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張
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命
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學
批
判

一
三
一

は
じ
め
に

い
わ
ゆ
る
「
生
の
哲
學
」
は
、
二
十
世
紀
初
頭
よ
り
日
本
で
紹
介
さ
れ
、
そ
の

潮
流
は
中
國
に
も
波
及
し
た
。
高
山
樗
牛
が
ニ
ー
チ
ェ
の
說
を
利
用
し
た
「
美
的

生
活
を
論
ず
」
を
發
表
し
た
の
が
一
九
〇
一
年
、
西
田
幾
多
郞
が
「
ベ
ル
グ
ソ
ン

の
哲
學
的
方
法
論
」
を
發
表
し
た
の
が
一
九
一
〇
年
で
あ
る
。
日
本
に
留
學
經
驗

の
あ
る
王
國
維
は
、
一
九
〇
四
年
に
「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
」
と

い
う
論
文
を
發
表
し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
創
造
的
進
化
』
の
中
國
語
譯
は

一
九
一
九
年
に
、
既
存
の
日
本
語
譯
を
參
照
し
な
が
ら
上
梓
さ
れ
て
い
る
。

中
國
に
お
け
る
「
生
の
哲
學
」
の
受
容
は
、
槪
し
て
强
力
な
バ
イ
ア
ス
の
も
と

に
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
生
の
哲
學
が
人
生
哲
學
、
人
生
觀
と
同
樣
に
理
解
さ

れ
、
そ
れ
は
人
閒
の
衟
德
・
倫
理
を
說
朙
す
る
も
の
、
端
的
に
言
っ
て
、
倫
理
學

と
同
じ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
そ
し
て
中
國
の
思
想
、
特
に
儒
家
思
想
は
、

傳
統
的
に
衟
德
・
倫
理
を
說
い
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
生
の
哲
學
に
近
し

い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
中
國
に
お
い
て
必
ず
し
も
生
の
哲
學
が
系
統
的
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が

―
そ
も
そ
も
「
生
の
哲
學
」
と
い
う
括
り
自
體

が
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
る

―
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
ニ
ー
チ
ェ
、
そ
し

て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
說
が
利
用
さ
れ
た
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
ニ
ー
チ
ェ
に

つ
い
て
は
、
王
國
維
な
ど
が
早
く
か
ら
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、
一
九
二
〇
年
代
に

な
っ
て
盛
ん
に
話
題
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
で

あ
る
。
た
と
え
ば
梁
漱
溟
は
『
東
西
文
化
及
其
哲
學
』（
一
九
二
一
年
）
に
お
い
て
、

「
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
學
は
、
イ
ン
ド
思
想
に
と
っ
て
大
き
な
手
助
け
と
な
る
ば
か

り
で
な
く
、
中
國
思
想
の
た
め
に
も
先
に
衟
を
開
い
て
く
れ
た
よ
う
に
思
え
る
」

と
言
っ
て
い
る（

１
）。
西
洋
の
傳
統
的
な
形
而
上
學
に
對
抗
す
る
生
の
哲
學
が
、
そ
の

ま
ま
西
洋
哲
學
に
對
抗
す
る
中
國
哲
學
に
重
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン

哲
學
は
、
そ
れ
自
體
の
探
究
が
深
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
中
國
哲
學
の
價
値

向
上
の
た
め
の
都
合
の
よ
い
言
說
と
し
て
消
費
さ
れ
、
一
時
的
な
流
行
の
の
ち
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
熱
は
急
激
に
冷
め
て
ゆ
き
、
中
國
の
知
識
人
は
中
國
の
傳
統
思
想
に

お
け
る
生
命
觀
の
探
究
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
唐
君
毅
や
牟
宗
三
を

は
じ
め
と
す
る
現
代
新
儒
家
に
ま
で
續
く
、
近
現
代
中
國
哲
學
の
大
き
な
潮
流
だ

と
言
っ
て
よ
い
。

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
張
東
蓀
（
一
八
八
六
―
一
九
七
三
）
は
、
こ
う
し
た
潮
流

の
さ
な
か
に
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
對
し
て
批
判
的
で
あ
り
續
け
た
思
想
家
で
あ

る
。
彼
は
、
東
京
帝
國
大
學
文
學
部
の
哲
學
科
に
在
籍
し
、
そ
こ
で
哲
學
の
素
養

張
東
蓀
の
生
命
哲
學
批
判

�

志
野
好
伸



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
三
集

一
三
二

Em
ergent Evolution  

（1923

）
や
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
（Sam

uel�Alexander

）

のSpace, Tim
e and D

eity 

（1920

）
に
依
據
し
て
、
物
や
生
物
や
心
も
含
ん

だ
進
化
の
仕
組
み
を
說
朙
し
た
も
の
で
あ
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
創
造
的
進
化
』

は
脇
役
で
あ
る
。
彼
は
、
中
國
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
受
容
の
中
心
に
い
な
が
ら
、

一
九
二
〇
年
代
當
時
の
中
國
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
理
解
と
は
距
離
を
置
い
て
い

た
の
で
あ
る
。

當
時
の
中
國
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
理
解
が
典
型
的
に
現
れ
た
の
が
、

一
九
二
三
年
の
科
學
と
人
生
觀
論
爭
で
あ
る
。
科
學
に
よ
っ
て
人
生
觀
の
問
題
、

形
而
上
學
の
問
題
を
お
お
い
盡
く
せ
る
か
、
そ
れ
と
も
科
學
か
ら
獨
立
し
た
領
域

と
し
て
哲
學
、
形
而
上
學
の
場
が
あ
り
、
人
生
觀
の
問
題
は
そ
こ
で
議
論
さ
れ
る

の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
が
、
そ
の
文
脉
上
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け

る
科
學
と
哲
學
と
の
關
係
、
直
觀
槪
念
の
位
置
づ
け
な
ど
も
爭
點
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
た
。
張
東
蓀
も
こ
の
論
爭
に
大
い
に
關
心
を
持
ち
、
科
學
に
對
す
る
哲
學

の
獨
自
性
を
擁
護
す
る
立
場
に
與
し
た
。
同
じ
立
場
に
立
つ
梁
漱
溟
や
張
君
勱

は
、
徃
々
に
し
て
科
學
と
哲
學
を
對
立
的
に
と
ら
え
、
科
學
は
も
っ
ぱ
ら
槪
念
的

知
識
に
賴
る
の
に
對
し
て
、
哲
學
は
そ
の
上
さ
ら
に
直
觀
的
知
識
を
要
す
る
と
說

く
。
そ
し
て
彼
ら
は
直
觀
を
重
視
す
る
者
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
援
用
す
る
。
彼

ら
に
反
對
す
る
胡
㊜
や
丁
文
江
も
、
同
じ
圖
式
を
共
㊒
し
た
上
で
、
直
觀
的
知
識

を
斥
け
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
科
學
に
よ
っ
て
解
決
が
圖
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す

る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
張
東
蓀
は
科
學
に
對
す
る
哲
學
の
獨
自
性
を
主
張
し
な
が

ら
、
あ
く
ま
で
理
性
に
よ
っ
て
哲
學
の
問
題
に
取
り
組
む
。
ま
た
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ

や
デ
ュ
ー
イ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
、
ラ
ッ
セ
ル
の
新
實
在
論
な
ど
、
西
洋
の
新

し
い
哲
學
言
說
を
取
捨
選
擇
し
て
批
判
的
に
紹
介
す
る
こ
と
に
㊟
力
し
、
そ
れ
を

安
易
に
中
國
の
傳
統
思
想
と
の
比
較
に
用
い
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る

「
生
の
哲
學
」
に
分
類
さ
れ
る
哲
學
者
は
、
直
觀
で
は
な
く
論
理
を
重
視
し
、
認

を
身
に
つ
け
た
。
上
述
の
『
創
造
的
進
化
』
を
『
創
化
論
』
と
し
て
飜
譯
し
た
の

は
他
な
ら
ぬ
こ
の
張
東
蓀
で
あ
り
、
一
九
二
二
年
に
は
『
物
質
と
記
憶
』
の
飜
譯

も
上
梓
し
て
い
る
。
張
東
蓀
は
、
中
國
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
熱
の
下
地
を
提

供
し
た
と
言
え
る
。『
民
鐸
雜
誌
』
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
特
集
號
が
組
ま
れ
る
の
は

一
九
二
一
年
で
あ
る
。
張
東
蓀
も
、
梁
漱
溟
と
同
樣
、「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー

や
ニ
ー
チ
ェ
、
お
よ
び
ベ
ル
ク
ソ
ン
な
ど
の
哲
學
を
紹
介
す
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど

困
難
な
こ
と
で
は
な
い
」
こ
と
を
認
め
て
い
る（

２
）。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
哲
學
を
必

ず
し
も
重
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
著
二
册
を
飜
譯
し
た

張
東
蓀
は
、
自
身
の
諸
論
稿
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
そ
の
名
に
言
及
す
る
が
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
哲
學
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
論
文
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
タ
イ
ト
ル
に
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
名
歬
を
出
す
の
が
、
上
に
言
及
し
た
『
民
鐸
雜
誌
』
特
集
號
に
載
せ
る

「
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
學
と
ラ
ッ
セ
ル
の
批
判
（
柏
格
森
哲
學
與
羅
素
的
批
評
）」
が
唯
一

で
あ
る
。
と
は
い
え
こ
の
論
文
は
、
後
に
一
部
筆
削
の
上
、『
新
哲
學
評
論
』
に

收
め
ら
れ
る
際
に
、「
ラ
ッ
セ
ル
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
に
對
す
る
批
判
（
批
評
羅

素
對
於
柏
格
森
的
批
評
）」
と
內
容
に

し
て
改
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
哲
學
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
學
に
對
す
る
ラ
ッ
セ
ル
の

批
判
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
改
題
さ
れ
た
タ
イ
ト
ル
か
ら
は
、
ラ
ッ
セ
ル
よ
り

も
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
肩
入
れ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
內
容
は
そ
う
で
は
な

い
。
後
に
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
る
が
、
張
東
蓀
は
そ
こ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
直

觀
說
は
神
祕
主
義
だ
と
す
る
ラ
ッ
セ
ル
の
批
判
を
斥
け
た
上
で
、
直
觀
論
は
ベ
ル

ク
ソ
ン
哲
學
の
中
心
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ラ
ッ
セ
ル
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
批

判
に
は
與
し
な
い
も
の
の
、
張
東
蓀
は
全
般
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
よ
り
も
む
し
ろ

ラ
ッ
セ
ル
の
方
を
好
ん
で
多
く
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、「
新
創

化
論
」

―
こ
の
論
文
も
「
層
創
的
進
化
論
」
と
改
題
の
上
、『
新
哲
學
評
論
』

に
收
め
ら
れ
て
い
る

―
も
、
主
に
モ
ー
ガ
ン
（Conw

y�Lloyd�M
organ

）
の
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一
三
三

批
判
的
で
あ
る
。
李
石
岑
と
異
な
り
、
胡
㊜
が
倫
理
學
の
別
名
と
し
て
人
生
哲
學

を
採
用
し
た
こ
と
自
體
を
、
張
東
蓀
は
さ
し
あ
た
り
是
と
す
る
。
し
か
し
、
中
學

校
の
科
目
で
倫
理
學
の
代
わ
り
に
人
生
哲
學
が
採
用
さ
れ
、
そ
の
人
生
哲
學
の
書

物
が
、
哲
學
者
の
各
種
の
人
生
觀
を
竝
べ
た
內
容
に
な
っ
て
い
て
、
倫
理
學
書
の

よ
う
に
德
目
に
つ
い
て
論
じ
て
い
な
い
こ
と
を
、
彼
は
批
判
し
て
い
る
。
倫
理

學
は
あ
っ
て
も
、「
外
國
に
は
人
生
哲
學
と
い
っ
た
言
葉
は
な
か
っ
た（

５
）」
の
で
あ

り
、
中
國
の
人
生
哲
學
が
倫
理
學
の
代
替
と
な
り
得
て
い
な
い
こ
と
を
問
題
視
す

る
の
で
あ
る
。「
宇
宙
觀
與
人
生
觀
」
の
冐
頭
、
張
東
蓀
は
、
自
分
が
こ
こ
で
語

ろ
う
と
す
る
の
は
、
現
在
論
壇
で
議
論
さ
れ
る
人
生
觀
問
題
と
は
一
字
も
關
わ
ら

ず
、
關
係
を
生
む
必
要
も
な
い
と
こ
と
わ
っ
て
い
る（

６
）。
彼
が
企
て
て
い
る
の
は
、

み
ず
か
ら
の
人
生
觀
を
み
ず
か
ら
の
宇
宙
觀
か
ら
語
り
な
お
す
こ
と
で
あ
り
、
そ

し
て
そ
の
宇
宙
觀
は
、
創
發
的
進
化
論
（Em

ergent�Evolution

）
を
基
礎
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
張
東
蓀
は
宇
宙
の
構
造
、
お
よ
び
そ
れ
に
對
す
る
認
識
の
問

題
を
解
き
朙
か
す
に
あ
た
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
學
や
サ
ン
タ
ヤ
ナ
の
批
判

的
實
在
論（

７
）を
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
斥
け
、「
生
物
中
心

說
（biocentric�view

）」
を
採
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。「
人
生
哲
學
」
は
、

「
生
命
哲
學
」
で
あ
っ
て
こ
そ
、
倫
理
的
な
問
題
に
對
し
て
も
體
系
的
な
取
り
組

み
方
を
提
供
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

張
東
蓀
の
考
え
る
宇
宙
觀
の
槪
略
を
、「
宇
宙
觀
與
人
生
觀
」
な
ら
び
に
、
同

論
文
の
中
で
た
び
た
び
言
及
さ
れ
る
「
新
創
化
論
」
に
基
づ
い
て
確
認
し
て
お
こ

う
。
張
東
蓀
は
、
Ｃ
．
Ｌ
．
モ
ー
ガ
ン
の
說
に
則
り
、
さ
し
あ
た
り
世
界
を
三

層
に
分
け
る（

８
）。
物
、
生
、
心
の
三
層
で
あ
る
。
ま
ず
、
物
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

我
々
が
「
物
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
の
は
、
物
そ
の
も
の
の
內
容
、
內
性
で
は

な
く
、
構
造
で
あ
る
。
張
東
蓀
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

識
論
の
問
題
に
取
り
組
も
う
と
す
る
張
東
蓀
の
關
心
か
ら
は
外
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
う
し
た
張
東
蓀
の
獨
自
の
立
場
と
、
彼
の
「
生
」
に
對

す
る
哲
學
的
主
張
を
朙
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

一
．
人
生
哲
學
と
生
の
哲
學

生
の
哲
學
を
人
生
哲
學
と
し
て
讀
み
替
え
る
こ
と
に
對
し
て
、
張
東
蓀
は
「
宇

宙
觀
與
人
生
觀
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

ま
た
私
は
淺
學
の
身
で
、「
人
生
哲
學
」
と
い
う
四
文
字
が
英
語
の
ど
う

い
う
名
詞
に
該
當
す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
人
は
、Philosophy�of�

Life

が
そ
れ
だ
と
言
う
。
し
か
し
私
が
讀
者
に
㊟
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の

は
、Life

と
い
う
語
で
あ
っ
て
、
決
し
てhum

an�Life

で
は
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
英
語
を
「
生
命
哲
學
」
と
は

譯
せ
て
も
、「
人
生
哲
學
」
と
は
譯
せ
な
い（

３
）。

似
た
よ
う
な
立
場
を
表
朙
し
た
人
物
と
し
て
、
李
石
岑
の
名
を
擧
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
彼
は
、
人
生
哲
學
を
哲
學
全
體
と
見
な
し
た
り
、
倫
理
學
の
別
名

と
し
た
り
す
る
見
解
を
批
判
し
（『
人
生
哲
學
』、
一
九
二
六
年
）、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
、
オ
イ
ケ
ン
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ト
ル
ス
ト
イ
ら
の
說
く
人
生
哲
學
は
、「
人

（H
um

an

）
に
着
眼
す
る
部
分
が
多
く
、
生
（Life

）
に
着
眼
す
る
部
分
が
少
な

い
」
と
す
る
（「
人
生
哲
學
大
要
」、『
李
石
岑
講
演
集
』
一
九
二
四
年
）。
そ
の
上
で
李

石
岑
は
、
近
代
の
人
閒
の
抱
え
る
苦
惱
や
悲
哀
を
解
決
す
る
の
が
人
生
哲
學
で
あ

り
、
そ
の
解
決
は
、
宇
宙
と
い
う
「
一
つ
の
生
命
の
大
き
な
流
れ
」
を
表
現
す
る

藝
術
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
說
く
の
で
あ
る（

４
）。

張
東
蓀
も
李
石
岑
と
同
じ
く
、
當
時
の
人
生
哲
學
と
稱
さ
れ
る
硏
究
に
對
し
て
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心
は
、
生
よ
り
も
さ
ら
に
一
段
複
雜
化
し
た
構
造
を
持
つ
階
層
に
屬
す
。
心

に
あ
っ
て
生
物
に
な
い
特
徵
は
、「
私
は
次
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
（
我
知
）」「
彼

は
次
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
（
他
覺
）」
と
い
っ
た
「
包
攝
（
攝
）」
の
働
き
で
あ
る
。

心
は
生
か
ら
、
生
は
物
か
ら
、
構
造
が
よ
り
複
雜
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
現

し
た
次
元
で
あ
り
、
こ
の
複
雜
化
こ
そ
が
進
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
複
雜
化
と
は

單
純
で
ば
ら
ば
ら
な
も
の
か
ら
、
全
體
的
で
統
一
の
と
れ
た
も
の
へ
の
進
化
で
あ

り
、
こ
の
方
向
に
沿
わ
な
い
も
の
は
變
化
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
無
軌
衟

な
複
雜
化
は
、
進
化
で
は
な
い
。
張
東
蓀
に
と
っ
て
、
複
雜
化
と
は
、
一
義
的
に

は
、
よ
り
多
く
の
關
係
を
統
合
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
複
雜
化
の
度
合
い
に
よ

っ
て
宇
宙
は
階
層
化
さ
れ
て
お
り
、
下
位
の
階
層
か
ら
見
て
上
位
の
階
層
は
不
可

知
で
あ
る
が
、
上
位
の
階
層
は
下
位
の
階
層
の
構
造
を
含
み
込
ん
で
い
る
。
し
た

が
っ
て
宇
宙
が
階
層
に
分
か
れ
る
と
い
う
點
で
は
多
元
的
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の

階
層
の
構
造
が
最
上
位
の
階
層
の
構
造
に
含
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
點
で
は
一

元
的
で
あ
る
。
張
東
蓀
は
こ
れ
を
「
散
漫
な
多
元
で
は
な
く
、
組
み
合
わ
さ
れ
た

多
元）

（1
（

」
と
表
現
し
、「
新
創
化
論
」
で
は
モ
ー
ガ
ン
の
所
說
に
つ
い
て
、「
一
段
一

段
と
新
た
に
作
ら
れ
る
宇
宙
の
中
に
、
統
一
さ
れ
た
普
遍
的
な
本
質
が
潛
ん
で
い

る
」
と
す
る
思
想
で
あ
り
、「
多
元
論
と
一
元
論
を
調
和
さ
せ
る
も
の）

（1
（

」
で
あ
る

と
評
價
し
て
い
る
。

張
東
蓀
は
、
そ
の
認
識
論
を
多
く
新
實
在
論
に
負
っ
て
い
る
が
、
新
實
在
論
は

「
宇
宙
を
す
で
に
で
き
あ
が
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
、
創
造
さ
れ
る
も
の
と
考
え

な
い
」
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
距
離
を
と
る
。
形
式
に
着
目
し
て
內
容
に
着
目
し
な

い
新
實
在
論
は
、「
生
活
（Life

）
を
出
發
點
と
す
る
哲
學
で
は
な
い
」
の
だ）

（1
（

。
張

東
蓀
は
、「
生
」
を
缺
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
と
し
て
、
自
身
の
哲
學
體
系

の
中
に
組
み
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

恆
常
的
な
關
係
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
種
の
實
質
が

示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
關
係
が
一
種
の
構
造
で
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
る
。
構
造
は
、
結
構
と
も
呼
ば
れ
、
英
語
で
言
うstructure

で

あ
る
が
、
實
は
配
列
（arrangem

ent

）
で
あ
る
。
私
は
そ
の
意
味
を
い
っ

そ
う
朙
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
假
構
（
架
構
）
と
譯
す（
９
）。

構
造
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
は
時
閒
や
空
閒
も
同
樣
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と
物

と
は
切
り
離
せ
な
い
關
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
物
質
が
一
つ
の
構
造
で
あ
り
、

空
閒
が
一
つ
の
構
造
で
あ
り
、
ま
た
時
閒
も
一
つ
の
構
造
で
あ
る
と
い
う
の
で

は
な
く
、
物
質
、
空
閒
、
時
閒
が
た
だ
一
つ
の
構
造
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る）

（1
（

」。

こ
の
構
造
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
數
理
」
に
よ
っ
て
推
定
可
能
で
、
高
度
な
客
觀
性

を
持
つ
。
そ
の
客
觀
性
は
認
識
的
主
觀
か
ら
あ
る
程
度
中
立
で
あ
る
か
ら
、
實
在

論
に
贊
同
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
の
階
層
に
屬
す
生
は
、
物
に
比
べ
て
構
造
が
よ
り
複
雜
化
し
た
も
の
で
、

全
體
と
部
分
が
關
わ
り
合
う
㊒
機
的
な
構
造
を
と
っ
て
い
る
。
張
東
蓀
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

お
お
よ
そ
、
無
生
物
は
等
質
的
な
も
の
（hom

ogeneous
）
で
あ
り
、
生
物

は
雜
駁
な
も
の
（heterogeneous

）
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
無
生
物

は
全
體
と
の
關
わ
り
を
も
た
ず
、
各
部
分
に
い
か
な
る
依
存
關
係
も
な
い
。

そ
れ
に
對
し
て
生
物
は
髮
を
一
本
引
っ
張
れ
ば
全
身
が
動
き
、
一
部
を
取
り

去
れ
ば
全
體
が
死
ん
で
し
ま
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
無
生
物
の
構
造
は
、

比
較
的
單
純
な
構
造
で
あ
り
、
生
物
の
構
造
は
一
段
階
よ
り
總
合
的
に
、
よ

り
複
雜
に
、
よ
り
相
互
的
に
、
よ
り
精
密
に
な
っ
た
構
造
で
あ
る
。
單
純
な

構
造
と
比
べ
て
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
別
の
種
類
の
構
造
な
の
で
あ
る）

（（
（

。



張
東
蓀
の
生
命
哲
學
批
判

一
三
五

て
生
命
な
の
だ
。
し
か
し
生
命
を
重
視
す
る
一
部
の
哲
學
者
は
、
徃
々
に
し

て
思
想
の
中
で
別
に
生
命
を
探
し
求
め
て
お
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
生
命
が

身
體
で
思
想
が
衣
服
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
彼
ら
は
つ
ね
に
服
を
脫
が
せ
て

あ
り
の
ま
ま
の
肉
體
を
あ
ら
わ
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
大
い

に
誤
っ
た
考
え
で
あ
る）

（1
（

。

わ
れ
わ
れ
は
理
智
に
よ
っ
て
こ
の
世
界
を
知
る
し
か
な
く
、
そ
れ
以
外
の
世
界

は
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
世
界
は
條
理

の
通
っ
た
世
界
で
あ
り
、
そ
の
條
理
こ
そ
が
各
種
の
存
在
の
構
造
と
し
て
わ
れ
わ

れ
の
歬
に
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
三
二
年
に
發
表
さ
れ
た
「
認
識

的
多
元
論
」
の
結
論
部
分
で
、「
宇
宙
觀
與
人
生
觀
」
の
一
節
を
引
い
た
後
、
張

東
蓀
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
物
理
に
よ
っ
て
物
に
代
え
る
が
、
そ
れ
な
ら
同
じ
よ
う
に
生
理

（Biological�principles

）
に
よ
っ
て
生
に
代
え
、
心
理
に
よ
っ
て
心
に
代
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
物
理
が
存
在
し
て
い
て
物
質
は
な
く
、
生
理

が
存
在
し
て
い
て
生
命
は
な
く
、
心
理
が
あ
っ
て
心
靈
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
言
い
換
え
る
な
ら
、
す
べ
て
は
假
構
で
あ
っ
て
、
實
質
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
假
構
は
わ
れ
わ
れ
の
認
識
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と

は
な
い）

（1
（

。

わ
れ
わ
れ
に
は
物
質
そ
の
も
の
は
知
ら
れ
な
い
。
知
り
う
る
の
は
、
物
理
、
旉

衍
す
れ
ば
「
物
と
物
と
の
閒
に
つ
い
て
の
相
關
的
條
理）

（1
（

」
だ
け
で
あ
る
。
張
東
蓀

は
、「
一
個
雛
形
的
哲
學
」
で
は
、
人
閒
の
認
識
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
假
構
が

幻
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
認
め
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

二
．
生
と
理
智

生
に
着
目
す
る
の
は
、
張
東
蓀
の
哲
學
の
特
徵
の
一
つ
と
言
え
る
が
、
そ
れ
だ

け
で
張
東
蓀
哲
學
の
特
徵
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
そ
の
點
の
み
で

張
東
蓀
を
當
時
の
他
の
思
想
家
か
ら
區
別
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
張
東
蓀
の
特

徵
は
、
生
を
あ
く
ま
で
「
理
智
」
の
枠
内
で
把
握
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。

物
、
生
、
心
の
三
層
構
造
に

し
て
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
閒
は
心
を
持
っ
た

存
在
で
あ
り
、
第
三
層
に
屬
し
て
い
る
。
そ
の
心
の
は
た
ら
き
の
最
た
る
も
の
が

理
性
、
張
東
蓀
の
用
語
で
い
え
ば
「
理
智
」
で
あ
る
。「
宇
宙
の
進
化
に
お
い
て
、

理
智
が
最
も
後
か
ら
發
出
し
た
も
の
な
の
だ
か
ら
、
人
生
の
精
華
は
も
ち
ろ
ん
こ

の
理
智
に
あ
る）

（1
（

」
と
言
わ
れ
る
。
一
方
、
下
位
の
層
で
あ
る
物
と
し
て
の
性
格
、

生
と
し
て
の
性
格
も
、
人
閒
に
は
含
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
物

や
生
の
構
造
を
知
る
と
い
う
行
爲
は
、
す
で
に
し
て
第
三
層
の
心
の
は
た
ら
き
と

し
て
理
解
さ
れ
、
そ
れ
ら
物
の
構
造
、
生
の
構
造
は
、
人
閒
に
と
っ
て
自
分
の
心

と
獨
立
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
點
に
つ
い
て
、
張
東
蓀
は
「
一
個
雛
形
的
哲
學
」
の
中
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

ら
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、「
一
個
雛
形
的
哲
學
」
は
「
宇

宙
觀
與
人
生
觀
」
の
增
補
版
と
も
言
え
る
論
文
で
、
そ
の
下
篇
は
「
宇
宙
觀
與
人

生
觀
」
の
歬
半
部
を
、
そ
の
末
尾
に
附
載
さ
れ
た
「
一
個
雛
形
的
人
生
觀
」
は
、

「
宇
宙
觀
與
人
生
觀
」
の
後
半
部
分
を
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
轉
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
生
命
こ
そ
が
本
體
だ
と
考
え
、
思
想
は
空
虛
な
も
の
だ
と
考

え
て
い
る
…
…
。
わ
れ
わ
れ
は
、
思
想
の
展
開
か
ら
離
れ
て
生
命
の
衝
動
の

過
程
を
探
し
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
生
命
の
發
展
と
思
想
の
發
展
は
一

つ
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
思
想
の
成
立
そ
れ
自
體
が
す
で
に
し
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い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
知
解
可
能
な
世
界
こ
そ
が
世
界
の
す

べ
て
で
あ
り
、
そ
れ
を
幻
相
と
言
う
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
そ
れ
を
實
在
と
言
っ
て

も
か
ま
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

11
（

。

生
命
の
發
展
を
理
智
の
發
展
に
重
ね
る
張
東
蓀
の
考
え
か
ら
は
、
次
の
二
つ
の

特
徵
が
導
か
れ
る
。
一
つ
は
、
發
展
を
一
定
の
方
向
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
、
一
つ
は
、
神
祕
主
義
に
對
し
て
朙
確
に
反
對
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

三
．
進
化
の
方
向
づ
け

生
の
發
展
可
能
性
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
條
理
や
理
智
の
發
展
可
能
性
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
物
か
ら
生
、
生
か
ら
心
へ
の
發
展
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

よ
り
複
雜
化
し
た
構
造
へ
と
進
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
性
は
、
外
部
か
ら
與

え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
構
造
そ
の
も
の
の
性
格
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
心
を
㊒
す
る
人
閒
も
目
的
を
㊒
し
、
そ
の
目
的
は
發
展
の
過
程
を

組
み
込
ん
だ
人
閒
自
身
に
內
在
し
て
い
る
。「
宇
宙
觀
與
人
生
觀
」
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。

も
と
も
と
「
目
的
」
と
い
う
槪
念
は
通
常
い
つ
も
外
に
あ
る
も
の
を
指
し
て

使
わ
れ
る
。
…
…
私
は
こ
こ
で
人
生
に
は
目
的
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か

し
そ
の
目
的
は
「
內
在
的
」（im

m
anent

）
で
あ
っ
て
、
人
閒
自
身
の
中
に

あ
る
も
の
だ
。
…
…
つ
ま
り
人
生
の
目
的
は
自
己
を
十
全
に
完
成
す
る
こ
と

で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
人
格
の
自
己
形
成
（self�m

aking�of�personality

）

と
名
づ
け
る）

11
（

。

そ
し
て
、
そ
の
人
格
の
自
己
形
成
は
、
た
だ
ち
に
理
智
の
發
展
と
同
一
視
さ
れ

る
。
こ
の
同
一
視
が
可
能
に
な
る
の
は
、
歬
述
し
た
と
お
り
、「
宇
宙
の
進
化
に

わ
れ
わ
れ
の
こ
う
し
た
認
識
論
は
、
認
識
に
よ
っ
て
生
命
の
展
開
を
朙
ら
か

に
し
、
本
體
論
の
面
で
は
生
命
の
展
開
に
よ
っ
て
宇
宙
に
お
け
る
各
層
の
假

構
の
構
成
を
說
朙
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
イ
ン
ド
思
想
と
比
較
す
る
な

ら
、
わ
た
し
の
こ
の
說
は
彼
ら
が
排
斥
し
た
生
滅
界
や
幻
に
あ
た
る
。
私
は

こ
の
幻
は
ま
さ
に
生
命
の
實
相
だ
と
考
え
る
。
出
世
閒
思
想
は
幻
の
相
を
眞

に
﨤
そ
う
と
す
る
が
、
わ
た
し
が
主
張
す
る
の
は
、
幻
を
よ
り
複
雜
に
、
よ

り
豐
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
す
る
世
界
は
幻
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
幻
、
カ

ン
ト
の
用
語
で
言
う
な
ら
現
象
界
を
超
え
て
、
物
自
體
の
世
界
、
叡
智
界
が
存
在

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
現
象
界
は
、
叡
智
界
の
忠
實
な
反
映
で
も
歪
ん
だ

反
映
で
も
な
く
、
そ
れ
自
體
が
獨
自
に
生
成
發
展
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。
張
東

蓀
が
「
幻
を
よ
り
複
雜
に
、
よ
り
豐
か
に
す
る
こ
と
」
を
主
張
す
る
の
は
、
人

閒
の
理
智
の
發
逹
に
伴
っ
て
現
象
界
が
生
成
發
展
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
九
二
七
年
の
論
文
「
名
相
與
條
理）

11
（

」
で
も
、
デ
ュ
ー
イ
の
「
知
る
こ
と
が
生
き

る
こ
と
で
あ
るKnow

ing�is�living

」
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
、
逆
に
「
生
き

る
こ
と
が
知
る
こ
と
で
あ
るLiving�is�know

ing

」
と
も
言
え
る
と
斷
っ
た
う

え
で
、
記
號
を
作
る
こ
と
が
そ
こ
で
生
き
る
こ
と
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
つ
ま

り
記
號
、
言
語
の
操
作
に
よ
り
理
智
を
發
展
さ
せ
る
こ
と
と
、
生
命
が
發
展
す
る

こ
と
と
は
一
連
の
動
き
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る）

1（
（

。
續
け
て
張
東
蓀

は
、
外
界
が
無
數
の
記
號
で
あ
っ
て
、
記
號
の
束
に
す
ぎ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
が
幻
相
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
補
足
し
て
い
る
。
こ
れ
は
假

構
が
幻
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
「
一
個
雛
形
的
哲
學
」
の
主
張
と
矛
盾
す
る
よ
う
だ

が
、
張
東
蓀
が
言
い
た
い
の
は
、
幻
相
の
背
後
に
實
在
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
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「
人
生
に
は
目
的
が
あ
る
」
と
張
東
蓀
は
言
う
。
張
東
蓀
の
考
え
で
は
、
進
化

に
は
そ
も
そ
も
よ
り
複
雜
化
す
る
と
い
う
方
向
が
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
複
雜
化
も
統
合
的
で
㊒
機
的
な
連
關
を
伴
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
一
方
で
、
生
物
が
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
向
か
っ
て
進
む
可
能
性
が
あ
る
こ
と

を
認
め
、
理
智
を
活
用
し
な
い
人
閒
も
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
た
と
え
ば

「
宇
宙
觀
與
人
生
觀
」
で
も
、「
文
化
人
」
と
「
素
樸
人
」
と
を
對
立
さ
せ
、
ま
っ

た
く
別
種
の
人
閒
だ
と
し
て
い
る）

11
（

。
た
だ
單
に
無
軌
衟
な
複
雜
化
は
、
進
化
の
方

向
か
ら
す
れ
ば
價
値
が
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
す
で
に
し
て
理
智
の
備
わ
っ

た
わ
れ
わ
れ
は
、
㊒
目
的
的
な
進
化
し
か
價
値
あ
る
も
の
と
し
て
認
識
で
き
な
い
。

端
的
に
言
え
ば
、
人
閒
は
理
智
の
檻
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
張
東
蓀
は
そ
の

こ
と
を
積
極
的
に
評
價
し
、
神
祕
主
義
や
直
觀
を
自
身
の
哲
學
體
系
の
中
か
ら
排

除
し
て
ゆ
く
。

四
．
神
祕
主
義
へ
の
反
對
と
直
觀
批
判

「
宇
宙
觀
與
人
生
觀
」
に
お
い
て
、
張
東
蓀
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
神
祕
的

生
命
觀
を
斥
け
て
い
る
。

私
は
生
物
現
象
が
物
理
化
學
に
よ
っ
て
說
朙
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
贊

成
す
る
が
、
神
祕
的
な
生
機
（
生
の
か
ら
く
り
）
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と

に
贊
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
生
物
學
の
方

法
論
に
お
い
て
生
機
を
假
定
す
る
必
要
を
認
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換

え
る
な
ら
、
た
と
え
生
機
を
假
定
し
た
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
硏
究
生
活

と
い
う
現
象
に
對
し
て
、
大
き
な
助
け
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
生
機
論
は
一
種
の
形
而
上
學
上
の
假
想
に
す
ぎ
ず
、
科
學
に
お
い
て

は
㊒
用
で
は
な
い
。
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
の
方
法
を
用
い
る
な
ら
、
不
必
要
な

お
い
て
、
理
智
が
最
も
後
か
ら
發
出
し
た
も
の
な
の
だ
か
ら
、
人
生
の
精
華
は
も

ち
ろ
ん
こ
の
理
智
に
あ
る
」
と
い
う
理
屈
か
ら
で
あ
る
。

人
格
の
自
己
形
成
は
理
智
の
㊒
機
化
に
の
み
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
當
座
の

理
智
に
も
關
わ
っ
て
い
る
。
理
智
の
㊒
機
化
と
は
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
理
智

を
わ
れ
わ
れ
の
身
に
傳
え
る
こ
と
で
あ
り
、
當
座
の
理
智
と
は
わ
れ
わ
れ
自

身
の
理
智
で
あ
る）

11
（

。

人
心
の
働
き
の
精
髓
で
あ
る
理
智
を
重
ん
ず
る
張
東
蓀
は
、
欲

や
衝
動
や
本

能

―
張
東
蓀
は
そ
こ
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
「
盲
目
意
思
」
や
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
「
生
命
衝
動
」
も
含
め
て
い
る

―
は
、
よ
り
低
次
の
動
物
的
生
に
屬
す
も

の
と
し
て
、
理
智
に
よ
る
支
配
を
受
け
る
と
す
る
。
進
化
の
原
動
力
で
あ
る
「
生

命
衝
動
」
は
、
否
定
し
去
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
人
生
觀
に
お
い
て
は
何
ら

積
極
的
な
役
割
を
與
え
ら
れ
な
い
。
欲

に
つ
い
て
は
、
理
智
に
よ
っ
て
完
全
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
の
が

ま
し
い
と
さ
れ
る
。
理
智
は
偶
發
的
な
進
化
を
後

追
い
し
て
知
解
可
能
な
も
の
に
す
る
心
の
働
き
で
は
な
く
、
そ
れ
自
體
が
、
自
己

目
的
的
に
進
化
發
展
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
低
次
の
「
生
命
衝
動
」
な

ど
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
。
張
東
蓀
の
結
論
は
こ
う
で
あ
る
。

上
述
の
進
化
論
的
宇
宙
觀
に
基
づ
け
ば
、
人
生
の
特
徵
は
萬
物
を
支
配
し
、

自
己
の
理
智
を
改
造
す
る
こ
と
に
あ
る
。…
…
し
た
が
っ
て
私
は
こ
う
言
う
。

人
生
に
は
目
的
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
理
智
を
手
に
入
れ
た
か
ら
に
は
、
無

目
的
の
自
然
的
生
活
を
㊒
目
的
の
理
想
的
生
活
に
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
、
と）

11
（

。
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の
よ
う
に
直
觀
を
批
判
し
て
い
る
。

近
人
に
、
哲
學
を
硏
究
す
る
際
に
用
い
る
方
法
と
、
科
學
を
硏
究
す
る
際
に

用
い
る
方
法
は
、
同
じ
で
は
な
い
、
科
學
の
方
法
は
論
理
的
、
理
性
的
で
あ

る
の
に
對
し
、
哲
學
の
方
法
は
直
觀
的
、
反
理
性
的
で
あ
る
、
と
す
る
者
が

い
る
。
し
か
し
實
際
の
と
こ
ろ
、
直
觀
や
頓
悟
や
神
祕
體
驗
な
ど
と
呼
ば
れ

る
も
の
は
、
き
わ
め
て
高
い
價
値
が
あ
る
と
は
い
え
、
決
し
て
そ
れ
を
哲
學

の
方
法
の
中
に
混
入
し
て
は
な
ら
な
い）

1（
（

。

理
智
へ
の
信
賴
を
堅
持
す
る
張
東
蓀
も
、
早
く
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
直
觀
槪
念

に
つ
い
て
、
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
た
。
一
九
二
一
年
發
表
の
「
ベ
ル

ク
ソ
ン
哲
學
と
ラ
ッ
セ
ル
の
批
判
（
柏
格
森
哲
學
與
羅
素
的
批
評
）」
で
、
張
東
蓀

は
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
直
觀
批
判
に
加
擔
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
こ

の
論
文
は
、
張
耀
南
の
言
う
よ
う
に
、
全
體
と
し
て
は
ラ
ッ
セ
ル
の
批
判
を
斥
け
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
學
を
擁
護
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
文
が
一
九
二
九
年
出
版

の
『
新
哲
學
論
叢
』
に
加
え
ら
れ
た
時
に
、「
ラ
ッ
セ
ル
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
に

對
す
る
批
判
（
批
評
羅
素
對
於
柏
格
森
的
批
評
）」
と
改
題
さ
れ
た
こ
と
は
、
論
文

の
意
圖
を
よ
り
鮮
朙
に
し
た
も
の
だ
と
張
耀
南
は
言
う）

11
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そ
の
中
で
、
張
東
蓀
が

唯
一
ラ
ッ
セ
ル
を
評
價
し
て
い
る
の
が
、
そ
の
直
觀
批
判
な
の
で
あ
る
。
張
耀
南

は
、
張
東
蓀
が
一
貫
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
方
に
親
近
感
を
抱
き
、
ラ
ッ
セ
ル
哲
學

と
は
距
離
を
置
い
て
い
た
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
文
は
ラ
ッ
セ
ル
の
ベ
ル

ク
ソ
ン
批
判
は
見
當
違
い
で
あ
る
と
は
述
べ
て
も
、
ラ
ッ
セ
ル
の
哲
學
が
閒
違
っ

て
い
る
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
こ
の
論
文
は
、
當
時
中
國
人
の
閒
で
橫
行
し
て
い

た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
理
解

―
そ
れ
は
ラ
ッ
セ
ル
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
理
解
で
も
あ
っ
た

―
、
す
な
わ
ち
直
觀
を
重
視
し
、
科
學
を
超
え
た
眞
實
の
知
解
を
說
く
哲
學
者

も
の
は
假
定
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
ら
く
は
、

生
機
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
主
張
し
な
く
て
も
、
ま
っ
た
く
か

ま
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

張
東
蓀
は
「
名
相
與
條
理
」
で
も
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
說
を
㊒
機
的
機
械
論

（organic�m
echanism

）
で
あ
っ
て
、「
あ
る
不
可
思
議
な
生
命
の
存
在
を
主
張

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
決
し
て
「
生
命
論
」（vitalism

）
で
は

な
い）

11
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
說
は
、
生
命
論
で
は
な
く
、
理
性

主
義rationalism

の
一
例
に
數
え
入
れ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
に
つ
い
て
は
、「
新
創
化
論
」
で
、
彼
の
主
張
は
、「
極
限
に
ま
で
推
し
進
め
れ

ば
、
必
ず
知
識
や
言
語
を
超
越
し
た
境
界
に
ゆ
き
つ
き
、
完
全
に
一
種
の
不
可
知

論
に
轉
じ
て
し
ま
い
、
進
化
の
原
理
を
み
ず
か
ら
毀
損
し
て
し
て
ま
う）

11
（

」
と
述
べ

て
批
判
し
て
い
る
。

冐
頭
に
も
觸
れ
た
が
、
當
時
中
國
の
知
識
人
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
學
を
し
き
り

に
參
照
し
、
そ
の
直
觀
槪
念
に
つ
い
て
多
大
な
關
心
を
拂
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

張
君
勱
が
擧
げ
る
人
生
觀
の
五
つ
の
特
徵
は
、「
主
觀
的
で
、
直
觀
的
で
、
總
合

的
で
、
自
由
意
志
に
よ
る
も
の
で
、
個
別
的
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
梁
漱
溟
は

『
東
西
文
化
及
其
哲
學
』
の
中
で
、「
仁
」
を
「
銳
敏
な
直
觀
」
で
あ
る
、
と
す
る

極
め
て
斬
新
な
解
釋
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
兩
者
は
い
ず
れ
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

直
觀
槪
念
を
重
要
な
參
照
項
と
し
て
い
た
。
馮
友
蘭
も
ま
た
當
初
ベ
ル
ク
ソ
ン
に

關
心
を
拂
い
、
一
九
二
一
年
に
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
學
方
法
」
を
發
表
し
、
そ
の

「
直
觀
主
義
」
に
對
し
て
主
知
主
義
へ
の
批
判
と
し
て
一
定
の
評
價
を
與
え
、「
科

學
と
哲
學
は
直
觀
と
い
う
點
に
お
い
て
一
致
す
る
」
と
い
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
形
而

上
學
入
門
』
の
こ
と
ば
を
肯
定
的
に
紹
介
し
て
い
た）

11
（

。
し
か
し
、「
科
學
と
人
生

觀
論
爭
」
を
經
た
『
中
國
哲
學
史
』
緖
論
（
一
九
三
一
年
）
で
は
、
馮
友
蘭
は
次
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に
し
て
物
を
認
知
す
る
の
か
を
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

11
（

」
と
述
べ
、
認
識
論

を
踏
ま
え
て
假
構
と
し
て
の
宇
宙
論
を
說
い
て
い
る
の
と
對
照
的
で
あ
る
。
認
識

論
を
出
發
點
と
す
る
張
東
蓀
は
、
首
尾
一
貫
し
た
統
一
的
條
理
と
理
智
の
存
在
を

全
面
的
に
認
め
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
說
く
進
化
が
目
的
を
持
た
な
い
の
に
對
し
て
、

張
東
蓀
の
新
創
化
論
が
進
化
を
一
定
の
方
向
に
導
く
の
も
、
こ
う
し
た
理
智
の
働

き
か
ら
歸
結
す
る
必
然
で
あ
る
。
理
智
の
㊒
無
、
そ
れ
こ
そ
が
西
洋
哲
學
と
中
國

の
傳
統
思
想
を
分
か
つ
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
り
、
理
智
は
何
よ
り
も
中
國
が
西
洋

哲
學
か
ら
學
び
取
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
生
命
論
は
、
張
東
蓀
の
認

識
論
の
中
に
吸
收
統
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

五
．
張
東
蓀
の
「
轉
回
」

傳
統
的
な
西
洋
哲
學
と
原
理
的
に
異
な
る
中
國
哲
學
の
存
在
を
擁
護
す
る
の
に
、

理
智
を
超
え
た
生
命
を
主
張
す
る
學
說
は
、
き
わ
め
て
好
都
合
で
あ
っ
た
。
ベ
ル

ク
ソ
ニ
ズ
ム
は
、
そ
れ
を
西
洋
哲
學
內
部
か
ら
行
っ
た
批
判
と
し
て
中
國
で
重
寶

さ
れ
た
。
張
東
蓀
に
よ
る
理
智
の
强
調
は
、
こ
う
し
た
風
潮
を
批
判
し
、
生
命
哲

學
を
理
智
の
範
疇
內
に
お
い
て
鍛
え
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
安

易
な
神
祕
主
義
に
陷
っ
た
り
、
無
批
判
に
中
國
哲
學
の
西
洋
哲
學
に
對
す
る
優
位

を
歬
提
と
し
た
り
す
る
こ
と
へ
の
不
信
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
。

一
方
で
張
東
蓀
の
言
說
は
、
理
の
統
合
性
を
主
張
す
る
あ
ま
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
創
造
的
進
化
論
が
本
來
持
っ
て
い
る
多
樣
な
進
化
の
方
向
性
を
一
つ
の
方
向
へ

と
整
序
し
、
自
由
の
幅
を
制
約
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

や
が
て
張
東
蓀
は
、
形
而
上
學
的
な
認
識
論
か
ら
社
會
學
へ
と
關
心
を
移
動

さ
せ
る
。
こ
れ
は
張
東
蓀
自
身
が
述
べ
る
よ
う
に
、
一
種
の
「
轉
回
」
で
あ
っ

た）
11
（

。
そ
の
核
心
は
、
理
の
統
合
性
の
追
究
を
緩
和
し
、
理
の
多
樣
性
を
積
極
的

に
認
め
る
立
場
へ
の
轉
換
に
あ
っ
た
。
す
で
に
引
用
し
た
と
お
り
、
張
東
蓀
は
、

と
い
う
理
解
を
、
む
し
ろ
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
學
と
ラ
ッ
セ
ル
哲
學
の
親
近
性
を
說
く

こ
と
で
是
正
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
神
祕
論
者
だ
と
す
る
ラ
ッ
セ

ル
の
評
價
を
誤
り
だ
と
す
る
の
も
、
こ
の
文
脉
に
沿
っ
た
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
學
の
中
心
は
直
觀
論
に
は
な
い
」、
そ
の
出
發
點
は
心
身
關
係

で
あ
り
、
物
質
と
精
神
の
問
題
に
あ
る
と
述
べ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
學
に
占
め
る

直
觀
の
重
要
性
を
低
下
さ
せ
て
い
る）

11
（

。
張
東
蓀
は
、
一
貫
し
て
神
祕
論
に
斷
固
反

對
し
、
直
觀
を
理
智
に
近
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
、
初
出
時
の
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
學
と
ラ
ッ
セ
ル
の
批
判
」
よ
り
も
、

『
新
哲
學
論
叢
』
に
採
錄
さ
れ
た
版
の
方
が
顯
著
で
あ
る
。
轉
載
の
際
に
筆
削
が

加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
述
べ
た
が
、
た
と
え
ば
初
出
時
の
『
民
鐸
雜
誌
』
版
で

は
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
過
度
に
直
觀
を
重
視
し
て
い
る
が
、
今
、
ラ
ッ
セ
ル
の
語
に

よ
っ
て
大
い
に
そ
の
誤
り
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
ラ
ッ
セ
ル
も
過
度
に

智
慧
を
重
視
し
、
同
じ
く
偏
っ
た
誤
り
に
陷
っ
て
い
る）

11
（

」
と
い
う
一
文
が
あ
っ
た

が
、
ラ
ッ
セ
ル
に
對
す
る
批
判
は
、『
新
哲
學
論
叢
』
轉
載
時
に
は
削
ら
れ
て
い

る）
11
（

。
こ
れ
は
直
觀
に
對
し
て
、
理
智
（
智
慧
）
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
信
賴
す
る
よ

う
に
な
っ
た
變
化
の
表
れ
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
上
述
の
馮
友
蘭
の
態
度
の

變
遷
と
も
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
確
か
に
張
東
蓀
は
一
九
二
〇
年

代
初
頭
に
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
傾
倒
し
て
い
た
も
の
の
、
張
耀
南
が
主
張
す
る
の
と

は
逆
に
、
二
〇
年
代
後
半
に
は
、
む
し
ろ
ラ
ッ
セ
ル
哲
學
に
代
表
さ
れ
る
新
實
在

論
に
親
近
感
を
抱
き
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
は
距
離
を
と
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ

れ
る
。

從
來
の
哲
學
が
認
識
論
か
ら
入
る
の
に
對
し
て
、「
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
認
識
の
問

題
を
う
ち
捨
て
て
論
じ
ず
、
最
初
か
ら
存
在
に
つ
い
て
說
き
、
生
命
を
起
點
と
し

た
」
と
張
東
蓀
は
述
べ
る）

11
（

。
こ
れ
は
彼
が
、「
宇
宙
觀
與
人
生
觀
」
で
「
わ
れ
わ

れ
は
「
物
」
と
は
何
か
を
議
論
す
る
に
あ
た
っ
て
、
必
ず
先
に
わ
れ
わ
れ
は
い
か
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「
一
個
雛
形
的
哲
學
」
に
お
い
て
、「
物
理
」「
生
理
」「
心
理
」
と
い
っ
た
「
理
」

の
「
幻
を
よ
り
複
雜
に
、
よ
り
豐
か
に
す
る
こ
と
」
を
企
圖
し
て
い
た
。
し
か

し
、
こ
の
時
點
で
の
複
雜
化
は
、
進
化
の
方
向
に
沿
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
そ
の

價
値
を
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
制
約
を
受
け
て
い
た
。
そ
れ
に
對
し
、
こ
の
「
轉

回
」
後
は
、
既
定
の
方
向
に
縛
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
複
數
の
理
の
倂
存
狀
態
に
一

定
の
評
價
を
與
え
る
よ
う
に
な
る
。
認
識
を
成
立
さ
せ
る
基
盤
と
し
て
の
言
語
・

記
號
に
つ
と
に
着
眼
し
て
い
た
張
東
蓀
は
、
言
語
が
異
な
り
、
そ
の
言
語
が
屬
す

文
化
圈
が
異
な
っ
て
い
れ
ば
、
認
識
の
あ
り
方
も
異
な
る
と
主
張
す
る
に
至
る
。

一
九
三
六
年
に
發
表
さ
れ
た
「
從
中
國
言
語
構
造
上
看
中
國
哲
學
」
で
は
、
西
歐

の
言
語
と
中
國
の
言
語
と
の
違
い
か
ら
、
存
在
よ
り
も
生
成
を
重
視
す
る
中
國
哲

學
の
特
徵
を
剔
出
す
る
。
同
年
の
「
多
元
認
識
論
重
述
」
に
お
い
て
は
、
Ｆ
．
Ｃ
．

Ｓ
．
シ
ラ
ー
や
Ｃ
．
Ｉ
．
ル
イ
ス
ら
が
、
方
法
的
假
說
や
方
法
的
虛
構
は
、「
社

會
的
、
文
化
的
、
民
族
精
神
的
で
あ
っ
て
、
文
化
思
想
の
進
步
と
相
ま
っ
て
變
化

し
、
人
類
に
と
っ
て
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い）

11
（

」
と
主
張
し
た
こ
と
を
高
く
評
價

す
る
。
方
法
的
假
說
や
方
法
的
虛
構
は
、
張
東
蓀
の
用
語
で
言
え
ば
、「
假
構
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
理
」
に
つ
い
て
も
、
洋
の
東
西
に
お
け
る
違
い
に
光
が
當
て
ら
れ
る
。
西
洋

哲
學
の
術
語
の
飜
譯
語
と
し
て
の
「
理
」
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と
共
通
性
を
も

ち
な
が
ら
も
區
別
さ
れ
る
中
國
の
傳
統
的
な
槪
念
と
し
て
の
「
理
」
が
論
じ
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
張
東
蓀
は
、
抗
日
戰
爭
終
了
後
、
書
き
溜
め
て
い
た
著
作

を
立
て
續
け
に
公
刊
す
る
が
、
そ
の
中
で
、
頻
繁
に
「
理
」
の
問
題
を
と
り
あ

げ
、
中
國
の
傳
統
的
な
「
理
」
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
議
論
す
る
。
一
九
四
六
年

の
『
思
想
與
社
會
』
で
は
、
傳
統
的
な
槪
念
を
西
洋
の
こ
と
ば
に
飜
譯
す
る
こ
と

の
困
難
さ
を
說
き
、「
理
」
に
つ
い
て
は
、
英
語
のorder,�essence,�reason,�

rationality,�intelligibility,�function,�structure

な
ど
に
該
當
し
、
一
義
的

に
譯
語
を
決
め
ら
れ
な
い
、
と
言
う）

11
（

。
た
だ
し
「
今
日
の
科
學
・
哲
學
上
の
理
は
、

昔
の
「
四
書
五
經
」
の
理
と
は
異
な
る
が
、
そ
れ
が
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は

一
つ
で
あ
り
、
人
心
を
左
右
す
る
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
も
同
じ
で
あ
る
」
と）

1（
（

述
べ
、
西
洋
と
中
國
的
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
合
い
を
含
ん
だ
理
性
主
義
を
標
榜
す

る
。『

理
性
與
民
主
』
で
は
、「
理
性
」
と
譯
さ
れ
るreason

は
心
理
面
、
主
觀
面

に
着
眼
し
た
言
い
方
で
あ
っ
て
、「
條
理
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
中
國
の
傳
統
的

な
「
理
」
は
、
英
語
のorder

と
譯
せ
る
も
の
で
、
客
觀
的
な
社
會
の
秩
序
と

關
わ
り
の
あ
る
も
の
だ
と
東
西
で
の
違
い
を
指
摘
す
る）

11
（

。
た
だ
し
、
違
い
を
違

い
の
ま
ま
に
放
置
す
る
の
で
は
な
く
、
中
國
は
、
不
變
で
は
な
く
發
展
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
西
洋
の
「
理
」
を
取
り
入
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
複
數

の
「
理
」
の
交
流
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
交
流
が
融
合
に
向
か
う
こ
と
が
朞
待

さ
れ
、
依
然
と
し
て
「
理
」
の
統
合
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
轉

回
」
に
よ
っ
て
、
張
東
蓀
の
從
來
の
立
場
が
放
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、「
轉
回
」
後
、
高
次
の
複
雜
さ
に
向
か
う
過
程
で
の
「
理
」
の
複
數
性
に
照

準
が
當
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
重
要
な
變
化
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
の
「
轉
回
」
に
よ
っ
て
、
哲
學
史
が
重
視
さ
れ
る
。「
多
元
認
識
論
重
述
」

に
は
、「
哲
學
が
批
判
し
、
分
析
し
比
較
す
る
材
料
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
に
潛

ん
で
い
る
基
本
槪
念
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
哲
學
自
體
は
哲
學
史
に
ほ
か
な
ら
な

い
」
と
い
う
一
文
が
見
え
る）

11
（

。
ま
た
、
一
九
三
七
年
の
「
哲
學
究
竟
是
什
麼
？
」

に
お
い
て
、
張
東
蓀
は
、
哲
學
の
眞
理
の
普
遍
性
は
擔
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ま

ざ
ま
な
型
式
（type

）
を
と
っ
た
學
說
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
型

式
を
總
合
す
る
こ
と
が
眞
理
に
近
づ
く
方
法
で
あ
り
、
哲
學
は
哲
學
史
・
歷
史
哲

學
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
る
、
と
說
く
。
哲
學
史
・
歷
史
哲
學
へ
の
着
目
は
、
ヘ
ー

ゲ
ル
か
ら
の
影
響
だ
と
す
る
が
、
文
化
思
想
の
型
式
は
多
數
の
「
可
能
性
」
に
滿



張
東
蓀
の
生
命
哲
學
批
判

一
四
一

ち
た
も
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
正
反
合
の
辯
證
法
に
よ
っ
て
制
限
し
て

は
な
ら
な
い
と
㊟
文
を
つ
け
る
。
そ
し
て
、
こ
の
新
し
い
哲
學
は
、
文
化
人
類
學

と
哲
學
と
を
融
合
さ
せ
た
「
人
類
學
的
哲
學
」
だ
と
名
づ
け
ら
れ
る）

11
（

。

ま
た
、
こ
の
「
轉
回
」
に
よ
る
㊟
目
す
べ
き
別
の
變
化
と
し
て
、「
人
生
哲

學
」
と
い
う
用
語
が
留
保
な
し
に
中
國
哲
學
の
特
徵
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と

を
指
摘
で
き
る
。
一
九
三
五
年
發
表
の
「
現
代
的
中
國
怎
樣
要
孔
子
」
は
、
日
本

に
よ
る
孔
子
崇
拜
の
利
用
に
對
抗
す
る
か
た
ち
で
執
筆
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
が
、

こ
の
小
篇
に
お
い
て
、
張
東
蓀
は
、
西
洋
の
思
想
か
ら
は
科
學
や
宗
敎
が
發
展
し

た
の
に
對
し
、
中
國
に
は
「
人
生
哲
學
」
し
か
な
い
と
述
べ
た
う
え
で
、
次
の
よ

う
に
主
張
す
る
。

中
國
固
㊒
の
文
化
は
儒
家
思
想
で
代
表
さ
れ
る
。
そ
れ
は
人
と
し
て
の
衟
理

を
說
く
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
人
生
哲
學
は
西
洋
の
眼
か
ら
見
る
と
、

や
は
り
價
値
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
西
洋
思
想
に
お
い
て
そ
れ
と
等
し

い
も
の
は
見
い
だ
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
方
面
に
つ
い
て
は
、

打
破
す
べ
き
で
は
な
い
ど
こ
ろ
か
、
提
唱
す
べ
き
な
の
で
あ
る）

11
（

。

中
國
哲
學
の
精
髓
と
し
て
の
人
生
哲
學
の
顯
彰
は
、
こ
の
小
篇
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
上
述
の
と
お
り
、
假
構
が
「
民
族
精
神
」
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
、
哲
學
自

體
が
哲
學
史
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
「
多
元
認
識
論
重
述
」
に
お
い
て
、
張
東
蓀

は
、
哲
學
を
人
生
哲
學
に
の
み
限
定
す
る
こ
と
は
反
對
だ
が
、「
宇
宙
の
哲
學
に

關
す
る
す
べ
て
の
哲
學
は
、
人
生
哲
學
の
假
裝
」
で
あ
り
、「
あ
ら
ゆ
る
形
而
上

學
は
必
ず
最
終
的
に
人
生
哲
學
に
歸
結
す
る
」
と
述
べ
る）

11
（

。
ま
た
、「
哲
學
究
竟

是
什
麼
？
」
で
も
、
言
語
や
思
想
が
文
化
的
範
型
を
表
現
す
る
と
述
べ
た
上
で
、

形
而
上
學
は
人
生
哲
學
に
歸
着
し
、
中
國
哲
學
は
「
人
生
觀
を
中
心
と
し
て
宇
宙

の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
」
も
の
だ
と
說
く）

11
（

。

張
耀
南
は
、
こ
の
張
東
蓀
の
「
轉
回
」
に
つ
い
て
、
一
九
三
七
年
ま
で
の
張
東

蓀
Ⅰ
と
一
九
三
八
年
以
降
の
張
東
蓀
Ⅱ
に
分
け
、
張
東
蓀
Ⅰ
は
「
多
元
認
識
論
」

を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
重
心
を
置
い
た
「
認
識
論
の
段
階
」
で
あ
り
、
張
東
蓀
Ⅱ

は
「
知
識
社
會
學
」
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
重
心
を
置
い
た
「
知
識
論
の
段
階
」

で
あ
る
と
整
理
す
る）

11
（

。
そ
の
上
で
、
兩
者
の
分
水
嶺
を
盧
溝
橋
事
件
に
求
め
る
。

な
お
張
耀
南
は
、「
知
識
社
會
學
」
と
い
う
旗
印
を
打
ち
出
し
た
の
が
一
九
三
八

年
の
長
編
論
文
「
思
想
言
語
與
文
化
」
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
そ
の
先
蹤
を

一
九
三
六
年
の
長
編
論
文
「
從
中
國
言
語
構
造
上
看
中
國
哲
學
」
に
求
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
轉
回
」
の
時
朞
に
つ
い
て
は
、
遡
る
こ
と
が
可
能
で
、
本
稿
で

は
一
九
三
五
年
の
「
現
代
的
中
國
怎
樣
要
孔
子
」
に
そ
の
淵
源
を
求
め
た
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、「
轉
回
」
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
日
本
の
植
民
地
支
配
の
動
き

へ
の
反
應
だ
っ
た
と
言
え
る
。

日
本
の
侵
略
的
行
爲
に
對
し
、
張
東
蓀
は
孔
子
の
價
値
を
見
直
し
、
中
國
哲
學

の
價
値
に
つ
い
て
積
極
的
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
る
。「
知
識
社
會
學
」
は
、
中

國
文
化
の
傳
統
を
死
守
す
る
た
め
の
理
論
的
裝
置
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
と

言
え
る
。
こ
う
し
た
經
緯
か
ら
、
張
東
蓀
は
、
人
生
哲
學
の
意
義
を
躊
躇
な
く

說
く
よ
う
に
な
り
、「
張
東
蓀
Ⅰ
」
の
段
階
で
は
、
近
し
い
立
場
で
あ
り
な
が
ら
、

一
線
を
劃
し
て
い
た
は
ず
の
張
君
勱
や
梁
漱
溟
ら
の
主
張
に
傾
斜
し
て
い
く
。
生

命
の
問
題
へ
の
關
心
が
後
景
に
退
き
、
人
生
哲
學
が
歬
面
に
出
て
來
る
こ
と
、
こ

れ
が
「
轉
回
」
の
歸
結
で
あ
っ
た
。

㊟
（
１
）　

梁
漱
溟
『
梁
漱
溟
全
集
』
第
一
卷
、
山
東
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
四
四
五

頁
。
飜
譯
は
、
梁
漱
溟
『
東
西
文
化
と
そ
の
哲
學
』（
ア
ジ
ア
問
題
硏
究
會
編
、
長



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
三
集

一
四
二

谷
部
茂
譯
、
農
山
漁
村
文
化
協
會
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
四
七
頁
）
に
よ
る
。

（
２
）　

張
東
蓀
「
新
實
在
論
的
論
理
主
義
」、『
東
方
雜
誌
』
第
一
九
卷
第
一
七
號
、
一
九

二
二
年
、
一
六
頁
。

（
３
）　

張
東
蓀
「
宇
宙
觀
與
人
生
觀

―
我
所
獻
議
的
一
種
（
續
）」、『
東
方
雜
誌
』
第

二
五
卷
第
八
號
、
一
九
二
八
年
、
六
九
頁
。

（
４
）　

李
石
岑
『
人
生
哲
學
』、
商
務
印
書
館
、
一
九
四
一
年
、
三
四
九
頁
。
李
石
岑
に

つ
い
て
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
哲
學
か
ら
人
生
哲
學
へ

―
李
石
岑
を
導
き
と
し
て
」

（『
日
本
中
國
學
會
報
』
第
六
十
五
集
、
二
〇
一
三
年
）
を
參
照
。

（
５
）　

歬
揭
㊟
（
３
）、
六
九
頁
。

（
６
）　

張
東
蓀
「
宇
宙
觀
與
人
生
觀

―
我
所
獻
議
的
一
種
」、『
東
方
雜
誌
』
第
二
五
卷

第
七
號
、
一
九
二
八
年
、
五
三
頁
。

（
７
）　

批
判
的
實
在
論
に
つ
い
て
は
、
張
東
蓀
「
批
導
的
實
在
論

―
敍
述
及
批
評
」

（『
東
方
雜
誌
』
第
二
〇
卷
第
三
號
、
一
九
二
三
年
）
で
檢
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

（
８
）　
「
新
創
化
論
」（『
東
方
雜
誌
』
第
二
五
卷
第
一
號
、
一
九
二
八
年
）
で
は
、
Ｓ
．

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
の
說
と
し
て
、
神
性
を
最
上
位
と
す
る
八
層
へ
の
分
類
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

（
９
）　

歬
揭
㊟
（
６
）、
六
〇
―
六
一
頁
。

（
10
）　

歬
揭
㊟
（
６
）、
六
一
頁
。

（
11
）　

歬
揭
㊟
（
６
）、
六
二
頁
。

（
12
）　

歬
揭
㊟
（
６
）、
五
五
頁
。

（
13
）　

歬
揭
㊟
（
８
）、
一
〇
九
頁
。

（
14
）　

歬
揭
㊟
（
２
）、
三
〇
頁
。

（
15
）　

歬
揭
㊟
（
３
）、
六
一
頁
。

（
16
）　

張
東
蓀
「
一
個
雛
形
的
哲
學
」（
張
耀
南
編
『
知
識
與
文
化

―
張
東
蓀
文
化
論

著
輯
要
』、
中
國
廣
播
電
視
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）、
一
三
頁
。
當
論
文
は
、
も
と
、

一
九
二
九
年
出
版
の
『
新
哲
學
論
叢
』
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
。

（
17
）　

張
東
蓀
「
認
識
的
多
元
論
」（
張
東
蓀
『
認
識
論
』、
商
務
印
書
館
、
二
〇
一
一
年
）、

八
八
―
八
九
頁
。

（
18
）　

歬
揭
㊟
（
６
）、
五
九
頁
。

（
19
）　

歬
揭
㊟
（
16
）、
一
九
頁
。

（
20
）　

張
東
蓀
「
名
相
與
條
理
（
續
）」、『
東
方
雜
誌
』
第
二
四
卷
第
四
號
、
一
九
二
七
年
、

六
六
頁
。

（
21
）　
「
一
個
雛
形
的
哲
學
」
上
篇
で
も
、
張
東
蓀
は
み
ず
か
ら
の
哲
學
の
結
論
の
一
つ

と
し
て
、「
思
惟
と
認
識
は
生
命
の
表
現
で
あ
る
（Know

ing�is�living

）」
と
述
べ
、

「
わ
れ
わ
れ
は
生
命
と
は
何
か
を
知
る
た
め
に
は
、
思
惟
と
認
識
の
性
質
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
押
し
の
け
て
別
の
と
こ
ろ
に
生
命
を
求
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
旉
衍
し
て
い
る
（
歬
揭
㊟
（
16
）、
一
八
頁
）。

（
22
）　

張
東
蓀
は
、
同
じ
く
「
名
相
與
條
理
」
に
お
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
が
世
界
に
必
ず

條
理
が
あ
り
、
必
ず
秩
序
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
信
心
で
し
か
な
い
。
…
…
た
だ
そ

れ
が
一
種
の
信
心
に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
が
杜
撰
な
も
の
だ
と
指
彈
す
る

意
味
を
含
ん
で
は
い
な
い
」（
歬
揭
㊟
（
20
）、
六
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
23
）　

歬
揭
㊟
（
３
）、
五
八
頁
。

（
24
）　

歬
揭
㊟
（
３
）、
五
九
頁
。

（
25
）　

歬
揭
㊟
（
３
）、
六
一
頁
。

（
26
）　

歬
揭
㊟
（
３
）、
六
〇
頁
。

（
27
）　

歬
揭
㊟
（
６
）、
六
二
頁
。

（
28
）　

歬
揭
㊟
（
20
）、
五
九
頁
。

（
29
）　

歬
揭
㊟
（
８
）、
一
〇
二
頁
。

（
30
）　

馮
友
蘭
「
柏
格
森
的
哲
學
方
法
」、『
三
松
堂
全
集
』
第
十
一
卷
、
河
南
人
民
出
版

社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
七
頁
。

（
31
）　

馮
友
蘭
『
中
國
哲
學
史
』（
上
）、『
三
松
堂
全
集
』
第
二
卷
、
河
南
人
民
出
版
社
、

二
〇
〇
一
年
、
二
四
七
頁
。



張
東
蓀
の
生
命
哲
學
批
判

一
四
三

（
32
）　

張
耀
南
「
點
評
：
西
方
文
化
之
輸
入
不
能
不
以
哲
學
爲
先
導
」（
張
東
蓀
『
張
東

蓀
講
西
洋
哲
學
』、
東
方
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
二
四
八
頁
。

（
33
）　

張
東
蓀
「
柏
格
森
哲
學
與
羅
素
的
批
評
」、『
民
鐸
雜
誌
』
第
三
卷
第
一
號
、
一
九

二
一
年
、
一
七
頁
。

（
34
）　

歬
揭
㊟
（
33
）、
一
六
頁
。

（
35
）　

張
東
蓀
「
批
評
羅
素
對
於
柏
格
森
的
批
評
」（
張
東
蓀
『
新
哲
學
論
叢
』、
上
海
商

務
印
書
館
、
一
九
二
九
年
）、
三
八
一
頁
。

（
36
）　

歬
揭
㊟
（
32
）『
張
東
蓀
講
西
洋
哲
學
』、
一
八
〇
頁
。
た
だ
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自

身
は
、「
認
識
の
理
論
と
生
命
の
理
論
は
わ
れ
わ
れ
に
は
不
可
分
な
も
の
と
映
る
」

と
述
べ
て
い
る
（
Ｈ
．
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創
造
的
進
化
』、
合
田
正
人
、
松
井
久
譯
、

筑
摩
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
一
三
頁
）。

（
37
）　

歬
揭
㊟
（
６
）、
五
九
頁
。

（
38
）　

張
東
蓀
「「
哲
學
是
什
麼
？　

哲
學
家
應
該
做
什
麼
？
」（
張
東
蓀
『
科
學
與
哲
學
』、

商
務
印
書
館
、
一
九
九
九
年
）、
一
九
〇
頁
。「
轉
回
」
は
、
原
文
の
「
轉
變
」
を
意

譯
し
た
も
の
。

（
39
）　

張
東
蓀
「
多
元
認
識
論
重
述
」（
歬
揭
㊟
（
17
）
張
東
蓀
『
認
識
論
』）、
一
〇
一
頁
。

（
40
）　

張
東
蓀
『
思
想
與
社
會
』、
岳
麓
書
社
、
二
〇
一
〇
年
、
七
九
頁
。

（
41
）　

歬
揭
㊟
（
40
）、
二
九
六
頁
。

（
42
）　

張
東
蓀
『
理
性
與
民
主
』、
岳
麓
書
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
一
九
頁
。

（
43
）　

歬
揭
㊟
（
39
）、
一
二
五
頁
。

（
44
）　

張
東
蓀
「
哲
學
究
竟
是
什
麼
？
」（
歬
揭
㊟
（
38
）
張
東
蓀
『
科
學
與
哲
學
』）、

一
八
五
―
一
八
六
頁
。

（
45
）　

張
東
蓀
「
現
代
的
中
國
怎
樣
要
孔
子
」（
歬
揭
㊟
（
16
）
張
耀
南
編
『
知
識
與
文

化

―
張
東
蓀
文
化
論
著
輯
要
』）、
四
一
一
頁
。

（
46
）　

歬
揭
㊟
（
39
）、
一
二
三
頁
。

（
47
）　

歬
揭
㊟
（
44
）、
一
八
三
頁
。

（
48
）　

張
耀
南
「
張
東
蓀
的
「
知
識
學
」
與
「
新
子
學
時
代
」」（
歬
揭
㊟
（
17
）
張
東
蓀

『
認
識
論
』）、
一
五
〇
頁
。

附
記　

本
稿
は
、
科
硏
費
基
盤
硏
究
（
Ｃ
）「
戰
歬
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
哲
學
：

日
本
の
植
民
地
支
配
の
觀
點
か
ら
」（19K00117

）
の
硏
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




