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は
じ
め
に

　
九
鬼
周
造
（
一
八
八
八
│
一
九
四
一
）
は
滞
欧
中
の
一
九
二
八
年
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
で
「
日
本
芸
術
に
お
け
る
『
無
限
』
の
表

現
）
1
（

」
と
題
す
る
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
講
演
で
九
鬼
は
、
岡
倉
天
心

が
『
東
洋
の
理
想
』
に
お
い
て
「
日
本
芸
術
の
歴
史
は
ア
ジ
ア
の
理
想
の

歴
史
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
な
が
ら
、
イ
ン
ド

の
仏
教
思
想
と
中
国
の
老
荘
思
想
に
視
線
を
向
け
、
そ
れ
ら
が
日
本
芸
術

に
お
け
る
「
時
間
と
空
間
か
ら
の
解
脱
の
表
現
」
に
関
与
し
て
い
る
と
し

て
い
る）

2
（

。
特
に
九
鬼
は
そ
こ
で
老
荘
思
想
に
深
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
人
を
相
手
に
講
演
し
た
と
き
、
九
鬼
は
改
め
て
自
己
の
内
に

流
れ
る
東
洋
の
伝
統
思
想
、
特
に
老
荘
思
想
を
自
覚
し
た
に
違
い
な
い
。

事
実
、
九
鬼
の
哲
学
全
体
を
振
り
返
っ
た
と
き
、
随
所
で
老
荘
思
想
と
の

深
い
照
応
関
係
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
老
荘
思
想

と
言
っ
て
も
『
老
子
』
と
『
荘
子
』
の
思
想
の
間
に
は
少
な
か
ら
ぬ
違
い

が
存
在
す
る
し
、『
荘
子
』
の
中
で
も
内
篇
・
外
篇
・
雑
篇
で
は
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
た
思
想
が
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
点
を
九
鬼
が
意
識
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
九
鬼
が
関
心
を
示
し
て
い
た
の
は
、『
易
経
』
の
思
想

を
も
含
め
る
形
で
、
老
荘
思
想
全
体
の
底
を
流
れ
る
、
あ
る
共
通
し
た
思

考
様
式
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
本
論
で
も
そ
の
よ
う
な
九
鬼
が
理
解
し
た

限
り
で
の
意
味
で
「
老
荘
思
想
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。

　
九
鬼
が
特
に
影
響
を
受
け
た
の
は
、
そ
う
し
た
老
荘
思
想
の
中
で
も
、

特
に
そ
の
「
自
然
」
思
想
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
九
鬼
哲
学
の
「
自
然
」

思
想
を
、「
無
」
の
思
想
、
主
体
性
の
思
想
、
相
待
論
の
思
想
と
い
う
三

つ
の
観
点
か
ら
分
析
し
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
老
荘
思
想
と
の
共
通
性
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。
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に
任
せ
る
こ
と
が
却
っ
て
大
き
な
視
野
か
ら
み
れ
ば
必
然
に
か
な
っ
た
生

き
方
に
な
る
と
し
て
、
偶
然
的
世
界
と
必
然
的
世
界
と
が
相
即
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う）

4
（

。

　
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
自
然
」
概
念
と
結
び
つ
い
た
「
偶
然
性
」

は
、「
無
」
と
い
う
も
の
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う
。『
偶
然
性
の
問
題
』

で
は
、
偶
然
的
存
在
を
「
無
法
則
・
無
秩
序
・
無
頓
着
・
無
関
心
」
な
存

在
で
あ
り
、
本
質
的
に
「
脆
き
存
在
」
で
あ
る
と
し
て
い
る）

5
（

。
ま
た
論
文

「
哲
学
私
見
」（
一
九
三
六
）
で
は
、「
偶
然
性
」
は
「
可
能
性
」
に
よ
る
「
現

実
性
」
に
あ
り
な
が
ら
、「
不
可
能
性
」
に
よ
る
「
虚
無
性
」
に
基
礎
を

置
い
て
い
る
と
説
い
て
い
る）

6
（

。
つ
ま
り
、「
無
」「
不
」「
虚
無
」
と
い
っ

た
非
合
理
性
が
一
貫
し
て
「
自
然
」
の
根
底
に
は
あ
る
と
九
鬼
は
考
え
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
九
鬼
の
「
自
然
」
観
は
、
老
荘
思
想
の
「
自
然
」
観
と

多
く
の
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
老
荘
以
前
の
古
代

中
国
で
は
、「
自
然
」
と
い
う
言
葉
は
、
万
物
に
内
在
す
る
「
自
主
性
自

律
性
」
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）

7
（

。
そ
れ
は
日
本
語
の
「
み
ず
か

ら
」
に
当
た
る
。
老
荘
思
想
は
そ
う
し
た
「
自
然
」
の
意
味
に
対
し
て
新

た
に
、
万
物
の
「
お
の
ず
か
ら
そ
う
成
る
・
そ
う
在
る
が
ま
ま
」
の
状
態

と
い
う
意
味
を
も
加
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
池
田
知
久
に
よ
れ
ば
、
道
家

思
想
で
は
、「
自
然
」
と
い
う
言
葉
に
、
そ
れ
ま
で
の
「
み
ず
か
ら
」
と

し
て
の
「
自
然
」
と
、
新
た
な
「
お
の
ず
か
ら
」
と
し
て
の
「
無
為
自
然
」

と
の
二
つ
の
意
味
を
込
め
て
い
る
と
い
う）

8
（

。
例
え
ば
『
老
子
』
第
二
十
五

章
で
は
、「
道
は
自
然
に
法
る
）
9
（

」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
文
の
意
味
に

一
　「
無
」
の
思
想
に
根
ざ
し
た
「
偶
然
」
と
「
自
然
」

　
九
鬼
周
造
は
一
貫
し
て
「
偶
然
性
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
追
究
し

た
が
、
彼
に
お
い
て
「
偶
然
性
」
は
「
自
然
」
と
い
う
概
念
と
緊
密
に
関

連
し
て
い
る
。『
偶
然
性
の
問
題
』（
一
九
三
五
）
で
は
、「
自
然
」
の
概

念
が
「
因
果
的
偶
然
（「
因
果
的
必
然
」
の
非
存
在
）」
と
の
関
係
に
お
い

て
論
じ
ら
れ
て
い
る）

3
（

。「
因
果
的
偶
然
」
は
「
因
果
的
必
然
」
に
縛
ら
れ

な
い
「
非
決
定
的
自
發
性
」
を
意
味
す
る
。
九
鬼
は
そ
れ
を
「
お
の
づ
か

ら
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
非
決
定
的
自
發
性
」

と
し
て
の
「
因
果
的
偶
然
」
が
、「
目
的
的
必
然
」
と
結
合
し
た
場
合
を

「
自
由
（
み
づ
か
ら
）」
と
よ
び
、「
目
的
的
偶
然
」
と
結
合
し
た
場
合
を

「
自
然
（
じ
ね
ん
）」
と
よ
ぶ
。

　
西
洋
近
代
で
は
、
前
者
を
肯
定
的
に
と
ら
え
、
後
者
を
否
定
的
に
と
ら

え
る
。
例
え
ば
、
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
両
者
を
対
立
的
に
と
ら

え
、
前
者
こ
そ
真
の
意
味
で
の
「
自
由
」
で
あ
り
、
後
者
は
単
な
る
「
恣

意
」
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
意
志
の
低
い
段
階
に
あ
る
「
恣
意
」
は
、
高
い

段
階
に
あ
る
「
自
由
」
に
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
九
鬼
は
、
東
洋
の
思
想
で
は
両
者
は
乖
離
的
対
立
を
し

な
い
で
融
合
相
即
し
て
い
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
由
（
み
づ
か
ら
）」

と
「
自
然
（
じ
ね
ん
）」
と
が
「
非
決
定
的
自
發
性
（
お
の
づ
か
ら
）」
の

内
に
止
揚
さ
れ
た
も
の
が
、
広
い
意
味
で
の
東
洋
的
「
自
然
」
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
田
中
久
文
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
は
因
果
的
に
も
目
的
的

に
も
偶
然
に
生
き
る
こ
と
を
「
自
然
」
と
し
て
肯
定
的
に
と
ら
え
、
偶
然
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じ
、
有
は
無
よ
り
生
ず
）
15
（

」
と
さ
れ
、「
有
」
と
し
て
の
万
物
が
「
無
」
と

し
て
の
「
道
」
か
ら
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
上
で
、
そ
う
し
た
「
無
」
は
「
混
沌
な
る
無）
16
（

」
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。『
老
子
』
第
二
十
五
章
で
は
、「
物
有
り
混
（
渾
）
成
し
、
天

地
に
先
ん
じ
て
生
ず
）
17
（

」
と
説
か
れ
て
い
る
。「
混
成
」
と
は
、
天
地
や
万

物
が
形
成
さ
れ
る
前
の
世
界
の
最
も
原
始
的
な
「
無
分
別
・
無
限
界
」
の

状
態
を
表
し
、「
混
（
渾
）
沌
」
と
同
義
と
言
え
る）
18
（

。『
荘
子
』
の
「
万
物

斉
同
」
の
思
想
も
、
こ
の
『
老
子
』
の
「
混
沌
」
か
ら
来
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
『
老
子
』
の
「
混
沌
」
は
、「
無
限
定
な
る
が
ゆ
え
に
も
つ

本
来
的
な
可
能
性
の
表
現
）
19
（

」
と
し
て
の
意
味
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
多
様
な
可
能
性
の
中
か
ら
一
つ
の
可
能
性
が

生
成
す
る
と
す
る
、
九
鬼
の
「
原
始
偶
然
」
の
考
え
方
と
共
通
し
て
い

る
）
20
（

。
九
鬼
は
「
原
始
偶
然
」
の
概
念
を
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
神
話
の
哲
学
』

か
ら
引
用
し
て
い
る
が
、
渡
辺
二
郎
に
よ
れ
ば
シ
ェ
リ
ン
グ
は
す
べ
て
の

存
在
の
根
底
に
は
「
没
根
拠
」「
深
淵
」
が
あ
る
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は

東
洋
に
お
け
る
「
混
沌
」
と
類
似
し
た
概
念
で
あ
る
と
い
う）
21
（

。

二
　
主
体
性
の
思
想
に
基
づ
く
「
自
然
」
と
「
自
由
」

　
九
鬼
の
哲
学
と
老
荘
思
想
と
は
、
前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、「
自
然
」

の
思
想
に
よ
っ
て
主
体
性
や
「
自
由
」
と
い
う
も
の
を
基
礎
づ
け
よ
う
と

し
て
い
る
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。
九
鬼
は
論
文
「
日
本
的
性
格
に
つ
い

て
」（
一
九
三
七
）
に
お
い
て
、
日
本
文
化
の
三
つ
の
主
要
な
契
機
と
し

つ
い
て
、
高
橋
進
は
「
道
が
自
然

│
事
物
の
お
の
ず
か
ら
し
か
し
む
る

と
こ
ろ

│
に
違
わ
な
け
れ
ば
そ
の
本
来
の
働
き
（
性
）
を
全
う
す
る
こ

と
が
で
き
る）
10
（

」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
池
田
知
久
は
「
根
源
者
で
あ

る
道
が
万
物
の
自
然
（
自
律
性
・
自
主
性
）
を
モ
デ
ル
と
し
て
世
界
を
主

宰
し
て
い
る
こ
と）
11
（

」
と
し
て
い
る
。
前
者
は
「
自
然
」
の
「
お
の
ず
か
ら
」

性
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
「
自
然
」
の
「
み
ず
か
ら
」
性
に

注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
相
反
す
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る

の
も
、
そ
も
そ
も
『
老
子
』
に
お
け
る
「
自
然
」
と
い
う
概
念
が
両
面
を

持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
そ
の
点
は
高
橋
も
池

田
も
そ
ろ
っ
て
認
め
て
い
る
。

　
そ
れ
を
受
け
て
、『
荘
子
』
は
「
自
然
」
を
人
生
論
の
基
盤
と
し
、「
物

の
自
然
に
順
い
て
、
私
を
容
る
る
无
か
れ）
12
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
外
部
と
内

部
と
の
両
方
か
ら
の
干
渉
を
排
除
し
、
万
物
の
本
性
に
随
う
こ
と
を
主
張

し
、
そ
う
し
た
「
淡
漠
」
の
精
神
状
態
を
指
し
て
「
自
然
」
と
し
て
い

る
）
13
（

。
　
な
お
、
九
鬼
の
場
合
と
同
様
に
老
荘
思
想
に
お
い
て
も
、「
自
然
」
は

「
無
」
と
深
く
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
九
鬼
自
身
も
意
識

し
て
い
た
。
九
鬼
に
よ
れ
ば
、『
老
子
』
が
物
事
の
唯
一
の
本
質
と
す
る

「
道
」
は
、
天
地
の
誕
生
に
先
立
つ
「
世
界
の
母
」
で
あ
り
、
名
を
有
し

な
い
「
形
の
な
い
形
」
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
存
在
で
あ

る
と
同
時
に
非
存
在
」
で
も
あ
り
、「
本
質
で
あ
る
と
同
時
に
空
虚
」
で

も
あ
る
と
い
う）
14
（

。
九
鬼
の
考
え
を
裏
付
け
る
よ
う
な
言
葉
を
『
老
子
』
に

探
っ
て
み
る
と
、『
老
子
』
第
四
十
章
で
は
、「
天
下
の
万
物
は
有
よ
り
生
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る
。

　
こ
う
し
た
九
鬼
と
同
様
に
、
老
荘
思
想
に
お
い
て
も
、「
お
の
ず
か
ら
」

と
矛
盾
し
な
い
形
で
の
「
み
ず
か
ら
」
と
い
う
人
間
の
主
体
性
や
自
由
が

説
か
れ
て
い
る
。
前
章
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
老
子
』
に
お
け
る
「
自

然
」
は
「
お
の
ず
か
ら
」
の
意
味
ば
か
り
で
は
な
く
、「
み
ず
か
ら
」
の

意
味
を
持
っ
て
い
る
。
特
に
政
治
思
想
に
関
わ
る
場
面
で
は
、「
帝
王
・

聖
人
」
に
対
す
る
「
民
・
百
姓
」
の
あ
る
べ
き
生
き
方
と
し
て
の
「
自
主

性
自
律
性
」
を
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
で
表
す
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
、

『
老
子
』
五
十
七
章
の
「
故
に
聖
人
は
云
う
、
我
れ
無
為
に
し
て
民
自
ら

化
し
、
我
れ
静
を
好
み
て
民
自
ら
正
し
く）
24
（

」
に
お
け
る
「
自
化
」「
自
正
」

の
「
自
」
は
、
池
田
知
久
に
よ
れ
ば
「
み
ず
か
ら
」
と
訓
む
べ
き
だ
と
い

う
。
す
な
わ
ち
、「
聖
人
」
の
「
無
為
」
に
対
し
て
、「
民
」
の
主
体
的
・

自
律
的
な
あ
り
方
が
「
自
化
」「
自
正
」
と
い
う
形
で
強
調
さ
れ
て
い
る

と
い
う
の
だ）
25
（

。
こ
う
し
た
「
自
化
」「
自
正
」
は
「
自
由
」
に
つ
な
が
る

概
念
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
そ
の

場
合
の
「
自
由
」
と
は
、
九
鬼
の
場
合
と
同
様
に
、「
自
然
」
と
い
う
概

念
と
一
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
自
然
」
の
「
自
」
と
は
、「
他
」
か

ら
の
強
制
的
・
直
接
的
な
干
渉
が
排
除
さ
れ
た
状
態
を
指
し
て
い
る
が
、

「
然
」
は
「
無
為
」
に
随
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る）
26
（

。

　
こ
う
し
た
『
老
子
』
の
考
え
方
は
、『
荘
子
』
に
お
け
る
「
逍
遥
游
」

の
概
念
に
お
い
て
、
さ
ら
な
る
展
開
を
み
せ
て
い
る
。
福
永
光
司
に
よ
れ

ば
、『
荘
子
』
の
言
う
「
至
人
」
と
は
「
道
」
の
真
実
を
悟
っ
た
上
で
、「
道
」

の
教
え
に
随
っ
て
、
自
己
の
人
生
そ
の
も
の
を
楽
し
ん
で
生
き
る
人
間
の

て
「
自
然
」・「
意
気
」・「
諦
念
」
を
挙
げ
た
上
で
、
そ
の
根
本
を
「
自
然
」

に
置
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
お
の
づ
か
ら
な
自
然
」
に
従
う

生
き
方
が
日
本
の
道
徳
的
理
想
で
あ
り
、
そ
こ
に
日
本
人
が
考
え
る
真
の

「
自
由
」
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
然
に
お
の
づ
か
ら
迸
り

出
る
も
の
が
自
由
」
で
あ
り
、「
天
地
の
心
の
ま
ま
に
お
の
づ
か
ら
出
て

来
た
も
の
が
自
由
」
で
あ
る
と
い
う
の
だ）
22
（

。

　「
実
存
主
義
」
の
先
駆
的
紹
介
者
で
あ
る
九
鬼
は
、
こ
う
し
た
「
自
然
」

に
基
づ
く
「
自
由
」
を
、
西
洋
的
な
実
存
的
自
由
と
繫
げ
よ
う
と
も
し
て

い
る
。
例
え
ば
、
論
文
「
人
生
観
」（
一
九
三
四
）
で
は
、「
自
由
」
は
「
無

か
ら
の
創
造
」
で
あ
り
、
人
間
の
生
き
る
こ
と
の
根
本
が
そ
の
「
実
存
的

創
造
」
に
根
ざ
し
て
い
る
と
し
て
い
る）
23
（

。
九
鬼
に
よ
れ
ば
、「
自
由
」
の

「
自
」
は
「
み
づ
か
ら
」
を
意
味
し
、「
自
由
」
は
個
体
の
性
格
を
造
っ
た

り
、
毀
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
人
間
は
「
自
由
」
を
以
て
、
人
生

を
瞬
間
ご
と
に
「
非
連
続
の
連
続
」
と
い
う
形
で
「
無
」
か
ら
創
造
し
て

い
く
。
そ
う
し
た
一
定
の
方
向
へ
の
自
由
選
択
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
、
習

慣
に
よ
っ
て
「
自
由
の
自
然
化
」
が
実
現
す
る
。
そ
れ
は
、
東
洋
で
は
「
心

の
欲
す
る
所
に
従
つ
て
矩
を
踰
え
ず
」
と
い
う
理
想
的
状
態
の
こ
と
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
九
鬼
は
東
洋
の
自
然
観
と
西
洋
の
自
由
論
と
の
両
方

を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、「
自
然
」
の
概
念
と
「
自
由
」
の
概
念
と
を
不

離
の
関
係
に
お
い
て
解
釈
し
、
偶
然
「
こ
の
場
所
」・「
こ
の
瞬
間
」
に
脆

く
も
存
在
し
て
い
る
人
間
の
自
立
性
を
肯
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ

か
ら
「
創
造
的
な
実
存
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
根
本
性
を
強
調
し
て
い
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三
　
二
元
の
相
互
性
に
よ
る
「
相
待
論
」

　
九
鬼
は
『
偶
然
性
の
問
題
』
に
お
い
て
、「
因
果
的
積
極
的
偶
然
」
を

「
動
的
相
対
性
」
と
し
て
の
二
つ
ま
た
二
つ
以
上
の
事
象
の
「
邂
逅
」
を

意
味
し
て
い
る
と
し
、
さ
ら
に
、
す
べ
て
の
「
偶
然
性
」
は
「
甲
と
乙
と

の
獨
立
な
る
二
元
の
邂
逅
」
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
い
る）
32
（

。
木
岡

伸
夫
は
、「
独
立
な
る
二
元
の
邂
逅
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
主
体
性

を
持
ち
な
が
ら
も
、「
た
が
い
に
対
等
な
他
者
を
認
め
合
う
こ
と
」
を
意

味
し
て
い
る
と
し
て
い
る）
33
（

。

　
そ
う
し
た
構
造
を
持
つ
偶
然
論
に
基
づ
き
、
九
鬼
は
具
体
的
な
事
象
は

相
互
的
な
原
理
に
よ
っ
て
産
ま
れ
、
人
間
は
世
界
・
他
者
と
の
「
邂
逅
」

を
通
し
て
現
存
在
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
そ
こ

か
ら
道
徳
の
課
題
も
生
じ
る
と
い
う
。
九
鬼
に
よ
れ
ば
、
道
徳
の
課
題
と

は
「
偶
然
性
」
を
動
力
と
し
て
、
必
然
性
を
無
限
に
求
め
る
こ
と
に
あ
る

が
、
そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
「
実
践
的
普
遍
性
」
と
は
、「
形
式
的
同
一
性
」

を
意
味
す
る
「
抽
象
的
普
遍
性
」
で
は
な
く
、
偶
然
性
の
「
実
践
的
内
面

化
」
と
し
て
の
「
具
体
的
普
遍
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、

「
具
体
的
普
遍
」
と
は
「
具
体
的
全
体
」
を
意
味
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に

は
孤
在
す
る
数
え
き
れ
な
い
部
分
と
部
分
と
の
「
間
柄
」
が
存
在
し
、
そ

れ
ら
が
「
二
元
的
相
対
性
」
に
基
づ
い
た
偶
然
に
よ
っ
て
「
間
主
体
的
社

会
性
」
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う）
34
（

。
嶺
秀
樹
に
よ
れ
ば
、
九
鬼
は
「
偶
然

性
」
の
概
念
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
と
世
界
の
関
係
性
を

根
源
的
に
探
究
し
、
他
者
と
共
に
生
き
る
「
実
存
的
生
の
多
層
的
構
造
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
間
こ
そ
「
何
も
の
に
も
囚
わ
れ
な
い
」
自

由
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。「
逍
遥
游
」
は
「
人
間
の
自
由
な
生
活
」
を

意
味
し
、「
游
」
は
人
間
が
現
実
の
世
界
に
束
縛
さ
れ
な
い
「
主
体
的
な

自
由
」
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）
27
（

。
た
だ
し
、
そ
こ
で
の
「
自
由
」

も
、『
老
子
』
と
同
様
に
、「
お
の
ず
か
ら
」
の
「
自
然
」
と
不
可
分
な
も

の
で
あ
る
。
李
大
華
に
よ
れ
ば
、「
逍
遥
」
は
「
心
意
自
得
」・「
無
為
」

と
し
て
の
「
虚
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、「
物
に
乗
り
て
以
て
心
を
遊

ば
せ）
28
（

」
と
言
う
よ
う
に
、
人
間
の
精
神
と
身
体
と
が
万
物
の
変
化
に
随
い

な
が
ら
変
わ
っ
て
い
く
存
在
状
態
を
指
し
て
い
る
と
い
う）
29
（

。

　
な
お
、
福
永
は
こ
う
し
た
『
荘
子
』
の
思
想
を
踏
ま
え
て
、
荘
子
を
古

代
中
国
の
「
実
存
主
義
者
」
と
よ
ん
で
い
る
が）
30
（

、
そ
こ
で
福
永
の
理
解
す

る
「
実
存
主
義
」
と
い
う
も
の
は
、
九
鬼
の
と
ら
え
た
「
実
存
主
義
」
と

共
通
性
を
持
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
老
荘
思
想
の
説
く
「
自
由
」
と
は
、「
お
の
ず
か
ら
」

と
し
て
の
「
無
為
自
然
」
に
基
づ
い
て
、
人
間
が
万
物
の
自
然
状
態
に
干

渉
す
る
こ
と
な
く
、「
宇
宙
・
天
地
・
万
物
」
の
変
化
に
「
み
ず
か
ら
」

随
い
な
が
ら
生
き
る
存
在
状
態
を
実
現
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
九

鬼
は
賀
茂
真
淵
の
「
自
然
」
観
の
内
に
「
自
由
と
自
然
と
が
峻
別
さ
れ
な

い
」
あ
り
方
を
見
、「
斯
や
う
な
自
然
主
義
は
老
荘
の
哲
学
の
自
然
主
義

と
近
似
の
点
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
九
鬼
自
身
の
「
自

然
」
観
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う）
31
（

。
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的
な
態
度
」
に
勝
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
、「
世
界
の
逆
説
的
・
弁
証
法

的
な
仕
組
み
」
を
説
く
も
の
で
あ
る）
40
（

。

　
以
上
の
よ
う
な
『
老
子
』
の
「
相
待
論
」
は
、『
荘
子
』
の
「
無
差
別

自
然
）
41
（

」
と
も
よ
ぶ
べ
き
思
想
に
も
み
ら
れ
る
。
九
鬼
は
『
荘
子
』
の
「
道

は
屎
尿
に
あ
り
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
、
そ
れ
は
、
特
殊
な
も
の
、
さ

ら
に
は
マ
イ
ナ
ス
価
値
と
思
わ
れ
る
も
の
の
内
に
、
無
限
が
表
現
さ
れ
て

い
る
と
い
う
思
想
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る）
42
（

。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
『
荘
子
』
の
思
想
で
も
、
万
物
の
自
律
性
・
主
体
性
が
強
調
さ
れ
て

い
る
が
、
し
か
し
他
方
で
、
人
間
を
含
む
万
物
は
、
他
者
と
の
相
対
性
と

時
間
・
空
間
の
変
動
性
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
強
調
さ
れ
て
い

る
。
九
鬼
は
、『
荘
子
』
に
お
け
る
、
荘
子
が
蝶
に
な
っ
た
夢
の
話
に
注

目
し
、
荘
子
と
蝶
と
は
本
質
的
に
同
様
な
物
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
界
に
た

だ
一
つ
の
「
道
」
の
現
れ
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
い
る）
43
（

。
こ
う
し
た
考
え

方
は
、『
荘
子
』
斉
物
論
篇
で
説
か
れ
て
い
る
「
斉
物
」・「
斉
是
非
」・「
斉

生
死
」
と
い
う
三
つ
の
思
想
に
最
も
よ
く
表
れ
て
い
る）
44
（

。
こ
の
場
合
、

「
斉
」
と
は
万
物
の
特
殊
性
・
多
様
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
一
切
の
差
別

や
是
非
を
斉
一
・
平
等
に
み
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
斉
物
論
篇
の
最
初
の
一
節
で
は
、「
汝
は
人
籟
を
聞
け
ど
も
未
だ
地
籟

を
聞
か
ず
、
汝
は
地
籟
を
聞
け
ど
も
未
だ
天
籟
を
聞
か
ざ
ら
ん
か
な）
45
（

」
と

い
う
言
葉
が
登
場
す
る
。「
人
籟
」
と
は
人
間
が
簫
と
い
う
楽
器
を
奏
で

る
音
、「
地
籟
」
と
は
大
地
の
風
が
穴
を
吹
き
抜
け
て
出
す
音
、「
天
籟
」

と
は
万
物
が
自
然
の
ま
ま
に
出
す
音
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の

音
は
互
い
に
異
な
る
が
、
し
か
し
互
い
に
共
存
し
て
お
り
、「
天
籟
」
に

深
み
」
に
触
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る）
35
（

。

　
以
上
の
よ
う
な
九
鬼
の
思
想
と
通
底
す
る
も
の
が
老
荘
思
想
に
も
み
ら

れ
る
。
老
荘
思
想
に
お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
万
物
の
自
律
性
・
主
体
性

と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
孤
立
性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

各
存
在
は
対
立
す
る
相
手
の
存
在
を
不
可
欠
と
す
る
「
相
待
観
的
存
在

論
）
36
（

」
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
に
繫
が
っ
て
い
る
。

　『
老
子
』
に
お
い
て
は
、
形
而
上
的
「
道
」
は
独
立
な
存
在
で
あ
り
永

遠
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
現
象
界
の
す
べ
て
の
事
物
は
相
対

的
・
変
動
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
老
子
』
第
二
章
で

は
、「
天
下
み
な
美
の
美
た
る
を
知
る
も
、
斯
れ
悪
の
み
。
み
な
善
の
善

た
る
を
知
る
も
、
斯
れ
不
善
の
み）
37
（

」
と
説
か
れ
て
い
る
。
美
醜
、
善
悪
、

有
無
、
難
易
、
長
短
、
高
低
な
ど
の
概
念
は
す
べ
て
相
待
的
に
相
手
を
前

提
に
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
九
鬼
自
身
も
、
東
洋
の
水

墨
画
に
お
い
て
、「
白
と
黒
は
光
と
闇
の
ご
と
く
対
立
し
つ
つ
調
和
し
て

い
る
」
こ
と
の
背
景
に
は
、『
老
子
』
の
「
万
物
は
陰
を
負
い
て
陽
を
抱
き
、

沖
気
以
て
和
を
為
す
）
38
（

」
と
い
う
思
想
が
あ
る
と
し
て
い
る）
39
（

。

　
こ
う
し
た
『
老
子
』
に
お
け
る
「
相
待
観
」
は
、
単
な
る
相
対
性
を
強

調
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
が
万
物
の
一
員
と
し
て
、
現
象
界
に
あ
る

世
界
と
他
者
に
対
し
て
、「
道
」
と
い
う
普
遍
的
な
原
理
に
随
っ
て
生
き

る
べ
き
こ
と
を
説
く
も
の
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
無
為
」・「
柔
弱
」

な
ど
の
あ
り
方
の
方
が
、「
有
為
」・「
堅
強
」
よ
り
大
き
な
価
値
を
潜
在

さ
せ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
世
間
の
目
か
ら
「
マ
イ
ナ
ス
価

値
の
消
極
的
な
態
度
」
に
み
え
る
も
の
が
、
実
は
「
プ
ラ
ス
価
値
の
積
極
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鬼
の
「
二
元
的
相
対
性
」
の
思
想
に
通
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

老
荘
思
想
で
は
九
鬼
の
よ
う
な
二
元
の
偶
然
的
「
邂
逅
」
と
い
う
こ
と
は

強
調
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
九
鬼
は
『
易
経
』
に
お
け
る
周
易
の
原
理

の
内
に
「
甲
の
爻
と
乙
の
爻
と
の
期
せ
ざ
る
邂
逅
」
と
い
う
意
味
で
の

「
邂
逅
と
し
て
の
偶
然
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
と
し
、「
陰
陽
二
元
の
邂

逅
」
を
「
周
易
の
全
生
命
」
と
し
て
い
る）
50
（

。
陳
鼓
應
に
よ
れ
ば
、『
老
子
』

に
お
け
る
「
陰
陽
二
気
」
の
思
想
は
、「
易
」
を
解
釈
す
る
際
の
一
つ
の

理
論
的
根
拠
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う）
51
（

。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
九
鬼
も
「
易
」

の
思
想
を
『
老
子
』
の
思
想
と
一
体
の
も
の
と
考
え
て
い
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
、
九
鬼
の
哲
学
と
老
荘
思
想
と
の
共
通
点
を
み
て
き
た
が
、

も
ち
ろ
ん
両
者
に
は
相
違
点
も
み
ら
れ
る
。

　「
一
」
の
「
無
」
の
思
想
で
は
、
老
荘
思
想
が
万
物
の
生
滅
を
包
み
込

ん
だ
「
道
」
の
悠
久
な
営
み
に
力
点
を
置
く
の
に
対
し
、
九
鬼
は
む
し
ろ

個
々
の
存
在
の
偶
然
的
な
脆
さ
を
強
調
す
る
。

　「
二
」
の
自
律
性
・
主
体
性
や
「
自
由
」
の
思
想
で
は
、
老
荘
思
想
が

自
己
の
人
生
そ
の
も
の
を
楽
し
ん
で
生
き
る
「
逍
遥
游
」
の
思
想
に
行
き

着
い
た
の
に
対
し
て
、
九
鬼
は
人
間
が
偶
然
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、「
実

存
的
創
造
」
と
し
て
生
き
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　「
三
」
の
「
相
待
論
」
で
は
、
老
荘
思
想
が
、
万
物
の
自
律
性
・
主
体

性
を
前
提
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
で
相
互
に
転
化
す
る
過
程
に

お
い
て
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
説
こ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
が
「
斉
物
」
の
思
想
で
あ
る
。

　
次
に
、『
荘
子
』
斉
物
論
篇
（
三
）
に
お
い
て
は
、「
物
は
彼
に
非
ざ
る

無
く
、
物
は
是
に
非
ざ
る
無
し
。
彼
自
り
す
れ
ば
則
ち
見
え
ざ
る
も
、
自

ら
知
れ
ば
則
ち
之
を
知
る
。
故
に
曰
わ
く
、『
彼
は
是
よ
り
出
で
、
是
も

亦
た
彼
に
因
る
。』）
46
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
物
事
が
相
互

に
他
者
を
前
提
と
し
て
お
り
、
各
主
体
の
立
場
や
是
非
の
標
準
は
常
に
変

化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
是
非
・
善
悪
な
ど
の
価
値
判
断
を
下
す
よ
り
も
、

万
物
の
あ
り
の
ま
ま
の
実
相
を
静
観
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
思
想
を
説
く
も

の
で
あ
る）
47
（

。
こ
れ
が
「
斉
是
非
」
の
思
想
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、『
荘
子
』
徳
充
符
篇
（
四
）
に
お
い
て
は
、「
生
死
存
亡
、
窮

達
貧
富
、
賢
不
肖
と
毀
誉
と
、
飢
渇
寒
暑
は
、
是
事
の
変
な
り
、
命
の
行

り
な
り）
48
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
万
物
の
生
死
・
貧
富
な
ど
は
物
事

の
変
動
性
や
時
運
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
荘
子
が
蝶
に

な
っ
た
夢
の
話
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
物
が
「
転
化
・
物
化
・

輪
廻
」
の
繰
り
返
し
の
過
程
に
お
い
て
生
き
て
い
る
と
す
る
思
想
を
説
く

も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
イ
ン
ド
思
想
の
「
輪
廻
」
が
「
霊
魂
・

精
神
の
不
滅
」
を
前
提
と
し
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、
万
物
全
体
の
永
続

が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
輪
廻
の
苦
し
み
を
解
脱
す
る
必
要
も
な

く
、
そ
の
過
程
を
楽
し
ん
で
享
受
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
49
（

。
こ

れ
が
「
斉
生
死
」
の
思
想
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、『
老
子
』
に
お
い
て
も
『
荘
子
』
に
お
い
て
も
、「
相

待
論
」
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
説
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
九
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書
院
、
二
〇
〇
九
年
、
六
二
〇
│
六
二
二
頁
。
池
田
は
森
三
樹
三
郎
の
『「
無
」

の
思
想
　
道
家
思
想
の
系
譜
』
の
1
〈
１
〉
を
参
照
し
た
。

　（
9
）
金
谷
治
『
老
子
』
講
談
社
、
一
九
九
七
年
、
九
〇
頁
。

　（
10
）
高
橋
進
「
老
・
荘
に
お
け
る
自
然
」
金
子
武
蔵
編
『
日
本
倫
理
学
会
論
集
一

四

―
自
然
　
倫
理
学
的
考
察

―
』
以
文
社
、
一
九
七
九
年
、
一
一
六
頁
。

　（
11
）
池
田
知
久
『
老
子
　
全
訳
注
』
講
談
社
、
二
○
一
九
年
、
八
二
│
八
三
頁
。

　（
12
）
池
田
知
久
『
荘
子
（
上
）
全
訳
注
』
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
、
四
八
四
頁
。

　（
13
）
罗
安
宪
《
存
在
、
状
态
与
〝
自
然
〞
―
―
论
庄
子
哲
学
中
的
〝
自
然
〞》、《
现

代
哲
学
》、
二
〇
一
八
年
第
三
期
、
一
二
三
│
一
二
九
頁
。

　（
14
）
『
九
鬼
周
造
全
集
　
一
』
四
一
四
頁
。

　（
15
）
金
谷
、
前
掲
『
老
子
』
一
三
八
頁
。

　（
16
）
池
田
知
久
「
中
国
思
想
に
お
け
る
混
沌
」『
東
京
大
学
公
開
講
座
53
・
混
沌
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
一
五
│
一
七
頁
。

　（
17
）
金
谷
、
前
掲
『
老
子
』
九
〇
頁
。

　（
18
）
李
大
华
《
自
然
与
自
由
：
庄
子
哲
学
研
究
》
商
务
印
书
馆
、
二
〇
一
三
年
、

八
二
頁
。

　（
19
）
池
田
、
前
掲
「
中
国
思
想
に
お
け
る
混
沌
」
三
頁
。

　（
20
）
『
九
鬼
周
造
全
集
　
三
』
四
三
│
四
九
頁
。

　（
21
）
渡
辺
二
郎
「
西
洋
思
想
か
ら
み
た
秩
序
と
混
沌
」『
東
京
大
学
公
開
講
座
五

三
・
混
沌
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
二
〇
三
│
二
〇
六
頁
。

　（
22
）
『
九
鬼
周
造
全
集
　
三
』
三
七
八
│
三
八
三
頁
。

　（
23
）
同
書
、
九
九
│
一
○
二
頁
。

　（
24
）
金
谷
、
前
掲
『
老
子
』
一
七
七
頁
。

　（
25
）
池
田
、
前
掲
「『
老
子
』
の
形
而
上
學
と
「
自
然
」
思
想

―
北
京
大
學
簡
に

基
づ
い
て

―
」
七
│
八
頁
。

　（
26
）
罗
、
前
掲
《
存
在
、
状
态
与
〝
自
然
〞
―
―
论
庄
子
哲
学
中
的
〝
自
然
〞》
一

二
四
頁
。

　（
27
）
福
永
光
司
『
荘
子
　
古
代
中
国
の
実
存
主
義
』
中
央
公
論
新
社
、
一
九
六
四

年
、
二
一
頁
。

　（
28
）
池
田
、
前
掲
『
荘
子
（
上
）
全
訳
注
』
二
七
五
頁
。

注
目
し
、
万
物
の
多
様
性
を
斉
一
・
平
等
に
み
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、

九
鬼
は
人
間
と
世
界
・
他
者
と
の
裂
け
目
に
注
目
し
、
そ
の
上
で
の
「
独

立
な
る
二
元
の
邂
逅
」
に
基
づ
く
関
係
性
の
構
築
を
説
い
た
。

　
こ
れ
ら
の
両
者
の
相
違
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
機
会
を
改
め
て
詳
細
に

論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
な
お
、
中
島
隆
博
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
老
子
』
の
共
同
訳
を
中
国
の
蕭

欣
義
と
試
み
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
の
独
自
の
『
老
子
』
解

釈
に
注
目
し
て
い
る）
52
（

。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
九
鬼
が
最
も
大
き
な
影
響
を
受
け

た
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
九
鬼
の
『
老
子
』
理
解
も

よ
り
広
い
文
脈
の
中
で
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
点

も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　（
1
）
九
鬼
の
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
で
の
講
演
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
行
わ
れ
た
が
、
九
鬼
全

集
の
第
一
巻
に
付
さ
れ
て
い
る
坂
本
賢
三
の
日
本
語
訳
を
引
用
し
た
。
そ
の
講

演
は
全
体
的
に
『
時
間
論
』
と
題
さ
れ
、「
時
間
の
観
念
と
東
洋
に
お
け
る
時
間

の
反
復
」
と
「
日
本
芸
術
に
お
け
る
『
無
限
』
の
表
現
」
と
の
二
つ
の
テ
ー
マ

に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　（
2
）
『
九
鬼
周
造
全
集
　
一
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
四
一
三
頁
。

　（
3
）
『
九
鬼
周
造
全
集
　
二
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、
九
六
│
一
〇
二
頁
。

　（
4
）
田
中
久
文
『
九
鬼
周
造
　
偶
然
と
自
然
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
二
年
、
一

二
九
│
一
三
三
頁
。

　（
5
）
『
九
鬼
周
造
全
集
　
二
』
二
四
九
頁
。

　（
6
）
『
九
鬼
周
造
全
集
　
三
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
一
一
四
│
一
一
五
頁
。

　（
7
）
池
田
知
久
「『
老
子
』
の
形
而
上
學
と
『
自
然
』
思
想

―
北
京
大
學
簡
に
基

づ
い
て

―
」『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
第
三
十
三
號
、
早
稲
田
大
学
東
洋
哲
学

会
、
二
〇
一
六
年
、
七
頁
。

　（
8
）
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
研
究

―「
荘
子
」
を
中
心
と
し
て

―
』
汲
古
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（
せ
き
・
え
い
、
日
中
比
較
思
想
、
日
本
女
子
大
学
大
学
院

博
士
課
程
後
期
）

　（
29
）
同
書
、
二
六
五
│
二
六
八
頁
。

　（
30
）
福
永
、
前
掲
『
荘
子
　
古
代
中
国
の
実
存
主
義
』
二
│
二
八
頁
。

　（
31
）
『
九
鬼
周
造
全
集
　
三
』
三
八
一
頁
。

　（
32
）
『
九
鬼
周
造
全
集
　
二
』
一
一
六
│
一
二
二
頁
。

　（
33
）
木
岡
伸
夫
『
邂
逅
の
論
理

―〈
縁
〉
の
結
ぶ
世
界
へ
』
春
秋
社
、
二
〇
一

七
年
、
二
〇
│
二
二
頁
。

　（
34
）
『
九
鬼
周
造
全
集
　
二
』
二
五
五
│
二
六
〇
頁
。

　（
35
）
嶺
秀
樹
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
日
本
の
哲
学

―
和
辻
哲
郎
、
九
鬼
周
造
、
田

辺
元

―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
一
四
八
│
一
五
二
頁
。

　（
36
）
高
橋
、
前
掲
「
老
・
荘
に
お
け
る
自
然
」
一
一
〇
│
一
一
一
頁
。

　（
37
）
金
谷
、
前
掲
『
老
子
』
一
九
頁
。

　（
38
）
同
書
、
一
四
一
頁
。

　（
39
）
『
九
鬼
周
造
全
集
　
一
』
四
一
七
頁
。

　（
40
）
池
田
、
前
掲
『
老
子
全
訳
注
』
三
│
六
頁
。

　（
41
）
森
三
樹
三
郎
『「
無
」
の
思
想
　
道
家
思
想
の
系
譜
』
講
談
社
、
一
九
六
九
年
、

三
九
│
四
四
頁
。

　（
42
）
『
九
鬼
周
造
全
集
　
一
』
四
一
七
頁
。

　（
43
）
同
書
、
四
一
四
頁
。

　（
44
）
李
大
华
《
自
然
与
自
由
：
庄
子
哲
学
研
究
》
商
务
印
书
馆
、
二
〇
一
三
年
、

一
二
六
頁
。

　（
45
）
池
田
、
前
掲
『
荘
子
（
上
）
全
訳
注
』
一
〇
九
頁
。

　（
46
）
同
書
、
一
三
六
頁
。

　（
47
）
陈
鼓
应
《
庄
子
今
注
今
译
（
上
）》
中
华
书
局
、
二
〇
一
六
年
、
五
八
頁
。

　（
48
）
池
田
、
前
掲
『
荘
子
（
上
）
全
訳
注
』
三
五
六
頁
。

　（
49
）
池
田
、
前
掲
『
道
家
思
想
の
新
研
究

―「
荘
子
」
を
中
心
と
し
て

―
』

三
二
九
│
三
三
〇
頁
。

　（
50
）
同
書
、
一
二
二
│
一
二
五
頁
。

　（
51
）
陈
鼓
应
《
易
传
与
道
家
思
想
》
商
务
印
书
馆
、
二
〇
〇
七
年
、
一
一
│
一
二
頁
。

　（
52
）
秋
富
克
哉
、
安
部
浩
、
古
荘
真
敬
、
森
一
郎
編
『
続
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
読
本
』

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
、
五
五
│
五
七
頁
。


