
王
充
『
論
衡
』
の
思
想
に
お
け
る
批
判
的
合
理
性
と

科
学
的
思
惟
と
の
関
連
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
に
つ

い
て

後
漢
期
最
大
の
合
理
的
思
想
家
と
い
わ
れ
る
王
充
、
字
は
仲
任

は
、
後
漢
の
光
武
帝
の
建
武
一
一
一
年
(
N
、
ご
「
ロ
・
)
に
生
ま
れ
、
和
帝
の

ハ
1
)

永
一
苅
八
年
ハ

gkrロ
・
〉
ご
ろ
に
没
し
て
い
る
。
そ
の
著
立
制
衡
』
八

十
五
篇
は
主
充
が
ほ
と
ん
ど
一
生
を
つ
い
や
し
た
も
の
で
、
彼
の
思

想
の
ほ
ぼ
全
貌
を
今
に
つ
た
え
て
い
る
。

主
充
の
合
理
性
の
き
わ
だ
っ
た
点
は
、
天
と
人
間
世
界
(
と
り
わ

け
統
治
者
た
る
君
主
)
と
が
た
が
い
に
感
応
し
あ
っ
て
政
治
世
界
が
展

開
し
て
い
る
と
い
う
、
当
時
の
迷
信
的
な
天
人
感
応
の
思
潮
を
、
正

面
か
ら
批
判
し
た
点
に
あ
る
。
彼
は
い
う
。

天
、
よ
く
人
君
に
謎
告
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
ま
た
よ
く
こ
と
さ

ら
に
聖
君
を
命
ぜ
ん
。
才
を
え
ら
ぶ
こ
と
実
舜
の
ご
と
く
せ

ん
。
:
・
:
ム
ウ
は
す
な
わ
ち
然
ら
ず
。
庸
庸
の
君
を
生
、
ず
。
道
を

失
い
、
徳
を
廃
す
る
に
、
随
い
て
こ
れ
に
議
告
す
る
は
、
何
ぞ

天

の

労

す

る

を

は

ば

か

ら

ざ

る

や

。

ハ

自

然

〉

堀

池

信

夫

天
が
人
君
に
謎
告
す
る
ほ
ど
に
有
意
志
な
る
も
の
な
ら
ば
、
い
ち

い
ち
諮
告
ず
る
よ
り
も
は
じ
め
か
ら
聖
賢
を
君
主
に
命
じ
て
お
く
は

ず
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
凡
庸
な
君
主
が
登
場
す
る
。
だ
か
ら
天
に

意
志
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
も
な
く
、
そ
の
う
え
庸
君
の
失
致
の
た
び
に

謎
告
す
る
と
は
、
天
と
は
そ
れ
ほ
ど
に
こ
ま
め
な
も
の
、
だ
ろ
う
か
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
天
と
人
と
の
感
応
の
思
想
は
わ
れ
わ
れ
の
限
か
ら

は
、
ま
こ
と
に
非
合
漢
、
呪
術
的
に
見
え
る
。
だ
が
、
天
が
人
間
の
ま

ち
が
い
を
見
て
災
害
を
く
だ
し
て
と
が
め
る
と
い
う
こ
の
思
想
は
、

当
時
の
知
識
水
準
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
合
理
的
な
も
の
と
み

ハ
2
〉

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
点
で
は
王
充
の
合
理

的
知
性
は
、
明
ら
か
に
当
時
の
水
準
を
抜
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
合
理
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
思
想
の
根
底
に

は
そ
れ
と
全
く
背
反
す
る
恐
る
べ
き
非
合
理
的
宿
命
論
が
存
在
し
て

い
た
。
彼
は
い
う
c

( 3 ) 



め
ぐ
れ
γ
あ
い

お
よ
そ
人
の
遇
偶
と
累
位
一
一
向
に
遭
う
と
は
み
な
命
に
よ
る
な
り
。

死
生
寿
夫
の
命
あ
り
、
ま
た
貴
賎
貧
富
の
命
あ
り
。
王
公
よ

り
庶
人
に
お
よ
ぶ
ま
で
、
聖
賢
よ
り
下
怒
に
お
よ
ぶ
ま
で
、

:
;
:
命
あ
ら
ざ
る
な
し
。
命
の
貧
賎
に
あ
た
れ
ば
、
こ
れ
を
富

貴
に
す
と
い
え
ど
も
な
お
栂
患
に
わ
た
る
。
命
の
富
貴
に
あ
た

れ
ば
、
こ
れ
を
貧
践
に
す
と
い
え
ど
も
な
お
揺
議
間
に
あ
う
o
rゆ

え
に
命
の
貴
な
る
は
賎
地
に
従
う
も
お
の
や
す
か
ら
達
し
、
命
の

賎
な
る
は
寓
位
に
従
う
も
お
の
ず
か
ら
危
し
。
(
命
隷
〉

つ
ま
り
王
充
は
人
間
の
運
命
は
ど
ん
な
こ
と
、
が
あ
っ
て
も
絶
対
に

変
更
で
き
ぬ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
五
充
の
反
迷
信
的
合
理
性
と
こ
の
宿
命
論
と
は
ま
さ
に
完
全
な
二

律
背
反
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
二
律
背
反
は
、
彼
の
思
想
体
系
中

に
、
意
外
に
も
整
合
的
に
位
援
づ
け
う
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
こ

れ
ほ
ど
明
確
な
二
律
背
反
を
整
合
し
う
る
王
充
一
の
体
系
と
は
、
い
っ

た
い
ど
う
い
う
性
格
の
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な

る
。
二
律
背
反
が
ど
の
よ
う
に
し
て
整
合
さ
れ
る
か
と
い
う
具
体
的

内
容
は
、
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
本
稿
の
目
的
は
、
彼
の
思
想
体

系
の
そ
の
精
造
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
筆
者
は
そ
の
た
め
の
実
際
的
方
法
と
し
て
、
彼
の
反
迷
信
的

合
理
性
の
も
つ
批
判
主
義
の
性
格
と
、
自
然
科
学
に
対
す
る
思
惟
と

(
3〉

を
分
析
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

以
下
、
具
体
的
な
論
託
に
す
す
む
が
、
ま
ず
、
彼
が
さ
ま
ざ
ま
の
迷

信
的
現
象
に
対
し
て
お
こ
な
っ
た
批
判
の
実
態
を
見
る
こ
と
か
ら
は

じ
め
よ
う
。

最
初
は
穀
物
に
あ
た
え
る
虫
の
害
を
め
ぐ
る
迷
信
的
な
解
釈
と
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
王
充
の
意
見
で
あ
る
。

変
復
の
家
、
虫
の
穀
を
食
ら
う
は
部
吏
の
い
た
す
所
な
り
と
い

う
。
(
部
吏
が
)
貧
狼
し
て
浸
漁
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
虫
は
穀
を

食
ら
う
。
(
虫
の
〉
身
黒
く
頭
赤
き
は
す
な
わ
ち
武
官
、
一
浪
黒
く

身
赤
き
は
す
な
わ
ち
文
官
な
り
。
罰
を
虫
の
象
類
す
る
所
一
の
吏

に
加
う
れ
ば
す
な
わ
ち
虫
は
滅
怠
し
て
ま
た
あ
ら
わ
れ
ず
、

と

。

(

商

虫

)

( 4 ) 

こ
の
「
変
復
い
と
い
う
呪
術
専
門
家
の
所
説
に
対
し
て
彼
は
さ
ま

ざ
ま
の
批
判
を
加
え
る
。
そ
の
っ
こ
を
あ
げ
れ
ば
、
こ
う
で
あ

る
。
現
実
に
は
「
身
黒
レ
や
コ
政
赤
い
な
ど
以
外
に
も
自
や
寅
な
ど

他
の
色
の
虫
も
多
い
の
だ
か
ら
変
復
説
は
あ
て
に
は
な
ら
な
い
、
虫

は
南
風
に
よ
っ
て
絶
滅
す
る
こ
と
が
多
い
が
そ
の
時
そ
の
虫
に
対
応

す
る
官
吏
が
必
ず
誌
を
受
け
て
い
る
な
ど
の
こ
と
は
な
い
、
等
々
。

虫
世
帯
と
官
吏
一
の
怒
事
と
の
照
応
関
係
は
こ
の
よ
う
な
論
に
よ
っ
て
一
台

定
さ
れ
る
。

王
充
は
迷
信
的
な
鬼
一
(
死
者
の
霊
魂
〉
の
思
想
に
対
し
て
も
批
判
を



お
こ
な
っ
て
い
る
。

お
よ
そ
天
地
の
問
に
鬼
あ
る
は
、
人
死
し
て
精
神
こ
れ
を
な
す

に
あ
ら
ず
。
み
な
人
の
思
念
存
想
の
い
た
す
所
な
り
。
こ
れ
を

い
た
す
は
何
に
出
る
や
。
疾
病
に
由
る
な
り
。
人
、
病
め
ば
す

な
わ
ち
憂
懐
し
、
憂
懐
す
れ
ば
す
な
わ
ち
，
鬼
出
ず
。
(
訂
鬼
〉

鬼
の
出
現
は
ま
っ
た
く
人
間
の
妄
想
錯
覚
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ

は
何
ら
か
の
病
気
に
よ
る
な
や
み
に
起
因
す
る
と
い
う
。
鬼
と
い
う

超
自
然
的
な
存
在
を
、
人
間
の
心
理
的
提
造
物
と
し
て
合
理
化
し
て

い
る
の
で
占
め
る
。

つ
づ
い
て
呪
術
的
な
祭
犯
に
つ
い
て
の
批
判
で
あ
る
。

世
の
祭
犯
を
信
ず
る
も
の
お
も
え
ら
く
、
似
加
配
す
れ
ば
必
ず
福

あ
り
、
祭
記
せ
ざ
れ
ば
必
ず
禍
あ
り
。
こ
こ
を
も
っ
て
病
作
れ

ば
崇
を
ト
し
、
京
得
ら
る
れ
ば
犯
を
修
め
、
記
お
わ
れ
ば
意
解

く
。
意
解
く
れ
ば
病
己
む
:
:
:
。
突
は
祭
犯
の
意
、
主
人
み
ず

か
ら
恩
怒
を
つ
く
す
の
み
。
鬼
神
は
い
ま
だ
必
ず
し
も
歌
享
せ

ざ

る

な

り

。

(

配

義

)

鬼
神
が
た
た
り
を
お
こ
し
て
人
に
窓
口
惑
を
あ
た
え
る
が
た
め
に
祭
犯

を
お
こ
な
っ
て
害
を
の
が
れ
る
と
い
う
俗
説
に
対
し
て
、
王
充
は
祭

柁
と
は
主
人
が
日
々
の
恩
恵
を
あ
た
え
て
く
れ
る
自
然
へ
の
感
謝
の

念
を
あ
ら
わ
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。
祭
記
自
体
は
こ
の

意
味
に
お
い
て
許
察
さ
れ
る
が
、
超
r

自
然
的
な
た
た
り
な
ど
は
否
定

さ
れ
る
。
王
充
に
や
や
お
く
れ
る
が
、
典
型
的
儒
家
説
た
る
鄭
玄
説

が
「
福
を
求
む
る
を
礁
と
い
い
、
求
む
る
を
得
る
を
制
と
い
う
い

Q
周
礼
h

「
小
宗
佑
ケ
沈
〉
の
ご
と
く
呪
術
色
を
残
す
も
の
で
あ
る
点

か
ら
み
る
と
、
主
充
の
説
は
当
時
と
し
て
は
ま
こ
と
に
合
理
性
の
勝

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
実
感
し
う
る
だ
ろ
う
。

主
充
の
批
判
の
い
く
つ
か
を
実
際
に
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
の

対
象
は
さ
ま
ざ
ま
、
方
法
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
し
か
し
少
い
例

だ
が
そ
れ
ら
を
通
じ
て
抽
出
し
う
る
ひ
と
つ
の
性
格
は
、
す
べ
て
超

自
然
的
現
象
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
批

判
の
方
法
に
お
い
て
は
、
日
常
的
な
範
関
で
経
験
し
う
る
知
識
に
も

と
づ
く
合
理
性
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
超
自
然
的
現
象
を
経
験
的
合
理
性
に
よ
っ
て
批
判
す
る
、
と
い

う
の
が
主
充
の
批
判
の
構
造
で
あ
る
。
こ
の
構
造
に
そ
っ
て
さ
き
に

み
た
話
柄
を
蝦
次
も
う
い
ち
ど
整
理
し
て
み
よ
う
。

虫
尚
一
一
同
の
批
判
に
は
彼
が
日
常
的
に
経
験
し
て
得
た
知
識
が
駆
使
さ

れ
て
い
る
。
盛
岡
虫
の
体
色
の
多
様
性
や
害
虫
絶
滅
の
季
節
・
気
候
的

知
識
な
ど
。
こ
の
他
に
も
害
虫
の
つ
き
や
す
い
穀
物
の
知
識
、
湿
媛

一
併
に
は
虫
が
生
じ
て
乾
冷
所
に
は
生
じ
な
い
な
ど
の
知
識
等
々
、
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
ご
く
常
識
的
な
こ
と
ま
で
含
め
て
日
常
的
事
実

に
注
意
が
ょ
せ
ら
れ
て
、
虫
害
と
官
吏
と
の
対
応
が
否
定
さ
れ
て
い

る
。
な
ぜ
王
充
が
こ
の
よ
う
な
害
虫
知
識
な
ど
を
も
て
た
か
と
い
う

( 5 ) 



と
、
じ
つ
は
彼
自
身
、
一
時
穀
物
管
理
の
小
役
人
だ
っ
た
可
能
性
が

(
4〉

あ
る
の
で
あ
る
。
鬼
に
つ
い
て
の
批
判
で
は
、
鬼
を
完
全
に
心
理

的
援
造
物
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
経
験
を
越
え
る
も
の
の
実
在

を
否
定
す
る
。
祭
紀
へ
の
批
判
も
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
以
上
よ

り
す
れ
ば
、
主
充
の
合
理
性
は
日
常
経
験
に
基
盤
を
お
き
日
常
経
験

の
範
簡
に
郎
総
せ
ぬ
よ
う
に
成
立
し
て
い
る
も
の
と
ま
と
め
う
る
だ

ろ
う
。さ

て
、
こ
の
日
常
経
験
は
、
つ
ね
に
な
ま
の
形
の
ま
ま
で
は
な

く
、
あ
る
程
度
の
一
般
化
が
な
さ
れ
て
さ
ま
ざ
ま
の
現
象
へ
の
適
用

が
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
際
、
彼
が
し
ば
し
ば
も
ち
い
る

方
法
は
類
推
1
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
た
と
え
ば
彼
は
、
天
地
問
の

存
在
者
は
す
べ
て
気
に
よ
っ
て
成
っ
て
い
る
と
い
う
確
信
を
抱
い
て

い
た
が
、
こ
の
確
信
も
類
推
の
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

儒
者
論
じ
て
臼
く
、
天
地
は
こ
と
さ
ら
に
人
を
生
ず
、
と
。
こ

た
ま
た
ま

の
一
一
一
日
は
妄
な
り
。
そ
れ
天
地
の
気
を
合
わ
せ
人
の
偶
お
の
@
す

か
ら
生
ず
る
は
、
な
お
夫
婦
の
気
を
合
わ
せ
て
子
す
な
わ
ち
お

そ
す
か
ら
生
ず
る
が
ご
と
し
。
:
:
・
夫
婦
は
こ
と
さ
ら
に
子
を

生
ま
ざ
る
を
も
っ
て
天
地
の
こ
と
さ
ら
に
人
を
生
ぜ
ざ
る
を
知

る
な
り
。
し
か
ら
ば
す
な
わ
ち
人
の
天
地
に
生
ず
る
は
、
な
お

魚
の
溺
に
生
じ
、
機
一
誌
の
人
に
生
ず
る
が
ど
と
し
。
気
に
国
り

て
生
ず
る
も
の
、
衆
類
あ
い
産
す
る
も
、
万
物
の
天
地
問
に
生

ず

る

や

、

み

な

一

実

な

り

。

〈

物

勢

〉

天
地
と
夫
婦
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
り
、
天
地
も
人
も
物
質
的
な
気

と
し
て
と
ら
え
う
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
「
気
に
国
り

て
」
生
ず
る
万
物
は
「
天
地
の
間
」
に
お
い
て
ま
っ
た
く
ご
実
i

一

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
物
質
的
存
在
者
は
、
物
質
と
し
て
自
然
的
な
有
機
的
展

開
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
「
奇
怪
」
篇
に
お
い
て

完
と
舜
と
が
竜
の
子
で
あ
る
と
い
う
伝
説
を
批
判
し
て
い
る
が
、
そ

の
際
に
彼
は
、
生
物
に
は
そ
れ
な
り
の
自
然
的
有
機
的
な
展
開
が
あ

る
こ
と
を
論
拠
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
合
鼠
の
類
は
あ
い
と
も
に
牝
牡
を
な
す
。
牝
牡
の
会
は
み

な
同
類
の
も
の
を
見
れ
ば
精
感
じ
て
欲
動
き
で
す
な
わ
ち
よ
く

授
施
す
。
:
:
:
今
、
竜
と
人
と
は
類
を
異
に
す
れ
ば
、
何
ぞ
よ

く

人

を

感

ぜ

し

め

て

気

を

施

さ

ん

や

。

〈

奇

怪

)

こ
う
し
た
物
質
的
自
然
世
界
の
有
機
的
展
開
は
天
が
な
き
し
め
て
い

る
の
で
は
な
い
。
天
は
無
為
で
あ
っ
て
、
自
然
世
界
は
そ
れ
自
体
に

お
い
て
ま
っ
た
く
お
の
ず
か
ら
し
か
る
、
が
ま
ま
に
あ
る
。
人
為
も
自

然
の
無
為
の
前
に
は
色
あ
せ
て
、
物
質
的
自
然
世
界
は
そ
れ
自
体
に

お
い
て
過
不
足
な
く
運
動
展
開
す
る
完
援
な
も
の
と
さ
れ
る
。

( 6 ) 



天
道
は
無
為
な
る
が
ゆ
え
に
春
は
生
を
な
さ
ず
、
一
皮
も
長
を
な

さ
ず
、
秋
も
成
を
な
き
ゃ
す
、
冬
も
蔵
を
な
さ
ず
。
磁
気
お
の
ず

か
ら
出
で
て
物
お
の
ず
か
ら
生
一
長
し
、
陰
気
お
の
ず
か
ら
起
こ

い

ど

ち

ょ

す

い

ち

っ

く

り
て
物
お
の
ず
か
ら
成
蔵
す
。
井
を
汲
み
、
肢
を
決
り
て
関

田
穣
滅
す
れ
ば
、
物
亦
り
生
長
す
る
も
、
一
掃
然
と
し
て
雨
ふ
れ

う
る
お

ば
物
の
茎
業
根
亥
、
あ
ま
ね
く
濡
わ
ざ
る
な
し
。
:
:
:
も
と
も

と
そ
の
功
を
求
め
ざ
る
、
が
ゆ
え
に
功
立
ち
、
も
と
も
と
名
を
求

め
ざ
る
が
ゆ
え
に
名
成
る
。
一
需
然
の
雨
の
功
と
名
と
は
大
な

り
。
天
地
は
な
さ
ざ
る
な
り
。
気
、
和
し
て
雨
お
の
ず
か
ら
集

ま

る

な

り

。

(

自

然

)

す
で
に
見
た
よ
う
に
壬
充
の
合
理
性
に
よ
れ
ば
趨
自
然
的
事
象
も

す
べ
て
は
日
常
的
経
験
的
枠
組
の
う
ち
に
還
元
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
合
理
性
が
も
っ
と
も
す
ば
ら
し
い
形
で
発
揮
さ
れ
た
一
例
、
認
調

衡
b

一
書
中
の
白
筋
、
圧
巻
と
も
い
う
べ
き
一
例
と
し
て
、
「
雷
虚
!
一

(
5〉

篇
中
に
み
ら
れ
る
震
の
俗
信
の
否
定
を
あ
げ
よ
う
。

当
時
、
民
間
に
は
次
の
よ
う
な
雷
の
伝
承
が
あ
っ
た
。
真
夏
に
震

が
落
ち
、
家
屋
樹
木
を
破
壊
し
、
時
に
は
人
を
殺
す
の
は
天
の
怒
り

で
あ
る
、
請
が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
鳴
る
の
は
天
の
怒
声
で
あ
る
、
と
。
ま
た

当
時
、
力
士
閥
的
の
雷
神
間
が
し
き
り
に
え
が
か
れ
、
雷
神
と
は
そ
の

よ
う
な
も
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
に
対
す
る
彼
の
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
も
、
そ
の
多
く
は
た
と

え
ば
、
雷
神
は
設
中
に
足
場
も
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
そ
こ
に
と

ど
ま
っ
て
雷
を
お
こ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
な
ど
、
ら
ち
も
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
雷
神
図
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
宗
達
の
絵
な
ど
で
な

じ
み
、
深
い
も
の
だ
が
、
な
か
な
か
よ
く
で
き
た
想
像
図
で
あ
る
。
だ

か
ら
王
充
の
右
の
よ
う
な
議
論
で
は
、
当
時
の
人
々
の
意
識
中
に
深

く
き
ざ
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
鴛
神
の
イ
メ
ー
ジ
を
ぬ
ぐ
い
去
る
に

は
、
説
得
力
不
足
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
ら

ち
も
な
い
批
判
の
な
か
に
、
じ
つ
は
韓
日
す
べ
き
批
判
が
埋
も
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
超
自
然
現
象
と
考
え
ら
れ
て
い
た
事
実
を

す
べ
て
自
然
現
象
と
と
ら
え
か
え
て
し
ま
う
、
驚
嘆
す
べ
き
思
堆
で

占

の

す

Q
O

( 7 ) 

実
説
す
れ
ば
、
雷
は
太
陽
の
激
気
な
り
。
:
;
:
盛
夏
の
時
、
太

陽
事
を
用
い
陰
気
こ
れ
に
乗
じ
、
陰
陽
分
争
す
れ
ば
す
な
わ
ち

き

L

あ
い
校
斡
む
。
き
し
め
ば
す
な
わ
ち
激
射
す
。
激
射
は
毒
を
な

h
h
γ
h
w
h
 

せ
ば
、
人
に
し
中
れ
ば
す
な
わ
ち
死
し
、
木
に
中
れ
ぽ
木
折
れ
、
震

に
中
れ
ば
屋
壊
る
。
:
:
:
何
を
も
っ
て
こ
れ
を
験
せ
ん
。
こ
こ

ろ
み
に
一
斗
の
水
を
も
っ
て
冶
鋳
の
火
に
そ
そ
げ
ば
気
は
激
し

勺、チ，、チ》

て
整
裂
す
る
こ
と
奮
の
音
の
ご
と
し
。
あ
る
い
は
こ
れ
に
近
づ

や

け
ば
必
ず
人
体
を
灼
く
。
:
:
:
そ
れ
雷
は
火
な
り
。
:
・
'
:
何
を

も
っ
て
一
審
は
火
な
る
を
験
せ
ん
。
人
の
雷
に
中
り
て
死
す
る
を



も
っ
て
、
っ
き
て
そ
の
身
を
諮
る
に
、
に
中
れ
ば
す
な
わ
ち

援
・
髪
は
焼
け
燥
、
げ
、
身
に
中
れ
ば
す
な
わ
ち
皮
膚
は
灼
け
煩

れ
、
そ
の
円
。
上
に
臨
め
ば

rrく
ハ
か
か
〉
を
聞
く
c
:
:
:
道
術

の
家
、
部
一
間
焼
石
の
色
赤
き
を
も
っ
て
井
中
に
投
ず
る
に
;
:
・
激

戸
大
い
に
鳴
り
て
震
の
状
の
ご
と
し
。
:
:
:
(
そ
の
さ
ま
は
〉
霞

か
が
や

の
時
に
あ
た
り
て
、
電
光
特
に
あ
ら
わ
れ
大
い
さ
火
の
耀
く
が

ご
と
L

o

-

-

:

;

(

雷
農
〉

の
姿
は
、
あ
た
か
も
ひ
と
り
の
近
代
的
自
然
科
学
者

の
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
解
釈
し
は
近
代
の
気
象
学
や
電

気
物
理
学
か
ら
み
れ
ば
あ
や
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
乏
し
い
情
報
量

の
も
と
に
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
フ
ル
活
用
に
よ
っ
て
雷
現
象
を
完
全
に

物
理
的
に
、
お
そ
ら
く
当
代
の
思
潮
に
あ
っ
て
は
最
高
度
の
合
理
性

を
も
っ
て
、
説
明
し
つ
く
し
て
い
る
。
こ
れ
は
王
充
の
理
性
の
訓
話

す
べ
き
卓
越
性
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の

点
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
潮
社
姓
に
十
二
分
の
敬
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ

る。 こ
こ
で
の

だ
が
こ
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
理
性
も
、
現
実
に
は
当
時
の
科
学
を

お
し
す
す
め
る
方
向
に
は
、
つ
い
に
む
か
わ
な
か
っ
た
。
科
学
的
合

理
主
義
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
組
害
す
る
方
向
に
む
か
つ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
の
実
例
と
し
て
、
彼
の
い
わ
ゆ
る

自
生
自
化
の
思
想
を
指
摘
し
う
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
の
思
想

は
、
論
理
的
に
は
比
較
的
単
純
な
が
ら
、
彼
の
多
方
面
に
わ
た
る
興

味
を
統
括
す
る
、
も
っ
と
も
重
要
な
視
座
と
な
っ
て
い
る
。

す
で
に
見
た
と
お
り
、
玉
充
は
存
在
者
は
す
べ
て
物
質
的
気
の
レ

ベ
ル
に
お
い
て
同
質
の
も
の
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
存
在
者

の
自
然
的
有
機
的
展
開
も
、
究
極
的
に
は
気
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
存
在
者
は
気
の
自
然
的
運
動
展
開
に
よ
っ
て
お
の

ず
か
ら
生
じ
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
。
た
と
え
ば
、

天
地
の
気
を
合
し
て
万
物
の
お
の
ず
と
生
ず
る
は
、
な
お
夫
婦

の
気
を
合
し
て
子
の
お
の
ず
と
生
ま
る
る
が
ご
と
し
。
ハ
自
然
〉

と
い
い
、
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
い
う
。

( 8 ) 

天
の
動
行
す
る
や
、
気
を
施
す
な
り
。
体
動
け
ば
気
す
な
わ
ち

出
で
て
物
す
な
わ
ち
生
ず
。
な
お
人
の
気
を
動
か
す
や
、
体
動

き
て
気
す
な
わ
ち
出
で
て
子
も
ま
た
生
ま
る
る
が
ご
と
き
な

り
。
そ
の
人
の
気
を
施
す
や
、
も
っ
て
子
を
生
ま
ん
と
す
る
に

あ
ら
ず
、
気
施
さ
れ
て
子
お
の
ず
と
生
ま
る
る
な
り
。
天
動
き

て
も
っ
て
物
を
生
、
、
せ
ん
と
す
る
に
あ
ら
ざ
る
も
、
物
お
の
ず
と

生
ず
。
こ
れ
す
な
わ
ち
自
然
な
り
。
気
を
施
す
も
物
を
な
さ
ん

と
せ
ず
し
て
物
お
の
や
す
か
ら
な
る
。
こ
れ
す
な
わ
ち
無
為
な
り

(
自
然
)

は
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
も
は
や
賛
蓄
を
つ
い
や
し
て
パ
ラ
フ



レ
イ
ズ
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
所
与
の
現
実
を
す
べ
て
気
に
還

元
し
て
、
気
の
自
然
的
運
動
展
開
と
み
る
こ
の
思
想
に
よ
れ
ば
、
す

で
に
み
た
虫
害
な
ど
も
、
生
物
を
構
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
気
の
レ

ベ
ル
に
ま
で
根
源
的
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
質
的
気
の
自

生
自
化
、
が
虫
の
食
穀
に
現
象
し
た
と
い
う
よ
う
に
把
握
し
な
お
せ

る
。
こ
の
思
想
が
、
彼
の
日
常
経
験
に
恭
'
躍
を
お
く
合
理
性
の
多
様

な
あ
ら
わ
れ
へ
の
、
統
一
的
な
理
論
的
根
拠
た
り
う
る
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
み
や
す
い
こ
と
と
思
う
。
し
か
も
こ
の
思
想
は
当
時
に
あ
っ

て
は
ま
こ
と
に
先
進
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
先
立
つ
も
の
を
不
同
定
す
る
、
完
全
な
る
無

(
6〉

神
論
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
天
す
ら
も
実
体
で
あ
る
以
上
、
存
在
者

で
あ
っ
て
存
在
者
に
先
立
つ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
す
ば
ら
し
い
思
想
に
も
、
し
か
し
な
が
ら
あ
る
欠
陥
が
伏
在

お

の

づ

な

し
て
い
た
。
「
物
自
か
ら
為
る
。
こ
れ
す
な
わ
ち
無
為
な
り
ー
…
(
自
然
)

と
、
高
然
的
な
も
の
は
無
為
で
あ
る
と
す
る
点
が
そ
れ
で
あ
る
。
も

の
ご
と
す
べ
て
が
自
生
自
化
の
無
為
に
帰
結
す
る
以
上
、
有
為
は
と

り
た
て
て
積
極
的
意
味
を
も
た
な
い
。
た
と
え
ば
一
王
充
は
「
岳
然
い

篇
に
お
い
て
、
自
然
に
応
じ
た
耕
作
は
許
容
で
き
る
が
、
宋
人
の

「
助
長
」
の
ご
と
き
行
為
は
許
せ
ぬ
と
、
あ
ら
ゆ
る
積
極
的
人
為
を

否
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
簡
単
に
考
え
て
み
て
も
、
科
学
は
呪

術
の
よ
う
に
か
な
り
積
極
的
人
為
の
要
素
を
も
つ
か
ら
、
主
充
に
と

つ
て
は
容
易
に
容
認
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
五
充
の
思
想
の
科
学

へ
の
阻
害
効
果
は
自
生
の
思
想
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る。
日
生
の
思
想
1

1

1
自
然
無
為
の
王
充
の
認
識
が
、
実
際
に
科
学
を

問
中
一
一
閃
し
た
例
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
漢
の
武
帝
の
寵
愛
し
た
玉
夫
人

Q
漢
議
h

で
は
李
夫
人
〉
の
死
後
、
方
士
に
命
じ
て
魂
招
き
の
儀
式
を

お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
姿
が
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
の
話
柄
に
つ
い

て
王
充
は
こ
う
い
う
。

道
士
、
方
術
を
も
っ
て
夫
人
の
姿
を
作
り
、
形
成
り
て
宮
内
を

出
入
す
。
武
帝
お
お
い
に
驚
き
て
立
ち
て
こ
れ
を
迎
う
る
に
た

ち
ま
ち
ま
た
見
え
ず
。
け
だ
し
自
然
の
真
に
あ
ら
ず
。
方
士
の

巧
妄
の
偽
な
る
が
ゆ
え
に
一
見
し
て
悦
惚
、
消
散
滅
亡
す
。
有

為
の
化
、
久
し
く
行
う
べ
か
ら
、
さ
る
こ
と
、
な
お
玉
夫
人
の
形

為
ら
わ

の
久
し
く
見
る
べ
か
ら
ざ
る
が
ご
と
き
な
り
。
(
自
然
〉

( 9 ) 

有
為
の
否
定
は
十
分
に
み
て
と
れ
よ
う
し
、
彼
の
考
え
は
ま
こ
と
に

も
っ
と
も
で
あ
る
Q

こ
の
話
柄
で
は
彼
は
自
然
に
反
す
る
有
為
を
超

自
然
的
非
合
理
的
な
つ
ま
や
か
し
の
呪
術
と
の
み
考
え
て
い
る
わ
け
だ

が
、
じ
つ
は
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
話
柄
に
倍
の
意
味
を
見
る
。
こ
の
話

柄
の
出
血
ハ
巧
漢
書
臼
「
外
戚
伝
」
に
よ
る
と
、
夫
人
の
姿
は
宮
内
を

出
入
し
た
の
で
は
な
く
、
夜
、
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
駿
幕
に
姿
が

う
か
び
あ
が
り
、
坐
し
、
歩
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
桓
諜



刊
新
論
b

で
は
た
だ
坐
っ
た
姿
一
の
み

が
う
か
び
あ
が
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
吋
漢
書
』
の
文
脈
で
は
決
し

て
武
曜
の
幻
視
錯
覚
な
ど
で
は
な
く
、
安
が
実
際
に
あ
ら
わ
れ
た
の

は
確
実
の
よ
う
な
の
で
あ
る
c

こ
う
な
る
と
話
は
た
ん
な
る
呪
術
で

は
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
方
士
は
夫
人
の
姿
を
鰻
幕
に
映
し
出
す

ト
リ
ッ
ク
を
も
ち
い
た
の
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な

〈

8
)

ト
リ
ッ
ク
か
。
も
ち
ろ
ん
幻
灯
で
あ
る
。
当
時
ピ
ン
ホ
ー
ル
・
カ
メ

(
8
)
 

ラ
の
原
理
は
知
ら
れ
て
い
た
し
、
漢
代
に
は
か
な
り
高
屈
折
率
の
ガ

(
9
)
 

ラ
ス
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
レ
ン
ズ
・
カ
メ
ラ
す
ら
も

可
能
だ
っ
た
ろ
う
。
主
充
が
ガ
ラ
ス
レ
ン
ズ
の
知
識
を
も
っ
て
い
た

と
怒
わ
れ
る
根
拠
が
あ
る
。

五
月
内
午
、
日
、
中
す
る
の
持
、
五
石
を
消
錬
し
、
鋳
て
も
っ

て
器
を
作
り
て
磨
璃
す
れ
ば
光
を
生
、
ず
。
仰
い
で
も
っ
て
日
に

む
か
え
ば
す
な
わ
ち
火
、
来
た
り
至
る
。
〈
率
性
)

こ
の
こ
ろ
陽
耀
と
い
う
名
称
で
、
四
国
鏡
に
よ
っ
て
火
を
得
る
方
法

が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
間
商
鏡
は
太
陽
に
か
ざ
す
必
要
は
な
く
、
ま

た
王
充
は
陽
燐
を
し
ば
し
ば
も
ち
出
し
て
議
論
す
る
こ
と
が
あ
る
の

ハ
m
w
)

だ
か
ら
、
こ
の
「
率
性

l

}

篇
の
よ
う
に
ま
わ
り
く
ど
い
説
明
は
必
要

な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
火
を
得
る
総
兵
が
レ
ン
ズ
で

(口一〉

あ
る
可
能
性
は
高
い
の
で
あ
る
。
一
上
充
は
こ
う
し
た
光
学
的
知
識
を

も
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
光
学
の
応
用
技
術
の
実
例
た
る
五

夫
人
の
幻
灯
を
、
呪
術
の
否
定
と
と
も
に
完
壌
に
葬
り
去
っ
て
し
ま

っ
た
の
で

L

あ
る
。

王
充
の
科
学
的
知
識
は
多
様
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
知
識
の
集
約

点
は
科
学
自
体
に
は
な
く
て
、
自
生
自
化
の
思
想
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
が
レ
ン
ズ
よ
り
も
さ
ら
に
い
っ
そ
う
判
然
す
る
実
例

を
、
天
文
学
の
分
野
に
お
い
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

当
時
の
宇
密
構
造
理
論
の
論
争
に
お
い
て
、

み
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
が
自
生
自
化

の
思
想
に
も
と
ぞ
つ
い
て
、
蓋
天
説
に
よ
っ
て
日
月
五
星
の
運
行
を
天

(
立
)

文
学
内
郊
の
問
題
と
し
て
う
ま
く
説
明
し
た
こ
と
も
有
名
で
あ
る
。

だ
が
壬
充
の
当
時
、
天
文
家
の
問
で
は
葦
天
説
よ
り
も
い
っ
そ
う
す

ぐ
れ
た
理
論
で
あ
る
探
天
説
が
も
は
や
常
識
と
な
っ
て
い
た
。
十
十
一
一
充

は
そ
れ
な
の
に
遅
れ
た
理
論
た
る
蓋
天
説
に
間
執
し
て
、
強
引
に
す

べ
て
を
説
明
し
つ
く
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
太
陽
の
出

入
に
つ
い
て
、
主
充
は
津
夫
説
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
な
説
明
を
す

る
〈
「
説
日
」
第
三

i
i
a
太
陽
は
沈
む
の
で
は
な
く
天
蓋
に
従
っ
て

遠
く
去
る
の
で
あ
っ
て
、
沈
む
よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
太
陽

が
昇
る
の
は
そ
の
逆
で
あ
る
、
と
。
彼
は
こ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に

次
の
よ
う
な
卓
抜
な
思
考
実
験
を
お
こ
な
う
。

こ
こ
ろ
み
に
一
人
を
し
て
大
掠
火
を
把
ち
て
、
夜
、
遂
の
平
易
に

( 10 ) 



し
て
険
無
き
を
行
か
し
む
。
去
る
人
一
塁
に
し
て
火
光
滅
ぶ
。

滅

ぶ

に

あ

ら

ず

、

透

き

な

り

。

(

説

日

〉

ま
こ
と
に
も
っ
と
も
な
話
の
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ

れ
の
日
常
、
太
陽
光
線
に
つ
い
て
経
験
す
る
次
の
よ
う
な
事
実
を
、

王
充
の
蓋
天
説
で
は
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
。
そ
れ
は
、
窓
か
ら

さ
し
こ
む
光
一
は
、
朝
は
部
屋
の
奥
一
を
照
ら
し
、
間
伐
に
近
、
ず
く
に
つ
れ

て
だ
ん
だ
ん
窓
ぎ
わ
に
よ
っ
て
ゆ
く
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
主
充
義

天
説
の
遠
近
論
で
は
、
極
端
に
い
え
ば
太
陽
光
線
は
一
日
中
、
窓
と

ほ
ぼ
平
行
に
さ
し
こ
む
か
も
し
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
泳
天
説
の
立
場

に
立
つ
も
の
は
、
と
っ
く
に
こ
の
事
実
に
気
づ
い
て
お
り
、
菱
天
説

を
批
判
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
い
う
。

ハ
王
充
の
先
輩
の
結
諦
が
)
諜
天
を
信
ず
る
も
の
に
告
げ
て
日
く
、

い
し
う
す

寸
天
も
し
磨
を
推
す
が
ご
と
く
右
転
し
て
日
の
西
行
す
れ

ひ

か

り

し

だ

い

ば
、
そ
の
光
景
は
ま
さ
に
こ
の
廊
下
を
照
ら
し
て
檎
に
東
す
る

の
み
に
し
て
(
廊
下
を
)
抜
け
出
し
去
る
べ
か
ら
ず
の
ハ
だ
が
実
際

は
〉
抜
け
出
し
去
れ
ば
、
こ
れ
滞
天
の
法
に
応
ず
る
な
り
。
浮

を
天
の
真
形
と
為
す
こ
と
、
こ
こ
に
お
い
て
知
る
べ
し
」
。

ハ
背
番
、
天
文
志
)

無
理
な
こ
じ
つ
け
を
せ
ず
と
も
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
よ
り
よ
く
簡
単

に
説
明
し
う
る
理
論
が
登
場
し
た
場
合
そ
れ
を
よ
り
真
実
に
近
い
理

論
と
考
え
る
の
が
科
学
的
合
理
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
主
充
が
蓋
天

説
に
間
執
す
る
の
は
、
決
し
て
科
学
的
合
理
的
な
態
度
と
は
い
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
五
充
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、
科
学
的
合
理
性
を
も
っ

(mv 

て
活
動
し
た
人
々
が
い
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
お
り
、
そ
の

よ
う
な
人
々
と
く
ら
べ
て
も
王
充
の
態
度
は
、
進
歩
的
な
も
の
だ
っ

た
と
は
い
い
が
た
い
。
壬
充
の
、
日
常
経
験
に
も
と
づ
く
自
生
自
化

の
合
理
思
想
は
、
結
局
は
科
学
的
思
惟
に
対
し
て
は
阻
害
効
果
し
か

も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
海
天
説
へ
の
批
判
の
次
の
文

は
そ
の
日
常
性
に
よ
る
阻
害
効
果
一
の
、
実
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

も
し
ま
こ
と
に
(
海
天
説
で
は
、
天
が
〉
地
中
を
運
行
す
れ
ば
、

地
を
う
が
つ
こ
と
二
人
に
し
て
転
じ
て
水
源
を
見
る
。
天
、
地

中
を
行
く
に
、
水
中
を
出
入
す
る
か
。
(
説
日
〉

さ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
よ
う
や
く
最
初
に
提
示
し

た
、
天
人
感
応
否
定
の
合
理
性
と
、
宿
命
論
と
の
二
律
背
反
の
問
題

に
た
ち
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
は
、
あ
く
ま
で
も
気
に
還
元
し

う
る
物
質
的
存
在
者
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
人
間
に
議
告
を
下
す

よ
う
な
有
意
志
な
る
も
の
で
は
な
い
。
自
生
自
化
の
物
質
の
有
機
的

展
開
の
も
と
に
あ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
自
生
白
化
で
あ
る
以

上
、
人
為
を
も
っ
て
天
に
対
し
て
何
ら
か
の
は
た
ら
き
か
け
を
お
こ

な
っ
て
も
、
無
意
味
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
人
間
も
自
一
生
自
化
の
物

質
的
有
機
的
展
開
の
連
鎖
中
に
あ
る
一
存
在
者
に
飽
な
ら
な
い
か

ら
、
人
簡
の
運
命
は
生
ま
れ
お
ち
た
と
た
ん
に
、
す
で
に
自
生
自
化

( 11 ) 



の
連
鎖
の
中
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。
変
改
は
最
初
か
ら
不
可
能
事
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
王
充
の
宿
命
論
で
あ
る
。

以
上
、
自
生
の
思
想
を
基
盤
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
天
人

感
応
批
判
と
宿
命
論
と
は
、
簡
単
に
整
合
さ
れ
う
る
。
つ
ま
り
、
玉

光
の
体
系
の
根
本
に
は
自
生
自
化
の
思
想
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ

の
自
生
自
化
の
思
想
が
科
学
的
思
般
の
方
向
へ
の
足
か
せ
と
な
っ
て

い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
王
充
の
思
想
に
お
い
て
、
自
生
自
化

の
思
想
は
、
一
方
で
は
天
人
感
応
批
判
の
ご
と
き
尖
鋭
な
政
治
批
判

の
武
器
と
な
り
、
し
か
も
そ
れ
と
矛
宿
す
る
お
そ
る
べ
き
宿
命
論
の

根
拠
と
も
な
り
、
そ
し
で
科
学
的
思
惟
へ
の
阻
効
果
を
も
た
ら

す
、
い
わ
ば
両
刃
の
剣
で
あ
っ
た
c

最
後
に
、
お
け
る
科
学
へ
の
朗
容
効
果
に
つ
い
て
、

rM化
以
外
の
も
う
ひ
と
つ
の
側
出
に
つ
い
て
論
及
し
て
、
こ
の
稿
を

結
び
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
事
実
を
ま
っ
た
く
相
反
す

る
こ
と
の
論
誌
の
た
め
に
、
安
易
に
用
い
て
は
ば
か
ら
な
い
と
い
う

王
充
の
姓

J

附
で
あ
る
。

た
と
え
ば
孔
子
が
律
を
吹
い
て
自
分
が
般
の
後
議
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
こ
の
吹
律
は
漢
の
当
時
流
任
し
た
、

音
響
の
共
鳴
現
象
に
も
と
づ
く
感
応
呪
術
で
、
一
代
最
高
の
呪
術
家

京
一
般
も
本
姓
は
李
で
あ
っ
た
が
、
吹
律
し
て
に
か
え
た
と
い
う

コ
口
川
一
房
伝
」
〉
。
『
白
虎
通
』
「
姓
名
!
一
第
に
は
こ
の
呪
術
に
つ
い

て
の
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
こ
の
呪
術
に
つ
い
て
王
充
は
「
実
知
い

篇
に
お
い
て
、

孔
子
、
生
ま
れ
て
そ
の
父
を
知
ら
ず
。
:
:
:
律
を
吹
き
て
み
ず

か
ら
段
の
宋
の
大
夫
子
氏
の
世
な
る
を
知
る
。
:
:
:
こ
れ
虚
な

れ
ソ
O

と
否
定
す
る
。
と
こ
ろ
、
が
そ
の
一
方
「
奇
怪
」
篇
に
お
い
て
は
、

聖
人
お
の
ず
か
ら
種
族
あ
り
。
・
:
・
:
孔
子
は
律
を
吹
き
て
み
ず

か
ら
般
の
後
な
る
を
知
る
。

と
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ひ
と
つ
の
事
実
を
相
反
し
た
論
拠

(
日
)

に
も
ち
い
る
こ
と
が
号
制
衡
い
に
は
か
な
り
多
い
。
も
っ
と
科
学
的

な
例
を
あ
げ
よ
う
。

当
時
、
「
日
月
の
体
は
室
内
い
と
い
う
(
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
て
正
し
い
〉

説
が
存
在
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ま
充
は
、
日
月
五
足
は
決
し
て
丸

く
は
な
く
、
遠
い
か
ら
丸
く
み
え
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
主
張
し
、

そ
の
論
拠
と
し
て
鼠
石
を
も
ち
出
す
タ

春
秩
の
崎
、
塁
、
宋
都
に
翼
つ
。
就
き
て
こ
れ
を
視
る
に
石
な

合
併
る

り
、
円
か
ら
ず
。
患
の
円
か
ら
ざ
る
を
も
っ
て
日
月
五
星
も
ま

た

円

か

ら

ざ

る

を

知

る

な

り

。

(

説

臼

〉

こ
の
あ
わ
や
ま
っ
た
推
論
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
彼
が
際
石
を
忠
一

と
し
て
あ
つ
か
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ
「
説
日
」
篇
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の
他
の
偶
所
で
は
、
彼
は
逆
に
際
石
は
援
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
は
、
阪
石
の
大
き
さ
が
天
上
に
見
え
る
問
中
一

と
向
じ
く
ら
い
の
大
き
き
で
あ
る
の
は
お
か
し
い
か
ら
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
一

l

今
、
産
の
賞
つ
る
を
見
る
に
、
天
に
在
る
時
の
ご
と
く

な
れ
ば
、
こ
れ
足
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
:
:
:
然
ら
ば
す
な
わ
ち
、
廷

は
足
の
形
な
る
も
そ
の
突
は
患
に
あ
ら
ざ
る
な
り
い
と
。

一
士
一
充
の
思
惣
の
根
本
を
形
成
す
る

'H生
当
化
の
忠
怨
が
科
学
を
阻

害
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
一
つ
の
事
実
を
二
つ
に
解
し
て
か
ま
わ
な
い

彼
の
性
向
も
や
は
り
科
学
的
認
識
を
阻
害
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ

(
お
)

ぅ
。
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
経
験
的
知
識
を
重

視
す
る
と
こ
ろ
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

王
充
の
日
常
的
な
経
験
に
基
盤
を
お
く
合
理
性
は
、
そ
の
徹
底
に

お
い
て
た
し
か
に
時
代
の
先
を
ゆ
く
進
歩
的
な
側
面
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
大
い
に
評
仰
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時

に
、
歴
史
的
限
界
と
い
う
に
は
(
腔
史
的
事
実
に
か
ん
が
み
て
も
〉
あ

ま
り
に
も
お
く
れ
す
、
ぎ
て
い
た
側
面
が
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
も
見

逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
総
体
と
し
て
の
主
充
の
思
想
を
明

確
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
彼
を
漢
代
の
思
想
史
上

民
正
し
く
位
鐙
づ
け
う
る
こ
と
に
な
る
と
筆
者
は
思
う
。

¥1)注

茨
lU事

(
吋
論
衡
校
釈
n

一
一
所
収
〉
に
よ
る
。

但)

拙
稿
「
字
街
的
思
惟
か
ら
内
的
思
弁
へ
」
(
反
抗
波
大
学
哲
学
・
思
想
学

系
論
集
h

昭
和
去
十
二
年
皮
)
七
一
一
一
頁
以
下
、
参
君
。

侯
外
厳
等
吋
中
間
忠
惣
通
史
h

第
二
巻
に
よ
る
と
、
壬
充
の
合
理
性
は

当
時
の
科
学
の
先
進
的
部
分
に
基
盤
が
あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち

「
王
充
的
自
然
科
学
知
識
雄
根
有
限
p

偲
他
運
用
着
幾
何
学
及
光
学
道

理
、
以
説
明
天
文
現
象
'
井
批
判
儒
者
的
鰐
説
P
A
A
其
思
想
与
自
然
科

学
有
合
理
連
結
的
地
方
。
・
:
:
-
H

九
章
算
術
H

和
H
W
陣
天
儀
H

的
出
現
F

也
約
和
主
充
同
時
代
p

悶
此
這
話
連
結
正
旧
党
反
映
出
唯
物
主
義
観
点
和

科
学
知
識
在
思
想
史
上
的
天
然
的
聯
系
。
復
次
3

王
充
之
注
意
自
然
科

学
又
与
其
反
宗
教
的
思
想
斗
争
宿
切
雨
不
可
分
3

図
為
科
学
正
是
無
神

論
者
的
武
器
」
(
一
一
一

O
ニ
頁
)
と
い
う
。
本
稿
の
も
う
ひ
と
つ
の
目
的

は
こ
の
主
張
の
あ
や
ま
り
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
る
。

一
戸
川
芳
郎
「
東
漢
初
期
に
あ
ら
わ
れ
た
政
治
思
想
の
一
形
態
」
(
円
中
国

古
代
史
研
究
b

第
一
一
一
、
古
川
弘
文
節
)
の
示
唆
に
よ
る
(
二
八
四
頁
)
。

露
出
正
己
「
王
充
の
俗
信
否
定
に
つ
い
て
」
(
円
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
h

ニ

ム
ハ
)
は
、
一
仰
向
の
都
信
否
定
に
つ
い
て
の
詳
細
に
わ
た
る
論
考
で
あ
る
。

参
君
。

こ
の
思
想
は
、
後
漢
期
の
宇
宙
生
成
論
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
。

前
掲
拙
稿
「
宇
宙
的
思
惟
か
ら
内
的
思
弁
へ
」
八
四
頁
以
下
、
参
君
。

ニ

1
ダ
ム
ヤ
中
国
の
科
学
と
文
明
』

7

(
橋
本
他
訳
、
思
索
社
〉
一
五

六
頁
。
一
一

l
ダ
ム
は
走
馬
灯
の
可
能
性
も
考
え
て
い
る
。

内
開
設
子
』
「
経
説
下
」

前
掲
戸
一
!
ダ
ム
書
、
二
ニ
一
一
具
、
参
君
。

事
実
、
「
率
性
」
篇
の
右
の
引
用
文
の
謹
前
に
、
揚
穫
に
言
及
し
て
い

( 13 ) 

(3) 、、，，J
i

A
吐

〆4
4
1

、
(5) (6) 、、，，J

門
s
g

/
f
t
x
 

~o) (9) (8) 



立母 ~~ ~~ ω 
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
「
説
日
」
「
詰
街
」
等
の
各
篇
に
も
言
及
が
あ

る。前
掲
一
一
!
ダ
ム
書
、
一
四
五
頁
。

前
掲
拙
稿
八
一
一
一
良
、
参
着

拙
稿
コ
ロ
川
一
間
仰
の
六
十
律
」
〈
吋
日
本
中
国
学
会
報
』
一
一
一
一
〉
参
君
。

塁
側
衡
h

が
か
な
り
長
期
間
に
わ
た
っ
て
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に

原
因
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
最
後
に
ま
と
め
一
る
際
に
少
し
手
を

入
れ
れ
ば
よ
い
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
や
は
り
王
充
自
身
の
性
格
に
問
題

、
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
c

こ
こ
に
歪
り
、
注
紛
の
「
中
間
思
想
通
史
』
の
主
張
は
完
全
に
あ
や
ま

り
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
思
う
。
主
充
一
に
当
時
の
先
進
的
科
学
を

あ
て
は
め
て
そ
の
合
理
性
を
評
価
す
る
の
は
い
わ
ば
N

ひ
い
き
の
ひ
き

倒
L
H
の
感
が
あ
る
の
で
あ
る
c

( 14 ) 

~QJ 
付
記

本
稿
は
昭
和
五
十
四
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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