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序

文

『
滴
天
髓
』
は
、
１
３
０
０
年
代
の
元
代
末
か
ら
明
代
初
期
ご
ろ
に
活
躍
し
た
劉
基
（
劉
伯
温
）

て
き
て
ん
ず
い

げ
ん
だ
い

み
ん

り
ゅ
う
き

り
ゅ
う
は
く
お
ん

に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
書
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
著
者
が
実
際
に
劉
基
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
文
献

あ
ら

り
ゅ
う
き

考
証
的
に
定
か
で
は
な
い
の
が
事
実
で
す
。
し
か
し
、
『
滴
天
髓
』
の
内
容
や
文
章
か
ら
し
て
、
そ
の

著
者
は
卓
越
し
た
見
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

本
書
に
掲
げ
た
『
滴
天
髓
』
の
原
文
は
、
１
９
３
３
年
（
癸

酉
）
に
袁
樹
珊
に
よ
り
撰
輯
さ
れ

み
ず
の
と
と
り

え
ん
じ
ゅ
さ
ん

せ
ん
し
ゅ
う

た
『
滴
天
髓
闡
微
』
を
参
照
し
て
い
ま
す
。
ま
た
『
滴
天
髓
闡
微
』
自
体
は
、
１
８
０
０
年
頃
、

て
き
て
ん
ず
い
せ
ん
び

任
鐵
樵
に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
た
『
滴
天
髓
』
の
評
註
で
す
。

に
ん
て
っ
し
ょ
う

な
お
、
『
滴
天
髓
闡
微
』
は
、
「
通
神
論
」
（
「
通
天
論
」
と
し
て
い
る
書
も
存
在
す
る
）
と

「
六
親
論
」
の
２
つ
に
大
き
く
章
立
て
さ
れ
、
「
天
道
」
「
地
道
」
「
人
道
」
「
知
命
」
な
ど
の
節
が

り
く
し
ん
ろ
ん

設
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
『
滴
天
髓
』
の
原
文
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
、
任
鐵
樵

氏
か
袁
樹
珊
氏
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
追
記
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
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ま
た
、
以
下
の
拙
解
に
お
い
て
「
原
文
」
と
表
記
し
て
あ
る
も
の
は
、
『
滴
天
髓
』
の
元
の
文
を
指

し
、
「
原
註
」
と
あ
る
の
は
、
劉
基
に
よ
る
評
註
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
任
註
」
は
、
任
鐵

樵
に
よ
る
評
註
と
な
り
ま
す
。

な
お
本
書
は
、
２
０
０
８
年
頃
か
ら
、
自
サ
イ
ト
「
四
柱
推
命
の
ホ
ン
ト
の
と
こ
ろ
」
で
無
償
で
公

開
し
て
い
た
和
訳
を
見
直
し
、
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
そ
の
和
訳
に
は
実
例
は
１
例
も
掲
載
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
書
籍
に
す
る
に
あ
た
り
、
内
容
を
見
直
す
と
と
も
に
、
清
朝
の
康
煕
帝
、

こ
う
き
て
い

雍
正
帝
、
乾
隆
帝
、
ま
た
、
蒋
介
石
な
ど
歴
史
上
の
著
名
な
人
物
の
実
例
を
追
記
し
、
推
命
を
学
ん

よ
う
せ
い
て
い

け
ん
り
ゆ
う
て
い

し
よ
う
か
い
せ
き

で
は
い
て
も
、
中
国
古
典
に
接
す
る
機
会
の
な
い
人
が
目
に
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
実
例
を
掲
げ
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。

ま
た
、
本
書
の
『
滴
天
髓
』
の
原
文
に
関
す
る
解
説
の
部
分
は
、
幅
広
く
多
く
の
方
に
お
読
み
い
た

だ
け
る
と
思
い
ま
す
が
、
実
例
の
解
説
の
部
分
を
ご
理
解
い
た
だ
く
に
は
、
既
刊
『
サ
ク
サ
ク
わ
か
る

四
柱
推
命
の
本
』
を
読
了
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

今
回
追
記
し
ま
し
た
実
例
の
出
典
は
、
『
滴
天
髓
闡
微
』
の
任
氏
の
註
中
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の

の
ほ
か
、
お
も
に
徐
樂
吾
氏
の
『
命
理
一
得
』
、
『
古
今
名
人
命
運
鑑
賞
』
鐘
義
明
著
（
１
９
９
１
）
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で
す
。
『
古
今
名
人
命
運
鑑
賞
』
鐘
義
明
著
は
近
年
の
書
で
す
が
、
現
在
手
元
に
な
い
徐
樂
吾
氏
の
著

書
『
古
今
名
人
名
鑑
』
と
重
な
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
た
め
参
考
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
書
に
は
、
黒

澤
明
監
督
、
山
口
百
惠
、
中
森
明
菜
な
ど
と
い
っ
た
日
本
人
の
ほ
か
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
、
マ
リ
リ
ン

・
モ
ン
ロ
ー
な
ど
の
ア
メ
リ
カ
人
な
ど
の
実
例
も
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
中
国
の
歴
史
上
の
人
物
に
関
す
る
説
明
に
は
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
、
そ
し
て
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ

に
あ
る
東
洋
歴
史
学
者
・
宮
脇
淳
子
先
生
の
動
画
を
参
考
に
し
て
い
る
部
分
が
多
く
あ
り
ま
す
。

本
書
の
漢
文
の
和
訳
で
す
が
、
高
校
時
代
に
漢
文
の
授
業
を
受
け
た
あ
と
、
社
会
に
出
て
か
ら

年
12

ほ
ど
の
間
、
漢
文
に
触
れ
る
機
会
が
あ
り
、
独
学
で
学
び
直
し
た
も
の
に
よ
り
ま
す
。
大
き
な
誤
り
は

な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
漢
文
の
専
門
家
が
ご
覧
に
な
っ
た
な
ら
問
題
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
漢
文
の
専
門
家
が
『
滴
天
髓
』
を
和
訳
し
て
く
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
う
し
て

自
力
で
和
訳
し
て
出
刊
す
る
し
か
な
い
の
が
現
状
で
す
。

著
者
記
す

平
成

（
癸
巳
）
年

月

25

12
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内
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内
は
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引
用
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。
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天
道

《
三
元
の
萬
の
法
の
宗
を
識
る
を
欲
す
る
な
れ
ば
、
先
ず
帝
載
と
神
功
を
観
よ
。
》

さ
ん
げ
ん

よ
ろ
ず

そ
う

し

ほ
っ

ま

て
い
さ
い

し
ん
こ
う

み

※
欲
…
〈
動
詞
〉
ほ
っ
す
る
。
ほ
し
が
る
。
望
む
。
…
し
た
い
と
思
う
。

※
三
元
…
天
地
人
の
こ
と
。
天
元
、
地
元
、
人
元
。
三
才
も
ほ
ぼ
同
意
。

※
萬
＝
万
…
非
常
に
数
が
多
い
こ
と
。
ま
た
そ
の
さ
ま
。

※
法
…
生
活
に
は
め
ら
れ
た
枠
。
お
き
て
。

※
宗
…
中
心
と
な
る
も
の
。
ま
た
主
と
な
る
考
え
。

※
帝
…
世
界
を
と
り
ま
と
め
る
最
高
の
神
。

※
載
…
上
に
の
せ
る
。

※
與
＝
与
〈
ト
〉
…
〈
接
続
詞
〉
…
と
。
Ａ
と
Ｂ
と
。

※
神
功
…
人
間
の
知
恵
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
不
思
議
な
働
き
。
仕
事
。

※
所
謂
…
い
わ
ゆ
る
。
い
う
と
こ
ろ
の
。
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※
本
…
〈
副
詞
〉
も
と
も
と
。
本
来
。

※
播
…
〈
動
詞
〉
ま
く
。
ち
ら
す
。
ま
き
ち
ら
す
。

【
解
説
】

三
元
の
通
常
の
意
味
は
、
天
地
人
あ
る
い
は
三
才
の
こ
と
で
、
広
義
に
解
す
る
な
ら
、
世
の
中
全
体

と
い
う
、
大
局
的
な
意
味
合
い
と
も
な
り
ま
す
。
四
柱
推
命
に
お
い
て
は
、
三
元
は
天
元
、
地
元
、
人

元
の
こ
と
を
指
し
、
天
元
と
は
天
干
で
あ
り
、
地
元
と
は
地
支
で
あ
り
、
人
元
は
支
中
の
蔵
干
の
こ
と

に
な
り
ま
す
。
人
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
三
元
の
「
気
」
を
禀
け
て
い
る
と
す
る

う

の
が
、
古
来
よ
り
、
陰
陽
五
行
論
、
そ
し
て
四
柱
推
命
の
大
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
気
」
と
は
、
原
註
に
、
「
春
木
、
夏
火
。
秋
金
、
冬
水
、
季
土
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
四
季
の
め
ぐ
り
に
伴
う
周
期
性
に
起
因
す
る
作
用
で
あ
り
、
四
季
の
変
遷
を
表
わ

す
旺
相
死
囚
休
に
関
わ
る
こ
と
と
理
解
す
べ
き
こ
と
で
す
。

三
元
に
つ
い
て
任
註
に
は
、
「
干
爲
天
元
。
支
爲
地
元
。
支
中
爲
人
元
。
」
と
あ
り
、
〈
干
は
天
元

と
な
し
、
支
は
地
元
と
な
し
、
支
中
所
蔵
す
る
を
人
元
と
な
す
〉
と
あ
り
、
干
と
支
と
の
構
成
・
関
連
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を
明
快
に
論
じ
て
い
ま
す
。
「
所
蔵
」
す
る
と
あ
る
の
は
、
十
二
支
中
の
蔵
干
で
あ
り
、
支
の
中
に
は

干
が
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
自
明
の
こ
と
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

続
け
て
任
註
に
、
「
人
之
稟
命
。
萬
有
不
齊
。
總
不
越
此
三
元
之
理
。
所
謂
萬
法
宗
也
。
」
と
あ

り
、
意
訳
す
る
な
ら
、
〈
人
は
三
元
の
気
を
禀
け
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
い
づ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

う

禀
け
方
は
人
に
よ
り
す
べ
て
異
な
る
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
そ
の
相
違
は
三
元
の
理
を
越
え
る
も
の
で

うは
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
い
わ
ゆ
る
萬
の
法
で
あ
る
。
〉
と
な
り
ま
す
。

よ
ろ
ず

「
帝
載
」
に
つ
い
て
任
註
に
は
、
「
陰
陽
本
太
極
。
是
謂
帝
載
。
」
〈
陰
陽
は
も
と
も
と
太
極
で
あ

り
、
こ
れ
を
帝
載
と
い
う
。
〉
と
あ
り
、
「
神
功
」
に
つ
い
て
は
同
じ
く
任
註
に
、
「
五
行
播
于
四

時
。
是
謂
神
功
。
」
〈
五
行
は
四
時
に
ち
ら
ば
り
、
こ
れ
を
神
功
と
い
う
。
〉
と
あ
り
ま
す
。
ち
な
み

に
〈
四
時
〉
と
は
四
季
の
こ
と
で
す
。
「
帝
載
」
と
「
神
功
」
の
意
味
は
、
任
氏
の
評
註
に
あ
る
通

り
、
四
柱
推
命
の
基
本
原
理
は
陰
陽
論
で
あ
り
、
五
行
論
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
冒
頭
の
『
滴
天
髓
』
の
原
文
を
意
訳
し
ま
す
と
、

〈
人
は
天
地
人
三
元
の
影
響
を
う
け
こ
の
世
に
生
を
う
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
三
元
を
根

せ
い
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源
的
な
も
の
と
す
る
人
の
命
運
を
知
る
こ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
る
な
ら
、
何
を
お
い
て
も
ま
ず
陰

陽
五
行
の
理
を
極
め
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〉

と
い
っ
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

地
道

《
坤
元
は
徳
に
合
い
機
緘
は
通
ず
。
五
気
の
偏
り
と
全
く
す
る
は
、
吉
と
凶
を
定
む
る
。
》

こ
ん
げ
ん

き
か
ん

か
た
よ

ま
っ
た

さ
だ

※
坤
元
〈
コ
ン
ゲ
ン
〉
…
大
地
。
万
物
の
も
と
。
つ
ち
。

※
徳
…
も
の
に
備
わ
っ
た
本
性
。
恩
恵
。

※
合
…
あ
わ
せ
る
。
あ
う
。

※
機
…
物
事
の
細
か
い
仕
組
み
。
か
ら
く
り
。
き
ざ
し
。
こ
と
が
起
こ
る
細
か
い
か
み
合
い
。
秘
密
。

※
緘
〈
カ
ン
〉
…
〈
動
詞
〉
と
じ
る
。
口
を
閉
め
る
。
つ
ぐ
む
。
封
を
す
る
。
〈
名
詞
〉
と
じ
縄
。
封
。

※
全
…
〈
形
容
詞
・
名
詞
〉
ま
っ
た
し
。
欠
け
た
と
こ
ろ
が
な
い
状
態
。
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※
乾
元
〈
カ
ン
ゲ
ン
〉
…
万
物
を
創
り
出
す
天
の
原
理
。

※
資
始
…
そ
れ
を
元
に
し
て
生
じ
る
。
「
大
哉
乾
元
。
萬
物
資
始
。
」
と
は
、
『
易

經
』
か
ら
の
引
用
で
、

え
き
き
ょ
う

読
み
下
し
は
〈
大
い
な
る
か
な
乾
元
。
万
物
資
り
て
始
む
。
〉
と
な
る
。

と

※
哉
〈
カ
ナ
・
ヤ
〉
…
〈
助
詞
〉
感
嘆
の
語
気
を
あ
ら
わ
す
助
辞
。

※
資
…
〈
動
詞
〉
た
す
け
る
。
用
立
て
る
。
は
か
る
。

※
健
…
〈
形
容
詞
〉
た
け
し
。
す
こ
や
か
。
元
気
が
あ
ふ
れ
て
力
強
い
さ
ま
。

※
煦
〈
ク
〉
…
〈
動
詞
〉
あ
た
た
め
る
。
「
煦
育
」
恵
み
を
か
け
て
あ
た
た
か
く
育
て
る
・
は
ぐ
ぐ
む
の
意
。

※
嫗
〈
オ
ウ
〉
…
〈
名
詞
〉
背
中
の
か
が
ん
だ
老
婆
。
老
い
た
母
や
親
し
い
お
ば
さ
ん
を
呼
ぶ
言
葉
。
「
嫗

煦
」
〈
ウ
ク
〉
は
、
「
よ
し
よ
し
と
い
っ
て
子
ど
も
を
ふ
と
こ
ろ
に
抱
い
て
あ
た
た
め
る
」
の
意
。

※
覆
〈
フ
ク
〉
…
〈
動
詞
〉
く
つ
が
え
る
。
く
つ
が
え
す
。
お
お
う
。
「
覆
育
」
天
地
が
万
物
を
守
り
育
て
る

こ
と
。

【
解
説
】

冒
頭
の
句
に
は
、
三
元
の
理
を
識
り
た
い
の
な
ら
陰
陽
五
行
論
の
理
を
極
め
よ
、
と
あ
り
ま
し
た

し

が
、
こ
こ
で
は
「
地
道
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
偏
全
」
と
い
う
陰
陽
五
行
の
あ
り
方
に
よ
り
、
人
に

吉
と
凶
の
相
違
が
発
生
す
る
理
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

と
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〈
坤
元
は
徳
に
合
い
〉
は
、
一
般
的
な
意
味
で
直
訳
す
る
な
ら
、
「
大
地
は
天
の
恩
恵
に
合
い
」
と

こ
ん
げ
ん

な
り
ま
す
。
後
半
の
〈
機
緘
は
通
ず
〉
の
〈
機
緘
〉
の
意
を
、
「
坤
元
に
備
わ
っ
た
封
印
の
よ
う
な
か

き
か
ん

こ
ん
げ
ん

ら
く
り
」
と
理
解
す
る
な
ら
、
〈
機
緘
は
通
ず
〉
は
、
〈
封
印
が
解
か
れ
、
通
じ
る
〉
と
い
う
意
味
に

解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

以
上
を
通
し
て
意
訳
す
る
な
ら
、
〈
大
地
は
天
か
ら
の
恩
恵
を
う
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
中
に
も

と
も
と
備
わ
っ
て
い
る
機
能
・
作
用
の
封
が
解
か
れ
、
表
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
〉
と
い
わ
れ
て
い
る

も
の
と
理
解
で
き
ま
す
。
そ
し
て
字
数
の
都
合
か
、
こ
の
句
の
中
に
は
、
人
へ
の
影
響
が
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
の
で
す
が
、
あ
え
て
追
記
す
る
な
ら
、
「
人
は
こ
の
天
と
地
の
気
を
う
け
、
そ
の
影
響
を
う
け

て
い
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

つ
ま
り
、
天
の
気
が
契
機
と
な
り
、
地
の
気
は
そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
作
用
を
表
出
す
る
こ
と
に
な
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
作
用
の
根
元
は
冒
頭
の
句
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
元
、
陰
陽
五
行
に
あ

り
、
そ
の
作
用
の
元
素
と
も
言
え
る
も
の
は
「
五
気
・
五
行
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
こ
こ
で
気
を
つ
け
る
べ
き
こ
と
は
、
人
の
命
運
は
天
の
気
と
地
の
気
と
い
う
外
的
な
影
響
に

よ
り
す
べ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
で
す
。
す
べ
て
の
吉
凶
の
原
因
は
、
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そ
の
人
自
身
の
中
に
も
と
も
と
存
在
し
て
お
り
、
天
の
気
、
地
の
気
は
万
人
共
通
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
人
に
も
と
も
と
存
在
し
て
い
る
「
気
」
が
引
き
出
さ
れ
、
顕
在
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
千
差
万
別
の

命
運
の
違
い
が
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
す
。

任
註
に
は
、
「
大
哉
乾
元
。
萬
物
資
始
。
」
〈
大
い
な
る
か
な
乾
元
。
万
物
資
り
て
始
む
。
〉
と

か
ん
げ
ん

と

『
易
經
』
の
一
節
を
引
用
し
、
続
け
て
、
「
至
哉
坤
元
。
萬
物
資
生
。
乾
主
健
。
坤
主
順
。
順
承

え
き
き
ょ
う

天
。
徳
與
天
合
。
煦
嫗
覆
育
。
機
緘
流
通
。
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
意
訳
し
ま
す
と
、

〈
坤
元
に
至
り
て
万
物
を
た
す
け
生
じ
る
。
天
で
あ
る
乾
は
力
強
く
能
動
的
で
あ
り
、
坤
で
あ
る
大

け
ん

こ
ん

地
は
順
で
あ
り
受
動
的
で
あ
る
。
天
の
気
を
う
け
、
地
の
気
は
こ
れ
に
し
た
が
う
こ
と
に
よ
り
、
徳

は
天
に
合
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
子
供
を
懐
に
抱
え
て
あ
た
た
め
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

ふ
と
こ
ろ

こ
れ
に
よ
っ
て
、
地
の
気
の
中
に
あ
る
、
い
ろ
い
ろ
な
よ
し
悪
し
を
含
め
た
可
能
性
が
、
封
を
切
る

よ
う
に
表
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
〉

と
な
り
、
『
滴
天
髓
』
の
簡
潔
過
ぎ
て
理
解
が
難
し
い
内
容
を
、
少
し
で
も
補
お
う
と
し
て
い
る
の
で

す
。原

文
の
後
半
の
句
に
〈
五
気
の
偏
り
と
全
く
す
る
は
吉
と
凶
を
定
む
る
。
〉
と
あ
る
の
は
、
四
柱

か
た
よ

ま
っ
た

さ
だ
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推
命
に
お
い
て
は
、
吉
凶
・
よ
し
悪
し
の
判
断
の
基
準
は
、
五
気
、
す
な
わ
ち
五
行
の
偏
り
と
調
和
が

そ
の

を
握
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
、
原
則
論
と
し
て
言
う
な
ら
、
五
行
が
偏
る
な
ら

凶
で
あ
り
、
全
く
す
る
な
ら
吉
で
あ
る
の
で
す
。
偏
る
と
は
、
強
す
ぎ
る
、
弱
す
ぎ
る
の
両
方
の
意
を

含
ん
で
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
偏
全
」
の
判
別
は
、
四
柱
推
命
に
お
い
て
吉
凶
を
み
る
際

に
、
重
要
な
視
点
と
な
る
の
で
す
。

た
だ
し
、
「
偏
全
」
に
よ
っ
て
吉
凶
を
定
め
る
と
い
う
観
点
は
基
本
的
に
は
正
し
い
と
は
言
え
ま
す

が
、
現
実
に
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
る
方
々
の
命
運
を
論
じ
る
と
な
り
ま
す
と
、
「
偏
全
」
と
い
う
２

分
類
で
は
収
ま
る
わ
け
は
な
く
、
さ
ら
に
高
度
な
理
解
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
五
行
の
調
和
＝
吉
・
幸
福
」
と
い
う
方
程
式
は
、
古
来
よ
り
延
々
と
語
り
継
が
れ
て
き
た
定
理
の

よ
う
な
考
え
方
で
は
あ
り
ま
す
が
、
実
証
的
に
、
今
一
度
見
直
す
べ
き
余
地
を
抱
え
た
問
題
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

右
の
よ
う
に
「
今
一
度
見
直
す
べ
き
」
と
書
い
た
の
は
３
年
ほ
ど
前
。
そ
の
す
ぐ
あ
と
「
通
変
の
調

和
」
と
い
う
視
点
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
解
決
し
ま
し
た
。
『
滴
天
髓
』
は

名
著
で
す
が
、
「
五
行
の
調
和
」
だ
け
で
、
人
の
幸
不
幸
を
論
じ
て
い
た
点
は
大
き
な
誤
り
と
言
え
ま
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す
。
な
お
、
「
通
変
の
調
和
」
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
サ
ク
サ
ク
わ
か
る

四
柱
推
命
の
本
』
を
参
照

し
て
く
だ
さ
い
。

人
道

《
天
を
戴
き
、
地
を
履
み
、
人
は
貴
と
な
す
。
順
す
な
わ
ち
吉
、
凶
す
な
わ
ち
悖
る
。
》

い
た
だ

ふ

も
と

※
載
〈
タ
イ
〉
…
〈
動
詞
〉
い
た
だ
く
。
じ
っ
と
頭
の
上
に
の
せ
て
お
く
。

※
履
〈
リ
・
ハ
ク
〉
…
〈
動
詞
〉
ふ
む
。
足
で
ふ
む
。
人
と
し
て
の
道
。

※
悖
〈
ハ
イ
〉
…
〈
動
詞
〉
も
と
る
。
道
理
に
そ
む
く
。

※
凡
〈
ハ
ン
・
ボ
ン
〉
…
〈
副
詞
〉
お
よ
そ
。
総
じ
て
。
全
体
を
お
し
な
べ
て
。
全
部
で
。

※
物
〈
ブ
ツ
・
モ
ツ
〉
…
〈
名
詞
〉
動
物
・
植
物
・
鉱
物
に
３
別
し
、
ま
た
天
然
物
、
人
工
物
に
両
分
す
る
天

地
間
に
存
在
す
る
も
の
。
物
事
。
事
柄
。

※
即
〈
シ
ョ
ク
・
ソ
ク
〉
…
〈
副
詞
〉
す
な
わ
ち
。
〈
接
続
詞
〉
た
と
え
。
仮
定
の
意
を
表
わ
す
。
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※
羽
・
蟲
（
虫
）
・
毛
・
鱗
・
介
〈
カ
イ
〉
…
「
羽
」
は
鳥
類
。
「
蟲
」
は
昆
虫
。
「
毛
」
は
獣
。
「
鱗
」
は

魚
類
。
「
介
」
は
貝
類
。

※
專
＝
専
〈
セ
ン
〉
…
〈
動
詞
〉
も
っ
ぱ
ら
に
す
る
。
ひ
と
り
じ
め
に
す
る
。

※
屬
＝
属
〈
ゾ
ク
〉
…
〈
動
詞
〉
仲
間
に
入
っ
て
い
る
。

※
如
〈
ジ
ョ
・
ニ
ョ
〉
…
〈
接
続
詞
〉
ご
と
き
は
。
文
の
始
め
に
つ
け
て
、
…
な
ど
は
。
…
に
い
た
っ
て
は
。

※
惟
〈
イ
・
ユ
イ
〉
…
〈
副
詞
〉
た
だ
そ
れ
だ
け
。

※
中
…
〈
動
詞
〉
あ
た
る
。
か
な
め
を
つ
き
と
お
す
。
ま
ん
な
か
に
く
る
。

※
獨
＝
独
〈
ド
ク
〉
…
〈
副
詞
〉
ひ
と
り
。
そ
れ
だ
け
。

【
解
説
】

『
滴
天
髓
』
の
前
文
に
〈
五
気
の
偏
り
と
全
く
す
る
は
、
吉
と
凶
を
定
む
る
。
〉
と
あ
り
ま
し
た

か
た
よ

ま
っ
た

さ
だ

が
、
こ
の
句
で
は
「
人
道
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
順
悖
」
に
よ
り
、
同
様
に
吉
と
凶
の
相
違
が
発
生

す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
〈
天
を
戴
き
、
地
を
履
み
、
人
は
貴
と
な
す
。
〉
と
あ
り
ま
す
が
、
万
物
の
霊
長
で
あ
る
か

い
た
だ

ふ

き

ら
人
は
〈
貴
と
な
す
〉
と
い
っ
て
い
る
と
解
す
る
の
は
い
か
に
も
現
代
的
な
解
釈
で
し
か
な
く
、
正
し

き
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い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
人
は
〈
貴
と
な
す
〉
と
い
っ
て
い
る
根
拠
は
、
人
の
み
が
、
陰
陽
五
行
論
で
示

き

さ
れ
る
天
と
地
の
は
た
ら
き
で
あ
る
五
行
の
気
に
呼
応
し
得
る
唯
一
の
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
か
ら
な
の
で
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
任
註
に
古
の
人
々
の
世
界
観
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
次
の
よ
う
な
興

い
に
し
え

か
い
ま

味
深
い
一
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

凡
物
莫
不
得
五
行
戴
天
履
地
。
即
羽
（
蟲
が
脱
字
？
）
毛
鱗
介
。
亦
各
得
五
行
專
氣
而
生
。
如
羽
蟲
屬

火
。
毛
屬
木
。
鱗
屬
金
。
介
屬
水
。
惟
人
屬
土
。
土
居
中
央
。
木
火
金
水
中
氣
所
成
。
獨
是
五
行
之
全

爲
貴
。

〈
お
よ
そ
こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
は
、
天
を
戴
き
、
地
を
履
み
、
五
行
（
の
気
）
を
得
な
い
も

い
た
だ

ふ

の
は
な
い
。
鳥
類
、
獣
、
魚
類
、
貝
類
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
五
行
を
得
、
そ
の
気
を
も
っ
ぱ
ら
と

し
、
生
ま
れ
る
。
鳥
類
と
昆
虫
は
火
に
属
し
、
獣
は
木
に
属
し
、
魚
類
は
金
に
属
し
、
貝
類
は
水
に

か

も
く

き
ん

す
い

属
す
る
。
た
だ
人
の
み
が
土
に
属
す
る
。
（
人
が
属
す
る
）
土
は
中
央
に
あ
り
、
木
火
金
水
の
気
を

ど

成
す
と
こ
ろ
に
中
た
る
。
（
そ
れ
ゆ
え
）
人
の
み
が
五
行
を
全
く
し
、
貴
と
な
す
。
〉

あ

ま
つ
た

首
肯
で
き
る
内
容
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
陰
陽
五
行
論
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
部
分
は
あ
り
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ま
す
。
ま
た
「
貴
」
の
意
味
は
、
日
本
語
の
「
と
お
と
い
」
で
は
な
く
、
「
希
少
な
存
在
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
『
滴
天
髓
』
原
文
に
も
た
び
た
び
「
貴
」
の
文
字
を
見
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
留
意
す
べ
き
点
と
な
り
ま
す
。

続
い
て
、
〈
順
な
れ
ば
す
な
わ
ち
吉
、
凶
は
す
な
わ
ち
悖
る
。
〉
と
あ
り
ま
す
が
、
前
句
で

も
と

「
偏
全
」
に
よ
り
吉
凶
が
定
ま
る
と
い
わ
れ
、
こ
こ
で
は
吉
凶
は
「
順
悖
」
に
よ
る
、
と
異
な
る
表

へ
ん
ぜ
ん

じ
ゅ
ん
は
い

現
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
偏
全
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
五
行
そ
れ
ぞ
れ
の
力
量
的
な
面
の
こ
と
で
し
た
が
、
こ
こ
で
は

〈
天
を
戴
き
、
地
を
履
み
〉
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
干
と
地
支
蔵
干
の
関
わ
り
に
触
れ
ら
れ
て
い
る

い
た
だ

ふ

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
順
悖
」
は
、
四
柱
八
字
に
お
け
る
干
・
蔵
干
の
並
び
方
に
起
因
す

る
、
構
造
に
由
来
す
る
作
用
的
な
相
違
に
触
れ
た
視
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

四
柱
八
字
は
天
干
と
蔵
干
で
構
成
さ
れ
、
干
と
干
が
隣
接
す
る
こ
と
に
よ
り
生
・
剋
・
幇
の
作
用
の

せ
い

こ
く

ほ
う

影
響
を
及
ぼ
し
合
っ
て
い
ま
す
が
、
「
順
悖
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
干
の
並
び
方
に
よ
り
発
生
す

る
生
・
剋
・
幇
の
作
用
の
結
果
が
、
日
干
の
強
弱
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
こ
と
が
吉
と
凶
の
現
わ
れ

方
の
違
い
に
関
わ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
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任
註
に
「
順
悖
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま
す
。

如
天
干
氣
弱
。
地
支
生
之
。
地
支
神
衰
。
天
干
輔
之
。
皆
爲
有
情
而
順
則
吉
。
如
天
干
衰
弱
。
地
支
抑

之
。
地
支
氣
弱
。
天
干
剋
之
。
皆
爲
無
情
而
悖
則
凶
也
。

〈
た
と
え
ば
天
干
の
気
が
弱
く
、
地
支
が
こ
れ
を
生
じ
る
。
（
あ
る
い
は
）
地
支
の
神
が
衰
え
、
天

干
が
こ
れ
を
輔
け
る
。
み
な
有
情
に
し
て
順
で
あ
る
の
で
、
吉
で
あ
る
。
た
と
え
ば
天
干
が
衰
え
弱

た
す

く
、
地
支
が
こ
れ
を
抑
え
る
。
（
あ
る
い
は
）
地
支
の
気
が
弱
く
、
天
干
が
こ
れ
を
剋
す
。
み
な
無

情
に
し
て
悖
で
あ
る
の
で
、
凶
で
あ
る
。
〉

『
滴
天
髓
』
で
は
、
日
干
を
中
心
に
据
え
て
、
そ
の
強
弱
を
も
と
に
吉
凶
の
判
別
を
す
る
の
が
原
理

・
原
則
で
す
か
ら
、
そ
の
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
右
の
一
文
を
理
解
す
る
な
ら
、
大
い
に
参
考
に
な
る
面

は
あ
る
と
言
え
ま
す
。

ま
た
日
本
の
書
店
に
並
ん
で
い
る
推
命
の
書
に
、
生
じ
る
の
は
吉
で
あ
り
、
剋
す
る
の
は
凶
で
あ
る

と
い
う
硬
直
し
た
理
解
を
も
と
に
し
た
解
説
を
多
く
み
か
け
ま
す
が
、
２
０
０
年
ほ
ど
前
に
著
わ
さ
れ

た
任
註
に
、
す
で
に
生
と
剋
の
作
用
は
、
四
柱
八
字
の
状
態
に
よ
り
、
吉
に
な
る
こ
と
も
凶
に
な
る
こ

と
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。




