
局

橋

和

巳

論

⑪

中
国
文
学
論
の
一
端

一
六

前
論
は
神
思
篇
一
篇
の
討
究
に
終
始
し
た
が
、
劉
腿
に
と
っ
て
文
章
の

発
生
の
根
源
を
為
す
も
の
が
、
原
道
篇
の
〈
道
〉
で
あ
る
な
ら
、
文
章
の

創
作
の
根
底
に
あ
る
も
の
が
神
思
篇
の
〈
神
〉
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ

ば
〈
神
〉
の
精
審
も
故
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
以
下
も
う
少
し
下
篇
の

諸
篇
に
つ
い
て
考
察
を
続
け
た
い
。
高
橋
の
『
文
心
雌
龍
」
論
は
、
各
篇

を
精
細
に
考
察
す
る
と
い
う
従
来
の
研
究
方
法
を
採
ら
ず
、
『
文
心
離
龍
」

一
書
を
自
在
に
横
断
す
る
と
い
う
方
法
を
採
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
そ
の

論
を
逐
一
検
討
す
る
と
い
う
作
業
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。

論
文
の
書
き
方
H

研
究
の
方
法
に
は
大
別
し
て
二
種
あ
る
か
と
考
え

る
。
一
は
、
研
究
対
象
を
一
点
に
絞
っ
て
垂
直
に
深
く
掘
り
進
め
て
い
く

も
の
、
い
ま
一
は
、
可
能
な
限
り
広
い
視
野
か
ら
時
間
と
空
間
の
許
す
範

囲
で
自
在
縦
横
に
論
じ
る
こ
と
。
後
者
は
多
く
の
研
究
者
が
望
む
も
の
で

は
あ
っ
て
も
、
人
の
才
能
に
は
限
り
が
あ
り
、
皆
が
皆
そ
の
方
法
を
も
っ

て
論
じ
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
劉
腿
も
言
っ
て
い
る
、

安

東

ロ庁、

「
夫
れ
一
文
を
詮
序
す
る
は
易
し
と
為
せ
ど
も
、
群
言
を
弥
輸
す
る
は

難
し
と
為
す
」
と
。

本
論
の
次
に
論
じ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
高
橋
の
「
六
朝
美
文
論
」

も
相
当
に
広
い
視
野
か
ら
美
文
に
つ
い
て
の
考
察
が
為
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
彼
の
他
の
所
論
の
陸
機
や
滞
岳
や
顔
延
之
や
江
滝
ら
の
そ
れ
と
は
方

法
を
異
に
す
る
。
研
究
対
象
に
連
な
る
何
本
も
の
糸
筋
を
自
在
に
時
空
に

拡
大
し
て
そ
の
相
関
を
論
じ
う
る
才
能
は
、
研
究
者
に
有
っ
て
も
貴
重
な

存
在
で
あ
る
こ
と
、
論
を
侠
た
ぬ
。
高
橋
が
こ
の
『
文
心
離
龍
」
論
を
著

し
た
一
九
五

0
年
代
に
は
、
邦
人
の
龍
学
研
究
論
文
は
微
々
た
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
今
に
至
る
も
こ
の
論
を
凌
駕
す
る
論
は
見
い
出
せ
な
い
よ
う

に
思
う
。
本
場
中
国
に
あ
っ
て
も
、
実
証
校
勘
の
学
は
精
査
を
極
め
る
が
、

こ
と
理
論
批
評
に
関
し
て
は
、
一
、
二
の
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
(
王
元
化
、

牟
世
金
両
氏
の
業
績
を
指
す
)
、
そ
れ
と
て
一
篇
の
論
文
の
量
に
お
い
て
は
高

橋
の
そ
れ
を
超
え
る
も
の
は
な
い
。
先
年
、
必
要
あ
っ
て
『
文
心
離
龍
』

の
著
書
・
論
文
目
録
を
作
成
し
た
際
、
著
書
は
一
五

O
部
足
ら
ず
、
論
文

数
は
一
五

O
O本
足
ら
ず
有
っ
た
が
、
そ
の
中
の
ほ
ぼ
半
数
近
く
に
目
を
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通
し
た
筆
者
の
嘱
目
の
範
囲
で
も
事
は
同
じ
だ
っ
た
。
こ
の
高
橋
の
研
究

対
象
に
対
し
て
の
深
度
と
広
表
へ
の
力
量
の
高
さ
が
、
彼
の
長
篇
小
説
の

構
想
力
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

だ
ろ
う
。

「
人
間
の
普
遍
的
な
心
の
動
き
で
あ
る
想
像
力
の
胎
動
に
よ
る
情
緒
の

波
立
ち
と
、
す
で
に
社
会
を
反
映
し
〈
社
会
に
あ
る
影
響
力
を
も
っ
て
〉

客
観
的
な
存
在
と
な
る
作
品
と
の
交
叉
点
に
お
け
る

l
lそ
れ
は
極
度
に

個
人
的
な
ほ
と
ん
ど
孤
独
な
操
作
の
場
で
あ
る
1
1
1
表
現
と
そ
の
技
術

が
、
つ
ぎ
に
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
神
思
か
ら
体
性
、
そ
の
比
聡

的
具
体
化
の
説
明
で
あ
る
風
骨
、
そ
し
て
情
采
の
発
想
論
は
、
つ
ぎ
に
通

変
、
定
勢
の
形
式
論
と
な
り
、
声
律
、
章
句
、
麗
辞
、
比
興
、
考
飾
、
事

類
、
練
字
の
修
辞
論
へ
、
開
花
発
展
す
る
わ
け
で
あ
る
。
彼
の
修
辞
発
想

総
論
(
風
骨
、
情
采
、
定
勢
、
鈴
裁
)
は
、
物
に
即
し
物
に
触
れ
て
お
の
ず
か

ら
う
ち
に
醗
酵
す
る
情
緒
の
自
然
さ
の
尊
重
が
一
つ
、
そ
の
純
粋
化
が
美

し
い
表
現
の
根
拠
で
あ
る
と
説
く
必
然
性
尊
重
の
二
つ
に
重
点
が
あ
っ

た
。
修
辞
各
論
に
お
い
て
彼
は
そ
の
延
長
上
に
文
章
美
を
、
可
能
な
か
ぎ

り
ぎ
り
ぎ
り
に
切
り
詰
め
ら
れ
た
語
と
語
と
の
必
然
的
葛
藤
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
考
え
、
文
章
技
巧
は
す
べ
て
そ
れ
を
支
え
る
た
め
に
あ
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
と
す
る
。
彼
の
美
学
は
そ
こ
か
ら
う
ま
れ
る
緊
張
美
を
賞
揚
す
る
こ

と
に
終
始
し
て
い
る
。
」
(
『
全
集
』
第
十
五
巻
三
三
五
頁
)

創
作
時
に
お
け
る
創
造
の
契
機
と
な
る
想
像
力
の
発
生
と
そ
の
運
用
を

解
明
し
た
神
思
篇
は
、
実
際
に
作
ら
れ
て
い
く
作
品
の
内
的
構
成
と
外
的

構
成
の
探
究
へ
と
移
行
し
て
い
く
過
程
を
下
篇
の
配
篇
次
第
に
見
て
取
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
劉
腿
の
配
篇
の
次
第
が
無
作
為
の
羅
列
で
は
な

く
、
創
作
時
に
お
け
る
重
要
度
の
次
第
だ
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

内
的
構
成
を
内
容
に
外
的
構
成
を
形
式
と
換
言
し
て
も
良
い
。
そ
れ
は
ま

た
劉
腿
の
語
を
借
り
れ
ば
情
と
采
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
引
用
文
で
は
高

橋
は
神
思
篇
か
ら
練
字
篇
ま
で
の
一
四
篇
を
挙
げ
る
に
止
め
て
い
る
が
、

情
采
論
の
篇
と
し
て
は
、
練
字
篇
に
続
け
て
隠
秀
、
指
破
、
養
気
、
付
会
、

総
術
の
五
篇
が
ま
だ
有
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
詳
し
く
は
触
れ
て
い
な
い
。

彼
は
修
辞
と
発
想
の
総
合
論
と
し
て
風
骨
、
情
采
、
定
勢
、
舘
裁
の
四

篇
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
挙
例
は
や
や
適
切
を
欠
い
て
い
る
か
に
思
え

る
。
修
辞
と
発
想
と
は
形
式
と
内
容
の
こ
と
で
あ
り
、
劉
棋
の
語
で
は
情

采
と
な
る
。
風
骨
篇
は
龍
学
研
究
者
の
間
で
も
議
論
の
多
い
篇
で
あ
る
が
、

興
膳
宏
の
邦
訳
本
の
本
篇
の
解
説
に
は
こ
れ
ま
で
の
所
説
が
簡
明
に
紹
介

さ
れ
て
お
り
「
一
応
の
方
向
と
し
て
は
、
風
は
文
意
に
つ
い
て
い
い
、
骨

は
文
辞
に
つ
い
て
い
う
こ
と
に
落
ち
つ
く
よ
う
で
あ
る
」
と
の
結
論
を
提

出
し
、
そ
の
後
に
こ
の
語
が
六
朝
以
来
の
人
物
評
論
に
多
用
さ
れ
た
こ
と

を
も
指
摘
し
例
文
を
引
用
し
て
い
る
。
総
括
と
し
て
「
以
上
の
こ
と
を
踏

ま
え
な
が
ら
劉
腿
の
風
骨
に
つ
い
て
仮
り
に
大
ま
か
な
概
念
規
定
を
す
る

な
ら
、
風
は
作
品
の
思
想
・
情
緒
に
お
い
て
外
に
ほ
と
ば
し
り
出
る
生
命

力
、
骨
は
構
造
・
表
現
の
面
で
作
品
を
支
え
る
生
命
力
と
で
も
い
う
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
か
」
と
記
す
。
目
加
田
誠
は
そ
の
邦
訳
本
の
篇
頭
に
「
要
す

る
に
骨
と
は
作
品
の
骨
組
み
、
風
と
は
そ
の
作
品
か
ら
発
す
る
情
趣
、
あ

る
い
は
読
者
に
与
え
る
感
動
の
力
と
い
う
も
の
か
」
と
言
っ
て
い
る
。

か
つ
て
黄
侃
が
本
書
の
札
記
に
「
風
は
即
ち
文
意
、
骨
は
即
ち
文
辞
」

と
い
う
解
を
提
出
し
た
の
は
興
膳
宏
の
文
に
あ
る
と
お
り
だ
が
、
そ
れ
以

後
、
龍
学
研
究
者
の
多
く
が
こ
の
風
と
骨
に
少
な
か
ら
ぬ
精
力
を
傾
け
て

唱
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き
た
が
、
決
定
打
は
未
だ
し
の
観
が
あ
る
。

何
の
分
野
に
お
い
て
も
斬
新
な
語
の
創
使
は
、
不
明
模
糊
の
概
念
を
伴

う
も
の
だ
が
、
『
文
心
離
龍
」
に
つ
い
て
も
、
下
篇
の
冒
頭
五
篇
の
神
思
、

体
性
、
風
骨
、
通
変
、
定
勢
諸
篇
は
そ
れ
が
文
章
創
作
に
お
け
る
内
容
を

主
と
し
て
追
究
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
後
学
の
見
解
は
一
致
し
な
い
も

の
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
時
と
し
て
劉
腿
の
欠
点
の
よ
う
に
見
ら
れ

が
ち
だ
が
、
そ
れ
だ
け
劉
腿
は
文
章
創
作
論
に
新
し
い
光
を
投
げ
か
け
た

わ
け
だ
か
ら
、
む
し
ろ
私
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
多
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

'ν 

陳
耀
南
は
『
文
心
風
骨
群
説
弁
疑
」
(
『
文
心
離
龍
総
論
』
所
収
)
に
過
去
の

風
骨
論
を
展
開
し
た
諸
論
文
を
詳
細
に
探
索
分
析
し
て
、
そ
の
説
を
十
項

に
分
類
し
て
い
る
。
引
用
論
文
は
六
四
本
、
共
著
者
も
あ
る
の
で
そ
の
数

は
六
九
人
の
多
き
に
上
る
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
見
解
を
逐
一
整
理
し
て
、

結
局
彼
は
結
論
め
い
た
も
の
を
提
出
し
て
は
い
ず
半
ば
瑚
弄
的
に
「
劉
腿

に
お
願
い
し
て
こ
ち
ら
の
世
界
に
生
き
返
っ
て
も
ら
い
こ
の
迷
妄
困
惑
を

論
破
し
て
知
恵
と
見
識
を
広
く
示
し
て
も
ら
い
た
い
。
し
か
し
晩
年
は
仏

教
に
帰
依
し
た
彼
の
こ
と
、
も
は
や
捻
華
微
笑
で
黙
り
こ
く
っ
て
、
私
の

三
十
余
歳
の
時
の
儒
学
尊
崇
の
旧
作
な
ど
隔
世
の
感
が
あ
り
「
も
う
何
も

言
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
に
も
」
と
い
う
こ
と
に
」
と
書
い
て
論
文

を
結
ん
で
い
る
。
確
か
に
『
文
心
離
龍
」
を
読
ん
で
い
る
と
同
字
同
語
を

同
意
同
義
で
理
解
し
た
り
し
て
い
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
迷
路
に
入
り
こ

み
陥
穿
に
は
ま
る
こ
と
に
な
る
の
は
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

新
し
い
語
が
新
し
い
概
念
を
産
出
す
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
思
想
や

理
念
が
新
し
い
概
念
を
内
含
し
た
新
し
い
語
を
創
出
し
て
い
く
の
で
あ
ろ

う
が
、
時
代
は
そ
れ
を
次
々
と
繰
り
返
し
て
い
く
。

R
・
バ
ル
ト
や
J
・

デ
リ
ダ
の
著
書
を
読
ん
だ
者
は
、
最
初
に
は
き
っ
と
「
お
め
え
正
気
か
竹
」

と
肢
い
た
に
違
い
な
い
し
、
ブ
レ
ヒ
ト
や
カ
フ
カ
も
そ
う
だ
つ
た
。

蓮
見
重
彦
や
柄
谷
行
人
の
本
だ
っ
て
現
に
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

難
解
な
概
念
を
伴
う
新
し
い
語
の
創
出
は
著
者
の
誇
り
で
こ
そ
あ
り
は
す

れ
、
決
し
て
欠
点
な
ど
で
は
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
く
ら
い
の
こ
と
が
理
解

で
き
ぬ
者
は
文
学
評
論
な
ん
か
止
め
た
方
が
良
い
。
つ
い
脱
線
し
た
が
話

は
風
骨
の
こ
と
だ
っ
た
。

筆
者
の
理
解
し
た
範
囲
で
大
雑
把
に
ま
と
め
れ
ば
、
風
骨
を
文
章
の
内

容
(
情
)
と
形
式
(
采
)
そ
の
も
の
と
す
る
か
、
そ
の
情
采
が
内
含
し
て
い

る
も
の
が
外
発
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
(
気
で
も
力
で
も
よ
い
)
と
す
る
か
の
相

違
に
落
ち
着
く
よ
う
に
思
え
る
。

高
橋
は
前
者
の
考
え
に
立
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
厳
密
に
一
言
え
ば
、
風

骨
は
即
内
容
と
形
式
H
情
采
を
意
味
し
な
い
。
筆
者
は
下
篇
の
篇
次
の
構

成
(
構
想
)
に
つ
い
て
一
試
論
を
提
出
し
た
こ
と
が
あ
る
。
(
『
文
心
肺
龍
」
付

会
・
総
術
篇
l
i
!
下
篇
構
想
の
一
試
論
|
|
徳
島
大
学
総
合
科
学
部
創
立
記
念
論
文
集
一

九
八
七
)
そ
こ
で
筆
者
は
下
篇
の
構
成
は
、
情
采
・
銘
裁
と
付
会
・
総
術

の
各
二
篇
が
、
そ
れ
に
前
後
す
る
五
篇
の
情
を
主
と
し
て
論
じ
た
篇
群
と

采
を
主
と
し
て
論
じ
た
篇
群
(
総
術
篇
以
後
の
五
篇
は
批
評
論
だ
が
)
と
を
継

接
融
合
す
る
役
割
を
荷
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
構
成
に
従
え

ば
風
骨
篇
は
情
采
篇
の
前
に
位
置
し
て
情
を
主
と
し
て
論
じ
た
五
篇
の
篇

群
の
一
篇
だ
か
ら
、
そ
こ
で
は
や
は
り
情
采
対
等
の
論
篇
と
い
う
の
は
当

ら
な
い
。
高
橋
の
挙
げ
る
も
う
一
篇
の
定
勢
篇
も
同
じ
く
こ
の
篇
群
の
一

篇
で
あ
る
か
ら
外
し
た
方
が
良
い
か
と
思
う
。
そ
れ
に
代
え
て
付
会
と
総

ワ臼
q
t
d
 



術
の
二
篇
を
挙
げ
た
方
が
文
章
の
主
旨
に
も
副
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

全
豹
を
視
る
に
秀
れ
た
者
は
一
斑
を
視
落
と
し
て
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う

，刀

下
篇
は
情
采
の
論
で
あ
る
こ
と
は
、
劉
腿
が
序
志
篇
に
自
述
す
る
所
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
総
合
的
な
視
野
か
ら
追
究
し
た
篇
が
、
先
に
も
記
し
た

と
お
り
、
情
采
・
銘
裁
・
付
会
・
総
術
の
四
篇
で
あ
る
。
中
で
も
総
術
は

そ
の
篇
名
か
ら
も
解
る
よ
う
に
文
術
の
総
合
論
で
あ
る
。
情
と
采
を
対
等

視
し
て
論
じ
て
い
る
と
は
一
言
え
、
劉
棋
に
と
っ
て
は
情
が
そ
の
中
心
の
主

で
あ
り
采
は
や
は
り
そ
れ
に
付
随
す
る
従
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
し
か
し
道
に
主
宰
さ
れ
た
自
然
の
秩
序
の
中
に
既
に
美
が
先
在
し

て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
原
道
篇
で
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

「
文
は
質
に
付
く
な
り
」
「
質
は
文
を
待
つ
な
り
」
「
弁
麗
は
情
性
に
本

ム

ム

づ
く
な
り
」
「
情
者
文
之
経
、
辞
者
理
之
緯
、
理
定
而
後
辞
暢
、
此
立
文

之
本
源
也
」
と
情
采
篇
に
言
っ
て
い
る
。
ま
た
「
昔
詩
人
什
篇
、
為
情
而

造
文
、
辞
人
賦
墳
、
為
文
而
造
情
」
と
ま
で
彼
は
言
、
っ
。
古
代
の
『
詩
経
』

の
詩
人
は
、
詩
志
詩
心
を
堅
持
し
て
詩
作
し
た
が
、
賦
や
墳
を
著
し
た
辞

騒
の
作
者
ら
は
、
文
飾
の
た
め
に
情
志
を
担
造
H

で
っ
ち
あ
げ
た
の
だ
と
。

と
は
言
う
も
の
の
こ
れ
ら
の
文
章
の
少
し
前
に
「
老
子
疾
偽
、
故
称
美
言

不
偉
、
而
五
千
精
妙
則
和
襲
安
突
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
老
子
は
人
の
作

為
を
偽
(
担
造
と
考
え
て
よ
い
)
と
み
な
し
憎
疾
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
信

言
不
美
、
美
言
不
信
」
の
語
を
称
揚
し
た
。
し
か
し
老
子
一
書
を
閲
読
す

る
時
、
そ
こ
に
美
香
を
発
見
す
る
と
。
こ
こ
に
引
用
し
た
二
句
は
『
老
子
」

の
最
終
章
の
文
章
だ
が
、
老
子
が
畢
寛
す
る
に
何
を
言
い
た
か
っ
た
か
が

自
然
と
私
た
ち
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
加
え
て
こ
の
一
文
が
四
言
の

対
句
形
式
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
落
と
さ
な
い
方
が
良
い
。
劉
腿
は

続
け
て
荘
子
、
韓
非
子
も
ま
た
「
弁
は
万
物
を
離
り
」
「
弁
説
を
艶
采
し
」

た
美
采
の
愛
好
者
で
有
っ
た
こ
と
を
記
す
。

事
実
を
拒
み
幻
影
を
信
じ
た
老
荘
が
美
飾
と
無
縁
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な

い
。
玄
学
も
ま
た
幻
学
と
無
縁
で
は
な
い
こ
と
わ
が
国
の
幽
玄
の
語
な
ど

と
対
比
す
れ
ば
理
解
し
安
い
か
も
し
れ
な
い
。
ぷ
の
一
字
は
曲
者
で
あ
る
。

ま
た
中
国
の
文
体
史
に
お
い
て
対
句
耕
文
の
項
で
先
駆
者
と
し
て
採
ら
れ

る
『
萄
子
』
の
文
章
も
そ
の
実
利
的
な
内
容
と
相
侠
っ
て
美
文
で
あ
る
。

思
想
史
で
『
萄
子
』
は
儒
法
を
媒
介
す
る
が
、
『
韓
非
子
』
の
文
体
と
の

類
似
を
見
る
時
、
文
体
史
の
面
か
ら
も
も
う
少
し
討
究
が
為
さ
れ
て
よ
い

よ
、
つ
に
田
?
っ
。

説
得
の
術
に
は
信
H

誠
意
と
と
も
に
や
は
り
美
H

修
飾
が
必
要
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
か
什

高
橋
は
情
采
篇
に
つ
い
て
は
全
く
言
及
せ
ず
、
鉛
裁
篇
に
つ
い
て
は
少

し
く
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
こ
篇
は
内
容
と
形
式
の
総
合
論
で
あ
る
が
、

前
者
が
概
念
的
抽
象
論
で
あ
る
の
に
比
べ
、
後
者
は
文
章
表
現
に
お
い
て

よ
り
実
用
的
な
具
体
論
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

せ
ん
せ
つ

「
本
体
を
規
範
す
る
、
こ
れ
を
銘
と
謂
い
、
浮
詞
を
郭
載
す
る
。
こ
れ

を
裁
と
謂
う
。
」
そ
の
鉛
裁
篇
に
お
け
る
三
準
の
説
は
、
発
想
の
過
程
に

お
け
る
混
沌
の
中
か
ら
も
っ
と
も
根
元
的
な
も
の
を
見
分
け
、
中
正
を
挙

た~

げ
る
こ
と
を
努
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
「
先
づ
三
準
を
標
つ
。
端
を
始
め

た
だ

に
履
む
二
準
は
)
、
則
ち
情
を
設
け
て
以
て
体
を
位
す
な
り
。
中
を
正
に

挙
ぐ
(
二
準
は
)
、
則
ち
事
を
酌
み
て
以
て
類
を
取
る
な
り
。
(
高
橋
は
中
を
正

に
挙
ぐ
と
訓
ん
で
い
る
が
原
文
は
挙
正
於
中
だ
か
ら
正
を
中
に
挙
ぐ
と
訓
む
べ
き
で
前
文
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の
中
正
を
挙
げ
る
に
牽
か
れ
て
の
誤
り
か
も
し
れ
な
い

l
筆
者
注
)
余
を
終
り
に

帰
す
る
(
三
準
は
)
、
則
ち
辞
を
撮
り
以
て
要
を
挙
ぐ
る
な
り
」
つ
ま
り
表

現
対
象
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
、
意
義
の
い
た
ず
ら
な
反
復
、
辞
の

冗
漫
を
排
す
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
自
明
の
理
で
は
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
が
文
章
技
巧
を
、
そ
れ
の
修
飾
性
よ
り
も
省
略
性
に
よ

り
高
い
価
値
を
あ
た
え
る
論
理
的
基
盤
と
な
る
。
」
(
前
掲
書
と
同
頁
)

銘
と
は
冶
金
の
鋳
型
で
あ
り
、
裁
と
は
裁
縫
の
裁
断
で
あ
る
。
引
用
の

鋳
裁
の
定
義
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
解
し
に
く
い
が
、
こ
の
す
ぐ
前
に
「
践

要
所
司
、
職
在
銘
裁
、
望
括
情
理
、
矯
操
文
采
也
」
と
い
う
文
が
あ
る
。

践
要
は
重
要
な
途
径
、
ま
た
そ
の
ま
ま
径
路
の
要
所
(
李
日
剛
『
文
心
雌
龍

餅
詮
」
の
略
解
)
職
は
司
に
同
じ
で
そ
の
任
務
役
割
、
邦
語
の
ツ
カ
サ
ト
ル
、

統
轄
す
る
こ
と
、
嘆
括
、
矯
操
と
も
に
矯
正
す
る
こ
と
。
文
章
表
現
の
要

諦
は
、
内
容
と
形
式
の
矯
正
に
帰
着
す
る
。
そ
の
具
体
的
方
法
と
し
て
鋳

と
裁
を
挙
げ
て
い
る
。
本
体
と
は
文
脈
か
ら
推
し
て
情
理
の
本
体
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
、
内
容
と
な
る
は
ず
の
心
情
や
理
路
の
基
本
的
構

想
を
き
ち
ん
と
範
型
に
醍
め
込
む
こ
と
が
銘
で
あ
り
、
浮
調
と
は
浮
雑
の

詞
辞
H

文
采
。
そ
れ
を
切
断
勢
定
す
る
こ
と
が
裁
で
あ
る
。

三
準
論
は
、
文
章
表
現
前
の
内
的
作
動
か
文
章
表
現
中
の
実
際
の
操
作

か
、
と
い
う
議
論
が
中
国
に
あ
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
ど
ち
ら
で
も
良

い
の
だ
と
考
え
る
。
私
た
ち
は
書
く
前
に
も
書
く
時
に
も
書
い
た
後
に
も

常
に
三
項
の
準
則
へ
の
配
膚
を
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
そ
の
前
後
性
は
関

係
な
い
と
思
う
。

そ
の
こ
と
よ
り
も
高
橋
の
一
吉
う
よ
う
に
、
こ
の
三
準
か
ら
「
こ
れ
は
い

わ
ば
自
明
の
理
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
文
章
技
巧
を
、
そ
れ
の
装
飾
性

よ
り
も
省
略
性
に
よ
り
高
い
価
値
を
あ
た
え
る
論
理
的
基
盤
と
な
る
」
こ

と
を
読
み
と
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
付
言
す
れ
ば
こ
の
銘
裁
篇
は
文
章
表

現
に
お
け
る
具
体
的
実
利
的
な
方
法
が
詳
述
さ
れ
て
い
て
、
現
代
の
私
た

ち
の
文
章
表
現
に
も
即
役
立
つ
有
用
な
も
の
で
あ
る
。

か
ん
が

「
三
準
既
に
定
ま
り
て
、
次
に
字
句
を
討
う
。
句
に
削
る
べ
き
も
の

有
れ
ば
、
其
の
疎
な
る
を
見
る
に
足
り
、
字
減
ず
る
を
得
ざ
れ
ば
、
乃
ち

其
の
密
を
知
る
。
」
(
銘
裁
篇
)
可
能
な
か
ぎ
り
の
省
略
に
よ
る
典
雅
な
美

の
暗
示
が
、
論
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
知
識
層
の
拍
頭
と
人
間
の

精
神
の
普
遍
性
に
対
す
る
強
い
確
信
を
前
提
と
す
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は

文
章
表
現
を
製
作
者
の
憂
欝
か
ら
の
解
放
、
思
い
を
遣
る
所
作
と
し
て
の

み
把
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
と
相
関
的
な
も
の
で
あ
る
」
(
前
掲
書

三
三
五
頁
j

三
三
六
頁
)

勿
論
い
か
な
る
文
章
表
現
に
も
感
情
の
抑
制
は
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に

伴
つ
て
の
修
辞
上
の
制
詞
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
美

を
求
め
る
か
ど
う
か
は
、
精
神
の
余
裕
に
よ
る
。
高
橋
の
持
説
で
あ
っ
た

「
厳
格
主
義
リ
発
奮
説
と
教
養
主
義
リ
観
賞
的
態
度
」
を
借
用
す
れ
ば
、

こ
こ
で
高
橋
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
も
は
っ
き
り
す
る
。
駒
田
信
二
は
、

高
橋
の
〈
志
〉
と
〈
大
説
〉
へ
の
信
奉
と
愛
好
が
美
文
学
家
と
美
文
へ
の

傾
倒
と
ど
う
関
る
の
か
へ
疑
問
を
提
出
し
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
「
省

略
に
よ
る
典
雅
な
美
の
暗
示
が
・
・
・
・
・
・
人
間
の
精
神
の
普
遍
性
に
対
す
る
強

い
確
信
を
前
提
と
す
る
」
こ
と
が
理
解
で
き
れ
ば
、
高
橋
が
中
国
文
学
史

に
あ
っ
て
際
だ
っ
て
〈
美
〉
を
希
求
し
た
陸
機
、
滑
岳
、
顔
延
之
、
謝
霊

運
、
江
滝
、
李
商
隠
、
王
士
積
ら
に
執
着
し
て
そ
の
論
を
著
し
た
か
が
納

得
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
通
史
と
し
て
彼
は
「
六
朝
美
文
論
」
を
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も
書
い
た
わ
け
で
あ
る
。
劉
腿
に
と
っ
て
も
美
は
志
の
付
属
物
な
ど
で
は

な
く
、
美
は
常
に
志
と
相
付
相
待
の
も
の
で
あ
っ
た
。

七

文
章
表
現
に
お
け
る
内
容
と
形
式
の
総
合
論
で
あ
る
情
采
と
舘
裁
の
篇

に
続
け
て
『
文
心
離
龍
』
は
形
式
論
と
し
て
声
律
、
章
旬
、
麗
辞
、
比
興
、

李
飾
、
事
類
、
練
字
篇
を
討
究
し
て
い
る
。
序
志
篇
の
配
篇
構
成
を
説
明

す
る
「
声
字
を
閲
す
」
と
は
こ
の
七
篇
を
指
し
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。

声
律
篇
か
ら
練
字
篇
ま
で
の
論
及
を
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
篇
は
そ
の
篇
名
か
ら
容
易
に
推
測
で
き
る
よ
う
に
形
式
面
か
ら
の
方

法
論
で
あ
る
。
声
律
は
文
章
の
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
章
句
は
章
と
句
の
連

関
に
つ
い
て
、
麗
辞
は
対
偶
耕
備
に
つ
い
て
、
比
興
は
嘗
聡
に
つ
い
て
、
苓

飾
は
誇
張
に
つ
い
て
、
事
類
は
用
典
に
つ
い
て
、
練
字
は
文
字
の
精
練
に
つ

い
て
と
簡
単
に
は
言
い
う
る
。
こ
れ
ら
の
諸
篇
に
つ
い
て
高
橋
は
一
応
鳥

蹴
的
に
各
篇
の
相
互
関
係
に
着
目
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
形
式
論

に
つ
い
て
の
詳
細
な
論
述
は
「
六
朝
美
文
論
」
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
の
時
に
改
め
て
彼
の
見
解
を
聞
こ
う
と
思
う
。
こ
こ
で
は
一
つ

だ
け
、
三
準
論
の
二
項
め
「
事
を
酌
み
て
以
て
類
を
取
る
」
と
あ
っ
た
事

類
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
こ
う
。
事
類
は
用
典
に
つ
い
て
と
記
し
た
よ

う
に
、
こ
れ
は
文
章
に
類
似
の
古
典
の
事
象
を
借
用
し
て
生
か
す
こ
と
を

言
う
。
私
た
ち
が
文
章
を
書
く
時
、
ふ
?
っ
時
代
は
問
わ
ぬ
に
し
て
も
必

ず
何
ら
か
の
他
者
の
見
解
を
使
用
す
る
。
こ
れ
無
く
し
て
は
文
章
は
成
立

し
が
た
い
。
自
分
の
文
章
表
現
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
な
ど
と
い
う
能
天
気
は

別
に
し
て
、
こ
と
人
文
科
学
(
社
会
、
自
然
科
学
も
本
質
的
に
は
大
差
な
い
と
恩

、
っ
さ
に
関
す
る
限
り
、
創
造
的
と
言
わ
れ
る
も
の
も
含
め
て
全
て
そ
れ

は
新
し
い
創
造
な
ど
で
は
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
そ
こ
に
何
ほ
ど
か
の
新

し
さ
が
有
る
な
ら
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
蓄
え
た
知
識
の
組
み
合
わ
せ
の
新

し
さ
に
過
ぎ
な
い
。

J
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
い
う
間
テ
ク
ス
ト
性
な
る
も

の
も
、
こ
の
域
か
ら
出
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
時
空
を
越
え

て
仕
入
れ
た
知
識
に
よ
っ
て
新
し
い
組
み
合
わ
せ
を
作
成
す
る
こ
と
に
力

を
注
い
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
何
ほ
ど
か
の
才
能
と
工
夫
に
助
け
ら
れ
な

が
ら
。
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
は
定
型
を
切
り
裂
い
て
再
生
す
る
わ
け
だ
が
、

私
た
ち
の
文
章
表
現
は
切
り
裂
か
れ
た
知
識
の
ピ

l
ス
を
巧
み
に
利
用
し

て
定
型
で
は
な
い
新
し
い
図
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

そ
れ
が
創
造
な
ん
だ
、
と
言
う
な
ら
そ
れ
で
も
良
い
。

話
は
引
用
の
古
典
H
事
類
の
こ
と
だ
っ
た
。

「
た
と
え
引
用
が
表
現
の
首
尾
一
貫
性
に
合
致
し
え
て
い
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
も
し
文
勢
全
体
、
形
式
の
要
求
す
る
品
格
と
合
致
し
な
い
な

ら
ば
、
そ
れ
は
消
化
不
足
で
あ
り
、
た
だ
ち
に
一
つ
の
抗
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
語
と
句
と
の
、
句
と
文
と
の
自
然
な
(
傍
点
は
著
者
)
主
従
関

係
を
破
る
こ
と
に
な
る
」
(
前
掲
書
三
三
七
頁
)

「
学
習
と
菓
質
の
、
精
神
の
二
つ
の
性
格
に
対
し
て
、
神
思
篇
に
お
け

る
本
質
論
を
、
彼
は
そ
の
ま
ま
事
類
篇
で
独
断
的
に
演
鐸
は
し
な
い
。
過

去
の
詩
人
を
み
て
も
、
す
べ
て
の
表
現
の
根
拠
で
あ
る
精
神
の
土
壌
に
お

い
て
、
そ
の
二
者
の
相
反
性
が
如
何
に
絶
望
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、

彼
の
よ
く
熟
知
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
「
夫
れ
葺
も
桂
も
地
を
同
じ
く

す
る
も
、
辛
き
は
本
性
に
在
り
。
文
章
は
学
に
由
る
も
、
能
は
天
資
に
在
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り
。
才
は
内
よ
り
発
し
て
、
学
は
外
を
以
て
成
る
。
学
に
飽
み
て
而
も
才

師
敵
え
る
有
り
、
才
富
み
て
而
も
学
貧
し
き
も
有
り
」
そ
こ
で
こ
う
し
た
悲

劇
的
事
実
を
一
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
ふ
た
た
び
彼
の
原
理
は
匙
生
せ
し
め

す

ら
れ
る
。
才
を
盟
主
と
し
学
を
輔
佐
と
せ
よ
と
。
あ
る
い
は
「
学
を
綜
ぶ

る
は
博
き
に
在
り
、
事
を
取
る
は
約
を
尊
ぶ
。
校
練
し
て
精
に
務
め
、
理

と

晶

君

ら

か

を
搾
る
は
須
く
薮
」
な
れ
と
、
真
理
は
常
に
平
凡
で
あ
る
と
い
う
知
慧

に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
建
設
的
発
言
は
つ
ね
に
地
味
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

当
然
さ
に
よ
っ
て
、
劉
拙
の
主
張
が
片
付
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」
(
前
掲

書
三
三
八
頁
)

確
か
に
真
理
は
常
に
平
凡
で
あ
り
、
建
設
的
発
言
は
常
に
地
味
で
あ
る
。

要
は
そ
れ
を
実
行
し
う
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
理
論
と
実
践
、

実
践
と
論
理
が
相
互
に
影
響
し
補
完
す
る
と
い
う
関
係
態
に
お
い
て
歴
史

の
歯
車
は
回
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
一
文
章
表
現
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
例

外
で
は
な
い
。

「
才
を
盟
主
と
し
学
を
輔
佐
と
せ
よ
」
と
言
、
つ
劉
郷
の
主
張
も
一
応
は

納
得
で
き
る
。
し
か
し
少
し
考
え
て
み
れ
ば
人
に
お
け
る
才
質
は
、
葺
桂

の
辛
味
本
性
ほ
ど
に
単
純
で
は
な
い
。
才
質
と
学
習
の
限
界
点
、
関
値
が

分
明
で
な
い
わ
け
で
あ
る
。
才
能
と
は
何
か
?
天
菓
の
才
性
な
ど
あ
り

う
る
の
か
?
才
能
と
学
習
の
関
係
は
ど
う
な
の
か
?
私
た
ち
が
ふ
つ

う
才
能
と
考
え
て
い
る
も
の
も
そ
れ
は
学
習
の
工
夫
、
応
用
の
力
で
は
な

い
の
か
?
文
章
の
内
容
と
形
式
な
ど
と
私
な
ど
も
気
軽
に
使
用
す
る

が
、
果
た
し
て
こ
の
二
者
に
闇
値
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
利
便
に
お
け
る

分
析
に
牽
引
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
か
?
理
論
と
実
践
に
つ
い
て
も
同

じ
こ
と
が
言
え
る
。
な
ぜ
唐
突
に
こ
う
い
う
こ
と
を
こ
こ
に
書
い
た
の
か

と
言
え
ば
、
二
分
類
対
項
の
思
考
形
式
は
、
一
見
対
象
を
理
解
し
安
い
が
、

そ
の
対
項
の
関
値
が
常
に
分
明
で
な
い
こ
と
に
筆
者
は
ず
っ
と
焦
立
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
西
欧
の
分
析
思
考
法
、
東
洋
の
融
合
思
考
法
な
ど
と

も
言
、
つ
が
、
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
先
に
私
が
「
何
ほ
ど
か
の
才
能

と
工
夫
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
」
と
苦
し
い
書
き
方
を
し
た
の
も
、
才
と
知

の
関
係
と
そ
の
閲
値
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
に
よ
る
。

高
橋
は
劉
腿
が
学
と
才
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
を
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
学
と
才
が
同
一
の
地
平
に
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
、
単
純

表
象
と
再
生
表
象
(
な
い
し
は
複
合
表
象
)
を
、
志
向
性
の
む
か
う
べ
き
所

与
と
し
て
は
同
等
の
も
の
と
み
な
す
態
度
を
内
含
す
る
。
そ
れ
は
一
般
に

知
を
体
得
と
す
る
道
義
主
義
、
歴
史
的
理
性
と
ア

l
ト
マ
ン
的
理
性
(
お

の
れ
と
世
界
と
に
共
通
し
た
流
れ
を
認
め
微
細
で
あ
る
と
同
時
に
全
体
で
あ
る
原
子
の
存

在
を
認
め
る
こ
と
)
の
共
存
、
相
互
包
摂
が
彼
の
人
間
学
の
基
礎
で
あ
っ
た

こ
と
を
想
起
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
」
(
前
掲
書
と
同
頁
)
こ
れ
に
依
れ
ば

劉
腿
は
学
と
才
は
同
一
の
地
平
に
あ
る
と
見
倣
し
て
い
る
。
表
象
の
含
義

は
多
様
で
こ
こ
で
高
橋
の
使
用
す
る
単
純
と
再
生
の
表
象
が
何
を
指
す
か

は
定
か
で
は
な
い
が
、
学
と
才
に
連
な
る
も
の
と
し
て
考
え
れ
ば
、
古
典

学
習
に
よ
る
表
象
を
単
純
と
し
、
才
能
に
よ
る
総
合
的
な
表
象
を
再
生
複

合
表
象
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
志
向
性
の
向
う
所
与
と
し

て
は
そ
れ
ら
は
同
等
の
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
。
ま
た
道
義
主
義
と
歴
史
的

理
性
は
こ
こ
で
は
同
義
語
で
あ
ろ
う
が
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
対
語
は
ふ
?
っ

ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
。
党
我
の
共
存
、
相
互
包
摂
と
受
け
と
っ
て
よ
い
。

歴
史
的
理
性
の
語
意
は
定
か
で
は
な
い
が
、
あ
の
有
名
な
へ

l
ゲ
ル
の
「
理
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性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」
と

い
う
一
句
を
想
起
し
て
も
そ
う
そ
う
的
外
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

「
ブ
ラ
フ
マ
ン
が
「
宇
宙
の
根
本
的
創
像
力
」
と
み
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、

ア
l
ト
マ
ン
は
「
個
体
に
宿
る
本
質
」
で
あ
る
or

そ
し
て
ブ
ラ
フ
マ
ン
と

ア
l
ト
マ
ン
は
、
全
体
と
部
分
、
総
合
と
分
割
と
い
っ
た
こ
元
を
示
す
の

で
あ
る
。
こ
の
相
対
の
合
一
が
「
党
我
一
如
」
(
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
ア
l
ト
マ
ン

が
一
体
と
な
っ
た
境
地
)
と
い
う
。
」
(
『
別
冊
宝
島
」
悶
「
現
代
思
想
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」
)

党
我
一
如
か
ら
『
華
厳
経
』
の
「
一
即
一
切
、
一
切
即
こ
を
も
想
起
し

て
も
ら
え
ば
よ
い
。
こ
れ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
l
(
単
子
論
)
」

な
ど
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
有
る
が
、
こ
の
華
厳
の
境
位
(
意
境
)
は
、

浅
田
彰
や
中
沢
新
一
ら
の
著
作
、
加
え
て

G
・
ド
ゥ
ル

l
ズ
や
F
・
ガ
タ

リ
ら
の
著
作
を
拾
い
読
み
す
る
時
、
ふ
と
見
い
出
す
も
の
で
あ
る
。
私
は

そ
れ
ら
を
自
分
な
り
の
語
で
「
自
他
二
多
)
相
互
可
変
存
在
理
論
」
と

勝
手
に
名
づ
け
て
い
る
。
ド
ゥ
ル

l
ズ
、
ガ
タ
リ
ら
に
は
、
存
在
の
語
さ

え
不
要
に
見
え
る
が
、
説
述
に
存
在
は
不
可
欠
だ
か
ら
こ
れ
は
こ
う
書
き

表
わ
す
し
か
な
い
。

自
が
即
他
ご
が
即
多
)
、
他
が
即
自
(
多
が
即
こ
と
し
て
し
な
や
か
に

ゆ
ら
ぎ
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
ポ
ス
ト
構
造
主
義
者
の
意
図
す
る
所
の
よ
う

に
、
私
に
は
思
え
る
。
そ
れ
と
て
揺
ら
ぎ
う
る
自
由
を
許
容
さ
れ
る
体
制

内
の
自
由
に
す
ぎ
な
い
わ
け
だ
け
れ
ど
も
。

高
橋
の
言
っ
て
い
る
劉
艇
の
人
間
学
の
基
礎
も
こ
れ
ら
と
そ
う
遠
い
地

点
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
原
道
篇
に
あ
っ
て
天
地
自
然
の
秩
序
法

則
と
美
を
主
宰
す
る
も
の
と
し
て
〈
道
〉
を
説
き
、
そ
の
自
然
(
物
色
)

の
美
に
触
発
さ
れ
て
揺
蕩
す
る
人
間
の
内
面
の
様
を
神
思
篇
に
〈
神
〉
と

い
う
語
で
説
く
。
こ
の
〈
道
神
一
如
〉
こ
そ
が
、
劉
孤
に
と
っ
て
文
章
表

現
の
根
本
原
別
で
あ
っ
た
し
、
こ
れ
が
『
文
心
離
龍
』
一
書
の
核
芯
論
で

も
あ
っ
た
。
〈
道
〉
の
主
宰
す
る
自
然
H

物
色
(
こ
の
物
色
は
既
得
知
と
し
て

の
言
語
を
も
含
む
)
の
美
に
対
し
て
〈
神
〉
が
活
動
を
は
じ
め
て
、
両
者
が

揮
然
一
体
と
な
り
融
合
し
、
し
な
や
か
に
ゆ
ら
ぐ
所
に
劉
拠
は
文
章
表
現

時
の
理
想
の
境
位
を
見
い
出
し
て
い
る
。
黒
田
亮
の
先
駆
的
労
作
で
あ
る

『
勘
の
研
究
』
な
ど
を
読
む
と
、
東
洋
に
は
旧
く
老
荘
H

道
教
や
釈
教
(
と

り
わ
け
禅
)
、
ま
た
日
本
の
中
世
の
芸
能
(
剣
法
等
を
含
め
て
)
に
は
、
こ
の

種
の
考
え
方
が
深
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
に

つ
い
て
は
も
う
少
し
詳
し
く
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
は
こ
の
辺

に
し
て
お
き
た
い
。

)¥ 
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事
類
篇
に
続
い
て
練
字
、
隠
秀
、
指
暇
、
養
気
の
四
篇
が
あ
り
次
の
付

会
、
総
術
の
篇
で
下
篇
の
神
思
篇
以
下
の
情
采
論
は
一
応
終
っ
て
い
る
。

隠
秀
篇
を
除
け
ば
篇
名
か
ら
大
方
の
論
述
内
容
は
推
測
が
つ
く
。
隠
秀
篇

に
は
欠
落
部
が
相
当
あ
り
後
に
欠
落
部
分
の
補
文
が
出
現
し
て
完
結
篇
に

は
な
っ
て
い
る
も
の
の
そ
の
真
偽
に
つ
い
て
の
論
議
も
あ
っ
て
、
真
相
は

明
ら
か
で
な
い
し
、
高
橋
も
こ
の
篇
に
は
論
及
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ

で
は
省
略
す
る
。
総
術
篇
に
次
い
で
時
序
、
物
色
、
才
略
、
知
昔
、
程
器

の
五
篇
が
有
り
、
こ
の
諸
篇
に
は
、
批
評
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
高

橋
は
こ
の
五
篇
の
う
ち
才
略
、
知
音
、
程
器
の
三
篇
に
走
り
書
き
の
ご
と

く
触
れ
て
序
志
篇
を
も
っ
て
彼
の
本
論
稿
を
閉
じ
て
い
る
。
隠
秀
篇
や
時

序
、
物
色
篇
な
ど
に
つ
い
て
も
高
橋
の
広
い
視
野
か
ら
の
明
析
な
見
解
を



聞
き
た
い
と
思
う
が
、
そ
れ
は
な
い
。
そ
れ
で
は
劉
腿
が
批
評
、
評
論
と

い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
各
篇
に
つ
い
て
少
し
見
て
い

こ、っ。時
序
篇
は
、
時
代
が
文
学
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
「
歌

謡
の
文
理
は
世
と
推
移
し
、
風
上
に
動
き
て
波
下
に
震
ふ
な
り
」
が
そ
の

要
約
で
あ
る
。
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
ら
ず
私
た
ち
は
時
代
の
子
で
あ

り
、
時
代
の
制
度
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
ヘ
ル
ダ
ー
や
ゲ
l
テ
の
一
言
、
っ
時

代
精
神
、
テ
1
ヌ
の
文
学
論
の
三
本
柱
で
あ
る
人
種
、
環
境
、
時
代
を
想

起
し
て
も
良
い
。
時
代
の
精
神
や
空
気
が
文
学
作
品
に
与
え
る
影
響
を
、

吹
く
風
に
波
立
つ
水
面
の
動
き
の
よ
う
に
必
然
で
あ
る
と
劉
腿
は
考
え
て

い
た
。
現
代
の
私
た
ち
の
文
学
史
認
識
か
ら
見
れ
ば
そ
ん
な
こ
と
は
至
極

当
然
の
こ
と
で
あ
り
言
、
つ
ま
で
も
な
い
こ
と
と
思
え
る
が
、
そ
れ
を
一
篇

の
理
論
と
し
て
著
す
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
無
か
っ
た
こ
と
は
、
西
欧

で
は
一
人
・
九
世
紀
の
ゲ
i
テ
や
テ
l
ヌ
の
現
わ
れ
る
ま
で
の
時
を
費
や

し
て
い
る
こ
と
で
推
察
で
き
る
。
「
時
運
交
移
、
質
文
代
変
、
古
今
情
理
、

如
可
言
乎
」
(
時
運
交
モ
移
リ
、
質
文
代
ル
変
ズ
、
古
今
ノ
情
理
、
言
フ
可
キ
ガ

如
キ
カ
)
本
篇
冒
頭
の
一
句
で
あ
る
。
李
日
剛
は
『
文
心
離
龍
斜
詮
』
の

直
解
に
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
「
時
代
之
世
事
運
会
、
既
交
互
推
移
、

文
風
之
質
撲
文
華
、
亦
更
迭
変
化
、
則
古
往
今
来
之
才
情
文
理
、
即
可
依

此
道
理
而
推
論
其
大
概
也
」
こ
の
観
点
か
ら
劉
腿
は
往
昔
の
尭
舜
の
時
代

か
ら
彼
の
在
世
の
前
王
朝
宋
代
ま
で
の
文
学
史
を
適
切
に
簡
叙
す
る
。

物
色
篇
は
、
文
章
創
作
と
批
評
に
お
い
て
外
界
の
自
然
が
い
か
な
る
意

味
を
持
ち
そ
れ
を
い
か
に
有
効
に
使
用
す
る
か
に
つ
い
て
論
述
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
は
こ
の
篇
は
原
道
篇
や
神
思
篇
と
も
密
接
に
連
関
し
て

い
る
篇
で
も
あ
る
。
詩
経
の
詩
人
た
ち
も
そ
の
詩
作
に
お
い
て
自
然
の
景

物
と
色
彩
の
美
を
〈
興
〉
の
対
象
と
し
て
巧
妙
に
駆
使
し
た
が
、
渡
江
後

の
漢
民
族
の
文
人
に
と
っ
て
の
南
の
豊
潤
美
麗
の
自
然
は
文
学
作
品
の
創

成
の
た
め
の
宝
庫
で
も
あ
っ
た
。

厳
し
い
北
方
の
自
然
を
逃
れ
て
南
方
へ
移
住
し
た
文
人
た
ち
の
目
に
映

じ
る
自
然
は
彼
ら
の
創
作
意
欲
を
駆
り
立
て
た
こ
と
想
像
に
難
く
な
い
。

六
朝
期
に
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
の
美
し
い
山
水
詩
が
次
々
と
害
か
れ
た
か
は
多

角
度
か
ら
検
証
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
が
、
自
然
の
美
の
影
響
を
抜
き
に
し

て
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
も
ま
た
「
六
朝
美
文
論
」

や
高
橋
の
愛
し
て
止
ま
な
か
っ
た
六
朝
の
自
然
の
美
を
詠
っ
た
各
詩
人
た

ち
の
論
の
所
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

才
略
篇
は
作
家
の
才
能
に
つ
い
て
の
概
略
論
だ
が
、
こ
の
篇
は
時
序
篇

と
併
読
す
れ
ば
、
中
国
文
学
史
に
関
し
て
の
視
点
が
よ
り
豊
か
に
な
る
に

違
い
な
い
。

事
類
篇
で
少
し
く
追
究
し
た
学
と
才
に
関
連
づ
け
て
言
え
ば
、
時
序
篇

は
学
と
才
略
篇
は
才
と
一
連
の
も
の
と
し
て
考
え
た
方
が
理
解
し
安
い
で

あ
ろ
う
。

知
音
篇
は
鑑
賞
論
だ
が
、
鑑
賞
自
体
が
既
に
選
択
で
あ
る
以
上
、
鑑
賞

は
評
価
と
批
評
を
内
含
し
そ
れ
を
ま
た
誘
引
す
る
。
鑑
賞
と
批
評
の
閥
値

も
ま
た
分
明
で
は
な
い
。
往
昔
、
弾
琴
の
名
手
の
伯
牙
の
音
の
イ
メ
ー
ジ

す
る
世
界
を
鑑
賞
の
名
手
の
鍾
子
期
は
推
知
し
た
。
知
音
の
故
事
で
あ
る
。

名
馬
が
伯
楽
を
得
て
価
値
が
定
ま
る
よ
う
に
、
名
作
も
ま
た
良
き
鑑
賞
評

価
、
批
評
者
を
得
て
世
に
出
て
残
る
。
名
馬
常
に
有
り
、
伯
楽
常
に
は
有

ら
ず
、
と
す
れ
ば
知
音
を
得
る
こ
と
も
ま
た
至
難
で
あ
っ
た
。
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源
氏
物
論
正
編
の
構
成
に
つ
い
て
の
憶
測

上
野
和
昭

平
曲
譜
本
に
み
え
る
動
詞
の
接
合
ア
ク
セ
ン
ト

に
つ
い
て

徳
島
県
三
好
郡
山
城
谷
ア
ク
セ
ン
ト
の
動
向

|
|
二
拍
名
詞
を
中
心
に
(
共
著
)

「
知
音
其
難
哉
、
音
実
難
知
、
知
実
難
逢
、
逢
其
知
音
、
千
載
其
一
手
」

(
知
音
其
レ
難
キ
カ
ナ
、
音
ハ
実
ニ
知
リ
難
ク
、
知
ハ
実
ニ
逢
ヒ
難
シ
、
其
ノ
知
音
ニ
逢

フ
ハ
、
千
載
ニ
其
レ
一
カ
)
知
音
篇
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
拙
論
(
囚
)
に
既

述
し
た
よ
う
に
、
『
文
心
離
龍
』
も
ま
た
時
の
政
治
文
壇
の
重
鎮
で
あ
っ

た
沈
約
と
い
う
知
音
を
得
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
世
に
残
ら
な
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
千
載
一
遇
と
は
劉
拙
の
本
音
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

文
学
批
評
に
携
わ
る
者
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
是
非
一
度
だ
け
で
も
『
文

心
離
龍
』
一
書
を
通
読
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
の
が
筆
者
の
念
願
だ

が
、
就
中
、
こ
の
知
音
篇
だ
け
は
必
読
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
切
願
す
る
。

「
夫
綴
文
者
、
情
動
而
辞
発
、
観
文
者
、
披
文
以
入
情
、
沿
波
討
源
、

難
幽
必
顕
、
世
遠
莫
見
其
面
、
規
文
親
見
其
心
、
山
豆
成
篇
之
足
深
、
患
識

照
之
自
浅
耳
」
作
者
の
感
情
の
揺
動
に
よ
っ
て
言
辞
が
表
発
し
文
章
に
定

着
す
る
。
読
者
は
そ
れ
を
披
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
へ
の
感
情
移
入

を
す
る
。
鑑
賞
批
評
の
階
梯
法
則
に
従
え
ば
、
作
者
(
作
品
)
の
表
現
意

図
を
必
然
的
に
明
顕
し
う
る
。
時
代
の
隔
た
り
に
関
係
な
く
作
者
(
作
品
)

の
心
情
を
知
見
で
き
る
。
作
品
が
深
遠
す
ぎ
る
の
で
は
な
く
、
読
者
の
観

照
力
の
浅
薄
こ
そ
が
問
題
な
の
だ
と
。
意
訳
し
た
が
、
こ
こ
に
書
か
れ
て

「
徳
島
大
学
国
語
国
文
学
」
(
一

l
五
号
)

著
者
別
論
文
題
目
一
覧
そ
の

安

東

諒

高
橋
和
巳
論
l
l中
国
文
学
論
の
一
端
|

(

一

1
(
五

1-57; 

市
川
慶
子

い
る
の
は
、
誠
に
当
然
の
鑑
賞
批
評
定
式
で
あ
る
。
こ
の
定
式
の
中
か
ら

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
批
評
の
方
法
論
と
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
前
稿

の
終
り
の
方
で
少
し
く
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
の
批
評
理
論
は
既
に
作
品

そ
の
も
の
の
解
体
を
主
張
し
て
新
し
い
テ
ク
ス
ト
の
再
生
を
ま
で
企
図
し

て
い
る
。

b
p均
〆

程
器
篇
は
作
家
(
器
)
の
才
能
と
人
間
性
を
程
度
し
て
い
て
、
文
才
と

武
術
の
均
衡
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
単
な
る
文
人
で
は
な
く
国
家
有
用

の
人
材
と
な
る
べ
き
こ
と
ま
で
を
要
請
し
て
い
る
。
「
や
は
り
お
そ
ら
く

は
、
人
間
に
ゆ
る
さ
れ
た
最
良
の
幸
福
は
、
観
念
の
世
界
に
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
形
成
の
途
上
で
そ
れ
は
と
も
す
れ
ば
哀
れ
に
く
ず
れ
は
て
、
お
う

お
う
邪
の
道
に
戸
迷
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
統
一
さ
れ
れ
ば
そ
れ
は
い
く

ら
か
は
堅
い
城
を
形
成
し
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
序
志
篇
の
荘
子
に

よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
賛
に
は
「
生
に
涯
あ
り
。
涯
な
き
は
惟
れ
智
、
物
を

逐
う
は
実
に
難
く
、
性
に
想
る
は
良
に
易
し
云
々
、
と
あ
る
」
(
前
掲
書

三
四
五
頁
)
と
高
橋
は
結
言
し
て
い
る
。
(
未
完
)

Q
d
 

qδ 

二
九
九
一
・
八
・
一
二
一
)

総
合
科
学
部
教
授
)

(
あ
ん
ど
う
・
ま
こ
と

2 

多
和
文
庫
所
蔵
の
名
目
紗
声
点
本
に
つ
い
て

上
原
小
代
子

『
建
札
門
院
右
京
大
夫
集
』
に
お
け
る
表
現
の

広
が
り

2 5 

3 4 

『
伊
勢
物
語
」
世
界
の
と
り
こ
み
の
効
用
|
|
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