
『丈

心

離

龍

』

考

|
|
劉
総
の
根
本
的
思
考
様
式
に
つ
い
て
|
|
t

(N)佃)(II) (1) 

語明言
霊園

(1) 

序

雷

『
文
心
雌
龍
』
は
、
六
朝
時
代
斉
梁
両
王
朝
町
交
替
期
に
著
さ
れ
た
文

学
理
論
の
番
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
す
ぐ
れ
た
体
系
性
を
有
す
る
点
、
ま
た
、

哲
学
書
で
は
な
く
、
文
学
理
論
的
専
書
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
中
国
に
冠

。
絶
し
た
特
性
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
本
警
の
各
篇
に
多
岐
に
亙
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
表
面
的
な

げ
思
想
・
主
張
を
見
る
限
り
、
相
互
に
矛
盾
し
、
あ
い
容
れ
な
い
と
考
え
ら

考
れ
て
い
る
こ
大
思
想
(
儒
・
道
)
が
混
入
し
て
い
て
、
思
想
的
統
一
位
が

溜
甚
だ
し
く
欠
如
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
代
表
的
な
一
例、

川
酬
を
挙
げ
れ
ば
、
「
原
道
」
に
お
け
る
〈
道
V

的
概
念
は
、
儒
家
の
言
う
人

攻
倫
の
道
で
は
な
く
、
む
し
ろ
道
家
思
想
に
見
ら
れ
る
舟
地
自
然
的
世
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
続
く
「
徴
聖
」
の
〈
聖
V

は
儒
家
の
聖
人

で
あ
っ
て
、
道
家
の
尊
崇
す
る
人
人
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
宗
経
」
の
〈
経
〉
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文

度

は
、
儒
家
的
経
書
で
あ
っ
て
、
道
家
の
番
で
は
な
い
。

如
上
町
事
実
に
対
し
、
『
文
心
雌
龍
』
全
体
を
島
撤
し
て
み
る
と
、
そ
れ

が
一
定
の
論
理
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
統
一
性
を
有
し
た
整
然
た

る
体
系
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
例
え
ば
、
「
序
志
」

内
記

sr参
考
に
し
て
見
て
み
る
と
、
全
五
十
篇
の
各
篇
は
次
の
よ
う
に

秩
序
た
だ
し
く
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
得
る
。

1
1
5

文
学
原
論
(
文
之
枢
紐
)
約

T
V

一J
綱
領

6
1
お

文

体

論

υ

お

l
n
創

作

論

)

日

ω
1
叫

修

辞

論

2

一和

?
i

M
叫

l
m叩
文

学

諸

問

題

論

一

下

5
1
l

m

自

序

一

(

と
こ
ろ
で
、
一
九
六

O
年
前
後
、
中
国
に
お
い
て
は
、
『
文
心
雌
龍
』
の

札
留
米
長
恐
の
認
定
に
つ
い
て
盛
ん
な
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ぷ
「
だ
が
、

自
己
の
思
想
的
立
場
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
牽
強
付
会
と
も
思
え
る
主
張

に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
詳
細
な
注
釈
を
施
し
て
世
評
の
高
い
活
文
欄
氏
の
、
「
弁
騒
」
に
対

す
る
解
釈
は
、
既
に
林
田
慎
之
助
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
ょ
に
旬
、
劉
総



の
意
図
を
無
視
し
て
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
と

は
認
め
ら
れ
な
い
。
「
序
志
」
に
お
い
て
彼
は
、
「
弁
騒
」
を
、
「
原
道
」
「
徴

聖
」
勺
申
告
絵
」
「
正
緯
」
と
と
も
に
一
括
し
て
八
文
之
枢
紐
V

と
し
て
、
扱

っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
氏
は
、
上
篇
二
十
五
章
を
排
列
し
た
樹

形
町

rお
い
て
、
そ
れ
を
「
明
詩
」
「
楽
府
」
な
ど
の
文
体
論
と
同
列
に
排

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
劉
胞
の
基
本
思
想
は
儒
家
思
想
で
あ
る
、
と
い
う

主
張
を
氏
が
も
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ぶ
ド
『
楚
辞
』
は
儒
家
内
書

で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
氏
に
と
っ
て
、
「
弁
騒
」
は
〈
文
之
枢
紐
v
に

入
れ
得
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
第
五
章
ま
で
を
一
括
し
て

〈
文
之
枢
紐
V

と
劉
艇
が
述
べ
て
い
る
以
上
、
氏
の
考
え
は
劉
邸
の
意
図

を
無
視
し
て
い
る
と
、
批
判
さ
れ
て
も
己
む
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
日
本
で
は
、
彼
の
基
本
思
想
を
認
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
あ

ま
り
為
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
書
的
思
想
函
に
つ
い
て
、
現
在
、
概

ね
承
認
さ
れ
て
い
る
の
は
、
『
文
心
雌
龍
』
、
特
に
冒
頭
五
章
(
文
之
枢
紐
)

の
思
想
的
根
拠
は
、
易
哲
学
で
ん
旬
、
と
い
う
見
解
だ
と
思
わ
れ
る
。
筆

者
も
基
本
的
に
は
こ
の
立
場
に
あ
る
。
が
、
筆
者
は
、
易
そ
の
も
の
の
思
想

で
は
な
〈
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
易
お
よ
び
易
解
釈
に
見
ら
れ
る
思
考
の

様
式
を
問
題
に
し
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
『
文
心
雌
龍
』
は
、
一
見

あ
い
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
儒
・
道
、
両
思
想
的
概
念
を
併
用
し
な
が
ら

自
己
の
文
学
理
論
を
統
一
的
に
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
全
体
系
を
統
一
的

に
展
開
し
て
い
る
も
の
を
、
筆
者
は
、
《
思
想
を
運
用
し
て
い
く
と
き
の
論

理
展
開
の
一
つ
の
型
v
、
即
ち
〈
思
考
様
式
〉
だ
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
易
哲
学
が
そ
の
思
想
的
根
拠
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
が

如
何
に
展
開
さ
れ
て
、
か
か
る
文
学
論
が
成
立
し
得
え
て
い
る
の
か
、
そ

の
文
学
論
へ
の
展
開
を
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
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日
本
に
お
い
て
も
ま
だ
十
分
に
は
為
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

筆
者
は
、
『
文
心
雌
龍
』
の
文
学
原
論
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
論
理
展
開

的
解
明
を
最
終
目
標
に
し
て
い
る
。
が
、
こ
の
う
ち
、
小
論
で
は
そ
の
論

理
展
開
的
根
本
に
あ
る
思
考
様
式
的
検
討
の
み
に
止
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

(11) 

〈

圏

↓

置

の

蛤

理

V

た
0 次「

文れ~文向原
な、雑5のよ道
り山わ博品」
。川りた JL n、
締、る》り

を方や文冒
焼苦円大章頭 (1)
か体ながに世
し分りあ 界
てれ。る世鋭
以、天 。 界

て日池 町

理旦と 現
あ壁並 象
るをぴ と
地畳t生
のねじ 二
形てた て〉
を以る
鋪Lては
く脆E何

しぞ
此きゃ
れ天
蓋の夫
し 象 れ
道・を玄
町・垂賞

の
関
係
に
つ
い
て
述
べ

こ
れ
は
、
天
空
向
日
や
月
、
地
上
向
山
や
川
、
即
ち
眼
前
に
展
開
す
る
諸

現
象
は
、
〈
道
〉
の
文
彩
で
あ
る
、
概
ね
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
い
ま
少
し
詳
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
〈
文
〉
を
た
だ

〈
文
彩
v

と
解
す
だ
け
で
は
不
十
分
の
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
同
じ
く
「
原

道
」
に
、

g
u
 

O
傍
〈
万
品
に
及
ぼ
せ
ば
、
動
植
も
皆
、
文
あ
り
。
龍
鳳
部
絵
を
以
て
瑞
を

里
L
、
虎
豹
煩
蔚
を
以
て
姿
を
凝
ら
す
。
雲
霞
肉
離
色
は
、
画
工
の
妙
を

恥
ゆ
る
有
り
・
草
木
肉
質
草
は
、
錦
匠
の
奇
を
待
つ
無
し
。
夫
れ
宣
に
外

飾
な
ら
ん
や
、
議
し
自
然
な
る
の
み
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
天
空
の
諸
現
象
・
大
地
内
諾
形
象
ば
か
り
で
な
く
、

“字

L
か

あ

や

動
物
や
植
物
な
ど
の
生
物
に
も
白
か
ら
然
る
〈
文
v
、
即
ち
〈
文
彩
v
の
あ

る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
続
く
文
章
に
は
、
風
向



音
・
水
町
響
の
よ
う
な
無
形
の
も
の
に
も
、
長
引
伊
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ぷ
v

劉
都
は
、
天
地
自
然
の
全
現
象
に
例
外
な
く
ハ
対
v

が
あ
る
と
考
え
て

&
や

い
た
。
だ
が
、
か
か
る
認
識
は
、
天
地
が
生
ず
る
の
と
同
時
に
〈
文
〉
が

生
ヒ
た
、
と
い
う
「
原
道
」
冒
頭
の
認
識
の
、
延
長
線
上
に
あ
る
も
町
に

す
ぎ
な
い
。
重
要
な
の
は
む
し
ろ
、
〈
夫
れ
宣
に
外
飾
な
ら
ん
や
、
蓋
し
自

然
な
る
の
み
。
v

と
い
う
文
章
に
認
め
ら
れ
る
別
内
認
識
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

あ
や

は
、
動
植
物
町
〈
文
v

は
、
外
部
か
ら
装
飾
を
加
、
え
て
為
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
し
て
い
る
本
質
が
、
現
象
と
し
て
お
の
ず
か
ら

あ
ら
わ
れ
た
も
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

如
上
町
認
識
を
も
と
に
し
て
、
冒
頭
町
一
文
に
記
さ
れ
た
〈
道
の
文
v

町
内
容
を
見
て
み
る
な
ら
ば
、
ハ
道
v

の
文
彩
は
天
地
自
然
的
現
象
で
あ

り
、
〈
道
〉
の
お
の
ず
か
ら
な
る
現
わ
れ
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
を
、
そ
の

背
後
に
認
め
得
る
。
と
す
れ
ば
、
〈
文
v

に
は
結
局
、
あ
や
・
文
彩
、
即
ち

八道
v

の
あ
ら
わ
れ
・
自
然
の
現
象
、
と
い
う
認
識
が
含
ま
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
〈
道
の
文
〉
に
つ
い
て
、
斯
波
六
郎
氏
は
、
「
道
そ

り
の
も
の
が
表
わ
れ
て
文
と
な
っ
た
と
い
ふ
意
味
で
、
」
「
道
と
文
と
は
二
に

し
て
一
、
一
に
し
て
二
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
で
経
験
す
る
占
か
ら
い
へ
ば

げ
文
で
あ
っ
て
、
思
考
作
用
で
そ
の
本
質
を
認
識
す
る
点
か
ら
い
へ
ば
道
な

考
の
で
あ
る
日
と
述
べ
て
お
ら
れ
Amuo

筆
者
が
、
ハ
文
V

は
〈
道
〉
の

軸
齢
十
ら
な
る
現
わ
れ
、
と
解
す
る
の
も
、
こ
の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な

-b

い
e
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〈道
V

と
ハ
文
〉
に
関
す
る
如
上
の
認
識
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
き
、

そ
の
根
底
に
は
、
世
界
の
あ
り
方
に
対
す
る
根
本
的
認
識
(
世
界
観
)
が

あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
れ
は
、

。
現
輩
世
界
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
本
質
が
、
そ
の
ま
ま
現
わ
れ
た
も
の
だ
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
劉
郎
は
、
こ
の
認
識
を
前
提
と
し
て
、
〈
道
V

と

〈文
V

と
の
関
係
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
〈
道
〉
は
本
質
、
八
文
v

は
現
象
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
〈
文
V

は
、
世
界
の
生
成
と
と
も
に
生
じ
、

文
彩
と
し
て
現
出
す
る
。

現
象
の
背
後
に
、
現
象
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
本
質
を
見
る
、
こ
の
よ

う
な
考
え
方
が
、
基
本
的
に
周
易
形
而
上
学
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
ほ
ほ
動
か
し
得
な
い
事
実
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
同
じ
〈
易
と

言
っ
て
も
、
劉
都
の
基
づ
い
た
も
の
は
、
『
荘
子
』
大
宗
聞
知
北
遊
、
『
韓

非
子
』
解
老
、
『
准
南
子
』
原
道
訓
な
ど
の
、
世
界
的
全
現
象
は
道
に
因
る

と
い
う
え
問
を
受
け
つ
子
、
こ
れ
ら
老
荘
的
思
惟
に
鍛
え
ら
れ
た
六
朝
に

お
け
る
易
、
特
に
王
弼
・
韓
康
伯
の
易
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
よ
り
適
切

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
拙
論
を
述
べ
た
こ
と
が

内ロ》

あ
る
J

そ
し
て
、
劉
艇
の
独
創
は
、
吋
原
道
」
の
ハ
人
文
町
一
百
は
臨
む
る
に
太
極

よ
り
す
。
幽
〈
神
明
を
資
す
る
は
、
易
象
こ
れ
に
先
ん
ず
(
人
文
の
根
源

は
、
太
極
(
道
)
か
ら
は
じ
ま
る
。
易
の
卦
象
が
ま
ず
神
明
(
超
越
の
妙

理
)
の
洞
察
を
行
っ
た
)
。
〉
と
い
う
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
前
述
の
易

の
思
想
に
拠
り
つ
つ
、
人
聞
の
〈
文
v
を
〈
道
〉
と
の
関
係
に
お
い
て
論

じ
た
こ
引
で
品
っ
た
。
こ
の
点
は
既
に
斯
波
六
郎
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ

で
も
あ
る
。

氏
は
ま
た
、
陸
機
『
文
賦
』
の
ハ
彼
攻
蚊
与
玉
藻
、
若
中
原
之
有
寂
、

同
紫
術
之
岡
窮
、
与
天
地
乎
並
育
。
〉
と
い
う
記
述
に
は
、
「
文
章
が
、
天

地
内
同
一
円
気
乃
至
は
道
に
、
根
ざ
す
、
と
す
る
考
え
方
を
暗
示
し
て
い

る
」
所
が
あ
り
、
劉
航
は
、
陸
機
的
記
述
に
も
と
づ
い
て
、
よ
り
理
論
的



に
組
み
立
て
た
も
の
だ
ろ
う
、
と
し
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
、
劉
艇
は
陸

機
『
文
賦
』
の
影
響
を
多
く
受
け
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
氏
の
指
摘
は
当

を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
陸
機
で
は
な
く
て
、

な
ぜ
劉
棋
が
文
章
世
界
を
体
系
化
し
得
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
文
章
世
界
全
体
と
〈
道
v

と
の
関
係
づ
け
に
自
覚
的
で
あ
っ
た

か
、
ど
う
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
序
志
」
で
、
〈
聖
旨
を
敷
讃
す
る
は
、
経
を
注
す
る
に
若
く
は
英
し
。

L
Z
と

而
れ
ど
も
馬
・
邸
内
諸
儒
は
、
之
を
弘
む
る
こ
と
己
に
精
な
り
。
就
い
深

解
有
る
も
、
未
だ
家
を
立
つ
る
に
足
ら
ず
。
唯
だ
文
章
の
用
は
、
突
に
経

典
的
校
条
に
し
て
、
五
札
は
之
に
資
り
て
以
て
成
り
、
六
典
は
之
に
因
っ

て
用
を
致
す
。
v

と
述
べ
て
い
る
。

ζ

の
文
、
及
ぴ
先
の
〈
道
的
文
〉
の
主
張
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
劉
総

に
は
世
界
に
対
す
る
認
識
を
文
章
世
界
に
展
開
す
る
こ
と
で
、
文
章
世
界

全
体
を
体
系
化
し
よ
う
と
い
う
自
覚
が
存
在
し
て
い
た
と
言
い
得
ょ
う
。

な
お
、
世
界
の
現
象
を
〈
文
v
即
ち
美
的
な
も
の
と
把
え
た
認
識
は
、
人

聞
の
為
す
〈
文
v
即
ち
文
章
世
界
に
展
開
さ
れ
、
文
章
論
の
根
幹
を
な
す

重
要
な
柱
内
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
世
界
の
全
現
象
に
〈
道
V

の
あ
ら
わ

あ
や

れ
と
し
て
の
〈
文
V

が
あ
る
よ
う
に
や
は
り
八
道
V

に
根
源
を
も
っ
文

あ
や

章
に
、
〈
文
v

が
あ
る
町
が
自
然
で
、
人
が
文
章
を
作
成
す
る
と
き
に
は

必
ず
〈
文
彩
V

を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ま
た
世
界
的
〈
文
v

の
背

あ
や

後
に
〈
道
v

が
あ
る
よ
、
つ
に
、
文
章
の
〈
文
v

の
背
後
に
は
、
〈
質
v
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
に
至
っ
て
い
ぷ
v

四
六
耕
健
文
の
全
盛

期
に
あ
っ
て
、
文
章
に
文
彩
を
施
せ
、
と
の
主
張
は
当
然
の
こ
と
の
よ
う

に
思
え
る
が
、
劉
艇
の
独
創
性
は
、
そ
の
当
然
的
主
張
に
も
自
覚
さ
れ
た

思
想
的
根
拠
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
文
彩
の
欠
如
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に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
内
容
を
伴
わ
な
い
過
剰
な
修
辞
に
こ
そ
よ
り
強
〈

警
告
を
発
し
て
い
る
。
世
界
的
現
象
に
あ
る
八
文
彩
〉
が
、
〈
道
v
に
相
即

し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
文
章
の
〈
文
彩
〉
も
内
容
に
見
あ
っ
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
に
崎
、
と
。

か
か
る
認
識
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
劉
邸
の
文
章
論
に
と
っ
て
看
過
し

得
な
い
重
要
性
を
有
し
て
い
る
。
だ
が
、
小
論
で
は
そ
の
こ
と
を
指
摘
す

る
だ
け
に
止
め
、
論
を
次
に
す
す
め
た
い
。

と
こ
ろ
せ
、
彼
の
世
界
観
の
根
底
に
は
、
本
質
が
現
象
と
し
て
現
わ
れ

て
く
る
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
が
、
筆
者
は
、
こ
の
様
な
考
え
方
が
、

彼
の
文
学
理
論
を
統
一
的
に
展
開
さ
せ
、
そ
れ
に
一
個
の
体
系
を
与
え
る

に
至
っ
て
い
る
根
本
的
な
思
考
様
式
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
後

世
に
お
い
て
、
本
末
の
論
理
、
或
い
は
体
用
の
論
理
と
呼
ば
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
小
論
で
は
、
ひ
と
ま
ず
自

l園
の
論
理
〉
と
名
づ
け

て
お
き
た
い
と
思
う
。ω綿

書
認
識

さ
て
、
劉
艇
は
従
来
的
文
章
論
で
は
殆
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
緯
書
に
つ
い
て
、
一
章
を
割
き
、
仔
細
に
検
討
を
加
え
、
独
特
の
緯
書

論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
の
緯
書
認
識
の
根
本
に
は
、
や
は
り
《
岡
国

|
↓
岡
国
の
論
理
v

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
原
道
」
「
徴
聖
」
「
宗
経
」
は
、
文
学
原
論
的
中
核
を
為
す
篇
で
、
い

ず
れ
も
不
可
欠
の
重
要
性
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
、
「
正
緯
」
は
、

そ
れ
ほ
ど
の
重
要
性
を
も
た
な
い
か
の
よ
う
な
印
象
が
あ
る
。
だ
が
、
「
正

綿
」
と
い
う
篇
名
が
示
す
よ
う
に
、
劉
邸
は
綜
書
を
全
面
的
に
否
定
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
篇
名
に
は
、
現
行
の
紛
雑
せ
る
緯
書
、
及
び
そ

れ
に
対
す
る
認
識
の
真
偽
を
正
す
、
と
い
う
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
後



述
す
る
よ
う
に
、
劉
邸
は
、
緯
番
に
は
基
本
的
に
「
真
」
と
「
偽
」
の
両

面
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
勺
真
」
だ
と
す
る
部
分
に
は
当
然
、
検
討
に
値

す
る
重
要
な
考
え
方
が
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

緯
書
に
「
真
」
「
偽
」
の
あ
る
こ
と
を
、
劉
邸
自
身
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

脇)

。
但
だ
世
鍛
か
に
し
て
文
隠
れ
、
好
ん
で
矯
誕
を
生
ず
。

tw存
す
と
錐
も
、

偽
も
亦
た
需
に
湿
る
.
(
正
綜
)

O
賛
に
日
く
、
栄
河
混
治
、
是
れ
図
緯
を
苧
む
。
神
宝
は
用
を
蔵
し
、
理
隠

れ
て
文
貴
L
.
世
は
二
漢
を
歴
て
、
朱
紫
勝
部
す
。
諦
誌
を
英
策
し
て
、

其
の
雌
蔚
を
採
札
。
(
同
右
賛
)

以
上
町
二
文
か
ら
、
「
真
」
「
偽
」
に
つ
い
て
、

ω綜
警
は
、
本
来
可
真
」
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ω時
代
を
経
る
に
つ
れ
、
「
偽
」
が
混
入
し
て
き
た
。

と
い
う
こ
つ
の
考
え
方
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

O

・B

・
-

'

A

V

0
廼
町
河
図
の
λ
卦
を
苧
み
、
格
番
町
九
鳴
を
臨
み
、
玉
版
金
銭
円
実
、
丹

i
 

文
緑
牒
の
華
の
若
き
は
、
誰
か
其
札
之
を
戸
る
。
亦
た
神
理
な
る
の
み
。

(
原
道
)

E

-

O
夫
れ
神
道
は
幽
を
聞
き
、
天
命
の
微
顕
な
る
、
馬
龍
出
で
て
大
易
興
り
、

・・2

祭
申

神
亀
見
わ
れ
て
洪
範
熔
〈
。
故
に
繋
辞
に
称
す
、
河
、
図
を
出
だ
し
、
洛

q
a
 

書
を
出
だ
し
、
聖
人
之
に
則
る
。
と
。
斯
の
調
な
り
。
(
正
綜
)

O
経
は
顕
に
し
て
、
聖
訓
な
り
。
緯
は
隠
に
し
て
、
神
教
な
り
。
{
同
右
)

O
命
有
り
天
白
り
す
(
有
命
自
天
)
。
廼
ち
符
識
と
称
す
。
(
同
右
)

2

9

・

0
夫
の
図
録
的
見
は
る
る
を
原
由
る
に
、
廼
ち
長
天
の
休
命
(
且
胃
天
休
命
)

な
り
。
(
同
右
)

「
原
道
」
「
正
綜
」
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
文
章
の
緯
書
の
成
立
に
関
す
る

部
分
だ
け
を
要
約
す
れ
ば
、
概
ね
次
の
よ
う
な
内
容
と
な
ろ
う
。
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O
再
開
配
・
ゆ
昏
・
仲
動
・
降
徐
な
ど
の
〈
緯
V

は
、
本
来
、
骨
恐
・
神
法

天
命
な
ど
と
称
さ
れ
る
も
の
が
、
具
体
的
な
形
(
図
や
文
字
な
ど
)
を
と

っ
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
.

こ
こ
で
い
う
神
理
・
神
道
・
天
命
な
ど
は
、
「
寺
飾
」
町
《
夫
形
而
上
者

調
之
道
、
形
市
下
者
謂
之
器
。
神
道
難
事
、
精
言
不
能
追
其
極
、
形
器
易

写
、
壮
辞
可
得
喰
其
真
。
〉
と
い
う
記
述
を
参
照
す
れ
ば
、
「
原
道
」
の
〈
道
〉

と
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
と
す
れ
れ
ば
、
劉
邸
は
、
世
界

的
〈
文
V

と
〈
道
v

と
の
関
係
と
同
様
の
関
係
で
、
〈
緯
V

と
八
道
V

を
認
識

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
全
現
象
世
界
が
〈
道
V

の
あ
ら
わ
れ
で

あ
る
よ
う
に
、
真
な
る
〈
緯
V

も
ま
た
、
神
理
・
神
道
・
天
命
、
即
ち
〈
道
v

?
乞
か
仕
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
白
間
四
1

商
困

の
論
理
〉
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
か
ら
見
て
、
〈
緯
v

が
実
際

に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
実
証
的
な
事
柄
は
、
も

ち
ろ
ん
別
問
題
で
あ
る
。
彼
は
、
河
図
・
洛
書
な
ど
を
そ
の
よ
う
な
も
の

(〈道
V

の
あ
ら
わ
れ
)
と
信
じ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
は
「
真
」
で

九
崎
】

あ
る
、
と
の
判
断
を
下
し
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
ν

九

ま
た
、
劉
艇
は
「
偽
」
の
緯
書
に
つ
い
て
も
、
全
面
的
に
否
定
し
て
は

い
な
い
。
前
に
引
用
し
た
「
正
緯
」
賛
同
〈
諸
誌
を
友
美
し
て
、
其
肉
離

蔚
を
採
れ
。
〉
ま
た
〈
若
乃
義
農
軒
惇
之
源
、
山
漬
鍾
律
之
要
、
白
魚
赤
鳥

之
符
、
黄
金
紫
玉
之
瑞
、
事
豊
奇
偉
、
辞
富
膏
服
、
無
益
経
典
而
有
助
文

章
。
〉
(
正
緯
)
と
い
う
記
述
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
経
書
と
は
異
質
の
、

修
辞
に
満
ち
た
そ
の
文
章
に
は
、
採
る
べ
き
所
が
多
多
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
だ
が
、
そ
れ
は
人
が
実
際
に
文
章
を
作
成
す
る
と
き
の
い
わ
ば
各
論

に
わ
た
る
場
合
的
問
題
で
あ
り
、
文
学
原
論
成
立
の
論
理
展
開
に
直
接
関

係
す
る
事
柄
で
は
な
い
。
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{田)

根
源
志
向
と
全
体
志
向

さ
て
、
『
文
心
雌
龍
』
全
書
を
通
読
す
る
と
、
本
と
末
、
源
と
波
(
測
)
、

根
と
葉
、
幹
と
枝
主
ど
、
樹
木
や
流
水
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
し
、
根
源

的
な
も
の
と
末
葉
の
も
の
を
二
元
論
的
に
対
置
さ
せ
た
表
現
が
随
所
に
認

め
ら
れ
る
.
例
え
ば
、
「
宗
経
」
に
〈
是
を
以
て
楚
は
監
に
し
て
、
漢
は
修

に
、
流
弊
し
て
還
ら
ず
a

末
を
正
し
本
に
帰
ら
ば
、
其
れ
誌
か
ら
ず
や
。
v

と
あ
る
a

樹
木
や
流
水
を
も
と
に
し
た
、
こ
の
よ
う
な
叙
述
法
、
即
ち
根

源
と
末
葉
を
対
置
さ
せ
て
論
ず
る
方
法
は
、
無
意
識
裡
に
、
あ
る
い
は
偶

然
に
為
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
も
の
ご
と
を
根
源
に
遡
っ
て
把
握
し
よ

う
と
す
る
明
確
な
意
識
の
も
と
に
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
劉
都
は
「
序

志
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
彼
以
前
に
文
章
に
つ
い
て
論
ヒ
た
者
、

十
人
を
列
挙
し
、
一
応
の
評
価
を
下
し
た
後
の
も
の
で
あ
る
固

。
並
び
に
未
だ
葉
を
振
い
て
以
て
根
を
尋
ね
、
測
を
観
て
源
を
索
む
能
わ
ず
。

劉
艇
に
は
彼
ら
(
曹
亙
・
曹
植
・
応
場
・
陸
機
・
塾
虞
李
充
・
桓
謂
・

劉
禎
・
応
貞
・
陸
雲
)
が
、
文
章
の
根
源
に
立
ち
返
っ
て
論
を
展
開
し
た

と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
こ
れ
ら
の
文
章
論
は
八
先
哲

の
詰
を
述
べ
ず
、
後
世
に
益
す
る
無
し
。
v
と
断
定
し
、
根
こ
そ
ぎ
否
定
し

て
い
る
。
「
序
志
」
は
「
文
心
雌
龍
』
司
自
序
で
、
執
筆
態
度
を
表
明
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
序
志
」
に
明
言
し
て
い
る
以
上
、
も
の
ご
と
を
そ

の
根
源
に
立
ち
返
っ
て
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
彼
の
根
源

志
向
が
、
文
章
に
関
す
る
全
て
の
対
象
に
作
用
し
て
い
る
の
は
当
然
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
彼
の
こ
の
よ
う
な
志
向
が
何
に
由
来
す
る
か
は
、
検
討

【
舗
》

を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
文
章
に
つ
い
て
の
論
を
、
〈
原

氏子

道
(
道
を
原
由
)
V

か
ら
起
し
た
こ
と
に
、
そ
の
志
向
は
ま
ず
明
瞭
に
読
み

と
れ
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
〈
原
道
〉
の
み
に
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
。
前

述
し
た
よ
う
に
、
根
源
と
末
楽
町
対
置
は
全
篇
に
亙
っ
て
見
ら
れ
、
ま
た
、

根
源
を
意
味
す
る
〈
1
之
本
也
〉
〈
綱
紀
〉
〈
要
体
〉
な
ど
の
言
葉
も
全
篇

に
亙
っ
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
い
ま
、
文
章
世
界
に
お
け
る

空
間
軸
、
す
な
わ
ち
文
体
論
の
、
総
論
と
各
論
に
認
め
ら
れ
る
根
源
と
末

勢
町
対
置
の
内
容
を
格
討
し
、
さ
き
の
命
刷
ア
↓
閉
園
内
論
理
〉
と
の

関
係
を
見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

ω文
体
総
論

ω根
源
志
向

劉
都
は
、
従
来
の
文
章
の
体
を
三
十
四
に
分
類
し
、
第
六
章
「
明
詩
」

か
ら
第
二
十
五
章
「
書
記
」
に
か
け
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
そ
の
各
文

体
論
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
劉
邸
自
身
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

寺

O
若
し
乃
ち
文
を
論
じ
筆
を
叙
す
れ
ば
、
則
ち
国
別
区
分
し
、

ω始
時
を
原

あ
-e

ね
て
以
て
末
を
表
わ
し
、
凶
名
を
釈
い
て
以
て
義
を
章
ら
か
に
し
、

ω文

を
選
ぴ
て
以
て
篇
を
定
的
、

ω理
を
敷
い
て
以
て
統
を
事
ぐ
.
(
序
志
。
番

号
筆
者
。
)

こ
こ
で
は
特
に

ωω
に
注
目
し
て
論
を
す
す
め
た
い
。

劉
総
は
、
文
体
論
全
体
何
総
論
と
し
て
、
「
宗
経
」
に
お
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

O
論
・
説
・
辞
・
序
は
、
則
ち
易
其
の
首
を
統
べ
、
詔
・
策
・
章
・
奏
は
、

則
ち
書
其
の
源
を
発
L
、
賦
・
煩
詞
・
讃
は
、
則
ち
詩
其
円
本
を
立
て
、

銘
・
諒
・
簸
祝
は
、
則
ち
札
其
円
端
を
総
べ
、
紀
・
伝
・
盟
・
搬
は
、

則
ち
春
秋
、
根
を
為
す
.
並
び
に
高
き
を
窮
め
て
以
て
表
を
樹
て
、
遠
き

を
極
め
て
以
て
彊
を
啓
く
・
百
家
騰
蹴
す
る
も
終
に
環
内
に
入
る
所
以
円



者
な
り
.

こ
の
文
章
で
は
二
十
の
文
体
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
五
経
の
ど
れ
か
に
淵

源
を
も
つ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
文
章
修
辞
の
都
合
上
、
三
十
囲
内
文
体

す
べ
て
を
列
挙
し
て
は
い
な
い
が
、
全
文
体
を
論
的
対
象
に
し
て
い
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
活
文
欄
氏
は
こ
の
こ
と
を
、
各
文
体
が
そ
れ
ぞ
れ
五

【

W
】

経
の
ど
れ
に
繋
が
る
か
を
い
ち
い
ち
記
す
こ
と
で
示
し
て
い
る
σ

劉
総
に
と
っ
て
、
八
文
V

は
〈
道
〉
を
根
源
と
し
、
内
実
を
伴
っ
た
美
(
文

彩
)
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
は
、
儒

教
の
経
典
こ
そ
彼
の
か
か
る
認
識
を
体
現
し
た
文
章
で
あ
り
、
人
聞
の
為

す
文
章
・
文
体
内
根
源
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
文
学
論

が
全
体
と
し
て
復
古
王
義
的
色
彩
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
る
の
は
、
こ
の
認

識
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
章
で
は
、
首
・
源
・
本
・
端
・
根
町
五
文
字
を
用

い
て
各
文
体
的
根
源
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
末
葉
を
表
わ
す
言
葉
が
見

ら
れ
な
い
。
し
か
し
文
意
か
ら
判
断
し
て
、
ま
た
前
掲
の
「
序
志
」
の
八
原

始
以
表
末
v

と
い
う
記
述
に
よ
り
、
明
ら
か
に
、
論
・
策
・
詞
祝
・
紀

け
な
ど
の
全
文
体
そ
の
も
の
が
、
易
・
書
詩
・
札
・
春
秋
を
根
源
と
す
る

末
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
五
経
と
文
体
即
ち
根
源
と
末
葉
、
と
い
う
対
応

げ
が
、
こ
の
文
章
の
根
底
に
は
認
め
ら
れ
、
彼
の
根
源
志
向
が
、
文
体
論
総

帯
論
と
も
言
、
つ
べ
き
こ
の
文
章
に
作
用
し
て
い
る
と
昔
守
つ
こ
と
で
あ
る
。

調
な
お
、
『
典
論
論
文
』
に
は
、
〈
文
本
同
而
末
異
〉
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

ω
よ
う
に
、
文
章
の
根
源
は
一
つ
で
あ
る
と
い
う
発
想
が
あ
る
。
ま
た
、
『
文

句
〈
賦
』
『
文
章
流
別
志
論
』
『
文
選
』
序
な
ど
に
も
同
様
の
認
識
を
暗
示
す
る

l

表
現
が
認
め
ら
れ
叫
「
そ
れ
故
に
、
劉
艇
は
、
一
面
に
お
い
て
伝
統
思
想

J

を
継
承
し
て
い
る
と
言
い
得
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
根
源
に
五
経
を
見
る

考
え
は
従
来
の
文
学
論
に
は
無
く
、
斯
波
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

d
f
五
経
に
文
体
的
根
源
を
も
と
め
た
の
は
、
劉
邸
内
独
創
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
〈
文
〉
の
根
源
に
〈
道
v

を
据
え
た
彼
の
独
創
性
と
符
合
す
る
。

ω全
体
志
向

前
掲
の
文
章
に
は
彼
の
根
源
志
向
が
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
こ
に
注
目
す

べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
掲
の
文
章
に
は
根
源
志
向
と
同
時
に
、

全
体
を
網
羅
し
、
漏
れ
な
〈
組
上
に
載
せ
よ
う
と
い
う
全
体
志
向
が
見
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
章
の
後
半
に
は
、
五
経
は
〈
高
き
を
窮
め
て

以
て
表
を
樹
て
、
遠
き
を
極
め
て
以
て
揺
を
啓
V

い
て
い
る
故
に
、
〈
百
家

騰
躍
す
る
も
、
終
に
環
内
に
入
る
V

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
種
の
文

章
・
文
体
は
経
書
に
淵
源
を
も
つ
が
、
別
の
文
章
・
文
体
は
経
書
に
淵
源

を
も
た
な
い
、
あ
る
い
は
別
の
淵
源
に
繋
が
る
と
い
う
こ
と
は
、
劉
邸
に

と
っ
て
は
有
り
得
な
か
っ
た
。
全
て
の
文
章
・
文
体
は
、
そ
れ
が
い
く
ら

複
雑
で
多
様
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
一
つ
の
根
源
に
発
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
、
複
雑
な
諸
文
章
・
文
体
を
全
て
網
羅
し
、

ま
ず
全
体
と
し
て
視
野
に
納
め
、
そ
れ
ら
の
全
体
に
対
応
す
る
不
変
の
根

源
を
経
書
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
全
体
に
展
開
さ
れ
な
い
も
の
は
、
ま

た
全
体
を
一
つ
の
視
野
に
納
め
な
い
で
追
求
さ
れ
た
も
の
は
、
も
は
や
根

源
で
は
な
い
.
根
源
は
全
体
に
対
応
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

根
源
志
向
は
、
必
然
的
に
全
体
志
向
を
伴
っ
て
い
る
固

劉
総
内
全
体
志
向
は
、
例
え
ば
「
序
志
」
の
次
の
よ
う
な
文
章
に
も
認

め
ら
れ
る
。

O
轡
を
文
雅
の
場
に
按
え
、
絡
を
斑
絵
の
府
に
環
ら
す
こ
と
、
亦
た
備
わ
札

る
に
幾
し
。

こ
れ
は
『
文
心
雌
龍
』
を
著
わ
す
に
際

L
、
文
章
世
界
に
関
す
る
全
て
の



4

事
柄
を
漏
れ
な
〈
採
り
挙
げ
、
限
な
〈
検
討
し
た
と
い
う
自
負
を
幾
ら
か

2

遠
慮
が
ち
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
文
章
創
作
的
実
際
に
つ
い
て
〈
曲
さ
に

そ
h

管

内

幻

尽
一
切
い
と
自
負
し
た
陸
機
内
『
文
賦
』
に
対
し
、
八
実
体
い
ま
だ
該
わ
ら
ず
?

と
批
判
し
た
彼
の
心
中
を
察
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
、
よ
り
明
白
に
理
解

で
き
る
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
文
章
・
文
体
の
み
な
ら
ず
、
文
章
世
界
に

関
係
す
る
全
て
の
事
柄
を
一
つ
の
視
野
に
納
め
て
論
ぜ
ん
と
す
る
全
体
志

向
を
根
源
志
向
と
同
時
に
、
劉
臨
が
自
覚
的
に
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
否

定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

ま
た
、
二
十
章
も
の
紙
数
を
費
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
文
体
論
に
は
、

当
時
に
お
い
て
目
緒
し
得
る
文
体
が
、
残
ら
ず
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
詩
・

楽
府
・
賦
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
例
え
ば
「
書
記
」
に
は
、
譜
・
籍

簿
な
ど
の
細
細
し
た
実
用
文
が
、
都
合
二
十
四
種
採
り
挙
げ
ら
れ
検
討
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
六
朝
時
代
に
初
め
て
自
覚
的
に
為
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
類
書
編
纂
と
い
う
時
代
の
知
的
動
向
と
無
関
係
で
は
な
い
と
恩
わ
れ
る
。

炉
、
こ
こ
で
は
、
ど
ん
な
曲
明
細
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
〈
文
v
で

あ
る
限
り
、
そ
の
全
て
を
程
上
に
載
せ
よ
う
と
い
う
彼
の
全
体
志
向
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お
き
た
い
と
思
う
.

こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
劉
郷
も
そ
の
編
纂
に
参
画
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
詰
】
『
文
選
』
の
文
体
の
析
出
と
比
較
す
れ
ば
、
よ
り
鮮

明
に
な
る
。
『
文
選
』
は
文
学
作
品
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
『
文
心
雌

龍
』
の
よ
う
な
文
学
理
論
的
書
で
は
な
い
。
ま
た
、
『
文
選
』
独
自
の
選
出

規
準
を
有
し
、
も
と
よ
り
同
列
に
論
ず
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
、
『
文

選
』
序
に
お
い
て
〈
文
〉
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
る
諸
子

の
書
・
歴
史
的
書
な
ど
を
も
、
『
文
心
雌
龍
』
に
お
い
て
は
〈
文
V

と
し
て
考
察

し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
劉
棚
跡
的
全
体
志
向
の
及
よ
範
囲
を
示
す
も
の

と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
山
田
鹿
児
氏
は
、
〈
な
に
を
同
類
と
み
る
か
、
ど

ん
な
類
概
念
を
た
て
る
か
、
つ
ま
り
、
い
か
な
る
分
類
原
理
を
と
る
か
は
、

逆
に
世
界
を
ど
う
把
握
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
か
d
v
と
述
べ
て
お
ら
れ
る

が
、
『
文
選
』
の
よ
う
に
〈
文
〉
を
所
謂
文
学
的
作
品
に
限
定
す
る
の
と
は
異

な
っ
て
、
劉
砥
は
〈
文
〉
の
概
念
を
、
そ
れ
が
何
の
た
め
に
書
か
れ
た
か

に
よ
っ
て
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
文
字
で
記
さ
れ
た
も
の
す
べ
て
の
範

囲
に
ま
で
拡
げ
て
い
る
。
こ
れ
が
彼
の
把
握
し
た
文
章
世
界
の
全
体
で
あ

り
、
彼
の
全
体
志
向
は
〈
文
v

の
極
限
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
言
い
得
る
。

塾
虞
の
『
文
章
流
別
志
論
』
は
、
亡
供
し
て
伝
わ
ら
な
い
。
が
、
類
書

に
残
存
す
る
断
片
か
ら
察
し
て
、
そ
れ
は
文
体
論
の
専
著
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
当
時
目
陪
し
う
る
文
体
は
す
べ
て
、
既
に
こ
の

番
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
劉
艇
が
こ
の
書
に
多
〈

依
拠
し
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
は
塾
虞
お
よ
び
そ
の
書
に
幾
度
か
言
及
し
て

い
る
こ
と
、
『
文
心
雌
龍
』
に
『
文
章
流
別
志
論
』
に
も
と
づ
い
た
と
思
わ

れ
る
文
章
が
幾
ら
か
見
出
さ
れ
【
句
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
も
、
ほ
ぽ
間
違

い
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
い
そ
う
で
あ
っ
て
も
文
体
全
体
を
組
上
に

載
せ
よ
う
と
い
う
全
体
志
向
が
、
劉
認
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
修
辞
論
に
お
い
て
も
、
考
え
得
る
あ
ら
ゆ
る
修
辞
法
を
枚
挙
的

に
記
述
し
て
い
る
こ
と
に
、
ま
た
、
虚
偽
の
書
と
し
て
軽
視
さ
れ
た
緯
書

の
た
め
に
一
章
を
割
き
、
詳
細
に
論
じ
て
い
る
こ
と
に
も
、
そ
れ
は
認
め

ら
れ
る
。

ω智
の
徹
底

さ
て
、
こ
の
根
源
志
向
と
全
体
志
向
は
、
一
見
、
そ
の
性
質
を
全
く
異
に

す
る
も
の
の
よ
う
に
見
、
つ
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
既
に
略
述
し
た
よ
う
に
、



根
源
志
向
に
は
全
体
志
向
は
不
可
欠
の
前
提
で
あ
り
、
一
つ
の
同
じ
思
考

傾
向
的
両
面
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
思
考
傾
向
と
は
、
智
の
徹
底
で

あ
ろ
う
。
劉
孤
は
、
こ
の
智
を
絶
対
的
に
信
頼
し
て
い
た
。

O
夫
れ
宇
宙
は
脈
遡
に
し
て
、
梨
献
扮
雑
た
り
。
革
を
抜
き
類
を
出
づ
る
に

E
 

は
、
智
術
あ
る
の
み
。
歳
月
は
瓶
忽
と
し
て
、
性
箆
は
居
ら
ず
。
声
を
騰

げ
実
を
飛
ば
す
に
は
、
制
作
あ
る
の
み
よ
序
志
)

こ
れ
は
、
時
間
的
・
空
間
的
に
極
ま
り
な
い
世
界
に
は
有
能
な
士
が
満
ち

溢
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
傑
出
す
る
に
は
、
智
術
と
制
作
し
か
な
い
、
と

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
劉
脇
町
生
い
た
ち
に
つ
い
て
は
、
『
梁
書
』
の
〈
劉

邸
字
彦
和
。
束
莞
菖
人
。
祖
霊
真
、
宋
司
空
秀
之
弟
也
。
父
尚
、
越
騎
校

尉
。
邸
早
孤
、
篤
志
好
学
。
家
賃
不
婚
姿
。
依
沙
門
僧
祐
、
与
之
居
処
税

十
余
年
。
云
々
。
v

と
い
う
簡
単
な
記
述
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ

な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
現
実
生
活
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
劉
都
が
、
現
実
的
世

に
身
を
起
こ
す
に
は
智
術
・
制
作
し
か
な
か
っ
た
、
と
い
う
悲
恰
な
認
識
の

表
明
だ
と
、
こ
れ
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
が
、
〈
智
術
あ
る
の
み
v

と
す
る
と
こ
ろ
に
智
へ
の
絶
対
的
信
頼
を
認
め
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

脇
さ
ら
に
智
の
は
た
ら
き
に
は
際
限
の
な
い
こ
と
を
述
べ
た
次
の
よ
う
な

門
文
章
が
あ
る
。

者
勺龍雌し文25 

O
賛
に
固
く
、
丈
夫
は
世
に
処
し
て
、
宝
を
懐
き
秀
を
挺
き
ん
ず
。
弁
は
万

物
を
雌
り
、
智
は
宇
宙
に
周
し
。
徳
を
立
つ
る
は
何
ぞ
隠
れ
ん
、
道
を
含

む
は
必
ず
授
く
。
条
流
は
述
を
異
に
し
て
、
区
固
有
る
が
如
し
。
(
諸
子
)

O
若
し
夫
札
器
町
分
は
限
り
有
り
、
智
内
用
は
涯
無
し
。
(
義
気
)

O
賛
に
日
〈
、
生
や
涯
り
有
り
、
涯
り
無
き
は
惟
だ
智
の
み
。
物
を
遂
え
ば

実
に
難
〈
、
性
に
湿
札
ば
良
に
易
L
a
泉
石
に
倣
岸
L
、
文
義
を
阻
鳴
す
。

文
果
し
て
心
を
載
さ
ば
、
余
が
心
は
寄
す
る
有
り
。
{
序
志
・
賛
)

劉
艇
に
と
っ
て
智
は
、
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
無
限
に
作
用
し
得
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
智
を
窮
極
的
方
向
に
は
た
ら
か
せ
れ
ば
根
源

志
向
と
な
り
、
網
羅
に
向
か
わ
せ
れ
ば
全
体
志
向
と
な
る
。
も
の
ご
と
を
極

限
に
ま
で
つ
き
つ
め
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
智
の
徹
底
が
、
両
志
向
を
共

通
に
括
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ω文
体
各
論

劉
艇
は
文
体
論
の
構
成
町
第
四
に
〈
現
を
敷
い
て
以
て
統
を
挙

f
v
と

述
べ
て
い
る
。
陸
侃
如
阜
世
金
両
氏
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
〈
別
明
毎
極
体

{nv 

裁
的
写
作
的
道
理
、
借
以
表
明
各
体
的
特
点
。
v
と
説
明
し
て
い
る
。
実

際
、
各
文
体
論
の
最
後
に
は
、
概
ね
そ
の
〈
理
〉
(
写
作
的
道
理
)
が
記
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
詮
賦
」
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

手

O
夫
町
登
高
円
旨
を
原
ぬ
る
に
、
蓋
し
物
を
視
て
情
を
興
す
。
情
は
物
を
以

て
興
る
。
故
に
義
は
必
ず
明
雅
な
り
。
物
は
情
を
以
て
観
る
.
故
に
詞
は

必
ず
巧
胞
な
り
。
関
詞
と
雅
義
と
、
符
莱
相
い
勝
ち
、
組
織
の
朱
紫
を
品

し
、
図
絵
円
玄
武
を
著
わ
す
が
如
し
。
文
は
新
な
り
と
雌
も
質
有
り
。
色

ま
じ

は
探
る
と
雌
も
本
有
り
。
此
れ
立
賦
町
大
休
な
り
。
然
る
に
末
を
逐
う
の

備
は
、
其
町
本
を
蔑
棄
す
。
千
賦
を
読
む
と
雌
も
、
愈
よ
体
要
に
惑
ヲ
。

こ
こ
に
は
賦
を
な
す
と
き
の
要
諦
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
、

賦
を
作
成
す
る
た
め
の
表
面
的
な
形
式
や
用
語
な
ど
に
関
す
る
具
体
的
末

葉
的
な
事
柄
で
は
な
い
。
賦
体
的
根
本
的
な
成
立
条
件
(
対
象
と
精
神
と

言
葉
の
関
係
)
を
述
べ
た
も
の
で
、
賦
体
成
立
の
理
で
あ
る
。
こ
の
理
は
、

全
て
の
賦
を
貫
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
普
遍
の
規
準
で
あ
る
。
か
か
る
理

に
従
っ
て
為
さ
れ
た
も
の
が
賦
で
あ
り
、
そ
れ
を
逸
脱
し
た
も
の
は
、
も

は
や
賦
と
は
言
え
な
い
。
賦
で
あ
る
限
り
こ
の
規
準
に
沿
っ
て
為
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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『
典
論
論
文
』
『
文
賦
』
な
ど
に
も
、
各
文
体
的
あ
る
べ
き
状
態
を
述
べ
た
箇
婦

が
み
問
。
だ
が
、
そ
の
記
述
は
き
わ
め
て
簡
略
で
、
前
者
は
一
字
、
後
者
は
四
字
二

概
念
で
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
『
文
心
雌
龍
』
に
比
す
べ
く
も
な
い
。

ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ハ
文
〉
の
根
源
に
〈
道
v

を
見
る
考
え
も
、

文
体
の
根
源
に
経
書
を
見
る
発
想
も
な
い
。
そ
れ
故
に
〈
未
だ
葉
を
振
い

て
以
て
根
を
尋
ね
、
測
を
観
て
源
を
索
む
能
わ
ず
V

と
劉
郁
が
批
判
し
て

い
る
よ
う
に
、
印
象
批
評
の
域
を
出
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
事
柄
で
あ
る
。

各
体
的
理
は
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
所
謂
決
定
論
で

は
な
く
、
具
体
的
な
作
品
は
、
無
限
の
多
様
性
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
後
の
引
用
文
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
賦
は
詩
経
に
淵

源
を
も
っ
体
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
劉
艇
は
、
文
章
作
成
に
は
経

書
を
模
範
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
も
い
【
句
。
そ
れ
故
に
賦

は
、
ま
ず
詩
経
を
模
範
と
し
、
さ
ら
に
賦
体
的
理
に
沿
っ
て
為
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
の
理
は
、
表
現
面
円
用
語
ま
で
を
限
定
す
る
も
の
で

は
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
現
に
沿
っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
多
様
な

表
現
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
多
様
さ
は
無
限
の
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
。

O
賛
に
回
く
、
賦
は
詩
自
り
出
で
て
、
岐
を
分
ち
派
を
異
に
す
。
物
を
写
L

貌
を
図
L
、
蔚
と
し
て
雌
固
に
似
る
。
抑
滞
も
必
ず
掲
り
、
言
は
畷
〈
し

て
隆
無
し
。
風
は
麗
則
に
帰
L
.
辞
は
美
稗
を
抑
る
。
(
詮
賦
)

O
夫
れ
文
を
設
く
る
の
体
は
常
有
る
も
、
文
を
変
す
る
の
数
は
方
無
し
。
何

を
以
て
其
の
然
る
を
明
ら
か
に
せ
ん
や
。
凡
そ
詩
賦
書
記
は
名
理
相
い
図

る
。
此
れ
有
常
肉
体
な
り
。
文
辞
気
力
は
通
変
す
れ
ば
別
ち
久
し
。
此
れ

無
方
向
数
な
り
。
(
通
変
)

こ
こ
で
は
、
詩
・
賦
な
ど
の
文
体
は
有
常
的
体
で
あ
り
、
具
体
的
作
品
の

文
辞
は
無
方
向
数
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
普
遍
的
規
準
で
あ
る
理
は
、
有

常
的
体
に
備
わ
っ
て
い
て
、
各
体
を
ぞ
れ
ぞ
れ
有
常
肉
体
た
ら
し
め
て
い

る
根
源
で
あ
る
。
が
、
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
作
品
群
は
、
無
限
に
多
様
に

展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
に
根
源
と
末
葉
町
対
応
が
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
複

雑
多
岐
に
亙
る
諸
作
品
の
根
源
に
、
普
遍
肉
親
準
で
あ
る
理
的
貫
通
を
見

て
い
る
の
で
あ
る
。
理
は
直
接
的
に
言
語
化
さ
れ
ず
、
現
に
従
っ
て
言
語

表
現
が
為
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
理
は
作
品
に
一
貫
し
て
現
わ
れ
て
い
る
が
、

表
現
さ
れ

τは
い
な
い
。
棋
源
的
理
と
末
葉
町
作
品
と
は
、
同
次
元
に
あ

る
両
端
で
は
な
く
、
具
体
的
作
品
の
背
後
に
理
が
あ
り
、
理
は
そ
の
作
品

を
背
後
か
ら
支
え
て
い
る
。
別
的
角
度
か
ら
言
え
ば
、
末
葉
で
あ
る
作
品

群
は
、
根
源
で
あ
る
理
的
多
様
な
る
現
わ
れ
だ
と
言
い
得
る
。

ま
た
、
そ
の
理
は
、
例
え
ば
賦
で
あ
れ
ば
、
都
町
賦
・
海
内
賦
・
別
の

賦
な
ど
の
、
賦
と
い
う
全
作
品
の
根
底
に
普
遍
的
に
存
在
し
て
い
る
根
源
で

あ
る
と
同
時
に
、
賦
体
が
詩
経
に
根
源
を
も
っ
以
上
、
詩
経
に
と
っ
て
は

一
つ
の
末
葉
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
詩
経
は
、
八
道
v

に
根
源
を
も
ち
、
そ

の
現
わ
れ
の
一
一
様
で
あ
る
か
ら
(
幻
真
上
参
照
)
、
賦
体
の
根
源
で
あ
る
と
同

時
に
、
〈
道
V

に
と
っ
て
の
末
葉
で
も
あ
る
。
〈
道
V

は
、
〈
文
v
全
体
を
包

括
す
る
最
終
的
根
源
で
あ
る
が
、
文
体
に
お
け
る
理
は
、
一
方
で
窮
極
的

に
〈
道
v

に
繋
が
る
一
函
を
も
ち
つ
つ
、
一
方
に
お
い
て
、
実
際
に
作
成

さ
れ
る
作
品
に
、
よ
り
密
切
に
、
よ
り
具
体
的
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
理
は
、
〈
道
〉
の
末
葉
で
あ
る
と
同
時
に
、
具
体
的
作
品
の
根

源
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
性
を
有
し
て
い
る
と
言
え
よ
っ
。
そ
し
て
、
文

体
各
論
に
対
す
る
如
上
向
認
識
を
劉
脱
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
複
雑
多

岐
に
亙
る
賦
と
名
づ
け
ら
れ
た
作
品
群
を
全
て
網
羅
し
、
そ
の
全
体
を
根

底
に
お
い
て
貫
通
し
て
い
る
根
源
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
、
彼
町
全
体
志



向
と
根
源
志
向
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

ω文
体
論
と
〈
閣
刷
明
↓
閣
刷
閣
の
論
理
v

前
二
節
で
は
、
智
の
徹
底
と
い
う
思
考
傾
向
的
両
極
で
あ
る
全
体
志
向

と
根
源
志
向
に
よ
っ
て
劉
邸
が
、
文
体
総
論
に
お
い
て
も
文
体
各
論
に
お

い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
全
体
に
対
応
す
る
根
源
を
追
究
し
て
い
る
こ
と
を

見
て
き
た
。

と
こ
ろ
で
、
〈
阿
国
丁
+
岡
国
内
論
理
〉
は
、
か
貸
が
勢

h

安
ど
し
て
邸
か

ら
に
現
わ
れ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
本
質
は
、
現
象
全

体
に
現
わ
れ
て
い
る
以
上
、
全
体
志
向
に
よ
っ
て
そ
の
全
体
が
把
握
さ
れ

た
う
え
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
捉
、
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
そ
れ

は
現
象
と
し
て
現
わ
れ
て
は
い
る
が
、
現
象
そ
の
も
の
で
は
な
い
故
に
、
現

象
的
根
源
に
遡
及
し
な
け
れ
ば
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
即
ち
、

〈
四
国
↓
同
国
内
論
理
〉
は
、
徹
頭
徹
尾
、
根
源
志
向
と
全
体
志
向
に

基
づ
い
た
思
考
様
式
で
あ
る
と
言
い
得
ょ
う
。
「
宗
経
」
の
冒
頭
に
〈
三
極

的
葬
訓
、
其
の
書
を
経
と
目
、

1
経
な
る
者
は
恒
久
の
至
道
に
し
て
、
不

刊
の
鴻
教
な
り
。
故
に
(
中
略
)
文
章
の
骨
髄
を
極
む
る
者
な
り
。
〉
と
あ

即
断
る
よ
う
に
、
経
書
に
は
、
《
道
V

が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
文
章
の

根
源
が
す
べ
て
極
的
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
劉
郎
は
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、

n
J
 

げ
文
章
の
根
源
で
あ
る
〈
道
v

は
、
す
べ
て
経
書
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
そ

考
の
た
め
、
そ
の
内
容
ば
か
り
で
な
く
ハ
辞
も
亦
た
文
理
を
匡
《
h
M
V

と
さ
れ
る

鳴
の
で
あ
る
。
即
ち
、
〈
道
〉
と
〈
経
〉
と
の
関
係
は
ち
ょ
う
ど
本
質
と
現
象

訓
の
関
係
に
相
当
し
、
こ
こ
に
命
出
T
↓
岡
国
内
論
理
V

を
認
め
る
こ
と

町
が
で
き
る
。

ま
た
、
経
書
と
文
体
と
の
関
係
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
い
得
る
。

五
経
の
ぞ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
的
に
認
め
ら
れ
る
文
章
の
型
(
例
え
ば
詩
経
で
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zz 

は
、
ハ
詩
は
志
を
主
り
、
訓
詰
は
書
に
同
じ
。
風
を
摘
き
興
を
裁
L
、
藻
辞

諭
喰
、
槌
柔
は
請
に
在
。
、
故
に
最
も
深
衷
に
附
す
。
〉
(
宗
経
)
と
い
う

よ
う
な
型
)
は
、
詩
経
に
淵
源
を
も
っ
賦
章
・
諦
・
賛
な
ど
め
文
体
す

べ
て
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
五
経
に
認
め
ら
れ
る
文
章
の
型

は
、
各
文
体
的
本
質
で
あ
り
、
各
文
体
は
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
現
象
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

き
ら
に
、
文
体
的
理
と
具
体
的
作
品
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
そ
の
文

体
内
理
が
個
倒
的
作
品
を
背
後
か
ら
支
え
、
一
個
の
文
体
た
ら
し
め
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
理
は
本
質
で
あ
り
、
具
体
的
作
品
は
そ
の
現
象
で
あ

る
と
量
買
い
得
る
。×

×

 

劉
艇
は
、
〈
文
v

の
根
源
に
〈
道
v

を
発
見
し
、
経
書
を
〈
道
V

に
つ
い

て
述
べ
た
書
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
全
て
の
文
体
は
経
書
に
淵
源

を
も
ち
、
五
経
内
五
つ
の
型
に
分
類
さ
れ
、
さ
ら
に
全
て
の
文
章
は
よ
り

細
分
化
さ
れ
た
文
体
を
根
源
と
し
て
い
た
。
即
ち
、

回
Y
U耐
閣

γリ
的
附
廿
H
凸
国

と
い
う
一
述
内
関
係
町
中
で
、
文
章
世
界
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
向
き
の
矢
印
が
恨
源
志
向
で
あ
り
、
下
向
き
の
矢
印
が
全
体
志
向
で
あ

る
。
全
文
章
の
根
源
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
普
遍
的
理
を
備
え
た
体
が

あ
り
、
全
て
の
文
体
は
五
分
類
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
経
書
向
型
が
貫
い

て
い
る
。
ま
た
、
経
替
は
、
〈
道
〉
が
そ
の
背
後
か
ら
支
え
て
い
る
。

山
田
氏
は
、
「
中
国
人
は
実
在
の
世
界
の
現
象
的
な
多
様
性
を
多
様
性
の

ま
ま
に
認
識
す
る
の
を
好
ん
だ
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
か
れ
ら
が
世
界
の
体

系
的
把
握
を
断
念
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
二
つ
の
志
向
を

統
一
す
る
た
め
に
か
れ
ら
が
と
っ
た
方
法
は
分
類
で
あ
っ
た
。
自
然
現
象
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や
社
会
制
度
か
ら
人
聞
の
感
情
・
思
想
・
行
為
に
い
た
る
ま
で
、
く
ま
な

く
分
類
し
つ
〈
そ
、
っ
と
試
み
た
。
枚
挙
的
な
記
述
と
そ
の
分
類
に
よ
る
世

【お》

界
的
体
系
的
把
握
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
二
十
章
も
の
紙
数

を
費
し
て
為
さ
れ
た
『
文
心
雌
龍
』
の
文
体
論
は
、
ま
さ
に
、
枚
挙
的
な

記
述
と
そ
の
分
類
に
よ
る
文
章
世
界
の
体
系
的
把
握
で
あ
る
と
言
い
得

る
。
ま
た
氏
は
、
「
自
然
は
人
聞
が
そ
こ
に
生
き
る
場
と
い
う
だ
け
で
は

な
」
く
、
人
聞
の
「
す
べ
て
の
活
動
が
自
然
的
道
に
し
た
が
う
も
の
と
さ

れ
己
こ
れ
が
「
類
書
町
分
類
原
理
的
根
底
に
よ
こ
た
わ
る
世
界
断
に
で
あ

る
、
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
劉
臨
も
〈
文
〉
的
根
源
に
〈
自
然
の
道
v

を
認

め
、
人
間
的
文
章
は
〈
道
〉
に
沿
っ
て
な
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
為
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
劉
艇
は
、
〈
道
V

と
〈
文
〉
と
の
聞

に
、
経
書
・
文
体
と
い
う
概
念
を
導
入
し
、
〈
道
v
か
ら
経
替
、
経
書
か
ら

文
体
、
文
体
か
ら
文
章
へ
と
、
霊
層
的
に
文
章
世
界
を
把
え
て
い
る
。
ま

た
、
そ
れ
ら
の
各
各
の
段
階
に
は
、
棋
源
志
向
と
全
体
志
向
に
基
づ
い
た

命
出
T
↓
聞
凶
の
論
理
〉
が
一
貫
し
て
支
配
し
て
い
る
。
劉
拙
は
、

〈道
v

を
頂
点
と
し
、
ハ
文
〉
を
底
面
と
す
る
円
錘
形
町
、
し
か
も
一
定
の

論
理
に
貫
か
れ
た
整
然
た
る
体
系
と
し
て
、
文
章
世
界
を
構
築
し
た
の
で

み
の
吻
令
。

劉
叫
が
そ
れ
を
為
し
得
た
の
は
、
概
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
人

が
伝
統
的
に
も
っ
て
い
た
特
有
の
思
考
様
式
を
徹
底
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
故
に
、
『
文
心
雌
龍
』
の
所
説
は
復
古
主
義
的

色
彩
を
帯
び
、
中
国
人
に
と
っ
て
極
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
、
バ
ラ
ン

ス
町
と
れ
た
文
学
理
論
番
た
り
得
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

(N) 

結

語

以
上
論
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
根
源
と
末
葉
町
対
置
は
、
文
体
論
全
体

に
亙
っ
て
、
具
体
的
表
現
と
し
て
顕
在
的
に
、
あ
る
い
は
表
現
内
容
と
し

て
潜
在
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
智
町
徹
底
と
い
う
思
考
傾
向

の
両
極
で
あ
る
栂
源
志
向
と
全
体
志
向
が
文
体
論
的
各
段
階
に
作
用
す
る

こ
と
で
臨
刑
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
後
者
は
、
末
誕
の
も
の
を
各
段
階
に

お
い
て
総
て
視
野
に
納
的
、
考
察
的
対
象
と
し
て
全
体
的
に
組
上
に
載
せ

る
と
い
う
か
た
ち
で
、
前
者
は
文
字
通
り
、
そ
れ
ら
の
根
源
的
追
究
と
し

て
。
紙
数
の
都
合
で
省
略
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
文
学
史
論
に
お
け
る

時
代
的
動
向
と
作
品
と
の
関
係
、
創
作
論
に
お
け
る
作
者
向
〈
心
v

と
表

現
と
の
関
係
、
修
稗
論
に
お
け
る
自
然
と
修
辞
と
の
関
係
な
ど
、
全
書
に

亙
っ
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
根
源
と
末
葉

は
、
ち
ょ
う
ど
〈
阿
国

J
市
凶
の
論
理
v

の
本
質
と
現
象
に
対
応
し
て

du
い
-
A
V

。

今
回
の
小
論
で
は
、
根
本
的
思
考
様
式
と
し
て
、
南
国
|
↓
岡
国
町
論

理
〉
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
及
び
文
体
論
を
検
討
す
る
こ
と
で
そ
の
具
体

的
内
容
を
見
て
き
た
が
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
検
討
は
文

学
原
論
成
立
の
論
理
展
開
を
解
明
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
で
あ
る
。
文
学

原
論
成
立
の
解
明
に
つ
い
て
は
、
以
上
町
論
考
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
後

日
、
更
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

〔注〕

(
1
)
ハ
草
丈
心
之
作
也
、
本
乎
泣
、
師
乎
盟
、
体
乎
経
、
酌
乎
綿
、
宮
乎
盟
、
文
之
枢

紐
、
亦
-
Z
甑
失
。
若
乃
論
文
担
輩
、
別
町
別
区
分
、
原
始
以
者
末
、
駅
名
以
章
義
、

選
文
以
定
制
雌
理
以
挙
抗
、
上
間
以
上
、
綱
領
明
長
a
E於
訓
仙
川
析
来
、
植
閲



傑
貫
摘
神
性
、
図
凪
勢
、
官
会
通
.
閲
声
字
、
崇
替
於
時
序
、
褒
庇
於
才
略
、
惜

恨
於
知
昔
、
取
介
於
程
器
岳
地
序
志
、
以
取
群
稿
、
下
踊
以
下
.
毛
目
顕
長
。

位
理
定
名
、
和
乎
大
昌
之
敬
、
其
為
士
用
、
四
十
九
綿
而
巳
J

(
2
)
岨
「
時
序
」
文
学
史
論
。
相
守
山
明
色
」
自
然
と
文
学
。
円
引
「
オ
晴
L

作
家
論
・

時
「
知
音
」
評
価
論
.
岨
「
程
器
」
作
家
の
人
間
性
。

(
3
)
拙
論
1

丈
心
離
間
研
究
序
説
」
(
『
晦
刊
東
洋
学
』
帯
四

O
号
、
一
九
七
八
年
)

注

(
1
)
参
問
。

{
4
)
林
回
世
之
助
「
『
文
心
雌
龍
』
文
字
血
理
論
の
諸
問
題
」
(
『
中
国
中
世
文
学
評
論

史
』
、
昭
和
五
四
年
)

{
5
)
住

(
1
)
参
四
回

(
6
)
泣
士
制
『
文
心
雌
間
柱
』
「
原
道
」
住
〔
二
〕

(
7
)
浩
文
澗
『
文
心
離
部
註
』
「
原
道
」
住
〔
ニ
〕
に
八
直
和
所
称
之
道
、
自
指
聖
賢

之
大
道
而
言
、
故
繭
桂
承
徴
型
宗
経
ニ
簡
、
義
旨
甚
明
、
与
空
言
文
以
載
道
者
時

途

J
と
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
林
田
氏
は
既
に
言
及
し
て
い
る
。

(
8
)
拙
論
「
文
心
雌
組
研
究
序
説
」
(
司
品
刊
東
洋
学
』
措
四

O
号
、
一
九
七
八
年
)

注
(
叩
)
参
問
。

(
9
)
ハ
至
於
林
鱗
桔
智
、
調
如
竿
琴
、
泉
石
激
間
、
和
苦
球
鎧
、
故
形
立
則
章
成
長
、

声
尭
則
文
生
矢
.
v

(
叩
)
斯
波
六
郎
「
文
心
臨
龍
原
道
鮪
札
記
」
(
司
王
那
学
研
究
¥
一
九
五
三
年
J

(
日
)
『
荘
子
』
大
宗
師
。
《
夫
道
有
情
有
信
、
王
為
王
形
、
可
畳
而
不
可
伝
、
可
得
而

不
可
見
、
自
本
自
相
、
来
有
買
地
自
古
以
回
存
神
鬼
神
帝
、
生
天
生
地
、
在

太
極
之
上
而
不
為
高
在
六

F
4下
而
不
為
揮
、
先
究
地
主
而
不
為
久
、
長
於
上

古
而
不
為
者
.
V

知
北
道
。
〈
惜
然
苦
亡
而
存
、
抽
然
不
形
而
神
、
荷
物
苗
而
不
知
.
此
之
関
本
栂
J

『
韓
非
子
』
解
老
。
八
王
得
之
以
高
、
地
得
之
以
蔵
、
維
斗
得
之
以
成
其
威
、
日
月

得
之
以
恒
其
光
、
五
常
持
之
以
常
其
位
、
列
星
押
之
以
端
其
行
、
四
時
得
之
以
御
其

変
気
、
軒
軸
押
之
以
姐
四
方
、
赤
担
得
之
以
与
天
地
抗
、
聖
人
得
之
以
成
文
章
。
v

『
准
南
子
』
原
道
訓
。
山
以
之
高
.
淵
以
之
揮
、
獣
以
之
走
、
島
以
之
飛
、
目
月

以
之
明
、
星
歴
以
之
行
‘
麟
以
之
融
、
凪
以
之
開
。
v

(
ロ
)
拙
論
「
丈
心
離
摘
研
究
序
説
」
(
『
晶
刊
東
洋
学
』
第
四

O
号、

照。

脇)r文心雌龍」考(門29 

一
九
七
八
J

参

(
日
)
注
(
叩
}
と
同
じ
.

(
H
)
J示
経
」
に
《
喪
主
子
産
、
則
云
言
回
足
志
、
文
以
足
言
、
認
論
君
子
、
則
一
宮
仙
川

欲
信
、
辞
欲
巧
。
此
修
身
世
之
文
徴
也
。
然
則
志
足
而
言
文
、
情
信
而
畔
巧
、
廼

含
章
之
玉
膿
、
乗
丈
之
金
科
h
F
4
1
v

と
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
第
三
十
三
一

「
声
律
」
か
ら
師
四
十
四
「
総
術
」
ま
で
は
文
章
修
辞
の
具
体
的
技
術
論
で
あ
り

十
二
章
も
の
紙
散
を
賀
し
て
い
る
こ
と
に
、
そ
の
主
張
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き

-
6
.
 

〔
日
)
「
情
来
」
に
ハ
夫
錯
所
以
師
害
、
間
紛
情
生
於
世
姿
、
宝
来
所
以
飾
言
.
同
弁
開

本
於
情
性
白
故
情
者
、
丈
之
経
、
辞
者
、
理
之
師
、
経
正
而
怯
綿
成
、
理
定
而
桂

辞
暢
.
此
立
文
之
本
源
也

J
、
ま
た
、
〈
夫
以
草
木
之
徴
、
抗
的
待
突
、
況
乎
丈
章
、

辿
志
均
本
、
-
一
首
与
志
尻
、
文
宣
且
徴
。
v

と
あ
る
。

(
日
)
斯
波
六
郎
「
丈
心
臨
龍
札
記
同
」
(
『
支
那
学
研
究
』
)
に
〈
こ
の
踊
で
彦
相
の
言

っ
て
を
る
「
柿
L

と
は
、
図
・
識
を
も
こ
め
て
の
広
い
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
彦
和
は
、
そ
の
広
義
の
緋
を
真
の
も
の
と
怖
の
も
の
と
に
わ
け
て
巧
え
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
乃
ち
河
図
治
跡
、
曲
目
的
結
図
.
文
王
の
丹
設
な

ど
の
如
き
、
夫
が
聖
人
に
示
せ
る
瑞
応
と
い
ふ
も
の
の
存
在
せ
し
こ
と
を
信
じ
て
、

そ
れ
ら
を
其
の
緯
と
し
、
桂
世
の
伎
教
の
士
の
手
に
成
っ
た
も
の
を
偽
の
緋
と
し

て
ゐ
た
ゃ
う
で
あ
る
J
と
あ
る
。

(
げ
)
『
士
応
雌
随
註
』
「
原
道
」
注
口

(
国
)
『
文
賦
へ
〈
体
有
万
峰
、
物
無
一
量
。
掛
伝
揮
霊
、
時
雄
均
状
.
辞
程
オ
以
弛
伎
、

立
司
契
而
為
匠
。
在
有
無
而
慌
惟
、
当
浅
部
而
不
調
・
雌
離
方
而
溢
貝
、
期
調
形

而
尽
相
。
v

『
文
章
流
別
志
甜
』
。
《
文
章
者
所
以
宜
上
下
之
象
、
明
人
倫
之
担
.
前
理
尽
性
、

山
究
万
物
之
宜
者
也
J
(
芸
文
頬
罪
巻
五
六
)

『
文
理
』
序
@
〈
i
、
衆
制
排
起
源
流
聞
出
。
世
間
弧
呉
器
、
並
為
入
耳
之
娯
、

制
倣
不
問
、
保
為
悦
目
之
玩
図
作
者
之
致
、
議
云
耐
長
。
v

(
日
)
「
文
心
雌
飽
札
記
印
」

(
叩
)
《
故
作
文
賦
、
以
述
先
士
之
政
稿
、
因
論
作
文
之
利
害
所
由
。
他
日
拍
可
制
曲
尺
、

其
妙
。
V

{
担
}
「
総
術
」
.
〈
昔
陸
氏
文
紙
、
号
為
曲
尽
.
然
汎
論
繊
語
、
而
実
体
未
該
J

(
担
}
山
図
盟
児
「
中
国
の
文
化
と
思
考
様
式
」
(
『
混
沌
の
掘
へ
』
、
一
九
七
五
年
)



30 

(
出
)
陸
侃
却
・
牟
世
金
『
劉
飽
和
文
心
雌
蘭
』

(
担
)
《
葺
奏
識
宜
雅
、
書
論
宜
理
、
銘
諒
尚
実
.
詩
賦
欲
盟
J
(
『
奥
論
論
文
』
)

〈
詩
融
情
而
椅
灘
、
賦
休
物
而
湖
亮
、
碑
把
文
以
相
賀
、
諒
縄
師
而
懐
惜
、
銘
博

拘
而
湿
潤
、
厳
頓
挫
市
消
壮
、
頒
慣
遊
以
栴
蔚
、
論
輔
徴
而
朗
暢
、
喜
平
徹
以
閑

雅
、
説
煉
陣
而
諦
誕
J

(
『
文
賦
』
)

(
出
)
「
徴
聖
」
ハ
故
知
轄
略
暁
形
、
隠
顕
呉
術
‘
抑
引
随
時
‘
変
通
会
適
、
徹
之
悶

孔
‘
則
士
有
師
失
。
是
以
論
文
必
徴
於
聖
‘
続
聖
必
宗
於
経
J
.
A若
徴
聖
立
官
、

別
立
其
庶
失
。
V

「
宗
経
」
。
《
若
草
経
以
担
式
、
酌
雅
以
富
言
、
是
仰
山
而
鋳
鋼
、
煮
揖
而
為
塩
。

故
文
能
宗
経
J
、
《
夫
文
以
行
立
、
行
以
文
伝
。
回
融
所
先
、
符
需
相
済
。
遁
龍
樹

声
、
英
不
師
聖
.
而
建
言
悼
辞
、
鮮
克
宗
経
。
是
以
蛙
艶
修
、
流
弊
不
環
。
正
末

舟
本
、
不
其
誌
肱
。
v

(
出
)
(
訂
)
注
(
国
)
と
閉
じ
.

(
甜
)
一
応
‘
彼
が
青
年
期
に
親
し
ん
だ
仏
教
的
思
惟
と
無
関
悟
で
は
な
い
と
想
憎
さ

れ
る
。
し
か
し
、
筆
者
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
論
ず
る
用
意
が
な
い
白
今
挫
の
課

阻
と
し
た
い
。

(
却
)
梁
昏
劉
臨
伝
に
〈
昭
明
太
子
好
文
学
、
探
霊
控
之

J
と
あ
り
、
植
が
東
宮
通

事
舎
人
で
あ
っ
た
と
き
、
昭
明
太
子
商
杭
の
文
学
サ
ロ
ン
に
加
わ
り
、
文
選
の
編

纂
に
参
画
し
た
の
で
は
な
い
か
と
担
保
さ
れ
る
。

〔
却
)
「
明
詩
」
に
〈
四
雷
正
体
、
則
雅
潤
為
本
J

ま
た
、
A

三
言
雑
言
、
則
出
自
稿

什
V

と
あ
る
が
、
そ
れ
は
各
各
『
文
章
流
別
志
論
』
町
《
然
則
雅
音
之
制
.
四
言

為
正
。
其
余
瞳
備
曲
折
之
体
‘
而
非
昔
之
正
也
J
《
古
詩
之
三
言
者
.
振
振
摘
、

鷺
子
飛
之
属
也
.
五
言
者
、
誰
謂
富
無
角
、
何
以
内
牙
我
手
'L
属
是
也
.
六
言
者
、

我
姑
酌
世
金
鼎
之
属
日
記
也
。
七
言
者
、
官
官
賞
白
止
子
品
之
属
品
也
.
九
言
者
、
桐

酌
世
情
抱
挫
注
革
之
属
是
也

J
と
い
ヲ
記
述
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
固

一
九
七
九
年
十
月
日
本
中
国
学
会
で
の
口
頭
発
衰
の
一
部
に
基
づ
い
た
も

小
論
は
、

の
で
あ
る
。

ま
た
小
論
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
東
北
大
学
の
志
村
良
治
先
生
に
貴
重
な
ア
ド
バ
イ

ス
を
多
多
い
た
だ
い
た
・
厚
く
感
謝
す
る
次
酷
で
あ
る
.
特
に
仏
教
的
側
面
に
関
す
る

剖
指
摘
は
、
『
士
心
雄
前
』
に
見
ら
れ
る
劉
能
の
思
考
椋
式
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
筆
者

の
当
面
の
問
題
と
し
て
極
め
て
軍
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

筆
者
に
は
、
仏
教
方
聞
で
忠
誠
韮
が
乏
し
く
、
小
論
で
は
横
討
を
差
し
ひ
か
え
ざ
る
を

得
主
か
っ
た
。
今
控
の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。




