
王
陽
明
が
逆
に
あ
く
ま
で

親
の
ま
ま
で
読
も
う
と
す
る
の
は
、
そ
の
良
知
の
思
想
か
ら
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。
）
改
訂
や
補
足
が
自
由
に
な
し
得
る
な
ら
、
ど
ん
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

本
文
で
も
己
が
意
の
ま
ま
に
解
釈
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
も
は
や
注
釈
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
い
る
。
が
朱
子
は
、
自
己
の
思
想
を
貫
徹
す
る

た
め
に
は
、
敢
え
て
そ
れ
も
辞
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
い
く
つ
か
の
例
を
眺
め
て
き
た
が
、
中
国
古
典
に
お
け
る
思
想
的
注
釈
と
い
う
も
の
が
、
い
か
に
原
典
と
は
無
関
係
に
独
自
の

思
想
を
発
揮
し
て
い
る
か
了
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
思
想
的
注
釈
の
目
的
は
、
原
典
の
客
観
的
に
正
確
な
る
理
解
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

自
己
の
思
想
体
系
を
樹
立
す
る
に
あ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
注
釈
者
自
身
は
、
あ
く
ま
で
そ
れ
が
真
に
し
て
か
つ
唯
一
絶

対
の
解
釈
だ
と
信
じ
、
そ
れ
を
世
に
知
ら
せ
る
と
い
う
使
命
感
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
注
釈
が
か
く
も
思
想
性

を
帯
び
た
の
で
あ
る
。四

　
　
　
で
は
、
訓
詰
の
注
釈
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
一
字
一
字
の
、
あ
る
い
は
語
句
の
解
釈
で
あ
る
か
ら
、
一
見
何
の
個
人
的
思
想
も

　
　
入
り
こ
む
余
地
は
な
い
よ
う
に
思
え
よ
う
。
事
実
、
単
な
る
訓
詰
の
書
と
い
う
評
言
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
　
一
般
に
は
立
詰
に
思

　
　
勲
等
は
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
本
当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
字
を
溺
の
一
字
に
置
き
換
え
る
と
き
、
何
の
先
入
観

　
　
や
無
意
識
の
前
提
も
働
い
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
あ
る
字
の
面
詰
と
し
て
ど
の
字
を
選
ぶ
か
は
、
い

　
　
つ
も
厳
密
に
客
観
的
に
決
定
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
多
く
の
場
合
、
自
分
に
都
合
の
よ
い
面
詰
を
採
用
、
時
に
は
創
造
さ
え
す

　
　
る
の
で
あ
る
。
客
観
的
な
い
し
は
文
献
学
的
に
正
確
な
訓
詰
を
積
み
重
ね
た
の
ち
に
全
体
の
文
章
の
意
味
を
と
ら
え
る
の
で
は
な
い
。
直

　
　
観
的
な
全
体
の
解
釈
が
先
に
あ
り
、
そ
れ
に
合
せ
て
訓
詰
が
施
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
、
　
一
つ
の
文
章
が
い
く
と

29

@
お
り
に
も
、
甚
だ
し
き
は
数
十
と
お
り
に
も
解
釈
さ
れ
る
事
態
な
ど
起
こ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
か
く
考
え
れ
ば
、
立
詰
的
注
釈
の
う
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ち
に
も
主
観
的
思
想
の
介
在
す
る
こ
と
が
あ
り
が
ち
な
こ
と
は
容
易
に
首
肯
さ
れ
よ
う
。

　
そ
し
て
ま
た
後
世
の
注
釈
が
最
も
権
威
あ
る
も
の
と
し
て
依
拠
す
る
漢
代
の
訓
詰
か
ら
し
て
、
す
で
に
甚
だ
恣
意
的
な
面
を
多
々
有
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
例
を
『
説
文
解
字
』
に
と
ろ
う
。
開
巻
第
一
三
二
」
に
つ
い
て
、
『
説
文
』
は
次
の
よ
う
に
云
う
、

　
こ

　
惟
れ
初
め
太
始
（
小
徐
本
作
太
極
）
、
道
　
一
に
立
つ
。
天
地
を
造
熱
し
、
万
物
を
化
成
す
。

単
に
客
観
的
説
明
を
加
え
る
の
み
な
ら
ば
、
「
数
の
初
め
」
と
だ
け
記
せ
ば
よ
い
も
の
を
、
許
慎
は
太
始
や
道
を
も
ち
だ
し
一
の
神
秘
的

根
源
性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
万
物
生
成
論
の
思
想
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
お
い
て
早
く
も
、
『
説
文
』
が
著

者
許
慎
の
強
い
主
観
の
反
映
し
た
書
で
あ
る
こ
と
が
露
呈
し
て
い
る
。
た
っ
た
一
事
で
武
断
に
過
ぎ
る
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ

は
全
体
を
通
じ
て
も
確
か
に
言
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
『
説
文
』
が
一
か
ら
始
ま
る
の
も
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
一
よ
り

始
ま
り
十
二
支
に
終
る
五
百
四
十
部
の
配
列
は
許
慎
苦
心
の
構
成
で
あ
り
、
彼
の
世
界
観
の
反
映
で
あ
る
。
字
（
辞
）
書
は
単
な
る
字
引

で
は
な
い
。
胃
管
の
世
界
観
を
凝
縮
再
生
し
た
一
つ
の
小
宇
宙
で
あ
る
。
現
代
の
字
書
は
と
も
か
く
と
し
て
、
中
国
古
代
の
字
書
は
少
な

く
と
も
そ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
、
一
の
次
の
「
天
」
字
に
つ
い
て
『
説
文
』
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が

　
顛
な
り
。
至
高
に
し
て
上
無
し
n
　
一
大
に
杁
ふ
。

と
説
く
。
「
顛
な
り
」
と
の
解
は
い
い
が
、
コ
大
に
杁
ふ
」
は
誤
り
で
あ
る
。
天
は
嚇
大
の
会
意
文
字
で
は
な
く
、
人
が
立
つ
形
の
頭
部

を
強
調
し
た
象
形
指
事
文
字
で
あ
る
。
誤
解
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
が
、
そ
の
主
因
が
天
を
至
高
無
上
と
み
る
許
慎
の
天
の
観
念
に

あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
こ
こ
で
も
、
自
己
の
観
念
が
文
字
の
解
釈
を
支
配
し
て
い
る
。
続
く
「
示
」
字
で
も
彼
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
は

　
天
象
を
垂
れ
て
吉
凶
を
題
す
、
人
に
示
す
所
以
な
り
。
二
に
杁
ふ
。
三
垂
は
日
月
星
な
り
。
天
文
を
観
て
以
て
時
変
を
察
し
、
神
事

　
を
示
す
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

ど
解
し
、
天
を
あ
ら
わ
す
二
（
H
上
）
と
日
月
星
を
象
徴
す
る
川
の
組
合
せ
か
ら
天
の
神
意
を
示
す
意
と
な
る
と
す
る
が
、
こ
れ
も
正
し



　
　
く
な
い
。
彼
が
示
を
二
と
川
に
分
解
す
る
の
は
前
の
天
・
上
面
を
承
け
た
も
の
で
、
そ
れ
は
見
事
な
体
系
づ
け
な
の
だ
が
、
示
は
も
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
と
神
霊
の
降
る
祭
壇
の
象
形
字
で
あ
る
。
川
を
日
月
星
と
す
る
に
至
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
の
独
断
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
天
へ
の

　
　
信
仰
が
文
字
解
釈
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
見
て
と
れ
よ
う
。

　
　
　
以
上
、
初
め
の
三
字
に
つ
い
て
み
た
だ
け
で
も
、
『
説
文
』
の
文
字
解
釈
が
著
者
許
慎
自
身
の
主
観
的
な
思
想
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る

　
　
場
合
の
少
な
く
な
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
よ
う
。
以
上
は
文
字
を
形
の
上
か
ら
解
釈
す
る
形
訓
の
例
で
あ
る
が
、
訓
訪
の
も
う
一
つ
の
主
要

　
　
な
方
法
た
る
声
訓
の
場
合
も
ま
っ
た
く
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
説
文
』
に
も
声
訓
に
よ
る
金
詰
は
か
な
り
あ
り
、
と
く
に
部

　
　
首
字
に
お
い
て
は
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
同
書
に
限
ら
ず
広
く
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
訓
言
法
で
あ
る
の
で
、
次
に
少
し
詳
し
く
声

　
　
訓
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
婦
警
と
は
同
音
も
し
く
は
音
相
近
き
字
を
も
っ
て
訓
ず
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
起
源
は
大
変
古
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば

　
　
『
論
語
』
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
季
康
子
政
を
孔
子
に
問
ふ
。
孔
子
対
へ
て
曰
く
、
「
政
と
は
正
な
り
。
子
帥
み
る
に
正
を
以
て
せ
ぽ
、
敦
か
敢
へ
て
正
し
か
ら
ざ
ら

　
　
　
ん
」
と
。
（
顔
淵
篇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
と
あ
り
、
ま
た
『
筍
子
』
に
も
「
早
老
魚
群
也
」
の
用
例
が
見
え
て
い
る
。
音
同
じ
き
字
が
同
義
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
は
確
か
な
事
実
で

　
　
あ
り
、
声
訓
に
は
し
た
が
っ
て
妥
当
な
も
の
が
多
い
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
ぬ
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
と
古
く
か
ら
の
伝
統
に
よ
っ
て
、

　
　
声
訓
は
訓
詰
の
一
法
と
し
て
確
立
し
、
訓
告
家
に
対
し
て
絶
大
な
権
威
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
一
た
び
権
威
が
確
定
す
る
と
、

　
　
今
度
は
そ
の
権
威
が
独
り
歩
き
を
始
め
る
。
す
な
わ
ち
声
訓
の
形
式
に
あ
て
は
め
さ
え
ず
れ
ば
、
つ
ま
り
本
当
に
妥
当
か
ど
う
か
の
厳
密

　
　
な
吟
味
を
抜
き
に
し
て
、
同
音
字
を
も
っ
て
訓
じ
さ
え
ず
れ
ば
そ
れ
で
通
る
と
い
う
錯
覚
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
は
、

　
　
意
識
的
に
己
れ
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
声
門
を
利
用
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
声
訓
は
、
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ

31

@
よ
、
こ
じ
つ
け
．
語
呂
合
せ
に
類
し
た
も
の
と
な
る
。
そ
の
際
、
当
然
自
ら
の
個
人
的
思
想
が
混
入
し
て
く
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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@
か
く
し
て
夕
雲
も
ま
た
主
観
の
色
濃
い
も
の
と
な
る
。
そ
の
典
型
な
い
し
極
致
を
、
我
々
は
隠
里
の
『
釈
名
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
こ
の
書
は
全
面
的
に
声
訓
に
よ
っ
て
お
り
、
中
国
字
書
史
上
で
も
特
異
な
存
在
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
ま
た
声
訓
が
中
国
知
識
人
に
い
か

　
　
に
強
く
根
づ
い
て
い
る
か
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
も
あ
る
。
今
、
そ
の
代
表
例
を
二
三
挙
げ
て
み
よ
う
。
釈
天
篇
に
、

　
　
　
金
は
禁
な
り
。
気
　
剛
毅
に
し
て
能
く
物
を
禁
糊
す
る
な
り
。
木
は
冒
な
り
。
華
葉
鞘
ら
管
理
す
る
な
り
。
水
は
準
な
り
。
物
を
準
平

　
　
　
す
る
な
り
。
火
は
化
な
り
。
物
を
消
化
す
る
な
り
。
亦
た
殿
を
言
ふ
な
り
。
豊
中
に
入
れ
ば
、
皆
殿
陣
す
る
な
り
。
土
は
吐
な
り
。

　
　
　
能
く
万
物
を
吐
生
す
る
な
り
。

　
　
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
劉
煕
の
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
広
く
当
時
の
中
国
人
の
伝
統
的
五
行
観
を
明
快
に
示
し
て
い
る
（
こ
れ
ら
の
身
詰
の
ほ

　
　
と
ん
ど
は
『
説
文
馳
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
）
。
中
国
人
に
と
っ
て
五
行
の
本
質
は
か
く
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の

　
　
で
あ
る
。
「
金
、
禁
野
」
以
下
の
訓
詰
は
そ
れ
を
集
約
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
こ
の
訓
詰
が
あ
れ
ぽ
こ
そ
か
か
る
観

　
　
念
が
正
当
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
訓
詰
は
確
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
字
の
な
り
た
ち
や
含
意
を
摘
出
し
て
お
り
、
系
統
的
に
は
決
し

　
　
て
誤
り
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
た
だ
ち
に
魅
惑
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
直
接
的
訓
詰
と
し
て
は
や
や
無
理
な
点
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な

　
　
い
。
が
そ
の
困
難
は
、
声
訓
の
利
用
に
よ
っ
て
い
と
も
簡
単
に
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
固
定
し
た
五
行
観
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
訓

　
　
詰
の
形
に
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
釈
天
篇
に
、

　
　
　
陰
は
蔭
な
り
。
気
内
に
在
り
て
奥
蔭
た
る
な
り
。

　
　
　
陽
は
揚
な
り
。
気
　
外
に
在
り
て
発
揚
す
る
な
り
。

　
　
と
あ
る
の
も
、
中
国
人
の
陰
陽
観
を
訓
詰
に
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
釈
地
曳
に
、

　
　
　
広
平
な
る
を
原
と
臼
ふ
。
原
は
元
な
り
。
元
気
の
広
大
な
る
が
如
き
な
り
。

　
　
と
あ
る
の
は
、
曖
昧
と
し
て
把
握
し
が
た
き
元
気
の
イ
メ
ー
ジ
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
。
陰
陽
・
五
行
・
気
と
い
っ
た
中
国
哲
学
の
主

　
　
要
概
念
の
内
容
を
、
我
々
は
訓
詰
を
通
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
国
詰
の
思
想
性
の
証
明
で
あ
る
。
『
型
名
』
全



　
　
体
を
通
じ
て
見
れ
ば
、
哲
学
の
み
な
ら
ず
中
国
人
の
様
々
な
事
物
に
対
す
る
観
念
・
感
覚
を
知
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
『
釈
名
』
な
る
理
詰

　
　
の
書
は
、
同
時
に
中
国
思
想
・
文
化
の
百
科
全
書
で
も
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
『
説
文
』
や
『
新
見
』
に
つ
い
て
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
字
（
辞
）
書
が
同
時
に
思
想
書
で
あ
る
事
実
の
う
ち
に
こ
そ
、
小
学
が
経
学
の
一
環
と
し
て
孜
々
と
し
て
営
ま
れ
て
き
た
理
由
を
解
明
す

　
　
る
鍵
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
声
訓
の
思
想
性
と
い
う
の
は
、
何
も
字
書
や
注
釈
に
お
い
て
は
じ
め
て
起
こ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
も
そ
も
勤
皇

　
　
に
は
初
め
か
ら
必
然
的
に
附
随
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
孔
子
の
こ
と
ば
に
も
そ
れ
が
窺
え
よ
う
。
「
政
者
正
也
」
な
る
訓
詰

　
　
は
、
孔
子
の
徳
治
主
義
の
政
治
思
想
の
端
的
な
表
現
で
あ
る
。
こ
の
訓
詰
の
文
字
学
的
な
当
否
は
ま
っ
た
く
問
題
で
は
な
い
。
彼
の
思
想

　
　
か
ら
要
請
さ
れ
た
絶
対
唯
一
の
訓
詰
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
声
訓
の
形
式
を
と
る
故
に
真
理
と
し
て
の
権
威
を
有
す
る
。

　
　
後
半
の
「
童
戯
み
る
に
正
を
以
て
せ
ば
云
云
」
だ
け
で
は
説
得
力
が
な
い
。
「
政
者
正
也
」
が
あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
説
得
力
を
も
つ
の

　
　
で
あ
る
。
何
百
言
費
し
た
議
論
よ
り
も
、
た
っ
た
一
句
の
訓
詰
の
ほ
う
が
有
力
な
の
で
あ
る
。
厳
格
な
論
理
よ
り
も
同
音
で
あ
る
こ
と
の

　
　
ほ
う
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
訓
面
す
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
思
想
も
正
当
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
れ
が
中
国
人
の
思
考
様

　
　
式
な
の
で
あ
る
。
歪
曲
の
「
君
者
善
群
也
」
も
、
彼
の
人
間
を
社
会
的
動
物
と
み
る
人
間
観
お
よ
び
社
会
契
約
論
的
霜
主
観
を
正
当
化
す

　
　
る
も
の
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
儒
教
最
大
の
形
而
上
学
た
る
易
の
陰
陽
思
想
も
、
「
乾
、
健
也
。
坤
、
順
也
」
（
説
卦
伝
）

　
　
と
い
う
訓
詰
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
細
謹
お
よ
び
声
訓
の
有
す
る
思
想
性
に
つ
い
て
は
以
上
の
ご
と
く
で
あ
る
と
し
て
、
で
は
一
般
的
な
訓
詰
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
義
訓

　
　
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
形
訓
や
庭
訓
の
よ
う
に
こ
じ
つ
け
に
よ
っ
て
真
理
性
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
逆
に
両

　
　
者
の
よ
う
な
一
種
の
合
理
性
を
必
要
と
し
な
い
分
、
随
意
に
面
詰
を
与
え
得
る
自
由
さ
を
持
っ
て
い
る
。
と
な
れ
ぽ
、
本
節
の
初
め
に
も

　
　
述
べ
た
よ
う
に
、
訓
詰
者
個
人
の
主
観
的
思
想
が
そ
こ
に
介
在
し
て
く
る
可
能
性
が
か
な
り
あ
る
。
今
は
詳
し
い
例
は
挙
げ
な
い
け
れ
ど

33

@
も
、
た
と
、
兄
ぽ
鄭
玄
の
注
。
そ
の
訓
詰
は
師
伝
や
『
爾
雅
』
に
基
づ
く
も
の
が
中
心
で
あ
ろ
う
が
、
彼
独
自
の
説
も
少
な
く
な
く
、
と
く

14　
　
　
　
　
　
中
国
古
典
に
お
け
る
面
詰
注
釈
の
思
想
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に
そ
の
思
想
の
中
核
た
る
六
芸
の
一
体
観
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
は
顕
著
で
あ
る
。
中
で
も
本
来
虚
字
で
あ
る
も
の
を
ほ
ぼ
全
て
実
字
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

て
訓
ず
る
が
ご
と
き
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
訓
詰
と
い
う
も
の
は
、
総
じ
て
往
々
に
し
て
、
時
に
は
恣
意
的
と
さ
え
言
え
る
ほ
ど
主
観
的
で
あ
り
思
想
的
で
あ
り
が
ち

で
あ
る
。
そ
し
て
形
訓
や
声
訓
が
単
独
に
用
い
ら
れ
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
ら
が
総
合
的
に
運
用
さ
れ
て
自
己
の
説

の
強
化
が
図
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
『
説
文
』
の
「
王
」
字
の
解
釈
、

　
王
は
天
下
の
帰
課
す
る
所
な
り
。
董
夢
中
曰
く
、
「
古
の
文
を
造
る
者
、
三
画
に
し
て
其
の
中
を
連
ね
、
之
を
王
と
謂
ふ
。
三
と
は
天

　
地
人
な
り
。
而
し
て
之
を
参
通
す
る
者
は
王
な
り
」
と
。
孔
子
日
く
、
「
一
　
三
を
貫
ぬ
く
を
王
と
為
す
」
と
。

が
、
王
を
宇
窟
の
中
心
と
し
て
理
想
視
す
る
許
慎
の
神
秘
的
王
者
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
斎
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

は
形
訓
・
声
訓
を
着
用
す
る
の
み
な
ら
ず
、
先
聖
の
説
の
引
用
と
い
う
手
段
を
も
加
え
て
自
ら
の
思
想
的
解
釈
を
正
当
づ
け
て
い
る
。
こ

こ
ま
で
来
る
と
、
巧
く
訓
詰
を
つ
け
さ
え
ず
れ
ば
、
い
か
な
る
方
向
に
で
も
自
分
の
意
図
す
る
ま
ま
に
話
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

で
あ
る
こ
と
も
推
察
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
実
例
と
し
て
、
『
易
』
の
序
卦
伝
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ゆ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
天
地
有
り
て
然
る
後
万
物
生
ず
。
天
地
の
間
に
盈
つ
る
者
は
唯
だ
万
物
の
み
。
故
に
之
を
受
く
る
に
屯
を
以
て
す
。
屯
と
は
盈
な
り
。

　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
お
ろ
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
お
さ
な

　
屯
と
は
物
の
始
め
て
生
ず
る
な
り
。
忘
恩
ず
れ
ぽ
必
ず
蒙
な
り
。
故
に
之
を
受
く
る
に
蒙
を
以
て
す
。
蒙
と
は
蒙
か
な
り
。
物
の
急
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
な
り
。
物
凄
け
れ
ば
養
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
故
に
之
を
受
く
る
に
需
を
以
て
す
。
需
と
は
飲
食
の
道
な
り
。
飲
食
に
は
必
ず
訟
有
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
お
ほ

　
故
に
之
を
受
く
る
に
訟
を
以
て
す
。
訟
に
は
必
ず
衆
の
起
つ
膚
り
、
故
に
之
を
黒
く
る
に
師
を
以
て
す
。
師
と
は
衆
な
り
。
衆
け
れ
ぽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
必
ず
比
す
る
所
有
り
、
故
に
之
を
受
く
る
に
比
を
以
て
す
。
比
と
は
比
し
む
な
り
。
云
云

こ
れ
は
一
種
の
連
想
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
訓
詰
を
利
用
し
て
次
々
と
意
味
を
転
換
し
、
六
十
四
卦
を
つ
な
い
で
ゆ
く
。
個
々
の
訓
詰
は
正
し

い
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
何
ら
の
論
理
の
一
貫
性
も
な
い
。
数
義
あ
る
う
ち
の
ど
の
一
義
か
ら
ど
の
他
の
一
義
へ
転
接
す
る
か
は
、
ま
っ

た
く
著
者
の
意
の
ま
ま
で
あ
る
。
我
々
か
ら
見
れ
ば
、
何
ら
の
合
理
的
説
明
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
が
、
著
者
に
と
っ
て
は
、
そ
し
て
近



　
　
代
以
前
の
中
国
人
に
と
っ
て
は
こ
れ
で
十
分
だ
っ
た
の
だ
。
訓
詰
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
該
命
題
が
合
理
で
あ
る
こ
と
の
証

　
　
明
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
六
十
四
卦
は
有
機
的
に
連
環
し
、
か
く
し
て
易
の
統
一
的
世
界
が
構
築
さ
れ
る
。
易
は
森
羅
万
象
全
て
を
包

　
　
括
す
る
完
聖
な
る
世
界
で
あ
る
と
い
う
中
国
人
共
通
の
信
仰
は
、
極
言
す
れ
ば
、
懸
盤
の
絶
対
性
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
本
節
の
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
割
接
は
必
ず
し
も
客
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
や
や
も
す
れ
ば
即
詰
者
の
主
観
的
思
想
が
反
映
さ
れ

　
　
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
思
想
や
観
念
が
訓
詰
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
中
国
人
の
基
本
的
思
考
様
式
と
し
て
訓
詰
に
よ

　
　
る
思
考
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
芸
大
瑛
氏
は
訓
詰
学
全
般
に
わ
た
る
詳
細
な
概
説
書
『
訓
言
学
要
略
』
（
一
九
八
○
、

　
　
湖
北
人
民
剣
聖
社
）
を
著
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
連
奏
の
十
弊
（
欠
点
）
と
し
て
次
の
十
条
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
0
古
に

　
　
厚
う
し
て
今
に
薄
く
す
、
⇔
同
じ
き
に
党
し
て
異
を
伐
つ
、
⇔
煩
項
に
し
て
要
寡
な
し
、
⑳
穿
盤
附
会
、
㈲
字
を
増
し
て
経
を
解
す
、
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
と

　
　
随
意
に
字
を
破
す
、
㊨
虚
を
誤
り
て
実
と
為
す
、
㈹
麟
を
即
ち
て
単
と
為
す
、
㈹
古
義
を
憧
ら
ず
、
ω
語
法
に
通
ぜ
ず
の
十
条
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
で
い
う
訓
詰
は
注
釈
を
も
含
め
た
広
義
の
も
の
だ
が
、
そ
の
内
容
は
こ
れ
ま
で
私
の
述
べ
て
き
た
親
等
の
思
想
性
と
い
う
こ
と
と
ほ

　
　
ぼ
一
致
す
る
。
e
◎
⇔
鱒
は
自
ら
の
思
想
・
主
張
を
訓
詰
に
託
し
て
表
そ
う
と
す
る
か
ら
こ
そ
そ
う
な
る
の
で
あ
る
し
、
㈲
因
も
己
れ
の

　
　
主
観
的
な
読
み
方
を
通
そ
う
と
す
る
た
め
に
無
理
を
犯
す
の
で
あ
る
。
㈹
㈹
な
ど
も
、
確
か
に
誤
り
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
原
因
は
文

　
　
字
を
全
て
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
学
者
の
古
典
信
仰
あ
る
い
は
潜
在
的
願
望
に
在
る
。
つ
ま
り
周
誓
い
わ
ゆ
る
十
拳

　
　
は
訓
詰
の
思
想
性
を
摘
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
私
は
周
力
説
に
賛
意
を
表
し
た
い
。
た
だ
、
そ
れ
を
弊
害
と
し
て
た
だ
ち
に
切
捨
て
る
の

　
　
で
は
な
く
、
、
そ
こ
に
現
れ
た
中
国
の
思
考
の
特
質
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
な
お
、
訓
詰
に
現
れ
た
思
考
の
あ
り
方
と
し
て
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
事
実
に
い
わ
ゆ
る
反
訓
が
あ
る
。
反
訓
と
は
、
乱
が
ミ
ダ
レ
ル

　
　
と
オ
サ
マ
ル
、
離
が
ハ
ナ
レ
ル
と
ツ
ク
と
両
様
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
、
一
字
が
相
反
す
る
意
味
を
同
時
に
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
何

　
　
故
か
か
る
事
態
が
起
こ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
中
国
人
の
思
考
様
式
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
の
か
は
重
大
な
問
題
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

35

@
本
稿
に
お
い
て
も
不
可
欠
な
課
題
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
優
れ
た
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
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今
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考
で
は
、

あ
る
い
は
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理
的
な
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綜
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解
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る
）
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五

反
訓
は
、

　
　
　
　
　
四
三
六

中
国
人
の
弁
証
法
的
思
惟
・
慰
偶
的
思
惟

　
宋
明
学
の
独
断
的
な
古
典
解
釈
な
い
し
古
典
軽
視
に
対
す
る
反
省
よ
り
出
発
し
た
清
朝
考
証
学
は
、
実
事
求
是
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
、
古

典
な
か
ん
づ
く
経
書
を
正
確
に
読
解
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
考
証
学
老
た
ち
は
音
義
を
中
心
と
し
て
文
字
研
究
を
進
め

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
彼
ら
が
最
も
依
拠
し
た
の
は
許
慎
や
鄭
玄
等
漢
代
の
雨
止
で
あ
っ
た
。
故
に
無
代
に
お
い
て
駈
詰
学
は
隆
盛

を
迎
え
、
そ
の
精
密
さ
は
十
分
科
学
と
し
て
成
立
し
得
る
水
準
に
達
し
て
い
た
。
以
上
は
み
な
周
知
の
事
が
ら
に
属
す
る
。

　
し
か
し
、
客
観
的
に
正
確
な
解
釈
を
信
条
と
し
た
と
は
い
え
、
考
証
学
老
た
ち
の
多
く
は
経
書
や
聖
人
の
道
に
対
す
る
信
仰
心
を
失
っ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
最
終
目
的
は
依
然
と
し
て
道
の
実
現
・
実
践
で
あ
り
、
訓
詰
は
そ
の
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
訓
詰
を
通

し
て
道
に
至
る
、
こ
れ
が
彼
ら
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
最
も
す
ぐ
れ
た
考
証
学
者
の
一
人
、
銭
大
社
は

　
訓
詰
な
る
老
は
、
義
理
の
よ
り
て
出
つ
る
所
。
別
に
義
理
有
り
て
訓
詰
の
外
に
出
つ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
（
『
経
籍
生
硬
』
序
、
文
集
巻

　
二
四
）

と
云
い
、
ま
た
同
じ
く
代
表
者
戴
震
に
も
次
の
ご
と
き
有
名
な
こ
と
ば
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
後
の
漢
儒
を
論
ず
る
老
、
軌
ち
曰
く
、
「
故
訓
の
学
の
み
。
未
だ
理
精
に
し
て
義
明
ら
か
な
る
に
与
ら
ず
」
と
。
則
ち
試
み
に
詰
ふ
に

　
理
義
を
古
経
の
外
に
求
む
る
を
以
て
せ
ん
か
。
若
し
猶
ほ
古
経
中
に
存
す
と
な
ら
ぽ
、
則
ち
空
を
冒
す
る
者
得
ん
や
。
鳴
呼
、
経
の
至

　
れ
る
者
は
道
な
り
。
道
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
の
者
は
其
の
詞
な
り
。
詞
を
成
す
所
以
の
者
、
未
だ
能
く
小
学
文
字
を
外
に
す
る
者
有

　
ら
ざ
る
な
り
。
文
字
に
由
り
て
以
て
語
言
に
通
じ
、
語
雷
に
幽
り
て
以
て
古
の
聖
賢
の
心
に
通
ず
。
（
『
古
経
解
説
沈
』
序
、
文
集
巻

　
十
）



　
　
　
正
確
な
言
語
解
釈
を
踏
ま
え
た
上
で
そ
の
書
物
の
思
想
を
把
え
る
と
い
う
態
度
は
学
問
の
正
道
で
あ
り
、
文
句
を
つ
け
る
筋
合
で
は
な

　
　
い
。
だ
が
、
そ
の
思
想
を
真
理
と
し
て
仰
ぐ
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
な
ら
ぽ
、
そ
こ
に
は
や
は
り
こ
れ
ま
で
繰
返
し
述
べ
た
ご
と
き
予

　
　
断
が
働
く
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
し
て
や
彼
ら
（
こ
と
に
い
わ
ゆ
る
漢
学
派
）
の
依
拠
し
た
盛
代
の
訓
言
か
ら
し
て
主
観
性
に
満

　
　
ち
た
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
私
は
公
平
に
み
て
、
や
は
り
そ
の
よ
う
な
傾
向
の
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
う
。
こ
れ
は
私
一

　
　
人
の
意
見
で
は
な
く
、
同
時
代
人
た
る
方
東
樹
も
そ
の
著
『
漢
学
商
免
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
云
う
、

　
　
　
夫
れ
義
理
は
即
ち
論
詰
に
存
す
と
謂
ふ
は
是
な
り
。
然
れ
ど
も
論
詰
に
は
多
く
真
を
得
ざ
る
者
有
り
。
義
理
に
非
ざ
れ
ぽ
、
何
を
以
て

　
　
　
　
　
つ
ま
び
ら

　
　
　
之
を
審
か
に
せ
ん
。
…
…
古
人
　
一
字
に
訓
を
異
に
す
。
言
各
お
の
当
る
有
り
。
漢
学
家
の
経
を
説
く
に
、
当
処
の
上
下
の
文
義
を

　
　
　
顧
み
ず
、
第
だ
一
を
執
り
て
以
て
之
を
通
ず
。
乖
違
惇
戻
に
し
て
而
も
義
理
は
訓
詰
に
本
つ
く
と
日
ふ
は
、
其
れ
信
ず
ぺ
け
ん
や
。
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
も

　
　
　
は
是
非
を
問
は
ず
、
人
は
惟
だ
時
代
を
論
じ
、
以
為
へ
ら
く
、
聖
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ざ
れ
ぽ
、
自
ら
描
く
る
所
有
ら
ん
と
。
漢
儒
の

　
　
　
説
く
所
、
違
濡
し
て
理
を
害
す
る
者
甚
だ
碧
き
を
知
ら
ず
。
…
…
漢
学
諸
人
の
経
を
釈
し
字
を
解
し
、
之
を
古
義
に
戯
つ
く
と
謂
ふ
者

　
　
　
は
、
大
学
漢
儒
の
誤
り
を
祖
述
し
、
左
験
に
傅
会
し
、
堅
く
穿
難
を
執
り
て
以
て
確
と
し
て
易
ふ
べ
か
ら
ず
と
為
す
。
…
…
今
漢
学
者
、

　
　
　
全
く
義
理
を
舎
て
て
之
を
左
験
に
求
め
、
訓
詰
に
専
門
す
る
を
以
て
尽
く
聖
道
の
伝
を
得
た
り
と
為
す
。
蔽
は
る
る
所
以
な
り
。
（
巻

　
　
　
中
之
下
）

　
　
こ
れ
は
宋
学
派
の
門
戸
の
見
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
も
っ
ぱ
ら
漢
学
派
の
漢
代
訓
言
盲
信
を
批
判
し
た
も
の
で
私
の
説
と
は
若
干
差
異
は

　
　
あ
る
が
、
漢
学
派
の
悪
書
学
に
思
想
的
偏
向
が
あ
る
こ
と
の
証
明
に
は
な
ろ
う
。
た
だ
方
氏
が
漢
学
者
が
思
詰
と
義
理
を
切
離
し
て
い
た

　
　
ご
と
く
言
う
の
に
は
疑
問
が
あ
る
。
私
は
、
彼
ら
も
実
は
訓
詰
が
義
理
を
含
む
、
す
な
わ
ち
訓
詰
に
思
想
が
あ
る
こ
と
は
と
う
に
わ
か
っ

　
　
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
前
に
挙
げ
た
銭
大
当
の
こ
と
ぽ
「
訓
詰
は
義
理
の
よ
り
て
出
つ
る
所
」
（
こ
の
こ
と
ぽ
に
は
方

　
　
氏
も
反
対
し
て
い
な
い
）
も
、
表
面
的
に
は
正
し
い
訓
詰
を
な
せ
ば
お
の
ず
と
義
理
が
現
れ
て
く
る
と
い
う
訓
詰
よ
り
義
理
に
至
る
階
梯

37

@
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
訓
詰
即
義
理
を
説
い
た
も
の
と
と
れ
な
く
は
な
い
。
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
清
代
考
証
学
も
訓
詰
に
よ
っ
て
己
が
思
想
を
語
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。
最
後
に
、
清
代
最
大
の
思
想
家
た
る

戴
震
の
『
孟
子
字
義
疏
証
』
の
一
節
を
引
い
て
こ
の
文
章
を
結
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。
詳
し
い
解
説
は
加
え
な
い
が
、
彼
が
缶
詰
の
形
式
を

借
り
て
、
朱
子
の
理
の
哲
学
を
否
定
し
、
自
ら
の
気
の
哲
学
を
主
張
し
て
い
る
さ
ま
が
よ
く
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

　
古
人
の
言
辞
、
之
謂
・
謂
之
に
異
有
り
。
凡
そ
之
謂
と
鼠
ふ
は
上
に
称
す
る
所
を
以
て
下
を
解
す
。
…
…
『
易
』
に
二
陰
一
陽
を
之

　
れ
道
と
日
ふ
し
と
は
則
ち
天
道
の
為
に
之
を
言
ふ
。
道
な
る
者
は
一
実
一
陽
の
謂
な
り
と
日
ふ
が
若
し
。
凡
そ
謂
之
と
日
ふ
者
は
、
下

　
に
称
す
る
所
の
名
を
以
て
上
の
実
を
弁
ず
。
…
…
『
易
』
に
「
形
而
上
な
る
者
之
を
道
と
謂
ひ
、
形
而
下
な
る
者
之
を
器
と
謂
ふ
」
と

　
は
、
本
よ
り
道
器
の
為
に
之
を
言
ふ
に
非
ず
、
道
下
を
以
て
其
の
形
而
上
形
而
下
を
区
別
す
る
の
み
。
形
と
は
已
に
形
質
を
成
す
を
謂

　
ふ
。
形
而
上
は
猶
ほ
形
以
前
と
日
ふ
が
ご
と
く
、
形
而
下
は
猶
ほ
形
以
後
と
日
ふ
が
ご
と
し
。
（
注
、
千
載
而
上
、
千
載
而
下
と
言
ふ

　
が
如
し
。
『
詩
』
下
黒
星
用
の
鄭
箋
に
云
ふ
、
「
下
は
猶
ほ
後
の
ご
と
し
」
と
。
）
陰
陽
の
未
だ
形
質
を
縣
成
さ
ざ
る
、
是
を
形
而
上
な
る

　
者
と
謂
ふ
な
り
。
形
而
下
に
非
ざ
る
こ
と
弱
ら
け
し
。
云
云
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

注
（
1
）
　
史
部
書
の
注
釈
の
思
想
を
解
明
し
た
県
単
に
、
吉
川
忠
夫
「
顔
師
古
の
『
漢
書
』
注
」
（
「
東
方
学
報
」
第
五
十
一
冊
、
ま
た
『
六
朝
精
神
史
研

　
究
』
廣
収
）
が
あ
る
。
ま
た
同
氏
の
「
襲
松
之
の
こ
と
e
」
（
世
界
古
典
文
学
全
集
二
四
『
三
国
志
』
1
月
報
）
も
、
小
文
な
が
ら
示
唆
に
富
む
。

（
2
）
　
あ
る
い
は
『
老
子
想
繭
注
』
の
侠
文
か
と
想
定
さ
れ
る
も
の
に
次
の
一
文
が
あ
る
。
「
道
可
道
者
、
謂
朝
食
美
也
、
非
常
道
者
、
謂
暮
成
苗
也
、

　
両
者
脱
出
而
異
名
、
謂
人
根
生
溺
、
溺
出
精
也
、
玄
之
又
玄
馬
、
目
鼻
与
口
也
。
」
（
『
弁
正
論
』
巻
六
）
何
と
も
珍
妙
な
解
釈
で
あ
る
が
、
中
国
の

　
注
釈
の
独
自
性
を
窺
う
よ
す
が
と
な
ろ
う
。

（
3
）
　
以
上
、
王
弼
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
任
継
愈
「
王
弼
”
貴
無
”
的
唯
心
主
義
本
体
論
」
（
『
中
国
哲
学
史
論
』
所
収
）
・
楼
宇
烈
『
面
目
入
校
釈
』

　
（
一
九
八
○
）
前
言
・
許
抗
生
「
王
弼
」
（
『
中
国
古
代
著
名
哲
学
家
評
伝
』
第
二
巻
、
一
九
八
○
、
所
収
）
等
に
負
う
所
が
多
い
。
ま
た
訓
読
に
つ

　
い
て
は
福
永
光
司
訳
注
『
老
子
』
を
参
照
し
た
。



（
4
）
　
以
上
、
金
将
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
戸
川
芳
郎
「
郭
象
の
政
治
思
想
と
そ
の
「
荘
子
注
」
」
（
「
日
本
中
国
学
会
報
」
第
十
八
集
）
に
負
う
所
が
大

　
で
あ
る
。
他
に
余
敦
康
「
郭
象
」
（
『
中
国
古
代
著
名
哲
学
家
評
伝
』
第
二
巻
所
収
）
・
湯
一
介
「
郭
象
的
《
荘
子
注
》
和
幽
寂
的
《
荘
子
》
」
（
「
中
国

　
哲
学
史
研
究
」
一
九
八
三
第
三
期
号
）
等
を
参
照
し
た
。

（
5
）
　
本
田
済
『
易
学
…
1
成
立
と
展
開
－
』
（
一
九
六
〇
）
二
五
五
～
六
頁
に
拠
る
。

（
6
）
　
岩
本
憲
司
「
公
羊
三
世
説
の
成
立
過
程
」
（
「
日
本
中
国
学
会
報
」
第
三
二
集
）
参
照
。

（
7
）
　
三
科
聖
旨
に
つ
い
て
は
、
小
島
祐
馬
「
公
羊
家
の
三
科
目
旨
説
に
就
き
て
」
e
⇔
（
「
支
那
学
」
一
巻
一
・
二
号
）
お
よ
び
『
中
国
思
想
史
』

　
（
一
九
六
八
）
　
一
八
四
～
九
頁
参
照
。

（
8
）
　
本
文
改
訂
の
極
端
な
例
と
し
て
、
島
田
慶
次
氏
は
「
注
釈
と
い
う
こ
と
」
（
朝
日
古
典
選
『
大
学
・
中
庸
』
月
報
、
一
九
六
七
）
な
る
小
文
の

　
中
で
、
次
の
一
事
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
康
有
為
『
論
語
注
』
に
お
い
て
、
季
氏
篇
「
天
下
有
道
、
則
政
不
在
大
夫
、
天
下
有
道
、
則
庶

　
人
里
議
」
が
「
政
在
大
夫
」
「
庶
人
議
」
に
改
め
ら
れ
、
「
今
本
有
不
字
、
術
、
拠
旧
本
改
定
」
と
た
だ
し
が
き
を
つ
け
た
上
で
、
自
ら
の
大
同
思
想

　
を
鼓
吹
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
官
本
云
々
は
無
論
康
有
為
の
作
り
事
で
あ
る
。
注
釈
と
い
う
も
の
が
ど
こ
ま
で
進
む
か
、
そ
し
て
中
国
人

　
に
と
っ
て
注
釈
と
い
う
形
式
を
利
用
す
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
有
用
で
あ
っ
た
か
想
見
で
き
よ
う
。
こ
の
書
は
全
体
と
し
て
も
、
「
陰
陽
・
霊
魂
・
太

　
平
・
大
同
の
説
を
十
二
分
に
発
揮
し
て
、
公
羊
学
に
大
な
り
小
な
り
特
徴
的
な
江
洋
放
恣
の
能
事
を
つ
く
し
、
縦
横
に
自
己
の
思
想
を
吐
露
し
た
も

　
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

（
9
）
　
藤
堂
萌
保
編
『
学
研
漢
和
大
字
典
』
（
一
九
七
八
）
に
拠
る
。
ま
た
白
川
静
『
漢
字
の
世
界
1
』
（
一
九
七
六
）
二
七
～
八
頁
参
照
。

（
1
0
）
　
拙
稿
「
訓
詰
の
虚
と
実
」
（
「
中
国
思
想
史
研
究
」
第
四
号
）
参
照
。

（
1
1
）
　
白
川
静
「
訓
詰
に
於
け
る
思
惟
の
形
式
に
つ
い
て
」
（
「
立
命
館
文
学
」
第
六
十
四
号
）
参
照
。

（
1
2
）
　
小
島
祐
馬
「
中
国
文
字
の
訓
詰
に
お
け
る
矛
盾
の
統
一
」
（
『
古
代
中
国
研
究
』
庸
収
）
・
白
川
氏
前
掲
論
文
お
よ
び
戸
川
芳
郎
「
古
代
的
思
惟

　
と
上
古
漢
語
－
主
と
し
て
漢
語
語
彙
論
よ
り
と
ら
え
た
「
前
論
理
的
」
思
惟
の
様
相
に
つ
い
て
一
」
（
「
中
国
の
文
化
と
社
会
」
第
八
輯
）
。

附
記
　
本
稿
は
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
五
日
、
京
都
哲
学
会
公
開
講
演
会
に
お
け
る
講
演
を
も
と
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
筆
老
い
け
だ
・
し
ゅ
う
ぞ
う
京
都
大
学
文
学
部
〔
中
国
哲
学
史
〕
助
教
授
）

1439

中
国
古
典
に
お
け
る
訓
詰
注
釈
の
思
想

四
三
九



nate　universals　being　real　in　the　form　of　“aspects”　or　precise　degrees　of

quantities　or　qualities，　which　are　found　in　simple　particulars．

　　1　advance　three　main　arguments　in　this　paper．　First，　to　suppose，　as　Locke

and　Hume　did，　that　it　is　possible　to　separate　“simp！e　ideas”　composing　a

complex　idea　from　eadh　other　ancl　to　incorporate　them　into　different

complex　ideas　is　to　admit　that　these　simp！e　ideas　are　universals，　beeause

each　of　them　is　supposed　to　be　able　to　appear，　unlike　a　physical　atom，　in

clifferent　complex　ideas　at　one　time．　Second，　we　often　find　that　one　and

，h6、am。　d。te・・ni71ate　qu・1三ty，　f・・ex・mp1・，・茸e露…勿癬・h・d・・f・・王・。，，

appears　in　several　different　objects　at　one　time，　or　at　least　that　one　and

the　same　deternzinate　shade　of　colour　appears　at　several　different　points

of　one　unbroken　patch　of　a　homogeneous　shade　of　colour．　Third，　the

Concept　of　degree　of　a　quantity　or　quality，　itself，　presupposes　that　several

inclividuals　can　in　ls）rinciple　exhibit　precisely　the　same　determimate　degree

of　the　quantity　or　quality；　we　shoilld　find　it　surprising　if　different　objects

never　exhibited　one　and　the　same　degree　of　a　quantity　or　quality．

　　　　　One　of　Characteristics　of　Chinese　Thought　Found

，　in　Commeptaries　on　the　Clasics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Shuzo　lkeda

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assoc三ate　P■ofessor　of　H三story

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Chinese　Philosophy，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Faculty　of　Letters，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　Chinese　people　thought　that　all　the　truth　was　existed　in　the　classics

such　aS　Ching’一shu経書，　Ldo－txu老子and　Chuang・txu荘子．　From　this

point　6f　view，　the　truth　cannot　be　what　is　newly　discoverd，　nor　invented，
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but　lt　should　be　searched　for　in　t’he　c！assics　and　extracted　from　there

properly．　Therefore　Chinese　philosophers　didn’t　dare　to　state　their　views

apart　from　the　classics．　The　most　important　duty　for　them　was　to　interpret

the　classics　accurately．　Thus　commentary　is　not　’an　instrumental　book

to　read　on　the　classics，　but　the　means　to　form　one’s　thought　and　to

express　oneself．　lt　is　commentary　that　has　restricted　the　way　of　thinking

of　Chinese，　and　here　we　can　find　one　of　pecurialities　of　commentaries　in

China．

　　Commentaries　are　divided　roughly　into　theoretical　one　arld　hsitnleu訓詰

（exegetics）．　Theoretical　commentary　is　what　one　interprets　ideas　of　the

text　directly　and　develops　them．　For　instance，　Lao－tzu－chzc老子注by

Wang・Pi王i弼，　Chπang－tzu・chu　荘子注by　Guo一π舘α㎎・享i～象，　Ch‘u7z・ch‘iu－

fltLng－oyang－chuang－chielz－leu春秋公羊伝解詰by　He－Hsiz｛何休and　Ssu－shec

chi　chu四書集注by　Chu－txzc朱子are　all　included　in　this　division．　Any　of

these　books　didn’t　aim　to　interpret　literally　and　objectively，　rather，　under

the　guise　of　commentary，　they　lntended　to　propagate　their　own　£houghts．

So，　in　each　books　we　can　find　emphases　oll　the　ideas　such　as研7z4無（the

Nothing），　tzu－te　自得（self－satisfaction），　san－k‘o－chiu－chih三科二巴（the

three　most　important　ideas　of　Ch‘un－ch‘iu，　which　are　made　of　three　factors）

and　li理that　are　all　principal　propositions　of　their　thoughts．

　　The　other　hand，　inゐ5伽，肋it　seems　that　there　is　no　room　for　subject．

ivity．　But　the　fact　is　quite　different．　Because　to　interpret　a　certain　letter

by　the　other　letter　is　no　other　than　to　select　letters　suited　to　one’s　own

thought　according　to　his　presuppositions．　This　is　fairly　apparent　in　hsi・ng一

加伽形訓（interpretation　by　the　style　of　letters）and　sh．2ng・一hstin声訓

（interpretation　by　the　tone　of　the　letters）　which　are　principal　technics

used　typically　in　Shuo－wen－6痂θん一伽説文解字and．5痂か漉22g釈名．　So　far
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as　one　seeks　for　the　trdth　in　the’classics　and　forms　his　thought　depending

on　them，　even　hsiin－ku　cannot　be　free　from　subjectivity．　As　a　matter　of

course，　Kao・zheng－hstieh考証学in【Ch‘in清Dynasty　that　advocates　the

independence　of　hsiin－Ieu　cannot　be　an　exception．

Word　Associations　of　Javanese　Primary　School　Children：

　　　　　　　A　Note　on　Reading　Their　Written　Responses

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Miyoaki　Shimizu

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Associate　Professor　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Psychology，

　　　　　　　’　Faculty　of　Letters，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　We　have　made　a　data－set　for　computer　processing　of　Javanese　children’s

responses　in　a　word　association　test．　The　present　note　is　a　memorandom

for　future　use　of　this　data－set．

　　1．　The　data　in　the　data－set　are　free　association　responses　of　Javanese

primary　school　children　in　Yogyakarta，　lndonesia，　to　63　stimulus　words．

The　test　was　conducted　by　our　lndonesian　co！laborators　in　the　Departrnent

of　Psychology，　Gadjah　Mada　University；　Pro£　Masrun，　Prof．　Bimo　Walgito，

Prof．　Siti　Rahayu　Haditono，　and　their　graduate　students，　as　a　part　of　the

preliminary　research　for　our　project　on　Cognitive　and　Social　Development

of　lndonesian　Children．　The　detail　of　the　test　was　described　in　our　interim

report　“Javanese　and　Japanese　Chlldren”　（1980）．

　　2．　The　written　responses　were　first　read　by　us，　the　Japanese　members

of　out’ @project，　and　later　reexamined　by　graduate　students　of　Gadjah　Mada

University．　We　set　the　followlng　’　rinciples　for　reading　the　responses；　（i）

The　responses　were　to　be　read　literally，　although　errors　or　omissions　were
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