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『
文
心
雕
龍
』

の
基
本
的
性
格

其
三

(完
結
)

『
文
心
雕
龍

』

の
諸

子
性

に

つ
い
て
=

甲

斐

勝

二

は
じ
め
に

筆

者
は
こ
れ
ま
で
同
題

の
小
論
を

二
篇
提
出
し
て
来
た
。
第

一
篇
で
は

『
文
心
雕
龍
』

の
文
学
論
と
し
て
の
基
本
的
な
性
格
を
文
体

別
の
創
作
論
と
論
定
し
、
第

二
篇
で
は
そ
れ
が
当
時
貴
族
優
位
社
会
の
内
に
あ

つ
て
不
遇
で
あ

つ
た
寒
門
文
士
た
ち

に
向
け
て
の
創
作

論

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
本
小
論
で
は
更
に
歩
を
進
め
、

『
文
心
雕
龍
』
に
窺
わ
れ
る
諸
子
的
な
性
格
と
そ
れ
を

巡
る
幾

つ
か
の
間
題
に
つ
い
て
私
見
を
述

べ
て
、
以
て
同
題
の
拙
論
の
提
出
を
終
え
よ
う
と
思
う
。
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『
文
心
雕
龍
』
は
現
在
文
学
論
と
し
て
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
長
い
歴
史

の
上
で
は
必
ず
し
も
文
学
論
と
し
て
ば
か
り

見
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か

つ
た
。
そ
れ
を
簡
明
に
物
語
る
の
が
、
歴
代
各
種
目
録
の
分
類
で
あ
る
。
現
在
で
は
、

清
朝
に
編
ま
れ
た

『
四
庫
全
書
』
の
区
分

「集
部

・
文
学
評
論
類
」
が
最
も
妥
当
な
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
諸
子
に
区
分
し
た
目
録
も

幾

つ
か
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
の
確
認
し
え
た
目
録

の
う
ち
、
明
の
趙
璋
美

『
脈
望
舘
書
目
』
が
、

『
呂
氏
春
秋
』
、

『
准
南
子
』
、

『新
語
』
と
共
に
子
類
雑
家
に
入
れ
、
清
の
金
檀

『文
瑞
櫻
書
目
』
が
、

『
呂
氏
春
秋
』
、

『
老
子
』
、

『列
子
』
、

『
荘
子
』
、

『説
苑
』

『
文
心
雕
龍

』

の
基

本
的

性
格

其

三

(完

結

)

(
甲
斐

)



中
国
文
学
論
集

第
十
九
号

等
と
共
に
子
類
子
書
に
入
れ
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
に
楊
明
照
氏
の
調
査
さ
れ
た
著
録
表
に
よ
る
と
、

『
文
心
雕
龍
』

を
子
類
に
属
せ
し

め
た
目
録
と
し
て
、

『
寳
文
堂
書
目
』
明
晃
環
、

『徐
氏
家
蔵
書
目
』
明
徐
渤
、

『
突
慶
蔵
書
櫻
書
目
』
明
祁
理
孫
、

『
鳴
野
山
房
書

目
』

清
沈
復
藥
等

の
数
種
類
が
あ
る
。

『
文
心
雕
龍
』

に
論
じ
ら
れ
る
個
々
の
問
題
の
性
格
を
考
え
れ
ば
、
今
と
な

っ
て
は
や
は
り
文
学
評
論
に
分
類
す

る
の
が
適
当

で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
先
掲
の
目
録
同
様
に
筆
者
も

『
文
心
雕
龍
』
に
諸
子
的
性
格
を
強
く
感
じ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
書
籍
全
体
を

劉
龍
自
身
が
お

こ
な

っ
た
文
体
区
分
に
あ
て
は
め

て
分
類
す
る
と
き
、
そ
の
分
類
に
お
い
て
は
諸
子
に
属
す
と
考
え
て
然
る
可
き
も
の

に
思
わ
れ
、
ま
た
、
劉
龍
の
当
時
の
境
遇
を
考
慮
す
れ
ば
、

『
文
心
雕
龍
』
に

一
著
述
と
し
て
の
諸
子
性
を
見
る
こ
と
も
無
理
で
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
先
に
上
げ
た
各
目
録
が
如
何
な
る
理
由

で
子
類
に
分
類
し
た
の
か
、
筆
者
に
は
そ
の
詳
細
な
理
由

が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
よ

っ
て
、
以
下
に
筆
者
な
り
の
理
由
を
示
し
、
そ
の
可
能
性
を
探

つ
て
み
た
い
。

ま

ず

『
文
心
雕
龍
』
の
執
筆
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
序
志
篇
に
は
、
解
題
の
後
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

夫
れ
宇
宙
は
綿
遡
と
し
て
、
黎
献
は
紛
雑
た
り
、
葦
を
抜
け
類
を
出
る
は
、
智
術
の
み
。
歳
月
は
瓢
忽
と
し
て
、
性
霊
は
居
ら
ず
、

聲

を
騰
げ
實
を
飛
ば
す
は
、
制
作
の
み
。
夫
れ
貌
を
天
地
に
肖
り
、
性
を
五
才

に
稟
け
、
耳
目
を
日
月
に
擬
し
、
聲
氣
を
風
雷
に
方

る
有
り
、
其
れ
萬
物
を
超
出
し
た
る
は
、
亦
た
已
に
霊
た
り
　
。
形
は
草
木

の
脆
に
同
じ
く
も
、
名
は
金
石
の
堅
き
を
喩
ゆ
。
是
を

以

て
君
子
世
に
庭
す
に
、
徳
を
樹
て
言
を
建

つ
、
山豆
に
辮
を
好
ま
ん
や
、
已
む
を
得
ざ
る
也
。

}「

こ
れ
は
、
人
間
が
文
章
制
作
に
携
わ
る
必
然
性
を
解
く
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
劉
龍
が

『
文
心
雕
龍
』
を
制
作
し

た
意
図
の

一
つ
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
記
述
に
よ
る
と
彼
が

『
文
心
雕
龍
』
を
撰
し
た
そ
の
背
景
に
は
文
学
論
提
出
に
よ
る
立
名
の
願

い

が
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
、

『
文
心
雕
龍
』
上
篇
の
諸
子
篇
で
は
諸
子
の
文
体
を
規
定
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。諸

子
は
、
道
に
入
り
志
を
見
す
の
書
な
り
。
太
上
は
徳
を
立
て
、
其
の
次
は
言
を
立

つ
。
百
姓
の
華
居
す
る
や
紛
雑
し
て
顯
る
莫
き



を
苦
し
み
、
君
子
の
慮
世
、
名
徳

の
章
か
な
ら
ざ
る
を
疾
む
。
唯
だ
英
才
の
特
達
せ
し
の
み
、
即
ち
嫡
曜
と
し

て
文
を
垂
れ
、
其
の

姓
氏
を
騰
け
、
諸
を
日
月
に
懸
け
れ
り
焉
。

こ
こ
で
説
明
さ
れ
る
諸
子
の
性
格
は
、
前
掲

の
序
志
篇

の
引
用
文
と
内
容
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の

引
用
文
中
、
諸
子
の
文
体
が
劉
魏
の
言
う
よ
う
に

「道
に
入
り
て
志
を
見
わ
す
の
書
」

で
あ
り
、
か
つ

「論
」
と

「
諸
子
」
を
区
別
し

て
同
篇
に

「
博
く
萬
事
を
明
か
に
す
る
を
子
と
為
す
」
と
言
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
正
し
く

『
文
心
雕
龍
』
が
、
原
道
篇
に

「
道
」
を
論

じ
る
事
か
ら
始
ま

っ
て
文
体
論

・
構
想
論

・
修
辞
学

・
文
学
史

・
作
家
論
等
文
章
全
体
に
亙

っ
て
論
じ
よ
う
と
し
た
態
度
と
重
な
る
も

の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
前
掲
の
明
趙
崎
美

『
脈
望
舘
書
目
』
が
、

『
呂
氏
春
秋
』
、

『
准
南
子
』

と
共
に
子
類
雑
家

に
入
れ
、
清
金
檀

『
文
瑞
棲
書
目
』
が
、
同
じ
く

『
呂
氏
春
秋
』
と
共
に
子
類
子
書
に
入
れ
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
の
全
体
性
に
着
目
し
て
の

事
で
あ

っ
た
と
筆
者
は
推
測
す
る
。

第

二
に
、
劉
鋸
は
諸
子
の
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
同
篇
に
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

七
國
の
力
政
す
る
に
逮
及
し
、
俊
父
轟
起
す
。
孟
輌
は
儒
を
庸
け
て
以
て
馨
折
し
、
荘
周
は
道
を
述

べ
て
以
て
朝

翔
す
。

に
繁
鮮
積
む
と
錐
も
、
本
體
は
易
総
ぶ
、
道
を
述

べ
治
を
言
う
も
、
五
経
に
枝
條
た
り
。

:
然

る

=65[

こ
こ
で
は
各
諸
子
が
そ
れ
ぞ
れ
得
意
と
す
る
分
野
で
政
治
に
力
を
発
揮
し
た
事
を
述
べ
な
が
ら
も
、

つ
ま
る
と

こ
ろ

『
易
』
に
そ
の

本
体
を
総
べ
ら
れ
た
も

の
と
見
な
さ
れ
、
か
つ

「
五
経
の
枝
條
」
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

一
方
劉

総
に
と

っ
て
文
章

制
作

の
行
為
は
如
何
な
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
序
志
篇

に
言
う
。

唯
だ
文
章

の
用
は
、
實

に
経
典
の
枝
條
、
五
禮
之

に
資
り
て
以
て
成
り
、
六
典
之
に
因

っ
て
用
を
致
す
。
君
臣
の
嫡
燥
す
る
所
以
、

軍
國
の
昭
明
す
る
所
以
、
其
の
本
源
を
詳
か
に
す
れ
ば
、
経
典
に
非
ざ
る
莫
し
。

『
文
心
雕
龍

』

の
基

本
的

性
格

其

三

(
完
結

)
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甲
斐

)



中
国
文
学
論
集

第
十
九
号

つ
ま
り
、
諸
子
同
様
に
経
典

の
枝
條
で
あ

っ
て
、
政
治
に
力
を
与
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
の
上
、

『
文
心
雕
龍
』

の
篇

の
数
は

「理
を
位
し
名
を
定
る
は
、
大
易
の
数
に
彰
に
す
」
と
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に

『
易
』
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の
研
究
者
に
よ

つ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
そ
の
文
学
論

へ
の

『
易
』
の
影
響
は
多
大
な
も
の
で
あ

っ
て
、
諸
子
同
様

『易
』

に
よ

っ
て
総
ら
れ
た
も

の
と
言

っ
て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。

第

三
に
、
劉
鋸
は
諸
子
篇
末
に

嵯

夫
、
身
は
時
と
舛
い
、
志
は
道
と
共
に
申
ぶ
、
心
を
萬
古
の
上
に
標
げ
、
而
し

て
懐
を
千
載

の
下
に
送
る
、
金
石
は
靡
ぶ
と
も
、

聲

は
其
れ
錆
ん
か
乎
。

と
述

べ
る
。
こ
こ
に
諸
子
が
執
筆
さ
れ
た
状
況
を
示
す

「身
は
時
と
舛
う
」

の
語
は
、
以
下
の
章
に
詳
し
く
論
述
す
る
よ
う
に
、
正
し

く

『
文
心
雕
龍
』
制
作
時
に
お
け
る
劉
齪
の
境
遇
を
語
る
も
の
で
も
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、

『
文
心
雕
龍
』

の
文
体
区
分
を
以
て
そ
れ
自
身
を
区
分
す
る
と
き
、

そ
れ
は
諸
子
の

文
体

に
区
分
さ
れ
て
然
る
可
き
書
籍
と
言

っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
梁
書
』
本
伝
に
は
、
世
間
に
認
め
ら
れ

な
い

『
文
心
雕
龍
』

に
対

し
劉
鋸
自
身
は

「
自
ら
そ
の
文
を
重
ず
」
と
記
さ
れ
る
。
劉
魏
に

一
家
の
諸
子
の
樹
立
を
目
指
す
ほ
ど
の
強

い
意
気
込
み
が
あ

つ

た
こ
と
、
十
分
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「一

二

劉

龍
が

『
文
心
雕
龍
』
制
作
に
こ
の
よ
う
に
強
い
意
気
込
み
を
持

つ
に
至
る
に
は
、
彼
の
当
時
の
境
遇
に
大
き
な
原
因
が
あ

っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

『
梁
書
』
本
伝
以
下
の
記
述
に
拠
る
と
劉
魏
は

『
文
心
雕
龍
』
執
筆
当
時
父
の
早
世
に
よ

っ
て
家
貧
し
く
不
遇
の
身

で
あ

っ
た
。



劉

醍
、
字
彦
和
、
東
莞
菖

の
人
。
祖
霊
眞
、
宋
司
空
秀
之
の
弟
也
。
父
尚
、
越
騎
校
尉
。
龍
、
早
に
孤
な
り
。
篤
志
好
學
に
し
て
、

家
貧
し
く
婚
嬰
せ
ず
、
沙
門
僧
祐
に
依
る
。

こ
の
本
伝
の
記
載
と

『
文
心
雕
龍
』
中

の
記
述
か
ら
、
劉
醍
は
当
時
の
士
庶
区
別
に
お

い
て
士
族

で
は
な
く
士
族

に
よ

っ
て
差
別
を

受
け

た
庶
族
に
属
す
と
論
じ
た
の
が
、
王
元
化
氏
で
あ
る
。
王
元
化
氏
の
説
は
、
詳
細
な
議
論
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

当
時
の
貴
族
交
友

社
会

に
於
け
る
評
価

の
面
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
、
視
点
を
変
え
て
政
治
制
度
的
な
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
劉
鋸
を
士
、
あ
る

い
は
士
の
資
格
を
持

っ
た
者
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
劉
鋸
の
家
系
が
名
族
に
属
し
た
か
否
か
は
さ
て
お

き
、

そ
の
父
尚
は
越
騎
校
尉
ま
で
昇

つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
劉
宋
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
越
騎
校
尉
は
宋
代
四
品
官

で
あ

っ

て
、
史
書

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
当
時
五
品
官
以
上
の
子
孫
は
士
資
格
を
有
す
る
者
と
見
な
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
。

『
齊
書

・
禮
志
』
曹

思
文
上
表
に
言
う
。

晋
初
大
學
生
三
千
人
あ
り
、
既
に
多
く
し
て
狸
雑
な
り
、
恵
帝
の
時
、
そ
の
清
濁
を
辮
ぜ
ん
と
欲
す
。
故
に
元
康

三
年
、
始
め
て
國

子
學
を
立
て
、
官
品
第
五
以
上

(
の
子
弟
は
)
國
學
に
入
る
を
得
し
め
た
り
。
大
學
と
國
學
と
は
こ
れ
則
ち
晋
世

に
、
そ
の
士
庶
を

殊

に
し
、
そ
の
貴
賎
を
異
に
せ
ん
と
せ
し
の
み
。

一67=

こ
れ
に
よ
る
と
、
五
品
官
以
上
の
子
弟
は
南
朝
で
は
士
資
格
を
持

つ
と
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、

四
品
官

の
越
騎
校
尉
の
父
を
も

つ
た

劉
龍
は
士
資
格
を
持
ち
得
た
は
ず

で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
王
氏
の
説
く
よ
う
に
劉
鋸
は
庶
族
同
様

の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
劉
醍
が
所
謂
寒
士
の
立
場
に
あ

っ
た
為
と
思
わ
れ
る
。
宮
崎
市
定
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
当
時
士
族
と
庶

族

の
中
間
に
位
置
し
、
名
門
士
族
か
ら

「寒
」
と
軽
蔑
は
さ
れ
て
も
、
確
か
に

「
士
」
資
格
を
有
し
た
も
の
と
し
て
、
寒
士
の
区
分
が

あ

っ
た
ら
し
い
。
宮
崎
氏
は
寒
士

の
種
類
と
し
て
以
下
の
数
種
類
を
上
げ
て
い
る
。

、

先
祖
に
し
か
る
べ
き
人
が
あ
り
、
本
人
に
才
能
が
あ

つ
て
地
方

の
衙
門
に
仕
え
て
相
当
高

い
地
位
に
上

っ
て
も
、
人
が
別
に
こ
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れ
を
怪
し
ま
な
い
。

(例
陶
侃
)

二
、
王
室
あ
る
い
は
名
門
の

一
族
で
あ

つ
て
も
、
関
係
が
疎
遠
な
場
合
。

三
、

一
代
で
成
り
上
が

っ
た
者

の
子
の
場
合
。

(例
郭
瑛
)

四
、
学
問
が
あ

っ
て
士
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
る
場
合
。

(例
沈
峻
)

(例
司
馬
道
賜
)

劉

醍
は
当
時
貧
窮
し
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
家
系
を
考
え
る
と
、
過
去
に
司
空
に
昇

っ
た
秀
之
を

一
族
に
持

つ
の
で
第

一
、
ま
た

は
第

二
の
区
分
に
属
す
る
寒
士
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
あ
る
い
は
、
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
秀
之
と
無
縁
で
あ

っ
た
と
し
て
も
第

三
の

例
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
よ

っ
て
、
劉
鋸
が
寒
士

で
あ

つ
た
と
す
れ
ば
、
彼

の
名
族
社
会
に
お
け
る
扱
い
が
、
王
氏
に
指
摘
さ

れ
る
よ
う
に
庶
族
同
然
で
あ

っ
た
こ
と
も
不
思
議

で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
扱

い
が
庶
族
同
様

で
あ

っ
た
と
し
て
も
、

劉
龍
自
身

に
と

っ
て
み
れ
ば
、
自
分
も
士

で
あ
る
と
い
う
意
識
を
そ
れ
だ
け
に
強
く
持

っ
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
の
意

識
が
最
も
強
く
表

れ
る
の
が
、
程
器
篇

で
あ
る
と
筆
者
は
見
る
。

こ
の
程
器
篇
は
文
章
家

の
理
想
を
記
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
記
述

に
は
劉
龍
の
強
い

士
意
識
を
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
劉
縄
は
、
程
器
篇
の
冒
頭
で

『書
経

・
周
書
』

の

一
文
を
引
き
、
士
の
資
格
と
し
て
政
治
上
の

力
量
と
文
章
力
の
兼
有
を
述
べ
る
も
の
だ
と
解
釈
す
る
。
程
器
篇
中

「文
士
」
の
語
を
以
て
何
度
か
文
章
家
を
呼
ぶ

の
は
、
文
章
家
が

本
来
士
人
の
伝
統
上
に
あ
る
べ
き
為
と
見
た
為
に
違
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、

「文
士
」

の
語
を
敷
延
し
て
同
篇
末
に
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

==

是
を
以
て
君
子
は
器
を
藏
し
、
時
を
待
ち
て
動
き
、
事
業
に
獲
揮
す
、
固
り
宜
く
素
を
蓄
え
て
以
て
中
を
棚
し
、

采
を
散
し
て
以
て

外
を
彪
に
し
、
其

の
質
を
櫃
構
に
し
、
其
の
幹
を
豫
章
に
す
べ
し
、
之
を
璃
け
ば
必
ず
軍
國
を
緯
す
る
に
在
り
、

重
を
負
え
ば
必
ず

棟
梁
に
任
ず
る
に
在
り
、
窮
す
れ
ば
則
ち
猫
り
善
く
し
て
以
て
文
を
垂
れ
、
達
す
れ
ば
則
ち
時
を
奉
じ
て
以
て
績

を
騎
す
、
此
く
の

若
き
文
人
に
し
て
、
鷹

に
梓
材
の
士
な
り
　
。

こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
劉
魏
の
胸
中
に
士
人
意
識
が
強
く
あ

っ
て
こ
そ
成
り
立
つ
も

の
に
違

い
な
い
。
だ
と
す

れ
ば
、
引
用
文
中



「窮
ま
れ
ば
即
ち
独
善
し
て
以
て
文
を
垂
る
」

の
語
は
、
正
し
く
寒
門
文
士
劉
縄
の
立
場
を
代
弁
し
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。も

し
こ
の
よ
う
な
見
方
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
魏
朝
以
来
九
品
官
人
法
の
施
行
に
よ
り
、
門
閥
貴
族
の
み
が
高
位
高
官
に
就
き
得
た

南
朝

に
あ

っ
て
、
過
去

一
族
に
高
級
官
僚
を
出
し
な
が
ら
も
当
時
既
に
没
落
し
、
さ
ら
に
父
の
早
世
で
貧
窮
に
甘
ん
じ
ざ
る
を
得
な
か

っ

た
寒
門
文
士
劉
魏
が
、
立
徳

・
立
功
と
い
う
士
人
と
し
て
の
政
治
上
の
成
功
を
諦
め
、

『
文
心
雕
龍
』

の
制
作
に
よ

っ
て
、
第
三
の
道
、

つ
ま

り
文
論
制
作
と
い
う
著
述
立
言
に
よ
る
立
名
の
願

い
を
持

つ
に
至
る
の
は
自
然

の
成
り
行
き
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。

三

諸

子
的
性
格
を
有
す
る
と
見
る
と
き
、

で
は
、

『
文
心
雕
龍
』
に
は
如
何
な
る
特
徴
を
見
い
だ
す
事
が
で
き
る
の
か
。
こ
こ
で
は
そ

の
体
系
性
を
巡

っ
て
そ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
周
知

の
よ
う
に

『
文
心
雕
龍
』
は
中
国
の
文
論
史
上
極
め
て
希
な
強
い
体
系
性
を

有
し

て
い
る
。
そ
の
体
系
性
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
も
の
は
、
何
と
言

っ
て
も

「道
」
か
ら

「
五
経
」
が
導
か
れ
、
そ
の

「
五
経
」
か

ら
各
種

「文
體
」
が
派
生
し
た
と
す
る
系
統
論

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は

『
文
心
雕
龍
』
の

「
綱
領
」
と
呼
ば
れ
る
上
篇
の
篇

配
列

の
骨
幹
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
劉
総
が
こ
の
論
理
に
最
も
力
を
入
れ
て
い
た
こ
と
を
物

語
る
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
派
生
図
は
、
劉
魏
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

「
根
を
尋
ね
、
源
を
索
め
た
」

の
方
法
の
結
果
求
め
得
た
も
の
ら
し
い
。

つ
ま
り
、
劉
鶴
が
当
時

の
状
況
か
ら
過
去
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
い
っ
た
結
果
示
し
得
た
文
体

の
系
図
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
記

録
時
代
内

で
の
索
源
な
ら
と
も
か
く
、
各
種
文
体
が

「
五
経
」

に
発
し
、
そ
の

「
五
経
」
が

「道
」
に
導
か
れ
る
と
断
言
す
る
と
な
る

と
、

そ
の
論
理
に
は
基
づ
く
と
こ
ろ
が
あ

つ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
論
理
の
由
来
に
つ
い
て
、
李
日
剛
氏
は

こ
う
考
え
た
。
ま
ず

『
筍
子

・
儒
敷
篇
』
に
曰
く
、

=69う

聖
人
な
る
者
は
、
道

の
管
な
り
。
天
下
の
道
是
に
管
す
　
。
百
王
の
道
是
に

一
な
り
　
。
故
に
詩
書
禮
樂
の
是
に
婦
す
　
。
詩
は
是

れ
其
の
志
を
言
う
な
り
、
書
は
是
れ
其
の
行
を
言
う
な
り
、
樂
は
是
れ
其
の
和
を
言
う
な
り
、
春
秋
は
是
れ
其

の
微
を
言
う
な
り
。
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ま
た
揚
雄

『
法
言

・
寡
見
篇
』
に
日
く
、

或
も
の
問
う
、
五
経
に
辮
有
る
や
。

曰
く
、
惟
だ
五
経
の
み
辮
爲
り
。
天
を
説
く
も

の
は
易
よ
り
辮
な
る
は
莫
く
、
事
を
説
く
も
の

は
書
よ
り
辮
な
る
は
莫
く
、
體
を
説
く
も
の
は
禮
よ
り
辮
な
る
は
莫
く
、
志
を
説
く
も
の
は
詩
よ
り
辮
な
る
は
莫
く
、
理
を
説
く
も

の
は
春
秋
よ
り
辮
な
る
は
莫
し
。
斯
を
捨
き
て
は
、
辮
も
ま
た
小
な
り
　
。

及
び
桓
謳

『新
論

・
正
経
篇
』

に
曰
く
、

古

扶
禮
記
、
古
論
語
、
古
孝
経
は
乃
ち
嘉
論
の
林
藪
、
文
義

の
淵
海
な
り
。

(全
後
漢
文
巻
十
四
参
照
)

な
ど

の
文
章
に
基
づ
き
、
劉
魏
の
文
体
派
生
原
理
が
、

『
筍
子
』
と
漢
代
の
思
想
家
の
観
法
に
導
か
れ
た
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
。
李

氏
と
同
様
に

『
荷
子
』
の
影
響
を
強
く
見
る
主
張
は
張
少
康
氏
の
論
考
に
も
見
え
る
が
、
張
氏
は
更
に
劉
魏
の
思
想

に
神
秘
唯
心
論
の

色
彩

を
も
見
て
取
り
、
当
時
に
流
行
し
た
儒
仏
道
融
合
の
易
繋
辞
伝
解
釈
の
思
想
を
加
え
て
い
る
。

以
上
の
主
張
は
誠
に
尤
も
な
も
の
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
筆
者

に
は
更
に
も
う

一
つ
別
の
書
籍
の
影
響
を
考
え

て
お
く
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
前
漢
末
に
撰
せ
ら
れ
た
劉
向
の

『
七
略
』

で
あ
る
。

こ
の

『
七
略
』

の
詩
賦
の
分
類
に
、

『
文
心
雕
龍
』

に

見
ら

れ
る
よ
う
な
文
体
区
分

の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
と

い
う
簡
略
な
指
摘
は
既
に
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
筆
者
に
は
も
う
少
し
強

い
関
係

を
考

え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

『
七
略
』
は
劉
魏
が
そ
の
文
体
区
分
の
参
考
に
し
た
こ
と
が
明
ら
か

だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は

『
荷
子
』
よ
り
も
よ
り
直
接
的
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
実
は
こ
の

『
七
略
』

の
影
を

『
文
心
雕
龍
』

の
文
体
派
生
論
理
に
強
く
感
じ
る
こ
と
が
、
そ
の
諸
子
と
し
て
の
性
格
を
筆
者
に
考
え
さ
せ
る
契
機

と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

『
七
略
』
に
も
劉
総
の
所
謂
諸
子
的
な
性
格
が
窺
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
以
下

『
七
略
』

と
劉

観
の
文
体
派
生
論
と
の
関
係
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た

い
。

「m=



こ
の
劉
向

の

『
七
略
』
は
、
い
わ
ば
学
術
書
の
図
書
目
録
で
、
劉
向
の
手

で
始
め
ら
れ
、
劉
向
の
卒
後
、
息
子
の
劉
款
に
よ

っ
て
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
来
は
劉
散
の

『
七
略
』
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
劉
龍
は
劉
向

の
名
で
挙
げ
て
い
る
か
ら
、
今
は

そ
れ

に
従
う
。
残
念
な
事
に

『
七
略
』

の
原
書
は
既
に
滅
び
て
現
在
そ
の
全
貌
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
幸
い
に

『
漢
書

・

藝
文
志
』
は
そ
の
班
固
の
序
文
に
よ
る
と
彼
の

『
七
略
』
を
概
ね
踏
襲
し
た
も

の
ら
し
い
。
よ

っ
て
、

こ
こ
で
は

『藝
文
志
』
を

『
七

略
』

と
見
立
て
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

ま

ず

『
七
略
』

の
全
体
構
成
を
示
そ
う
。

一二三四五六

六
藝
略

諸
子
略

詩
賦
略

兵
書
略

術
数
略

方
技
略

易

書

詩

禮

樂

春
秋

論
語

孝
経

小
學

儒
家

道
家

陰
陽
家

法
家

名
家

墨
家

縦
横
家

屈
原
賦

陸
質
賦

孫
卿
賦

雑
賦

歌
詩

権
謀

形
勢

陰
陽

兵
技
巧

天
文

暦
譜

五
行

著
亀

雑
占

数
術

殴酉
経

経
方

房
中

神
倦

雑
家

農
家

小
説
家

一71一

配
列
の
順
序
に
撰
者

の
価
値
観
を
示
す
と
い
う
伝
統
の
思
想
は
、
こ
の

『
七
略
』
に
も
窺

い
得
る
。
と
い
う
の
は
第

一
の
六
藝
略
筆

頭
に
お
か
れ
る

『
易
』
は
諸
学
芸
の
宗
本
と
見
な
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
劉
向
は
六
藝
を
総
括
し
て
次
の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
。

六
藝
の
文
、
樂
は
以

て
神

に
和
す
、
仁
の
表
な
り
。
詩
は
以
て
言
を
正
す
。
義

の
用
な
り
。
禮
は
以
て
體
を
明
か
に
す
、
明
な
る
は

著

見
す
、
故
に
訓
無
き
な
り
。
書
は
以
て
聴
を
廣
く
す
、
知
の
術
な
り
。
春
秋
は
以
て
事
を
断
ず
。
信
の
符
な
り
。
五
な
る
者
は
、

蓋

し
五
常
の
道
、
相
須
ち
て
備
わ
る
。
而
し
て
易
之
を
原
と
爲
す
。
故
に
日
く
、

「
易
見
る
可
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
乾
坤
或
は
幾
ん

ど
息
め
り
　
。
」

(
師
古
日
く
、
此
れ
上
繋
の
誹
也
)
天
地
と
終
始
を
爲
す
を
言
う
な
り
。

『
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こ
の
主
張
は
、
六
藝
略
中
の
経
典

の
各
論
に
於
い
て
、
そ
の
始
源
や
性
格
の
規
定
を

『
易
』
に
結
び
付
け
て
説
く
態
度
か
ら
も
十
分

看
取

で
き
る
。

つ
ま
り
、
劉
向
は

『
易
』

に
つ
い
て
、

易

に
曰
く

「
底
戯
氏
象
を
天
に
仰
観
し
、
法
を
地
に
傭
観
す
、
鳥
獣
の
文
與
地
の
宜
を
観
、
近
く
は
諸
を
身
に
取
り
、
遠
く
は
諸
を

物

に
取
る
、
是
に
於

い
て
始
め

て
八
卦
を
作
り
て
以
て
神
明
の
徳
に
通
じ
、
以
て
萬
物

の
情
を
類
す
。

と
繋

辞
伝
の
文
を
引
き
、

こ
れ
こ
そ
藝
文
の
始
源
に
立

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
。
次
い
で

『書
』
に
つ
い
て

「易
に
日
く
、

河
、
圖
を
出
し
、
維
、
書
を
出
し
、
聖
人
之
に
則
る
、
故
に
書

の
起
こ
る
所
遠
し
　
。
」
と
述

べ
る
よ
う
に
、
そ
の
他
の
経
典
は
概
ね

『
易
』
に
結
び
付
け
ら
れ
て
そ
の
起
源
や
性
格
付
け
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。

で
は
、
各
諸
子
は
い
か
な
る
位
置
付
け
を
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
そ
の
始
源
を
周
代
の
官
職
に
結
び

付
け
ら
れ

て
記
さ
れ
て
い
る
。
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儒
家

…
儒
家
な
る
者

の
流
れ
は
、
蓋
し
司
徒
官
に
出
ず
。

道
家

…
道
家
な
る
者

の
流
れ
は
、
蓋
し
史
官
に
出
ず
。

陰
陽
家

…
陰
陽
家
な
る
者
の
流
れ
は
、
蓋
し
義
和
の
官
に
出
ず
。

法
家

…
法
家
な
る
者

の
流
れ
は
、
蓋
し
理
官
に
出
ず
。

名
家

…
名
家
な
る
者

の
流
れ
は
、
蓋
し
禮
官
に
出
ず
。

墨
家

…
墨
家
な
る
者

の
流
れ
は
、
蓋
し
清
廟

の
守
り
に
出
ず
。

縦
横
家

…
縦
横
家
な
る
者
の
流
れ
は
、
蓋
し
行
人
の
官
に
出
ず
。

雑

家

…
雑
家
な
る
者

の
流
れ
は
、
蓋
し
議
官
に
出
ず
。

農
家

…
農
家
な
る
者

の
流
れ
は
、
蓋
し
農
稜
の
官
に
出
ず
。

小
説
家

…
小
説
家
な
る
者
の
流
れ
は
、
蓋
し
稗
官
に
出
ず
。



そ
し

て
最
後
に
諸
子
の
学
術
を
締
め
く
く
り
、

諸
子
十
家
、
其
の
観
る
可
き
者
は
、
九
家
の
み
。
皆
王
道
既
に
微
え
、
諸
侯
力
政
し
、
時
君
世
主
、
好
悪
方
を
殊

に
す
る
に
起
る
。

是
を
以
て
九
家
の
術
、
轟
出
し
て
並
び
作
り
、
各
お
の

一
端
を
引
き
、
其
の
善
と
す
る
所
を
崇
ぶ
。
…
…
易
に

曰
く

「
天
下
蹄
を
同

じ
く
す
る
も
塗
を
殊
に
し
、
致
を

一
に
す
る
も
慮
を
百
に
す
」

(師
古
日
く
、
下
繋

の
僻
)
今
家
を
異
に
す
る
者
は
各
お
の
長
ず
る

所
を
推
し
、
知
を
窮
め
て
、
以
て
其
の
指
を
明
ら
か
に
す
。
蔽
短
有
り
と
錐
も
、
其
の
要
蹄
を
合
す
れ
ば
、
亦
た

六
経
の
支
與
流
喬

な
り
。

(師
古
曰
く
、
其
の
六
経
に
於
る
や
、
水
の
下
流
、
衣
の
末
喬

の
如
き
な
り
)

と
述

べ
、
劉
向
は
諸
子

の
学
術
を
経
典
の
下
流

・
末
商
に
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ

っ
た
。

恐
ら
く
劉
向
は
経

典
こ
そ
周
王
朝
を
支
え
る
根
本
思
想
と
な
る
も

の
で
あ

っ
て
、
そ
の
周
代

の
思
想
の
下
に
機
能
す
る
各
官
職
の
仕
事
か
ら
派
生
し
て
で

き
た
学
術
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
諸
子
は
、
所
詮
経
典
の
系
統
下
に
属
す
べ
き
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

続
く
詩
賦
略
に
、
賦
や
詩
歌
が

『詩
』

に
よ

っ
て
そ
の
性
格
が
規
定
さ
れ
価
値
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
経
典
重
視

の
劉
向
の
見
方
か
ら

す
れ
ば
当
然

で
あ
ろ
う
。
詩
賦
略
に
次
ぐ
兵
書

・
術
敷

・
方
技

の
三
略
は
、
共
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
、
諸
子
と
同
様
の
位
置
付
け

が
な
さ
れ
る
。
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兵
書
略
…
兵
書
な
る
者
は
、
蓋
し
古
司
馬
の
職
に
出
ず
。

術
数
略
…
術
敷
な
る
者
は
、
皆
明
堂
義
和
ト
の
職
な
り
。

方
技
略
…
方
技
な
る
者
は
、
皆
生
生
の
具
、
王
官

の

一
守
な
り
。

こ
の
三
略
も
諸
子
同
様
の
位
置
付
け
を
さ
れ
で
い
る
所
を
見
る
と
、
経
典
と
の
直
接
の
関
係
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
れ

ら
の
学
術
も
や
は
り
諸
子
同
様

に
経
典
の
系
統
下
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
に
違

い
な
い
。
だ

と
す
る
と
、
こ
の

『
文
心
雕
龍
』
の
基
本
的
性
格

其
三

(完
結
)

(甲
斐
)
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『
七
略
』
は
、
各
種
学
術
を
経
典
の
下
に
配
列
し
て
、
経
典
を
中
心
と
す
る
学
術

の

一
大
体
系
を
示
そ
う
と
し
た

一
つ
の
著
述
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
各
略
に
つ
い
て
劉
向
が
述
べ
る
と
き
、
そ
こ
に
は

『
易

・
繋
僻
傳
』

の
引
用
が
頻
繁
に
現
れ
る
こ
と
、
引

用
文

中
括
弧
に
示
し
た
顔
師
古
の
注
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
は
劉
向
が
各
学
術
を
経
典

の
下
に
統
合
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の

論
理

の
裏
付
け
を
特
に

『
易

・
繋
餅
傳
』
に
求
め
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、

『
七
略
』

の
撰
述
方
法
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
構
成
法
を
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
劉
向

は
、

『
易

・
繋
群

傳
』

に
論
理
の
根
拠
を
お
き
、
そ
の

『
易
』
を
起
点
と
し
て
ま
ず
経
典
を
学
術

の
第

一
に
あ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
次
に
そ
の
経
典

か
ら
派
生
し
た
も
の
と
し
て
諸
子
を
考
え
、
詩
賦
を
考
え
、
技
術
系
の
実
学
三
種
を
考
え
て

『
七
略
』

の
篇
次
を
構
成
し
、
そ
れ
に
よ

っ

て
経
典
を
最
重
視
し
た
学
術
体
系
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
こ
の

『
七
略
』
に
見
ら
れ
る
経
典
と
各
種
学
術
と
の
関
係
観
は
、

『
文
心
雕
龍
』
上
篇
に
見
ら
れ
た
道
と
経
典
と
各
種

文
体
と
の
関
係
に
極
め
て
類
似
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
劉
龍
は
原
道
篇
に
、

『易

・
繋
僻
傳
』

の
語
に
基
づ
き
人
の

「
文
」
の

誕
生
を
、
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人
文
の
元
、
太
極
よ
り
肇
ま
る
、
神
明
を
幽
讃
す
る
は
、
易
象
惟
れ
先
ん
ず
。
庖
犠
は
其
の
始
め
を
書
し
、
仲
尼
は
其
の
終
り
を
翼

す
。
而
し
て
乾
坤

の
雨
位
に
の
み
、
猫
り
文
言
を
制
す
。
言
の
文
な
る
や
天
地
の
心
な
り
哉
。
若
し
廼
ち
河

の
圖

の
八
卦
を
孕
み
、

洛

の
書

の
九
疇
を
輻
む
、
玉
版
金
鎮

の
實
、
丹
文
緑
牒
の
華
、
誰
か
其
れ
之
を
　
る
、
亦
た
神
理
の
み
。

と

述

べ
、

最

後

に
、

故

に
知
る
、
道
は
聖
に
沿

い
て
文
を
垂
れ
、
聖
は
文
に
因
り
て
道
を
明
ら
か
に
し
、
労
く
通
じ
て
滞
る
こ
と
無
く
、
日
に
用
い
て
匿

き

ざ
る
を
。
易
に
曰
く
、
天
下
の
動
を
鼓
す
者
は
群
に
存
す
と
。
僻
の
能
く
天
下
を
鼓
す
る
所
以
の
者
は
、
廼
ち
道
の
文
な
れ
ば
な

り
。



と

「
道
」
か
ら
聖
人
を
通
し
て
経
典
が
導
か
れ
る
こ
と
を
言

つ
て
い
た
。
ま
た

「宗
経
篇
」
に
、

故

に
論
説
僻
序
は
、
則
ち
易
其
の
首
を
統
じ
、
詔
策
章
表
は
、
則
ち
書
其

の
源
を
襲
し
、
賦
頬
謁
讃
は
、
則
ち
詩
其
の
本
に
立
ち
、

銘
謙
箴
祝
は
、
則
ち
禮
其
の
端
を
総
べ
、
紀
傳
盟
激
は
、
則
ち
春
秋
根
を
爲
す
。
並
び
に
高
き
を
窮
め
て
以
て
表
を
樹

て
、
遠
ぎ
を

極
め
て
以
て
彊
を
啓
く
、
百
家
騰
躍
す
る
も
、
終
に
は
環
内
に
入
る
所
以
の
者
な
り
。

と
述

べ
て
経
典
と
当
時
流
行
の
各
種
文
体
と
の
関
係
を
指
摘
し
、
そ
の
派
生
関
係
を
主
張
し
た
。
上
篇
文
体
論
に
扱
わ
れ
る
文
体
の
凡

て
が

こ
の
引
用
文
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
劉

鋸
が
凡
て
の
文
体
を
経
典
の
下
に
派
生
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い

た
事

は
間
違

い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
、

『
易

・
繋
群
傳
』

の
論
理
に
文
の
発
生
原
理
を
求
め

つ
つ
、
現
実
に
は
経
典

の
下
に
各
種
文
体

を
系

統
化
す
る
態
度
は
、
先
に
見
た

『
七
略
』
が

『
易

・
繋
誹
傳
』

の
論
理
に
よ
り
つ
つ
諸
学
術
を
経
典
の
派
生
形
と
し
て
見
な
そ
う

と
し
た
態
度
と
類
似
す
る
も
の
に
思
わ
れ
る
。

『
七
略
』

に
は
、

『
文
心
雕
龍
』

に
見
え
る

「道
」
と
経
典
の
関
係
が
明
示
さ
れ
て
い

な
い
点
が
些
か
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、

『
七
略
』
に
、
底
戯
氏
が

「是
に
於
い
て
始
め
て
八
卦
を
作
り
、
以
て
神
明
の
徳

に
通

じ
、
以
て
萬
物

の
情

に
類
す
。
」
と
の

『
繋
僻
傳
』

の
引
用
を
以
て

『
易
』

の
誕
生
が
述

べ
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
れ
ば
、

こ
の

「
神
明
」

の
語
に
劉
競
の

「
道
」
と
の
構
造
的
類
似
性
を
指
摘
す
る
の
は
さ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

『
七
略
』
が

引
く

「神
明
」
の
語

の
意
味
は
劉
龍
の
い
う

「道
」
と
同
じ
く

「
現
象
の
背
後

に
潜
む
真
理
」
と
考
え
得
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、

劉
縄
は
原
道
篇
中
、

『
繋
僻
傳
』

に
よ

つ
て

「人
文

の
元
、
太
極
よ
り
肇
る
、
神
明
を
幽
讃
す
る
は
、
易
象
惟
れ
先

ん
ず
。
」
と
述

べ
、

か
つ

「道
」

「神
理
」

の
語
を

「
神
明
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
。

『
七
略
』
が
、
易
象
が
そ
の
よ
う
に
作
ら
れ
発
展
し
て

『
易
』
に
な

っ
た
と
見
な
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

『
易
』
を
大
元
に
戴
く
各
経
典
は
本
を
正
せ
ば

「
神
明
」
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と

い
う

こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
劉
魏
は
経
典
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る

「
道
」
を
よ
り
強
調
し
、
劉
向
は
経
典
を
よ
り
強
調
し
た
と

い
う
違

い
が
あ
り
、
し
か
も

「
道
」
と

「
神
明
」

の
具
体
的
な
内
容
に
は
隔
り
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も

『
七
略
』

の
主
張

の
中
に
は

「
神
明
」
↓

「経
典
」
↓

「各
種
学
術
」
と
簡
略
化
し
得
る
各
種
学
術
の
系
統
化
の
論

理
構
造
が
内
在
し

て
い
た
と
言

つ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
比
較
に
妥
当
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
劉
鋸
が

『
文
心
雕
龍
』
を
撰
す
る
と
き
、
分
野
は
違
う
と
は
い
え
、
劉
向

『
七
略
』

が
示
し
た
経
典
に
よ
る
学
術
派
生
原
理
を
、
自
分

の
文
体
派
生
原
理
に
参
考
応
用
し
た
と
言
う
こ
と
も
十
分
可
能

な
の
で
は
あ
る
ま
い

か
.

た
だ
し
こ
の
事
は
、
そ
の
文
体
派
生
原
理
に
当
時
流
行
の
玄
学
思
想

の
影
響
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
事
、

一
応
断

っ
て
お
く
。

四

こ
れ
ま
で
の
検
討
が
、
ほ
ば
当
を
得
た
も
の
で
あ

つ
た
と
す
れ
ば
、
以
前
拙
論
に
指
摘
し
た
よ
う
に

『
文
心
雕
龍
』
上
篇
は
文
体
別

の
創
作
論
で
あ
る
と
と
も
に
、
当
時
盛
ん
に
作
ら
れ
た
文
体
全
体
、

つ
ま
り
劉
鰐
の
所
謂
文
章
を

「道
」
と
経
典

の
下
に
体
系
化
し
よ

う
と

し
た
狙
い
を
持

っ
た
部
分
で
も
あ

っ
た
と
言

つ
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る

『
文
心
雕
龍
』
が
劉
鋸
の
よ

う
な
社
会
的
に
恵
ま
れ
な
い
境
遇
に
あ

っ
た
寒
門
文
士
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
は
寒
門
文
士
を
代
表
す
る

も
の
と
し
て
の
強

い
願
い
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
劉
龍
は
そ
れ
に
つ
い
て
自
分

で
は
明
快
に
は
言
わ

な
い
。
よ

っ
て
、

憶
測

の
域
を
出
な
い
こ
と
は
充
分
承
知
の
う
え
で
、
以
下
、

こ
れ
に
つ
い
て
述

べ
、
以
て
同
題
の
拙
論
の
ま
と
め
を
兼
ね
よ
う
と
思
う
。

先

の
拙
論
に
お

い
て
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
結
論
し
た
。
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『
文
心
雕
龍
』
は
、

そ
も
そ
も
当
時
貴
族
制
度
社
会
の
下
で
不
遇

の
立
場
に
置
か
れ
た
寒
門

の
文
章
家
た
ち
に
向

け
て
作
ら
れ
た
創

作
論
な
の
で
あ
り
、
そ
の
見
地
に
立

つ
な
ら
ば
、

『
文
心
雕
龍
』

の
文
体
論
の
領
域
の
広
汎
さ
の
背
景
に
簡
明
な
説
明
が
付
け
ら
れ

る
事
、
及
び
そ
の
文
学
論
の
根
幹
を
な
す

「
道
」
↓

「
五
経
」
↓

「
各
種
文
體
」
と
展
開
す
る
理
論
は
、
不
遇

の
文
章
家
た
ち
が
、

自
ら
の
文
章
制
作

の
立
場
を
伝
統
的
権
威

で
意
味
付
け
価
値
付
け
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
な
し
得
る
。

以
上
の
結
論
は
、

『
文
心
雕
龍
』
が
寒
門
文
士
側
に
立

つ
た
文
学
論
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
と
こ
ろ
で
、
本
小
論
前
述
の
検
討
に
よ
る
と

『
文
心
雕
龍
』
綱
領

の
位
置
を
占
め
る
上
篇
に
は
、
劉
向

『
七
略
』
に
み
ら
れ
た
よ

う
な
、
あ
る
分
野
全
体
を
分
類
と
配
列
に
よ

っ
て
体
系
化
し
そ
こ
に

一
つ
の
領
域
地
図
を
示
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ

っ
た
。
し
か
も
、



そ
れ
は
士
人
達
が
伝
統
的
に
権
威
と
し
て
認
め

て
来
た

「道
」
と
経
典
に
よ
る
価
値
付
け
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
そ
こ

に
、

次
の
よ
う
な
劉
鋸

の
願
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
当
時
不
遇
の
寒
門
文
士

の

一
人
と
し
て
、
劉
総

は
彼
ら
の
携
わ

つ
た
文
章
制
作
の
場
を
、
彼
ら
の
活
躍
を
示
し
得
て
、
か
つ
彼
ら
の
伝
統
的
な
価
値
観
と
矛
盾
し
な

い

一
つ
の
活
動
分

野
と
し
て
理
論
的
に
体
系
化
し
て
確
立
し
た
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
具
体
的
に
言
う
な
ら
、
当
時
上
流

士
族

つ
ま
り
所
謂
貴
族
と

の
交
流
の
下
で
彼
ら
が
携
わ

っ
て
い
た
修
辞
性
の
高
い
詩
賦
や
、
そ
の
ほ
か
の
文
章
制
作

の
行
為
に
、
彼
ら

下
積

み
の
士
人
に
は
機
会

の
希
な
士
人
立
徳

・
立
功
の
行
為
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、

つ
ま
り
、
彼
ら
の
政
治
上
の
不
遇
に
代
わ
る
も

の
と
し
て
、
高
度

の
価
値
を
与
え
て

『
文
心
雕
龍
』

の
中
に
構
成
し
世
に
示
そ
う
と
す
る
願
い
が
あ

つ
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
に
思
え

る
の

で
あ
る
。

こ

の
よ
う
に
推
測
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
上
篇

の
文
体
配
列
が
、
宗
経
篇

の
発
言
に
予
想
さ
れ
る
配
列
と
は
全
く
異

な
る

こ
と
に
対
し
て
、
説
明
が

つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
前
掲
の
宗
経
篇
の
引
用
文
に
は
、

文
体
が
、
論
説
辞

序

(
易
)、
詔
策
章
奏

(書
)
、
賦
頒
歌
讃

(詩
)、
銘
謙
箴
祝

(禮
)、
紀
傳
盟
激

(春
秋
)
の
順
序

で
現
れ
る
。

こ
の
順
序
は
、

『
七

略
』

に
示
さ
れ
た
経
典
の
順
序

に
従

つ
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
経
典
の
権
威

の
み
を
重
ん
じ
る
な
ら
ば
、
こ
の
順
序

に
よ

っ
て
文
体
論

が
構

成
さ
れ
て
し
か
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
文
体
論
二
十
篇
は
、
周
知
の
よ
う
に
韻
文
系
と
散
文
系
と
の
二
つ
に
別
か
れ
、
韻

文
が
初

め
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
韻
文
で
は
詩

・
楽
府

・
賦
と
い
う
順
序
で
そ
の
初
め
に
文
学
性
の
高
い
詩

賦
の
文
体
が
置
か

れ
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
配
列
が
、
た
ま
た
ま
そ
う
な

つ
た
の
で
は
な
く
、
劉
組

が
意
図
的
に
こ
の
よ
う
に
し
た
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
文
学
原
理
論
に
あ
た
る
冒
頭
五
篇
に
は
辮
騒
篇
が
置
か
れ
て
楚
群
の
文
章

へ
の
利
用
が
説
か
れ

て
い
た
。
楚
誹

の

利
用
は
、
何
と
言

っ
て
も
韻
文
、
し
か
も
詩
賦
の
文
体
制
作
に
と

つ
て
よ
り
有
効
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
下
篇

の
修
辞
論
は
高

度
の
修
辞
を
要
求
さ
れ
る
詩
賦

の
文
体
制
作
に
よ
り
有
効
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
よ

っ
て
、
劉
鋸
は
、
数
あ
る
文
体

の
中
で
何
よ
り

も
詩
賦

の
文
体
を
最
重
視
し
た
文
体
配
列
を
行

つ
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
上
篇

の
文
体
配
列
は
、
劉

龍
の
詩
経
重
視
か
ら
く
る
こ
と
が
当
然
予
想
さ
れ
る
の
だ
が
、
南
朝
期
に
は
詩
賦
楽
府
等
の
韻
文
が

特
に
楽

し
ま
れ
、
ま
た
文
章
家
達
に
よ

っ
て
盛
ん
に
作
ら
れ
た
状
況
を
も
踏
ま
え
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
文
集
の
初
め

と
言
わ
れ
る
晋
摯
虞
の

『
文
章
流
別
志
』
は
韻
文
を
集
め
て
い
た
と
言
わ
れ
る
し
、
劉
縄
当
時
の
文
学
総
集
梁
薫
統
の

『文
選
』
は
賦

・

『
文
心
雕
龍
』
の
基
本
的
性
格

其
三

(完
結
)

(甲
斐
)

=77う



中
国
文
学
論
集

第
十
九
号

詩

・
楽
府
が
先
ず
始
め
に
お
か
れ
現
在
の
六
十
巻
本
中
の
半
分
を
越
え
、
徐
陵
の

『
玉
台
新
詠
』
は
詩
集
で
あ
る
。
ま
た
、

『
文
心
離

龍
』

に
些
か
遅
れ
る

『
詩
品
』

で
は
、
貴
賎
を
問
わ
ず
に
詩
作
り
に
熱
中
す
る
様
子
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
。

今

の
士
俗
、
斯
風
熾
ん
な
り
　
。
縷
く
能
く
衣
に
勝
え
、
甫
め
て
小
學

に
就
く
や
、
必
ず
甘
心
し
て
驚
を
馳
す
焉
。
是

に
干
い
て
、

庸
音
雑
體
、
人
各
お
の
容
を
爲
す
。
膏
膜

の
子
弟
、
文

の
逮
ば
ざ
る
を
恥
じ
、
終
朝
鮎
綴
し
、
分
夜
坤
吟
し
て
、
猫
り
観
て
警
策
と

謂

い
爲
す
も
、
衆
観
れ
ば
終
に
平
鈍
に
倫
つ
。

(『
詩
品
序
』
)

ち

な
み
に
、
寒
門
文
士
の
中
に
は
、
貴
族
と
の
交
遊

で
文
才
を
認
め
ら
れ
て
、
官
職
を
得
た
者
が
か
な
り
い
た
よ
う

で
あ
る
。
例
え

ば
、
呉
均
は
、
寒
賎

の
家
柄
な
が
ら
、
劉
縄
同
様
沈
約
に
文
才
を
認
め
ら
れ
て
、
天
監
の
初
め
柳
揮
に
仕
え
日
々
に
詩
賦
を
作

っ
て
い

る
し
、
高
爽
は
王
倹
に
詩
を
贈
り
職
を
得

て
い
る
。
鍾
喋
が
指
摘
す
る
よ
う
な
作
詩
の
状
況
も
、
寒
門
文
士
に
と

っ
て
は
か
な
り
切
実

な
も

の
が
あ

っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
参
考
に
す
れ
ば
、
劉
魏
が
詩
賦
の
文
体
を
重
視
し
た
こ
と
は
、
当
時

一
般
の
文
学

の
嗜
好
状

況
に
従
う
も
の
と

言

っ
て
良
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
経
学
の
価
値
観
に
直
接
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
韻
文
、
中

で
も
詩
賦
を
最
重
視
し
て
体
系
化
し
た
そ
の

背
後

に
は
、
前
述
の
よ
う
な
劉
龍
の
願

い
、
つ
ま
り
彼
ら
寒
門
文
士
が
実
際
に
接
し
て
い
た
文
学
状
況
の
現
実
に
沿

っ
た
形
で
の
体
系

化
と

そ
の
士
人
思
想
下

へ
の
組
み
込
み

へ
の
願
い
を
読
み
取
る
こ
と
も
無
理
で
は
な
さ
そ
う

で
あ
る
。

「鴇=

お
わ
り
に

以
上
、

「
『
文
心
雕
龍
』

の
基
本
的
性
格
」
と
い
う
題
で
三
篇

の
小
論
を
提
出
し
た
。
誠
に
拙
い
内
容
で
は
あ

つ
た
け
れ
ど
も
、
こ

れ
ま

で
の
考
察
が
当
を
得
た
も
の
で
あ

つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

『
文
心
雕
龍
』

の
基
本
的
な
性
格
、
特
に
上
篇
の
そ
れ
と
し
て
、
次
の

よ
う
な
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
、

『
文
心
雕
龍
』
は
、
当
時
劉
魏
同
様
の
寒
門
文
士
た
ち
が
携
わ

っ

て
い
た
文
章
制
作
を
士
人
の
正
統
な
営
み
と
し
て
、
道
と
経
典
の
伝
統
的
権
威

の
下
で
の
価
値
付
け
を
目
指
し
た
、

い
わ
ば
諸
子
的
性



格
を
持

つ
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
で
は
、
各
文
体

の
創
作
法
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
な
が
ら
そ
の
文
体
を
基
礎
単
位
と

し
て
道
と
経
典

の

下
に
体
系
化
が
行
な
わ
れ
、
彼
ら
の
文
才
を
発
揮
す
る
場
の
確
立
が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
劉

薦
の
論
理
が
、
彼
自
身
そ
う
で
あ

っ
た
寒
門
文
士
の
現
状
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
は
い
え
、
劉
鋸
が
無
条
件
に
現
状
を

肯
定
す
る
理
論
を
提
出
し
て
は
い
な
い
こ
と
は
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
劉
醜
は
詩
賦
の
重
視
と
修
辞
性
に
富
む
美
文
化
と
い

う
当
時
の
文
章
制
作
の
状
況
を
基
本
的
に
は
肯
定
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま

で
士
意
識
の
下
に
矯
正
し
検
討
取
捨
さ
れ
た
上
で

の
体
系
化
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
.
文
体
論
各
篇
で
行
わ
れ
る
文
体

の
定
義
と
作
品
批
評
そ
し
て
創
作
法
の
指
示
よ
り
、
そ
れ
は

十
分
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
劉
鋸
の
具
体
的
な
文
学
規
準
、
ま
た
内
面
化
さ
れ
た
審
美
観
が
認
め
ら
れ
、
筆
者
が
文
論
研
究

を
続
け
る
と
す
れ
ば
、
当
然
次
に
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
べ
き

で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
拙
論
は
、
寒
門
文
士
劉
総
と

当
時

の
貴
族
社
会
お
よ
び

『
文
心
雕
龍
』
と
の
関
係
に
重
点
を
置
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
文
学
論
の
研
究
と
し

て
は
こ
れ
だ
け

で
は
片
手
落
ち
で
あ
る
こ
と
、
十
分
承
知
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
先
人
の
述

べ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

い
ま
筆
者
の
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
今
後
、
拙
論
三
篇

の
結
論
を
再
検
討
し
た
後
、

可
能
な
ら
再
び
取

り
掛

る
こ
と
に
し
た
い
。

一
九
九
〇

八

十
五

「79一

注

(
1
)一

『
文
心
雕
龍
』

の
基
本
的
性
格
1
そ
の
創
作
論
と
し

て
の
編
述
体
系

(『
中
国
文
学
論
集
』
第
十

一
号

一
九
八

二
)

口

『
文
心
雕
龍
』

の
基
本
的
性
格
其

の
二
=
寒

門
文
士

へ
の
創
作
論
=

(『
中
国
文
学
論
集
』
第
十
八
号

一
九
八
九
)

(
2
)楊
明
照

『
文
心
雕
龍
校
注
拾
遺
』

(
上
海
古
籍
出
版
社

一
九
八
二
)
付
録

著
録
参
照
。

(
3
)
王
元
化

『
文
心
雕
龍
創
作
論
』

(
上
海
古
籍
出
版
社

一
九
八
四
)

「
劉
醜
身
世
与
士
庶
区
別
問
題
」
参
照
。

(
4
)宮
崎
市
定

『
九
品
官

人
法

の
研
究
』

(東
洋
史
研
究
会

一
九
五

一
・
三
)
第

二
篇
第
三
章
七

・
八
節
参
照
。
本
文
以
下

の
上
表
文

の
訓
読
は
該
書
よ

り
引
用
。

『
文
心
雕
龍

』

の
基
本

的
性

格

其

三

(
完

結

)

(
甲

斐

)



中

国
文

学
論

集

第
十

九
号

(
5
)宮
崎
氏
前
掲
論
文
同
箇
所

よ
り
整
理
引

用
。

(
6
)程

天
枯

「
劉
縄
家
世
的

一
点
質
疑
」

(『
社
会
科
学
戦
線
』

一
九

八
三
「
三
)
で
は
、
劉
龍
と
劉
秀
之
と

の
縁
は
な
い
と
い
う
指
摘

が
な
さ
れ

て
い

る
。

(
7
)
『
文
心
雕
龍

・
序
志
篇
』

に

「
詳
観
近
代

之
論
文
者
多
　
、
…
並
未
能
振
葉

以
尋
根
、
観
瀾
而
索
源
、
不
述
先
哲
之
詰
、
無
益
後
生
之
慮
。
」
と
あ

り
、
先
行
す
る
文
論

に
源
に
遡
る
方
法

の
欠
落
を
指
摘
す

る
以
上
、
劉
縄
が
源

に
遡
る
方
法
を
用

い
た
こ
と
は
疑
え
な

い
。

(
8
)李

日
剛

『
文
心
雕
龍
斜
詮
』

(民
国
七

一
年

五
月
国
立
編
訳
館
中
華
叢
書
編
審
委
員
会
)
宗
経
第
三
題
述
参
照
。

(
9
)張
少
康

『
文
心
雕
龍
新
探
』

(斉
魯
書
社

一
九

八
七

・
四
)

二

『
文
心
雕
龍
』
的
文
学
理
論
体
系
及
其
思
想
瀾
源
一
原
道
論
参
照
。

(
10
)興
膳
宏

『
中
国
の
文
学
理
論
』

(
筑
摩
書
房

一
九
八
八

・
九
)

「
六
朝
期
に
お
け
る
文
学
観
の
展
開
」

で
は
、

『
漢
書

・
芸
文
志
』

つ
ま
り

『
七
略
』

に
文
章
流
別
の
萌
芽
を
み
よ
う
と
す
る
。

な
お
同
論
文
集
掲
載

「
『
詩
品
』

に
つ
い
て
」

で
は
、

『詩
品
』

に
み
ら
れ

る
源
流
考
察

の
方
法

が

『
七

略
』

に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
あ
る
か
と
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
王
運
煕

『
文
心
雕
龍
探
索
』

(
上
海
古
籍

一
九
八
六

・
四
)

「
文
心
雕
龍
産
生

的
歴
史
条
件
」

で
は
、
文
体

の
索
源
方
法

の
淵
源
と
し
て

『
七
略
』

に
遡
れ
る
事
を
示
し
て
い
る
。

(
Ⅱ
)樂
府
篇

に

「昔
子
政
品
文
、
詩
與
歌
別
、
故
略
具
樂
篇
、
以
標
匿
界
。
」

譜
講
篇

に

「然
文
僻
之
有

譜
諜
、
讐
九
流
之
有
小
説
。
」

諸

子
篇
に

「逮
漢
成
留
思
、
子
政
雌
校
、
於
是
七
略
券
菲
、
九
流
鱗
葦
、
殺
青
所
編
、
百
有

八
十
絵
家
　
。
」

章
表
篇

に

「
七
略
藝
文
、
謡
詠
必
録
、
章
表
奏
議
、
経
國
之
橿
機
、
然
閾
而
不
纂
者
、
乃
各
有
故
事
、
而
布
在
職
司
也
。
」

(
12
)金
谷
治

「
『
漢
書
』
芸
文
志

の
意
味
ー
体
系
的
な
哲
学
的
著
述
と
し
て
」

(文
化

二
○
ー
六
、

一
九
五

一
・
十

一
)
参
照
。
金
谷
論
文

で
は
、
古
文

テ
キ
ス
ト
を
強
調
し
、
新

た
な
儒
教

の
統

一
化

の
場
を
得
よ
う
と
し
た
劉
款
の
思
想
を

「
芸
文
志
」

に
読

み
取
ろ
う
と
す
る
。

(
13
)注
(
1
)
拙
論
(
一
)及
び
、

王
運
煕

『
文
心
雕
龍
探
索
』

「
『
文
心
雕
龍
』
的
宗
旨
、
結
構
和
基
本
思
想
」
参
照
。

(
14
)注

(
1
)
拙
論
(
二
)参
照
。

(
15
)
『
文
心
雕
龍
』
下
篇
に

つ
い
て
は
問
題

が
あ
る
が
、

上
篇

の
篇
次

に
つ
い
て
は
、
管
見
の
及
ぶ
と

こ
ろ
注
(
8
)
に
引
く
李
氏
の
み
が
、
雑
文
篇
と
譜

講
篇

の
入
れ
換

え
を
説
く
ば

か
り

で
、

一
般

に
は
劉
龍
当
時

の
篇
次
は
今
に
伝
え
ら
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
も
し
、
拙
論

に
説
く
よ
う

に

劉

総
が

『
七
略
』

に
よ

っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
雑
文
と
譜
説
は
現
在

の
位
置
の
ま
ま

で
良
い
。
何
故
な
ら
ば
、
劉

総
は
譜
説
を
小
説
家
に
た
と
え

て

「80「



い
る
。

『
七
略
』

で
は
諸
子
略
の
最
後
に
お
か
れ

る
の
が
小
説
家

で
あ
る
以
上
、
小
説

に
磐
え
ら
れ

る
諸
需

は
韻
文
類

の
最
後

に
置
か
れ

て
然
る
可

き
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

(
16
)
興
膳
宏

「
摯
虞

『
文
章
流
別
志
』
放
」

(『
入
矢

・
小
川
教
授
退
休
記
念
中
国
文
学
語
学
論
集
』

一
九
七
四
)
参
照
。
注
(
10
)論
文
集
再
掲
載
。

(
17
)
『
梁
書

・
文
学
伝
』
参
照
。

(
18
)
本
小
論

で
は
、

『
文
心
雕
龍
』

が
、

『
七
略
』

の
学
術
系
統
化

の
理
論
を
参
考
応

用
し
た
も
の
と
考
え
た
が
、

『
七
略
』

の
著
者
劉
向
劉
猷
と
同
様

の
古
文
経
学
思
想

の
持
ち
主
と
し
て
劉
鎧
の
文
体
派
生
論

を
位
置
付
け
る
事
が

で
き

る
か
も
し
れ

な
い
。

ま
た
、

「
道
」

に
つ
い
て
、
拙
論

の
通
り

寒
門
文
士
が
そ
れ
を
要
請
し
た
も

の
と
す
る
な
ら
ば
、
や
が
て
寒
門
文
士
を
政
治

の
場

に
吸

い
上
げ
る
科
挙

の
登
場
と
密
接
な
関
係
が
あ

る
と
思
わ

れ
る
唐
代

の
古
文
運
動

に
見
え
る

「
道
」

が
持

つ
意
味
と
の
関
係
も
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
劉
競

の

「道
」
と
古
文
運
動

の

「道
」

で
は
内
容

は
大
き
く
異
な
る
よ
う

に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
非
貴
族
文
士
側

の
主
張

に
果
た
す
役
割

に
つ
い
て
は
、
何
か
共
通
す
る
も

の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
。

こ
れ
ら

の
問
題
に

つ
い
て
は
、
小
論

の
延
長
の
上
に
他
日
再
び
考
え
て
み
た

い
。

一81一

『
文
心
雕
龍

』

の
基

本
的

性
格

其

三

(完

結

)

(
甲
斐

)


