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〈
文
心
離
龍
〉

考

l
l
l
［
文
之
福
紐
］

の
論
理
構
造
に
お
け
る

〈
排
騒
〉
篇
の
位
置
に
つ
い
て
｜
｜

F~ 

脇

虞

文

［

I
］
序
言

ヲ』

〈
序
志
〉
第
五
十
で
は
、
〈
原
道
〉
第
一
・
〈
徴
聖
〉
第
二
・
〈
宗
経
〉
第
二
一
・
〈
正
緯
〉
第
四
・
〈
排
騒
〉
第
五
の
五
篇
を
［
丈
之
植
紐
］

1

「
文
学
原
論
」
と
し
て
、

ひ
と
ま
と
め
に
し
て
い
る
。

蓋
文
心
之
作
也
、
本
子
道
、
師
乎
聖
、
種
子
経
、
酌
乎
緯
、
饗
乎
騒
。
丈
之
梅
紐
、
亦
云
極
失
（
l

）

O

と
こ
ろ
が
、

そ
の
内
容
を
一
読
し
て
み
る
と
前
三
篇
と
後
二
篇
と
で
は
、

そ
の
論
述
内
容
・
論
述
方
法
な
ど
に
お
い
て
明
白
な
相
違
が
あ

り
、
特
に
［
道
］
［
聖
人
］
［
経
書
］
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
［
経
書
至
上
主
義
］
の
文
学
観
を
表
明
す
る
前
三
篇
と
、
《
楚
昨
》

を
テ
ー
マ
に
し
た
〈
排
騒
〉
第
五
と
で
は
、
［
丈
之
橿
紐
］

H
H

「
文
学
原
論
」
の
論
理
展
開
に
一
貫
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
ば

ム
パ
川
ハ
ソ
ム
川
川

矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
〈
序
志
〉
第
五
十
の
記
述
は
、

明
快
な
意
識
の
下
に
極
め
て
明
白
に
為
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
一
定
の
論
理
が
貫
い



て
い
た
と
い
う
前
提
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。
現
在
の
視
点
か
ら
判
断
し
て
、

そ
の
矛
盾
を
指
弾
す
る
こ
と
は
容
易
か
も

し
れ
な
い
。

が
、
そ
れ
は
古
典
を
読
む
態
度
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
千
五
百
年
ば
か
り
た
っ
た
現
代
の
我
々
が
ま
ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

lま

一
見
矛
盾
に
見
え
る
も
の
も
、
も
う
一
度
《
文
心
離
龍
》
そ
の
も
の
の
論
理
構
造
の
中
に
置
き
な
お
し
、
本
当
の
矛
盾
な
の
か
ど
う
か

を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
〈
排
騒
〉
第
五
は

［
文
之
橿
紐
］

H
H

「
文
学
原
論
」
に
あ
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
論
理
構
造
の
も
と
に
あ
り
、

そ
し
て
そ
の
中
の

ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
［
屈
原
・
楚
辞
］

に
つ
い
て
《
文
心
離
龍
》
で
は
ど
の
よ
う
に
認
識
き
れ
て
い
る
の
か
を
確
か
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
別
稿
（
2
）
で
既
に
検
討
し
て
あ
る
の
で

こ
こ
で
は
そ
の
結
論
の
み
を
記
し
て
お
き
た
い
。

［
経
書
至
上
主
義
］

の
文
学
観
を
標
楊
す
る
［
文
之
植
紐
］

l
「
文
学
原
論
」
の
五
章
に
〈
排
騒
〉
第
五
も
入
っ
て
い
る
以
上
、

［
屈
原

-22-

楚
辞
］

は

［
聖
人
・
経
書
］

と
何
ら
か
の
関
係

l
連
続
性
を
有
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
想
を
待
つ
の
が
道

理
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
様
々
な
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
た
結
果
、

次
の
よ
う
な
結
論
を
得
た
。

）
 

唱
E
A（
 

［
聖
人
・
経
書
］

と
［
屈
原
・
楚
辞
］

の
聞
に
連
続
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
断
絶
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

は
、
漢
代
の
文
章
家
お
よ
ぴ
そ
の
作
品
と
密
接
な
連
続
性
を
有
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
い
た
。

(2) 

［
屈
原
・
楚
辞
］

そ
し
て

［
聖
人
・
経
書
］

と

［
屈
原
・
楚
辞
］

の
聞
の
こ
の
よ
う
な
非
連
続
性

l
断
続
性
は
、

両
者
に
対
す
る
認
識

l
図
を
成
立
さ
せ
る
前

提
と
し
て
の
認
識
の
場

l
地
の
次
元
が
違
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
、

そ
の
認
識
の
場
を
［
構
造
の
場
］
［
創
造
の
場
］
と
名
づ
け

て
お
い
た
。

［
構
造
の
場
］

と
は
「
文
章
世
界
の
空
間
軸
の
う
え
に
現
出
し
、
時
間
の
推
移
の
支
配
を
受
け
な
い
理
念
世
界
、

つ
ま
り
［
文
体
］

の
差



異
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
た
文
章
世
界
」
を
意
味
す
る
。

一
方
、
［
創
造
の
場
］
と
は
「
文
章
世
界
の
時
間
軸
に
与
え
た
概
念
で
あ
り
、

そ
の
上
に
時
間
の
流
れ
に
そ
っ
て
実
際
の
作
品
が
次
々
に
作
成
さ
れ
て
い
く
創
造
の
現
場
」
を
意
味
し
て
い
る
。

構

造
の
場
］
を
基
礎
と
し
、

き
て

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
に
し
て
〈
排
騒
〉
第
五
の

［
丈
之
梅
紐
］

1
「
文
学
原
論
」
に
お
け
る
位
置
を
検
討
し
て
み
た
い
。

な
お
、
〈
排
騒
〉
第
五
に
は
既
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
点
が
み
ら
れ
る
た
め
に
、
中
国
で
は
盛
ん
に
論
文
が
発
表
さ
れ
、
様
々
な
観
点
か
ら

論
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

日
本
で
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
専
門
的
に
論
じ
た
論
考
は
み
ら
れ
ず
、
僅
か
に
そ
の
訳
注
書
に
お
い
て
コ
メ

ン
ト
が
書
き
記
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。

例
え
ば
、

興
膳
宏
氏
は
そ
の
訳
注
書
（
3

）
に
お
い
て
、
〈
排
騒
〉
第
五
の
「
排
騒
」
と
い
う
言
葉
に
注

を
施
し
て
「
劉
掠
は
《
楚
昨
》
を
《
詩
経
》
以
降
は
じ
め
て
現
れ
た
す
ぐ
れ
た
文
学
と
し
て
高
く
評
価
す
る
と
同
時
に
、

文
学
に
お
け
る
非

経
書
的
要
素
の
源
流
を
こ
こ
に
見
出
し
て
い
る
。
経
書
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
が
、

し
か
し
別
の
意
味
で
後
世
の
文
学
が
仰
ぐ
べ
き
規
範
と
き

、、d
可
ム

れ
る
。
」
と
記
し
て
お
り
、

ま
た
、

戸
田
浩
暁
氏
も
そ
の
訳
注
書
（
4

）
に
お
い
て
、
〈
排
騒
〉
第
五
の
［
余
説
］
の
と
こ
ろ
で
、

文
学
史
上
に
お

け
る
《
楚
辞
》
の
位
置
に
つ
い
て
《
詩
経
》
と
比
較
し
つ
つ
言
及
し
、
劉
棋
の
《
楚
辞
》
に
対
す
る
認
識
を
経
書
に
対
す
る
そ
れ
と
を
簡
単

に
比
較
し
、

き
ら
に
、
目
加
田
誠
氏
（
5
）
は
〈
排
騒
〉
第
五
の
訳
注
の
最
後
に
、

［
丈
之
極
紐
］
で
あ
る
五
篇
に
つ
い
て
総
論
的
に
解
説
し
て
い

る
そ
れ
に
対
し
て
中
国
で
は
、
多
く
の
研
究
者
が
〈
排
騒
〉
第
五
に
つ
い
て
専
門
的
に
あ
る
い
は
、
論
文
の
一
部
と
し
て
比
較
的
多
く
の
ス

ペ
ー
ス
を
き
い
て
論
じ
て
い
る
。
向
島
成
美
編
《
文
心
離
龍
研
究
文
献
目
録
初
稿
》
（
6

）
に
よ
る
と
一
九
六
一
年
か
ら
一
九
八
一
年
に
い
た
る

ま
で
に
、

〈
排
騒
〉
第
五
に
つ
い
て
専
門
的
に
論
じ
た
論
文
は
一
五
篇
を
数
え
る
。

き
ら
に
一
九
八
一
年
よ
り
現
在
ま
で
の
も
の
、

お
よ
び
論

文
集
等
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
を
加
え
る
と
二
十
を
下
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。



そ
れ
ら
の
論
文
は
、

そ
の
論
述
内
容
に
よ
っ
て
幾
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
詳
細
に
つ

い
て
論
ず
る
ス
ペ
ー
ス
が
今
は
な
い
。
別
稿
を
用
意
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
ら
の
中
で
直
盛
江
氏
・
徐
光
杜
氏
・
奈
印
明
氏
（
7
）等

の
論
考
は
、
今
回
の
小
論
を
作
成
す
る
に
際
し
て
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
て
お
き
た
い
。

［

H
］
〈
排
〉

の
内
容

〈
排
騒
〉
篇
の
「
排
騒
」
と
い
う
標
題
は

一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
こ
の
こ
と
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

「
騒
」
が
屈
原
の
代
表
作
で
あ
る
〈
離
騒
〉
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
〈
離
騒
〉
が
、
《
楚
昨
》
の
代
表
作

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
き
く
《
楚
昨
》
を
も
指
す
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
戸
田
浩
暁
氏

1
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

騒
と
は
、
屈
原
の
作
品
の
一
つ
で
あ
る
〈
離
騒
〉
の
こ
と
で
あ
る
が
、
〈
離
騒
〉
が
屈
原
の
代
表
作
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
屈
原
・
宋
玉
・

景
差
等
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
楚
調
の
文
学
を
汎
く
指
す
と
き
に
も
用
い
ら
れ
、

更
に
そ
れ
等
の
作
品
集
と
し
て
の
《
楚
計
》
を
も
指

-24-

す
こ
と
に
な
っ
た
。

＊
劉
認
が
最
も
力
を
注
い
だ
部
分
は
、
《
楚
計
》
の
巨
匠
屈
原
の
代
表
作
た
る
〈
離
騒
〉
に
つ
い
て
の
論
で
あ
る
。
劉
肱
と
し
て
は
、
〈
離

騒
〉
に
つ
い
て
論
ず
れ
ば
、
本
店
計
》
中
の
他
の
作
品
は
お
の
ず
か
ら
論
じ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
〈
離
騒
〉
以
外
の
作
品
の

比
重
は
か
な
り
軽
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
な
が
ら
、

劉
舵
だ
け
で
な
く
、
《
楚
昨
》
評
価
の
一
般
的
傾
向
で

あ
っ
た
と
一
一
一
一
口
っ
て
よ
い
。

〈
離
騒
〉

つ
い
て
は
ほ
ぼ
こ
れ
で
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
う
。

で
は
「
排
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
興
膳
宏
氏
（
3
）
は
〈
排
騒
〉
と
い
う
標
題
に
対
し
て
「
楚
辞
の
弁
証
」
と
訳
し
、

目
加
田
誠



氏（
5
）
は
「
楚
辞
に
つ
い
て
の
論
弁
」
と
述
べ
て
い
る
。
両
氏
と
も
全
く
説
明
す
る
こ
と
な
く
「
排
」
を
「
弁
証
」
「
論
弁
」
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
戸
田
浩
暁
氏
（
4

）
は
こ
の
両
氏
と
は
異
な
り
、
次
の
よ
う
に
〈
排
騒
〉
篇
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
、

＊
屈
原
の
〈
離
騒
〉
を
代
表
と
す
る
一
群
の
南
方
文
学
、

し
、
そ
の
文
学
上
の
い
ち
を
論
定
す
る
。

即
ち
《
楚
昨
》
中
の
作
品
を
、

経
典
至
上
主
義
の
立
場
か
ら
反
覆
し
て
論
明

き
ら
に
「
砕
」
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
。

＊
排
は
ま
た
嫌
に
作
り
、
〈
説
文
〉
に
「
判
な
り
万
に
肌
ふ
、
一
円
の
声
」
と
あ
る
よ
う
に
、
刀
で
き
き
わ
か
つ
こ
と
を
原
義
と
す
る
が
、

転
じ
て
「
方
を
排
ち
位
を
正
す
」
（
〈
周
礼
〉
天
官
家
宰
）
の
よ
う
に
区
別
す
る
義
と
な
り
、
「
之
を
反
覆
排
明
す
る
な
り
」
（
〈
萄
子
〉

正
名
楊
似
注
）
の
よ
う
に
分
明
に
す
る
義
と
な
り
、
「
排
は
猶
ほ
正
の
ご
と
き
な
り
」
（
〈
周
礼
〉
冬
官
考
工
記
矢
人
鄭
注
）
の
よ
う
に

正
す
義
と
な
る
。

傍
点
、
門
脇

25-

こ
の
文
章
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
「
排
」
は
「
区
別
す
る
」
＋
「
分
明
に
す
る
」
＋
「
正
す
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
〈
排
騒
〉
第
五
の
内
容
を
考

慮
に
い
れ
て
説
明
す
れ
ば
、
《
楚
昨
》
を
「
経
典
至
上
主
義
の
立
場
か
ら
反
覆
し
て
論
明
し
、

そ
の
文
学
上
の
位
置
を
論
定
す
る
。
」
一
4

一
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

戸
田
浩
暁
氏
の
こ
の
解
釈
は
ほ
ぼ
妥
当
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
〈
排
騒
〉
第
五
の
記
述
に
そ
っ
て
今
一

度
そ
の

［排］

の
内
容
を
見
て
み
た
い
。

そ
れ
に
は
ま
ず
〈
排
騒
〉
第
五
の
全
体
的
文
脈
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
別
の
論
考
（
8
）
を
用
意
し
て
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
そ
の
概
略
を
記
し
て
お
き
た
い
。

〈
排
騒
〉
第
五
の
全
体
的
文
脈
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、

ま
ず
論
述
内
容
の
主
要
一
ア

i
マ
に
し
た
が
っ
て
段
落
を
分
け
、

そ
し
て
そ
れ
ら

の
段
落
の
聞
の
統
辞
論
的
連
関
を
、
全
体
的
整
合
性
を
考
慮
し
つ
つ
検
討
し
、
不
都
合
が
あ
れ
ば
再
度
分
段
を
や
り
直
し
、
も
う
一
度
全
体



的
文
脈
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
再
検
討
す
る
と
い
う
操
作
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
よ
う
な
検
討
の
結
果
、

次
の
よ
う
な

結
論
を
得
た
。

そ
れ
を
慮
盛
江
氏
（
7

）
の
言
葉
を
借
り
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

①
白
牙
ふ
八
至

ρ

而
楚
人
之
多
才
子
。
苅
第
一
段
、
提
例
草
領
、
指
出
〈
市
内
騒
〉
的
重
要
地
位
及
其
取
得
成
就
的
原
因
。

②
グ
昔
、
戊
武
愛
積
。
至
か
玩
而
未
票
者
也
。
泊
第
二
段
、
力
排
前
人
渚
沿
、

明
其
立

4
ア
之
旨
。

③
グ
将
寂
其
治
。
至
グ
而
丙
賦
之
英
木
山
也
。
泊
第
三
段
、
排
析
か
同
子
凡
雅
。
和

J
持
乎
径
典
。
之
事
、
指
出
立
「
生
迭
問
方
面
結
果
的

原
因
（
グ
体
完
子
三
代
ヘ
グ
風
奈
子
故
因
。
）
、
遊
一
歩
嗣
明
其
地
位
（
か
雅
城
、
之
博
徒
。
、

ι内
賦
之
英
木
…
。
）
。
注
一
段
承
第
二
段
末
尾
、

回
答
如
何
万
褒
版
。
か
抑
揚
々
的
問
題
l
l一
成
褒
揚
者

ρ
典
出
ヘ

阪
抑
者
か
た
ヲ
誕
。
。

④

d
ん
其
骨
閉
所
例
。
至
。
仮
宮
子
子
洲
失
。
冷
第
四
段
、
与
第
三
段
井
承
第
二
段
末
尾
、

回
答
如
何
ぷ
戸
か
玩
。
的
問
題
、
即
山
一
按

グ
経
意
8
1
－
－
按
他
的
作
丈
一
件
准
来
捺
玩
。
法
一
段
分
析
楚
辞
グ
白
山
町
佑
辞
。
的

Z
木
成
就
、
特
色
及
其
対
后
代
辞
人
的
釈
版
影
附
、
也
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指
出
后
代
辞
人
偏
仇
其
か
奇
。
ぞ
問
。

一
端
之
弊
、

因
而
提
出
グ
酌
奇
而
不
失
其
真
、

玩
中
而
不
臥
其
実
。
法
一
有
名
的
其
本
原
則
。

そ
し
て
筆
者
は
、
①
を
の
ぞ
い
て
②
i
④
を
さ
ら
に
②
＋
③
と
④
と
に
分
け
た
。
そ
れ
は
②
＋
③
は
「
［
前
人
］
の
《
楚
辞
》
評
の
提
示
と
、

そ
れ
を
承
け
た
劉
肱
自
身
に
よ
る
検
証
で
あ
」
り
、
も
う
少
し
詳
し
く
言
え
ば
、
「
［
前
人
］

の
《
楚
辞
》
評
は
［
経
書
］

と
の
関
係
に
重
点

を
置
い
て
為
さ
れ
て
い
た
。

一
方
、
劉
総
に
は
［
道
］

お
よ
び
経
書
を
文
章
の
根
源
と
し
て
措
定
し
た
文
章
世
界
観
が
あ
り
、

そ
こ
で
は
経

書
を
あ
ら
ゆ
る
文
章
の
絶
対
的
模
範
と
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
劉
認
に
と
っ
て
、
経
書
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
た
［
前
人
］

の
《
楚
辞
》
評
に
対
し
て
、
自
己
の
経
書
至
上
主
義
の
立
場
を
鮮
明
に
す
る
た
め
に
も
、
経
書
と
《
楚
辞
》
の
相
違
を
明
確
に
し
て
お
く
必

要
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
［
前
人
］

の
《
楚
辞
》
評
お
よ
ぴ
自
己
の
《
楚
辞
》
認
識
に
つ
い
て
、
特
に
経
書
と
の
関
係
に
重
点
を
置
い
て
、



（
中
略
）
検
証
し
論
じ
た
」

E
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
④
は
「
文
章
作
成
上
で
の
《
楚
辞
》
そ
の
も
の
の
価
値
に
つ
い
て
の
論
述
で
あ
」
（
8
）り、

さ
ら
に
詳
細
に
言
え
ば
、

で
論
じ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
「
《
楚
辞
》
の
文
章
そ
の
も
の
の
価
値
に
つ
い
て
の
全
面
肯
定
的
評
価
で
あ
り
、

文
章
作
成
に
及
ぼ
し
た
《
楚
辞
》

の
影
響
で
あ
り
、
今
後
文
章
を
作
成
す
る
に
際
し
て
《
楚
辞
》
か
ら
学
ぶ
点
の
指
摘
で
あ
り
、

同
じ
く
文
章
を
作
成
す
る
に
際
し
て
の
《
楚

辞
》
の
取
扱
い
方
の

［
基
本
原
則
］

の
提
示
で
あ
る
（
8
）0

」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
基
に
し
て
言
え
ば
、
「
排
」
は

口
任
せ
に
経
書
と
の
関
係
で
論
評
さ
れ
た
《
楚
辞
》
の
経
書
的
価
値
を
、

経
書
の
文
言
・
内

容
と
実
証
的
に
比
較
検
討
し
、
経
主
目
的
部
分
と
非
経
書
的
部
分
を
分
明
に
弁
別
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
後
半
部
は
、
文
章
を
作
成
す
る
に
際
し
て
、
《
楚
辞
》
か
ら
学
ぶ
点
を
提
示
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
排
」

守
／

守
』

と
は
直
接
関
係
し
な
い
も
の
と
判
断
き
れ
る
。

［
凹
］
〈
饗
〉

の
分
析

き
て

い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
「
排
騒
」
と
い
う
標
題
は
〈
離
騒
〉
に
代
表
さ
れ
る
《
楚
辞
》
を
、

経
書
と
の
関
係
で
そ
の
内
容
を
「
排
」

ず
る
ー
ー
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
〈
序
志
〉
第
五
十
の
「
蓋
文
心
之
作
也
、
本
乎
道
、
師
乎
聖
、

程
乎
経
、

酌
乎
緯
、
饗

乎
騒
。
文
之
橿
紐
、
亦
云
極
失
。
」
と
い
う
と
き
の
、
「
饗
子
騒
」
と
い
う
の
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

標
題
と
し
て
提
示
さ
れ
た
「
原
道
」
「
徴
聖
」
「
宗
経
」
「
正
緯
」
「
排
騒
」
と
い
う
言
い
方
と
、

こ
こ
で
の
「
本
子
道
」
「
師
乎
聖
」
「
樫
乎



経
」
「
酌
子
緯
」
「
嬰
乎
騒
」
と
い
う
言
い
方
と
の
相
違
に
は
、
単
な
る
言
い
方
の
違
い
と
い
う
以
上
の
、
本
質
的
な
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思

、ぇヴ
hv
。

た
と
え
ば
［
緯
書
］
に
つ
い
て
は
、
「
正
緯
」
と
「
酌
乎
緯
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。
「
正
緯
」
と
い
う
の
は
、
簡
単
に
言
え
ば
戸
田
浩

暁
氏
が
言
う
よ
う
に

I
「
緯
書
の
真
偽
を
正
す
（
傍
点
門
脇
）
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ

経
に
配
す
、
故
に
詳
に
吾
川
を
論
ず
（
前
代
配
経
、
故
詳
論
罵
）
。
」
と
い
う
よ
う
に
、

が
、
そ
れ
は
〈
正
緯
〉
第
四
の
最
後
に
「
前
代

［
経
書
］

と
の
比
較
の
う
え
で

緯
書

の
真
実
性
・
虚

偽
性
を
正
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
「
排
騒
」
と
い
う
言
い
方
に
お
け
る
〈
楚
辞
〉
と

［
経
書
］

と
の
関
係
に
相
当
す

る

つ
ま
り
「
正
緯
」
と
い
う
標
題
は
「
緯
書
を
正
す
」
と
い
う
内
容
に
つ
い
て
主
と
し
て
論
じ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
「
排
騒
」
と
い
う
標
題
は
「
離
騒

l
楚
辞
を
弁
別
す
る
」
と
い
う
内
容
に
つ
い
て
主
と
し
て
論
じ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い

た
ず

こ
の
伝
で
言
え
ば
、
「
原
道
」
は
「
道
を
原
ね
る
」
、
「
徴
聖
」
は
「
聖
人
を
模
範
と
す
る
」
、
「
宗
一
経
」
は
「
経
書
を
尊
崇
す
る
」
と
い
う
こ

。。
ヲ白

る
の
で
あ
る
。

と
に
な
る
か
、

そ
れ
は
文
章
作
成
上
に
お
い
て
の
こ
と
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
正
緯
」
「
排
騒
」
と
い
う
言
い
方
が
、
文
章

作
成
上
に
お
い
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
前
の
三
つ
が
文
章
作
成
上
の
こ
と
で
、
後
の
二
つ
が
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
標
題

そ
の
も
の
の
文
脈
に
整
合
性
を
欠
く
部
分
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、

「
原
道
」
「
徴
聖
」
「
宗
経
」
「
正
緯
」
「
排
騒
」
と
い
う
言
い
方
は
ど
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
の
標
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
正
緯
」

が
［
経
書
］
に
配
せ
ら
れ
た
［
緯
書
］

の
非
経
書
的
部
分
を
正
す
こ
と
を
意
味
し
、
「
排
騒
」
が
、

口
任
せ
に
［
経
書
］
と
比
べ
ら
れ
る
《
楚

辞
》
の
経
書
的
部
分
と
非
経
主
目
的
部
分
と
を
、
実
証
的
に
［
経
書
］

と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弁
別
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ

ば

そ

し

て

［
緯
書
］

お
よ
び
《
楚
昨
》
は

［
道
］
を
根
源
と
し
、
聖
人
に
よ
っ
て
言
誼
同
化
さ
れ
た

［
経
書
］

の
中
に
入
る
の
か
ど
う
か



こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
文
章
作
成
の
場

1
［
創
造
の
場
］
に
お
け
る
も
の
で
は
な
く
、

文
章

世
界
の
構
造
［
構
造
の
場
］
に
つ
い
て
の
論
述
の
レ
ベ
ル
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
ず

だ
と
す
れ
ば
、
〈
原
道
〉
第
一
は
「
文
章
世
界
の
構
造
の
根
源

1
道
を
原
ね
る
」
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
論
じ
て
あ
る
篇
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、

〈
徴
聖
〉
第
二
の
「
徴
聖
」
は
「
文
章
世
界
の
構
造
に
お
い
て
は
聖
人
を
模
範
と
す
る
」
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
論
じ
て
あ
る
篇
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
〈
宗
経
〉
第
三
は
「
文
章
世
界
の
構
造
に
お
い
て
は
経
書
を
尊
崇
す
る
」
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
論
じ
て
あ
る
篇
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、

劉
紙
は
こ
の
三
章
で
、
文
章
世
界
は
、

［
道
］
を
根
源
と
し
、

聖
人
を
介
し
て
［
道
］
が
そ
の
ま
ま
過
不
足
な
く
言

語
表
現
と
し
て
現
出
し
た
も
の
が

［
経
書
］

HHH

［
五
経
］

で
あ
り

そ
の

［
経
書
］

H
H

［
五
経
］
を
そ
れ
ぞ
れ
根
源
と
し
、
実
際
の
作
品
が

作
成
さ
れ
る
枠
組
が

［
文
体
］

で
あ
り
、

そ
グ〕

［
文
体
］

の
枠
組
の
下
に
個
々
の
作
品
が
属
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、

［
道
］
↓
（
聖
人
）

↓
［
経
書
］
↓
［
文
体
］
↓
［
作
品
］

と
重
層
的
に
構
造
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
主
と
し
て
、
述
べ
て
い
る
（
9
3

。
可
ノ

、
ノ
』

そ
れ
で
は
〈
序
志
〉
第
五
十
の
「
本
乎
道
」
「
師
乎
聖
」
「
樫
子
経
」
「
酌
乎
緯
」
「
饗
乎
騒
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う

台、

こ
こ
で
も
［
緯
書
］
に
つ
い
て
の
「
酌
乎
緯
」
と
い
う
表
現
手
が
か
り
に
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

「
酌
子
緯
」
と
い
う
と
き
の
「
酌
」
と
い
う
の
は
「
叫
酌
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
緯
書
を
創
酌
す
る
」
と
い
う
言
い
方

と
「
正
緯
」

の
「
緯
書
の
真
偽
を
正
す
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
論
ず
る
方
向
に
お
い
て
明
ら
か
な
相
違
が
あ
る
。
後
者
は

［
緯
書
］

σ3 
vマ

イ
ナ
ス
面
に
目
を
向
け
、

そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
に
重
点
が
か
か
っ
て
お
り
、
前
者
は
そ
の
逆
で
、

［
緯
書
］
の
プ
ラ
ス
面
に
注
目
し

そ
れ

を
酌
み
あ
げ
よ
う
と
す
る
方
向
に
傾
い
て
い
る
。

で
は

［
緯
書
］

の
プ
ラ
ス
面
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
〈
正
緯
〉
第
四
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。



若
乃
義
農
軒
埠
之
源
、
山
漬
鍾
律
之
要
、
白
魚
赤
烏
之
符
、
黄
金
紫
玉
之
瑞
、
事
幽
豆
奇
偉
、
辞
富
膏
映
。
無
益
経
典
、
而
有
助
文
章
。

［
緯
書
］

の
虚
偽
性
を
指
摘
し
、
主
と
し
て
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
罪
過
の
歴
史
を
指
弾
し
た
後
に
こ
の
文
章
が
続
く
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は

従
来
［
経
書
］
に
配
当
き
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

［
緯
書
］
は
［
経
書
］
に
と
っ
て
は
、

と
い
、
つ
こ
と
は
、

そ
の
内
容
が
思
想
的
に
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
劉
棋
が
構
想
す
る
文
章
世
界
の
根
源
部
分
の
構
造
を
構
成
す
る
こ
と
に
と
っ
て
も
、

［
無
益
］
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ま

ず
認
め
た
上
で
、
単
に
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
文
章
を
助
く
る
有
り

（
有
助
文
章
）
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
明
白
な
よ
う
に
、

文
章
を
作
成
す
る
上
で
、

［
緯
書
］

グ〉

文
章
の
表
現
内
容
・
表
現
形
式
の
両
方
に
お
い
て
有
益
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
［
緯
書
］

の
プ
ラ
ス
面
と
は

文

章
を
創
造
す
る
と
き
に
、

そ
れ
に
見
ら
れ
る
「
奇
緯
に
豊
か
な
」
事
柄
、
「
膏
映
に
富
ん
だ
」
言
葉
が
役
に
た
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ハυ、、u

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
緯
書
を
劃
酌
す
る
」
と
は
［
創
造
の
場
］
で
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
酌

乎
緯
」
と
い
う
の
は
、
「
文
章
を
創
造
す
る
と
き
に
は
、
緯
書
の
文
章
面
で
の
優
れ
た
点
を
劃
酌
す
べ
き
だ
。
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る

の
だ
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
「
本
乎
道
」
「
師
乎
聖
」
「
憧
乎
経
」
と
い
う
表
現
を
考
え
て
み
る
に
、

こ
れ
ら
は
全
て
［
創
造
の
場
］
に
お

い
て
必
ず
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
前
提
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
文
章
を
作
る
と
き
に
は
必
ず
［
道
］
に
基
づ

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

［
聖
人
］
を
先
生
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

［
経
書
］
を
大
本
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｜
｜
と
。

「
本
子
道
」
「
師
子
聖
」
「
桂
子
経
」
「
酌
子
緯
」
と
続
く
文
脈
を
考
え
れ
ば
、
「
嬰
子
騒
」
も
、
当
然
、

［
創
造
の
場
］
の
こ
と
で
あ
る
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
「
饗
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
《
文
心
離
龍
》
に
は
［
饗
］



字
は
標
題
・
熟
語
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
含
め
て
六
十
七
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
の
使
用
例
を
検
討
し
て
み
る
に
、

そ
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
全
部
で
五
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

1 

ま
ず
第
一
に
、

た
だ
、
「
変
わ
る
・
変
え
る
」
と
い
う
こ
と
の
み
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

降
（
刊
）
及
後
漢
、
汝
陽
王
亡
、
山
佳
境
哀
辞
、
始
嬰
前
式
。

こ
れ
は
〈
哀
弔
〉
第
十
三
の
文
章
の
「
哀
辞
」
と
い
う
文
体
の
歴
史
に
つ
い
て
述
べ
た
一
節
で
、
「
後
漢
の
汝
陽
王
が
死
ん
だ
と
き
、
山
佳
堤
が

そ
の
人
の
た
め
に
哀
辞
（
哀
し
み
を
述
べ
た
文
章
）
を
作
っ
た
が
、

そ
の
時
に
初
め
て
従
来
の
哀
辞
の
形
式
を
変
え
た
」
と
い
う
も
の
で
あ

る

こ
の

［嬰］

は
単
に
「
変
え
る
」
と
い
う
こ
と
し
か
意
味
し
て
い
ず
、
共
示
的
な
内
容
を
全
く
含
ん
で
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

同
様
の
例
と
し
て
、

［議］

と
い
う
文
体
に
つ
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
で
、
「
商
鞍
法
を
嬰
ぜ
ん
と
し
て
、

甘
龍
交
排
す
る
に
及
ん
で
：
：
：
（
商

、、】

鞍
変
法
、

而
甘
龍
交
排
）
」
（
〈
議
封
〉
第
二
十
四
）
と
述
べ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
単
に
「
法
律
を
変
え
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
こ
と

を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

2 

第
二
に
、
時
代

1
時
間
の
推
移
に
伴
う
変
遷
を
意
味
す
る
も
の
が
あ
る
。

＊
時
運
交
移
、
質
文
代
嬰
。

＊
故
知
文
嬰
染
乎
世
情
、
興
駿
繋
子
時
序
。

こ
れ
ら
は
と
も
に
〈
時
序
〉
第
四
十
五
の
な
か
の

つ
ま
り
時
代
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
、

文
章
の
変
遷
を
専
門
的
に
論
じ
た
一
章
の
中
の

も
の
で
あ
る
が

そ
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
と
お
り

［
嬰
］
も
「
時
代
（
時
間
の
推
移
）
に
し
た
が
っ
て
順
番
に
変
遺
し
て
い
く
」
こ
と
を
意



味
し
て
い
る
。

ま
た
［
九
饗
］
と
い
う
よ
う
に
熟
し
て
「
（
時
代

1
時
間
の
推
移
に
し
た
が
っ
て
）
何
度
も
何
度
も
ひ
き
続
い
て
変
わ
っ
て
い
く
」
と
い
う

意
味
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

妥
自
漢
室
、
迄
至
成
哀
、

難
世
漸
百
齢
、
僻
人
九
饗
、

而
大
抵
所
師
、

組
述
楚
辞
。
霊
均
徐
影
於
是
乎
在
。

（
〈
時
序
〉
第
四
十
五
）

ま
た
、

同
じ
く
〈
時
序
〉
第
四
十
五
の
「
賛
」
に
「
蔚
映
十
代
、

僻
采
九
嬰
。
」
と
あ
る
。

さ
ら
に
時
代
の
推
移
に
つ
い
て
専
門
的
に
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
も
、

［
饗
］
が
「
時
代
（
H
H
時
間
の
推
移
）
に
し
た
が
っ
て
順

番
に
変
遺
し
て
い
く
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
例
が
あ
る
。

＊
今
詔
重
而
命
軽
者
、
古
今
之
饗
也
。

＊
降
及
七
園
、
未
饗
古
式
。

（
〈
詔
策
〉
第
十
九
）

（
〈
章
表
〉
第
二
十
二
）

可
ノ
』句、u

あ
る
い
は
ま
た
時
代
そ
の
も
の
の
変
化
い
う
も
の
も
あ
る
。

組
述
春
秋
、
本
陰
陽
之
化
、
究
列
代
之
饗
。
（
〈
議
針
〉
第
二
十
四
）

＊
仲
託
之
封
、

こ
れ
ら
は
全
て

［
時
間
の
推
移
］

に
し
た
が
っ
て
順
番
に
変
化
変
遷
し
て
い
く
こ
と
を
表
し
て
お
り
、

［饗］

の
前
提
に
は
常
に
「
時
間

の
推
移
」
が
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は

次
々
と
興
る
こ
と
で
あ
り

一
度
か
ぎ
り
の
こ
と
で
は
な
い
。

そ
の
点
で
①
の
単
純
な
［
饗
］

と
は

異
な
っ
て
い
る
。3 

第
三
に

次
の
よ
う
な
［
饗
］
が
あ
る
。

＊
風
雅
序
人
、
事
兼
饗
正
。

（
〈
煩
讃
〉
第
九
）



こ
こ
で
言
う
「
饗
正
」
は
「
正
風
正
雅
」
「
変
風
変
雅
」
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
場
合
い
の
［
饗
］
は
［
正
］
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
以
上
［
饗
］

は
正
統
的
な
も
の
に
相
対
す
る
概
念
で
あ
り

マ
イ
ナ
ス
の
意
味
合
い
を
共
一
不
的
に
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

そ
の
こ
と
は
［
頒
］
と
い
う
文
体
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
よ
う
な
文
章
に
典
型
的
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

＊
魯
（
日
）
以
公
旦
次
編
、
商
（
日
）
以
前
王
追
録
。
斯
乃
宗
廟
之
正
歌
、
非
諜
饗
之
常
一
詠
也
。
時
遁
一
篇
、
周
公
所
製
、
哲
人
之
領
、
規
式
存

君
。
夫
民
各
有
心
、
勿
璽
惟
口
。
吾
輿
之
構
原
田
、
魯
民
之
刺
菜
輝
、
直
言
不
詠
、
短
辞
以
訊
。
印
明
子
順
（
ロ
）
、
並
諜
局
頒
（
日
）

O

斯

則
野
頒
之
鰍
先
細
胞

浸
被
乎
人
事
失
。

（
〈
領
讃
〉
第
九
）

〈
詩
経
〉

の
正
統
的
な
［
煩
］

の
一
つ
で
あ
る

［
魯
煩
］
に
対
し
て

左
印
明
・
孔
子
順
が

［頒］

と
称
し
た
も
の
は

［
頒
之
饗
樫
］

で
あ

る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

そ
れ
に
対
し
、

た
だ
単
に
「
変
わ
る
・
変
え
る
」
と
い
う
も
の
、

お
よ
び
「
時
代

1
時
間
の
推
移
に
し
た
が
っ
て
順
番
に
変
還
し
て
い
く
」

-33-

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
［
費
］
は
、

プ
ラ
ス
の
意
味
合
い
も
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
合
い
も
含
ま
な
い
、

言
わ
ば
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
ゼ
ロ
の
［
饗
］

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
こ
の

［嬰］

は
時
間
軸
上
に
お
こ
る
変
化
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
次
々
に
時
間
の
流
れ
に
そ
っ
て
お
こ
る
も
の
で
は
な
い
ゆ
え
に
、

そ
の
点
で
も
「
時
代

l
時
間
の
推
移
に
し
た
が
っ
て
順
番
に
変
遷
し
て
い
く
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
［
饗
］

と
は
異
な
っ
て
い
る
。

4 

第
四
に

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

＊
夫
設
文
之
樫
有
常
、
嬰
文
之
数
無
方
。
何
以
明
其
然
耶
。
凡
詩
賦
書
記
、
名
理
相
因
、
此
有
常
之
樫
也
。
文
辞
気
力
、
通
問
問
先
則
久
、

此
無
方
之
数
也
。
各
理
有
常
、
鵠
必
資
於
故
賓
、
通
饗
無
方
、
数
必
酌
於
新
撃
。
故
能
鰐
無
窮
之
路
、
飲
不
渇
之
源
。
然
梗
短
者
街



渇
、
足
疲
者
報
塗
。
非
文
理
之
数
蓋

乃
通
嬰
之
術
疎
耳
。

こ
れ
は
〈
通
費
〉
第
二
十
九
の
文
章
で
あ
る
が
、
こ
の
標
題
と
同
じ
［
通
嬰
］

と
い
う
言
葉
が
、
こ
こ
で
は
三
度
使
わ
れ
て
い
る
。
［
通
費
］

と
熟
し
て
い
る
よ
う
に

こ
こ
で
の

［費］

は
［
通
］
に
対
す
る
概
念
と
し
て
の

［費］

で
あ
る
。
こ
の

［通］

と
［
饗
］
は
《
易
経
》
繋

辞
下
伝
の
「
易
は
窮
ま
れ
ば
則
ち
饗
ず
。
嬰
ず
れ
ば
則
ち
通
ず
。
通
ず
れ
ば
則
ち
久
し
（
易
窮
則
嬰
。
嬰
則
通
。
通
則
久
）
。
」
と
い
う
の
か

と
は
伝
統
の
継
承
を
言
い
、
そ
れ
に
対
し
て
［
饗
］
と
は
伝
統
の
変
革
を
意
味
し
て

ら
得
た
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

こ
こ
で
の
［
通
］

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の

［費］

は
、
［
正
］

に
対
す
る
［
饗
］

と
は
異
な
り
、
［
通
］

と
ぺ
ア
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
プ
ラ
ス
価
値
の
概
念
と
な
っ
て
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
こ
れ
は
時
間
軸
上
の
変
化
で
あ
り
、
且
つ
一
回
か
ぎ
り
の
も
の
で
は
な
く
、

文
章
が
作
成
さ
れ
続
け
る
限
り
繰

り
返
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

A
斗、、d

5 

き
て
こ
れ
ら
の
［
嬰
］
に
対
し
て
、

＊
若
情
数
詑
雑
、
糧
費
選
貿
、
拙
僻
或
苧
於
巧
義
、
庸
事
或
萌
於
新
意
。
硯
布
於
麻
、

い
さ
さ
か
そ
の
意
味
合
い
を
異
に
す
る
［
饗
］
が
あ
る
。雛

云
未
費
、
行
軸
献
功
、
焼
然
乃
珍
。
至
於
思

表
繊
旨
、

文
外
曲
致
、

言
所
不
追
、
筆
固
知
止
。
至
精
而
後
闇
其
妙
、

至
饗
而
後
通
其
数
。
伊
塾
不
能
言
鼎
、
輪
扇
不
能
語
斤
。
其

微
矢
乎
。
（
〈
神
思
〉
第
二
十
六

＊
神
用
象
通
、
情
鰍
究
所
字
。

〈
神
思
〉
第
二
十
六
賛
）

こ
こ
で
の
［
嬰
］
は
、
物
事
が
あ
る
も
の
か
ら
別
の
あ
る
も
の
へ
と
時
間
軸
に
そ
っ
て
形
を
変
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

物
事
の
「
多
様
性
」
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
龍
饗
」
と
い
う
の
は
文
章
の
ス
タ
イ
ル
の
「
多
様
性
」
を
言
い
、



「
情
饗
」
と
は
人
の
心
の
現
れ
方
の
「
多
様
性
」
を
言
う
。

ま
た
〈
風
骨
〉
第
二
十
八
で

＊
若
夫
鉛
鋳
経
典
之
範
、

朔
集
子
史
之
術
、

洞
暁
情
饗
、
曲
昭
文
龍
、

然
後
能
字
甲
新
意
、

離
書
一
奇
辞
。
昭
韓
故
意
新
而
不
乱
、
暁
饗

故
僻
奇
而
不
頬
。

と
い
う
と
き
の
「
情
饗
」
「
暁
饗
」
の

［
饗
］
も

や
は
り
「
多
様
性
」
を
言
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
「
多
様
性
」
を
表
す
「
饗
」
は
時
間
軸
に
そ
っ
て
現
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
空
間
的
に
多
様
な
形
で
現
出
し
て
く
る
も
の
で
あ

る
点
で
、
こ
れ
ま
で
の

［嬰］

と
は
異
質
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の

［
嬰
］
が
通
時
的
な

［嬰］

で
あ
る
と
す
れ
ば

こ
の

［
饗
］
は
共
時
的
な
［
饗
］

で
あ
る
と
言
い
得
る
。

ま
た
こ
の
［
嬰
］

プ
ラ
ス
評
価
の
［
饗
］
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
次
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
も
す
る
。

＊
故
知
繁
略
殊
制
、
隠
顕
異
術
、
抑
引
随
時
、
饗
通
適
曾
（
U

）

O

（
〈
微
聖
〉
第
二
）

＊
此
循
樫
而
成
勢
、
随
嬰
而
立
功
者
也
。
錐
復
契
命
日
相
参
、
節
文
互
雑
、
警
五
色
之
錦
、
各
以
本
采
民
地
失
。
（
〈
定
勢
〉
第
三
十
）

＊
夫
裁
文
匠
筆
、
篇
有
小
大
。
離
章
合
旬
、
調
有
緩
急
。
随
饗
適
舎
、
莫
見
定
準
。

は
、
無
論
、

，、J、、ν

（
〈
章
句
〉
第
三
十
四
）

こ
れ
ら
は
全
て
そ
の
「
多
様
性
」
を
肯
定
し
、
そ
の
「
多
様
性
」
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
き
わ
し
く
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
言
っ
て
い

る

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
《
文
心
離
龍
》
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
［
饗
］

は
、
主
と
し
て
こ
の
様
な
五
つ
の
意
味
を
担
っ
た
も
の

に
分
類
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
「
饗
子
騒
」
と
い
う
と
き
の

［嬰］

は
そ
れ
ら
の
う
ち
ど
れ
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
検
討
に
は
入
る
前
に

こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
を
、

一
応
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
次
の
表
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
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以 回
上 数

変

化

軸

④ 

［
通
］
に
対
す
る
［
変
］
を
意
味
す
る

＋ 

2
回
以
上

時
間
軸

l
通
時
的

⑤ 

「
多
様
的
な
現
出
」
を
意
味
す
る

十

無
関
係

空
間
的

l
共
時
的

-36 

［W
］
［
構
造
の
場
］
と
［
創
造
の
場
］

き
て
、
「
本
乎
道
」
「
師
乎
聖
」
「
耀
子
経
」
「
酌
乎
緯
」
と
続
く
文
脈
を
考
え
れ
ば
、
「
嬰
乎
騒
」
は
、

文
章
作
成
上
の
こ
と
と
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が

こ
の
点
を
考
慮
に
い
れ
れ
ば
、
第
一
の
単
に
「
変
わ
る
。
変
え
る
」
と
い
う
意
味
の
［
饗
］
、
第
二

の
「
時
代

l
時
間
の
推
移
に
し
た
が
っ
て
順
番
に
変
遷
し
て
い
く
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
［
饗
］
、
第
三
の
「
正
統
的
な
も
の
を
そ
の
ま
ま

引
き
継
ぐ
の
で
は
な
く
、
別
の
物
に
変
異
さ
せ
、

正
統
的
な
も
の
で
は
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
も
の
」
を
音
山
味
す
る

よ
う
な
マ
イ
ナ
ス
価
値
の

［
饗
］
な
ど
で
は

文
脈
の
整
合
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。



そ
こ
で
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
第
四
の

［通］

に
対
す
る

［
饗
］
を
意
味
す
る
［
饗
］

と
第
五
の
「
多
様
的
な
現
出
」
を
意

味
す
る
［
饗
］
で
あ
る
が

こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
た
め
に
、
〈
排
騒
〉
第
五
に
本
文
の
最
後
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
表
現
に
注
目
し
た
い
。

＊
若
能
湿
拭
以
侍
雅
領
、
懸
轡
以
駅
楚
篇
、
酌
奇
而
不
失
其
異
、

翫
華
而
不
墜
其
賓
、
則
顧
扮
可
以
駈
僻
力
、
放
唾
可
以
窮
文
致
。

こ
れ
は
「
も
し
馬
車
に
乗
っ
て
、
轡
に
よ
っ
て
馬
を
制
御
す
る
よ
う
に
、

［
雅
頒
］

l
〈
詩
経

v
l
［
経
書
］

と
い
う
馬
車
の
侍
っ
て

［楚

篇］

H
H

《
楚
昨
》
と
い
う
馬
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

そ
し
て

《
林
疋
昨
》
の
文
章
の
特
徴
で
あ
る

［
奇
・
華
］

と
い
う
面
を
軒
酌
し

て

［
経
書
］

に
表
現
さ
れ
た

［
真
貰
］
を
失
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

［
馬
車
］

の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
た
比
喰
表
現
は
、 た

く
ま
ず
し
て
素
晴
ら
し
い
文
章
が
表
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
い

文
章
を
載
せ
る
場
と
し
て
の

［車］

と
、
文
章
を
活
動

l
創
造
き

せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
［
馬
］
と
い
う
こ
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、

や
は
り
［
構
造
］
と
［
創

造
〕
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

文
章
を
載
せ
る
場
と
し
て
の
［
車
］
と
は
、

［
経
書
］
を
意
味
し

文
章
を
活
動

1
創
造
き

守
／、‘J

せ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
［
馬
］
と
は

日
う
ま
で
も
な
く

［
楚
篇
］

l
《
楚
昨
》
を
意
味
し
て
い
る
が
、

さ
ら
に
「
文
章
を
載
せ
る
場

と
し
て
の

［
経
書
］
」
と
は
、
実
際
に
文
章
を
作
成
す
る
と
き
に
於
て
は

［
経
書
］
に
根
源
を
有
し
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
［
理
］
（
ち
に
貫
か
れ

Tこ

［
文
体
］
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
《
楚
昨
》
は

［
道
］
↓
（
聖
人
）
↓
［
経
書
］
↓
［
文
体
］
と
い
う
よ
う
に

［
根
源
］
か
ら
［
末
葉
］

へ
と
重
層
的
に
構
成

さ
れ
た
文
章
世
界
（
9

）
に
お
い
て
、

人
間
の
手
に
よ
る
実
際
の
［
文
］
が
作
成
さ
れ
る
と
き
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の

こ
と
を
考
慮
に
い
れ
て
「
饗
子
騒
」

の
「
饗
」
の
内
容
を
見
て
み
る
に
、

そ
れ
は
一
定
の

［理］

に
貫
か
れ
た

［
文
体
］

に
お
い
て
無
限
に

多
様
な
文
章
が
作
成
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
「
嬰
乎
騒
」
と
は
、
「
文
章
を
作
成
す
る

に
際
し
て
は
、
《
楚
辞
》
に
よ
っ
て
多
様
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



劉
棋
は
、

文
章
世
界
を
［
道
］
↓
（
聖
人
）
↓
（
経
書
］
↓
［
文
体
］
と
い
う
よ
う
に
、

［
根
源
］
か
ら
［
末
葉
］

へ
と
重
層
的
に
構
成
き

れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
た
が
、

そ
の
末
端
に
位
置
し
て
い
る
の
は
、
無
論
、

一
｛
疋
の

［
文
体
］

の
枠
組
の
中
に
作
成
さ
れ
、
無
限
に
多
種
多

様
な
相
貌
で
現
出
し
て
く
る
個
々
の
個
別
的
な
作
品
で
あ
る
。

こ
の

［
文
体
］

と

［
作
品
］

と
い
う
二
つ
の
概
念
も

や
は
り
［
構
造
］

と

［
創
造
］

と
い
う
言
葉
に
言
い
直
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て

こ
の
［
構
造
］
と
［
創
造
］
と
い
う
概
念
は
、
《
文
心
離
龍
》
の
構
成
に
関
し
て
、

そ
の
書
の
全
体
に
亙
る
様
々
な
レ
ベ
ル
に
お

い
て
、
作
用
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
〈
排
騒
〉
第
五
の
内
部
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、

［
経
書
］
の
内
容
と
比
較
し
て
《
楚

辞
》
の

［
経
書
的
な
部
分
］

と

［
非
経
書
的
な
部
分
］
を
弁
別
し
た
前
半
部
は

［
構
造
］
に
関
す
る
も
の
で
あ
り

そ
れ
が
文
章
作
成
に
関

し
て
有
す
る
優
れ
た
点
に
つ
い
て
論
じ
た
後
半
部
は

［
創
造
］
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
。

。。句、u

き
〉
り
に

［
文
之
極
紐
］

l
「
文
学
原
論
」
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
前
三
章
（
〈
原
道
〉
〈
徴
聖
〉
〈
宗
経
〉
）

と
後
二
章
（
〈
正
緯
〉
〈
排
騒
〉
）

と
は
、

や
は
り
［
構
造
］
と
［
創
造
］

の
関
係
に
相
当
し
、

ま
た
前
二
十
五
章

l
［
綱
領
］
と
後
二
十
四
章

l
［
毛
目
］
（
特
に
〈
神
思
〉
第

二
十
六
か
ら
〈
総
術
〉
第
四
十
四
ま
で
の
十
九
章
＋
〈
物
色
〉
第
四
十
六
）
も
［
構
造
］

と

［
創
造
］

の
関
係
に
相
当
し
て
い
る

3 

き
て

こ
の
よ
う
な
文
章
世
界
の
［
構
造
］
と
［
創
造
］
の
関
係
に
あ
っ
て
、

〈
排
騒
〉
第
五
は

ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に

［
道
］
↓
（
聖
人
）
↓
［
経
書
］
↓
［
文
体
］
↓
［
作
品
］

と
い
う
よ
う
に
、

［
根
源
］
か
ら
［
末
葉
］

ノ＼

と
重
層
的
に
構
築
さ
れ
た
文
章
世
界
に
お
い
て
、

そ
の
末
端
に
位
置
い
て
い
る
の
が
、

一
｛
疋
の

［
文
体
］

の
枠
組
の
中
に
作
成
さ
れ
、
無
限



に
多
種
多
様
な
相
貌
で
現
出
し
て
く
る
個
々
の
個
別
的
な
［
作
品
］

で
あ
り
、

そ
し
て
人
間
の
手
に
よ
る
実
際
の

［
作
品
］
が
多
様
な
相
貌

で
作
成
さ
れ
る
と
き
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
る
も
の
が
《
楚
辞
》
で
あ
る
l
i－
－
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
［
構
造
］
そ
の
も
の
で
な
い
こ
と

は
当
然
で
あ
る
が
、
［
創
造
］
そ
の
も
の
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
［
構
造
］
か
ら
［
創
造
］

へ
多
様
化
し
て
い
く
そ
の
多
様
化
に
関

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
〈
通
饗
〉
第
二
十
九
の
文
章
を
も
う
一
度
見
て
み
た
い
と
思
う
。

＊
夫
設
文
之
樫
有
常
、
饗
文
之
教
無
方
。
何
以
明
其
然
耶
。
凡
詩
賦
書
記
、
名
理
相
因
、
此
有
常
之
鵠
也
。
文
辞
気
力
、
通
饗
則
久
、

此
無
方
之
数
也
。
名
理
有
常
、
樫
必
資
於
故
貰
、
通
饗
無
方
。
数
必
酌
於
新
撃
。

こ
こ
で

［
設
文
之
龍
］
と
い
う
の
は
［
詩
賦
書
記
、
名
理
相
因
、

此
有
常
之
樫
也
］

と
い
う
文
章
が
続
く
こ
と
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、
文
章

を
作
成
さ
れ
る
際
に
ま
ず
設
定
き
れ
る
［
文
体
］
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
有
常
」
「
有
常
之
樫
」
と
あ
る
よ
う
に
、
恒
常
的
な

39-

一
定
の
枠
組
を
意
味
し
て
い
る
。

き
ら
に
劉
掠
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
文
章
は
、
恒
常
的
な
一
定
の
枠
組
で
あ
る
［
文
体
］

の
い
ず
れ
か
に
属

す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
以
上
、
作
成
さ
れ
る
文
章
は
ま
ず
は
そ
の
目
的
に
そ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
そ
の
文
章
が
展
開
さ
れ
る
場
、

つ

ま
り
［
文
体
］
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
［
饗
丈
之
教
無
方
］

と
い
う
と
き
の

［
饗
文
］

と
い
う
言
葉
を
考
え
て
み
る
に
、
こ
れ
を
「
文
章
を
変
革
す

る
」
と
い
う
解
釈
で
は
意
味
を
為
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
恒
常
的
な
二
疋
の
枠
組
で
あ
る
［
文
体
］

σ1 

［理］

の
も
と
に
実
際
の
文
章
を
多
様

な
姿
で
現
出
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
多
様
性
に
は
限
度
・
限
界
が
な
く
、
無
限
に
多
様
な
文
章
が
、

そ
こ
で
は
可
能
性
と
し
て
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
様
な
認
識
を
前
提
と
し
て
、

［
文
辞
気
力
、
通
饗
則
久
、

此
無
方
之
数
也
］
と
い
う
文
章
の
［
通
饗
］
と
い
う
言
葉
を
見
る
と
き
、

そ



れ
は
単
純
に
［
伝
統
］
と
［
変
革
］
と
解
釈
し
た
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
一
連
の
文
章
の
最
後
に
［
通
饗
無
方
、
数
必
酌
於
新
聾
］

と
い
う
文
章
が
続
い
て
い
る
。

こ
こ
で

［
新
聾
］

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
［
新
聾
］

と
い
う
の
は
、
「
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
言
語
表
現
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

［
酌
於
新
聾
］

と
は

そ
れ
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
作
品
群
に
は
認
め
ら
れ
な
い
、
従
来
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
別
の
言
語
表
現
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

lま

［
文
体
］

と
い
う
も
の
が
多
く
の
作
品
に
よ
っ
て
自
ず
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

恒
常
的
で
一
定
の

［
理
］
に
支
配
さ

れ
た
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
そ
れ
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
作
品
群
に
は
認
め
ら
れ
な
い
、
従
来
の
も
の
と
は
異
な
っ

た
別
の
言
語
表
現
」
と
は

一
｛
疋
の

［
文
体
］

の
も
と
で
の
、
あ
り
う
べ
き
多
様
な
文
章
の
一
つ
に
他
な
ら
ず
、

こ
の
場
合
の

［
通
饗
］

グ〉

［
嬰
］
も
実
は
「
多
様
性
・
多
様
化
」
と
い
う
概
念
の
範
囲
に
収
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

，－
J

－、

み
J

J
／

こ
の
現
象
は
実
際
に
は
時
間
軸
の
う
え

に
順
番
に
並
ぶ
様
に
現
出
し
て
く
る
た
め

［
通
］
と
は
そ
れ
ま
で
の
作
品
群
の
縦
に
並
ん
だ
系
列

l
伝
統
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
系
列

1
伝
統

一40-

と
は
異
な
っ
た
別
の
も
の
を
新
た
に
現
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら

［饗］

と
は

［
変
革
］

と
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
通
時
的
次
元
で
言
え
ば

［轡（］

l
［
変
革
］

と
い
う
こ
と
が
で
き
、

共
時
的
次
元
で
言
え
ば

［態（］

l
［
多
様
的
現
出
］

と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
「
嬰
乎
騒
」

グ〉

［嬰］

l土

こ
の
両
者
を
兼
ね
備
え
た
も
の
と
、
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

4 

以
上
の
検
討
か
ら

［
文
之
極
紐
］

1
「
文
学
原
論
」
に
お
け
る
〈
排
騒
〉
第
五
の
位
置
は
、

次
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
得
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

第
一
に
、
《
楚
昨
》
は

［
道
］
↓
（
聖
人
）
↓
［
経
書
］
↓
［
文
体
］
と
展
開
さ
れ
て
き
た
文
章
世
界
の
［
構
造
］
か
ら
、

［
文
体
］
↓
［
作

品
］
と
い
う
［
創
造
］
の
段
階
へ
移
行
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
の
位
置
を
占
め
、

［
文
体
］
を
多
様
的
に
現
出
さ
せ
て
（
l
饗

［
作
品
］



第
二
に

化
す
る
も
の
で
あ
る
ー
ー
と
い
う
こ
と
。

［嬰］

l
変
革

1
［
作
品
］
と
い
う
こ
と
が
で
き
、

こ
の
関
係
を
通
時
的
次
元
に
置
け
ば
、

そ
れ
は
［
通
］

l
伝
統

l
［
文
体
］
、

そ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
が
《
楚
辞
》

［

V
］
結
語

で
あ
る
ー
ー
ー
と
い
う
こ
と
。

以
上
、
〈
排
騒
〉
第
五
の
［
文
之
橿
紐
］

l
「
文
学
原
論
」
に
於
け
る
位
置
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

連
グ〉

こ
の
小
論
は
〈
排
騒
〉

第
五
に
関
す
る
一
連
の
論
考
き
の
結
論
に
当
る
部
分
で
あ
る
。
そ
の
た
め
論
述
に
精
粗
一
な
ら
ざ
る
所
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

拙
論
を
合
わ
せ
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

〔注］
（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

テ
キ
ス
ト
に
は
、
氾
文
澗
注
《
文
心
離
龍
註
》
（
一
九
八
七
年
・
北
京
・
人
民
文
学
出
版
社
）
を
用
い
た
。

用
は
す
べ
て
同
書
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

〈
「
文
心
離
龍
」
考
｜
｜
劉
認
の
屈
原
・
楚
辞
認
識
に
つ
い
て
｜
｜
〉
《
〈
大
東
文
化
大
学
紀
要
》
第
二
十
七
号
。

一
海
知
義
。
興
膳
宏
訳
《
陶
淵
明
・
文
心
離
龍
》
築
摩
書
房
。
昭
和
四
十
五
年
。
東
京
。

《
丈
心
離
龍
》
明
治
書
院
。
上
、
昭
和
四
十
九
年
、
下
、
昭
和
五
十
三
年
。
東
京
。

《
文
心
離
龍
》
龍
渓
書
舎
。
昭
和
六
十
一
年
、
東
京
。

〈
筑
波
中
国
文
化
論
叢
〉

2
、
一
九
八
三
年
三
月
。
筑
波
大
学
中
国
文
化
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。

直
盛
江
〈
「
文
心
離
龍
、
排
騒
」
排
析
〉
（
《
古
代
文
学
理
論
研
究
》
第
七
輯
。
上
海
古
籍
出
版
社
。
一
九
八
二
年
、
上
海
。
）
徐
光
社
〈
「
文

心
離
龍
」
的
「
排
騒
」
論
〉
（
《
文
心
十
論
》
春
風
文
妻
出
版
社
。
一
九
八
六
年
、
溝
陽
。
）
祭
印
明
〈
「
文
心
離
龍
排
騒
」
析
疑
〉
（
《
丈
心
離

龍
学
刊
》
第
一
輯
。
斉
魯
童
自
社
。
一
九
八
三
年
、
済
南
。
）

〈
「
丈
心
離
龍
」
考
｜
｜
「
排
騒
」
篇
の
構
成
に
つ
い
て
｜
｜
〉

41-

以
下
、
《
丈
心
離
龍
》
か
ら
の
引

一
九
八
九
年
、

月

8 

（
《
大
東
文
化
大
学
漢
学
会
誌
》
第
二
十
七
。

一
九
八
八
年
、

月



9 

拙
論
〈
文
心
離
龍
研
究
序
説
｜
｜
劉
紙
の
世
界
観
と
そ
の
文
章
論
〈
の
展
開
に
つ
い
て
｜
｜
〉
（
一
九
七
八
年
《
集
刊
東
洋
学
》
第
四
十
号
、

東
北
大
学
中
国
文
史
哲
研
究
会
。
）
〈
「
文
心
離
龍
」
考
ー
ー
ー
文
学
原
論
の
成
立
に
つ
い
て
｜
｜
〉
（
《
文
化
》
昭
和
五
十
六
年
九
月
、
第
四
十

五
巻
、
第
一
・
二
号
、
東
北
大
学
文
学
会
）
〈
「
文
心
離
龍
」
考
｜
｜
劉
賦
の
根
本
的
思
考
様
式
に
つ
い
て
｜
｜
〉
（
一
九
八
一
年
五
月
五

刊
東
洋
学
》
第
四
十
五
号
、
東
北
大
学
中
国
文
史
哲
研
究
会
）
を
参
照
。

「
降
」
字
も
と
な
し
。
〈
御
覧
〉
に
よ
っ
て
改
む
。

も
と
「
魯
」
字
の
下
に
「
園
」
字
、
「
商
」
の
下
に
「
人
」
字
あ
り
。
唐
写
本
に
よ
っ
て
改
む
。

「
子
順
」
も
と
「
子
高
」
に
作
る
。
戸
田
氏
に
よ
っ
て
改
む
。

「
頒
」
も
と
「
諦
」
に
作
る
。
唐
写
本
に
よ
っ
て
改
む
。

「
適
曾
」
も
と
「
曾
適
」
に
作
る
。
唐
写
本
に
よ
っ
て
改
む
。

頁
引
用
の
〈
通
饗
〉
篇
の
文
章
に
「
凡
詩
賦
書
記
、
名
理
相
因
。
」
と
あ
り
、
ま
た
〈
序
志
〉
に
「
若
乃
論
文
紋
筆
、
則
国
別
匝
分
、
原
始

以
表
末
、
樟
名
以
章
義
、
選
文
以
定
篇
、
敷
理
以
奉
統
。
」
と
あ
る
。

注
（
2
）
注
（
8
）
の
拙
論
の
他
に
、
〈
「
文
心
離
龍
」
考
｜
｜
［
〈
排
騒

v
l文
体
論
］
説
に
つ
い
て
｜
｜
〉
（
《
大
東
文
化
大
学
紀
要
》
第
二

十
六
号
、
昭
和
六
十
三
年
三
月
）
が
あ
る
。

-42-

（叩）
（日）

（ロ）
（日）

（

U
）
 

（日）16 


