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本
研
究
の
問
題
意
識

本
博
⼠
学
位
申
請
論
⽂
は
︑
何
晏
︵
？
年
�
⼆
四
九
年
︶・
王
弼
︵
⼆
⼆
六
年
�
⼆
四
九
年
︶・
郭
象
︵
⼆
五
⼆

年
�
三
⼀
⼆
年
︶・
張
湛
︵
？
年
�
？
年
︶
の
思
想
を
検
討
し
︑
彼
ら
の
思
想
の
特
徴
お
よ
び
展
開
を
明
ら
か
に

す
る
も
の
で
あ
る
︒ 

 

何
晏
・
王
弼
・
郭
象
・
張
湛
は
︑
い
ず
れ
も
魏
晋
期
に
⽣
き
た
⼈
物
で
︑
そ
の
代
表
的
な
著
作
と
し
て
は
︑
何

晏
に
﹃
論
語
集
解
﹄︑
王
弼
に
﹃
⽼
⼦
﹄
注
・﹃
周
易
﹄
注
︑
郭
象
に
﹃
荘
⼦
﹄
注
︑
張
湛
に
﹃
列
⼦
﹄
注
が
あ
る
︒

儒
教
が
中
⼼
的
な
思
想
で
あ
�
た
魏
晋
期
に
あ
�
て
︑
彼
ら
の
思
想
に
は
⽼
荘
思
想
の
理
論
や
形
⽽
上
的
概
念

が
取
り
込
ま
れ
て
お
り
︑
そ
の
学
問
の
⼤
き
な
特
徴
を
な
し
て
い
る
︒
何
晏
・
王
弼
が
活
躍
し
た
正
始
年
間
︵
⼆

四
〇
年
�
⼆
四
九
年
︶
以
降
︑
魏
晋
期
を
通
し
て
流
⾏
し
た
こ
う
し
た
学
⾵
は
﹁
⽞
学
﹂
と
呼
ば
れ
︑
こ
れ
ま
で

に
も
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
︒ 

た
だ
し
︑
そ
れ
ら
の
先
⾏
研
究
で
は
︑
往
々
に
し
て
⻄
洋
哲
学
の
議
論
や
考
え
⽅
を
⽤
い
て
﹁
⽞
学
﹂
の
概
念

や
理
論
︑
あ
る
い
は
展
開
が
説
明
さ
れ
て
き
た
︒
た
と
え
ば
︑
湯
⼀
介
や
陳
来
は
︑
次
の
よ
う
に
﹁
無
﹂
概
念
を

ヘ
�
ゲ
ル
の
﹁
純
有
﹂
や
﹁
純
無
﹂1

に
相
当
す
る
も
の
と
説
明
す
る
︒ 

 

王
弼
的
“
⽆
”
实
际
上
是
指
抽
掉
⼀
切
具
体
规
定
性
的
“
有
”(p

u
re b

ein
g

),

即
最
抽
象
的
“
⼀
般
”
︒
如

果
说,

任
何
具
体
的
事
物
都
有
其
具
体
的
规
定
性,

即
以
某
种
规
定
性
为
“
性
”,

那
么
王
弼
的
“
⽆
”,

它
不

是
什
么
具
体
的
东
⻄,

它
是
⽆
规
定
性
的,

即
以
“
⽆
规
定
性
”
为
“
性
”
︒
⽆
规
定
性
的
“
⽆
”
是
不
存
在

的,

但
它
⼜
是
⼀
切
存
在
的
根
据,

是
“
纯
有
”(p

u
re b

ein
g

)

︒︵
湯
⼀
介
﹁
論
魏
晋
⽞
学
﹂︑﹃
中
国
哲
学
的

詮
釈
与
発
展―

張
岱
年
先
⽣
九
⼗
寿
慶
紀
念
論
⽂
集
﹄
︑
北
京
⼤
学
出
版
社
︑
⼀
九
九
五
年
︶ 

 

这
个
被
⽞
学
视
为
本
体
的
⽆,

相
当
于
黑
格
尔
所
谓
“
纯
⽆
”
的
意
义,

即
它
是
⼀
个
抽
象
的
⽆
︑
⼀
般
的
⽆
︒

︵
陳
来
﹁
魏
晋
⽞
学
的
“
有
”
“
⽆
”
范
畴
新
探
﹂
︑﹃
哲
学
研
究
﹄︑
⼀
九
⼋
六
年
九
期
︶ 
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し
か
し
な
が
ら
︑
こ
う
し
た
⻄
洋
哲
学
の
議
論
を
⽤
い
た
説
明
は
︑
純
粋
に
彼
ら
の
思
想
を
明
ら
か
に
し
よ
う

と
い
う
意
図
を
越
え
て
︑
﹁
⽞
学
﹂
に
⻄
洋
哲
学
を
�
発
⾒
�
し
よ
う
と
い
う
別
の
動
機
も
働
い
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
れ
ら
の
研
究
で
は
︑﹁
⽞
学
﹂
に
⻄
洋
哲
学
と
同
等
の
思
想
を
⾒
出
す
こ
と
で
﹁
⽞
学
﹂

あ
る
い
は
中
国
哲
学
そ
の
も
の
の
地
位
向
上
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
近
い

﹁
⽞
学
﹂
研
究
の
態
度
へ
の
批
判
は
︑
実
は
す
で
に
侯
外
廬
に
よ
�
て
な
さ
れ
て
い
る
︒ 

 

最
近
の
⼈
は
︑
清
代
の
学
者
の
⽞
学
に
対
す
る
弁
護
を
受
け
て
︑
⽞
学
の
た
め
に
解
説
を
⾏
う
者
が
多
い
︒

あ
る
説
で
は
︑
そ
れ
は
﹁
数
百
年
間
の
精
神
の
⼤
解
放
︑
⼈
格
・
思
想
の
⼤
⾃
由
で
あ
る
﹂
と
い
う
が
︑
こ

れ
は
⻄
洋
史
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
に
準
え
る
も
の
で
あ
る
︒
あ
る
説
で
は
︑
晋
⼈
の
⼈
格
の
美
し
さ
は
彼

に
﹁
空
前
絶
後
の
精
神
解
放
を
得
さ
せ
た
﹂
と
い
う
︒
あ
る
説
で
は
︑
魏
晋
思
想
は
精
神
⾃
由
の
⾃
然
主
義

を
代
表
す
る
と
い
う
︒
あ
る
説
で
は
︑
魏
晋
⽞
学
は
︑
内
外
聖
王
の
学
の
最
も
精
微
な
も
の
と
い
う
︒
あ
る

説
で
は
︑
そ
れ
は
中
国
思
想
史
上
で
最
も
偉
⼤
な
本
体
論
と
い
う
︒こ
れ
ら
の
議
論
は
す
べ
て
偏
⾒
で
あ
る
︒

2

︵
侯
外
廬
主
編
﹃
中
国
思
想
通
史
﹄﹁
第
⼆
章 

魏
晋
南
北
朝
思
想
的
性
格
与
相
貌
﹂︑
⼈
⺠
出
版
社
︑
⼀
九

五
七
年
︶ 

 

し
か
し
︑
こ
う
し
た
侯
外
廬
の
指
摘
が
あ
�
て
も
︑
先
⾏
研
究
の
多
く
は
現
在
に
⾄
る
ま
で
そ
の
⼿
法
を
⼤
き

く
変
え
て
い
な
い
︒
湯
⼀
介
・
胡
仲
平
﹁
⻄
⽅
学
术
背
景
下
的
魏
晋
⽞
学
研
究
﹂3

で
は
︑﹁
⽞
学
﹂
研
究
の
傾
向

か
ら
︑
⼀
九
三
〇
年
代
以
前
︑
⼀
九
三
〇
年
代
�
四
〇
年
代
︑
⼀
九
五
〇
年
代
�
七
〇
年
代
︑
⼀
九
七
〇
年
代
末

�
⼀
九
⼋
〇
年
代
︑
⼀
九
九
〇
年
代
に
分
け
て
い
る
が
︑
す
べ
て
の
時
期
で
⻄
洋
学
術
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
︑
そ
う
し
た
﹁
⽞
学
﹂
研
究
の
状
況
を
よ
く
窺
え
る
︒
こ
の
論
⽂
で
︑﹁
⼆
⼗
世
紀
三
︑
四
⼗
年
代
の
魏
晋
⽞

学
研
究
は
︑
湯
⽤
彤
・
馮
友
蘭
な
ど
の
学
者
達
の
努
⼒
の
も
と
︑
彼
ら
の
中
国
伝
統
⽂
化
に
対
す
る
深
い
理
解
の

う
え
に
︑
さ
ら
に
⻄
洋
の
学
術
観
念
と
⽅
法
を
借
り
︑
基
本
的
な
現
代
の
学
術
形
式
を
確
⽴
し
て
︑
後
世
の
さ
ら

な
る
研
究
の
た
め
の
強
固
な
基
盤
を
築
い
た
﹂4

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
︑﹁
⽞
学
﹂
研
究
は
︑
こ
れ
ま
で
湯
⽤
彤
・

馮
友
蘭
に
代
表
さ
れ
る
⼀
九
三
〇
年
代
�
四
〇
年
代
の
研
究
の
⾒
⽅
・
研
究
⼿
法
を
踏
襲
し
て
研
究
が
進
め
ら

れ
て
お
り
︑ほ
と
ん
ど
の
場
合
︑
⻄
洋
の
哲
学
や
学
術
と
同
等
の
思
考
が
そ
こ
に
読
み
込
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒ 

 
2 

近
人
因
了
清
代
学
者
对
于
玄
学
的
辩
护,

頗
有
为
玄
学
說
教
者,

有
的
說
它
是
“
几
百
年
間
精
神
上
的
大
解
放,

人
格
上
思
想
上
的
大
自

由
”,

比
美
于
西
洋
史
的
文
艺
复
兴
思
想;

有
的
說
晋
人
人
格
之
美,

使
他
“
得
到
空
前
絕
后
的
精
神
解
放
”;

有
的
說
魏
晋
思
想
代
表
精
神
自

由
的
自
然
主
义;

有
的
說
魏
晋
玄
学
是
內
聖
外
王
之
学
尤
精
微
者;

有
的
說
它
是
中
国
思
想
史
上
最
偉
大
的
本
体
之
学
�
这
些
論
断
都
是
偏

見
� 

3 

湯
一
介
・
胡
仲
平
�
西
方
学
术
背
景
下
的
魏
晋
玄
学
研
究
��
中
国
哲
学
史
��
二
〇
〇
四
年
一
期
� 

4 2
0

世
纪
三
�
四
十
年
代
的
魏
晋
玄
学
研
究
在
汤
用
彤
�
冯
友
兰
等
学
者
的
共
同
努
力
之
下,

依
靠
他
们
对
中
国
传
统
文
化
的
深
切
理
解,

并

借
助
于
西
方
的
学
术
观
念
和
方
法,

建
立
起
基
本
的
现
代
学
术
形
态,

为
后
来
的
进
一
步
研
究
奠
定
了
坚
实
的
基
础
� 
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こ
う
し
た
⻄
洋
の
哲
学
や
学
術
を
中
国
思
想
に
投
影
す
る
と
い
う
⽅
法
が
︑
果
た
し
て
今
⽇
に
お
い
て
ど
れ

ほ
ど
の
意
味
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
︑
そ
の
こ
と
を
お
く
と
し
て

も
︑
先
⾏
研
究
の
﹁
⽞
学
﹂
理
解
に
つ
い
て
は
⼀
考
の
余
地
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
従
来
の
研
究
の
な
か
に
は
︑

⼀
部
の
議
論
に
焦
点
を
当
て
て
読
み
込
み
を
⾏
�
た
り
︑
再
解
釈
す
る
こ
と
で
そ
の
哲
学
的
意
義
を
⾒
出
そ
う

と
す
る
も
の
が
あ
る
が
︑
こ
れ
は
そ
も
そ
も
の
⽬
的
・
⽅
法
論
か
ら
し
て
﹁
⽞
学
﹂
本
来
の
す
が
た
を
明
ら
か
に

す
る
も
の
で
は
な
い
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
に
強
い
読
み
込
み
を
⾏
わ
な
か
�
た
と
し
て
も
︑
⻄
洋
の
哲
学
や
学

術
が
中
国
思
想
に
投
影
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
︑
多
く
の
場
合
⻄
洋
思

想
に
近
い
か
た
ち
に
変
形
さ
れ
た
思
想
が
取
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
先
⾏
研
究
で
は
︑
⻄
洋
の
哲

学
・
学
術
の
観
点
を
⽤
い
て
研
究
が
⾏
わ
れ
た
こ
と
に
よ
�
て
︑
往
々
に
し
て
魏
晋
当
時
に
考
え
ら
れ
て
い
た
思

想
と
は
異
な
�
た
す
が
た
で
﹁
⽞
学
﹂
が
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

実
際
︑
﹁
⽞
学
﹂
は
中
国
思
想
の
な
か
で
も
特
異
な
思
潮
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
そ
の
原
因
は
上
記

の
よ
う
に
従
来
の
研
究
が
⻄
洋
哲
学
の
思
考
に
近
い﹁
⽞
学
﹂
像
を
提
⽰
し
て
き
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
彼
ら
の
思
想
を
⼀
歩
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
⾒
て
み
れ
ば
︑
思
想
史
上
で
は
︑
漢
代
の
儒
教
を
継

承
し
て
い
る
部
分5

や
宋
代
の
儒
教
に
接
続
す
る
部
分6

が
あ
り
︑
ま
た
同
時
代
的
に
お
い
て
も
︑
⽂
学
作
品
を
始

め
と
す
る
多
く
の
芸
術
に
多
⼤
な
影
響
を
与
え
て
お
り
︑
従
来
の
研
究
の
﹁
⽞
学
﹂
像
と
は
噛
み
合
わ
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
本
研
究
で
は
︑
魏
晋
の
当
時
に
考
え
ら
れ
て
い
た
思
想
と
し
て
の
﹁
⽞
学
﹂
を
解
明
す

る
こ
と
を
⽬
指
し
て
︑
思
想
内
部
の
論
理
を
追
い
つ
つ
︑
さ
ら
に
そ
の
思
想
が
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
構
想
と

な
�
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
︒
ま
た
︑
そ
の
時
に
は
︑
漢
代
儒
教
が
現
実
に
対
応
す
る
理
論
を
提
出
し
て
き
た

こ
と
に
着
⽬
し
︑
当
時
の
時
代
状
況
や
政
治
状
況
を
視
野
に
含
み
な
が
ら
検
討
を
⾏
う
こ
と
に
し
た
︒
こ
れ
に
よ

�
て
﹁
⽞
学
﹂
の
実
相
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
︑﹁
⽞
学
﹂
研
究
そ
れ
⾃
体
の
進
展
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
後
世
の
思
想

家
が
﹁
⽞
学
﹂
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
思
想
を
形
成
し
た
の
か
︑
あ
る
い
は
︑
六
朝
時
代
の
知
識
⼈
達

が
﹁
⽞
学
﹂
の
⾔
説
や
理
論
を
ど
の
よ
う
に
援
⽤
し
て
⽂
学
作
品
や
理
論
を
形
成
し
た
の
か
な
ど
︑
中
国
研
究
全

体
の
進
展
に
⼤
き
く
寄
与
す
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 
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吾
妻
重
二
�
朱
子
学
の
新
研
究―
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世
士
大
夫
の
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的
地
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��
創
文
社
�
二
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〇
四
年
�
な
ど
を
参
照
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各
章
の
内
容

 
具
体
的
に
︑
各
章
で
は
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒ 

 
何
晏
に
は
︑
た
と
え
ば
﹃
論
語
集
解
﹄
衛
霊
公
五
章
の
何
晏
注
に
︑﹁
官
に
任
ず
る
こ
と
其
の
⼈
を
得
た

り
︒
故
に
無
為
に
し
て
治
ま
る
な
り7

﹂
と
⾔
わ
れ
る
よ
う
な
︑
聖
⼈
が
⾂
下
を
択
ぶ
こ
と
に
よ
�
て
天
下

が
治
ま
る
と
い
う
﹁
無
為
の
治
﹂
に
つ
い
て
の
思
想
が
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
以
外
に
も
︑
﹁
君
主
が
正
し
く

あ
る
こ
と
に
よ
�
て
国
が
治
ま
る
﹂
︑﹁
交
際
す
る
相
⼿
を
慎
重
に
選
ぶ
﹂
な
ど
︑
理
想
的
な
君
主
に
よ
る
統

治
︵
﹁
聖
⼈
統
治
﹂︶
に
つ
い
て
の
思
想
が
多
く
⾒
え
る
︒
こ
う
し
た
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
に
関
す
る
思
想
は
︑
儒

家
の
⼀
般
的
理
解
を
踏
襲
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
︑
⻫
王
曹
芳
に
対
す
る
諫
諍
⽂
﹁
奏
請
⼤
⾂
侍
従
游
幸
﹂

に
そ
の
⼀
端
が
⾒
え
る
よ
う
に
︑
何
晏
の
実
際
政
治
の
場
で
の
主
張
を
⽀
え
る
理
念
で
あ
�
た
︒
そ
し
て
︑

注
意
す
べ
き
は
︑
何
晏
が
そ
う
し
た
解
釈
以
外
に
さ
ら
に
﹃
易
﹄
の
思
想
や
﹃
⽼
⼦
﹄
に
基
づ
く
形
⽽
上
学

的
な
議
論
に
よ
�
て
も
こ
の
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
の
理
念
を
補
強
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹃
易
﹄

乾
卦 

⽂
⾔
伝
の
﹁
夫
れ
⼤
⼈
な
る
者
は
天
地
と
其
の
徳
を
合
す8

﹂
と
い
う
句
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
﹁
聖

⼈
﹂
と
﹁
天
地
﹂
の
機
能
が
⼀
致
し
て
い
る
と
い
う
議
論
を
導
⼊
す
る
こ
と
︑
お
よ
び
万
物
を
⽀
え
る
根
源

で
あ
る
﹁
道
﹂
を
想
定
し
︑
そ
れ
と
の
関
係
の
な
か
で
﹁
天
地
﹂
や
﹁
聖
⼈
﹂
が
万
物
を
運
⾏
・
運
⽤
し
て

い
る
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
で
︑
従
来
の
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
の
議
論
を
さ
ら
に
理
論
的
に
補
強
し
て
い
た
の
で

あ
る
︒ 

 

王
弼
は
︑﹃
⽼
⼦
﹄
注
に
お
い
て
︑﹁
凡
そ
有
は
皆 

無
に
始
ま
る9

﹂
と
い
う
テ
�
ゼ
を
も
ち
だ
し
︑﹁
無
﹂

で
あ
る
﹁
道
﹂
が
﹁
有
﹂
で
あ
る
﹁
物
﹂
の
根
源
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
無
﹂
で
あ
る

﹁
道
﹂
は
物
の
存
在
を
始
め
る
﹁
万
物
の
始
め
﹂
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
﹁
万
物
の
始
め
﹂
な
る
も
の
は
︑﹃
⽼

⼦
﹄
第
五
⼗
⼆
章
の
本
⽂
に
︑
﹁
天
下
に
始
め
有
れ
ば
︑
以
て
天
下
の
⺟
と
為
る
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
万
物

の
⽣
成
変
化
を
⽀
え
る
﹁
万
物
の
⺟
﹂
で
も
あ
る
た
め1

0

︑
万
物
の
存
在
と
⽣
成
変
化
を
⽀
え
る
根
源
で
あ

る
と
す
る
の
で
あ
る
︒
他
に
も
王
弼
は
︑﹁
道
﹂
の
﹁
無
﹂
と
し
て
の
属
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
機

 
7 

任
官
得
其
⼈
︒
故
無
為
⽽
治
也
︒ 

8 

夫
⼤
⼈
者
与
天
地
合
其
徳
︒ 

9 

凡
有
皆
始
⽼
無
︒ 

1
0 

凡
有
皆
始
於
無
︒
故
未
形
・
無
名
之
時
︑
則
為
万
物
之
始
︒
及
其
有
形
・
有
名
之
時
︑
則
⻑
之
︑
育
之
︑
亭
之
︑
毒
之
︑
為
其
⺟
也
︒

⾔
道
以
無
形
・
無
名
始
成
万
物
︒ 



 

 

5 

能
的
な
側
⾯
の
説
明
や
絶
対
性
を
説
明
す
る
が
︑
⼀
⽅
で
﹃
⽼
⼦
﹄
本
⽂
に
⾒
え
る
﹁
道
﹂
が
物
を
⽣�
じ
る

と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
回
避
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
王
弼
は
﹃
⽼
⼦
﹄
本
⽂
の
﹁
道
﹂
概
念
が
本
来
も
�
て

い
た
︑
万
物
を
⽣
み
出
す
始
源
と
し
て
の
性
格
は
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
よ
う
に
始
源
と
し
て

の
性
格
が
そ
ぎ
落
と
さ
れ
る
こ
と
で
︑
結
果
的
に
王
弼
の
想
定
す
る
﹁
道
﹂
概
念
は
純
粋
な
根
源
と
し
て
の

側
⾯
だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
�
た
︒ 

そ
し
て
︑
以
上
の
よ
う
に
王
弼
に
よ
�
て
実
質
的
に
再
設
定
さ
れ
た
﹁
道
﹂
概
念
は
︑
さ
ら
に
政
治
思
想

へ
と
接
続
し
て
い
く
︒
た
と
え
ば
︑
第
⼗
四
章
注
に
︑﹁
無
形
無
名
な
る
者
は
︑
万
物
の
宗
な
り
︒
今
古
は

同
じ
か
ら
ず
︑
時
は
移
り
俗
は
易
は
る
と
雖
も
︑
故も

と

よ
り
此
に
由
ら
ず
し
て
以
て
其
の
治
を
成
す
者
莫
き
な

り1
1

﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
王
弼
は
﹁
道
﹂
が
万
物
の
根
源
と
し
て
万
物
を
⽀
え
て
い
る
た
め
に
︑
そ
れ
を
⽤

い
る
聖
⼈
も
﹁
道
﹂
の
性
質
を
引
き
受
け
︑
直
接
的
に
は
何
も
し
な
く
と
も
万
物
を
治
め
ら
れ
る
︑
す
な
わ

ち
﹁
無
為
の
治
﹂
が
成
り
⽴
つ
と
い
う
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
そ
の
時
に
王
弼
が
想
定
し
て
い
る
聖
⼈
は
﹃
⽼

⼦
﹄
注
の
な
か
に
あ
�
て
も
あ
く
ま
で
儒
教
的
聖
⼈
で
あ
り
︑
こ
の
こ
と
か
ら
王
弼
は
︑
﹃
⽼
⼦
﹄
注
に
お

い
て
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
と
い
う
儒
教
が
も
つ
統
治
論
を
﹃
⽼
⼦
﹄
と
い
う
儒
教
の
外
部
の
思
想
を
⽤
い
て
補
強

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒ 

そ
し
て
︑﹃
⽼
⼦
﹄
注
で
確
⽴
さ
れ
た
﹁
道
﹂
概
念
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
は
︑﹃
周
易
﹄

や
﹃
論
語
﹄
の
注
釈
と
し
て
も
提
⽰
さ
れ
て
い
る
︒
む
し
ろ
︑
聖
⼈
の
書
で
あ
る
﹃
周
易
﹄
や
﹃
論
語
﹄
の

注
釈
と
し
て
提
⽰
さ
れ
る
こ
と
で
︑
よ
う
や
く
そ
れ
が
本
当
の
意
味
で
新
し
い
形
式
の
﹁
無
為
の
治
﹂
と
し

て
提
⽰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
︒ 

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
王
弼
が
﹃
⽼
⼦
﹄・﹃
周
易
﹄・﹃
論
語
﹄
と
い
う
三
書
に
注
釈
を
つ
け
た
の
は
︑

﹃
⽼
⼦
﹄
の
注
釈
に
お
い
て
新
し
い
﹁
無
為
の
治
﹂
の
理
論
︑
そ
し
て
そ
の
根
幹
を
な
す
﹁
道
﹂
概
念
を
構

想
し
︑﹃
周
易
﹄
や
﹃
論
語
﹄
の
注
釈
に
お
い
て
そ
の
﹁
無
為
の
治
﹂
の
提
⽰
を
⾏
う
た
め
で
あ
�
た
と
考

え
ら
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
の
際
に
﹃
周
易
﹄・﹃
論
語
﹄
と
い
う
典
籍
が
選
ば
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ

ろ
う
︒﹃
周
易
﹄
に
形
⽽
上
の
﹁
道
﹂
概
念
が
あ
り
﹃
論
語
﹄
に
﹁
無
為
の
治
﹂
の
議
論
が
あ
�
た
こ
と
︑

そ
し
て
︑
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
理
論
的
な
補
完
を
⾏
う
余
地
が
あ
�
た
こ
と
が
︑
王
弼
が
⾃
⾝
の
構
想
を
そ

こ
に
埋
め
込
み
な
が
ら
注
釈
を
⾏
�
た
理
由
と
考
え
得
る
︒
王
弼
は
︑﹃
⽼
⼦
﹄
へ
の
注
釈
に
よ
り
﹃
⽼
⼦
﹄

の
議
論
を
援
⽤
し
た
聖
⼈
の
無
為
と
い
う
新
た
な
儒
教
的
世
界
観
の
理
論
的
基
盤
を
形
成
し
た
の
で
あ
り
︑

﹃
周
易
﹄・
﹃
論
語
﹄
の
注
釈
に
よ
り
そ
の
新
た
な
儒
教
的
世
界
観
の
提
⽰
を
⾏
�
た
の
で
あ
る
︒ 

 

 
1

1 

無
形
無
名
者
︑
万
物
之
宗
也
︒
雖
今
古
不
同
︑
時
移
俗
易
︑
故
莫
不
由
乎
此
以
成
其
治
者
也
︒ 



 

 

6 

何
晏
や
王
弼
に
後
続
す
る
郭
象
は
︑﹃
荘
⼦
﹄
注
の
な
か
で
︑
何
晏
や
王
弼
と
同
じ
く
聖
⼈
が
無
為
に
よ

�
て
万
物
を
治
め
る
と
い
う
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
の
考
え
⽅
を
認
め
︑
理
論
的
な
補
強
を
⾏
�
て
い
る
︒
た
だ
し
︑

郭
象
は
︑
何
晏
や
王
弼
の
よ
う
に
万
物
に
根
源
が
あ
る
こ
と
は
認
め
て
お
ら
ず
︑
万
物
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
⾃

⾝
を
根
拠
と
し
て
存
在
・
活
動
す
る
と
し
て
い
た
︒
こ
う
し
た
物
理
解
に
よ
�
て
︑
何
晏
や
王
弼
の
よ
う
に

聖
⼈
と
根
源
と
の
関
係
を
説
明
す
る
必
要
が
な
く
な
り
︑
聖
⼈
が
た
だ
存
在
す
る
だ
け
で
万
物
が
お
の
ず

と
あ
る
べ
き
姿
で
治
ま
る
と
い
う
﹁
無
為
の
治
﹂
の
理
解
が
成
り
⽴
つ
こ
と
に
な
�
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し

⼀
⽅
で
︑
こ
う
し
た
郭
象
の
物
理
解
は
︑
物
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
⾃
⾝
で
治
ま
る
以
上
︑
そ
も
そ
も
万
物
を
治

め
る
統
治
者
の
存
在
す
ら
必
要
な
い
と
い
う
議
論
に
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
�
た
︒
し
か
し
︑
郭
象
は
そ
う

し
た
議
論
に
進
む
こ
と
は
な
く
︑﹁
無
為
﹂
を
﹁
直
だ
各
〻
其
の
⾃
為
に
任
す1

2

﹂
と
定
義
し
て
︑
そ
の
よ
う

に
物
の
﹁
⾃
為
﹂
に
任
す
聖
⼈
が
い
る
こ
と
で
︑
物
が
あ
る
べ
き
姿
で
治
ま
�
て
い
る
と
し
︑
聖
⼈
と
い
う

存
在
︑
あ
る
い
は
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
と
い
う
思
考
枠
組
み
は
保
存
し
た
ま
ま
議
論
を
⾏
う
︒
郭
象
は
︑
貴
族
の

⽴
場
が
強
く
な
�
て
い
た
当
時
の
社
会
状
況
の
も
と
︑
あ
く
ま
で
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
と
い
う
思
考
枠
組
み
の
な

か
で
︑
そ
れ
を
理
論
的
に
補
強
す
る
と
い
う
⽅
法
を
と
り
な
が
ら
⾃
⾝
の
主
張
を
⾏
�
た
の
で
あ
る
︒ 

 

張
湛
は
︑
何
晏
・
王
弼
・
向
秀
・
郭
象
と
い
�
た
先
⾏
す
る
⽞
学
諸
説
を
引
⽤
・
踏
襲
し
て
﹃
列
⼦
﹄
に
注
釈

を
施
し
︑
彼
ら
の
議
論
を
取
捨
選
択
し
て
⼀
つ
の
理
論
と
し
て
成
り
⽴
つ
よ
う
に
し
な
が
ら
︑
ま
た
︑
先
⾏
す
る

思
想
の
不
⼗
分
な
点
を
補
い
な
が
ら
︑
従
来
の
⽞
学
諸
説
を
総
合
し
た
思
想
を
形
成
し
て
い
る
︒
た
だ
し
⼀
⽅
で
︑

﹁
聖
⼈
統
治
﹂
と
い
う
儒
教
が
本
来
も
�
て
い
た
枠
組
み
の
中
で
理
論
を
競
�
て
い
た
従
来
の
⽞
学
諸
説
に
⽐

べ
る
と
︑
統
治
の
主
体
と
し
て
の
聖
⼈
の
存
在
︑
あ
る
い
は
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
と
い
う
枠
組
み
そ
れ
⾃
体
の
⽐
重
が

張
湛
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
下
が
�
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
︒
何
晏
・
王
弼
・
向
秀
・
郭
象
ほ
ど
に
は
政
治

と
の
関
わ
り
が
な
か
�
た
張
湛
は
︑
彼
ら
の
よ
う
に
当
時
の
政
治
状
況
か
ら
の
要
請
で
そ
の
思
想
を
形
成
し
て

い
る
の
で
は
な
く
︑
仏
教
の
理
論
が
広
ま
�
て
い
た
当
時
の
思
想
状
況
の
な
か
で
︑
従
来
の
中
国
思
想
の
な
か
で

仏
教
に
匹
敵
す
る
︑
あ
る
い
は
そ
れ
を
越
え
る
思
想
を
⾒
出
そ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
張
湛
に

お
い
て
儒
教
の
な
か
で
展
開
す
る
政
治
思
想
と
し
て
の
側
⾯
が
薄
ま
り
︑﹁
⽞
学
﹂
は
そ
の
思
想
の
か
た
ち
を
⼤

き
く
変
え
て
い
�
た
の
で
あ
る
︒ 

 

 
1

2 

無
為
者
︑
⾮
拱
黙
之
謂
也
︑
直
各
任
其
⾃
為
︒ 
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﹁
魏
晋
⽞
学
﹂
の
特
徴
と
展
開

以
上
の
よ
う
な
各
章
の
検
討
を
踏
ま
る
と
︑
彼
ら
の
思
想
の
特
徴
や
展
開
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
︒
そ
も
そ
も
﹃
⽼
⼦
﹄
や
﹃
荘
⼦
﹄
に
注
釈
を
つ
け
︑
⽼
荘
思
想
を
含
ん
だ
議
論
を
し
て
い
る
と
い
�
て
も
︑

と
く
に
何
晏
・
王
弼
・
郭
象
ら
の
思
想
が
儒
教
の
内
部
で
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
従
来
の
研
究
で
も
多
く
指
摘
さ

れ
て
き
た
︒
こ
れ
は
漢
代
以
降
の
儒
教
が
主
流
に
な
�
た
思
想
状
況
を
鑑
み
れ
ば
あ
る
意
味
当
然
の
こ
と
で
も

あ
り
︑
彼
ら
は
⾃
⾝
の
思
想
を
表
明
す
る
た
め
に
は
儒
教
の
枠
組
み
の
中
で
議
論
を
打
ち
⽴
て
る
必
要
が
あ
�

た
の
で
あ
る
︒ 

で
は
︑
な
ぜ
⽼
荘
思
想
や
形
⽽
上
学
的
議
論
と
い
�
た
そ
れ
ま
で
の
儒
教
に
あ
ま
り
⾒
ら
れ
な
い
要
素
が
彼

ら
の
思
想
に
取
り
⼊
れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
彼
ら
の
思
想
の
先
駆
け
と
な
�
た
何
晏
の
著
作
を
⾒
て
み
る
と
︑

政
治
の
場
と
の
関
わ
り
が
深
い
著
作
で
の
議
論
は
﹃
論
語
﹄
や
﹃
尚
書
﹄
な
ど
の
儒
家
系
典
籍
だ
け
に
基
づ
い
て

い
る
が
︑
そ
れ
ら
の
著
作
で
も
共
有
さ
れ
る
︑
い
わ
ば
政
治
的
な
主
張
の
⼟
台
と
な
る
儒
教
的
な
世
界
観
が
︑﹃
論

語
集
解
﹄
や
﹁
無
名
論
﹂
と
い
�
た
別
の
著
作
で
﹃
周
易
﹄
や
﹃
⽼
⼦
﹄
を
⽤
い
て
補
強
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑

何
晏
は
︑
彼
の
主
張
を
背
後
で
⽀
え
る
よ
う
な
儒
教
的
な
世
界
観
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
﹃
周
易
﹄
や
﹃
⽼
⼦
﹄

の
議
論
を
導
⼊
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

こ
こ
で
い
う
世
界
観
と
は
︑
理
想
的
な
君
主
と
し
て
の
聖
⼈
が
万
⺠
を
治
め
て
い
る
と
い
う
世
界
観
で
あ
り
︑

﹁
聖
⼈
統
治
﹂
と
本
研
究
で
⾔
�
て
き
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
聖
⼈
統
治
﹂
と
い
う
世
界
観
⾃
体
は
︑
儒
教
内
部
に

そ
も
そ
も
⾒
ら
れ
る
世
界
観
で
あ
り
︑
と
く
に
﹃
論
語
﹄
な
ど
で
は
聖
⼈
が
無
為
に
よ
�
て
万
物
を
治
め
る
︵
﹁
無

為
の
治
﹂︶
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒﹁
無
為
の
治
﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
来
の
儒
教
に
お
い
て
も
︑
聖
⼈
の
徳
が
感
化

す
る
こ
と
に
よ
�
て
万
⺠
が
治
ま
る
︑
あ
る
い
は
直
接
的
に
は
⾂
下
が
治
め
る
こ
と
で
万
⺠
が
治
ま
る
と
い
う

理
論
が
⾒
え
て
い
る
が
︑
何
晏
は
さ
ら
に
﹃
周
易
﹄
や
﹃
⽼
⼦
﹄
の
﹁
道
﹂
概
念
を
導
⼊
し
︑
そ
れ
ま
で
に
な
い

新
し
い
理
論
を
加
え
て
説
明
を
⾏
�
た
の
で
あ
る
︒ 

こ
う
し
た
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
と
い
う
儒
教
の
世
界
観
を
⽼
荘
思
想
や
形
⽽
上
学
的
議
論
で
根
拠
づ
け
る
構
図
こ
そ

が
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
⽞
学
﹂
の
始
ま
り
で
あ
�
た
と
⾔
�
て
良
い
︒
考
え
て
み
る
に
︑
君
主
⼀
尊
が
揺
る
が
な
か
�

た
漢
代
で
は
︑
⼀
⼈
の
君
主
が
万
⺠
を
治
め
る
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
の
枠
組
み
が
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
⽤
い
ら
れ
て
い

た
が
︑
君
主
権
⼒
が
失
墜
し
︑
さ
ら
に
は
三
⼈
の
君
主
が
⿍
⽴
す
る
時
代
を
経
た
魏
晋
期
に
は
︑
そ
も
そ
も
﹁
聖

⼈
統
治
﹂
の
世
界
が
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
で
成
り
⽴
�
て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
思
考
さ
れ
る
こ
と
に

な
�
た
の
だ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
⽼
荘
思
想
を
援
⽤
し
た
形
⽽
上
学
的
理
論
が
彼
ら
の
思
想
の
う
ち
で
⼤
き
な
特

徴
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
が
︑
そ
れ
ら
の
理
論
は
何
晏
以
後
も
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
と
い
う
儒
教
の
世

界
観
に
組
み
込
ま
れ
る
か
た
ち
で
構
想
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒ 

具
体
的
に
︑
何
晏
以
後
の
王
弼
や
郭
象
の
思
想
を
⾒
て
み
る
と
︑
何
晏
と
同
時
代
に
⽣
き
た
王
弼
は
︑
基
本
的
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な
構
想
は
同
じ
ま
ま
何
晏
よ
り
も
洗
練
さ
れ
た
理
論
を
打
ち
⽴
て
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
根
源
で
あ
る
﹁
道
﹂
が

万
物
を
⽀
え
︑
聖
⼈
が
そ
の
﹁
道
﹂
を
⽤
い
る
こ
と
で
万
物
を
治
め
て
い
る
と
い
う
構
想
は
同
じ
ま
ま
︑﹁
道
﹂

の
機
能
や
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
の
仕
組
み
に
つ
い
て
さ
ら
に
理
論
的
な
説
明
を
⾏
�
て
い
る
︒
⼀
⽅
︑
彼
ら
よ
り
も
後

の
⻄
晋
期
に
⽣
き
た
郭
象
は
︑
同
じ
く
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
の
世
界
を
想
定
し
な
が
ら
も
︑
何
晏
や
王
弼
と
は
異
な
�

た
議
論
を
展
開
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
郭
象
は
万
物
を
⽀
え
る
根
源
は
存
在
し
な
い
と
し
︑
物
は
そ
れ
⾃
⾝
で
存
在
・

活
動
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
で
︑
聖
⼈
の
統
治
下
で
万
物
が
ひ
と
り
で
に
治
ま
る
と
い
う
世
界
を
構
想
し
た
の

で
あ
る
︒ 

何
晏
・
王
弼
と
郭
象
の
理
論
は
︑
聖
⼈
が
な
ぜ
﹁
無
為
﹂
に
よ
�
て
万
物
を
治
め
ら
れ
る
の
か
の
理
由
と
な
�

て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
ど
ち
ら
も
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
を
根
拠
づ
け
る
よ
う
に
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
⾔

え
る
が
︑
同
じ
く
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
を
根
拠
づ
け
る
理
論
で
あ
り
な
が
ら
郭
象
に
⾄
�
て
異
な
�
た
理
論
が
表
れ
た

の
は
︑
理
論
の
整
合
性
と
い
う
問
題
だ
け
で
は
な
く
彼
ら
の
⽣
き
た
政
治
状
況
・
時
代
状
況
を
反
映
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
曹
爽
政
権
の
も
と
に
⽣
き
た
何
晏
や
王
弼
が
︑
唯
⼀
絶
対
の
﹁
道
﹂
が
万
物
す
べ
て

を
⽀
え
る
と
い
う
︑
⽀
配
の
⼀
元
化
と
極
め
て
相
性
の
良
い
思
想
を
構
想
し
︑
貴
族
の
⽴
場
が
向
上
し
て
い
た
⻄

晋
期
の
郭
象
が
︑
聖
⼈
の
存
在
は
認
め
つ
つ
も
万
物
が
そ
れ
⾃
⾝
を
根
拠
と
し
て
活
動
す
る
と
い
う
︑
被
統
治
者

側
の
⾃
⽴
性
を
認
め
る
思
想
を
構
想
し
た
の
は
︑
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
︑
彼
ら
も
ま
た
中
国
に
お
け
る
他
の
多

く
の
思
想
︵
あ
る
い
は
思
想
全
般
と
⾔
�
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
︶
と
同
じ
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
現
実
の
状
況
に

対
応
し
て
思
想
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
︒ 

さ
ら
に
⾔
う
の
で
あ
れ
ば
︑
先
に
何
晏
の
思
想
に
は
︑
政
治
の
場
で
の
発
⾔
を
背
後
で
⽀
え
る
儒
教
的
世
界
観

を
補
強
す
る
側
⾯
が
あ
�
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
︑
直
接
的
な
政
治
の
場
で
の
発
⾔
が
⾒
ら
れ
な
い
王
弼
や
郭

象
も
︑
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
の
世
界
を
根
拠
づ
け
る
と
い
う
⽅
法
に
よ
�
て
世
界
が
ど
の
よ
う
に
あ
る
の
か
︑
ど
の
よ

う
に
な
�
て
い
く
べ
き
な
の
か
を
説
明
し
て
お
り
︑
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
彼
ら
の
思
想
も
ま
た
政
治
的
で
あ

る
︒
彼
ら
は
︑
形
⽽
上
学
的
理
論
に
よ
�
て
世
界
の
構
造
を
説
明
し
︑
そ
れ
を
儒
教
の
世
界
観
に
組
み
込
む
か
た

ち
で
提
⽰
す
る
と
い
う
⽅
法
に
よ
�
て
︑
彼
ら
の
考
え
る
あ
る
べ
き
世
界
の
あ
り
⽅
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
︒ 

こ
う
し
た
共
通
の
傾
向
を
も
つ
何
晏
・
王
弼
・
郭
象
の
思
想
を
︑
本
研
究
で
は
﹁
魏
晋
⽞
学
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に

し
て
︑
改
め
て
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
︒ 

ま
ず
︑﹁
魏
晋
⽞
学
﹂
の
特
徴
の
第
⼀
は
︑﹃
周
易
﹄・﹃
⽼
⼦
﹄・﹃
荘
⼦
﹄
を
援
⽤
し
た
形
⽽
上
学
的
理
論
︑
と

り
わ
け
世
界
の
あ
り
⽅
や
構
造
に
つ
い
て
の
理
論
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
︒
具
体
的
に
︑
何
晏
や
王
弼
は
︑
根
源
と

し
て
の
﹁
道
﹂
が
万
物
を
⽀
え
て
い
る
と
し
︑
郭
象
は
︑
物
が
そ
れ
⾃
⾝
で
存
在
・
活
動
す
る
と
す
る
が
︑
こ
れ

ら
の
議
論
は
︑
物
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
の
仕
⽅
に
焦
点
が
当
た
�
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
︑
世
界
が
ど
の
よ
う
な
仕

組
み
で
運
⾏
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
が
あ
る
と
⾔
え
る
︒
先
⾏
研
究
に
引
き
つ
け
て
⾔
う
の
で
あ
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れ
ば
︑
こ
う
し
た
世
界
の
あ
り
⽅
や
構
造
に
つ
い
て
の
理
論
こ
そ
が
﹁
魏
晋
⽞
学
﹂
の
主
題
で
あ
�
て
︑
そ
の
よ

う
な
彼
ら
の
理
論
に
よ
�
て
︑
従
来
の
儒
教
が
も
�
て
い
た
秩
序
よ
り
も
全
体
的
な
秩
序
が
構
想
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
︒ 

﹁
魏
晋
⽞
学
﹂
の
特
徴
の
第
⼆
は
︑
彼
ら
の
思
想
が
あ
く
ま
で
儒
教
の
体
系
の
う
ち
で
展
開
し
て
お
り
︑
上
記

の
形
⽽
上
学
的
な
構
想
も
儒
教
の
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
の
理
論
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
何

晏
や
王
弼
の
﹁
道
﹂
が
万
物
を
⽀
え
て
い
る
と
い
う
構
想
が
︑
聖
⼈
が
そ
の
﹁
道
﹂
を
⽤
い
る
こ
と
で
無
為
に
よ

�
て
万
物
が
治
ま
る
と
い
う
理
論
に
接
続
し
︑
郭
象
の
物
が
そ
れ
⾃
⾝
で
存
在
・
活
動
し
て
い
る
と
い
う
構
想
が
︑

聖
⼈
の
統
治
下
で
万
物
が
ひ
と
り
で
に
治
ま
る
と
い
う
理
論
に
接
続
す
る
よ
う
に
︑
彼
ら
の
形
⽽
上
学
的
構
想

は
﹁
無
為
の
治
﹂
に
対
す
る
理
論
的
な
説
明
と
い
う
仕
⽅
で
儒
教
思
想
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
従
来
の

研
究
で
は
︑﹁
⽞
学
﹂
が
形
⽽
上
学
的
な
理
論
を
も
つ
こ
と
と
儒
教
思
想
で
あ
る
こ
と
が
ど
ち
ら
も
指
摘
さ
れ
な

が
ら
も
︑
形
⽽
上
学
的
な
理
論
が
ど
の
よ
う
に
儒
教
思
想
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
が
⼗

分
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
�
た
が
︑
こ
の
意
味
に
お
い
て
﹁
魏
晋
⽞
学
﹂
は
よ
う
や
く
﹁
新
し
い
儒
教
思
想
﹂1

3

と

い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
付
け
加
え
て
⾔
え
ば
︑
彼
ら
は
い
ず
れ
も
﹃
論
語
﹄
に
注
釈
を
つ
け

て
い
る
が1

4

︑
そ
の
よ
う
に
﹁
魏
晋
⽞
学
﹂
の
な
か
で
﹃
周
易
﹄
・
﹃
⽼
⼦
﹄
・﹃
荘
⼦
﹄
の
﹁
三
⽞
﹂1

5

に
加
え
て

﹃
論
語
﹄
が
重
視
さ
れ
た
理
由
は
︑﹃
論
語
﹄
と
い
う
書
物
が
︑
形
⽽
上
学
的
構
想
を
儒
教
思
想
に
組
み
込
む
媒

介
で
あ
�
た
﹁
聖
⼈
統
治
﹂
の
議
論
を
多
く
含
ん
で
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

﹁
魏
晋
⽞
学
﹂
の
特
徴
の
第
三
は
︑
彼
ら
の
こ
う
し
た
思
想
が
︑
現
実
の
政
治
・
社
会
状
況
に
対
応
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
何
晏
や
王
弼
の
思
想
は
︑
⽀
配
の
⼀
元
化
と
極
め
て
相
性
の
良
い
思
想
で
あ
り
︑
郭

象
の
思
想
は
︑
被
統
治
者
側
の
⾃
⽴
性
を
認
め
る
思
想
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
は
彼
ら
の
⽣
き
た
現
実
の
状
況
に
対

応
し
て
い
る
︒﹁
⽞
学
﹂
は
︑
従
来
﹁
官
僚
貴
族
社
会
に
お
け
る
お
は
な
し
﹂1

6

と
み
な
さ
れ
る
こ
と
や
﹁
客
観
的

真
実
の
追
求
﹂
を
⽬
的
と
す
る1

7

と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
�
た
が
︑
中
国
思
想
が
多
く
の
場
合
現
実
に
⽴
脚
し

て
そ
れ
に
対
応
す
る
理
論
を
提
出
し
て
き
た
よ
う
に
︑﹁
魏
晋
⽞
学
﹂
も
ま
た
︑
現
実
の
政
治
・
社
会
状
況
の
も

と
で
そ
の
思
想
を
形
成
し
︑
そ
の
現
実
の
状
況
を
根
拠
づ
け
る
思
想
と
な
�
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

以
上
を
ま
と
め
る
と
︑
要
す
る
に
﹁
魏
晋
⽞
学
﹂
と
い
う
の
は
︑
⽼
荘
思
想
を
援
⽤
し
た
形
⽽
上
学
的
理
論
を

 
1
3 

溝
⼝
雄
三
・
丸
⼭
松
幸
・
池
⽥
知
久
編
﹃
中
国
思
想
⽂
化
事
典
﹄
︵
東
京
⼤
学
出
版
会
︑
⼆
〇
〇
⼀
年
︑
堀
池
信
夫
が
﹁
⽞
学
﹂
を
担

当
︶
に
︑
﹁
⽞
学
﹂
に
つ
い
て
︑
﹁
魏
晋
・
南
北
朝
時
代
に
︑
道
家
思
想
に
も
と
づ
く
形
⽽
上
学
に
よ
�
て
漢
代
儒
教
の
閉
塞
状
況
を
乗
り
越

え
︑
新
た
な
儒
教
思
想
を
樹
⽴
し
よ
う
と
し
た
思
潮
﹂
と
あ
る
︒ 

1
4 

何
晏
に
は
�
論
語
集
解
�
が
あ
り
�
王
弼
に
は
�
論
語
釈
疑
�
が
あ
り
�
郭
象
に
は
�
論
語
体
略
�・
�
論
語
隠
�
が
あ
る
� 

1
5 

直
取
其
清
談
雅
論
�
剖
玄
析
微
�
賓
主
往
復
�
娛
心
悅
耳
�
非
濟
世
成
俗
之
要
也
�
洎
於
梁
世
�
茲
風
復
闡
�
莊
・
老
・
周
易
�
總
謂
三

玄
�
��
顔
氏
家
訓
�
勉
学
� 

1
6 

西
順
蔵
�
魏
の
君
子
た
ち
の
思
想
の
性
質
に
つ
い
て
�(

�
一
橋
論
叢
�
三
六―

六
�
一
九
五
六
年/

�
西
順
蔵
著
作
集 

第
二
巻
�
西
順

蔵
著
作
集
刊
行
委
員
会
�
内
山
書
店
�
一
九
九
五
年
所
収) 
1
7 

加
賀
栄
治
�
魏
晋
玄
学
の
推
移
と
実
相
�
一
�
��
人
文
論
究
�
十
九
�
一
九
五
七
年 
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取
り
込
む
こ
と
で
︑
儒
教
思
想
の
内
的
拡
充
を
図
り
︑
現
実
の
状
況
に
対
応
す
る
理
論
を
提
出
し
て
い
る
学
問
で

あ
る
︒
そ
し
て
︑
儒
教
思
想
史
の
全
体
を
⾒
渡
し
て
⾒
れ
ば
︑
漢
代
儒
教
が
讖
緯
思
想
を
取
り
込
ん
だ
よ
う
に
︑

あ
る
い
は
宋
代
以
降
の
儒
教
が
仏
教
思
想
を
取
り
込
ん
だ
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
特
徴
を
も
�
た
儒
教
思
想
は
決

し
て
珍
し
く
な
い
︒
逆
に
⾔
え
ば
︑
儒
教
は
往
々
に
し
て
儒
教
の
外
部
の
思
想
を
取
り
込
む
こ
と
で
現
実
の
状
況

に
対
応
し
た
思
想
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
り
︑﹁
魏
晋
⽞
学
﹂
も
ま
た
︑
そ
う
し
た
儒
教
思
想
史
の
な
か
で
把

握
さ
れ
る
よ
う
な
︑
典
型
的
な
儒
教
思
想
で
あ
�
た
と
⾔
え
る
の
で
あ
る
︒ 

し
か
し
な
が
ら
︑
東
晋
の
頃
に
な
る
と
︑
同
じ
く
⽼
荘
思
想
を
取
り
込
ん
で
い
て
も
︑
思
想
の
様
相
が
⼤
き
く

変
化
し
て
い
る
︒
張
湛
の
﹃
列
⼦
﹄
注
は
︑
何
晏
・
王
弼
・
向
秀
・
郭
象
の
議
論
を
引
⽤
・
踏
襲
し
て
︑
従
来
の

⽞
学
諸
説
を
総
合
し
た
思
想
を
形
成
し
て
い
る
が
︑
総
合
す
る
こ
と
そ
れ
⾃
体
が
⽬
的
化
し
て
い
て
︑﹁
魏
晋
⽞

学
﹂
の
特
徴
で
あ
�
た
現
実
を
根
拠
づ
け
る
側
⾯
や
儒
教
の
枠
内
で
思
想
が
形
成
さ
れ
る
側
⾯
が
失
わ
れ
て
い

る
︒
こ
の
背
景
に
は
︑
張
湛
⾃
⾝
が
政
治
に
深
く
関
わ
る
⼈
物
で
は
な
か
�
た
こ
と
︑
ま
た
仏
教
へ
の
対
抗
と
い

う
思
想
的
課
題
が
あ
�
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
に
よ
�
て
﹁
魏
晋
⽞
学
﹂
を
総
合
し
な
が
ら
も
そ
れ
と

は
性
質
を
異
に
し
た
学
問
へ
と
変
貌
し
た
の
で
あ
る
︒
従
来
か
ら
﹁
⽞
学
﹂
に
は
︑
現
実
か
ら
遊
離
し
た
学
問
︑

そ
し
て
儒
教
を
衰
退
さ
せ
た
⽼
荘
思
想
と
い
う
イ
メ
�
ジ
が
つ
き
ま
と
う
が
︑
そ
う
し
た
﹁
⽞
学
﹂
像
は
こ
う
し

た
東
晋
以
降
の
学
問
に
よ
�
て
植
え
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒ 

そ
し
て
︑
現
実
を
根
拠
づ
け
儒
教
思
想
を
樹
⽴
す
る
と
い
う
問
題
意
識
よ
り
も
︑
論
理
の
⼀
貫
性
や
総
合
性
と

い
�
た
思
想
的
な
強
度
が
優
先
さ
れ
た
こ
と
で
︑﹁
魏
晋
⽞
学
﹂
以
降
の
﹁
⽞
学
﹂
は
︑
学
問
そ
れ
⾃
体
の
有
⽤

性
を
低
下
さ
せ
た
と
⾔
え
る
︒
実
際
に
︑
何
晏
・
王
弼
・
郭
象
の
著
作
は
後
世
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ

以
降
の
﹁
⽞
学
﹂
の
す
が
た
は
現
在
ほ
と
ん
ど
⾒
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒﹁
⽞
学
﹂
は
︑
劉
宋
の
元
嘉
年
間
︵
四

⼆
四
年
�
四
五
三
年
︶
に
︑
四
学
館
の
な
か
に
⽴
て
ら
れ
国
家
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た
が
︑
そ
の
よ
う
に
学
問
と

し
て
の
﹁
⽞
学
﹂
が
確
⽴
す
る
前
に
は
︑
す
で
に
そ
の
思
想
と
し
て
の
⽣
命
⼒
を
失
�
て
い
た
の
で
あ
る
︒ 

 

  


