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典

論

論

文

と

文

賦

曹
玉
の
『
典
論
』
論
文
と
陸
機
の
「
文
賦
」
は
魏
晋
の
時
代
に
比
較
的
活
発
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
文
学
批
評
の
論
著
の
な
か
で
、
中
国

文
学
思
想
史
を
飾
る
記
念
碑
的
作
品
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
両
者
が
六
朝
文
学
の
方
向
を
予
知
し
、
決
定
づ
け
る
ち
か
ら
を
内
在

さ
せ
た
文
学
理
論
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
な
に
よ
り
も
そ
こ
に
、
そ
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
新
鋭
な
文
学
価
値
観

の
樹
立
が
あ
り
、
言
語
表
現
の
形
象
化
に
関
す
る
独
創
的
な
意
見
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

『
典
論
』
論
文
は
曹
玉
が
魏
の
文
帝
と
し
て
即
位
す
る
直
前
、
い
ま
だ
皇
太
子
の
身
分
で
あ
っ
た
建
安
二
二
年
（
ニ
―
七
）
の
頃
に
作

ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
陸
機
が
呉
の
国
に
生
を
う
け
た
の
は
そ
れ
か
ら
お
く
れ
る
こ
と
ほ
ぼ
四
五
年
後
、
呉
の
景
帝
の
永
安
四

年
（
二
六
一
）
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
『
典
論
』
論
文
に
言
及
し
た
発
言
は
、
今
に
の
こ
る
彼
の
文
集
の
な
か
に
さ
が
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
そ
れ
を
読
む
機
会
は
か
な
り
早
く
か
ら
準
備
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
状
況
証
拠
が
あ
る
。
『
三
国
志
』
魏
志
の
文
帝
紀
の

末
尾
の
記
事
に
曹
王
の
文
学
愛
好
と
皇
覧
の
編
纂
を
の
べ
た
条
り
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
付
さ
れ
た
装
松
之
の
注
に
、
胡
沖
の
「
呉
歴
」
が

引
用
さ
れ
て
い
る
。

お
く

帝
（
曹
王
）
は
素
書
し
て
著
す
所
の
典
論
及
び
詩
賦
を
以
て
孫
権
に
餡
る
。
又
紙
書
に
写
せ
る
一
通
を
以
て
張
昭
に
与
う
。

曹
王
が
自
作
の
『
典
論
』
と
詩
賦
を
書
写
し
て
、
呉
の
主
権
者
孫
権
と
そ
の
重
臣
張
昭
に
贈
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、

典
論
論
文
と
文
賦
（
林
田
）

こ
の
時
『
典

林

田

慎

之

助
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機
に
と
っ
て
外
曽
祖
父
に
あ
た
る
人
物
で
あ
っ
た
。

論
』
論
文
も
呉
に
到
来
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
何
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
時
の
事
情
を
念
の
た
め
に
『
三
国
志
』
呉
志
の
孫
権
伝
か
ら
逆
照
射
し
て
み
る
と
、
呉
の
黄
武
元
年
の
記
事
の
条
り
の
装
松
之
の

注
に
、
や
は
り
次
の
よ
う
な
「
呉
歴
」
の
記
述
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

お

く

つ

ぶ

さ

の

ぼ

（
孫
）
権
は
使
を
以
て
魏
に
聘
る
。
具
に
（
劉
）
備
を
破
り
、
獲
し
と
こ
ろ
の
印
綬
及
び
首
級
、
得
る
所
の
土
地
を
上
し
、
井
せ
て

将
吏
の
功
勤
を
表
し
、
宜
し
く
爵
賞
の
意
を
加
う
べ
し
と
。
文
帝
は
使
を
報
い
て
、
誕
壬
袈
、
明
光
鎧
、
誹
馬
を
致
し
、
又
素
書
し

て
作
る
所
の
典
論
及
び
詩
賦
を
以
て
孫
権
に
与
う
。

（
一
三
三
）
、

珍
奇
な
贈
品
と
一
緒
に
『
典
論
』
が
写
さ
れ
て
、
呉
の
孫
権
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、
蜀
の
劉
備
軍
討
伐
に
功
績
を
あ
げ
た
孫
権
の
労
に

魏
の
年
号
で
い
え
ば
、
黄
初
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
間

『
典
論
』
論
文
と
陸
機
の
関
係
を
み
る
場
合
は
、
留
意
す
べ
き
重
要
人
物
が
介
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
呉
歴
」
の
記
事
が
『
典
論
』

を
贈
ら
れ
た
人
物
と
し
て
呉
主
と
と
も
に
あ
げ
た
張
昭
で
あ
る
。
こ
の
張
昭
（
一
五
六
ー
ニ
三
六
）
こ
そ
は
陸
機
の
母
の
祖
父
、
つ
ま
り
陸

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
曹
玉
は
呉
主
ば
か
り
で
は
な
く
、
紙
書
し
た
『
典
論
』
を
呉
の
重
臣
と
は
い
え
張
昭
に
ま
で
贈
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
世
説
新
語
』
賞
誉
篇
を
み
て
み
る
と
、
「
呉
四
姓
醤
目
に
云
う
。
張
は
文
、
朱
は
武
、
陸
に
忠
、
顧
は
厚
な
り
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で

あ
る
。
張
氏
は
戦
国
時
代
に
屈
原
を
生
ん
だ
屈
氏
に
匹
敵
す
る
知
的
な
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
を
こ
れ
は
物
語
っ
て
い
る
。
知
識
人
の
尊
崇

を
う
け
る
に
価
い
す
る
文
化
的
寄
与
を
の
こ
し
て
き
た
家
柄
で
あ
る
こ
と
は
、
呉
の
国
内
に
限
ら
ず
、
つ
と
に
魏
の
国
に
も
知
ら
れ
て
い

て、

一
世
の
文
化
人
、
風
雅
の
文
士
を
も
っ
て
自
負
し
て
い
た
曹
玉
で
あ
る
だ
け
に
、
彼
は
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
家
系
を
尚
び
、
そ
の
当
主
張

昭
に
自
ら
の
『
典
論
』
を
贈
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

陸
機
の
な
か
に
な
が
れ
る
す
ぐ
れ
た
文
学
的
資
質
は
お
そ
ら
く
は
父
方
陸
氏
の
忠
の
血
統
よ
り
も
、
よ
り
多
く
は
母
方
張
氏
の
文
の
血

違
い
な
い
。

報
い
る
た
め
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
時
は
、
呉
の
黄
武
元
年
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「
少
く
し
て
異
才
有
り
、
文
章
世
に
冠
た
り
」
（
晋
書
・
陸
機
伝
）
と
い
わ
れ
た
陸
機
だ
け
に
、
こ
の

母
方
の
家
宝
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
誇
り
高
き
伝
世
品
ー
ー
ー
『
典
論
』
の
存
在
に
は
深
い
関
心
を
払
い
、
そ
れ
を
親
し
く
手

『
典
論
』
が
陸
機
の
目
に
触
れ
る
機
会
は
身
近
か
に
、
し
か
も
か
な
り
早
い
時
期
に
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
た
だ
し

か
し
こ
の
資
料
を
も
っ
て
そ
れ
を
読
み
、
そ
れ
を
意
識
に
お
い
て
後
年
陸
機
が
「
文
賦
」

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
現
在
我
々
に
残
さ
れ
た
論
証
の
手
続
と
し
て
は
、

者
が
前
者
か
ら
受
け
た
影
響
の
痕
跡
を
捜
す
方
法
い
が
い
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
典
論
』
論
文
は
「
文
章
は
経
国
の
大
業
に
し
て
不
朽
の
盛
事
な
り
。
年
寿
は
時
有
り
て
尽
き
、
栄
楽
は
其
の
身
に
止
ま
る
。
二
者
は

必
至
の
常
期
な
り
。
未
だ
文
章
の
無
窮
な
る
に
若
か
ず
」
と
の
べ
る
有
名
な
文
学
価
値
説
、
気
を
基
軸
に
す
え
た
文
学
創
造
力
理
論
、
そ

こ
か
ら
遠
心
的
に
展
開
さ
れ
る
文
体
論
、
建
安
七
子
の
文
オ
論
と
極
め
て
多
岐
に
わ
た
る
批
評
的
機
能
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
劉
臨
が

あ
ま
ね

「
魏
典
は
密
な
れ
ど
も
周
か
ず
」
（
文
心
雌
訛
・
序
志
篇
）
と
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
典
論
』
論
文
は
批
評
す
べ
き
対
象
に
密
着
し

て
、
そ
の
文
オ
と
文
体
と
の
関
係
を
考
察
す
る
精
密
性
を
具
え
て
は
い
る
が
、
な
お
文
学
批
評
理
論
と
し
て
の
構
想
と
方
法
に
お
い
て
周

到
な
配
慮
が
欠
け
て
い
る
。

「
文
は
気
を
以
て
主
と
為
す
」
と
い
う
「
気
」
を
基
軸
と
す
る
文
学
創
造
力
理
論
は
曹
王
に
始
ま
る
。
そ
の
際
の
文
は
詩
賦
散
文
の
総

称
で
あ
る
が
、
作
家
の
内
面
に
存
在
し
て
い
る
気
が
働
い
て
、
各
々
特
色
の
あ
る
文
学
作
品
が
制
作
さ
れ
る
と
み
て
、
こ
れ
を
重
視
す
る

理
論
で
あ
る
。
劉
饂
の
『
文
心
難
龍
』
の
文
学
創
造
力
理
論
の
周
到
な
構
想
か
ら
す
れ
ば
、
実
に
単
純
に
し
て
明
快
で
あ
る
。

つ

と

め

こ

れ

ひ

と

気
の
清
濁
に
体
有
り
。
力
強
て
致
す
べ
か
ら
ず
。
諸
を
音
楽
に
誓
う
れ
ば
、
節
奏
、
検
を
同
じ
く
し
て
も
、
引
気
齊
し
か
ら
ざ
れ

典
論
論
文
と
文
賦
（
林
田
）

に
と
っ
て
読
み
と
る
機
会
を
持
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

統
を
受
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
篇
を
著
し
た
と
い
え
る
決
定
的
な
状
況
証
拠

『
典
論
』
論
文
と
「
文
賦
」
を
比
較
し
て
、
後
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こ
れ
は
文
学
創
造
の
個
性
的
表
現
を
決
定
的
に
左
右
す
る
因
子
を
気
に
み
た
て
、
そ
れ
に
解
説
を
あ
た
え
て
の
論
理
で
あ
る
。
音
楽
演

奏
で
曲
譜
が
全
く
同
じ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
の
っ
と
っ
て
楽
菩
を
吹
奏
す
る
人
間
の
側
で
「
引
気
」
が
異
な
る
の
で
、
自
然
そ
こ

に
巧
拙
の
差
が
生
じ
て
く
る
の
は
当
然
だ
と
す
る
曹
王
は
極
め
て
素
朴
な
生
罪
的
気
息
論
に
立
脚
し
て
い
る
。
肉
体
の
気
息
に
生
得
の
強

R
 

弱
消
濁
の
差
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
左
右
さ
れ
る
気
力
の
差
が
人
間
に
よ
っ
て
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
創
遣
力
と
な
る
気
を

文
オ
論
、
文
体
論
に
拡
大
し
て
ゆ
く
と
、
作
家
に
は
生
得
の
気
力
が
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
文
体
を
選
ば
ね
ば
な
ら
ぬ

し
、
表
現
様
式
と
し
て
器
と
も
い
え
る
或
る
種
の
文
体
に
そ
ぐ
わ
な
い
気
力
の
持
主
で
あ
る
作
家
が
、
そ
の
文
体
の
枠
組
の
な
か
で
い
く

ら
努
力
を
積
み
重
ね
て
み
て
も
、
す
ぐ
れ
た
個
性
的
な
文
学
創
造
に
到
逹
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

要
す
る
に
曹
杢
の
所
謂
「
気
」
は
気
息
か
ら
出
た
気
力
で
あ
り
、
気
力
の
差
に
関
係
す
る
個
性
と
お
き
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
。

父
子
相
伝
、
兄
弟
相
伝
の
か
た
ち
を
と
っ
て
も
伝
達
不
可
能
な
も
の
が
作
家
の
気
力
で
あ
り
個
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
曹
不
の
文
学
創

造
力
理
論
は
一
種
の
宿
命
論
、
決
定
論
的
な
発
想
に
立
脚
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
後
天
的
に
涵
養
さ
れ
る
教
養
、
或
は
模

倣
に
は
じ
ま
る
文
章
制
作
の
工
夫
の
営
為
が
文
学
創
造
力
の
糧
と
な
る
と
い
う
発
思
枢
入
り
こ
む
余
地
は
な
い
。

こ
の
点
に
な
る
と
、
陸
機
の
「
文
賦
」
が
提
出
し
た
文
学
創
造
力
理
論
は
頗
る
対
賠
的
な
様
態
を
み
せ
て
い
る
。

み
だ

や

し

な

ゆ

中
区
に
行
み
て
以
て
玄
覧
し
、
情
志
を
典
墳
に
頸
う
。
四
時
に
遵
っ
て
以
て
逝
く
を
歎
き
、
萬
物
を
喩
て
以
て
思
い
紛
る
。
落
葉
を

え
だ

勁
秋
に
悲
し
み
、
菜
き
條
を
芳
春
に
喜
ぶ
。
心
は
僕
屎
と
し
て
以
て
涵
を
懐
き
、
志
は
砂
砂
と
し
て
雲
を
臨
む
。
世
歯
の
駿
烈
を
詠

よ

み

と

い

さ

さ

こ

じ
、
先
人
の
消
芳
を
誦
す
。
文
章
の
林
府
に
遊
び
、
麗
藻
の
彬
彬
た
る
を
嘉
す
。
慨
と
し
て
篇
を
投
じ
て
筆
を
援
り
、
馴
か
斯
の
文

を
宣
ぶ
。

作
者
を
文
学
創
造
に
か
り
た
て
る
衝
動
が
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
か
を
の
べ
る
陸
機
ぱ
外
物
に
発
触
さ
れ
る
情
惑
の
は
た
ら
き
に
は
ま

ず
注
意
深
く
留
意
し
て
い
る
。
更
に
は
創
作
の
衝
動
が
古
典
を
読
ん
で
情
志
を
涵
養
す
る
過
程
か
ら
も
生
じ
て
く
る
こ
と
を
も
見
落
し
て

も
と

ば
、
巧
拙
素
よ
り
有
り
。
父
兄
と
雖
も
子
弟
に
移
す
能
わ
ず
。
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い
な
い
。
先
人
の
遺
徳
に
感
動
し
、
豊
か
な
文
学
の
宝
庫
に
遊
び
、
典
正
な
文
章
の
美
し
さ
を
玩
賞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は
よ
り

す
ぐ
れ
た
文
学
達
成
を
め
ざ
し
て
意
欲
的
な
創
作
に
と
り
か
か
る
の
で
あ
る
。
古
典
的
教
養
主
義
と
も
み
え
る
陸
機
の
創
造
力
理
論
は
そ

の
た
め
に
曹
王
の
閉
じ
ら
れ
た
宿
命
論
的
な
そ
れ
を
大
き
く
踏
み
出
し
て
い
た
。
こ
れ
は
陸
機
が
『
典
論
』
論
文
を
意
識
す
る
こ
と
で
否

定
的
に
の
り
こ
え
る
こ
と
が
で
き
た
新
し
い
文
学
理
論
の
創
出
と
み
る
こ
と
の
で
き
る
顕
著
な
一
例
で
あ
る
。
郭
紹
虞
氏
は
「
文
賦
」
に

天
才
強
調
論
が
開
陳
さ
れ
て
あ
る
と
み
て
い
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
曹
王
の
文
学
主
気
説
の
な
か
に
発
見
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

陸
機
の
「
文
賦
」
は
当
時
の
文
学
思
潮
な
り
、
個
々
の
具
体
的
な
詩
人
な
り
を
批
評
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
。
そ
れ

に
対
し
て
『
典
論
』
論
文
は
曹
玉
に
と
っ
て
い
わ
ば
か
け
が
え
の
な
い
文
学
交
湘
の
仲
間
で
あ
っ
た
建
安
の
七
子
の
文
学
活
動
を
と
り
出

し
、
そ
の
文
オ
の
は
た
ら
き
が
ど
の
よ
う
な
表
現
様
式
の
な
か
で
発
揮
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
問
題
を
論
評
し
て
い
る
。

た
ぐ
い

王
祭
は
辞
賦
に
長
ず
。
徐
幹
は
時
に
齊
気
有
り
。
然
れ
ど
も
祭
の
匹
な
り
。
祭
の
初
征
、
登
棲
、
愧
賦
、
征
思
、
幹
の
玄
猿
、
漏
尾

お

よ

ば

こ

れ

か

な

闘
扇
、
橘
賦
の
如
き
は
張
（
衡
）
察
（
畠
）
と
雖
も
過
ざ
る
な
り
。
然
る
に
他
の
文
に
於
て
は
、
未
だ
是
に
称
う
能
わ
ず
。
（
陳
）
琳
、

し
ゅ
ん

（
玩
）
璃
の
章
表
書
記
は
今
の
焦
な
り
。
應
場
は
和
に
し
て
牡
な
ら
ず
、
劉
禎
は
牡
に
し
て
密
な
ら
ず
。
孔
融
の
盟
気
高
妙
な
る
は

人
に
過
ぐ
る
者
有
り
。
然
る
に
論
を
持
す
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
理
の
詞
に
勝
た
ざ
る
な
り
。
雑
う
る
に
嘲
戯
を
以
て
す
る
こ
と
及
び
其

の
善
き
所
に
至
れ
ば
、
揚
（
雄
）
班
（
固
）
の
偉
な
り
。

王
祭
、
徐
幹
の
文
オ
は
斉
気
で
辞
賦
に
長
じ
、
陳
琳
、
玩
璃
は
章
表
書
記
に
す
ぐ
れ
、
孔
融
は
体
気
高
妙
で
議
論
文
に
卓
越
し
て
い
る

と
み
て
い
る
が
、
應
場
、
劉
槙
が
「
和
而
不
牡
」
「
牡
而
不
和
」
と
い
う
の
は
、
な
お
如
何
な
る
文
体
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
の
か
不
明
で

あ
る
。
曹
杢
の
「
与
呉
質
書
」
を
み
る
と
、
「
徳
漣
は
常
に
裟
然
た
る
述
作
の
意
有
り
、
其
の
オ
学
は
書
を
著
す
に
足
れ
り
」
と
い
っ
て
應

た

う

つ

く

⑧

珊
を
品
評
し
、
劉
槙
に
つ
い
て
は
「
公
幹
は
逸
気
有
り
。
但
だ
未
だ
遣
し
か
ら
ざ
る
の
み
。
其
の
五
言
詩
の
善
き
者
は
時
人
に
妙
絶
す
」

典
論
論
文
と
文
賦
（
林
田
）
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と
り
わ
け
曹
王
の
著
作
と
し
て
『
士
操
』

と
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
劉
槙
の
「
牡
に
し
て
和
な
ら
ざ
る
」
も
の
は
、
彼
の
内
に
あ
る
逸
気
に
か
か
わ
る
そ
の
詩
風
に
対
す

る
批
評
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
晋
の
李
充
の
『
翰
林
論
』
が
「
應
休
漣
、
五
言
詩
百
数
十
篇
、
風
規
治
道
を
以
て
す
。
蓋
し
詩
人
の

旨
有
り
」
と
論
じ
て
、
應
場
の
五
言
詩
に
非
常
に
高
い
評
価
を
あ
た
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、
「
和
に
し
て
牡
な
ら
ざ
る
」
も
の
は

こ
れ
ま
た
應
場
の
場
合
も
詩
経
の
詩
人
の
旨
に
か
か
わ
る
そ
の
詩
風
に
む
け
て
の
批
評
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
あ
る
ま
い
。

斉
気
、
逸
気
、
体
気
高
妙
と
い
う
の
は
生
理
的
な
気
息
、
語
気
を
含
む
文
章
の
個
性
的
な
風
格
を
指
し
て
の
評
語
で
あ
り
、
所
謂
文
学

主
気
説
を
基
軸
と
し
て
創
出
さ
れ
た
評
語
で
あ
っ
た
。

後
漠
末
の
混
濁
し
た
政
治
的
局
面
の
な
か
か
ら
清
議
が
お
こ
り
、
人
物
品
評
の
風
気
が
助
長
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
郭
林
宗
、
許
勘
な

ど
の
人
物
月
旦
に
は
じ
ま
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
風
気
が
文
学
界
に
反
映
し
て
文
学
批
評
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
み
る
意
見
は
す
で

④
 

に
郭
紹
虞
氏
に
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
『
典
論
』
論
文
の
文
オ
論
も
、
そ
れ
が
建
安
期
の
七
人
の
代
表
的
作
家
の
人
物
品
評
を
か
ら
ま
せ
て

の
文
オ
論
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
や
は
り
魏
晋
期
特
有
の
社
会
的
風
気
の
一
所
産
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
清
談
論
議
の
一
種
で
あ
る
が
、

一
巻
の
書
名
が
隋
書
経
籍
志
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
留
意
に
値
す
る
。
書
名
か
ら
判
断
し

て
魏
の
劉
勘
の
『
人
物
志
』
三
巻
、
梁
の
挑
信
の
『
士
緯
新
書
』
＋
巻
な
ど
と
と
も
に
人
物
評
論
に
関
す
る
作
品
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ

る
。
後
漠
の
清
議
に
は
じ
ま
る
人
物
評
論
は
建
安
期
に
至
っ
て
益
々
流
行
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時
期
か
ら
以
降
、
人
物
の
オ
性
を

具

体

的

に

研

究

す

る

名

理

学

が

派

生

し

て

い

る

。

そ

も

そ

も

は

曹

王

が

魏

の

文

帝

に

な

っ

た

際

に
、
人
材
登
用
の
方
法
と
し
て
つ
く
っ
た
九
品
中
正
制
度
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
て
き
た
論
議
で
あ
っ
た
。
九
品
中
正
制
度
は
郡
、
州
に
、

小
中
正
官
、
大
中
正
官
を
設
け
、
こ
の
中
正
官
が
郷
党
の
人
材
を
発
掘
し
品
第
し
て
、
最
後
は
吏
部
尚
書
の
人
選
に
ゆ
だ
ね
る
か
た
ち
で

推
挙
す
る
制
度
で
あ
る
。
そ
の
際
、
人
物
の
言
行
、
風
采
、
人
品
を
郷
党
の
世
論
に
照
し
て
品
第
す
る
の
が
た
て
ま
え
で
あ
っ
た
。
か
か

る
社
会
的
制
度
と
風
気
の
な
か
で
、
曹
王
の
『
士
操
』
な
ど
の
著
書
が
人
物
品
評
を
受
け
る
側
の
人
々
に
と
っ
て
一
種
の
手
引
或
い
は
教

科
書
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
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こ
の
「
文
賦
」
制
作
の
動
機
論
の
中
核
的
な
主
題
は
「
意
不
稲
物
、
文
不
逮
意
」
か
ら
導
か
れ
て
い
る
。
作
者
の
意
（
構
想
）
と
表
現

し
よ
う
と
す
る
対
象
（
物
）
が
ぴ
っ
た
り
こ
な
い
状
態
、
言
語
表
現
（
文
）
も
又
作
者
の
意
（
構
想
）
を
充
分
に
證
し
き
れ
な
い
事
態
を

歎
き
、
こ
れ
を
な
ん
と
か
解
決
す
る
方
法
は
な
い
か
と
考
え
た
陸
機
が
ま
ず
批
評
家
と
し
て
他
人
の
文
章
を
分
析
し
論
評
す
る
よ
り
も
、

実
作
者
の
立
場
か
ら
自
分
の
文
章
制
作
の
い
と
な
み
を
分
析
し
、
文
章
の
美
醜
巧
拙
の
原
因
を
つ
き
と
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

か
な

「
意
は
物
に
稲
わ
ず
、
文
は
意
に
逮
ば
ず
」
の
句
は
易
の
繋
辞
伝
に
あ
る
「
書
は
言
を
證
さ
ず
、
言
は
意
を
壷
さ
ず
」
の
句
を
踏
ま
え

て
の
発
言
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
を
含
め
て
、
「
文
賦
」
の
主
旨
を
詳
細
且
つ
平
明
に
分
析
し
た
小
尾
郊
一
氏
の
「
陸
機

典
論
論
文
と
文
賦
（
林
田
）

壷
す
と
謂
う
可
し
。

『
典
論
』
論
文
よ
り
や
や
早
く
書
か
か
れ
た
曹
植
の
「
与
楊
徳
祖
書
」
も
こ
の
時
期
の
代
表
的
な
文
学
批
評
論
の
一
っ
と
み
な
さ
れ
て

お
よ

い
る
が
、
そ
の
中
で
「
劉
季
緒
の
オ
は
作
者
に
逮
ば
ざ
る
と
雖
も
、
好
ん
で
文
章
を
話
呵
し
利
病
を
掩
拙
す
」
と
述
べ
て
お
る
よ
う
な
風

潮
が
す
で
に
曹
魏
の
文
壇
に
支
配
的
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
曹
王
の
『
典
論
』
論
文
の
文
オ
批
評
が
当
時
の
文
人

の
注
目
を
集
め
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
文
学
界
に
か
か
る
形
式
の
批
評
的
風
潮
を
確
実
に
植
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
意

味
で
文
学
思
想
史
の
上
で
『
典
論
』
論
文
が
与
え
た
影
薯
は
甚
大
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

陸
機
の
「
文
賦
」
は
表
面
的
に
み
れ
ば
、
具
体
的
な
文
オ
批
評
が
機
能
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
清
談
の
人
物
品
評
の
オ
性
論
と
無
関

係
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
が
、

実
は
そ
う
で
は
な
い
。

た
し
か
に
陸
機
の
批
評
的
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
先
人
及
び
自
己
の
内
な

る
文
章
制
作
の
心
理
的
作
用
の
解
析
に
む
け
ら
れ
て
お
り
、
彼
の
冷
徹
な
批
評
的
視
点
は
ひ
た
す
ら
文
学
創
造
の
内
的
工
程
に
す
え
ら
れ

て
い
た
。
そ
れ
を
闇
明
に
す
る
も
の
は
「
文
賦
」
に
寄
せ
て
、
そ
れ
を
制
作
し
た
動
機
に
ふ
れ
る
彼
自
身
の
序
文
で
あ
る
。

U
と

や

ま

こ

と

余
は
オ
子
の
作
る
所
を
観
る
毎
に
、
腐
か
に
以
て
其
の
用
心
を
得
る
有
り
。
夫
れ
言
を
放
ち
辞
を
遣
る
は
良
に
愛
多
き
も
、
妍
蛍
好

つ

づ

つ

ね

か

な

悪
は
得
て
言
う
可
し
。
自
ら
文
を
属
る
毎
に
、
尤
も
其
の
情
を
見
る
。
恒
に
意
は
物
に
稲
わ
ず
、
文
は
意
に
逮
ば
ざ
る
を
患
う
。
蓋

し
知
る
の
難
き
に
非
ず
、
能
く
す
る
の
難
き
な
り
。
故
に
文
の
賦
を
作
り
て
作
文
の
利
害
の
由
る
所
を
論
ず
。
佗
日
殆
ど
其
の
妙
を
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の
文
賦
の
意
図
す
る
も
の
」
と
題
す
る
論
文
に
よ
る
と
こ
の
時
代
の
清
談
の
論
材
と
し
て
「
言
不
壷
意
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
事
情

が
別
に
あ
る
。
『
芸
文
類
緊
』
巻
一
九
に
西
晋
の
欧
陽
堅
石
に
「
言
は
意
を
壺
す
」
の
論
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
魏
晋
期
の

清
談
家
で
名
理
派
と
し
て
活
躍
し
た
鍾
會
・
博
織
の
オ
性
論
の
な
か
に
「
言
は
意
を
盪
く
さ
ず
」
の
論
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
反
対
す
る
立

場
か
ら
「
言
は
意
を
壷
す
」
の
論
を
展
開
し
た
も
の
ら
し
い
。

博
繊
．
鍾
會
に
つ
い
て
は
『
三
国
志
』
魏
志
の
博
織
伝
の
な
か
に
「
博
は
常
に
オ
性
の
同
異
を
論
じ
、
鍾
は
集
め
て
之
を
論
ず
」
と
あ

る
よ
う
に
、
魏
末
晋
初
の
オ
性
論
の
中
心
人
物
で
あ
る
。
オ
性
論
の
オ
と
は
人
間
の
オ
幹
で
あ
り
、
性
と
は
人
間
の
性
情
を
意
味
し
、
こ

の
両
者
の
実
質
が
同
じ
で
あ
る
か
、
異
っ
て
い
る
の
か
、
離
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
つ
な
が
っ
て
―
つ
の
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
で
あ

る
か
を
論
議
の
課
題
に
す
え
た
の
が
オ
性
論
で
あ
る
。
こ
れ
も
又
直
接
的
に
は
魏
晋
期
の
人
物
評
論
か
ら
出
た
人
間
論
で
あ
り
、
オ
と
性

の
関
係
に
抽
象
的
な
考
察
を
加
え
た
思
弁
哲
学
で
あ
っ
た
。
「
尚
書
偲
蝦
は
同
を
論
じ
、
中
書
令
李
豊
は
異
を
論
じ
、
侍
郎
鍾
會
は
合
を

論
じ
、
屯
騎
校
尉
王
廣
は
離
を
論
ず
る
も
、
文
は
多
く
載
せ
ら
れ
ず
」
（
世
鋭
新
語
・
文
学
篇
）
と
い
う
よ
う
に
、
当
時
の
著
名
な
官
僚
知
識

人
が
オ
性
論
の
討
議
に
参
加
し
て
い
た
。
西
晋
の
欧
陽
堅
石
の
「
言
は
意
を
證
す
」
の
論
も
こ
の
オ
性
論
に
包
括
さ
れ
る
論
議
で
あ
っ

た
。
西
晋
初
期
に
呉
か
ら
晋
に
入
っ
た
陸
機
が
か
か
る
オ
性
論
に
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
異
邦
人
と
し
て
西
晋
知
識

人
の
な
か
に
溶
け
こ
も
う
と
し
て
い
た
陸
機
だ
け
に
積
極
的
を
関
心
を
担
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す

も
の
が
、

「
文
賦
」
の
序
文
の
中
核
的
主
題
と
し
て
す
え
ら
れ
た
「
意
不
稲
物
、
文
不
逮
意
」
の
発
言
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
『
典
論
』
論

文
と
「
文
賦
」
が
い
ず
れ
も
、
魏
晋
期
の
思
想
的
風
潮
で
あ
っ
た
清
談
を
背
景
に
し
て
生
れ
、
清
談
の
な
か
で
と
り
わ
け
オ
性
論
議
と
密

接
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

曹
杢
は
オ
性
論
を
現
実
の
文
壇
に
活
用
し
、
建
安
七
子
の
文
オ
批
評
を
お
こ
な
っ
た
が
、
陸
機
は
オ
性
論
に
触
発
さ
れ
て
、
文
学
の
よ

り
根
源
的
な
課
題
で
あ
る
文
学
創
造
の
内
的
工
程
の
分
析
と
い
う
き
わ
め
て
困
難
な
批
評
的
作
業
に
取
組
ん
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

『
典
論
』
論
文
と
「
文
賦
」
が
オ
性
論
の
影
薯
に
よ
る
所
産
で
あ
る
と
は
い
え
、
両
者
の
間
に
顕
著
に
み
と
め
ら
れ
る
外
在
批
評
と
内
在
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こ
の
相
異
は
両
者
の
社
会
的
な
身
分
の
ち
が
い
、
文
学
観
の
ち
が
い
に
ね
ざ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
相
異
を
こ
え
て
、
両
者
の

0

0

 

文
体
観
に
は
多
く
の
共
通
性
を
発
見
で
き
る
。
「
奏
議
は
宜
し
く
雅
な
る
べ
し
」
（
典
論
）
と
「
奏
は
平
徹
に
し
て
以
て
閑
雅
」
（
文
賦
）
、

0

0

 

0
 

0
 0
 

0
 

「
書
論
は
宜
し
く
理
な
る
べ
し
」
（
典
論
）
と
「
論
は
精
微
に
し
て
朗
暢
」
（
文
賦
）
、
「
詩
賦
は
麗
な
ら
ん
と
欲
す
」
（
典
論
）

0

0

 

0
 
0
 

は
情
に
縁
り
て
綺
靡
、
賦
は
物
を
体
し
て
劉
亮
」
（
文
賦
）

質
に
よ
り
綿
密
な
論
評
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

明
の
胡
應
麟
は
「
文
賦
に
云
う
。
詩
は
情
に
縁
り
て
綺
靡
と
は
六
朝
の
詩
の
自
り
て
生
ず
る
所
、
漢
以
前
に
有
る
こ
と
無
し
。
賦
は
物

を
体
し
て
劉
亮
と
は
六
朝
の
賦
の
自
り
て
出
ず
る
所
、
漠
以
前
に
有
る
こ
と
無
し
」

典
論
論
文
と
文
賦
（
林
田
） 四

（
詩
藪
・
外
篇
）

と
を
比
較
し
た
だ
け
で
も
、

と
論
じ
、

陸
機
の
詩
賦
に
関
す
る

前
者
の
文
体
論
を
意
識
し
て
後
者
が
文
体
の
特

と
「
詩

批
評
の
質
的
な
違
い
が
ど
こ
か
ら
生
じ
た
か
を
こ
れ
だ
け
で
は
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
質
的
転
換
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、

魏
末
晋
初
の
政
権
交
替
期
に
あ
ら
わ
れ
た
人
間
の
生
存
を
脅
か
す
不
安
な
政
治
の
状
況
と
そ
れ
か
ら
引
き
起
さ
れ
た
深
刻
な
思
想
の
状
況

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
岱
康
の
音
楽
の
賦
・
養
生
の
論
に
み
ら
れ
る
形
而
上
学
へ
の
つ
よ
い
関
心
と
洞
察
、
玩
籍
の
詠
懐
詩
を
貫
ぬ
く
曇

り
な
い
自
己
凝
視
、
向
子
期
、
郭
象
の
荘
子
注
に
展
開
さ
れ
相
対
的
価
値
思
考
の
論
理
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
共
通
し
て
み
せ
た
不
可
視
的

な
世
界
と
の
対
話
ー
~
か
か
る
魏
末
晋
初
の
思
想
と
文
学
の
い
と
な
み
が
あ
っ
て
、
陸
機
の
「
文
賦
」
は
文
学
創
造
の
根
源
と
な
る
も
の

を
追
求
す
る
内
省
的
な
文
学
批
評
理
論
を
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

文
体
論
は
曹
不
と
陸
機
の
論
文
が
共
通
し
て
対
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
曹
王
は
奏
議
・
書
論
・
銘
・
詩
賦
の
八
体
を
あ
げ
、
陸
機
は

詩
・
賦
．
碑
・
誅
．
銘
．
簸
．
頌
・
論
・
奏
・
説
の
十
体
を
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
体
の
特
徴
に
短
評
を
加
え
て
い
る
。

曹
玉
が
奏
議
と
い
っ
た
い
わ
ば
公
的
な
散
文
か
ら
入
っ
て
い
る
の
は
古
典
的
な
文
体
観
の
反
映
で
あ
る
し
、
陸
機
が
詩
賦
か
ら
論
じ
て

ゆ
く
の
は
私
的
な
抒
情
の
文
学
を
よ
り
重
視
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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た
え
る
ほ
ど
の
、
決
定
的
な
影
署
を
の
こ
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

辞
賦
文
学
の
内
質
と
動
向
を
敏
惑
に
と
ら
え
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

文
体
論
が
六
朝
詩
賦
の
方
向
を
決
定
し
た
と
み
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
詩
体
の
賑
念
規
定
は
「
詩
言
志
」
説
の
範
囲
を
一
歩
も
出
て
い
な

か
っ
た
。
陸
機
が
立
徳
立
功
と
癒
着
し
か
ね
な
い
志
の
概
念
を
す
て
て
、
情
の
概
念
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
個
人
的

な
喜
怒
哀
楽
の
感
情
を
重
視
し
て
、
内
発
的
な
抒
情
美
の
発
現
に
詩
の
本
質
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

か

た

ち

か

賦
に
関
し
て
い
え
ば
、
西
晋
の
摯
虞
が
「
象
に
俵
り
辞
を
正
し
、
其
の
志
を
敷
陳
す
」
（
文
章
流
別
志
論
）
と
論
じ
、
漠
代
の
敷
陳
と
諫

戒
を
旨
と
す
る
古
典
的
な
辞
賦
観
に
い
ま
だ
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
に
比
し
て
、
陸
機
が
「
物
を
映
し
て
き
よ
ら
か
な
響
き
を
も
つ
」
と
こ

ろ
に
賦
の
文
体
の
特
質
を
み
て
い
る
の
は
、
胡
應
麟
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
抒
情
的
な
短
賦
が
し
だ
い
に
多
く
な
っ
て
き
た
時
代
の

そ
れ
に
し
て
も
、
曹
王
が
詩
賦
の
文
体
的
特
質
は
麗
、
つ
ま
り
美
の
表
現
に
あ
る
と
み
た
の
は
、
そ
れ
と
お
く
れ
る
西
晋
の
摯
虞
よ
り

も
早
く
、
は
る
か
に
陸
機
の
説
に
ち
か
い
創
見
で
あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
し
て
も
、
曹
玉
の
文
体
論
が
陸
機
の
文
体
思
考
に
或
る
確
信
を
あ

曹
王
が
文
章
に
不
朽
の
価
値
を
認
め
た
発
言
は
『
典
論
』
論
文
の
終
章
を
飾
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
陸
機
が
す
ぐ
れ
た
文
学
は
金
石
に

刻
ま
れ
て
そ
の
徳
を
広
め
、
管
絃
に
の
せ
ら
れ
て
日
々
新
た
な
る
生
命
を
も
つ
と
述
べ
た
の
も
「
文
賦
」
の
終
章
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

文
章
は
経
国
の
大
業
に
し
て
不
朽
の
盛
事
な
り
。
年
寿
は
時
有
り
て
盪
き
、
栄
楽
は
其
の
身
に
止
ま
る
。
二
者
は
必
至
の
常
期
な

あ
ら
わ

り
。
未
だ
文
章
の
無
窮
な
る
に
若
か
ず
。
是
を
以
て
古
の
作
者
は
身
を
翰
墨
に
寄
せ
意
を
篇
籍
に
見
す
。
良
史
の
辞
を
仮
ら
ず
、
飛

と
ら
え

馳
の
勢
に
託
せ
ず
、
磐
名
自
ら
後
に
伝
わ
る
。
故
に
西
伯
は
幽
ら
れ
て
易
を
攘
べ
、
周
旦
は
顕
れ
て
麓
を
制
す
。
隠
約
を
以
て
務
め

い
や

ず
ん
ば
あ
ら
ず
、
康
楽
を
以
て
思
を
加
さ
ず
。
夫
れ
然
り
。
則
ち
古
人
の
尺
璧
を
賤
し
み
て
寸
陰
を
重
ん
ず
る
は
、
時
の
過
ぐ
る
を

濯
る
る
の
み
。
而
る
に
人
多
く
彊
力
せ
ず
、
貧
賤
な
れ
ば
則
ち
磯
寒
を
燿
れ
、
富
貴
な
れ
ば
則
ち
逸
楽
に
流
る
。
遂
に
目
前
の
務
め

わ

す

お

と

ろ

を
営
む
の
み
に
し
て
、
千
載
の
功
を
遺
れ
、
日
月
上
に
逝
き
、
体
貌
下
に
衰
へ
、
忽
然
と
し
て
万
物
と
遷
化
す
。

こ
れ
は
罪
旱
土
の
文
学
価
値
説
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
述
べ
る
は
陸
機
の
文
学
功
用
説
で
あ
る
。
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「
文
賦
」
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
二
説
が
あ
る
。

五

ら
せ
て
徳
広
く
、
管
絃
に
流
し
て
日
々
新
た
な
り
。

―
つ
は
、
杜
甫
の
「
酔
歌
行
」
に
あ
る
「
陸
機
二
十
作
文
賦
、
汝
小
年
能

55

こ
の
文
学
観
の
同
質
性
に
お
い
て
も
ま
た

「
文

た

ま

こ

と

お

お

か

ぎ

り

伊
れ
絃
の
文
の
用
為
る
や
、
固
に
衆
理
の
由
る
所
な
り
。
萬
里
を
恢
に
し
て
閏
無
か
ら
し
め
、
憶
載
に
通
じ
て
津
を
為
す
。
俯
し
て

お

く

す

く

ほ

ろ

の

み

ら

は
則
を
来
芳
に
胎
り
、
仰
い
で
象
を
古
人
に
観
る
。
文
武
の
将
に
墜
ち
ん
と
す
る
を
清
い
、
風
聾
を
俄
び
ざ
る
に
宣
ぶ
。
途
の
遠
き

わ

た

お

さ

か

た

ど

と
し
て
弥
ら
ざ
る
は
無
く
、
理
の
微
な
る
と
し
て
綸
め
ざ
る
は
無
し
。
雰
潤
を
雲
雨
に
配
し
、
愛
化
を
鬼
神
に
象
る
。
金
石
に
被
む

曹
王
に
お
い
て
文
章
の
価
値
が
経
国
の
大
業
に
比
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
な
お
文
章
に
立
功
の
事
業
と
お
な
じ
次
元
で
の
功
用
性
を

認
め
る
発
言
で
あ
ろ
う
。
然
も
こ
の
文
章
の
な
か
に
、
周
の
文
王
が
著
し
た
と
さ
れ
る
易
経
、
周
公
旦
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
蟄
制
を
も

含
ま
れ
て
お
り
、
広
義
の
文
学
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
は
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
認
め
た
上
で
、
こ

の
文
章
概
念
の
主
要
な
要
素
と
し
て
、
建
安
文
学
集
団
の
構
成
員
の
各
々
が
特
意
と
し
た
奏
議
、
書
論
、
詩
賦
等
の
純
文
学
が
あ
っ
た
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
か
か
る
概
念
に
た
つ
文
章
は
そ
れ
自
体
の
力
で
、
文
学
者
の
整
名
を
千
載
に
の
こ
し
て
不
朽
で
あ
る
と
み
る

曹
王
の
文
学
価
値
説
に
は
、
か
っ
て
み
ら
れ
な
か
っ
た
文
学
の
独
立
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

陸
機
に
あ
っ
て
文
学
価
値
説
は
す
で
に
自
明
の
理
で
あ
っ
た
と
み
え
て
、
も
っ
ぱ
ら
文
学
が
時
間
と
空
間
に
相
渉
っ
て
風
教
の
道
を
つ

た
え
る
功
用
性
に
留
意
し
て
、
そ
の
徳
広
く
し
て
日
々
新
た
な
る
生
命
を
た
た
え
て
い
る
。

曹
王
が
文
王
、
周
公
旦
の
著
述
と
礼
楽
に
ふ
れ
れ
ば
、
陸
機
も
ま
た
文
王
、
武
王
の
道
の
再
生
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
魏
晋
時

代
の
文
学
論
が
い
ず
れ
も
、
立
功
、
立
徳
の
功
用
性
を
論
じ
な
が
ら
、
立
文
の
価
値
を
立
功
・
立
徊
の
価
値
と
同
列
に
お
い
て
、
な
お
そ

の
日
々
新
た
な
る
生
命
の
無
窮
性
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

賦
」
は
『
典
論
』
論
文
の
連
続
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。



こ
の
視
点
に
た
つ
郭
紹
虞
氏
は
さ
ら
に
「
関
干
文
賦
的
評
価
」

あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

綴
文
」
の
句
を
手
が
か
り
に
、
陸
機
の
二
十
歳
の
頃
、
西
晋
王
朝
に
出
仕
す
る
以
前
呉
に
お
い
て
制
作
さ
れ
た
と
み
る
説
で
あ
る
。
だ
が

こ
の
説
は
杜
甫
が
『
文
選
』
李
善
注
で
み
た
と
推
察
さ
れ
る
蔵
栄
緒
『
晋
書
』
の
あ
い
ま
い
な
記
述
か
ら
、
杜
甫
が
思
い
違
い
を
し
て
ニ

十
歳
説
を
ひ
き
出
し
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
の
で
、
に
わ
か
に
信
じ
難
い
。
他
の
一
っ
は
、
近
人
陳
世
醸
氏
の
陸
機
四
十
歳
前
後
説

⑥
 

の
頃
の
作
と
み
る
説
で
あ
る
。
そ
の
も
っ
と
も
大
き
な
手
が
か

り
は
、
陸
雲
の
「
典
兄
平
原
書
」
の
な
か
に
、
こ
の
時
期
前
後
に
確
実
に
制
作
さ
れ
た
他
の
い
く
つ
か
の
陸
機
の
作
品
と
な
ら
ん
で
「
文

賦
」
が
論
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
今
こ
こ
で
、
両
者
の
説
を
詳
細
に
紹
介
し
、
比
較
検
討
す
る
だ
け
の
紙
幅
を
も
た
な
い
け
れ
ど

も
、
陳
世
醸
氏
の
四
十
歳
説
に
は
頗
る
説
得
性
に
富
む
も
の
が
あ
る
。
こ
の
陳
氏
説
に
し
た
が
え
ば
、
『
典
論
』
論
文
が
書
か
れ
て
か
ら

「
文
賦
」
が
現
わ
れ
る
ま
で
、
ほ
ぼ
八

0
年
の
時
間
が
経
過
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
八

0
年
間
の
時
間
の
へ
だ
た
り
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
唯
『
典
論
』
論
文
の
連
続
線
上
に
位
置
す
る
「
文
賦
」
と
い

『
典
論
』
論
文
と
は
異
質
の
独
創
性
を
「
文
賦
」
に
発
見
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
で
あ

郭
紹
虞
氏
は
『
中
国
古
典
文
学
理
論
批
評
史
』
で
「
文
賦
」
の
序
文
に
み
え
る
「
夫
れ
言
を
放
ち
辞
を
遣
る
に
、
良
に
愛
多
し
。
妍
蛍

好
悪
、
得
て
言
う
べ
し
」
や
「
文
賦
を
作
る
に
、
以
て
先
士
の
盛
藻
を
述
べ
、
因
っ
て
作
文
の
理
害
の
由
る
所
を
論
ず
」
等
の
発
言
を
引

い
て
、
陸
機
を
形
式
主
義
文
学
理
論
の
創
始
者
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
文
賦
」
の
ど
こ
を
叩
い
て
み
て
も
、
現
実
と
か
か
わ
る
作

家
の
意
識
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
現
実
的
課
題
の
反
映
が
陸
機
の
文
学
創
造
理
論
の
視
野
か
ら
は
完
全
に
切
り
す
て
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
を
お
さ
え
て
郭
紹
虞
氏
は
劉
錮
が
『
文
心
離
龍
』
総
術
篇
で
「
昔
陸
氏
の
文
賦
は
曲
壷
を
為
す
と
号
せ

そ
な

り
。
然
る
に
淀
論
繊
悉
な
れ
ど
も
、
実
證
未
だ
該
え
ず
」
と
批
評
し
て
い
る
の
は
「
一
針
で
血
を
見
る
」
ほ
ど
の
核
心
を
つ
い
た
評
語
で

ろ
う
。

う
図
式
の
み
で
は
到
底
と
ら
え
が
た
い
、

で、

「
歎
逝
賦
」
等
の
作
品
が
つ
く
ら
れ
た
晋
の
永
康
元
年

（三
0
0
)
 

（
文
学
評
論
・
一
九
六
三
年
第
四
期
）
と
題
す
る
論
文
の
な
か
で
、
詩
経
に
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始
源
す
る
「
雅
」
の
現
実
主
義
文
学
の
路
線
と
、
楚
辞
に
出
発
す
る
「
騒
」
の
形
式
主
義
文
学
の
路
線
が
対
立
葛
藤
す
る
か
た
ち
が
中
国

文
学
史
に
あ
る
と
と
ら
え
、
そ
の
な
か
で
「
文
賦
」
は
楚
辞
路
線
を
継
承
し
、
専
ら
言
語
表
現
の
形
象
化
に
批
評
理
論
の
焦
点
を
あ
わ
せ

て
、
そ
の
「
騒
」
路
線
を
推
進
す
る
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
作
品
だ
と
み
な
し
て
い
る
。

現
実
参
加
の
問
題
に
ふ
れ
て
論
を
す
す
め
る
こ
と
を
避
け
た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
「
文
賦
」
の
な
か
で
、
陸
機
は
作
家
が
現
実
に
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
際
の
意
識
に
つ
い
て
論
じ
て
い
な
い
し
、
そ
れ
を
論
ず
る

こ
と
は
彼
の
興
味
と
関
心
の
外
に
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
陸
機
は
意
識
的
に
多
種
多
様
な
様
態
を
と
る
作
家
の

つ
ま
り
「
文
賦
」
の
創
作
構
想
に
と
り
か
か
っ
た
陸
機
は
こ
の

問
題
を
作
家
の
個
々
の
思
想
と
意
識
に
還
元
さ
れ
る
と
み
て
、
文
学
創
造
の
内
的
工
程
の
相
を
そ
こ
か
ら
ひ
き
出
す
こ
と
自
体
に
破
綻
が

あ
り
無
理
が
あ
る
と
み
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
文
賦
」
で
は
、
作
家
が
文
学
創
造
の
筆
を
お
こ
す
に
至
る
ま
で
の
動
機
は
、

情
志
が
四
時
の
風
物
に
感
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
や
先
人
の
美
し
く
内
容
の
あ
る
文
章
の
読
書
体
験
を
通
じ
て
感
奮
す
る
こ
と
に

一
般
的
な
か
た
ち
で
触
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
云
換
え
れ
ば
、
は
じ
め
か
ら
作
家
の
意
識
が
創
作
の
際
に
現

文
学
に
お
け
る
言
語
表
現
の
形
象
化
と
い
う
技
術
論
的
方
法
に

賦
」
の
論
文
構
想
の
焦
点
を
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
文
学
創
造
に
た
ず
さ
わ
る
者
が
共
有
す
る
こ
と
の
で
き
る
普

遍
的
真
理
の
発
見
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
郭
氏
の
所
謂
形
式
主
義
文
学
理
論
の
創
造
者
と
す
る
陸
機

評
価
に
は
妥
当
性
を
認
め
る
が
、
そ
の
評
価
に
よ
っ
て
、
陸
機
が
言
語
表
現
に
よ
る
形
象
化
の
過
程
に
分
析
の
光
を
あ
て
て
心
闇
の
世
界

で
繰
広
げ
ら
れ
る
不
可
視
的
な
文
学
創
造
の
営
為
を
ひ
き
だ
し
、
そ
れ
を
解
明
す
る
論
理
に
お
い
て
「
曲
證
」
で
あ
っ
た
と
す
る
誇
り
と

陸
機
が
形
式
主
義
文
学
理
論
の
i

構
築
に
み
せ
た
独
創
性
が
、

次
に
来
た
る
齊
梁
時
代

に
、
劉
韻
の
『
文
心
離
龍
』
の
精
緻
な
修
辞
美
学
、
永
明
文
学
の
精
密
な
音
韻
聟
律
論
等
の
成
立
を
導
き
、
豊
饒
な
中
国
文
学
の
可
能
性

を
発
見
し
約
束
し
た
こ
と
だ
け
で
充
分
な
は
ず
で
あ
る
。

確
信
を
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

実
を
ど
う
反
映
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
除
外
し
た
陸
機
は
、

「
文

よ
っ
て
導
か
れ
る
と
、
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「
古
今
を
須
央
に
み
て
、
四
海
を
一
瞬
に
撫
え
る
。
澄
心
を
轄
し
て
思
を
凝
ら
し
、
衆
慮
を
砂

く
じ

か
に
し
て
言
を
為
す
。
天
地
を
形
内
に
籠
め
、
萬
物
を
筆
端
に
挫
く
」
と
、
重
層
的
な
対
句
構
成
の
な
か
で
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
、
然

も
注
意
ぶ
か
く
伝
達
し
よ
う
と
し
た
の
も
構
想
力
と
想
像
力
の
作
用
の
問
題
で
あ
っ
た
。

彼
が
ま
た
「
文
賦
」
の
別
の
箇
所
で
、

「
文
賦
」
の
独
創
性
を
考
え
る
際
に
、
ま
ず
誰
し
も
が
指
摘
す
る
想
像
力
理
論
が
あ
る
。
意
と
物
と
文
、
構
想
と
対
象
と
言
語
表
現
の

三
者
の
関
係
に
着
目
し
て
、
そ
こ
か
ら
言
語
に
お
け
る
形
象
化
理
論
の
究
明
に
す
す
ん
だ
陸
機
は
、
〗
三
者
の
間
の
緊
張
関
係
を
も
た
ら

し
、
そ
こ
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
保
証
す
る
も
の
が
作
家
の
想
像
力
で
あ
る
と
み
て
い
た
。

い
よ
い
よ

其
の
始
め
や
、
皆
牧
視
反
聴
、
耽
思
傍
訊
す
。
精
を
八
極
に
馳
せ
、
心
を
萬
但
に
遊
ば
す
。
其
の
致
る
や
、
情
瞳
購
と
し
て
禰
鮮
か

す

す

に
、
物
昭
晰
に
し
て
互
に
進
む
。
察
言
の
濡
液
を
傾
け
、
六
芸
の
芳
潤
を
漱
ぐ
。
天
淵
に
浮
ん
で
以
て
安
流
し
、
下
泉
に
濯
い
で

い
ぐ
る
み

は

り

ふ

く

潜
浸
す
。
是
に
於
て
沈
辞
佛
悦
と
し
て
、
遊
魚
の
鉤
を
衡
ん
で
重
淵
の
深
き
に
出
ず
る
が
若
く
、
浮
藻
の
聯
翻
と
し
て
翰
鳥
の
檄
に

嬰
り
て
曽
雲
の
峻
き
よ
り
墜
つ
る
が
若
し
。

作
家
の
構
想
が
対
象
を
か
り
て
言
語
表
現
と
し
て
定
着
さ
れ
る
た
め
に
は
想
像
力
の
媒
介
が
必
要
で
あ
る
。
い
つ
さ
い
の
目
と
耳
に
訴

え
か
け
る
も
の
を
拒
絶
し
、
ひ
た
す
ら
自
己
の
内
な
る
構
想
に
精
神
を
集
中
し
て
思
い
を
深
め
、
世
界
の
果
て
萬
包
の
高
さ
ま
で
想
像
力
を

縦
横
に
働
か
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
は
お
ぽ
ろ
げ
で
あ
っ
た
構
想
と
対
象
の
全
貌
が
し
だ
い
に
明
晰
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ

か

ぎ

ふ

く

ま
で
く
る
と
構
想
と
対
象
に
密
着
し
た
言
語
の
撰
択
に
す
す
み
、
「
沈
辞
佛
悦
と
し
て
、
遊
魚
の
鉤
を
衡
ん
で
重
淵
の
深
き
よ
り
出
ず
る

と

と

い

ぐ

ろ

み

か

か

た

か

お

ご

と

が
若
く
、
浮
藻
の
聯
翻
と
し
て
翰
鳥
の
檄
に
嬰
り
て
曽
雲
の
峻
き
よ
り
墜
つ
る
が
若
く
」
文
章
表
現
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
。
ー
~
か

く
考
え
る
陸
機
の
想
像
力
理
論
は
想
像
力
の
な
か
で
構
想
と
対
象
の
明
晰
化
を
さ
ぐ
り
、
そ
れ
を
表
現
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
言
語
の
現
実

テ
イ性

を
作
家
と
作
品
に
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。

I・ 

/'¥ 
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「
文
賦
」
が
文
章
の
音
楽
的
な
美
観
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
そ
の
顕
著
な
例
証
で
あ
り
、
想
像
力
理
論
と
と
も
、
言
語
の
音
竪
に
留

意
し
て
、
そ
の
組
織
的
配
合
に
よ
っ
て
音
楽
的
な
文
章
美
を
造
型
し
よ
う
と
す
る
音
韻
修
辞
説
は
、
陸
機
の
独
創
的
見
解
で
あ
っ
た
。

お
よ

其
の
意
に
會
す
る
や
巧
を
尚
び
、
其
の
言
を
遣
る
や
妍
を
貴
ぶ
。
音
聟
の
迭
に
代
る
に
贄
ん
で
は
五
色
の
相
宣
ぶ
る
が
若
し
。
逝
止

の
常
無
き
は
固
に
崎
綺
と
し
て
便
じ
難
し
。
荀
に
愛
に
達
し
次
を
識
ら
ば
、
猶
お
流
を
開
い
て
以
て
泉
を
納
る
が
ご
と
し
。
如
し
機

あ
や

つ
ね

を
失
い
て
後
に
會
し
、
恒
に
末
を
操
り
て
以
て
順
に
続
け
ば
、
玄
黄
の
秩
叙
を
謬
ま
り
、
故
に
浪
沼
り
て
鮮
か
な
ら
ず
。

五
色
の
ぬ
い
と
り
の
よ
う
に
鮮
か
に
、
濁
り
の
な
い
美
し
い
ひ
び
き
を
も
つ
文
章
を
つ
く
り
あ
げ
る
た
め
に
は
、

る。

典
論
論
文
と
文
賦
（
林
田
）

文
学
創
造
が
現
実
に
生
起
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
事
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
、
そ
こ
に
興
味
あ
る
題
材
を
取
る
こ
と
も
た
し
か
な
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
想
像
力
を
か
い
く
ぐ
っ
て
豊
か
な
言
語
形
象
と
し
て
表
現
に
対
象
化
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
現
実
的
実
感
の
伝
達
は
閉
ざ
さ

れ
、
芸
術
的
感
動
は
喚
起
さ
れ
ず
に
終
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
陸
機
は
実
作
者
と
し
て
の
自
己
の
創
作
体
験
を
と
お
し
て
認
識
し
て
い
た
。

「
文
賦
」
の
想
像
力
理
論
は
そ
の
実
作
者
と
し
て
の
認
識
の
論
理
化
で
あ
り
、
対
象
化
で
あ
っ
た
。

―
っ
―
つ
の
言
語
の

陸
機
は
現
実
と
か
か
わ
り
あ
う
作
家
の
意
識
を
対
象
化
し
て
論
じ
て
は
い
な
い
が
、
作
家
が
訴
え
た
い
と
の
ぞ
む
思
想
の
伝
達
に
は
ふ

か
い
関
心
を
は
ら
う
が
た
め
に
、
内
容
と
表
現
、
論
理
と
修
辞
が
一
致
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

つ
ね

え

だ

ま

こ

と

た

カ

理
は
質
を
扶
け
以
て
幹
を
立
て
、
文
は
條
を
垂
れ
て
以
て
繁
を
結
ぶ
。
信
に
情
と
貌
の
差
わ
ざ
る
。
故
に
毎
に
愛
じ
て
顔
に
在
り
。

わ

た

ま

さ

す

で

思
い
楽
し
み
に
渉
れ
ば
其
れ
必
ず
笑
い
、
方
に
哀
し
み
を
言
い
て
巳
に
歎
く
。

こ
こ
に
い
う
「
理
」
は
論
理
で
あ
り
、
「
文
」
は
修
辞
で
あ
る
。
論
理
は
文
章
内
容
の
伝
達
に
重
き
を
お
き
、
修
辞
は
文
章
の
美
の
伝

達
に
重
き
を
お
く
。
情
と
貌
が
た
が
わ
ず
に
一
致
す
る
こ
と
は
論
理
的
内
容
と
修
辞
的
美
観
の
統
一
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
が
も
と
よ

り
文
章
叙
述
の
重
要
条
件
で
あ
る
こ
と
は
古
今
を
通
じ
て
変
ら
ぬ
命
題
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
「
文
賦
」
を
総
体
的
に
観
照
す
る
な
ら

ば
、
文
章
創
造
の
技
術
論
的
側
面
に
陸
機
の
注
意
は
よ
り
多
く
は
ら
わ
れ
、
修
辞
美
学
の
側
面
に
陸
機
の
思
考
は
よ
り
強
く
傾
む
い
て
い
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周
知
の
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
陸
機
の
整
調
修
辞
説
が
、
平
仄
法
、
押
韻
法
な
ど
の
具
体
的
な
詩
律
の
方
法
と
し
て
理
論
化
さ
れ
る
に

至
る
ま
で
に
は
、
齊
の
永
明
文
学
の
担
い
手
で
あ
る
謝
眺
、
沈
約
、
陸
蕨
の
出
現
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
沈
約
は
「
騒
よ
り
以
来
、
此

ひ

そ

か

あ

ら

の
秘
未
だ
翫
ず
、
高
言
妙
句
に
至
り
て
は
音
韻
天
成
し
、
皆
闇
に
理
と
合
す
る
も
、
思
の
至
る
に
由
る
に
匪
ず
。
張
・
察
・
曹
・
王
に
嘗

て

先

覚

無

し

。

港

・

陸

・

顔

・

謝

は

之

を

去

る

こ

と

禰

遠

し

」

自

分

達

が

出

現

す

る

ま

で

、

饗
調
の
変
化
を
自
覚
し
て
、
そ
れ
を
意
識
的
に
運
用
し
た
文
人
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
陸
機
も
又
こ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
。

こ
の
沈
約
説
に
真
向
か
ら
反
論
し
た
の
が
、
僚
友
の
陸
廠
の
「
与
沈
約
書
」
で
あ
っ
た
。

つ
づ

魏
文
は
論
を
属
り
、
深
く
清
濁
を
以
て
言
を
為
す
。
劉
槙
の
書
を
奏
し
て
大
い
に
体
勢
の
致
を
明
か
に
せ
し
よ
り
、
岨
皓
妥
帖
の
談
、

の

ま

こ

と

末
を
繰
り
て
顧
に
続
く
る
の
説
、
玄
黄
を
律
名
に
興
し
、
五
音
の
相
宣
ぶ
る
に
比
す
と
い
う
。
荀
に
此
の
秘
未
だ
親
ず
ん
ば
、
絃
の

お

も

え

す

で

論
は
何
の
指
す
所
と
為
さ
ん
や
。
故
に
愚
謂
ら
く
、
前
英
己
に
早
く
宮
徴
を
識
る
も
、
但
だ
屈
曲
に
指
的
す
る
こ
と
今
の
論
の
申
ぶ

ご
と

る
所
の
若
く
な
ら
ざ
る
の
み
。

こ
の
陸
蕨
の
反
論
が
陸
機
の
「
文
賦
」
の
中
の
整
調
修
辞
説
の
発
言
を
そ
の
ま
ま
文
中
に
溶
解
し
て
立
論
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
皮
肉
で

面
白
い
。
陸
蕨
は
整
調
音
韻
の
自
覚
は
魏
の
曹
王
の
『
典
論
』
論
文
の
『
気
に
清
濁
有
り
」
の
説
あ
た
り
か
ら
は
じ
ま
る
と
み
て
い
る
が
、

こ
れ
が
言
語
の
音
磐
美
に
意
識
的
に
留
意
し
て
の
発
言
で
あ
っ
た
と
は
認
め
が
た
い
。
そ
こ
に
く
る
と
、
陸
機
の
そ
れ
は
本
格
的
な
啓
調

活
用
論
で
あ
る
。
そ
の
点
で
い
え
ば
沈
約
の
「
港
・
陸
・
顔
・
謝
は
之
を
去
る
こ
と
禰
遠
し
」
の
発
言
は
陸
機
に
限
り
不
当
で
あ
る
た
め
に
、

却
っ
て
陸
機
説
を
お
さ
え
た
と
み
な
さ
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
沈
約
に
は
も
と
も
と
そ
う
い
う
性
癖
が
あ
っ
て
、

合
も
斐
松
之
等
の
資
料
捜
集
を
踏
え
て
完
成
に
漕
ぎ
つ
け
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
宋
書
』
編
纂
の
功
を
沈
約
自
身

⑦
 

の
手
に
帰
せ
し
め
る
た
め
に
、
前
段
階
の
歴
史
家
に
後
継
者
の
存
在
し
て
あ
る
こ
と
を
意
識
的
に
抹
殺
し
よ
う
と
し
た
事
実
が
あ
る
。

で
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

音
整
の
特
質
を
お
さ
え
て
、
秩
序
あ
る
配
合
と
組
成
を
考
え
て
文
章
に
運
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
陸
機
は
、
音
韻
整
調
に
相
当
自
覚
的

（
南
齊
書
・
陸
厭
伝
）

（
宋
書
・
謝
霊
運
伝
論
）
と
論
じ
、

『
宋
書
』
の
編
纂
の
場

中
国
語
の
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陸
機
は
「
文
賦
」
で
言
語
の
も
つ
音
聟
の
調
和
的
運
用
が
文
章
修
辞
の
美
的
発
現
に
か
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

が
、
も
と
も
と
彼
は
音
楽
に
つ
い
て
相
当
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
ご
と
く
で
あ
る
。
陸
機
の
伝
記
に
残
さ
れ
た
著
書
に
、
そ
の
関
心

を
実
証
す
る
資
料
を
み
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
文
賦
」
の
論
述
を
追
っ
て
い
る
と
、
ま
る
で
音
楽
論
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、

文
章
の
利
害
巧
拙
を
論
じ
て
警
を
音
楽
に
求
め
て
い
て
、
そ
れ
が
陸
機
の
音
楽
へ
の
深
い
造
詣
と
強
い
関
心
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
従
来
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
「
文
賦
」
の
論
述
は
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
音
楽
に
託
さ
れ
た
比
喩
的
表

R
 

現
が
取
込
ま
れ
て
い
る
部
分
を
と
り
出
し
、
注
意
を
喚
起
し
た
い
。

「
文
賦
」
の
中
に
あ
る
が
、
そ
の
一
条
一
条
の
後
に
必
ず
音
楽
的
比
喩
を
は
さ
み
論

①
孤
立
的
な
短
い
文
章
は
い
け
な
い
と
論
じ
て
「
偏
絃
の
独
り
張
れ
る
に
臀
え
、
清
唱
を
含
む
も
応
ず
る
靡
し
」
と
述
べ
て
い
る
。

②
巧
み
な
句
と
拙
な
い
句
が
雑
っ
て
い
る
文
章
は
い
け
な
い
と
論
じ
て
「
下
管
の
偏
疾
に
象
た
り
。
故
に
応
ず
る
と
雖
も
和
せ
ず
」
と

詈
え
、
下
管
つ
ま
り
儀
式
の
際
に
笙
な
ど
の
管
絃
楽
器
を
主
体
と
し
て
演
奏
さ
れ
る
や
た
ら
と
急
激
な
音
響
に
み
た
て
て
い
る
。

し
ら
ペ

う
わ

③
奇
抜
な
表
現
を
ね
ら
い
内
容
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
浮
つ
い
た
文
章
は
い
け
な
い
と
論
じ
て
「
猶
お
絃
の
公
く
し
て
緻
の
急
な
る
が
こ

と
し
。
故
に
和
す
る
と
雖
も
悲
し
ま
ず
」
と
警
え
て
い
る
。

ま

こ

と

い

や

④
調
子
ば
か
り
よ
く
て
も
通
俗
的
な
文
章
は
い
け
な
い
と
論
じ
て
「
固
に
聾
高
く
し
て
、
曲
は
下
し
」
と
述
べ
て
い
る
。

⑤
簡
約
に
す
ぎ
て
味
わ
い
の
少
な
い
文
章
は
い
け
な
い
と
論
じ
て
「
大
羮
の
遺
味
を
闘
き
、
朱
絃
の
清
氾
な
る
に
同
じ
。

歎
す
と
雖
も
、
固
に
既
に
雅
に
し
て
艶
な
ら
ず
」
と
述
べ
、
清
廟
の
朱
絃
の
音
楽
が
淡
く
質
朴
な
の
に
誉
え
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
、
す
ぐ
れ
た
言
葉
が
衆
辞
と
か
け
は
な
れ
て
あ
る
の
は
か
え
っ
て
す
ば
ら
し
い
趣
き
を
出
す
も
の
だ
と
論
じ
て
「
下
里
を

白
雪
に
綴
る
も
、
吾
亦
た
夫
の
偉
と
す
る
所
と
済
す
」
と
誉
え
て
い
る
し
、
微
妙
な
文
章
の
変
化
に
は
精
通
し
に
く
い
と
論
じ
て
「
詈
え

ば
猶
お
舞
者
の
節
に
赴
い
て
以
て
袂
を
投
じ
、
歌
者
の
絃
に
応
じ
て
盤
を
遣
る
が
ご
と
し
。
是
れ
蓋
し
輪
扁
の
言
う
を
得
ざ
る
所
な
り
」

典
論
論
文
と
文
賦
（
林
田
）

述
を
結
ん
で
い
る
。

文
章
の
五
つ
の
病
に
つ
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
が
。

一
唱
し
て
三

61 



と
り
わ
け
陸
機
の
場
合
、
彼
の
特
意
と
し
た
も
の
と
し
て
、

こ
の
胡
応
麟
の
批
判
は
皮
肉
で
あ
る
。
認
識
と
実
践
の
喰
違
い
を
指
摘
し
て
、
実
践
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
を
述
べ
る
に
あ
た
っ

て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
文
賦
」
の
発
言
を
そ
の
ま
ま
織
込
ん
で
つ
か
っ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

魏
晋
時
代
の
詩
文
は
、
陸
機
の
み
で
な
く
、
先
行
作
品
を
擬
し
た
も
の
が
多
い
。
そ
れ
は
曹
王
、
曹
植
、
張
華
、
溜
岳
、
左
思
、
束
哲

と
い
っ
た
当
時
の
代
表
的
な
文
人
に
共
通
し
て
お
り
、
模
擬
に
よ
る
作
品
制
作
は
こ
の
時
代
の
宮
廷
文
人
が
と
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
習
練
で

あ
り
、
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
遊
ぴ
で
あ
り
、
い
わ
ば
至
極
普
遍
的
な
文
壇
の
常
識
的
な
作
法
で
あ
っ
た
。
模
擬
作
品
の
制
作
は
単
に
楽

府
題
の
詩
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
辞
賦
や
古
詩
等
の
文
学
全
般
の
領
域
に
ま
で
及
ん
で
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
模

擬
と
は
い
え
、
先
行
作
品
に
題
や
モ
チ
ー
フ
を
借
り
る
こ
と
は
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
想
、
内
容
に
変
化
が
あ
り
、
措
辞
、
句
作
り
に

お
い
て
も
独
自
の
工
夫
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
た
。
云
換
え
れ
ば
こ
の
時
代
の
文
人
は
古
典
的
な
作
品
を
模
擬
し
補
亡
す
る
作
業
を
己
に
課

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
創
的
な
文
章
を
獲
得
す
る
習
練
に
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。

り
と
。

胡
応
麟
は
陸
機
が
「
文
賦
」
で
先
行
作
品
の
模
倣
に
終
る
こ
と
を
強
く
否
定
し
、
独
自
の
言
語
で
独
創
的
な
文
章
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

と
論
じ
て
い
る
が
、
陸
機
の
実
作
に
お
い
て
み
れ
ば
、
そ
の
理
論
は
破
産
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
批
判
し
て
い
る
。

ひ

ら

．

ひ
ら

士
衡
云
う
。
「
朝
華
の
己
に
披
け
る
を
謝
り
、
夕
秀
の
未
だ
振
わ
ざ
る
に
啓
く
」
と
。
又
云
う
「
片
言
を
立
て
て
要
に
居
く
は
、
乃

あ

ら

お

お

ら
一
篇
の
警
策
な
り
」
と
。
其
れ
陳
言
を
濯
い
て
絶
足
に
馳
す
る
の
意
有
り
。
然
る
に
平
原
の
諸
文
は
模
似
何
ぞ
衆
く
し
て
創
獲
何

ま

れ

し

げ

す

く

な

ぞ
希
な
る
や
。
平
原
の
諸
詩
は
藻
絵
何
ぞ
繁
く
し
て
独
造
の
何
ぞ
寡
き
や
。
故
に
日
＜
之
を
知
る
の
難
き
に
非
ず
、
行
う
の
難
き
な

（
詩
藪
・
外
篇
二
）

と
述
べ
て
い
る
。

七

擬
古
詩
、
擬
楽
府
の
詩
群
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

梁
の
鍾
鰈
が
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典
論
論
文
と
文
賦
（
林
田
）

「
オ
高
く
辞
贈
に
、
挙
体
華
美
」
な
る
陸
機
の
詩
を
評
し
て
「
規
矩
を
尚
び
て
綺
錯
を
貴
ば
ず
。
直
致
の
奇
を
傷
う
有
り
。
然
れ
ど
も
英

華
を
咀
噌
し
、
膏
沢
を
厭
妖
し
て
、
文
章
の
淵
泉
な
り
」
（
詩
品
・
上
品
・
晋
平
原
相
陸
機
）
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
先
行
す
る
す
ぐ
れ
た

文
学
的
伝
統
の
典
型
を
尊
ぶ
陸
機
は
む
や
み
に
改
錯
す
る
か
た
ち
で
、
擬
古
詩
の
制
作
に
取
組
ま
な
か
っ
た
。
し
か
も
よ
り
多
く
過
去
の

文
学
の
英
華
と
膏
沢
を
吸
収
消
化
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
陸
機
の
文
学
が
文
章
の
淵
泉
そ
の
も
の
と
な
っ
た
と
指
摘
す
る
鍾
鰈
の
見
解
は

此
れ
前
世
の
言
を
得
べ
き
者
な
り
」

陸

機

は

「

遂

志

賦

」

雀

築

は

詩

を

作

り

以

て

道

を

明

ら

か

に

し

て

志

を

述

ぶ

。

こ

れ

な

ら

賦
＞
を
作
り
、
班
固
も
八
幽
通
賦
＞
を
作
り
、
皆
相
依
り
て
焉
に
倣
う
。
張
衡
の
八
思
元
＞
、
禁
畠
の
八
元
表
＞
、
張
叔
の
八
哀
系
＞
は

こ
れ

「
相
依
り
て
焉
に
倣
う
」
文
学
制
作
の
方
法
は
な
に

而
し
て
凋
術
も
又
八
顕
志

も
恥
ず
べ
き
隠
蔽
す
べ
き
方
法
で
は
な
く
、
中
国
文
学
に
お
い
て
は
優
良
な
文
学
伝
統
の
継
承
発
展
に
欠
か
せ
ぬ
手
段
と
み
な
さ
れ
て
い

た
。
こ
こ
で
陸
機
は
漠
代
辞
賦
文
学
に
み
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
の
踏
襲
と
継
承
の
系
譜
を
お
さ
え
て
、
各
々
に
繁
簡
、
雅
俗
、
哀
怨
の
表
白

⑨
 

の
様
態
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
文
学
制
作
史
の
過
程
を
正
当
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

「
文
賦
」
の
な
か
に
、
こ
の
認
識
を
再
確
認
す
る
な
ら
ば
、
「
世
待
の
駿
烈
を
詠
ひ
、
先
人
の
清
芽
を
誦
し
、
文
章
の
林
府
に
遊
び
、

麗
藻
の
彬
彬
た
る
を
嘉
み
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
文
学
の
宝
庫
に
遊
び
、
美
し
い
文
章
を
鑑
賞
す
る
過
程
を
か
い
く
ぐ
っ
た
上
で
、
「
百

世
の
闊
文
を
牧
め
、
千
載
の
遺
韻
を
采
り
、
朝
華
の
巳
に
披
け
る
を
謝
り
、
夕
秀
を
未
だ
振
る
わ
ざ
る
に
啓
く
」
独
創
の
道
に
入
る
こ
と

と
と

に
な
る
。
そ
れ
で
も
な
お
場
合
に
よ
っ
て
は
、
で
き
あ
が
っ
た
文
章
が
「
藻
思
綺
合
し
、
清
麗
千
眠
．
灼
と
し
て
縛
繍
の
若
く
、
悽
と
し

と

と

こ

と

ひ

そ

か

て
繁
絃
の
若
き
も
、
必
ず
之
に
擬
す
る
所
に
殊
な
ら
ず
、
乃
ち
闇
に
襲
篇
に
合
う
」
こ
と
も
あ
り
う
る
と
み
る
。
そ
の
時
に
は
「
予
が
懐

お

そ

ま

こ

と

や

ぶ

あ

や

ま

に
抒
軸
す
る
と
雖
も
、
佗
人
の
我
に
先
ん
ず
る
を
艤
れ
、
荀
に
廉
を
傷
り
義
を
惹
れ
ば
、
亦
愛
す
る
と
雖
も
必
ず
捐
つ
」
と
い
う
峻
烈
な

制
作
態
度
を
要
求
し
て
い
る
。

繰
返
す
よ
う
で
は
あ
る
が
、
陸
機
の
「
文
賦
」
は
自
己
の
創
作
体
験
に
も
と
ず
い
て
、
先
行
す
る
文
学
者
達
の
す
ぐ
れ
た
創
造
の
道
を

正
し
い
。

（
芸
文
類
緊
二
十
六
）
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、

の
序
文
の
な
か
で

「昔、
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追
体
験
す
る
な
か
で
、
作
家
の
情
志
と
言
語
形
象
の
微
妙
な
相
関
関
係
を
論
評
の
対
象
と
し
て
分
析
し
た
内
在
的
な
創
作
理
論
で
あ
っ

た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
中
国
文
学
史
の
上
で
、
郭
氏
の
所
謂
「
騒
」
路
線
に
飛
躍
的
な
発
展
の
契
起
を
も
た
ら
す
本
格
的
な
形
式
主
義
文

学
理
論
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
曹
王
の
『
典
論
』
論
文
の
外
在
的
批
評
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
、
各
時
代
の
文
学
創
造
に
た
ず
さ
わ

る
者
の
心
を
と
ら
え
る
だ
け
の
影
響
力
と
、
し
た
た
か
な
独
創
性
を
そ
な
え
て
い
た
。

毛
詩
大
序
の
言
志
的
文
学
観
が
規
定
し
た
現
実
参
加
の
文
学
は
中
国
文
学
を
貫
ぬ
く
不
変
的
伝
統
的
な
文
学
精
神
の
形
成
に
大
き
な
役

割
を
果
し
て
き
た
が
、
や
や
も
す
れ
ば
そ
の
た
め
に
、
時
の
政
治
権
力
に
態
着
し
、
常
識
的
な
道
應
律
と
結
託
す
る
傾
向
を
助
長
し
て
き

た
。
中
国
に
お
い
て
文
学
が
政
治
や
道
癒
に
く
ら
べ
て
第
二
義
的
な
価
値
し
か
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の
儒
教
の
言
志
的
文
学
観

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
逆
説
的
に
云
え
ば
、
陸
機
の
「
文
賦
」
は
所
謂
形
式
主
義
的
文
学
理
論
に
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
の
政
治

権
力
と
愈
着
し
た
り
、
俗
情
と
の
結
託
を
は
か
る
こ
と
な
く
、
文
学
の
内
在
的
な
自
律
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

陸
機
は
儒
教
の
言
志
的
文
学
観
と
絶
縁
し
文
学
創
造
の
根
源
に
情
動
の
は
た
ら
き
を
見
据
え
、
そ
れ
を
重
視
し
た
。
そ
れ
は
「
文
賦
」

ご
と

の
「
其
れ
六
情
底
滞
し
て
志
往
く
も
神
留
ま
る
に
及
ん
で
、
冗
た
る
こ
と
枯
木
の
若
く
、
裕
た
る
こ
と
涸
流
の
若
し
」
と
い
う
発
言
に
典

型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
詩
言
志
説
に
対
し
て
詩
縁
情
説
を
出
し
、
詩
は
本
来
的
に
綺
靡
（
美
）
の
発
現
を
め
ざ
す
べ
き
で
あ
る
と
す

⑩
 

る
詩
説
は
薔
套
を
脱
し
て
頗
る
斬
新
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
六
朝
詩
史
の
方
向
を
決
定
づ
け
た
こ
と
で
画
期
的
で
あ
っ
た
。

し
か
も
「
文
賦
」
が
文
学
創
造
理
論
を
説
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
論
」
の
散
文
様
式
を
と
ら
わ
れ
ず
に
、
賦
の
様
式
を
か
り
て
四
六

絣
朧
文
で
表
現
さ
れ
て
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
も
そ
も
餅
朧
文
が
め
ざ
し
た
も
の
は
、
言
語
に
お
け
る
虚
構
美
の
発
見
で
あ
り
構
築

で
あ
る
。
自
然
の
美
と
対
応
す
る
緊
張
し
た
も
う
―
つ
の
美
の
世
界
を
造
形
で
き
る
の
は
人
間
の
智
恵
で
あ
り
理
性
で
あ
る
と
す
る
認
識

は
す
で
に
陸
機
に
お
い
て
自
覚
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
証
拠
に
、
彼
は
こ
の
絣
文
を
駆
使
し
て
実
作
者
の
内
面
に
即
し
な
が
ら
文
学
創
造
の

不
可
視
的
な
い
と
な
み
を
解
明
し
描
破
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
六
朝
文
学
の
美
意
識
の
創
造
と
そ
の
理
論
化
は
陸

機
の
「
文
賦
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
確
立
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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註
①
岡
村
繁
氏
の
「
曹
王
の
典
論
論
文
に
つ
い
て
」
（
「
支
那
学
研
究
」
二
四
・
五
合
併
号
）
が
考
証
す
る
典
論
論
文
の
制
作
年
代
を
参
照
。

②
目
加
田
誠
氏
の
「
六
朝
文
芸
論
覚
え
書
」
（
『
風
雅
集
』
所
収
論
文
）
は
六
朝
文
芸
論
に
現
わ
れ
た
気
の
概
念
の
由
来
と
そ
の
展
開
に
ふ
れ
て
い

る。

か
た
ま
ら

⑧
伊
藤
正
文
氏
の
「
劉
禎
詩
論
考
」
（
近
代
・
第
五
十
一
号
）
が
曹
王
の
「
与
呉
質
書
」
を
引
い
て
「
公
幹
に
逸
気
有
り
、
但
だ
未
だ
道
（
不
安
定

の
意
か
）
ざ
る
の
み
」
と
読
ん
で
い
る
の
は
「
道
」
の
字
の
訓
に
苦
心
の
跡
が
う
か
が
わ
れ
る
。
拙
論
は
班
固
の
「
答
賓
戯
」
に
つ
か
わ
れ
た

う
つ
く

「
逍
」
の
字
に
、
李
善
が
ほ
ど
こ
し
た
注
に
な
ら
っ
て
は
「
逸
気
有
り
但
だ
逍
し
か
ら
ざ
る
の
み
」
と
読
ん
で
お
く
が
別
に
定
見
あ
っ
て
の
こ
と

で
は
な
い
。

④
郭
紹
虞
氏
の
『
中
国
古
典
文
学
理
論
批
評
史
』
第
四
章
の
一
「
形
式
主
義
文
論
の
朋
芽
」
の
条
り
を
参
照
。

⑤
小
尾
郊
一
氏
の
「
陸
機
の
文
賦
の
意
図
す
る
も
の
」
（
「
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
」
二
八
ー
一
）
か
ら
拙
論
が
教
示
を
受
け
触
発
さ
れ
た
も
の
は
大

き
い
が
、
文
賦
の
制
作
年
代
を
陸
機
の
呉
在
住
時
の
二

0
オ
と
す
る
説
に
お
い
て
い
る
た
め
か
、
文
賦
は
後
漠
、
建
安
、
正
始
の
文
学
の
風
気
と

は
不
連
続
で
あ
る
と
み
て
い
る
の
に
は
、
必
ず
し
も
賛
成
で
苔
な
い
。

⑥
陳
正
譲
の
制
作
年
代
考
証
は

L
i
t
e
r
a
t
u
r
e
as 
L
i
g
h
t
 
a
g
a
i
n
s
t
 
D
a
k
n
e
s
s

の
第
一
章
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
邦
訳

に
「
陸
機
の
生
涯
と
文
賦
制
作
の
正
確
な
年
代
」
（
一
海
知
義
訳
「
中
国
文
学
報
」
第
八
冊
所
収
）
が
あ
る
。

⑦
拙
論
「
斐
子
野
八
離
贔
論
＞
考
証
」
（
「
日
本
中
国
学
会
報
」
第
二
十
集
）
は
、
唐
の
歴
史
家
劉
知
幾
が
そ
の
『
史
通
』
で
沈
約
の
『
宋
書
』
に
お

け
る
曲
筆
ぶ
り
を
批
判
し
て
い
る
記
述
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
参
照
。

⑧
小
尾
郊
一
氏
の
前
掲
論
文
の
注
に
、
饒
宗
願
氏
の
「
陸
機
文
賦
理
論
与
音
楽
之
関
係
」
（
「
中
国
文
学
報
」
第
一
四
冊
）
が
音
楽
理
論
を
借
り
て
、

文
章
の
法
を
述
べ
て
い
る
所
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
と
あ
る
が
、
拙
論
は
饒
宗
願
氏
の
論
文
を
入
手
で
き
ず
に
未
見
の
ま
ま
に
稿
を
す
す
め
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
く
。

⑨
陸
機
の
「
遂
志
賦
」
は
拙
論
が
本
文
で
引
用
し
た
部
分
に
つ
づ
い
て
「
極
氏
簡
而
有
情
。
顕
志
肛
而
乏
濫
。
哀
系
俗
而
時
靡
。
玄
表
雅
面
微
素
。

思
玄
精
練
而
何
恵
。
欲
麗
前
人
而
優
滸
清
典
。
漏
幽
通
突
。
班
生
彬
彬
。
切
而
不
絞
。
哀
而
不
怨
突
。
雀
察
沖
虚
温
敏
。
雅
人
之
隔
也
。
術
抑
揚

こ
れ

頓
挫
。
怨
之
徒
也
。
登
亦
窮
達
異
事
而
墜
為
情
変
乎
。
余
備
作
者
之
末
。
聯
復
用
心
」
と
あ
り
、
こ
れ
で
序
文
を
終
っ
て
い
る
。
「
相
依
り
て
焉

に
倣
う
」
作
品
が
各
々
に
簡
繁
、
雅
俗
、
哀
怨
3
表
白
に
お
い
て
差
が
あ
る
こ
と
を
批
評
し
た
も
い
で
あ
る
。

⑩
拙
論
「
漢
魏
六
朝
文
学
論
に
現
れ
た
情
と
志
の
問
題
」
（
『
目
加
田
誠
博
士
還
暦
記
念
中
国
文
学
論
集
』
所
収
）
に
お
い
て
、
毛
詩
大
序
の
詩
言

志
説
が
載
道
文
学
説
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
領
斜
を
内
包
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
陸
機
の
文
賦
は
儒
教
的
文
学
観
に
と
ら
わ
れ
ず
に
情
感
の
作

典
論
論
文
と
文
賦
（
林
田
）
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用
を
重
視
し
て
詩
縁
情
説
を
た
て
、
六
朝
文
学
論
の
情
性
吟
詠
説
を
導
く
に
至
っ
た
事
情
を
情
と
志
の
概
念
使
用
例
の
分
析
を
埜
軸
に
し
な
が
ら

解
明
し
て
い
る
。
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