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僧
肇
『
不
真
空
論
』
に
み
ら
れ
る
中
国
的
思
惟

序

僧
肇
（
西
暦
三
八
四
、
一
説
に
三
七
四
～
四
一
四
）
は
、
格

義
仏
教

が
盛

ん
で

あ

っ
た
六
朝
時
代

に
長
安
近
辺

に
生
ま
れ
、
鳩
摩
羅
什

に
師
事
し
て
特

に
般

若
思
想
、
空
の
思
想

に
精
通
し
、
格
義
を
正
し
た
、
と

い
わ
れ
て

い
る
。
し

か
し
ま
た
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
彼

の
理
解

は
や
は
り
中
国

的
思

惟
に
基

づ
く

も
の
で
あ
り
、
イ

ン
ド

に
お
け

る
空
の
思
想
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
、
と

い
う
指
摘
も
多
く
な
さ
れ
て

い
る
。
本
稿

の
目
的

は
、
彼

の
著
作

の
中

か
ら

『
肇
論
』
所
収
の

『
不
真
空

論
』

を
選
び
、

こ
の
書

の
思

想
内

容
を
解
釈

す

る
と
共
に
、
こ
の
中

に
見
ら
れ

る
『
荘
子
』
を
初

め
と
す

る
中
国

的
思

惟
の

影
響
を
見

い
だ
そ
う
と
す

る
も

の
で
あ
る
。

一
　
『
不

真

空

論

』

の

内

容

小
　
椋
　
章
　
浩

筆
者

は
先

に
、
『
不

真
空
論
』
よ
り
も
先

に
著
述
さ

れ
た
と
さ
れ
る

『
般

若
無
知
論
』

の
解
釈

を
試
み

た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
僧
肇

は
般
若

の
あ
り
方

を
「
用
」
と

「
寂
」

の
二

側
面
と
し
て
捉
え
て

お
り

、
し

か
も
こ
れ
ら
が
一

体
の
も
の
で

あ
る
と
み

な
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で

「
用
」
と

は
、
般

若
の

「
一
切

知
」

の
側
面
で

あ
り
、
こ
れ
は
概
念
化

に
よ

る
分
別

知
で
は
な

く
一
種
の
直
観
知
―
―
鏡
に
事
物
が
あ
り
の
ま
ま
に
映
る
よ
う
に
心
に
事
物

が
あ
り
の
ま
ま
に
顕
示
す
る
―
―
を
指
し
、
ま
た
「
寂
」
と
は
、
般
若
の

「
無
知
」

の
側
面
で

あ
り
、
こ
れ
は
、
般
若
の
認
識
対

象
で
あ

る
真
諦
は
無

相
で
あ

っ
て
概
念

的
把
握

は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て

知
が
無
い
、
と

い
う
こ

と
を
意
味
す

る
、
と

、
こ

の
よ
う

に
解
釈
し
得
る
の
で

あ
る
。

そ
こ
で
こ

の
第
一
節
で

は
、
『
不

真
空
論
』
の
中

か
ら
幾
つ

か
の
箇
所
を

取
り
上
げ
、
『
般
若
無

知
論
』

に
お
け

る
こ
の
解
釈

を
あ
て

は
め
る
こ
と
に

よ

っ
て
、
こ

の
『
不
真
空
論
』
の
お
お
よ
そ
の
内

容
を
理
解
し

た
い
。
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こ
の
論
書
で
は
初
め
に
「
心
無
」
「
即
色
」
「
本
無
」
の
格
義
が
論
駁
さ
れ

て

い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
論
書
の
中
心
課
題
と
は

い
え
な
い
の
で
、
こ
こ
で

は
省
略
し
た
い
。
そ
の
後
、
本
論
へ
の
導
入
と
し
て
僧
肇
は
次
の
よ
う
な
論

述
を
し
て
い
る
。

夫
れ
物
を
以
て

物
に
物
と
せ
ら
る
れ

ぱ
、
則
ち
物
と
す
る
所
に
し
て
物

た
る
可

し
。
物
を
物
と
す
る
は
物
に
非
ざ
る
を
以
て
の
故
に
、
物
と
雖

も
物
に
非
ず
。
是

を
以
て

物
は
名
に
即
し
て
実
に
就
か
ず
、
名
は
物
に

即
し
て

真
を
履
ま

ず
。
然
ら
ば
則
ち
、
真
諦
は
独
り
名
教
の
外
に
静
か

な
り
。

こ
こ
で

、
前
半

の
「
物

物
」
（
物
　

物

）

の
く
だ
り

は

『
荘
子
』
と

の
関

連
が
指
摘

さ
れ
る
箇
所
で
あ
り

、
後

に
詳
述
す
る
。
ま
た
、
次
の
「
名
」
に

関
す
る
く
だ
り

も
、
中
国
古
代

思
想
界

に
お
け
る
名
実
論
と
つ
な
が
る
も
の

と
し
て

、
後
述
し
た
い
。
最
後

の
「
真
諦
独
静
於
名
教
之

外
」

に
つ
い
て
は
、

『
般
若
無
知
論
』

に
「
真

諦
は
自

ず
か
ら

相
無
し
」
と

あ
る
よ
う

に
、

般
若

の
認
識
対

象
で

あ
る
真

諦
は
無
相
で

あ
り
、
こ
れ
は
つ
ま
り
、
概
念
化
に
よ

る
分
別
知
で

は
捉
え
ら
れ

な
い
と

い
う
こ

と
を
意
味
す

る
で
あ
ろ

う
。
「
名

教
」

と
は
言
語

に
よ

る
教
え

の
こ
と
で

あ
ろ
う
か
ら
、
先

の

『
不

真
空
論
』

の
句
は
、
真

諦
は
無
相
で
あ
り

言
語
で

捉
え

ら
れ
な
い
と
い
う
、
般
若
の
側

か
ら

言
え
ば

「
寂
」
の
面
を
表
し
て

い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

次

に
僧
肇

は
、
真
諦

に
お
け

る
「
物
」

に
つ
い
て

誠
に
物
に
即
し
て
順
通
す

る
を

以
て
の

故
に
、
物
は
之
に
逆
ら
う
こ

と

莫
し
。
偽
に
即
し
真
に
即
す

る
が
故
に
、
性
は
之
を
易
う

る
こ

と
莫
し

。

す
な

わ
ち
、
真
諦
は
物

に
即
す
が
そ
の
性
は
変
化
し
な
い
、
と
述
べ
、
し
た

が

っ
て
物
は
有
で
も
あ
り
無
で
も
あ
り
、
さ
ら

に
こ
の
こ
と
か
ら

有

と
雖
も
而
も
無
な
る
は
、
所
謂
る
非
有

な
り
。
無
と
雖
も
而
も
有
な

る
は
、
所
謂
る
非
無
な
り
。

非
無
で
も
あ
り
非
有
で
も
あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
、

此
の
如
く
な
れ

ば
則
ち
物
無
き
に
非

ざ
る
な
り
。
物
は
真
の
物
に
非

ず
。

物
は
真
の
物
に
非
ざ
る
が
故
に
、
何
に
於
て
か
物
と
す
可

き
や
。

と
論
じ
る
。
こ
こ
で
彼

は
、
「
物
」

の
存
在
を
認

め
つ
つ
、

そ
れ
が
真

の
物

で
は
な

い
と
言
う
。
こ
れ
も
先

の

『
般
若
無
知
論
』
の
解
釈
を
当
て

は
め
れ

ば
、
万
物
は
確
か
に
存
在
し
、
そ
れ
は
般
若

に
お
い
て

は
「
用
」

の
あ
り
方

に
よ

っ
て
直
観
と
し
て

捉
え
ら

れ
る
が
、

そ
れ
は
「
寂
」

の
あ
り
方
と
し
て

は
無
相
の
真
諦
で

あ
り
真
の
物
で

は
な
い
、
と
い
う
意
味
と
な
る
で
あ
ろ

う
。

さ
ら

に
僧
肇
は
、
あ
る
経
を
引

い
た
上
で
「
俗
諦
」
の
語
を
用

い
、
次

の

よ
う

に
述
べ
る
。

真
諦
は
以
て
非
有
を
明
ら
か
に
し
、
俗
諦
は
以
て
非

無
を
明

ら
か

に
す
。

豈
に
諦
の
二
な
る
を
以
て

物
に
於
て
二
な
ら
ん
や
。

こ
こ
で
「
俗
諦
」
は
明
ら
か
に
物
の
有
の
側
面
を
示
し
て

い
る
の
で
あ

る
が
、

こ
れ
も

『
般
若
無
知
論
』

の
思

想
を
考
慮
す
れ
ば
、
般
若
の
「
用
」
の
あ
り

方
に
よ

っ
て
捉
え

ら
れ
る
認
識
対

象
を
指
す
と
い
え
る
。

た
だ
し

、
こ
う
解

釈
し
た
場
合
、
僧
肇
の
「
俗
諦
」

の
概
念

は
仏
教
一
般
に
お
け

る
そ
れ
と

は

異
な
る
こ
と
に
な
る
。

一
般
的

に
仏

教
に
お

い
て

は
、
「
俗
諦
」

と
は
言
説

に
よ
る
仮
構
、
分
別

知
を
指
す
が
、
僧
肇

は
こ
こ
で

は
直
観
知
を
指
し
て

い
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る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
こ

の
こ
と

に
つ
い
て

は
さ
ら
な
る
考
察
を
要

す

る
で

あ
ろ
う
が

、
こ
こ
で

は
一
応

こ
の
仮
説
に
従

っ
て
論
を
進
め
た
い
。

ま

た
別

の
箇
所
で

僧
肇

は

中
観
に
云
く
、
物
は
因

縁
に
従
る
が
故
に
有
ら
ず
、
縁
起
す
る
が
故
に

無
か
ら
ず
、
と
。

と
言

っ
て
い
る
。
唐
の
元

康
（
生
没
年
不
詳
）
は
そ

の

『
肇
論
疏
』

の
中
で
、

こ
こ
で
言
う

「
中
観
」

を

『
中
論
』
と
み

な
し
、
「
観
四

諦
品
」
中

の
か
の

三

諦
偈
を
引

用
し
て
い
る
。
こ
の
元

康
の
引

用
箇
所
が
適
切

か
否
か

に
つ
い

て

は
こ
こ
で

は
問
題
と
し
な
い
が
、
た
だ
し
少
な
く
と
も
羅
什
訳
の
中
で
は

「
縁
起
」
と
い
う
語
は
使
わ
れ
て

い
な
い
。
こ

こ
で

は
、
僧

肇
の
理

解
す

る

「
因
縁

」
と
「
縁
起
」

の
違
い

に
つ
い
て
見

て

お
き

た
い
。
ま
ず

「
因

縁
」

に
つ
い
て
は
こ
の
後
の
文

に

夫
れ
有
、
若
し
真
有
な
ら
ば
、
有
は
自
ず
か
ら
常
に
有

な
り
。
豈
に
縁

を
待
ち
て
而
る
後
に
有
な
ら
ん
や
。

な
ど
と
あ
り
、
無
自
性
の
故
に
非

有
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
こ
と
が
分

か
る
。
で

は
「
縁
起
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ

に
つ

い
て
彼

は

万
物

、
若
し
無

な
ら

ば
、
則
ち
応
に
起
こ

る
べ
か
ら
ず
。
起
こ

れ
は
則

ち
無

に
非

ず
。
縁
起
す
る
こ
と
明
ら
か

な
る
を
以
て
の

故
に
無

な
ら

ざ

る
な
り
。

と
言

っ
て

い
る
。
こ
こ
で
彼

は
、
「
起
」
字

に
お
け

る
発

生
の
意

を
考
慮
し
、

発
生
す

る
の
で
あ

る
か
ら
無
で
は
な

い
、
と
説

い
て

い
る
よ
う
に
思

わ
れ

る
。

し
た

が
っ
て

、
先
述

の
考
察
と
関

連
づ
け
て

言
え
ば
、
「
因

縁
」

は
真
諦

に

お

い
て
無
で
あ

る
物
の
あ
り

様
を
、
「
縁
起
」

は
俗
諦

に
お
い
て
有
で

あ
る

物
の
あ
り
様
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て

い
る
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

以

上

の
よ
う

に
物
の
非
有
非
無
を
論
じ
た
後
、
結
論
と
し
て
僧
肇
は
次
の

よ
う

に
述
べ

る
。

其

れ
有

な
り

と
言
わ
ん

と
欲
す
れ
ど
も
、
有
は
真
生
に
非
ず
。
其
れ
無

な
り

と
言

わ
ん

と
欲
す

れ
ど
も
、
事
象
は
既
に
形
わ
る
。
象
形
わ
る
れ

ば
無
に
即
せ
ず

、
真
に
非

ざ
れ

ば
実
有
に
非
ず
。
然
ら
ば
則
ち
不
真
な

る
空
の
義

、
茲
に
顕
ら
か

な
り
。

こ
こ
で

、
「
非
真
生
」
で

あ
り
「
非
実
有
」
で

あ
る
と
い
う
の

は
、
万

物
は

因
縁
生
で
あ
り
無
自
性
で

あ

る
と

い
う
真
諦

の
面

を
、
「
象
」
が
現

れ
「
不

即
無
」
と

い
う

の
は
、
万
物
が
縁
起
し
て
い
る
俗
諦

の
面
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指

し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
万

物
が
真
諦
で
あ
り
か
つ

俗
諦
で

あ
る
、
す
な
わ

ち
非

有
非
無
で

あ
る
、
と

い
う
あ
り

方
が
、
「
不

真

空
」

の
意
味
で

あ
る
、
と
彼
は
結
論
づ
け
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ

の
後
、

い
わ
ば
付
論
と
も

い
う
べ
き
論
述
が
な
さ
れ
た
後
、
修
辞
的
文

言
に
よ
っ
て

こ
の
『
不
真
空
論
』

は
結
ば
れ
て

い
る
が
、
そ
の
付
論

に
あ
た

る
箇

所
に
お
い
て
、
「
名
」
と

「
実
」
と

の
関
係
、
あ

る
い
は
、

そ
れ
と
関

連
し
て

、
「
彼
」

と
「
此
」

と
い
う
対
立
概
念

の
関
係

に
つ

い
て

論
じ
ら
れ

て

い
る
。
そ
し
て

、
こ

の
名
実

論
こ
そ
が
、
古
代
よ
り
中
国
思

想
界

に
お
け

る
中

心
的
論
題
と
な
っ
て

い
た
も
の
で
あ
り
、
僧
肇
の
こ
こ
で

の
論
述
も
そ

の
延
長
線
上
に
あ
る
と
み

な
せ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
箇
所
に
つ

い
て

の
考
察

は
節
を
改
め
て
論
述
し
た
い
。



二
　

中

国

的

思

惟

前
節
で

述
べ
た
通
り
、
『
不

真
空

論
』

に
お

い
て

は
中
国

の
伝
統

的
思

想

を
思

わ
せ
る
記
述
が
数
か
所
で
な
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
以

下
、
こ
の
こ
と

に
つ
い
て

さ
ら
に
考
察
を
加
え
て
み

よ
う
。

ま
ず
、
「
物
物
」
（
物
ヲ
物
ト
ス
）
の
箇
所

を
再
出

し
た
い
。

夫
れ
物
を
以
て
物
に
物
と
せ

ら
る
れ
ぱ
、
則
ち
物
と
す
る
所
に
し
て

物

た
る
可

し
。
物
を
物
と
す
る
は
物
に
非

ざ
る
を
以
て

の
故
に
、
物
と
雖

も
物
に
非

ず
。

こ

の
論
述

に
つ
い
て

福
永
光
司

は
、
「
僧
肇

は
荘
子

の
此

の
言
葉

に
於
て

、

真

に
在
る
も

の
が

「
物
と
す

る
」
こ
と
の
出
来
な

い
も
の
、
形

象
概
念
を
超

え

た
存
在
で

あ
る
こ

と
を
明
ら

か
に
す
る
」
と
解
釈
す

る
。
福
永
の
言
う
通

り
、
「
物
物
」

と
い
う
表
現

は
『
荘
子
』

中

に
み

ら
れ

る
。

そ
こ
で
以
下

、

そ
れ
ら

に
つ

い
て
西

晋
の
郭
象
（
？
－

三

二
一
？
）
に
よ
る

『
荘
子

注
』
の
記

述
と
共

に
検
討
し
て

い
こ
う
。

ま
ず
在
宥
篇

に

夫
れ
土

を
有

つ
者
は
、
大
物
を
有
つ

な
り
。

大
物
を
有
つ
者
は
、
以
て

物
を
物

と
す
可

か
ら
ず
。
而
し
て
物
に
あ
ら

ず
、
故
に
能
く
物
を
物
と

す
。
明

ら
か

な
る
か

な
、
物
を
物
と
す

る
者
の

物
に
非

ざ
る
や
。
豈

に

独
り
天
下
百
姓

を
治
む

る
の
み
な
ら
ん
や
。

と
あ
る
。
こ
こ

は
国
土
を
持
つ
統
治
者
に
つ

い
て
説

か
れ
て

い
る
箇
所
で
あ

る
が
、

こ
こ

で

郭
象

は
「
物

物
」

を

「
用

物
」
（
物

ヲ
用

フ
）

と

注
し

て

い
る
。
す
る
と
こ

こ
で
は
、
「
物

物
」

と
は
事
物

を
（
統
治
者
が
）
使
用
、

使
役
す
る
意
で
あ

る
、
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

次

に
山

木
篇

に
、
有
用

と
無
用
と

の
間
に
居

る
境
地
を

さ
ら

に
超
え

た

「
道
徳
に
乗
じ
て
浮
遊
す
」
る
境
地

の
説
明
の
中

に
、

物
を
物
と
し
て
物
に
物
と
せ
ら
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
胡
ぞ
得
て
累
わ
す
可

け
ん
や
。

と
あ
る
。
こ
こ
に

は
郭
象
は
注
を
入
れ
て

い
な

い
が
、
物
を
物
た
ら
し

め
て

使
役
す
る
の
で
あ

っ
て
自
分
が
一
個
の
物
と
な

っ
て
使
役
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
、
と
い
う
意
味
と
し
て
一
般

に
解
釈
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
も
、

「
物
物
」

は
（
道
の
境
地
に
達
し

た
者
が
）
事
物

を
使
役
す
る
意
で
あ

る
と

い
え

る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
先
の
在
宥
篇
を
踏
ま
え

た
解
釈
で
あ
ろ
う
。

ま

た
、
知
北
遊
篇
に
は
、
「
所
謂

る
道

は
悪

く
に
在
り

や
」
と

い
う
東

郭

子

の
問
い
に
荘
子
が
、
「
在
ら
ざ
る
所
无

し
」

と
答
え
、

さ
ら

に
は
「
屎

溺

に
在
り
」
と
答
え
た
、
と
い
う
有
名
な
寓
話
の
中
で

、

物
を
物
と
す
る
者
は
物
と
際
无
し
。
而
し
て
物
の
際
有
る
者
は
、
所
謂

る
物
際
な
る
者
な
り
。

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
際
」
と
は
物
の
際
限
、
物
と
物
と
の
区
切

り
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
は
、
「
物
物
者
」

は
物
と
の
区
切
り
が

な
い

と
い
う
こ
と
を
言

っ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
の
文

脈
に
お
い
て
は
物
物

者
と

は
「
道
」

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
物
と
の
区
切
り
が
無

い
、
と
い
う

こ
と

は
つ
ま

り
、
道
が
万
物
に
遍
在
し
て

い
る
こ
と

を
表
す
で
あ
ろ
う
。
こ

れ

は
先

の
荘
子

の
言
、
（
道

は
）
「
在
ら
ざ
る
所

无
し
」

の
理
論
的
説
明
で

あ
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る
と
い
え
る
。
ま
た
こ
の
箇
所
を
郭
象

は
次
の
よ
う
に
注
し
て

い
る
。

物
を
物
と
す

る
者
は

物
無

く
し
て
物
は
自
ず
か
ら
物

と
す

る
こ

と
を
明

ら
か
に
す

る
の
み
。

物
は
自
ず
か

ら
物
と
す

る
の
み

、
故

に
冥

な
り
。

物
は

際
有
り

、
故

に
毎
に
合

い
与

に
冥

然
た

る
能

わ
ず
し
て

、
真

に
所

謂

る
際
な

る
者

な
り

。
不

際
な
る
者

は
、
物
を
物

と
す
の

名
有
り
と
雖

も

、
直

に
物
の

自
ず
か
ら
物
と
す

る
こ

と
を
明

ら
か
に
す

る
の
み

。
物

を
物
と
す

る
者
は
、
竟
に
物
無
き

な
り
、
際
は
其

れ
安

に
か
在
ら
ん
や
。

こ

の
よ

う
に
、

郭
象
に
よ
れ
ば
、
物
に
は
区
切
り
が
あ

る
が
、
物
物
者
に
は

物

は
無

く
、
し

た
が
っ
て

物
の
区

切
り

も
無
い
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

ま

た
さ
ら
に
、
同
じ

く
知
北

遊
篇
に
、

天

地
に
先
ん

じ
て

生
ず
る
者
有
り

、
物
な
ら
ん
や

。
物
を
物
と
す
る
者

は
物
に
非

ず
。
物
出
ず
る
は
物
に
先

ん
ず
る
を
得

ざ
る
な
り
、
猶
お
其

れ
物
有

る
な
り
。
猶
お
其
れ
物
有

る
な
り

、
巳
む
こ

と
无

し
。

と
あ
る
。
知
北

遊
篇
の
先
の
箇
所
が
い
わ
ば
共

時
的
存

在
論
で

あ

っ
た
の
に

対

し
、
こ
ち
ら
は
生
成
論
的
に
、
物
が
物
を
生
ん
で

や
む
こ
と
の
な
い
時
間

の
流
れ
を
考
え
た
と
き
。
そ
れ

に
先
立
つ
も
の
は
物
で

は
な
い
、
と

い
う
こ

と
を
言

っ
て
お
り
、
そ
の
、
物

に
非
ざ
る
も
の
を
「
物
物
者
」
と
表
現
し
て

い
る
こ
と
が
分

か
る
。

以
上
を
ま
と

め
れ
ば
、
『
荘
子
』

に
お

い
て
「
物
物
」

と
は
基

本
的

に
は

事
物
を
使
役
し
物

た
ら
し

め
る
意
で
あ
り
、
そ
れ
を
行
う
者
は
、
具
体
的

に

は
統
治
者
を
指
す
こ
と
も

あ
る
が
、
究
極
的
に
は
、
全
て
の
事
物

を
使
役
し

物

た
ら
し

め
る

い
わ
ば
主
宰
者
と
し
て
の
「
道
」
を
指
し
て

い
る
、
と

い
え

る
で

あ
ろ

う
。

そ
れ
で

は
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
先
の
僧
肇
の
論
述
を
読
む

と
ど
う
な
る

で
あ
ろ

う
か
。

ま
ず
、
「
夫
れ
物
を
以

て
物

に
物
と
せ
ら

る
れ
ば
、
則
ち
物

と
す

る
所

に
し
て

物
た
る
可

し
」

は
、
あ
る
物
に
対

し
て

、
そ
れ
は
別

の
物

に
よ

っ
て

物
た
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
、
物
と
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
物
と
な

る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
意
味
と

な
る
。
そ
し
て
次
の
「
物
を
物
と
す
る

は
物
に
非

ざ
る
を
以

て
の
故
に
、
物
と
雖
も
物
に
非
ず
」
は
、
そ
の
よ
う
な

物
と
さ
れ
る
物
と
は
異

な
り
、
「
物
物
」

と
す

る
も
の
、
す

な
わ
ち
物
を
物

た
ら
し
め
る
も
の
は
物
で

は
な
い
の
で
、
物
は
（
本
来
は
）
物
で
は
な
い
、

と
い
っ
た
意
味
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
解
釈
自
体
は
結
局
は
従
来
の
も
の

と
大
き

く
異
な
る
も
の
で

は
な
い
が
、
こ
れ
が
僧
肇
の
持
つ
老
荘
の
知
識
を

踏
ま
え

た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
よ
り
鮮
明

に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て

、
こ
の
よ
う
に
物
が
本
来
は
物
で

は
な
い
こ
と
を
受
け
て

僧
肇
は
、

是
を
以
て
物
は
名
に
即
し
て

実
に
就
か

ず
、
名
は
物
に
即
し
て

真
を
履

ま
ず
。

と
、
先
述
の
よ
う

に
、
そ
れ
を
物
の
「
名
」
と
「
実
」
と
の
関
係
と
し
て
述

べ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ

の
よ

う
な
名
と
実
と
の
関

係
に
つ

い
て

は
、
こ
れ
も
先
に

述
べ
た
よ
う

に
、
『
不
真

空
論
』

の
結
論
部
分

の
後
、
付

論
の
よ

う
な
形
で

よ
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、

夫
れ

名
を
以
て

物
を
求
む
れ
ど
も
、
物
は
名
の

実
に
当

る
こ

と
無
し
。

物
を

以
て

名
を
求
む
れ
ど
も
、
名
は
物
の
功
き
を
得

る
こ

と
無
し
。
物
、
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名
の

実
に
当

る
こ

と
無

け
れ
ば
、
物
に
非

ざ
る
な
り
。

名
、
物
の
功
き

を
得
る
こ

と
無
け
れ

ば
、
名
に
非

ざ
る
な
り
。
是
を
以
て
名
は
実
に
当

ら
ず
、
実
は
名
に
当
ら
ず
。
名
と
実
と
当
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
万
物
は

安

に
か

在
ら
ん
。

と
述

べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
箇
所

に
つ

い
て
福
永
光
司
は
、
郭
象
の
思
想
と

の
類
似
を
指
摘
し
、
「
僧
肇
も
亦
真
に
在

る
も
の

（
実
）
が
形
象
概
念
（
名
）

を
超
え
る
事
を
強
調
す
る
」

と
し
、
「
物

は
名

に
よ

っ
て
求

め
る
事

は
出
来

ず
、
名
は
物
を
正

し
く
把
捉
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
万
物
は
名
を
超
え

る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で

、
何
度
か
述
べ
た
よ
う
に
、
名
実
論
は
古
代
中
国
思

想
に
お
け

る
中
心
的

論
題
で
あ

る
。

名
実
論

に
つ

い
て

は
加
地
伸
行

の
著

書

に
詳
し

い
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
名
実

論
は
、
実
を
名
よ
り

優
先
す

る
立
場
と

名
を

実
よ
り
優
先
す

る
立
場

の
二
つ

に
大
き

く
分

か
れ
、
前
者
は
例
え
ば
墨

家
、

楊
朱
、
公

孫
竜
な
ど
で
あ
り
、

後
者

の
代
表
は
孟
子

、
告
子
、
菊
子
で

あ
る
。

し
か
し
、
こ

の
加
地

の
見
解

に
従
え

ば
、
盛
ん
に
論
争
が
な
さ
れ
て

い
た
な

か
で
も

、
名
と
実
が
一
致
す

べ
き
も

の
で

あ
る
、
と

い
う
認
識
で

は
一

致
し

て

い
た
こ
と

に
な
る
。
で

は
、

そ
れ

に
比
し
て

僧
肇

は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。

先

に
引
用
し
た
よ
う
に
、
結
論
後
の
付

論
に
お
い
て
僧
肇
は
「
名
は
実

に
当

ら
ず
、
実
は
名

に
当
ら
ず
」
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
彼

は
、
名
と
実
と

は
一

致
し
な

い
、
と
言
い
切

っ
て

い
る
。
福

永
の
言
を

借
り
れ
ば
、
「
真

に
在
る

も
の
（
実
）
が
形
象
概
念
（
名
）
を
超
え
る
事
を
強
調
」
し
て

い
る
。
し
た

が
っ
て

、
僧
肇
の
立
場

は
、

名
実
論
に
お
い
て
対
立
し
て
い
た
二
つ
の
立
場

に
お
け

る
共
通
性
を
さ
ら
に
超
え
た
立
場
で
あ
る
、
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

で

は
、
こ

の
よ
う
な
僧
肇
の
立
場
は
ど
こ
か
ら
導
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
述
し
て
お

い
た
よ
う

に
、
導
入
部
に
お
い
て
彼

は
「
物
を
物
と
す
る
は
物

に
非
ざ

る
を
以
て
の
故
に
、
物
と
雖
も
物
に
非
ず
。
是
を
以

て
物
は
名
に
即

し
て
実

に
就

か
ず
、
名

は
物

に
即
し
て

真
を
履
ま
ず
」
と
、
「
物
物
」

の
考

察

か
ら
導
き
出
さ
れ
た
、
物
が

本
来
は
物
で

は
な
い
と
い
う
思
想

と
、
「
名

実
」

に
つ
い
て
の
論
を
つ
な
げ
て
論
じ

て
お
り
、
物
が
物
で
は
な
い
か
ら

名

と
実
は
一
致
し
な

い
の
で

あ
る
、
と
主

張
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
「
物
物
」

の
思
想
は

『
荘
子

』
か
ら
採
ら

れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
し

た
が

っ
て
、
名
実

論
に
お
け
る
僧
肇
の
立
場

は
や

は
り

『
荘
子
』
と
近
い
立
場
で
あ
ろ
う
と
考

え

ら
れ
る
。
こ

の
こ
と

は
、
付
論
部

に
お
け
る
名
実
に
関
す
る
箇
所
に
引

き

続
い
て

論
じ
ら

れ
る
、
「
彼
」
「
此
」
の
考
察
を
見
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
よ
り

明
ら
か
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、

故
に
中
観
に
云
く
、
物
は
彼
と
此
と
無
し
、
と
。
而
し
て
人
は
此
を
以

て
此
と
為
し
、
彼
を
以
て
彼
と
為
す
。
彼
も
亦
た
此
を
以
て
彼
と
為
し
、

彼
を
以
て

此
と
為
す
。
此
と
彼
と
一
名
に
定
ま
る
こ
と
莫
し
。
而
る
に

惑
者

は
必
然
の
志
を
懐
く
。
然
ら

ば
則
ち
、
彼
と
此
と
は
初
め
よ
り
非

有

な
る
も

、
惑
者
は
初
め
よ
り
非
無
と
す
。

と
言

っ
て

い
る
。
こ
こ
で
「
中
観
云
」

と
言
っ
て

い
る
が
、
実
際
に
は
こ
こ

の
記
述

は
、
む
し
ろ

『
荘
子
』

斉
物
論
篇

の
「
物
无
非
彼
、
物
无
非
是
」
と

い
う
、
い
わ
ゆ
る

「
方

生
之
説
」
に
近

い
。
こ

こ
は
要

す
る

に
、
「
彼
」
あ

る

い
は
「
是
」
と
い
う
「
物
」

が
自
性
と
し
て
存
在
す
る
の
で

は
な
い
と

い
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う

こ
と
を
、
「
彼
」
「
是

」
と
い
う
対

立
概
念
の
相
対
性

に
よ

っ
て
説
明

し
よ

う
と
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
『
荘
子
』

の
「
方
生

之
説
」
と

は
、
対

立

す

る
概
念
が
個

々
に
独
立
し
て

存
在
す
る
こ
と

は
あ
り
得
ず
。
必
ず
相
対
と

し
て
同
時
発
生
す
る
、
と
い
う
説
で
あ
り
、
僧
肇

は
こ

の
『
荘
子
』
の
立
場

に
立

っ
て

い
る
と

い
え
る
で
あ

ろ
う
。
福
永

は
、
「
中
論

の
「
物
無
彼
此
」

の
解
釈

と
し
て

述
べ
ら
れ
た
此
の
論
証

は
、
云

ふ
迄
も

な
く
郭
象
の
荘
子
斉

物
論
篇
注
の
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
用
ひ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
、
や
は
り
郭
象

注
の
思

想
の
影

響
と
み

る
。

で

は
、
「
彼
」
「
此
」

を
「
必
然
」
と
す

る
「
惑
者
」

と
は
ど
の
よ

う
な
者

な
の
で

あ
ろ

う
か
。
「
彼
」
は
「
彼
」
で

あ
り

「
此
」

は
「
此
」
で
あ

る
、

と
主
張

し
た
例
と
し
て

、
『
墨
子
』

と

『
公
孫

竜
子
』

が
残
さ
れ
て

い
る
。

ま
ず

『
墨
子

』
経
説
下

に

彼
。
名
を
正
す
と
は
彼
此
な
り
。
彼
此
の
可
な
る
は
、
彼
を
彼
と
し
て

彼
に
止
め

、
此
を
此
と
し
て

此
に
止
む
る
な
り
。
彼
此
の
不
可

な
る
は
、

彼

に
し
て
且
つ
此

と
す
る
な
り
。

と
あ
り

、
ま

た
『
公
孫
竜
子
』
名
実
論

に
は

故

に
、
彼
を
彼
と
し
て

彼
に
止
め

、
此
を
此
と
し
て

此
に
止
む

る
は
可

な
り
。
此
を
彼
と
し
て
彼
に
し
て
且
つ
此
と
し
、
彼
を
此
と
し
て
此
に

し
て

且
つ
彼
と
す
る
は
不
可

な
り
。

と
あ
る
。

こ
れ
ら

は
い
ず

れ
も
、
「
彼
」
「
此
」

を
定

ま

っ
た
も

の
と
し
、

『
荘
子
』

の
よ
う
に
「
彼
」
と
「
此
」
と

が
立
場

に
よ

っ
て
入

れ
替
わ

る
こ

と
は
「
不
可
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
論
述
に
よ
っ
て

も
、
彼
ら
が
や

は
り
名
と
実
と
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
思
考
に
あ

る
こ
と
が
分

か
る
。
そ

し
て
彼
ら

に
対
し
て
、
『
荘
子
』
と
僧

肇
の
立
場

は
、

名
と
実
は
一
致
し

な

い
と
す
る
思
想
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
的
対

立
が
、
以
上
の
こ
と
か
ら

明
確

に
な
っ
た
と

い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

結

以
上

見
て
き

た
よ
う
に
、
『
不
真
空
論
』
の
論
述
に
は
、
「
物
物
」
と
い
う

『
荘
子
』

の
思
想
、
中
国
思

想
の
中
心
的
論
題
で
あ

っ
た
「
名
実
」
の
思
想
、

さ
ら
に
そ
れ
に
関
連
し
て

「
彼
此
」

に
つ

い
て
の
思
想
、
と
い
っ
た
、
中
国

の
伝
統
的
思
想
を
踏
ま
え

た
思

考
が
使

わ
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
第
二
節
で

見
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も

い
わ
ば
導
入
部
や
付

論
に
あ

た
る
箇
所

で

の
論
述
で
あ
っ
て

、
本
論
で

は
ほ
と

ん
ど
使

わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

は
ど

う
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
論
書
に
お
け

る
僧
肇
の
眼
目
は
、
あ
く
ま

で
も
、
空

の
意
味
が
非
有
非
無
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
あ

る
。
そ
し
て
、
彼

の
理
解
で

は
、
そ
れ

は
非
有
の
面
は
も
ち
ろ
ん
、
非
無
の
面
で
も
、
そ
れ
は

直

観
知
で

あ
り
言
語

に
よ

る
概
念
知
は
否
定
さ
れ
る
。
僧
肇
は
、
こ
の
概
念

知
の
否

定
の
た
め
に
中
国

的
思
惟
を
利
用
し
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
特

に
、

伝
統
的
に
、
物
が
本
来
的
に
存
在
し
名
と
実
と
が
一
致
す
る
と

い
う
中
国
の

思
想
的
基
盤
の
中
で

、
物
は
本
来
物
で

は
な
く
名

は
実
と
は
一

致
し
な

い
、

と
い
う
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
掲
げ
た
老
荘
思

想
、

な
か
ん
ず
く
『
荘
子
』

の
思

想
は
、
中
国
的
思
惟
を
有
す
る
中
国
人

（
僧
肇
自
身
も
含
め
て
）

に
と

っ
て
、



仏
教
思
想

の
中
で
も

と
り

わ
け
概
念
知
の
否
定
の
理
解

の
た
め
に
大
き
く
役

立

っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

（
―
）
　
な
お
、
『
不
真
空
論

』
の
読
解
に
当

た

っ
て

は
、

主
に
塚

本
善
隆
編

『
肇

論

研
究

』
（
法
蔵
館
、

一
九
五
五
）
を
参
考
に
し

た
。

〈
２
）
『
高
僧
伝
』
釈
僧
肇
伝
に
よ
る
（
大
正
新
惰
大
蔵
経
（
以
下
「
大
正
」
）
五

〇
・
三
六
五
中
）
。

（
３
）
　
拙
論
「
僧
肇
『
般
若
無
知
論
』
の
一
考
察
―
―
「
用
」
「
寂
」
と
は
何
か
、
及

び
そ
れ
ら
と
「
体
用
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
―
―
」
（
『
関
西
大
学
哲
学
』
二
五
、

二
〇
〇
五
）

（
４
）
　
大
正
四
五

・
一
五

二
上

（
５
）
　
大
正
四
五

・
一
五
四
上

（
６
）
　
大
正
四
五

・
一
五

二
中

（
７
）
　
同

（
８

）
　
同

（
９
）
　
僧

肇
が
事
物
の
存
在
を
認
め
て

い
る
こ
と

は
、
『
般
若

無
知
論
』

に
も
「
外

有
万

法
之
実
」
（
大
正
四
五

・
一
五
四
下
）
と
あ

る
。

（
1
0）
　
こ
の
こ
と
は
、
前
注
の
箇
所

に
続
い
て

「
万

法
雛
実
、
然

非
照
不

得
」
（
大

正
四
五

・
一
五
四
下
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。
こ
こ
で

「
照
」
と
は
般
若

の
「
用
」
の
あ
り
方
に
よ

る
直
観
の
こ
と
で
あ
る
。

（
1
1）
　
元
康
は

『
大
品
経
』
と
す
る

（
大
正
四

五

・
一
七

二
下
）
。
な

お
、

元
康
疏

の
読
解
に

お
い
て
は
、
駒
沢
大
学
大
学
院

『
肇
論
疏
』
研
究
会

「
元
康
撰

『
肇

論
疏
』
の
注
釈
的
研
究

（
四
）
」
（
『
駒
沢
大
学

大
学
院

仏
教
学
研

究
会
年
報
』

二
二
、
一
九

八
九
）
を
参
考
に
し
た
。

（
1
2）
　
大
正
四
五

・
一
五

二
中

（
1
3）
　
例
え
ば

『
中
論
』
第

二
四
章
長
行
「
言
説
是

世
俗
」（
大
正
三
〇

・
三
三
上
）
。

〈
1
4）
　
分
別

知
は
僧
肇
の
用
語
で
は
「
惑
智
」
で

あ
る
（
大
正
四
五
・
一
五
三
下
な

ど
）
。

（
1
5）
　
大
正
四
五

・
一
五
二
中

（
1
6）
　
大
正
四

五
・
一
七
三
中

（
1
7）
　
大
正
四

五
・
一
五
二
下

（
1
8）
　
同

（
1
9）
　
同

（
2
0
）
　
前
出
　
注
（
４
）
参
照

（
2
1
）
　
福
永
光
司
「
僧
肇
と
老
荘
思
想
―
―
郭
象
と
僧
肇
―
」
（
塚
本
前
掲
書
所

収
）
二
六
六
頁

（
2
2）

『
荘
子
集
釈
』
第
二
冊

（
中
華
書
局

、
一
九
六

一
）

三
九
四
頁
。
な

お
『
荘

子
』

の
読

解

に
は
、

遠
藤

哲
夫
、
市

川
安

司

『
新
釈

漢

文
大

系

八
　

荘
子

（
下

）
』
（
明
治

書
院
、

一
九
六
七
）

及

び
、

金
谷

治
訳

注

『
荘
子
　

第
三

冊

『
外
篇
・
雑
篇
]
』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
二
）
を
参
考
に
し
た
。

（
2
3）
　『
荘
子
集
釈
』
二
、
同
頁

（
2
4）

『
荘
子
集
釈
』
三
、
六
六
八
頁

（
2
5
）
　
『
荘
子
集
釈
』
三
、
七
四
九
～
七
五
〇
頁

（
2
6）

『
荘
子

集
釈
』
三
、
七
五
二
頁

（
2
7
）
　
『
荘
子
集
釈
』
三
、
七
五
三
～
七
五
四
頁

（
2
8）

『
荘
子
集
釈
』
三
、
七
六
三
頁

（
2
9
）
　
例
え
ば
塚
本
前
掲
書
、
一
六
頁

（
3
0）
　
前
出
　

注
（
４
）
参
照

（
3
1）
　
大
正
四
五

・
一
五
二
下

（
3
2）
　
福
永
前

掲
論
文
、
二
六
八
頁

。
福
永

は
「
僧
肇

は
此
の
様
な
名
の
限
界
性
を

郭
象

の
玄
同
の
論
理
に
於
て
理
解
す
る
」

と
言
う
。
郭
象
の
玄
同
の
論
理

に
つ

い
て

は
同
論
文
二
五

八
頁
参
照
。

（
3
3）
　
加
地
伸
行
『
中
国
論
理
学
史
研
究
』
〈
研
文
出
版
、
一
九
八
三
）
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（
3
4）
　
同
書
、
二
六
九

～
二
九
四
頁

に
、
名
実
論
争

に
お
け

る
立
場
の
違
い
に
つ
い

て
の
加
地
の
見
解
が

ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
こ

に
そ
れ
を
要

約
し
て
お
き

た

い
。加

地
に
よ
れ
ば
、
中
国
思
想

に
お
け

る
名
実
論
と

は
、
名
を
正
す

論
理
学
で

あ
り
、
名
と
実
と
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
目
的
の

た
め
の
論
理
学
で

あ
っ
た
。

し
た
が

っ
て
基
本
的
な
目
的
は
思
想
家

た
ち
の
間
で
共
通
し
て

い
る
の
で
あ

る

が
、
し
か
し
、
名
を
優
先
す

る
立
場
と
実
を
優
先
す

る
立
場
と
い
う
違

い
に
よ

り
、
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

そ
の
う
ち
、
実
を
優
先
す
る
立
場
と
し
て
、
例
え
ば
墨
家
は
そ
の
書
の
中
で
、

石

が
〈
白
い
〉
〈
黒
い
〉
と

い
う
名
づ
け

は
人
為
的

結
果

に
基
づ
く
、
と

い
う

内
容
を

述
べ
て

い
る
。
ま
た
、
類
と
し

て
の
名

に
つ
い
て
、
「
馬
」

と

い
う
類

を
考
え

た
場

合
、

そ
の
類
は
個

々
の
馬
と

い
う
実

に
根

ざ
し
て

い
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
実
を
名

づ
け
て

「
類
」
化
し
て

い
る
、
と
も
説

い
て

い
る
。
次
に
楊

朱
は
、
名

は
人
為
的
な
も

の
で
あ

っ
て
実
に
対
し
て
偶
然
名
づ
け

た
に
す

ぎ
な

い
、
と
主
張
す

る
。
ま

た
、
『
管
子

』
に
残
る
と

さ
れ
て

い
る
宋
妍
ら

の
思
想

に
は
、
実
が
第
一
存
在
で
あ
り
名
は
第
二
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
が
あ

る
。

さ
ら
に

『
公
孫
竜
子
』

は
、
実
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
名
づ
け
ら
れ

る
か
を
整

然
と
論
じ
て
い
る
。
加
地
の
言
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
概
念
論
の
領
域
内

に
お

け

る
実
優
先
の
基
礎
理
論
付
け
」
（
二
七
五
頁
）
で
あ

る
。

加
地
は
、
哲
学
史
的
発
展
に
伴

っ
て
実
優
先
の
立
場
が
大
き
く
三
つ
に
分
か

れ
た
、
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
、
実
優
先
の
立
場
を
強
調
し
、
そ
の
理
論
付

け

の
深

化
を
図
る
も
の
、
Ｂ
、
名
が
符
号
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
、
名
を
記
号

化

、
遊

戯
化
す
る
も
の
、
Ｃ

、
名
が
実
と
対
等
と

な
り

、
名
自
身
の
存
在
を
認

め
て

い
く
も
の
、
で

あ
り
、
Ａ
は
公

孫
竜

な
ど
、
Ｂ

は
別
墨

な
ど

、
Ｃ

は
前
期

法
家
な
ど

が
属
す

る
、
と
し
て
い
る
。

こ
れ

に
対
し
て

、
名
を
実
よ
り
優

先
さ
せ

る
立
場

は
、
孟
子
、
告
子

、
葡
子

な
ど

で
あ

る
。

孟
子

は
言
葉
が
実
在

す
る
と
考
え

て
い

た
。

そ
し
て
、

彼

は

『
孟
子
』
に
お
い
て
告
子
と
の
議
論
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、

諸

々
の
個
物
に
お
け

る
〈
白
い
〉
と
い
う
属
性
を
抽
象
し
た
〈
白
さ
〉
と
い
う

普
遍

が
存
在
す
る
こ
と
を
、
告
子
と
の
共
通
認
識
と
し
て

認
め
て

い
る
。
こ
の

よ
う

に
普

遍
が
存

在
す

る
と

い
う
思
考
は
、
逆
に
普

遍
を
存
在
物
の
母
胎
と
考

え

る
思
考
、

つ
ま
り

名
が
実

に
優
先
す
る
立
場
に
つ
な
が

る
。
そ
の
代
表
者
の

一
人
が
菊
子
で
あ

る
。
葡
子
は
普
遍
と
個
物
の
諸
概
念
を
類
と
種
の
関
係
と
し

て
捉
え
、
階
層
化
し

た
（
そ
の
中
で
、
最
高
類

（
「
大
共
名
」
）
が
「
物
」
で
あ

る
）
。
葡
子

は
こ
の
よ
う
に
し
て

「
正

名
」

す
な

わ
ち
「
正

し
い
概
念

論
」

を

主
張
し
た
。
そ
し
て
、
実
優
先
派
の
主
張
、
例
え
ば

『
墨
子
』
に
あ
る
よ
う
な
、

「
盗

（
人
）
」
は
「
人
」
で
は
な
い
、
と
い

っ
た
主
張
は
名
を
乱
す
も
の
と
し
て

批
判
し

た
の
で
あ
る
。

（
3
5）
　
大
正
四
五

・
一
五
二
下

（
3
6）

『
荘
子
集
釈
』
一
、

六
六
頁

（
3
7）
　
福
永
前
掲

論
文
、

二
六
八
頁

（
3
8）
　
以
下
の
、
『
墨
子
』
と
『
公
孫
竜
子
』
に
み
ら
れ
る
「
彼
」
「
此
」
の
論
述
に

つ

い
て

は
、
久
保

田
知
敏

「
『
公

孫
竜
子
』
名
実

論
篇

の

分
析
―

『
墨

子
』

経
・
経
説
と
『
公
孫
竜
子
』
名
実
論
篇
　
―
」
（
『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
八
二
、

一
九
九
四
）
参
照
。

（
3
9）

『
墨
子

間
詁
』
上
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
）
三
八
七
頁

（
4
0）

『
公
孫

竜
子
形

名
発
微
』
（
中
華
書
局
、

一
九

六
三
）
六
一
頁

文
献
書
誌
お
よ
び
引
用
文
に
お
け

る
漢
字
の
旧
字
体

は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改

め
た
。
ま
た
、
漢
文
は
適
宜
書
き
下
し

た
。

〈
お
ぐ

ら

・

あ

き

ひ

ろ

、

中
国

仏

教

、

関

西

大

学

大

学

院

）
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