
老
荘
・
論
語
引
用
よ
り
み
た
兼
好
の
矛
盾
性
に
つ
い
て

先
に
提
出
し
た
本
論
文
の
骨
子
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

は
じ
め
に

本

論一
、
白
氏
文
集
・
文
選
の
引
用

二
、
老
荘
・
論
語
引
用
よ
り
み
た
兼
好
の
矛
盾
性

結

び

参
考
資
料

徒
然
草
に
お
い
て
、
漢
籍
及
び
仏
典
か
ら
の
引
用
が
多
い
こ
と
は
、
既
に
周

知
の
こ
と
で
あ
る
。
兼
好
が
出
家
で
あ
る
と
い
う
立
場
ト
一
、
内
容
が
仏
教
思
想

的
で
あ
り
、
仏
典
か
ら
の
引
用
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
首
肯
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
数
の
上
か
ら
で
は
、
仏
典
か
ら
の
引
用
よ
り
も
、
む
し
ろ
漢
籍
か
ら

の
引
用
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
「
国
文
学
」
に
於
い
て
、
福
田
薬
之
介
氏
が

住
－

述
べ
て
居
ら
れ
る
。
平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
の
知
識
人
や
教
養
人
は
、
漢
籍
に

よ
く
通
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
第
一
と
な
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
兼
好
も
そ

う
い
う
教
養
人
の
一
人
と
し
て
漢
籍
を
充
分
に
読
み
こ
な
し
て
い
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
想
像
に
難
く
は
な
く
、
彼
が
教
養
と
し
て
貯
え
持
っ
て
い
た
漢
籍
の
知

識
が
、
興
の
赴
く
ま
ま
に
表
現
上
に
現
わ
れ
て
も
何
の
不
思
議
は
な
い
と
思
わ

石

弘

子

原

れ
る
。
乙
の
従
然
草
に
於
る
漢
籍
か
ら
の
詞
匂
出
血
（
に
つ
い
て
は
、
前
日
記
福
田

氏
を
は
じ
め
既
に
多
く
の
人
々
に
よ
り
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
に
関
す
る
研
究
も
か

な
り
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
私
は
そ
れ
ら
の
諸
研
究
や
諸
注
釈
書
を
参
照

し
て
、
勿
論
若
干
の
不
備
は
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
私
な
り
に
漢
籍
か
ら
の
詞
句

出
典
の
頻
度
数
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
な
結
果
を
得
た
。

論
語
｜
叫
白
氏
文
集
｜
川
内
文
選

l
け

荘

子

1
6
書
経
｜
5

礼
記

1
5
史
記

1
4
孟
子
1
4
帝
範
｜

4

蒙
求

1
4
老
子

1
3
易

経
1
3
孔
子
家
語
1
3
寒
山
詩
1
3
小
学
1
2
准
南
子

2
沼
田

書
1
2
楊
子
法
言
1
2
観
心
略
要
集

1
1
蘇
東
波
｜
1

戴
叔
倫
1

1

後
漢
書
1
1
世
説
新
語
｜

1

漢
書

l
l
1
唐
書
｜

1

玉
ム
口
新
詠

｜

1

王
荊
公
｜

1

墨
子
1
1
事
文
類
策
集
｜

1

諸
上
善
人
詠

1

十
八
史
略
1
1
孫
子
1
1

こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
に
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
は

全
般
に
白
氏
文
集
と
文
選
と
が
、
圧
倒
的
多
数
を
も
っ
て
引
用
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
ら
は
果
し
て
徒
然
草
の
内
面
的
、
性
格
的
問
題
に
ま
で
か
か

わ
り
が
あ
る
か
ど
う
か
。

徒
然
草
は
著
者
で
あ
る
兼
好
が
出
家
で
あ
る
以
上
隠
遁
文
学
で
あ
る
。
そ

し
て
隠
遁
文
学
は
そ
の
性
格
上
、
老
荘
思
想
に
近
い
考
え
方
を
持
つ
は
ず

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
、
老
子
・
荘
子
な
ど
道
家
か
ら
の
引
用
よ
り
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も
、
論
語
な
ど
儒
家
か
ら
の
引
用
が
は
る
か
に
多
い
こ
と
を
知
る
。
本
来

老
荘
に
近
い
と
思
わ
れ
る
隠
遁
文
学
た
る
徒
然
草
に
、
こ
の
よ
う
に
か
え

っ
て
儒
家
か
ら
の
引
用
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
体
ど
う
い
ろ
と
と
に

な
る
か
、
ひ
い
て
は
こ
の
こ
と
が
、
よ
く
云
わ
れ
る
兼
好
の
矛
盾
性
と
ど

う
結
び
つ
く
か
、

と
い
う
乙
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
乙
と
に
よ
り
、
徒

然
草
中
に
於
る
漢
籍
の
引
用
、
ひ
い
て
は
兼
好
像
と
い
っ
た
も
の
の
一
面
が
つ

か
め
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
本
稿
は
紙
面
の
都
合
上
、
第
二
の
「
老
荘
・

論
語
引
用
よ
り
み
た
兼
好
の
矛
盾
性
」
に
し
ぼ
っ
て
述
べ
る
乙
と
に
す
る
。

さ
て
老
荘
・
論
語
引
用
よ
り
み
た
兼
好
の
矛
盾
性
で
あ
る
が
、
前
表
で
も
わ

か
る
よ
う
に
、
徒
然
草
で
は
引
用
数
と
し
て
は
、
論
語
の
叫
と
老
荘
の
？
が
他

に
比
し
て
多
い
。
第
十
三
段
に
於
い
て
兼
好
は
、

文
は
文
選
の
あ
は
れ
な
る
巻
々
、
白
氏
文
集
、
老
子
の
と
と
ば
、
南
華
の
篤

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
段
は
「
老
子
の
こ
と
ば
、
南
華
の
篇
」
と
、
感
銘
を
受

け
た
本
と
し
て
、
老
荘
の
書
物
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
兼
好
の
出
家
後
の

読
書
傾
向
や
好
み
を
挙
げ
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
同
じ
こ
と
は
枕
草
子
で
も

ふ
み
は
文
集
、
文
選
、
新
賦
、
中
〈
記
、
五
帝
本
紀
願
文
表
博
士
の
申
文
（
三

巻
本
）

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
徒
然
草
が
そ
の
枕
草
子
に
は
挙
げ
て
い
な
か
っ
た
「
老

子
の
こ
と
ば
、
南
華
の
篤
」
を
あ
げ
て
い
る
乙
と
を
、
佐
野
保
太
郎
氏
は
、
そ

の
若
「
徒
然
草
新
講
」
の
中
で

勿
論
こ
れ
は
兼
好
が
老
荘
を
好
ん
だ
か
ら
の
事
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
彼
一

人
の
趣
味
で
は
な
い
、
や
は
り
時
代
の
好
尚
で
あ
る
。
つ
ま
り
枕
草
子
の
時

代
に
は
、
主
と
し
て
文
集
や
文
選
が
喜
ば
れ
た
が
、
兼
好
の
時
代
に
な
っ
て

は
、
更
に
老
荘
が
こ
れ
に
加
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
又
松
永
貞
徳
の
「
慰
草
」
は
比
段
に
儒
書
と
内
典
と
は

あ
げ
ず
、
文
選
と
老
荘
の
書
を
の
せ
ら
れ
た
る
は
、
兼
好
の
心
に
お
も
し
ろ

し
と
お
も
は
る
る
か
、
此
草
子
に
も
も
は
ら
こ
れ
ら
の
書
の
心
を
あ
ら
は
せ

り
、
閑
居
な
ど
乙
の
む
人
の
ま
な
ば
ん
に
は
、
是
に
あ
ひ
侍
り

と
説
明
し
て
い
る
。

時
代
の
好
尚
と
い
う
も
の
と
、
兼
好
自
身
が
出
家
で
あ
る
と
い
う
ζ

と
、
即

ち
福
田
氏
の
い
わ
れ
る
「
こ
の
老
荘
の
思
想
の
超
世
間
的
な
も
の
が
、
仏
教
の

注
2

脱
俗
的
な
も
の
に
通
じ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
と
と
か
ら
、
彼
が
老
荘
の
書

物
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
別
に
不
思
議
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
に
、
引
用
数
に
お
い
て
は
、
老
荘
の
書
物
を
は
る
か
に
上
回

っ
て
い
る
儒
家
の
書
物
、
特
に
論
語
を
ど
う
し
て
乙
の
十
三
段
に
加
え
な
か
っ

た
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
福
田
氏
は
、

乙
乙
に
儒
家
の
書
で
あ
る
論
語
を
は
じ
め
、
易
経
、
品
墨
田
経
、
礼
記
な
ど
に
は

全
く
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
儒
家
の
書
は
当
時
も
後
世
と
同
じ
く
教
養
の
第
一

に
挙
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
乙
れ
を
学
ぶ
こ
と
は
、
当
時
の
智
識
階
級

に
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
特
に
感
銘
を
覚
え
な
か
っ
た
と
解
釈
す
べ
き

住

S

で
あ
ろ
う
。

と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
百
二
十
二
段
の
人
の
才
能
は
、
文
明
ら
か

に
し
て
、
聖
の
教
を
知
れ
る
を
第
一
と
す
。

ゃ
、
一
段
の

あ
り
た
き
こ
と
は
、
ま
乙
と
し
き
す
〈
の
道

な
ど
か
ら
、
四
書
五
経
の
経
学
や
、
「
聖
の
教
」
で
あ
る
儒
教
を
重
視
し
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
二
百
三
十
八
段
の
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当
代
未
だ
坊
に
お
は
し
ま
し
し
比
、
万
里
小
路
殿
御
所
な
り
し
に
、
堀
川
大

納
言
殿
伺
侯
し
給
ひ
し
御
曹
子
へ
用
あ
り
て
参
り
た
り
し
に
、
論
語
の
問
、

五
、
六
の
巻
を
ひ
ろ
げ
給
ひ
て
「
た
だ
今
、
御
所
に
て
、
紫
の
朱
奪
ふ
こ
と

を
悪
去
と
云
ふ
文
を
御
覧
ぜ
ら
れ
た
き
事
あ
り
て
、
御
本
を
御
覧
ず
れ
ど

も
、
御
覧
じ
出
さ
れ
ぬ
な
り
。
『
な
ほ
よ
く
引
き
見
よ
』
と
仰
せ
事
に
て
、

求
む
る
な
り
」
と
仰
せ
ら
る
る
に
、
「
九
の
巻
の
そ
こ
そ
こ
の
程
に
侍
る
」

と
申
し
た
り
し
か
ば
・
：
：
（
後
略
〉

の
如
く
、
あ
る
一
文
即
ち
「
紫
の
朱
奪
ふ
こ
と
を
悪
去
云
々
」
を
聞
き
、
そ
れ

が
書
物
の
何
巻
の
ど
こ
そ
こ
に
あ
る
な
ど
と
答
え
る
に
は
、
た
だ
教
養
と
し
て

通
り
一
遍
に
読
む
だ
け
で
な
く
、
愛
読
書
、
あ
る
い
は
、
座
右
の
番
と
し
て
見

て
い
る
く
ら
い
の
精
通
度
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う

e

従
っ
て
、
梅
田
氏
の
所
謂
「
特
に
感
銘
を
覚
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に

は
、
承
服
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。
以
上
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は

引
用
の
実
態
を
見
る
乙
と
が
必
要
で
あ
る
が
、

ζ

こ
で
は
紙
面
の
都
合
上
省
略

し
て
、
結
論
の
み
に
と
ど
め
る
ζ

と
と
す
る
。
ま
ず
論
語
で
あ
る
が
、
は
箇
所

の
引
用
例
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
内
容
を
消
化
吸
収
し
て
引
用
し
て
い
る
も
の
H

叩
箇
所
、
単
な
る
形
式
や
詞
句
の
断
片
的
引
用
で
あ
る
も
の
H
H
4
箇
所
で
あ

A
斗

J
O

る
。
即
ち
よ
く
消
化
吸
収
さ
れ
た
引
用
は
七
Mm、
対
し
て
断
片
的
引
用
は
Q

山形

マJ

’

η
J’』

と
な
っ
て
い
る
。
叉
引
用
さ
れ
た
篇
は
、
学
而
・
述
而
・
里
仁
・
陽
貨
・
季
氏

・
子
宮
干
・
公
治
長
・
郷
党
の
八
篇
で
あ
り
、
徒
然
草
に
於
け
る
引
用
箇
所
殆
ん

神
神
A
d包

ど
が
、
福
田
氏
の
い
わ
ゆ
る
修
己
の
部
分
で
あ
る
乙
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
兼

好
の
出
家
と
い
う
立
場
上
、
論
語
の
「
修
己
・
治
人
」
と
い
う
こ
大
眼
目
か

ら
、
修
己
の
部
分
を
引
用
し
た
と
い
う
と
と
は
何
ら
不
思
議
は
な
い
。

次
に
道
家
の
引
用
で
あ
る
が
、
引
用
例
？
箇
所
の
う
ち
消
化
吸
収
さ
れ
た
引

用
は
5
箇
所
、
断
片
的
あ
る
い
は
套
語
的
引
用
は
2
箇
所
、
（
十
三
段
の
老
子

の
こ
と
ば
、
南
華
の
宮
山
の
ぞ
く
）
、
従
っ
て
消
化
吸
収
的
引
用
H
川

均

断

片
的
・
套
語
的
引
用
1
白
山
%
と
な
る
。
こ
れ
を
前
に
述
べ
た
論
語
の
引
用
と
並

ηノ』

べ
て
み
る
と
、
同
比
率
と
な
り
、
数
の
面
で
は
、
論
語
の
方
が
多
数
を
占
め
て

い
る
が
、
質
的
に
は
む
し
ろ
同
程
度
に
あ
る
と
云
っ
て
よ
か
ろ
う
。

な
お
老
荘
の
引
用
に
つ
い
て
、
更
に
少
し
く
具
体
的
に
み
て
み
る
と
、
内
容

的
に
も
比
較
的
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
七
段
、
三
十
八
段
、
九
十
七
段

で
あ
る
。
一
二
十
八
段
を
例
と
し
て
と
る
と
、

名
利
に
つ
か
は
れ
て
、
し
づ
か
な
る
い
と
ま
な
く
一
生
を
く
る
し
む
こ
そ
お

ろ
か
な
れ
｜
略
｜

う
づ
も
れ
ぬ
名
を
な
が
き
世
に
残
さ
ん
乙
そ
あ
ち
ま
ほ
し
か
る
べ
け
れ
！

略
｜

智
慧
と
心
と
こ
そ
、
世
に
す
ぐ
れ
た
る
誉
も
の
と
さ
ま
ほ
し
き
を
l
略

I

の
如
く
、
利
か
ら
名
へ
、
名
か
ら
官
位
へ
、
さ
ら
に
智
・
徳
の
誉
ヘ
、
進
ん
で

は
智
・
徳
そ
の
も
の
に
ま
で
批
判
を
加
え
て
ゆ
く
論
理
的
構
想
が
あ
り
、
兼
好

が
名
利
に
執
着
し
て
い
る
人
間
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
意
欲
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
れ
を
批
判
す
る
の
に
、
老
荘
思
想
を
拠
り
所
と
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
人
間
と
し
て
の
理
想
の
境
地
を
、
後
記
「
ま
乙
と
の
人
ば
智
も
な
く
も

徳
も
な
く
、
功
も
な
く
・
名
も
な
し
」
と
し
て
、
「
荘
子
」
の
「
至
人
無
己
、

神
人
無
功
、
聖
人
無
名
」
を
借
り
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
借
り
た
と
は

い
っ
て
も
、
兼
好
が
社
会
の
こ
と
を
批
判
す
る
の
に
、
そ
れ
ら
の
詞
句
を
一
々

原
典
を
参
照
し
な
が
ら
、
引
用
し
た
と
は
考
ヌ
ら
れ
な
い
、
す
で
に
こ
の
老
荘

的
な
考
え
方
は
兼
好
の
思
想
と
同
化
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
、
か
く

老
荘
の
引
用
に
つ
い
て
、
そ
の
消
化
吸
収
さ
れ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
段
は
、
す

べ
て
兼
好
が
社
会
を
批
判
す
る
段
で
あ
り
、
老
荘
の
詞
句
を
そ
の
ま
ま
批
判
の
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言
葉
と
し
て
出
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る

翻
え
っ
て
論
語
を
み
る
と

段

一

本

一

1
一

賢

き

よ

り

賢

き

に

も

う

っ

さ

一

塁

吾

朗

色

一

学

而

一

ば

一

一

乃
一
よ
き
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之

不

如

今

也

一

一

一

m
一
紫
の
朱
奪
ふ
こ
と
を
悪
む
一
子
日
、
悪
紫
之
奪
朱
一
陽
貨
一

と
す
べ
て
、
人
間
一
人
一
人
の
心
得
、
言
い
換
え
れ
ば
、
修
己
と
い
う
立
場
か

ら
の
も
の
で
、
社
会
批
判
と
し
て
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。

徒
然
草
は
多
く
の
学
者
に
よ
り
、
思
想
的
矛
盾
が
あ
る
と
さ
れ
、
例
え
ば
小

林
智
照
氏
の
言
に
よ
る
と
「
対
立
と
矛
盾
の
室
田
」
の
異
名
さ
え
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
試
み
に
具
体
的
に
矛
盾
と
い
わ
れ
て
い
る
例
を
あ
げ
る
と
、
第
六
段
に

わ
が
身
の
や
ん
ご
と
な
か
ら
ん
に
も
、
ま
し
て
数
な
ら
ざ
ら
ん
に
も
、
子
と

い
ふ
も
の
な
く
て
あ
り
な
ん

と
子
を
持
つ
こ
と
を
否
定
し
な
が
ら
、
百
四
十
二
段
で
は
反
対
に

心
な
し
を
見
ゆ
る
者
も
よ
き
一
言
は
い
ふ
も
の
な
り
、
あ
る
荒
夷
の
お
そ
ろ

し
げ
な
る
が
、
か
た
へ
に
あ
ひ
て
、
「
御
子
は
お
は
す
や
」
と
と
ひ
し
に
「

ひ
と
り
も
持
ち
侍
ら
ず
」
と
答
へ
し
か
ば
、
「
さ
て
は
も
の
の
あ
は
れ
は
し

り
給
は
じ
、
情
な
き
御
心
に
ぞ
も
の
し
給
ふ
ら
ん
と
い
と
お
そ
ろ
し
、
子
故

に
乙
そ
よ
ろ
づ
の
あ
は
れ
は
思
ひ
し
ら
る
れ
」
と
い
ひ
た
り
し
、
さ
も
あ
り
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ぬ
ぺ
き
事
な
り
。
恩
愛
の
道
な
ら
で
は
、
か
か
る
者
の
心
に
慈
悲
あ
り
な
ん

や
、
孝
養
の
心
な
き
者
も
、
子
も
ち
て
こ
そ
親
の
志
は
お
も
ひ
知
る
な
れ

と
子
を
持
つ
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
。
又
三
段
に

よ
ろ
づ
に
い
み
じ
く
と
も
、
色
乙
の
ま
さ
ら
ん
男
は
い
と
さ
う
ざ
う
し
く
、

玉
の
属
の
当
な
き
こ
ζ

ち
ぞ
す
べ
き

と
恋
に
耽
る
男
を
肯
定
し
、
八
段
で
は

人
の
心
惑
は
す
こ
と
、
色
欲
に
は
如
か
ず
、
人
の
心
は
愚
か
な
る
も
の
か
な

と
男
性
に
と
っ
て
、
女
色
が
い
か
に
愛
着
の
根
源
を
為
し
、
惑
い
の
基
で
あ
る

か
を
述
べ
て
い
る
。
又
七
段
で

あ
か
ず
を
し
と
思
は
ば
、
千
年
を
過
す
と
も
、
一
夜
の
夢
の
心
地
こ
そ
せ

め
、
す
み
は
て
ぬ
世
に
、
み
に
く
き
姿
を
待
ち
え
て
何
か
は
せ
ん
、
い
の
ち

な
が
け
れ
ば
辱
お
ほ
し
、
な
が
く
と
も
四
十
に
た
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん
こ

そ
め
や
す
か
る
べ
け
れ

と
長
生
を
否
定
し
、
百
四
十
八
段
で
は

四
十
以
後
の
人
、
身
に
灸
を
加
へ
て
三
塁
を
や
か
ざ
れ
ば
上
気
の
事
あ
り
、

必
ず
灸
す
ぺ
し

と
養
生
の
こ
と
を
述
べ
、
百
十
七
段
に
は

よ
き
友
三
つ
あ
り
、
一
に
は
均
ぐ
る
る
友
、
こ
に
は
く
す
し
、
一
ニ
に
は
智
慧

あ
る
友

と
医
者
の
友
人
を
持
つ
こ
と
の
可
を
述
べ
る
。
つ
ま
り
長
寿
を
肯
定
し
て
い

る
。
以
上
三
つ
の
例
を
あ
げ
て
み
た
が
、
何
れ
も
あ
る
一
つ
の
素
材
に
対
し

て
、
兼
好
の
観
照
態
度
は
明
ら
か
に
対
立
あ
る
い
は
矛
盾
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
対
立
・
矛
盾
を
今
漢
籍
の
面
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
隠
遁
者
の
文
学
で
あ
る
徒
然
草
に
、
む
し
ろ
多
く
て
し
か
る
べ
き
老
荘

の
引
用
は
少
な
く
て
、
か
え
っ
て
、
儒
家
の
引
用
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
平

面
的
に
考
え
る
と
明
ら
か
に
矛
盾
で
あ
る
。

中
国
に
お
い
て
は
、
春
秋
戦
国
時
代
、
孔
子
・
孟
子
ら
に
よ
る
儒
家
的
思
想

文
化
が
発
生
し
、
同
時
に
一
方
で
は
、
老
子
・
荘
子
に
よ
る
道
家
的
思
想
文
化

が
発
生
し
た
。
こ
の
両
者
は
現
実
的
と
超
現
実
的
要
素
の
対
立
に
よ
っ
て
、
以

後
相
容
れ
る
と
と
の
な
い
矛
盾
・
対
立
し
た
も
の
と
し
て
発
達
し
た
。
「
中
国

思
想
史
」
（
東
京
大
学
出
版
会
）
に
は

孔
子
が
弟
子
を
養
成
す
る
際
、
弟
子
達
は
、
学
を
修
め
た
後
、
貴
族
の
下
で

政
治
的
地
位
に
つ
く
の
を
目
的
と
し
た
も
の
と
、
政
治
的
地
位
に
つ
く
の
は

好
ま
な
い
で
、
心
性
を
溜
養
す
る
の
を
目
的
に
し
た
者
と
の
両
者
が
存
在
し

て
い
た
。

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
兼
好
は
論
語
を
愛
読
し
た
に
せ

よ
、
そ
の
出
家
と
い
う
立
場
上
、
人
を
治
め
る
と
い
う
乙
と
は
、
と
う
て
い
不

可
能
で
あ
る
か
ら
、
い
き
お
い
心
性
の
禰
養
と
た
う
目
的
を
持
っ
て
、
論
語
を

愛
読
し
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

他
方
老
子
の
方
で
あ
る
が
、
同
議
聞
に
よ
れ
ば
、

老
子
の
生
き
た
戦
国
時
代
は
、
春
秋
時
代
の
争
乱
の
世
か
ら
、
秦
の
統
一
へ

と
向
か
っ
た
激
動
の
時
期
で
あ
り
、
無
数
の
没
落
貴
族
や
失
意
の
知
識
人
を

出
し
た
こ
と
も
、
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
更
に
老
子
も
荘
子
も
、
段
の
遺

民
の
居
住
し
た
宋
の
地
方
に
関
係
が
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
見
る
と
、
老
荘
思

想
は
敗
残
者
の
居
住
地
に
栄
え
た
思
想
で
あ
る
よ
う
に
も
類
推
さ
れ
る
。
老

荘
思
想
は
澗
熟
し
た
文
化
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
反
逆
児
で
あ
る
と
共
に
、
こ

う
し
た
隠
者
、
敗
残
者
の
咲
か
せ
た
涙
の
花
と
も
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
中
国
と
日
本
と
い
う
違
い
が
あ
り
、
時
代
も
は
る
か
に
隔
つ
て
は

い
る
が
、
中
国
に
於
い
て
は
群
雄
割
拠
す
る
戦
国
期
、
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
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は
、
従
来
の
貴
族
に
よ
る
政
治
は
終
り
を
告
げ
、
新
し
く
拾
頭
し
て
き
だ
武
家

に
よ
る
政
治
が
行
わ
れ
て
失
意
の
貴
族
達
を
生
み
出
し
、
隠
者
達
を
生
み
出
し

て
い
っ
た
新
旧
交
代
の
時
代
と
い
う
。
日
本
と
中
国
と
に
於
る
社
会
的
条
件
、

そ
れ
に
老
子
・
荘
子
が
居
住
し
た
没
落
貴
族
の
多
い
宋
の
地
方
と
、
や
は
り
今

迄
の
政
治
権
力
を
武
士
に
奪
わ
れ
て
い
っ
た
貴
族
が
住
ん
で
い
る
京
都
と
い
う

地
理
的
条
件
は
同
じ
で
あ
る
と
思
う
。
又
こ
の
老
荘
思
想
と
い
う
も
の
は
、
例

え
ば
前
記
小
林
智
照
氏
の
説
に
よ
る
と
、
発
展
し
て
い
っ
た
段
階
に
お
い
て
、

禅
思
想
に
も
影
響
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
、
そ
れ
が
や
が
て
仏
教
思
想
の
無
常
感

と
い
っ
た
も
の
と
関
連
し
、
兼
好
の
作
品
の
中
に
出
て
来
て
い
る
と
云
わ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
ζ

と
か
ら
も
兼
好
が
老
荘
思
想
を
彼
の
精
神
の
拠
り
所
と
し
た

こ
と
は
、
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
来
た
如
く
、
専
ら
そ
の
引
用
の
実
態
は
、
そ
れ
が
対
社
会
の
場

合
は
主
と
し
て
老
荘
が
、
対
自
己
の
場
合
に
は
主
と
し
て
論
語
が
、
そ
れ
ぞ
れ

分
離
独
立
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
そ
う
い
う
こ
と
を
離
れ
、
兼

好
の
人
間
性
と
い
っ
た
ζ

と
よ
り
ζ

の
問
題
を
考
え
て
も
、
中
世
の
社
会
は
、

こ
れ
迄
の
貴
族
に
よ
る
政
治
と
は
全
く
異
質
の
、
武
士
に
よ
る
政
治
へ
と
移
向

す
る
こ
と
に
よ
り
始
ま
っ
た
。
旧
来
の
貴
族
的
文
化
と
、
新
し
く
興
っ
た
武
家

文
化
と
の
対
立
、
混
渚
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
徒
然
草
が
書
か
れ
た

の
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
南
北
朝
分
立
の
前
夜
と
も
い
う
べ
き
時
代
で
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
複
雑
な
時
期
を
一
生
き
た
兼
好
は
、
出
家
で
は
あ
っ
た
が
、
出

家
と
い
っ
て
も
、
実
は
そ
れ
に
は
色
々
な
分
類
・
区
別
が
あ
っ
た
。

主
6

前
記
小
林
智
照
氏
は
法
師
を
次
一
の
四
つ
に
分
類
し
て
お
ら
れ
か
。

一
群

i
出
家
・
受
戒
・
修
学
と
進
む
い
わ
ば
法
師
の
正
統
派
で
あ
り
、
や
が
て

は
一
山
の
住
持
と
も
な
り
、
僧
位
僧
綱
に
も
列
す
る
。
天
台
・
真
言
な

ど
旧
仏
教
を
軸
と
す
る
教
学
の
世
界

ニ
群
l
一
群
か
ら
の
再
出
家
、
例
え
ば
天
台
教
学
に
参
じ
な
が
ら
‘
そ
の
学
風

に
あ
き
た
ら
ず
、
再
び
そ
乙
か
ら
脱
出
す
る
と
い
う
出
家
の
二
重
構
造

で
あ
る
。
鎌
倉
期
の
日
本
仏
教
の
宗
祖
逮

i
法
然
・
親
鷲
・
栄
西
・
道

元
・
日
蓮
な
ど
。

三
群
l
二
群
を
更
に
進
め
た
も
の
で
、
道
人
と
し
て
ひ
た
す
ら
説
経
持
戒
に
つ

－
と
め
、
弟
子
を
持
た
ず
、
法
を
説
か
ず
、
俗
縁
と
の
交
遊
を
全
て
た
ち

き
っ
て
、
独
居
幽
糖
す
る
「
出
家
」
の
理
念
の
最
も
純
粋
な
具
体
的
実

践
化
。

四
群
｜
隠
者
的
文
化
人
、
自
ら
棄
て
た
世
間
に
も
、
求
め
て
入
っ
た
仏
界
に

も
、
彼
ら
は
何
ら
の
束
縛
も
拘
束
も
な
い
。
法
師
で
あ
り
な
が
ら
法
師

の
戒
律
か
ら
も
自
由
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
従
え
ば
、
兼
好
の
出
家
は
第
四
群
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
群
・

二
群
・
一
ニ
群
の
い
わ
ば
正
統
派
法
師
聞
か
ら
、
は
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼

は
自
由
と
い
う
も
の
在
得
た
。
彼
は
徒
然
草
の
創
作
の
素
地
を
人
間
生
活
に
お

い
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
創
作
の
動
機
を
人
間
社
会
に
執
心
す
る
こ
と
に
よ
り

見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
法
師
と
は
、
そ
の
性
質
上
そ
う
い
う
人

聞
社
会
に
対
す
る
執
心
を
断
ち
切
る
乙
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
正
統
派
法
師
圏
か
ら
脱
落
す
る
ζ

と
に
よ
り

l
i兼
好
に
果
し
て
正
統
派

法
師
に
な
ろ
う
と
す
る
希
望
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
私
見
を
述
べ
る

と
、
世
の
中
に
無
常
を
感
じ
て
出
家
し
た
も
の
の
、
そ
れ
は
決
し
て
求
道
三
味
・

仏
道
修
行
に
専
念
す
る
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
で
あ

る
か
ら
兼
好
と
し
て
は
、
は
じ
め
か
ら
自
由
人
と
し
て
の
立
場
に
憧
れ
、
出
家

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
正
統
派
法
師
に
な
る
意
志
は
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う

i
l激
動
期
に
生
き
る
人
間
と
し
て
、
法
師
と
い
う
立
場
に
と
ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
極
め
て
自
由
な
精
神
生
活
を
送
る
こ
と
を
念
願
し
て
い
た
の
で
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は
な
い
か
と
思
う
。

下
級
の
貴
族
と
し
て
、
権
門
勢
家
に
仕
え
て
い
た
な
ら
ば
、
他
に
遠
慮
が
あ

っ
て
言
え
な
い
よ
う
な
こ
と
も
、
法
師
と
い
う
緩
街
地
帯
に
身
を
置
い
て
な
ら

比
較
的
楽
に
云
い
得
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
緩
衝
地
帯
に
身
を
置
い
て
い
る
こ

と
に
よ
り
、
現
実
の
社
会
生
活
か
ら
は
一
歩
退
い
た
時
点
に
お
い
て
、
激
動
す

る
社
会
・
あ
ら
ゆ
る
対
立
と
矛
盾
と
を
包
含
し
て
い
る
中
世
の
社
会
を
、
第
三

者
の
冷
静
な
、
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
な
目
で
眺
め
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
第
四
群
の
法
師
四
聞
に
属
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
は

「
真
の
意
味
の
自
己
解
放
と
重
苦
し
い
社
会
的
爵
鮮
か
ら
の
脱
却
」
を
為
し
得

た
の
で
あ
る
。
法
師
で
あ
り
な
が
ら
、
法
師
で
あ
る
ζ

と
に
と
ら
わ
れ
な
い
立

場
に
立
つ
兼
好
に
と
っ
て
徒
然
草
中
で
「
王
朝
時
代
の
美
に
憧
れ
、
人
間
の
愛

に
心
を
ひ
か
れ
、
老
荘
の
虚
無
の
世
界
に
も
共
鳴
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
と
と
は
、
何
ら
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
徒
然
草
に
お
け
る
矛
盾
の
問
題
で
あ
る
が
多
く
の
人
達
は
、
こ
の
矛

店
経
真
に
矛
盾
と
受
取
っ
て
お
ら
れ
る
。
が
し
か
し
西
尾
実
氏
は
、
兼
好
の
人

間
烈
解
に
三
つ
の
次
元
の
あ
る
こ
と
を
見
出
し
、
そ
れ
を
恩
愛
・
道
念
・
人
間

的
至
情
の
三
段
階
に
整
理
し
、
こ
れ
を
基
軸
に
し
て
、
徒
然
草
の
思
想
的
根
底

の
発
展
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
思
想
的
矛

注
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盾
が
実
は
矛
盾
と
い
え
な
い
こ
と
を
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

な
る
ほ
ど
兼
好
が
文
字
通
り
の
隠
遁
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
固
執
す
る

と
、
そ
れ
は
自
然
老
荘
に
傾
く
べ
き
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
れ
を
上
回
る
程
の

論
語
の
引
用
は
明
ら
か
に
矛
盾
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
法
師
で
あ
っ
て
も
は
や
法
師
で
な
く
、
法
師
の
あ
り
方
か
ら
は
み
出
し
て

い
る
兼
好
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
別
に
こ
だ
わ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る

以
上
見
て
来
た
よ
う
に
引
用
の
実
態
と
、
兼
好
の
属
す
る
法
師
圏
の
あ
り
方

か
ら
、
徒
然
草
に
お
け
る
老
子
・
荘
子
の
引
用
と
論
語
引
用
と
の
関
係
は
、
一

見
矛
盾
の
如
く
見
え
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
矛
盾
で
は
な
く
、
両
者
並
存
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
前
に
挙
げ
た
第
三
十
八
段
に
続
け
て
、

智
慧
出
で
て
は
偽
あ
り
、
才
能
は
煩
悩
の
増
長
せ
る
な
り
（
中
略
）

い
か
な
る
を
か
智
と
い
ふ
べ
き
、
可
・
不
可
は
一
条
な
り
。
い
か
な
る
を
か

善
と
い
ふ
。
ま
こ
と
の
人
は
智
も
な
く
徳
も
な
く
、
功
も
な
く
名
も
な
し
と

い
う
所
が
あ
り
、
出
典
と
し
て

一
智
恵
出
で
て
は
偽
り
あ
り
一
大
道
廃
有
仁
義
、
智
慧
出
有
大
一
老
子

一

，

一

偽

一

一
司
、
不
可
は
一
条
な
り
一
方
可
方
不
可
、
方
不
可
方
可
一
荘
子

一
ま
乙
と
の
人
は
智
も
な
く
、
徳
一
至
人
無
己
、
神
人
無
功
聖
人
無
一
荘
子

一

も

な

く

、

功

も

な

く

、

名

も

な

一

名

一

一

し

一

一
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な
ど
老
子
・
荘
子
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
兼
好
は
そ
れ

ら
の
言
葉
を
借
り
て
は
い
る
が
、
内
容
は
よ
く
消
化
し
尽
く
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
小
林
智
照
氏
は
こ
の
こ
と
を
、
「
老
荘
思
想
の
兼
好
的
展
開
」
と

い
わ
札
、
「
そ
の
主
題
と
構
想
と
は
あ
く
ま
で
も
兼
好
自
体
の
も
の
で
あ
り
、

発
想
の
基
盤
は
む
し
ろ
兼
好
の
創
造
的
な
主
体
性
に
あ
る
」
と
云
い
、
「
語
句

や
修
辞
に
老
荘
を
借
り
な
が
ら
も
、
結
局
そ
れ
ら
を
兼
好
色
に
か
し
融
込
み
、

注
8

る
つ
ぼ
化
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
、
つ
ま
り
兼
好
の
中
に
あ
っ
て
は
、
元
来

老
荘
思
想
で
あ
っ
た
も
の
も
、
彼
自
身
の
意
見
と
同
化
し
て
し
ま
い
、
は
っ
き

り
区
別
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。



日
常
生
活
に
於
い
て
は
、
生
活
の
規
範
を
論
語
の
愛
読
に
も
と
め
、
つ
い
で

精
神
の
拠
り
所
を
老
荘
や
仏
教
に
求
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
石
。

儒
家
と
道
家
と
い
う
こ
の
根
本
的
に
対
立
し
た
中
国
の
二
大
思
想
が
、
兼
好

の
中
で
並
存
し
て
生
き
て
い
た
の
も
、
主
と
し
て
こ
の
た
め
で
は
な
い
か
と
恩

わ
れ
る
。

以
上
本
稿
に
お
い
て
は
主
と
し
て
、
老
荘
・
論
語
引
用
よ
り
み
た
兼
好
の
矛

盾
性
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
こ
れ
ら
の
引
用
は
、
勿

論
中
に
は
単
な
る
詞
匂
の
断
片
的
引
用
も
あ
る
が
、
多
く
は
消
化
吸
収
し
て
引

用
し
た
、
つ
ま
り
兼
好
の
思
想
と
全
く
同
化
し
た
引
用
と
な
っ
て
い
る
。

従
っ
て
道
家
と
儒
家
と
い
う
乙
の
全
く
相
反
す
る
中
国
の
二
大
思
想
が
兼
好

の
内
部
に
お
い
て
は
、
対
立
・
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
兼
好

的
思
想
と
し
て
、
そ
の
内
部
に
並
存
し
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
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「
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学
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文
学
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