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 凡 

例 

一
、 

本
論
文
に
掲
載
し
た
書
論
の
用
例
は
、
『
法
書
要
録
』
（
津
逮
秘
書
本
）
を
中
心
に
、
『
墨
池
編
』
（
朱
氏
刊
本
）
と
『
書
苑
精
華
』
（
汪
汝
瑮
家
蔵
本
）
を

参
照
し
て
引
用
し
た
。 

一
、
書
論
の
原
文
は
旧
漢
字
を
用
い
、
書
き
下
し
文
は
新
漢
字
を
用
い
た
。
句
読
、
書
き
下
し
文
は
、『
中
国
書
画
論
叢
書
』（
湖
南
美
術
出
版
社
）、『
中
国
書

論
大
系
』
（
二
玄
社
）
、
『
国
譯
書
論
集
成
』
（
東
学
社
）、『
精
萃
図
説
書
法
論
』（
西
東
書
房
）
を
参
照
し
て
選
定
し
た
。 

一
、
審
美
用
語
の
〈 

〉
括
弧
の
運
用
は
、
『
書
法
美
学
の
研
究
』
河
内
利
治
著
（
汲
古
書
院
）
に
し
た
が
っ
た
。 

一
、
用
例
の
原
文
に
無
い
が
、
意
味
の
連
絡
上
補
っ
た
部
分
は
、
〔 

〕
で
囲
み
、
原
文
を
省
略
す
る
部
分
は
、
〔
中
略
〕
で
囲
ん
だ
。
各
章
節
の
注
は
（
注
）

で
囲
ん
で
各
章
末
に
一
括
し
た
。 
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ま
え
が
き 

 
 

 

中
国
の
書
論
は
、
書
の
理
論
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
書
の
美
し
さ
を
探
求

す
る
と
い
う
理
論
で
も
あ
る
、
私
は
そ
う
考
え
て
い
る
。
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
書

の
美
し
さ
に
つ
い
て
の
論
が
多
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
書
論
に
は
書
作
の
美

し
さ
を
言
い
表
す
た
め
に
、
自
然
現
象
を
利
用
し
て
説
明
す
る
と
い
う
手
段
が
頻

繁
に
用
い
ら
れ
る
。
自
然
界
の
気
候
の
変
化
、
動
植
物
の
す
が
た
と
い
う
多
様
な

有
り
様
は
、
書
の
美
し
さ
を
表
現
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
媒
介
に
な
る
。
自
然

現
象
に
よ
っ
て
書
の
美
し
さ
を
描
写
す
る
考
え
方
が
、
書
論
の
構
築
に
と
っ
て
重

要
で
あ
る
。
た
と
え
書
作
の
実
物
を
見
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
書
論
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
喩
え
を
通
じ
て
、
こ
の
美
し
さ
を
連
想
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
書
作

の
実
物
を
実
際
に
見
ら
れ
ず
、
文
字
の
叙
述
で
書
の
美
し
さ
を
連
想
す
る
場
合
に
、

自
然
現
象
は
た
だ
喩
え
と
し
て
使
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
書
の
美
し
さ
を
追
求

す
る
重
要
な
手
本
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
書
論
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
自
然
現
象

の
喩
え
を
基
に
す
れ
ば
、
書
の
美
し
さ
を
理
解
し
、
表
現
し
や
す
く
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
書
論
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
作
上
で
の
書
の
表
現
が

さ
ら
に
豊
か
に
な
り
、
論
理
上
で
の
自
ら
の
審
美
意
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
書
の
美
し
さ
を
解
明
す
る
た
め
に
、
書
論
に
目
を
通
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

書
の
美
し
さ
を
表
わ
す
際
に
、
書
論
で
は
自
然
現
象
の
喩
え
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
そ
の
喩
え
が
持
つ
性
質
を
基
と
し
て
、
そ
の
喩
え
の

性
質
に
合
う
用
語
が
作
り
出
さ
れ
る
。
こ
の
用
語
を
通
し
て
、
書
の
美
し
さ
を
表

現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
美
し
さ
の
種
類
を
さ
ら
に
区
分
す
る
こ
と
が

で
き
、
各
種
類
の
美
し
さ
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
喩
え
の
性
質
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
用
語
は
、
書
の
美
し
さ
を
認
識
す
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ

の
中
で
、
同
じ
の
用
語
を
集
め
て
整
理
す
る
と
、
一
つ
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
集
約

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
多
様
な
術
語
に
ま
と
め
ら

れ
る
。
こ
の
術
語
は
、
書
の
美
し
さ
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
書
分
野
に
限
ら
れ

て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
術
語
は
、
書
の
美
し
さ
を
解
明
す
る
た
め
に
重
要

で
あ
り
、
術
語
と
つ
な
が
る
品
評
語
は
書
の
美
し
さ
を
解
明
す
る
鍵
で
あ
る
。 

私
は
書
論
の
中
の
〈
勢
〉
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
。
〈
勢
〉
は
、
中
国
書
論
に
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お
い
て
古
く
漢
代
か
ら
用
い
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
。
〈
勢
〉
に
よ
っ
て
派
生
し
た

術
語
と
品
評
語
は
、
今
も
制
作
面
で
あ
れ
鑑
賞
面
で
あ
れ
、
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。〈
勢
〉
に
関
す
る
研
究
や
論
述
は
、
少
な
い
と
は
言
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

書
論
の
〈
勢
〉
の
術
語
と
品
評
語
を
基
に
し
て
、
他
の
概
念
と
比
較
対
照
し
、〈
勢
〉

を
生
み
出
す
要
素
と
特
性
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
充
分
な
成
果
を
あ
げ

て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
、
中
国
書
論
に
お
け
る
書
の
美
し
さ
を
表
わ
す

一
つ
の
概
念
で
あ
る
〈
勢
〉
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
本
論
文
の
出
発
点
で
あ
る
。 

 

一
、
論
点
の
提
出 

 

中
国
書
論
の
〈
勢
〉
は
、
書
の
技
術
や
書
作
を
鑑
賞
し
、
書
の
美
し
さ
を
吟
味

す
る
際
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
用
語
で
あ
り
、
概
念
で
あ
る
。
〈
勢
〉
に
関
す
る

研
究
は
、
近
年
豊
富
な
成
果
を
遂
げ
、
多
様
な
論
述
や
著
作
が
あ
る
（
注
１
）
。
こ

の
論
述
か
ら
み
る
と
、
〈
勢
〉
に
関
す
る
研
究
は
斬
新
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。 

し
か
し
、
現
在
〈
勢
〉
に
関
す
る
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
文
学
論
を
中
心
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
学
論
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
〈
勢
〉
の
解
釈
を
も
っ
て
書
論

の
〈
勢
〉
を
解
明
す
る
と
い
う
手
段
は
、
適
切
で
は
な
い
。
何
故
か
と
い
う
と
、

〈
勢
〉
は
書
論
に
初
見
す
る
語
で
は
な
い
が
、
書
論
の
術
語
と
品
評
語
の
数
量
か

ら
み
る
と
、
大
変
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
重
要
な
概
念
の

〈
勢
〉
を
解
く
た
め
、
書
論
に
用
い
ら
れ
て
い
る
〈
勢
〉
の
術
語
、
そ
し
て
結
び

付
け
ら
れ
て
い
る
品
評
語
を
考
察
し
な
い
と
、
書
の
〈
勢
〉
の
意
味
は
明
ら
か
に

で
き
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
文
学
論
に
お
け
る
〈
勢
〉
の
解
釈
は
重
要
で
あ
る

が
、
書
論
の
〈
勢
〉
を
解
明
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
書
論
に
お
け
る
〈
勢
〉
を
中

心
と
し
て
、
〈
勢
〉
に
関
す
る
術
語
と
品
評
語
を
整
理
し
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
、
本
論
文
の
論
点
は
、
次
の
三
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。 

 

㈠
、
〈
勢
〉
に
関
す
る
術
語
を
解
釈
す
る
こ
と 

㈡
、
〈
勢
〉
を
生
み
出
す
要
素
を
帰
納
す
る
こ
と 

㈢
、〈
勢
〉
の
特
性
を
整
理
す
る
こ
と 

 

〈
勢
〉
に
関
す
る
術
語
は
、
現
在
の
論
説
に
お
い
て
は
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い

な
い
。
術
語
に
関
す
る
辞
典
、
事
典
に
お
い
て
〈
勢
〉
の
術
語
の
説
明
は
、
ほ
ぼ

キ
ー
ワ
ー
ド
の
み
を
取
り
上
げ
て
簡
単
な
解
釈
を
つ
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ

れ
は
、
術
語
の
検
索
に
便
利
で
あ
る
。
し
か
し
、
術
語
の
意
味
を
解
釈
す
る
上
で

は
、
単
に
言
葉
の
意
味
を
解
く
だ
け
で
不
十
分
で
あ
る
。〈
勢
〉
は
抽
象
的
な
概

念
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
抽
象
的
な
概
念
を
表
わ
す
た
め
に
は
、
必
ず
前
後
の
文
意

に
従
っ
て
、
関
連
す
る
喩
え
や
形
容
詞
を
合
わ
せ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

う
し
な
い
と
、〈
勢
〉
が
表
わ
す
意
味
は
解
け
ず
、
浅
薄
な
解
説
し
か
得
ら
れ
な

い
。 〈

勢
〉
を
題
名
と
す
る
論
を
取
り
上
げ
て
、
内
容
を
確
認
し
た
上
で
、
書
論
に
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お
け
る
〈
勢
〉
と
い
う
概
念
を
把
握
す
る
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
、
内
容
に
お
い

て
〈
勢
〉
を
論
じ
る
説
を
整
理
す
る
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
実
技
の
表
現
や
筆

使
い
の
伝
達
と
い
う
内
容
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
〈
勢
〉
は
、
書
の
実

技
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
書
の
美
し
さ
を
求
め
る
に
あ
た
っ
て
、〈
勢
〉

と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
書
の
美
し
さ
を
表
現

す
る
重
要
な
一
つ
の
概
念
で
あ
る
〈
勢
〉
は
、
さ
ら
に
書
作
を
品
評
し
、
鑑
賞
す

る
際
に
も
重
要
な
語
意
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

〈
勢
〉
が
術
語
と
し
て
、
概
念
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
他
の
概

念
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。〈
勢
〉
に
関
す
る
論
に
よ
っ
て
、〈
勢
〉

は
い
く
つ
か
の
概
念
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
概
念

が
、
〈
勢
〉
を
生
み
出
す
要
素
で
あ
る
。
こ
の
要
素
に
は
〈
象
〉
、
〈
形
〉
、
〈
力
〉

が
あ
る
。〈
形
〉
と
〈
力
〉
は
先
行
研
究
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、〈
象
〉
は
ほ
と

ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。〈
勢
〉
の
生
成
に
と
っ
て
、〈
象
〉
の
重
要
性
を
見
逃

す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、〈
象
〉
を
取
り
上
げ
て
論
じ
る
必
要
性
が
あ
る
。〈
象
〉、

〈
形
〉
、
〈
力
〉
は
〈
勢
〉
を
生
み
出
す
要
素
で
あ
る
か
ら
、
〈
勢
〉
と
結
び
つ
い

て
そ
れ
ぞ
れ
の
術
語
が
作
り
出
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、〈
勢
〉
を
中
心
と
し
て
〈
象
〉、

〈
形
〉
、
〈
力
〉
の
術
語
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 

〈
勢
〉
の
特
性
は
〈
象
〉、〈
形
〉
、〈
力
〉
の
分
析
に
よ
っ
て
ま
と
め
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
の
で
、
こ
の
特
性
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
勢
〉
の
属
性
と

特
徴
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
と
め
ら
れ
た
〈
勢
〉
の
特
性
を
通
し
て
、

〈
勢
〉
の
術
語
を
解
明
す
る
こ
と
に
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

二
、
研
究
目
的
と
研
究
方
法 

 

本
論
文
の
研
究
目
的
は
、
書
論
に
お
け
る
〈
勢
〉
と
い
う
概
念
を
成
す
要
素
を

解
明
す
る
基
礎
の
上
に
、〈
勢
〉
に
関
す
る
術
語
を
解
き
、〈
勢
〉
に
関
す
る
特
性

を
帰
納
す
る
も
の
で
あ
る
。
〈
勢
〉
の
術
語
と
品
評
語
を
手
が
か
り
に
整
理
す
る

の
は
、
本
論
文
の
研
究
の
基
礎
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
書
論
に
お
い
て
〈
勢
〉
を

め
ぐ
る
論
述
よ
り
、
〈
勢
〉
と
つ
な
が
る
喩
え
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
術
語
と
品

評
語
を
整
理
し
て
抽
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
論
述
の
文
意
に
従
っ
た
上
で
、

術
語
と
品
評
語
の
意
味
を
解
く
。
こ
の
段
階
で
、
〈
勢
〉
の
基
本
構
成
は
明
ら
か

に
な
る
。 

こ
の
基
本
構
成
に
よ
っ
て
、〈
勢
〉
と
関
わ
っ
て
い
る
概
念
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
概
念
を
通
し
て
、
〈
勢
〉
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
が
取
り
上
げ

ら
れ
、
さ
ら
に
〈
勢
〉
を
生
み
出
す
要
素
や
条
件
が
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

概
念
と
〈
勢
〉
を
比
較
し
て
は
じ
め
て
、〈
勢
〉
を
生
み
出
す
要
素
、
そ
し
て
〈
勢
〉

の
特
性
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。〈
勢
〉
の
要
素
と
術
語
の
整
理
を
通
じ
て
、

〈
勢
〉
の
特
性
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
性
を
取
り
上
げ
る
目
的
は
、

抽
象
的
な
概
念
で
あ
る
〈
勢
〉
を
、
さ
ら
に
精
確
に
捉
え
る
た
め
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
本
論
文
の
研
究
方
法
の
展
開
は
、
左
図
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。 

序章 



- 4 - 

 

 

   
 

 
 

     

三
、
先
行
研
究
の
整
理 

 

〈
勢
〉
に
関
す
る
先
行
研
究
に
代
表
的
な
二
冊
を
取
り
上
げ
る
。 

 

⑴
『
勢 

効
力
の
歴
史
―
中
国
文
化
横
断
―
』 

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
（F

r
a
n
c
o
is
 J
ul
l
i
e
n

）
氏
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
漢

学
者
で
あ
る
。
『
勢 

効
力
の
歴
史
―
中
国
文
化
横
断
―(

L
a
 
propension 

des 

c
h
o
s
e
s
)

』（
注
２
）

は
、
三
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
部
は
、
主
に
兵
法
と
政
治

の
面
に
お
け
る
〈
勢
〉
の
概
念
を
説
明
す
る
。
第
二
部
は
、
文
芸
の
ジ
ャ
ン
ル
に

お
け
る
〈
勢
〉
を
述
べ
る
。
第
三
部
は
、
因
果
律
的
な
説
明
と
合
わ
せ
て
〈
勢
〉

を
説
明
す
る
。 

書
と
関
わ
っ
て
い
る
の
は
、
第
二
部
で
あ
る
。
第
二
部
で
は
、
書
、
画
、
詩
、

小
説
、
風
水
と
い
っ
た
分
野
に
言
及
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
、
〈
勢
〉
の
性

質
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
、〈
勢
〉
は
、〈
形
〉
と
密
接
に
関
わ
り
、
貫
く
よ

う
な
働
き
と
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
持
つ
こ
と
が
分
か
る
。
書
を
考
察
す
る
節
は
、「
書

に
お
け
る
形
の
力
」
と
「
連
な
る
勢
い 

書
に
お
い
て
」
が
あ
る
。
こ
の
二
節
を

中
心
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
氏
が
考
え
て
い
る
〈
勢
〉
を
考
察
す

る
こ
と
に
す
る
。 

「
書
に
お
け
る
形
の
力
」
は
、
前
掲
書
の
第
二
部
、
第
三
章
の
第
二
節
で
あ
る
。

こ
の
節
は
、
漢
か
ら
唐
に
か
け
て
の
書
論
を
材
料
と
し
、
蔡
邕
、
王
羲
之
、
衛
恒
、

羊
欣
、
張
懐
瓘
、
姜
夔
の
説
を
取
り
上
げ
、〈
字
勢
〉
と
〈
筆
勢
〉
を
論
じ
る
も

の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
氏
は
、
書
は
、
形
状
の
中
に
働
く
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
表
現
す
る
特
権
的
な
例
で
あ
り
、
書
写
さ
れ
た
一
つ
一
つ
の
文
字
に

お
い
て
重
要
な
の
は
、
動
き
に
変
わ
る
形
と
、
形
に
変
わ
る
動
き
だ
と
述
べ
て
い

る
。〈
形
〉
は
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
表
現
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。 

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
氏
は
、〈
力
〉
の
解
釈
に
つ
い
て
、〈
勢
〉
の
中
に

包
括
的
に
定
義
さ
れ
、
文
字
の
〈
形
〉
を
貫
き
、
そ
れ
を
美
的
に
活
性
化
す
る
の

で
あ
る
と
考
え
る
。
〈
勢
〉
を
〈
力
〉
と
定
義
す
る
説
は
、
『
説
文
解
字
』
「
盛
力

権
也
。
従
力
、
埶
声
。
経
典
通
用
埶
。
」
の
解
釈
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
こ
と
は
明

白
で
あ
る
。 

書論 

〈勢〉をめぐる論述をまとめ 

〈勢〉とつながる喩えを整理 

〈勢〉の術語と品評語を抽出 

 

〈勢〉を生み出す要素、特性 

〈勢〉と関わる概念を帰納 

〈勢〉の論述、喩え、

術語、品評語を基にし

て、〈勢〉性質を整理

すること。 
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〈
力
〉
に
は
、〈
形
〉
を
貫
い
て
美
的
に
活
性
化
す
る
働
き
が
あ
る
か
ら
、〈
勢
〉

と
〈
力
〉
は
と
も
に
形
状
の
中
を
貫
く
作
用
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
〈
勢
〉
は

〈
形
〉
の
〈
力
〉
で
あ
り
、
〈
形
〉
を
貫
い
て
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
表
現
す
る
美
的

に
活
性
化
す
る
〈
力
〉
で
あ
る
。 

「
連
な
る
勢
い 
書
に
お
い
て
」
は
、
前
掲
書
の
第
二
部
、
第
六
章
の
第
二
節

で
あ
る
。
こ
の
節
は
、
主
に
張
懐
瓘
と
姜
夔
と
の
二
人
の
論
を
基
礎
と
し
て
論
述

を
進
め
る
も
の
で
あ
る
。 

連
な
る
勢
い
を
説
明
す
る
た
め
に
、
前
と
後
と
の
要
素
が
互
い
に
応
じ
る
こ
と

を
示
す
と
と
も
に
、
筆
線
が
そ
の
前
の
〈
筆
勢
〉
を
継
承
し
、
筆
が
先
へ
先
へ
と

運
ば
れ
、
不
連
続
に
見
え
る
点
画
に
、
連
続
し
た
産
出
の
プ
ロ
セ
ス
が
現
れ
る
こ

と
、
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
氏
は
考
え
て
い
る
。
氏
は
、
こ
の
前
後
の
関

係
に
従
い
、
書
の
真
の
連
続
性
と
は
、
両
極
の
間
を
振
動
す
る
こ
と
で
た
え
ず
更

新
さ
れ
変
化
し
て
い
く
、
筆
線
の
連
続
性
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

〈
勢
〉
の
連
な
り
は
、
線
と
線
が
互
い
に
呼
び
寄
せ
た
り
、
引
き
寄
せ
た
り
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
繋
ぎ
目
に
点
画
が
無
く
と
も
、
互
い
に
繋
が
る
線
が
感
じ
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。 

書
論
を
論
じ
る
部
分
か
ら
み
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
氏
が
考
え
る

〈
勢
〉
は
、
〈
形
〉
、
〈
力
〉
、
連
な
り
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
〈
勢
〉

は
、
用
筆
に
よ
っ
て
点
画
字
形
の
中
に
力
を
持
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
表
現
す
る
の

で
あ
る
。 

 ⑵
『
因
動
成
勢
』 

涂
光
社
氏
が
著
し
た
『
因
動
成
勢
』（
注
３
）

は
、「
中
国
美
学
範
疇
叢
書
」
と
い

う
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
で
あ
る
。
『
因
動
成
勢
』
の
第
二
章
「
書
法
的
〝
勢
〟
」
に

は
、「
泛
論
各
體
的
書
勢
論
」、「
探
討
規
範
的
筆
勢
論
」、「
勢
在
品
鑒
中
的
嬗
變
」

の
三
節
が
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
書
勢
論
、
筆
勢
論
、
勢
の
品
評
論
で
あ
る
。 

書
勢
論
に
は
、
『
四
体
書
勢
』
を
中
心
と
し
て
書
体
の
〈
勢
〉
が
自
然
現
象
と

密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
筆
勢
論
に
は
、
永
字
八
法
を

中
心
と
し
て
用
筆
と
関
わ
る
論
を
取
り
上
げ
、
筆
勢
を
追
求
す
る
目
的
は
筆
力
を

表
わ
す
た
め
で
あ
る
。
〈
勢
〉
の
品
評
論
は
、
南
朝
梁
よ
り
明
清
に
か
け
て
の
品

評
論
を
中
心
と
し
、〈
勢
〉
と
関
わ
る
内
容
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

以
上
の
三
節
を
ま
と
め
れ
ば
、
書
勢
論
は
、
書
法
造
形
の
独
特
な
魅
力
を
表
し
、

筆
勢
論
は
、
書
法
造
形
の
規
範
と
法
度
を
表
し
、
〈
勢
〉
の
品
評
論
は
、
健
勁
の

力
量
と
リ
ズ
ム
に
富
む
動
態
の
美
し
さ
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

両
氏
の
著
作
を
通
し
て
、〈
勢
〉
は
中
国
の
詩
、
書
、
画
と
い
う
文
芸
の
分
野
、

兵
法
の
布
置
や
威
力
と
い
う
兵
家
思
想
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
両
著
は
、
中
国
の
典
籍
を
も
と
に
し
て
〈
勢
〉
と
い
う
概
念
を
全
体
的
に
解

く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
〈
勢
〉
と
い
う
概
念
の
基
本
の
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
に

役
立
つ
。
書
に
お
け
る
〈
勢
〉
を
生
み
出
す
要
素
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

書
論
に
頻
繁
に
使
わ
れ
る
〈
勢
〉
が
表
れ
る
特
性
を
帰
納
し
、
さ
ら
に
書
に
特
有
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な
術
語
で
あ
る
〈
筆
勢
〉
、〈
体
勢
〉
、〈
形
勢
〉
と
い
っ
た
語
意
を
解
明
す
る
。
こ

の
考
察
目
的
を
進
め
る
上
で
、
漢
よ
り
唐
に
か
け
て
の
書
論
を
基
礎
文
献
と
し
て

進
め
る
こ
と
に
す
る
。 

漢
よ
り
唐
ま
で
の
書
論
を
選
ぶ
理
由
は
、
三
点
あ
る
。 

㈠
、
西
晋
の
『
四
体
書
勢
』
は
書
論
と
し
て
信
憑
性
が
高
く
、
衛
恒
の
著
と
考

え
ら
れ
る
が
、
蔡
邕
の
「
篆
勢
」
、
崔
瑗
の
「
草
書
勢
」
の
説
を
引
用
し
て
加
筆

し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
蔡
邕
と
関
わ
る
説
は
偽
作
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
、

お
そ
ら
く
魏
晋
か
ら
唐
ま
で
伝
播
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
衛
夫
人
や
王
羲
之
の
名
の

書
論
に
も
、
〈
勢
〉
を
論
じ
る
部
分
が
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
南
朝
斉
、
梁
の
間
に
作

ら
れ
た
偽
作
と
し
て
疑
わ
れ
て
い
る
が
、
唐
代
の
『
法
書
要
録
』
に
収
録
さ
れ
る

文
章
か
ら
み
れ
ば
、
当
時
重
要
な
思
潮
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。 

唐
代
以
降
の
書
論
に
も
明
ら
か
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
、
〈
勢
〉
を
解

く
に
あ
た
っ
て
一
括
し
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
後
漢
よ
り

唐
代
元
和
年
間
に
か
け
て
の
書
論
を
収
録
す
る
『
法
書
要
録
』
（
津
逮
秘
書
本
）

を
基
礎
と
し
、
な
お
北
宋
朱
長
文
の
『
墨
池
編
』
（
朱
氏
刊
本
）
と
南
宋
陳
思
の

『
書
苑
菁
華
』
（
汪
汝
瑮
家
蔵
本
）
と
を
合
わ
せ
て
考
察
し
、
漢
よ
り
唐
ま
で
の

書
論
を
全
面
的
に
捉
え
よ
う
と
考
え
る
。 

㈡
、
張
懐
瓘
の
書
論
に
は
、
唐
代
に
お
い
て
代
表
的
な
価
値
が
あ
る
。
な
か
に

は
、〈
勢
〉
に
言
及
す
る
部
分
が
多
く
見
ら
れ
る
。『
書
断
』、『
六
体
書
論
』
に
各
々

書
体
の
表
わ
れ
る
美
し
さ
を
描
写
す
る
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
『
四
体
書
勢
』
の
体

裁
を
参
考
に
し
た
著
作
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
彼
と
相
関
す
る
論
を
通
覧
す
る

と
、〈
勢
〉
に
関
す
る
論
点
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、〈
勢
〉
を
論
じ
る
文
献
と
し

て
も
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

㈢
、
六
朝
と
唐
代
に
お
い
て
書
の
品
評
が
流
行
し
た
原
因
は
、
書
は
本
来
物
象

と
関
連
が
あ
る
故
に
、
物
象
を
比
喩
し
、
華
美
な
言
葉
に
よ
っ
て
書
を
表
わ
す
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
品
評
は
、
六
朝
時
代
に
華
麗
な
駢
体
文
が
流
行
し
た
こ
と
と
関

わ
り
、
さ
ら
に
人
物
の
比
喩
に
も
た
く
さ
ん
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

書
を
品
評
す
る
論
に
は
、
〈
勢
〉
を
術
語
と
し
て
論
じ
る
例
が
見
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
品
評
の
面
か
ら
み
れ
ば
、
主
と
し
て
六
朝
よ
り
唐
ま
で
の
書
論
を
中

心
と
し
、
〈
勢
〉
お
よ
び
〈
勢
〉
と
結
び
つ
い
て
い
る
術
語
に
関
す
る
説
を
考
察

す
る
こ
と
に
す
る
。 

 

四
、
論
文
の
構
成 

 

本
論
文
を
構
成
す
る
目
次
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

序
章 

第
一
章 

〈
勢
〉
の
基
本
構
造
、
概
念
、
術
語 

第
二
章 

〈
象
〉
と
〈
勢
〉 

第
三
章 
〈
形
〉
と
〈
勢
〉 
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第
四
章 

〈
力
〉
と
〈
勢
〉 

第
五
章 

〈
勢
〉
の
特
性 

終
章 

 

附
章 

 

〈
勢
〉
の
術
語
の
一
覧 

 

本
論
文
の
全
体
構
成
を
捉
え
る
た
め
に
、
各
章
を
要
約
し
取
り
上
げ
る
こ
と
に

す
る
。 

〔
第
一
章 

〈
勢
〉
の
基
本
構
造
、
概
念
、
術
語
〕 

本
章
は
、〈
勢
〉
の
術
語
を
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
。〈
勢
〉
は
、
書
の
美
し
さ

を
表
わ
す
こ
と
に
対
し
て
古
く
か
ら
一
つ
の
重
要
な
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
後

に
他
の
概
念
と
結
び
つ
い
て
豊
富
な
術
語
が
創
り
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
術
語
の

出
現
に
伴
い
、
〈
勢
〉
の
意
味
を
さ
ら
に
豊
か
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
書
作
の
鑑

賞
と
審
美
に
も
影
響
を
与
え
た
。 

時
代
順
の
排
列
と
同
義
語
の
検
討
に
よ
っ
て
、
〈
勢
〉
に
関
す
る
術
語
の
使
い

方
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
術
語
の
意
味
も
さ
ら
に
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

術
語
の
意
味
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
勢
〉
は
、〈
象
〉、〈
形
〉、〈
力
〉
の

概
念
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
次
の
三
章
は
、
〈
象
〉
、
〈
形
〉、

〈
力
〉
そ
れ
ぞ
れ
の
つ
な
が
り
を
中
心
と
し
て
論
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。 

〔
第
二
章 

〈
象
〉
と
〈
勢
〉
〕 

〈
勢
〉
を
論
じ
る
説
に
は
、
自
然
現
象
の
喩
え
を
頻
繁
に
使
う
例
が
多
く
見
ら

れ
る
。
〈
勢
〉
は
抽
象
的
な
概
念
で
あ
る
の
で
、
ほ
か
の
物
事
や
喩
え
を
用
い
な

い
と
説
明
し
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。
自
然
現
象
を
主
に
し
て
、
他
の
物
の
形
態

や
様
子
に
よ
っ
て
説
明
す
る
し
か
な
い
。 

〈
勢
〉
を
表
わ
す
喩
え
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
形
態
を
通
し

て
抽
象
的
な
概
念
を
理
解
す
る
上
で
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
勢
〉
に
関
す
る

内
容
を
解
い
て
い
く
と
、
〈
勢
〉
に
密
接
に
関
係
す
る
喩
え
に
は
、
龍
と
い
う
神

秘
的
な
動
物
を
頻
繁
に
用
い
て
〈
勢
〉
を
表
わ
す
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
龍
は
、

〈
勢
〉
の
特
性
を
さ
ら
に
強
調
す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
〈
勢
〉
の
概
念
を
容

易
に
把
握
で
き
な
い
神
秘
的
な
次
元
に
導
く
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

〔
第
三
章 

〈
形
〉
と
〈
勢
〉〕 

本
章
は
、〈
形
〉
と
〈
勢
〉
の
つ
な
が
り
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。〈
形
〉
は

〈
勢
〉
に
対
し
て
、
互
い
に
対
応
し
て
依
存
す
る
役
割
を
担
う
。
〈
象
〉
は
観
察

し
、
模
倣
し
、
会
得
す
る
過
程
を
表
わ
し
、
人
間
の
想
像
す
る
意
図
を
指
す
が
、

〈
形
〉
は
、
物
事
の
見
た
目
の
様
子
や
形
態
を
指
し
、
点
画
や
字
形
の
形
態
を
指

す
。
書
論
に
お
い
て
、
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
と
い
う
表
現
の
方
が
頻
繁
に
表
わ
れ
る

の
で
、
〈
勢
〉
と
関
わ
る
〈
形
〉
の
存
在
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
章
で
は
、
点
画
と
用
筆
、
文
字
と
配
置
の
つ
な
が
り
、
〈
形
〉
と
〈
勢
〉

の
対
句
、
〈
体
〉
と
〈
勢
〉
の
対
句
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
考
察
に
従

い
、
〈
形
勢
〉
、
〈
体
勢
〉
、
〈
字
勢
〉
に
関
す
る
品
評
語
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 
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〔
第
四
章 

〈
力
〉
と
〈
勢
〉
〕 

書
論
の
〈
力
〉
に
関
す
る
説
は
、
お
も
に
人
間
の
身
体
を
構
成
す
る
〈
骨
〉、〈
筋
〉、

〈
肉
〉
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
多
い
。
〈
骨
〉
、
〈
筋
〉
、
〈
肉
〉
の
そ
れ
ぞ
れ

の
性
質
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
論
に
お
け
る
〈
勢
〉
の
表
現
と
〈
力
〉

に
含
ま
れ
て
い
る
〈
骨
〉
、
〈
筋
〉
、
〈
肉
〉
と
の
関
係
を
解
明
す
る
。
本
章
で
は
、

制
作
面
と
品
評
面
に
お
け
る
〈
骨
〉
、〈
筋
〉
、〈
肉
〉
を
解
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概

念
と
属
性
を
ま
と
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
を
基
に
し
て
、〈
筆
力
〉

と
〈
筆
勢
〉
の
品
評
語
の
語
意
を
解
明
す
る
。 

〔
第
五
章 

〈
勢
〉
の
特
性
〕 

〈
勢
〉
を
生
み
出
す
要
素
で
あ
る
〈
象
〉
、
〈
形
〉
、
〈
力
〉
か
ら
、
〈
勢
〉
の
特

性
を
、
外
部
に
現
わ
れ
た
迫
力
性
、
有
効
な
布
置
の
構
成
性
、
上
下
貫
通
の
序
列

性
、
疾
迅
流
暢
の
律
動
性
に
分
け
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
四
つ
の
特
性
は
、
み
な

相
対
的
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、 

迫
力
性
―
内
と
外 

構
成
性
―
奇
と
正 

序
列
性
―
連
と
断 

律
動
性
―
速
と
遅 

で
あ
る
。
こ
の
相
対
的
な
性
質
を
ま
と
め
る
こ
と
は
、
〈
勢
〉
を
生
み
出
す
こ
と

に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
。
〈
勢
〉
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
相
対
的
な
性
質
で

あ
る
内
と
外
、
奇
と
正
、
連
と
断
、
速
と
遅
を
調
和
し
て
統
一
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

〔
終
章
〕 

終
章
は
、
二
点
あ
る
。 

そ
の
一
は
、〈
勢
〉
の
特
性
を
基
に
し
て
〈
勢
〉
の
術
語
の
属
性
を
解
明
す
る
。

第
五
章
で
ま
と
め
た
〈
勢
〉
の
特
性
と
第
一
章
〈
勢
〉
に
関
わ
る
術
語
の
語
意
と

を
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
術
語
の
属
性
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
比

較
を
通
せ
ば
、〈
勢
〉
の
術
語
の
意
味
は
さ
ら
に
理
解
し
や
す
く
な
る
。 

そ
の
二
は
、
〈
勢
〉
の
関
係
図
で
あ
る
。
こ
の
関
係
図
は
、
本
論
に
取
り
上
げ

た
〈
勢
〉
の
要
素
、
〈
勢
〉
の
特
性
、
そ
し
て
龍
の
喩
え
を
中
心
と
し
て
築
か
れ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
を
通
し
て
、
〈
勢
〉
を
生
み
出
す
要
素
で
あ
る
〈
象
〉、

〈
形
〉
、
〈
力
〉
と
の
関
係
が
結
び
付
け
ら
れ
、
〈
勢
〉
の
特
性
と
龍
の
喩
え
と
を

合
わ
せ
、〈
勢
〉
の
全
体
像
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

〔
附
章 

〈
勢
〉
の
術
語
の
一
覧
〕 

附
章
は
、
本
論
文
に
引
用
す
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
法
書
要
録
』、『
墨
池
編
』、

『
書
苑
精
華
』
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
〈
勢
〉
に
関
す
る
術
語
を
抽
出
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
一
覧
は
、
本
論
文
の
基
で
あ
る
。
こ
の
基
に
よ
っ
て
、
〈
勢
〉
の
術

語
と
品
評
語
が
ま
と
め
ら
れ
、
〈
勢
〉
を
生
み
出
す
〈
象
〉、
〈
形
〉
、
〈
力
〉
と
い

う
要
素
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。 
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【
注
】 

１ 
〈
勢
〉
を
め
ぐ
る
研
究
に
お
い
て
、
見
解
の
あ
る
三
点
を
取
り
上
げ
る
こ
と

に
す
る
。 

①
「
〝
勢
〟
論
研
究
」
陳
正
俊
著
（
『
東
南
大
学
学
報
』
哲
学
社
会
科
学
版
、

第
五
巻
第
二
期
、
二
〇
〇
三
年
） 

②
「
釈
〝
勢
〟
―
一
個
経
典
範
疇
的
形
成
」
孫
立
著
（
『
北
京
大
学
学
報
』

哲
学
社
会
科
学
版
、
第
四
八
巻
第
六
期
、
二
〇
一
一
年
） 

③
「
〝
勢
〟
範
疇
研
究
総
述
」
程
敏
著
（
『
斉
斉
哈
爾
師
範
高
等
専
科
学
校
学

報
』
総
第
一
〇
一
期
、
二
〇
〇
八
年
第
一
期
） 

各
論
の
趣
旨
は
、
以
下
で
あ
る
。 

①
「
〝
勢
〟
論
研
究
」
は
、
陳
正
俊
氏
が
中
国
古
典
文
学
を
基
に
し
て
、〈
勢
〉

の
字
義
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
説
文
解
字
』
を
中
心
と
し
て
〈
勢
〉

と
い
う
意
味
の
由
来
、
字
形
の
変
成
を
詳
し
く
説
明
す
る
点
が
あ
る
の
で
、

〈
勢
〉
の
基
本
構
造
を
理
解
す
る
に
は
、
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。 

②
「
釈
〝
勢
〟
―
一
個
経
典
範
疇
的
形
成
」
は
、
孫
立
氏
が
陳
正
俊
氏
の
研

究
に
し
た
が
っ
て
、
さ
ら
に
〈
勢
〉
を
釈
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
孫
立
氏
は
、

〈
勢
〉
を
一
つ
の
範
疇
と
し
て
取
り
上
げ
、
『
孫
子
兵
法
』
、
『
文
心
雕
龍
』
、

『
四
体
書
勢
』
を
中
心
に
〈
勢
〉
の
意
味
を
さ
ら
に
解
明
し
て
い
る
。
②
の

論
を
通
じ
て
、
〈
勢
〉
が
派
生
し
た
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
る
。 

③
「
〝
勢
〟
範
疇
研
究
総
述
」
は
、
程
敏
氏
が
近
年
の
〈
勢
〉
を
論
述
す
る

文
章
、
著
作
を
蒐
集
し
て
年
代
順
に
沿
っ
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文

を
通
じ
て
、
〈
勢
〉
に
関
す
る
研
究
文
献
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
る
。 

２ 

『
勢 

効
力
の
歴
史
―
中
国
文
化
横
断
―
』
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
著
、 

中
島
隆
博
訳
（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
四
年
） 

近
年
、
『
勢 

中
国
的
效
力
観
』
余
蓮
著
、
卓
立
訳
（
北
京
大
学
出
版
社
、

二
〇
〇
九
年
）
と
い
う
中
訳
本
が
出
版
さ
れ
た
。
本
書
の
趣
旨
を
理
解
す
る

上
で
、
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。 

３ 

『
因
動
成
勢
』
涂
光
社
著
（「
中
国
美
学
範
疇
叢
書
之
五
」、
百
花
洲
文
芸
出

版
社
、
二
〇
〇
一
年
） 

「
中
国
美
学
範
疇
叢
書
」
の
シ
リ
ー
ズ
で
涂
氏
は
、『
原
創
在
気
』（
百
花
洲

文
芸
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
と
い
う
哲
学
、
陰
陽
、
文
学
、
楽
論
、
書
法

論
、
画
論
に
お
け
る
〈
気
〉
の
概
念
を
考
察
す
る
著
作
を
出
版
し
た
。
前
掲

書
の
第
六
章
「
書
法
論
中
的
気
」
に
は
、
書
論
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
〈
気
〉

と
い
う
概
念
を
分
析
す
る
説
が
あ
る
。
〈
勢
〉
と
密
接
に
関
わ
る
〈
気
〉
を

理
解
し
た
上
で
、〈
勢
〉
へ
の
理
解
に
も
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。 
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第
一
章 

〈
勢
〉
の
基
本
構
造
、
概
念
、
術
語 

 

一
、
〈
勢
〉
の
基
本
構
造 

⑴
文
体
と
し
て
の
〈
勢
〉 

⑵
書
体
と
し
て
の
〈
勢
〉 

⑶
書
写
技
巧
と
し
て
の
〈
勢
〉 

二
、
概
念
と
し
て
の
〈
勢
〉 

 
 

⑴
「
…
の
勢
（
…
之
勢
）」 

 
 

⑵
「
勢
は
、
…
が
如
し
（
勢
如
…
）」、
「
勢
は
、
…
に
似
る
（
勢
似
…
）」 

⑶
「
勢
＋
形
容
詞
（
○
勢
○
○
）」
、「
形
容
詞
＋
勢
（
○
○
勢
○
）」 

三
、
術
語
と
し
て
の
〈
勢
〉 

⑴
前
術
語─

〈
勢
○
〉 

 
 

〈
勢
薄
〉
〈
勢
逸
〉〈
勢
動
〉
〈
勢
飛
騰
〉
〈
勢
崩
騰
〉 

⑵
後
術
語─

〈
○
勢
〉 

〈
形
勢
〉〈
筆
勢
〉〈
收
勢
〉〈
絶
勢
〉〈
微
勢
〉〈
仰
勢
〉〈
数
勢
〉 

〈
骨
勢
〉〈
体
勢
〉〈
字
勢
〉〈
驚
勢
〉〈
騁
勢
〉〈
乏
勢
〉〈
得
勢
〉 

〈
気
勢
〉〈
失
勢
〉〈
取
勢
〉〈
驚
騰
勢
〉〈
波
勢
〉〈
峻
勢
〉〈
蠖
勢
〉 

〈
極
勢
〉〈
水
勢
〉〈
懸
勢
〉〈
識
勢
〉〈
功
勢
〉〈
筆
端
勢
〉〈
力
勢
〉 

〈
認
勢
〉〈
意
勢
〉〈
異
勢
〉〈
逸
勢
〉〈
飛
帆
勢
〉 

 

 

一
、
〈
勢
〉
の
基
本
構
造 

 

⑴
文
体
と
し
て
の
〈
勢
〉 

〈
勢
〉
に
は
、
文
体
、
書
体
の
意
味
が
あ
る
。
文
体
と
は
文
章
を
構
成
す
る
体

裁
、
様
式
で
あ
る
。〈
勢
〉
は
、
文
体
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、「
賦
」、「
体
」、

「
状
」、「
銘
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
南
朝
梁
の
任
眆
が
著
し
た
『
文
章
縁
起
』

に
は
、
古
今
の
文
体
を
八
十
四
類
に
分
け
、〈
勢
〉
を
一
つ
の
文
体
と
す
る
。『
文

章
縁
起
』
、
崔
瑗
『
草
書
勢
』
を
取
り
上
げ
て
文
体
の
〈
勢
〉
の
例
と
し
て
用
い

て
い
る
。 

 

〈
勢
〉
を
題
名
と
す
る
論
説
は
、
春
秋
戦
国
時
代
よ
り
既
に
用
い
ら
れ
た
。
春

秋
斉
の
管
仲
『
管
子
』「
形
勢
」
と
「
形
勢
解
」
、
呉
の
孫
武
『
孫
子
兵
法
』
「
兵

勢
」、
戦
国
時
代
秦
の
呂
不
韋
『
呂
氏
春
秋
』「
慎
勢
」、
斉
の
孫
臏
『
孫
臏
兵
法
』

「
勢
備
」、
韓
の
韓
非
『
韓
非
子
』「
難
勢
」、
東
漢
の
王
充
『
論
衡
』「
物
勢
」
な

ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
は
、
政
治
、
軍
事
、
権
力
、
自
然
現
象
の
強
弱
や
高
低

や
優
劣
と
い
う
面
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。 

〈
勢
〉
は
、
古
く
に
一
つ
の
文
体
と
し
て
使
わ
れ
る
意
識
が
生
み
出
さ
れ
た
。

書
を
論
じ
る
文
体
と
し
て
は
、
前
述
し
た
任
眆
の
著
で
あ
る
『
文
章
縁
起
』
に
見

ら
れ
る
。
ま
た
、
初
唐
の
欧
陽
詢
が
編
著
し
た
『
芸
文
類
聚
』
巻
七
十
四
「
巧
芸
」

に
お
い
て
、
「
勢
」、
「
賦
」、「
啓
」
、
「
書
」
を
並
べ
、
書
を
論
じ
る
文
体
が
示
さ
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れ
て
い
る
。 

『
芸
文
類
聚
』
「
巧
芸
」
に
お
い
て
〈
勢
〉
を
論
じ
る
書
論
に
は
、
後
漢
の
蔡

邕
『
篆
書
勢
』
、
西
晋
の
衛
恒
『
四
体
書
勢
』
、
西
晋
の
索
靖
『
書
勢
』
、
東
晋
の

劉
邵
『
飛
白
書
勢
』
が
あ
る
。
以
上
の
説
を
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
書
論
の
題
名
と

し
て
〈
勢
〉
を
名
づ
け
る
論
、
そ
し
て
〈
勢
〉
を
論
じ
て
い
る
が
「
賦
」、「
体
」、

「
状
」
、
「
銘
」
と
名
づ
け
る
論
は
、
左
の
よ
う
に
並
ん
で
い
る
。 

 後
漢 

崔
瑗 

『
草
書
勢
』（
『
四
体
書
勢
』
に
収
め
る
） 

後
漢 

蔡
邕 

『
九
勢
八
字
訣
』（
ま
た
『
九
勢
』
に
作
る
）
、
『
篆
勢
』（『
四
体
書
勢
』
に
収
め
る
） 

魏 

鍾
繇 

『
隸
書
勢
』 

西
晋 

成
公
綏 

『
隸
書
体
』 

西
晋 

楊
泉 

『
草
書
賦
』 

西
晋 

衛
恒 

『
四
体
書
勢
』 

西
晋 

索
靖 

『
書
勢
』（
ま
た
『
敘
草
書
勢
』
、『
草
書
状
』
に
作
る
） 

東
晋 

劉
邵 

『
飛
白
書
勢
』 

東
晋 

王
珉 

『
行
書
状
』 

東
晋 

王
羲
之 

『
筆
勢
論
十
二
章
』（
ま
た
『
筆
勢
論
』
に
作
る
） 

南
朝
宋 

鮑
照 

『
飛
白
書
勢
銘
』 

南
朝
宋 

虞
龢 

『
論
書
表
』
「
諸
雜
勢
」 

南
朝
梁 

梁
武
帝 

『
草
書
状
』 

 

書
論
に
お
い
て
は
じ
め
て
〈
勢
〉
を
名
づ
け
た
文
章
篇
名
は
、
崔
瑗
の
『
草
書

勢
』（『
後
漢
書
』
巻
五
十
二
）
と
蔡
邕
の
『
篆
勢
』（『
後
漢
書
』
巻
六
十
、
蔡
邕

列
伝
）
が
見
ら
れ
る
が
、
両
文
の
内
容
は
共
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
後
に
、
西

晋
の
衛
恒
は
、『
四
体
書
勢
』（
『
晋
書
』
巻
三
十
六
）
に
編
集
し
て
両
文
を
収
め

た
。
『
四
体
書
勢
』
は
、
衛
恒
が
加
筆
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
お
そ
ら
く

崔
瑗
と
蔡
邕
の
文
章
の
本
当
の
姿
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
後
漢
よ

り
既
に
〈
勢
〉
と
い
う
概
念
を
用
い
て
書
を
表
わ
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

魏
晋
に
入
り
、
〈
勢
〉
と
名
づ
け
ら
れ
る
書
論
が
広
が
り
、
論
の
内
容
は
主
に

運
筆
速
度
の
速
い
草
書
や
飛
白
書
が
中
心
で
あ
る
。
前
掲
書
『
芸
文
類
聚
』
に
よ

っ
て
、
後
漢
よ
り
初
唐
に
か
け
て
の
〈
勢
〉
は
、
書
の
美
し
さ
を
論
じ
る
一
つ
の

文
体
と
し
て
運
用
さ
れ
る
意
識
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
唐
に
お
い

て
〈
勢
〉
を
名
づ
け
た
書
論
が
見
ら
れ
な
い
。
唐
に
入
り
、
〈
勢
〉
を
文
章
の
体

裁
と
し
て
用
い
る
考
え
が
希
薄
に
な
り
、
逆
に
〈
勢
〉
は
書
の
美
し
さ
を
表
わ
す

語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
後
漢
よ
り
魏
晋
南

朝
に
か
け
て
、〈
勢
〉
を
名
づ
け
た
書
論
は
多
く
見
ら
れ
、
唐
に
お
い
て
〈
勢
〉

を
用
語
の
一
つ
と
し
て
用
い
る
考
え
方
が
生
じ
た
と
言
え
る
。 

内
容
か
ら
見
れ
ば
、
魏
晋
南
朝
に
お
い
て
〈
勢
〉
を
名
づ
け
る
書
論
の
内
容
に

は
、
自
然
現
象
に
よ
っ
て
書
体
の
美
し
さ
を
表
わ
す
視
点
が
あ
る
。
こ
の
自
然
現

象
の
喩
え
に
は
、
主
に
点
画
字
形
の
姿
勢
と
運
筆
用
筆
の
動
き
を
描
写
す
る
視
点
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が
あ
る
。
こ
の
喩
え
を
通
し
て
、
書
を
作
品
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
、
そ
し
て
書
の
美
し
さ
と
自
然
現
象
の
美
し
さ
と
を
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が

見
出
さ
れ
る
。
唐
に
入
り
、
自
然
現
象
の
美
し
さ
を
表
現
す
る
考
え
を
受
け
継
ぎ
、

〈
勢
〉
は
、
書
の
表
現
の
中
に
重
要
な
用
語
と
し
て
使
い
始
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。 

〈
勢
〉
を
名
づ
け
る
書
論
の
文
体
は
、
基
本
的
に
書
の
躍
動
感
、
生
命
感
を
描

写
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
〈
勢
〉
に
関
す
る
他
の
文
体
の
「
賦
」、「
体
」、「
状
」、

「
銘
」
の
内
容
を
通
し
て
、
文
体
の
名
称
が
違
う
が
、
書
の
美
し
さ
を
〈
勢
〉
で

表
現
す
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
と
見
出
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
書
論
の
〈
勢
〉

は
、
後
漢
よ
り
生
み
出
さ
れ
、
魏
晋
南
朝
に
盛
ん
に
運
用
さ
れ
、
唐
に
入
っ
て
重

要
な
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
書
の
躍
動
感
、
生
命
感
を
表
わ

す
一
つ
の
概
念
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
と
ま
と
め
ら
れ
る
。 

  

⑵
書
体
と
し
て
の
〈
勢
〉 

 

書
体
と
し
て
の
〈
勢
〉
は
、
書
体
の
様
式
を
表
わ
す
。
書
体
の
様
式
は
、
一
定

の
文
字
体
系
の
も
と
に
あ
る
文
字
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
体
が
一
貫
し
た
特

徴
と
独
自
の
様
式
を
備
え
た
字
形
と
し
て
、
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
す

な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
形
が
持
つ
特
徴
に
よ
っ
て
分
類
す
る
。
こ
の
特
徴
に
は
、

字
体
造
形
、
時
代
背
景
、
運
筆
速
度
、
用
筆
技
巧
の
変
遷
、
簡
略
を
求
め
る
意
識

と
い
っ
た
要
素
が
あ
る
。 

こ
の
要
素
が
あ
る
か
ら
、
書
の
変
遷
に
お
い
て
字
体
が
移
り
変
わ
っ
て
豊
富
な

文
字
の
造
形
が
創
り
出
さ
れ
た
。
こ
の
多
様
で
豊
富
な
字
体
を
表
わ
す
時
に
、

〈
勢
〉
と
名
づ
け
ら
れ
、
字
体
の
姿
勢
や
形
態
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、

文
章
の
体
裁
よ
り
影
響
を
受
け
て
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

〈
勢
〉
に
よ
っ
て
字
体
を
表
わ
す
論
は
、
以
下
で
あ
る
。 

 

後
漢 

崔
瑗 

『
草
書
勢
』 

西
晋 

衛
恒 

『
四
体
書
勢
』 

東
晋 

王
羲
之 

『
題
衛
夫
人
筆
陣
図
後
』 

南
朝
梁 

蕭
子
雲 

『
論
書
啓
』 

南
朝
梁 

庾
肩
吾 

『
書
品
』 

唐 

李
嗣
眞 

『
書
後
品
』 

唐 

竇
臮 

『
述
書
賦
・
上
』 

 

右
の
書
論
に
は
〈
字
勢
〉、〈
篆
勢
〉、〈
隸
勢
〉、〈
草
勢
〉、〈
飛
白
勢
〉、〈
狂
草

勢
〉
と
い
う
術
語
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
の
〈
勢
〉
は
、
書
体
を
表
わ
す
語
と
し
て

用
い
ら
れ
、
す
な
わ
ち
「
古
文
体
」、「
篆
体
」、「
隸
体
」、「
草
体
」、「
飛
白
体
」、

「
狂
草
体
」
で
あ
る
。
〈
勢
〉
と
〈
体
〉
は
、
書
体
の
意
味
と
し
て
ほ
ぼ
同
義
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
〈
勢
〉
と
名
づ
け
る
論
の
筋
に
沿
っ
て
み
れ
ば
、
書
の
美
し

さ
を
論
じ
る
場
合
が
多
く
見
ら
れ
る
。 
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⑶
書
写
技
巧
と
し
て
の
〈
勢
〉 

 

書
写
技
巧
と
し
て
の
〈
勢
〉
に
つ
い
て
、
運
筆
、
用
筆
、
執
筆
の
〈
勢
〉
と
点

画
、
字
形
の
〈
勢
〉
と
い
う
二
点
よ
り
論
じ
た
い
。 

 

ⅰ

、
運
筆
、
用
筆
、
執
筆
の
〈
勢
〉 

 

晋
と
南
朝
時
代
に
お
い
て
、
〈
勢
〉
は
書
論
題
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
み
な

ら
ず
、
書
の
美
し
さ
を
表
わ
す
一
つ
の
用
語
で
も
あ
る
。
こ
の
時
期
に
点
画
を
成

す
書
写
技
巧
に
関
心
を
持
ち
、
全
体
的
な
美
し
さ
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

の
美
し
さ
を
生
み
出
す
技
巧
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

運
筆
用
筆
の
技
巧
を
言
い
表
わ
す
論
は
、
晋
と
南
朝
時
代
の
書
論
に
初
出
さ
れ

る
。
西
晋
の
成
公
綏
『
隸
書
体
』
に
は
筆
使
い
の
描
写
が
あ
る
。
西
晋
の
衛
恒
『
四

体
書
勢
』
に
も
、
多
様
な
自
然
現
象
の
喩
え
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
論
点
が
多
く

見
ら
れ
る
。
南
朝
に
入
り
、
梁
武
帝
『
観
鍾
繇
書
法
十
二
意
』
に
お
い
て
運
筆
用

筆
の
技
巧
の
具
体
的
な
解
釈
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
『
草
書
状
』
に
自
然
現
象
や
動

物
の
動
き
に
よ
っ
て
運
筆
速
度
を
表
わ
す
喩
え
が
見
え
る
。 

『
法
書
要
録
』
に
収
め
る
衛
夫
人
と
王
羲
之
に
関
す
る
書
論
は
、
偽
作
と
し
て

疑
わ
れ
る
が
、
南
朝
の
斉
梁
に
書
物
と
し
て
成
立
し
、
流
通
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
書
論
は
、
当
時
書
写
技
巧
に
熱
心
に
目
を
向
け
る
風
潮
の
下
に
生
み

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
当
時
の
運
筆
用
筆
の
〈
勢
〉

は
、
主
に
速
度
の
速
さ
や
緩
さ
と
い
う
区
別
を
見
分
け
、
全
体
的
な
流
暢
性
を
称

え
る
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

隋
唐
に
入
っ
て
、
楷
書
の
盛
行
に
伴
い
、
運
筆
用
筆
の
〈
勢
〉
は
法
則
の
規
範

に
な
り
、
点
画
字
形
を
成
す
用
筆
法
に
属
す
る
よ
う
に
な
る
。
張
懐
瓘
は
、
『
玉

堂
禁
経
』
「
用
筆
法
」
に
永
字
八
法
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
八
法
は
、
永
字
の
八

種
類
の
点
画
の
形
態
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
点
、
橫
、
竪
、
鈎
、
仰
横
、
撇
、
斜
撇
、

捺
で
あ
る
。
こ
の
点
画
を
作
り
出
す
用
筆
法
は
、
側
、
勒
、
弩
、
趯
、
策
、
掠
、

啄
、
磔
で
あ
る
。
「
用
筆
法
」
に
お
い
て
、
こ
の
八
つ
の
用
筆
法
は
詳
し
く
説
明

さ
れ
て
い
な
い
が
、
南
宋
『
書
苑
菁
華
』
巻
二
の
「
永
字
八
法
」
に
詳
し
い
説
明

が
あ
り
、
〈
勢
〉
と
い
う
概
念
で
自
然
現
象
や
動
物
の
動
き
に
よ
っ
て
用
筆
を
説

明
す
る
。 

唐
末
に
お
い
て
執
筆
法
に
つ
い
て
い
く
つ
の
論
が
作
成
さ
れ
た
。
韓
方
明
『
授

筆
要
説
』、
林
蘊
『
撥
鐙
序
』、
盧
携
『
臨
池
妙
訣
』
な
ど
の
論
を
通
し
て
、
筆
を

執
る
腕
と
指
の
姿
勢
を
示
す
視
点
が
あ
る
。 

 

 
ⅱ

、
点
画
、
字
形
の
〈
勢
〉 

 

隋
の
智
果
『
心
成
頌
』
に
は
、
字
形
の
構
成
に
つ
い
て
の
十
七
条
が
あ
り
、
行

間
の
貫
通
に
つ
い
て
の
二
条
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
唐
に
入
り
、
点
画
字
形

の
姿
勢
と
形
態
に
関
心
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
、
一
字
の
構
成
を
め
ぐ
る
多
数
の

論
が
成
さ
れ
た
。
初
唐
に
欧
陽
詢
の
著
と
見
ら
れ
る
『
八
訣
』、『
三
十
六
法
』
は
、
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北
宋
に
手
を
加
え
て
名
を
託
し
た
作
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
時
正
書
の
点
画
字
形

の
構
造
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

開
元
年
間
に
張
懐
瓘
が
著
し
た
『
玉
堂
禁
経
』
「
用
筆
法
」、
『
論
用
筆
十
法
』
、

字
形
の
部
分
的
な
点
画
を
取
り
上
げ
て
異
な
る
筆
使
い
に
よ
っ
て
多
様
な
点
画

の
形
態
が
作
り
出
さ
れ
、
〈
勢
〉
と
名
づ
け
て
姿
勢
形
態
を
表
わ
し
つ
つ
、
運
筆

用
筆
の
動
き
を
表
現
す
る
考
え
が
見
出
さ
れ
る
。
点
画
の
形
態
が
、
類
似
す
る
自

然
現
象
の
形
態
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
考
え
は
、
当
時
の
習
字
を
す
る
場
合
に
お

い
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
偽
作
と
さ
れ
る
『
九
勢
』、『
筆
陣
図
』、

『
題
衛
夫
人
筆
陣
図
後
』
に
も
見
え
る
。 

 

書
写
技
巧
と
し
て
の
〈
勢
〉
は
、
晋
に
お
い
て
書
の
全
体
的
な
美
し
さ
を
表
現

す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
、
書
に
現
わ
れ
た
躍
動
や
貫
通
と
い
っ
た
表
現
を
描

写
す
る
に
あ
た
っ
て
使
わ
れ
る
。
こ
の
表
現
に
は
、
特
に
速
度
の
変
化
と
力
量
の

現
れ
が
中
心
で
あ
る
。 

書
写
技
巧
と
し
て
の
〈
勢
〉
は
、
最
初
は
運
筆
用
筆
に
関
わ
る
。
南
朝
に
入
り
、

点
画
を
成
す
そ
れ
ぞ
れ
の
用
筆
法
と
注
目
す
る
よ
う
に
な
り
、
自
然
現
象
の
喩
え

に
よ
っ
て
用
筆
を
解
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
喩
え
を
通
し
て
単
な
る
運
筆
速
度
だ

け
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
喩
え
が
示
さ
れ
る
性
質
の
違
い
に
よ
っ
て
、
点
画
の
線

質
を
豊
富
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
運
筆
用
筆
の
速
度
や
動
き
は
、〈
勢
〉

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
隋
唐
に
入
り
、
点
画
に
対
す
る
関
心
が
生
じ
、
字
形
を

構
成
す
る
法
則
に
目
も
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
書
写
技
巧
と
し
て
の
〈
勢
〉
は
、

運
筆
用
筆
よ
り
点
画
字
形
へ
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。
〈
勢
〉
に
は
、
書

の
全
体
的
な
美
し
さ
か
ら
技
巧
上
へ
の
変
遷
が
あ
る
。 

 

二
、
概
念
と
し
て
の
〈
勢
〉 

 

概
念
と
し
て
の
〈
勢
〉
の
句
形
は
、
主
に
自
然
現
象
を
中
心
と
す
る
喩
え
に
よ

っ
て
、
書
の
〈
勢
〉
を
描
写
す
る
も
の
で
あ
る
。
術
語
と
し
て
の
〈
勢
〉
は
、
他

の
語
と
合
わ
せ
て
は
じ
め
て
、
さ
ら
に
豊
富
な
意
味
を
持
つ
複
合
の
用
語
で
あ
る
。 

術
語
の
整
理
に
よ
っ
て
、
書
論
に
お
け
る
〈
勢
〉
に
関
す
る
術
語
の
意
味
を
解

明
す
る
こ
と
が
で
き
、
術
語
と
結
び
つ
け
る
品
評
語
の
意
味
も
解
く
こ
と
が
で
き

る
。
術
語
と
品
評
語
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
論
に
お
け
る
〈
勢
〉

を
持
つ
意
味
は
、
さ
ら
に
明
晰
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。〈
勢
〉
の
術
語
は
、〈
勢
〉

の
概
念
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
術
語
を
考
察
す
る
た
め
に
、
概
念
と
し

て
の
〈
勢
〉
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
概
念
と
し
て
の
〈
勢
〉
の
句
形
に

は
、
以
下
の
形
式
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

 ⑴
「
…
の
勢
（
…
之
勢
）」 

⑵
「
勢
は
、
…
が
如
く
（
勢
如
…
）」、
「
勢
は
、
…
に
似
る
（
勢
似
…
）」 

⑶
「
勢
＋
形
容
詞
（
○
勢
○
○
）」
、「
形
容
詞
＋
勢
（
○
○
勢
○
）」 
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⑴
「
…
の
勢
（
…
之
勢
）
」 

「
…
の
勢
（
…
之
勢
）
」
は
、
書
論
に
お
い
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
句
形
で
あ

る
。「
…
の
勢
（
…
之
勢
）」
に
関
す
る
句
形
に
は
、
主
に
自
然
現
象
の
喩
え
を
利

用
す
る
こ
と
が
多
く
、
前
後
の
文
脈
に
沿
っ
て
〈
勢
〉
の
解
釈
が
異
な
る
こ
と
が

あ
る
。
「
…
の
勢
（
…
之
勢
）」
の
例
文
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。 

以
下
の
用
例
は
、
附
章
「
〈
勢
〉
の
術
語
の
一
覧
」
よ
り
引
用
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
審
美
用
語
の
〈 

〉
括
弧
の
運
用
は
、
『
書
法
美
学
の
研
究
』
河
内
利
治

著
（
汲
古
書
院 

二
〇
〇
四
年
）
に
し
た
が
い
、
「 

」
は
、
例
文
よ
り
取
り
上

げ
る
用
語
で
あ
る
。
用
例
の
説
明
は
、
【
解
説
】
と
し
て
書
き
付
け
て
い
る
。 

 東
晋 

王
羲
之 

『
王
羲
之
筆
陣
図
』 

「
或
上
尖
如
枯
稈
、
或
下
細
若
針
芒
。
或
轉
側
之
勢
似
飛
鳥
空
墜
、
或
棱
側
之
形

如
流
水
激
來
。
」 

【
解
説
】
前
二
句
は
、
点
画
の
〈
形
〉
を
表
わ
す
こ
と
で
あ
る
。
後
二
句
は
、
筆

使
い
の
動
き
の
描
写
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
、
特
に
〈
勢
〉
と
〈
形
〉
と
を

並
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
使
い
を
表
わ
す
特
徴
が
見
ら
れ
る
。 

〈
勢
〉
を
表
わ
す
句
は
、
「
転
側
」
、
「
飛
鳥
空
墜
」
の
喩
え
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
る
の
で
、
〈
勢
〉
に
は
円
を
描
く
よ
う
に
回
り
、
鳥
が
空
の
上
か
ら
下
に
滑
ら

か
に
降
下
す
る
よ
う
な
印
象
が
見
ら
れ
る
。〈
形
〉
を
表
わ
す
句
は
、「
棱
側
」、「
流

水
激
来
」
と
い
う
喩
え
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
、
〈
形
〉
に
は
、
方
筆
を
描

く
よ
う
に
書
き
、
水
が
石
に
跳
ね
か
え
る
よ
う
に
転
折
す
る
様
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
並
び
か
ら
見
れ
ば
、
「
転
側
の
勢
」
は
、
上
下
に
円
滑
さ
を
持
つ
点
画
の
用

筆
を
指
す
こ
と
で
あ
り
、
「
棱
側
の
形
」
は
、
左
右
に
四
角
を
持
つ
点
画
の
転
折

を
指
す
こ
と
で
あ
る
。 

 

東
晋 

王
羲
之 

『
筆
勢
論
十
二
章
』「
序
」 

「
懸
針
垂
露
之
踪
、
難
為
體
制
。
揚
波
騰
氣
之
勢
、
足
可
迷
人
。
」 

【
解
説
】「
揚
波
騰
気
」
の
比
喩
に
よ
っ
て
、〈
勢
〉
に
は
生
気
に
溢
れ
る
こ
と
が

感
じ
ら
れ
る
。
前
句
の
「
懸
針
垂
露
」
と
い
う
点
画
を
描
写
す
る
文
意
に
従
っ
て

み
れ
ば
、
「
揚
波
騰
気
の
勢
」
の
〈
勢
〉
は
、
用
筆
運
筆
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ

た
躍
動
や
生
気
を
指
し
て
い
る
。 

 

南
朝
梁 

梁
武
帝 

『
草
書
状
』 

 

「
飛
走
流
注
之
勢
、
驚
竦
峭
絕
之
氣
、
滔
滔
閒
雅
之
容
、
卓
犖
調
宕
之
志
。
」 

【
解
説
】
こ
こ
で
は
〈
勢
〉、〈
気
〉、〈
容
〉、〈
志
〉
と
い
う
四
つ
の
述
語
が
並
列

し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
形
容
す
る
語
か
ら
み
れ
ば
、〈
勢
〉
は
上
下
左
右
に
早

い
速
度
で
滑
ら
か
に
走
っ
た
り
、
飛
ん
だ
り
す
る
様
子
で
あ
り
、
〈
気
〉
は
驚
き

お
そ
れ
、
び
く
び
く
し
て
厳
正
で
粛
然
な
さ
ま
で
あ
り
、〈
容
〉
は
陽
気
か
つ
淑

や
か
で
上
品
な
様
子
で
あ
り
、〈
志
〉
は
ず
ば
抜
け
て
優
れ
て
い
る
さ
ま
で
あ
る
。 

『
草
書
状
』
は
、
草
書
の
美
し
さ
を
称
え
る
文
で
あ
る
の
で
、
「
飛
」
、
「
走
」
、
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「
流
」
、
「
注
」
の
意
味
を
合
わ
せ
た
上
で
、
〈
勢
〉
の
速
度
の
表
れ
も
明
ら
か
に

描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
飛
走
流
注
の
勢
」
の
〈
勢
〉
は
、
流
暢
な
筆

使
い
で
生
み
出
さ
れ
た
草
書
の
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 

南
朝
梁 

庾
肩
吾 
『
上
東
宮
古
迹
啓
』 

「
鵲
反
鸞
驚
之
勢
。」 

【
解
説
】
鵲
は
、
小
形
の
鳥
類
で
尾
が
長
く
肩
と
腹
部
が
白
毛
で
、
伝
説
上
、
そ

の
鳴
き
声
は
吉
兆
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。
鸞
は
、
鳳
凰
の
一
種
で
あ
り
、
羽

は
五
行
で
あ
る
金
、
木
、
水
、
火
、
土
の
色
が
混
じ
り
、
鳴
き
声
が
五
音
で
あ
る

宮
、
商
、
角
、
徵
、
羽
に
合
う
と
さ
れ
る
。
両
方
と
も
に
、
神
聖
な
鳥
類
と
さ
れ

る
。 鵲

を
振
り
返
ら
せ
て
鸞
を
驚
か
せ
る
ほ
ど
の
も
の
は
、
必
ず
大
変
素
晴
ら
し
い

に
違
い
な
い
。
こ
の
喩
え
に
よ
っ
て
、
目
を
奪
う
ほ
ど
の
素
晴
ら
し
さ
を
表
わ
す
。

そ
の
状
態
を
表
現
す
る
の
は
、
〈
勢
〉
で
あ
る
。
例
文
の
喩
え
と
〈
勢
〉
を
合
わ

せ
て
見
れ
ば
、
こ
こ
の
〈
勢
〉
に
は
、
人
の
心
を
圧
倒
し
て
震
撼
す
る
よ
う
な
性

質
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
意
に
は
、
書
作
の
具
体
的
な
字
形
や
筆
使
い
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
書
作
全
体
の
〈
字
勢
〉
を
指
す
。 

 南
朝
梁 

梁
元
帝 

『
上
東
宮
古
迹
啓
』 

「
竊
以
鸞
驚
之
勢
。」 

【
解
説
】
例
文
は
、
庾
肩
吾
の
『
上
東
宮
古
迹
啓
』
の
喩
え
と
類
似
し
て
い
る
の

で
、
書
作
全
体
の
〈
字
勢
〉
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

南
朝
梁 

袁
昂 

『
古
今
書
評
』 

「
揮
毫
振
紙
、
有
疾
閃
飛
動
之
勢
。
」 

【
解
説
】
「
疾
閃
」
と
「
飛
動
」
は
、
雷
が
閃
く
ほ
ど
の
速
さ
と
、
鳥
が
飛
ぶ
よ

う
な
敏
捷
さ
を
指
す
。「
疾
閃
飛
動
」
は
、
主
に
敏
速
に
移
動
す
る
さ
ま
を
指
す
。

こ
の
さ
ま
に
対
応
す
る
の
は
、〈
勢
〉
で
あ
る
。「
疾
閃
飛
動
」
の
意
味
か
ら
考
え

れ
ば
、〈
勢
〉
は
主
に
速
度
の
表
れ
を
指
す
。
な
お
、「
揮
毫
振
紙
」
と
い
う
筆
を

揮
い
紙
を
伸
ば
す
意
味
に
従
い
、
例
文
の
〈
勢
〉
は
、
素
早
い
筆
使
い
を
指
し
、

〈
筆
勢
〉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

唐 

虞
世
南 

『
勸
学
篇
』 

「
今
立
以
君
臣
之
體
、
類
以
攻
戰
之
勢
。
」 

【
解
説
】
「
君
臣
」
は
、
君
主
と
臣
下
の
意
味
で
あ
り
、
上
下
倫
理
を
保
つ
規
範

的
で
緊
密
な
つ
な
が
り
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
「
君
臣
の
体
」
は
、
互
い
に
規
範

的
な
つ
な
が
り
を
持
ち
、
緊
密
な
連
携
を
結
び
つ
け
る
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
「
攻
戦
」
は
、
攻
め
て
戦
う
こ
と
で
あ
り
、
兵
家
思
想
に
属
す
る
用
語
で
あ

る
。
よ
っ
て
「
攻
戦
の
勢
」
は
、
敵
と
対
陣
す
る
場
合
に
攻
め
て
戦
う
陣
勢
を
指

す
。 
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「
君
臣
」
と
「
攻
戦
」
の
意
味
か
ら
考
え
れ
ば
、
〈
体
〉
は
部
分
を
緊
密
に
結

び
つ
け
る
全
体
的
な
概
念
で
あ
り
、
〈
勢
〉
は
相
手
と
対
戦
し
て
作
り
出
さ
れ
た

布
置
の
概
念
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
例
文
の
〈
勢
〉
は
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
字
形

を
構
成
す
る
〈
体
勢
〉
を
指
す
。 

 

唐 

李
嗣
眞 

『
書
後
品
』 

「
謝
公
縱
任
自
在
、
有
螭
盤
虎
踞
之
勢
。
」 

【
解
説
】「
螭
」
は
、『
広
雅
』
に
よ
っ
て
、
角
が
無
い
龍
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
螭
盤
虎
踞
」
は
、
螭
龍
が
緩
や
か
に
曲
が
っ
て
虎
が
う
ず
く
ま
る
様
で
あ
る
。

龍
と
虎
は
勢
力
を
も
っ
て
、
外
部
を
圧
倒
す
る
動
物
で
あ
る
。
「
盤
踞
」
に
は
、

木
が
地
に
根
を
張
っ
て
動
か
な
い
さ
ま
、
じ
っ
く
り
と
腰
を
落
ち
着
け
る
意
味
が

あ
る
。
よ
っ
て
、
「
螭
盤
虎
踞
の
勢
」
は
、
威
厳
を
保
ち
、
威
勢
を
ふ
る
う
意
味

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
螭
盤
虎
踞
の
勢
」
は
前
句
の
「
縦
任
自
在
」
を
修
飾
す
る
文
で
あ
る
。
「
縦

任
自
在
」
は
、
自
分
の
心
の
思
う
ま
ま
に
、
自
由
自
在
に
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
縦
任
自
在
」
と
「
螭
盤
虎
踞
」
の
意
味
か
ら
み
れ
ば
、
謝
安
の
書
風
は
、
自
由

自
在
で
あ
り
つ
つ
、
穏
や
か
で
威
厳
さ
を
持
つ
さ
ま
で
あ
る
と
推
測
す
る
。
よ
っ

て
、
例
文
の
〈
勢
〉
は
、
謝
安
の
書
風
を
指
す
の
で
、
〈
字
勢
〉
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。 

 

唐 

徐
浩 

『
論
書
』 

「
用
筆
之
勢
、
特
須
藏
鋒
。
」 

【
解
説
】
用
筆
と
蔵
鋒
と
い
う
用
筆
法
に
関
す
る
用
語
か
ら
み
れ
ば
、
こ
こ
の

〈
勢
〉
は
、
用
筆
の
方
法
、
運
筆
の
軌
跡
を
指
す
。
「
用
筆
の
勢
」
は
〈
筆
勢
〉

を
指
す
が
、〈
筆
法
〉
の
意
味
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

唐 

孫
過
庭 

『
書
譜
』 

「
觀
夫
懸
針
垂
露
之
異
、
奔
雷
墜
石
之
奇
、
鴻
飛
獸
駭
之
資
、
鸞
舞
蛇
驚
之
態
、

絕
岸
頹
峰
之
勢
、
臨
危
據
槁
之
形
。
」 

【
解
説
】〈
異
〉、〈
奇
〉、〈
資
〉、〈
態
〉、〈
勢
〉、〈
形
〉
は
、
書
の
点
画
、
字
形
、

用
筆
の
あ
り
さ
ま
を
修
飾
す
る
用
語
で
あ
る
。
中
に
は
〈
異
〉
と
〈
奇
〉、〈
資
〉

と
〈
態
〉、〈
勢
〉
と
〈
形
〉
と
い
う
つ
な
が
り
が
あ
る
。 

「
懸
針
垂
露
」
、「
奔
雷
墜
石
」、「
鴻
飛
獣
駭
」、「
鸞
舞
蛇
驚
」、「
絶
岸
頹
峰
」、

「
臨
危
據
槁
」
は
、
西
林
昭
一
（『
中
国
書
論
大
系
』
第
二
巻
）
と
平
勢
雨
邨
（『
精

萃
図
説
書
法
論
２
』
）
の
解
説
よ
り
、
真
書
を
成
す
点
画
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
す
な
わ
ち
「
懸
針
」、「
垂
露
」、「
奔
雷
」、「
墜
石
」、「
鴻
飛
」、「
獣
駭
」、「
鸞

舞
」、「
蛇
驚
」、「
絶
岸
」、「
頹
峰
」、「
臨
危
」、「
據
槁
」
と
い
う
用
筆
法
で
あ
る
。 

点
画
の
有
り
様
の
相
違
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
美
し
さ
を
表
わ
す
点
画
で
あ

る
。
よ
っ
て
、〈
異
〉
、〈
奇
〉、
〈
資
〉、
〈
態
〉
、
〈
勢
〉
、
〈
形
〉
は
、
み
な
点
画
の

形
態
を
描
写
す
る
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
の
〈
勢
〉
は
、
点
画
を
成
す

第一章 〈勢〉の基本構造、概念、術語 



- 18 - 

 

用
筆
法
で
あ
り
、〈
筆
勢
〉
を
指
す
が
、〈
筆
法
〉
の
意
味
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

唐 

李
約 
『
壁
書
飛
白
蕭
字
贊
』 

「
至
若
尋
翰
墨
輕
濃
之
勢
、
窮
點
畫
分
布
之
能
。
」 

【
解
説
】
両
句
は
、
対
句
の
形
式
に
よ
っ
て
「
蕭
」
の
飛
白
字
の
美
し
さ
を
讃
え

る
こ
と
で
あ
る
。
「
翰
墨
軽
濃
」
と
「
点
画
分
布
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
用
筆
の

変
化
と
布
置
の
調
整
を
指
す
こ
と
で
あ
る
。
「
翰
墨
軽
濃
」
と
「
点
画
分
布
」
と

を
結
び
つ
け
る
の
は
、〈
勢
〉
と
〈
能
〉
で
あ
る
。〈
勢
〉
を
解
く
た
め
に
、〈
能
〉

を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〈
能
〉
に
は
、
能
力
、
効
能
と
い
う
意
味
が
あ

る
。
ま
た
、
『
説
文
解
字
』
に
よ
っ
て
熊
に
通
じ
、
伝
説
上
の
神
聖
的
な
動
物
で

あ
る
（
注
１
）
。
後
に
、
状
態
、
姿
態
と
い
う
形
状
を
表
わ
す
意
味
が
派
生
し
た
。『
素

問
』
に
は
、
〈
形
能
〉
と
い
う
用
語
が
あ
り
、
外
見
、
形
態
、
す
が
た
の
意
味
と

解
さ
れ
て
い
る
（
注
２
）
。 

以
上
か
ら
、
「
点
画
分
布
の
能
」
と
は
点
画
字
形
の
配
置
に
よ
っ
て
組
み
合
わ

せ
て
章
法
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
い
い
。
こ
れ
に
従
っ
て
「
翰
墨
軽
濃
の
勢
」
の

〈
勢
〉
は
、
筆
使
い
の
軽
重
に
よ
っ
て
生
じ
た
変
化
に
富
む
〈
筆
勢
〉
で
あ
る
。 

【
注
】 

１
『
説
文
解
字
』
に
は
、「
能
、
熊
属
、
足
似
鹿
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
黄
能
と
い

う
伝
説
の
神
獣
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
黄
能
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
二
つ
あ
る
。 

一
、
『
説
文
解
字
』
に
よ
っ
て
、
熊
と
解
釈
さ
れ
、
力
強
く
て
神
聖
的
な
神
獣

で
あ
る
。 

二
、『
爾
雅
』「
釈
魚
」
に
は
、「
鱉
、
三
足
能
。」
と
あ
り
、
鱉
と
解
釈
さ
れ
る
。

三
つ
の
脚
を
持
っ
て
水
面
に
生
存
す
る
神
秘
的
な
生
物
で
あ
る
。 

２
『
素
問
』
「
陰
陽
応
象
大
論
」
に
は
、「
此
陰
陽
更
勝
之
變
、
病
之
形
能
也
。」

と
あ
る
。
〈
形
能
〉
は
、
病
の
病
状
の
意
味
で
あ
る
。
後
に
表
れ
、
形
態
の
意

味
が
派
生
し
た
。『
素
問
』
は
、『
黄
帝
内
経
』
の
一
部
で
あ
る
。『
黄
帝
内
経
』

は
、
現
存
す
る
中
国
最
古
の
医
学
書
で
あ
り
、
古
く
は
『
鍼
経
』
と
『
素
問
』

が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
巻
本
は
散
逸
し
て
し
ま
い
、
現
在
は

王
冰
の
編
纂
し
た
『
素
問
』
と
『
霊
枢
』
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
中
』 

①
「
張
芝 

蛟
龍
駭
獸
、
奔
騰
拏
攫
之
勢
。
心
手
隨
變
、
窈
冥
而
不
知
其
所
如
、

是
謂
達
節
也
。
」 

②
「
韋
誕 

若
用
張
芝
筆
、
左
伯
紙
及
臣
墨
、
兼
此
三
具
、
又
得
臣
手
。
然
後
可

以
建
勁
丈
之
勢
、
方
寸
千
言
。
」 

③
「
王
洽 

落
簡
揮
毫
、
有
郢
匠
乘
風
之
勢
。
雖
卓
然
孤
秀
、
未
至
運
用
無
方
。
」 

④
「
歐
陽
詢 

飛
白
冠
絕
。
峻
於
古
人
。
有
龍
蛇
戰
鬭
之
象
、
雲
霧
輕
濃
之
勢
。
」 

【
解
説
】
張
芝
の
書
は
、
「
蛟
龍
駭
獣
」
と
「
奔
騰
拏
攫
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

る
。
『
広
雅
』
に
よ
っ
て
蛟
龍
は
鱗
の
あ
る
龍
で
あ
り
、
ま
た
雲
を
呼
び
、
洪
水

を
起
こ
す
龍
の
一
種
で
あ
る
。
駭
獣
は
、
力
強
い
け
も
の
で
あ
る
。
両
方
と
も
に
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威
力
を
持
つ
動
物
の
喩
え
と
さ
れ
る
。 

奔
騰
は
、
力
強
く
駆
け
上
が
る
さ
ま
、
水
が
激
し
く
流
れ
る
さ
ま
で
あ
る
。
拏

攫
は
、
力
を
入
れ
て
引
っ
張
っ
て
つ
か
み
合
う
さ
ま
で
あ
る
。
例
文
の
①
か
ら
見

れ
ば
、
奔
騰
は
蛟
龍
を
修
飾
し
、
拏
攫
は
駭
獣
を
修
飾
し
て
い
る
。「
蛟
龍
駭
獣
」

と
「
奔
騰
拏
攫
」
の
意
味
を
通
じ
て
、
張
芝
の
書
は
非
常
に
力
強
く
、
か
つ
緊
密

な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
「
蛟
龍
駭
獣
」
と
「
奔
騰
拏
攫
」
の
喩
え
の
意
味

か
ら
み
れ
ば
、
例
文
の
〈
勢
〉
に
は
、
力
強
く
か
つ
滑
ら
か
な
速
度
の
表
わ
れ
と

い
う
性
質
が
あ
る
。
こ
の
性
質
を
持
つ
〈
勢
〉
は
、
〈
筆
勢
〉
を
指
す
と
考
え
ら

れ
る
。 

 

例
文
の
②
に
、
韋
誕
は
、
張
芝
の
筆
、
左
伯
の
紙
、
自
ら
の
墨
を
集
め
て
は
じ

め
て
、「
勁
丈
の
勢
」
の
書
を
制
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
自
信
を
持
っ
て
い
る
。

丈
は
、
尺
貫
法
の
長
さ
の
単
位
で
あ
り
、
一
丈
は
十
尺
で
あ
る
。
当
時
三
国
魏
の

時
代
に
一
尺
は
二
十
四
・
一
セ
ン
チ
の
換
算
に
よ
っ
て
、
一
丈
の
字
は
二
百
四
十

一
セ
ン
チ
と
い
う
大
き
さ
を
持
つ
こ
と
が
明
白
に
な
る
。
勁
は
、
強
く
ぴ
ん
と
張

り
つ
め
て
い
る
意
味
で
あ
る
。 

そ
こ
で
「
勁
丈
」
と
は
、
直
径
二
百
四
十
セ
ン
チ
に
近
い
大
き
な
字
に
堅
実
で

力
強
さ
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
た
と
え
榜
書
の
よ
う

な
大
字
を
書
く
と
し
て
も
、
力
強
さ
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
力
強
さ
は
、
筆

力
の
強
さ
と
字
形
の
緊
密
さ
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
後
の
「
方
寸
千

言
」
と
い
う
千
字
ほ
ど
の
小
字
の
句
意
を
合
わ
せ
て
見
れ
ば
、
〈
勢
〉
が
筆
力
よ

り
も
字
形
と
解
釈
し
た
方
が
相
応
し
い
。
そ
こ
で
、「
勁
丈
の
勢
」
の
〈
勢
〉
は
、

〈
体
勢
〉
を
指
す
。 

 

例
文
の
③
に
お
い
て
、「
郢
匠
」
は
、『
荘
子
』
に
郢
人
と
匠
石
と
い
う
二
人
の

名
人
の
逸
話
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
用
語
で
あ
る
。
郢
人
の
鼻
先
に
薄
く
塗
っ

た
土
を
、
匠
石
と
い
う
大
工
が
手
斧
を
振
っ
て
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
落
と

し
た
と
い
う
話
で
あ
る
（
注
１
）
。
こ
の
話
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。 

一
つ
は
、
匠
石
の
熟
練
で
巧
妙
な
技
術
を
称
賛
す
る
意
味
が
生
み
出
さ
れ
た
。

「
郢
匠
運
斤
成
風
」、「
郢
匠
運
斤
」
と
い
う
熟
語
で
使
わ
れ
て
い
る
。 

二
つ
目
は
、
郢
人
が
匠
石
よ
り
先
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
の
技
も
郢
人
が

い
な
け
れ
ば
二
度
と
で
き
な
く
、
互
い
に
切
磋
琢
磨
の
相
手
が
も
う
い
な
い
、
と

い
う
悲
し
み
を
歎
い
て
い
る
。
荘
子
は
こ
の
話
を
通
し
て
好
敵
手
で
あ
っ
た
恵
子

が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
悲
し
み
、
も
は
や
共
に
論
じ
合
う
相
手
が
い
な
い
と
歎
い

た
。 原

文
に
戻
っ
て
み
る
と
、
「
郢
匠
乘
風
」
は
、
前
句
の
「
落
簡
揮
毫
」
の
意
味

と
合
わ
せ
る
と
、
巧
妙
な
技
術
を
称
賛
す
る
意
味
を
指
す
。
張
懐
瓘
は
「
郢
匠
」

の
話
に
よ
っ
て
、
王
洽
の
草
書
を
大
変
称
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
、

「
落
簡
揮
毫
」
を
筆
使
い
の
意
味
と
解
釈
す
れ
ば
、「
郢
匠
乘
風
の
勢
」
の
〈
勢
〉

は
、〈
筆
勢
〉
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

例
文
の
④
に
お
い
て
欧
陽
詢
の
書
に
、
「
龍
蛇
戦
鬪
の
象
」
と
「
雲
霧
軽
濃
の

勢
」
と
い
う
評
語
が
あ
る
。「
龍
蛇
戰
鬪
」
は
、
龍
と
蛇
が
互
い
に
激
し
く
戦
い
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争
う
力
強
い
様
子
を
指
す
。
「
雲
霧
軽
濃
」
は
、
雲
と
霧
の
流
れ
で
濃
淡
の
変
化

を
す
る
様
子
を
指
す
。 

こ
の
両
句
は
、
欧
陽
詢
の
飛
白
書
を
称
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
龍
蛇

戰
鬪
」
は
、
飛
白
書
の
点
画
字
形
の
曲
り
と
強
さ
を
表
わ
す
喩
え
で
あ
り
、
「
雲

霧
軽
濃
」
は
、
飛
白
書
の
運
筆
用
筆
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
か
す
れ
の
喩
え
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。〈
象
〉
と
〈
勢
〉
の
意
味
を
並
列
す
る
こ
と
で
、〈
象
〉
は

飛
白
書
の
点
画
字
形
の
姿
を
指
し
、
〈
勢
〉
は
飛
白
書
の
運
筆
用
筆
を
指
す
。
こ

こ
の
〈
勢
〉
は
、
欧
陽
詢
の
飛
白
書
の
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

【
注
】 

１
『
荘
子
』
「
徐
無
鬼
」
に
「
郢
人
堊
慢
其
鼻
端
若
蠅
翼
、
使
匠
石
斲
之
。
匠
石

運
斤
成
風
、
聽
而
斲
之
、
盡
堊
而
鼻
不
傷
、
郢
人
立
不
失
容
。
」
と
あ
る
。 

 

唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
下
』 

「
子
敬
之
不
逮
眞
、
亦
劣
章
草
。
然
觀
其
行
草
之
會
、
則
神
勇
盖
世
。
況
之
於
父
、

猶
擬
抗
行
。
比
之
鍾
張
、
雖
勍
敵
、
仍
有
擒
猛
之
勢
。
」 

【
解
説
】
王
献
之
の
行
草
を
讃
え
る
文
で
あ
る
。
張
懐
瓘
は
王
羲
之
、
鍾
繇
、
張

芝
を
取
り
上
げ
て
、
王
献
之
の
行
草
と
を
比
較
し
た
。
王
羲
之
と
の
優
劣
を
付
け

る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
鍾
繇
と
張
芝
を
比
較
し
て
見
れ
ば
、
「
勍
敵
」
と

い
う
有
力
な
敵
手
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
王
献
之
は
や
や
遜
色
と
な
る
が
、
「
擒

猛
の
勢
」
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。 

「
擒
猛
」
は
、
猛
獣
を
捕
ら
え
る
意
味
で
あ
り
、
勇
気
が
盛
ん
で
力
強
い
意
味

で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
王
献
之
の
行
草
書
の
力
強
さ
を
賞
賛
す
る
喩
え
と
し
て

用
い
ら
れ
る
。
例
文
は
、
真
書
、
章
書
、
行
草
書
と
い
う
書
体
を
取
り
上
げ
て
、

王
羲
之
、
鍾
繇
、
張
芝
と
王
献
之
と
を
比
較
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
「
擒
猛
の

勢
」
の
〈
勢
〉
は
、
王
献
之
の
行
草
書
の
〈
字
勢
〉
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

唐 

張
懐
瓘 

『
文
字
論
』 

「
或
若
擒
虎
豹
、
有
強
梁
拏
攫
之
形
。
執
蛟
螭
、
見
蚴
蟉
盤
旋
之
勢
。
」 

【
解
説
】
先
ず
は
、
例
文
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
喩
え
の
語
意
を
解
明
し
た
い
。
蛟

は
鱗
の
あ
る
龍
を
指
し
、
螭
は
角
の
な
い
龍
を
指
す
（
注
１
）
。
虎
と
豹
を
並
列
し

て
、
と
も
に
威
厳
を
持
ち
、
力
強
い
動
物
の
喩
え
で
あ
る
。
「
強
梁
」
は
、
手
に

負
え
な
い
強
さ
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
彊
梁
と
も
言
え
る
（
注
２
）
。「
拏
攫
」
の
つ

か
み
合
い
、
も
み
合
う
意
味
で
あ
る
。
虎
と
豹
を
と
ら
え
る
意
味
と
合
わ
せ
て
み

る
と
、「
強
梁
拏
攫
」
は
、
相
手
を
倒
す
ほ
ど
の
力
強
さ
を
持
つ
こ
と
が
分
か
る
。 

「
蚴
蟉
」
は
、
龍
が
曲
が
り
く
ね
っ
て
曲
線
的
な
動
き
を
進
む
様
子
で
あ
る
。

「
盤
旋
」
は
、
回
っ
て
め
ぐ
る
こ
と
で
あ
る
。
蛟
と
螭
を
と
ら
え
る
意
味
と
合
わ

せ
て
考
え
れ
ば
、
「
蚴
蟉
盤
旋
」
は
、
つ
ま
り
龍
の
曲
り
く
ね
る
動
き
に
よ
っ
て

円
滑
で
曲
線
的
な
進
み
を
表
わ
す
語
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
前
句
の
虎
と
豹
の
描
写
は
、
主
に
強
盛
な
気
力
を
強
調
す
る
こ
と
で

あ
る
一
方
、
後
句
の
蛟
と
螭
の
描
写
は
、
流
暢
な
行
動
を
強
調
す
る
こ
と
が
ま
と
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め
ら
れ
る
。
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
の
並
列
の
つ
な
が
り
を
合
わ
せ
、
前
句
の
〈
形
〉

を
中
心
と
す
る
句
意
は
、
虎
と
豹
を
捕
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
盛
的
な
気
力

を
持
つ
形
体
や
姿
態
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
句
の
〈
勢
〉
を
中
心
と
す

る
句
意
は
、
蛟
と
螭
を
執
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
流
暢
な
動
き
を
持
つ
動
作
や

運
動
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
現
象
の
喩
え
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が

持
っ
て
い
る
性
質
や
特
徴
を
得
た
上
で
、
書
の
表
現
に
生
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
は
、
気
力
を
持
つ
点
画
字
形
と
流
暢
さ
を

持
つ
運
筆
用
筆
を
指
す
の
で
あ
る
。「
蚴
蟉
盤
旋
の
勢
」〈
勢
〉
は
、
流
暢
さ
と
円

滑
さ
を
持
つ
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

【
注
】 

１
『
広
雅
』
に
は
、「
有
鱗
曰
蛟
龍
。
無
角
曰
螭
龍
。」
と
あ
る
。 

２
『
老
子
』
に
、
「
強
梁
者
不
得
其
死
。」
と
あ
る
。 

 

唐 

張
懐
瓘 

『
論
用
筆
十
法
』 

①
「
偃
仰
向
背 

謂
兩
字
並
為
一
字
、
須
求
點
畫
上
下
、
偃
仰
、
離
合
之
勢
。
」 

②
「
遲
澀
飛
動 

謂
勒
鋒
磔
筆
、
字
須
飛
動
、
無
凝
滯
之
勢
、
是
得
法
。
」 

【
解
説
】
例
文
①
の
「
偃
仰
向
背
」
は
、
文
字
を
一
つ
の
単
位
と
し
て
、
上
下
左

右
の
点
画
の
組
み
合
わ
せ
を
緊
密
な
つ
な
が
り
で
保
つ
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
一

字
の
中
に
点
画
の
つ
な
が
り
を
も
た
せ
る
手
段
を
も
と
と
し
て
、
次
の
字
ま
で
延

長
す
る
の
は
、
文
字
間
を
結
び
付
け
る
手
段
で
あ
る
。
一
字
の
点
画
の
上
下
、
偃

仰
、
離
合
よ
り
、
二
字
や
三
字
ま
で
伸
ば
し
て
い
く
と
と
も
に
、
文
字
間
を
結
び

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

例
文
①
の
「
上
下
」、「
偃
仰
」、「
離
合
」
の
〈
勢
〉
は
、
点
画
と
字
形
を
基
礎

と
し
展
開
す
る
も
の
で
あ
る
。
点
画
字
形
を
つ
な
が
る
た
め
に
、
「
上
下
」
、
「
偃

仰
」、「
離
合
」
を
持
つ
筆
使
い
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
例
文
①

の
〈
勢
〉
は
、
緊
密
な
筆
使
い
を
持
つ
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 

例
文
の
②
の
「
遅
渋
飛
動
」
は
、
運
筆
の
速
度
を
表
わ
す
語
で
あ
る
。「
遅
」

は
速
度
の
速
さ
を
指
し
、
鈍
く
緩
慢
な
様
子
で
あ
る
。「
渋
」
は
「
遅
」
と
類
似

し
、
速
度
の
表
わ
れ
が
鈍
い
。
し
か
し
、「
遅
」
と
異
な
る
の
は
、〈
筆
力
〉
の
表

わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。 

「
遅
」
は
、
速
度
を
示
す
表
現
で
あ
り
、
反
義
語
は
「
速
」
で
あ
る
。
両
方
と

も
に
速
度
を
示
す
語
で
あ
る
。「
渋
」
に
は
、「
遅
」
の
速
度
の
性
質
が
あ
り
、「
遅
」

の
速
度
で
現
れ
た
筆
力
の
表
現
も
あ
る
。「
渋
」
は
、「
遅
」
の
速
度
を
も
と
に
し

て
点
画
の
質
を
着
実
に
、
厚
重
に
さ
せ
る
用
筆
法
で
あ
る
。「
渋
」
の
反
義
は
、「
疾
」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
速
」
の
速
度
を
も
と
に
し
て
敏
捷
、
迅
速
な
速
度
で
点

画
の
質
を
犀
利
、
明
快
に
さ
せ
る
用
筆
法
で
あ
る
。 

 
「
勒
」
は
、
永
字
八
法
の
二
番
目
に
あ
た
る
点
画
の
用
筆
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

手
綱
を
引
い
て
馬
を
制
御
す
る
動
作
の
喩
え
に
よ
っ
て
、
生
み
出
さ
れ
た
用
筆
法

で
あ
る
。
こ
の
喩
え
に
よ
っ
て
、
短
い
横
線
を
書
く
に
あ
た
り
、
起
筆
に
筆
先
を

回
鋒
し
て
か
ら
、
速
い
速
度
で
左
に
引
っ
張
れ
ば
、
明
快
で
犀
利
な
点
画
が
作
り
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出
さ
れ
た
。「
勒
鋒
」
は
、「
勒
」
の
よ
う
な
起
筆
が
緩
く
て
回
鋒
し
て
か
ら
素
早

く
進
む
用
筆
法
で
あ
る
。 

「
磔
」
は
、
永
字
八
法
の
最
後
の
点
画
の
用
筆
法
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
右
払
い

で
あ
る
。
「
磔
」
に
は
、
紙
面
に
毛
を
張
り
つ
け
る
意
味
が
あ
り
、
左
右
に
引
く

意
味
も
あ
る
。
こ
の
意
味
に
従
い
、
右
払
い
を
書
く
に
あ
た
っ
て
筆
先
を
圧
し
つ

け
て
書
く
。
筆
を
圧
し
つ
け
た
り
、
引
き
上
げ
た
り
す
る
と
い
う
提
按
の
筆
使
い

に
よ
っ
て
、
「
磔
」
は
、
永
字
の
八
つ
の
点
画
の
中
に
太
さ
の
変
化
が
一
番
激
し

い
も
の
に
な
る
。「
磔
筆
」
は
、「
磔
」
の
よ
う
な
提
按
が
含
ま
れ
る
用
筆
で
あ
る
。 

例
文
②
に
戻
っ
て
み
れ
ば
、
「
勒
鋒
磔
筆
」
を
も
っ
て
「
飛
動
」
を
説
明
す
る

の
は
、「
遅
渋
」
と
「
速
疾
」
の
釣
り
合
い
を
保
っ
て
は
じ
め
て
、
字
が
「
飛
動
」

に
な
る
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
基
に
、
「
飛
動
」
の
反
義
で
あ

る
「
凝
滯
」
を
取
り
上
げ
る
。「
凝
滯
の
勢
」
は
、「
飛
動
の
勢
」
の
反
義
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
凝
滯
の
勢
」
の
〈
勢
〉
は
、
滞
っ
て
流
暢
で
は
な
い
〈
筆
勢
〉
を
指

す
。 

 

唐 

徐
浩 

『
論
書
』 

「
用
筆
之
勢
、
特
須
藏
鋒
。
」 

【
解
説
】
用
筆
に
は
多
様
な
手
段
が
あ
り
、
こ
れ
は
蔵
鋒
を
重
ん
じ
る
句
で
あ
る
。

こ
の
〈
勢
〉
は
、
蔵
鋒
と
対
応
し
て
い
る
か
ら
、〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 

唐 

権
徳
輿 

『
唐
太
宗
文
皇
帝
飛
白
書
記
』 

「
至
若
缥
緲
鴻
翥
之
勢
、
輕
濃
蟬
翼
之
狀
。
」 

【
解
説
】
権
徳
輿
は
、
唐
太
宗
の
飛
白
書
を
称
え
て
い
る
。
例
文
は
、
〈
勢
〉
と

〈
状
〉
を
並
列
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
缥
緲
鴻
翥
」
は
、
鴻
が
遠
く
微
か
に
飛
び

上
が
る
様
子
で
あ
る
。
「
軽
濃
蝉
翼
」
は
、
蝉
の
翼
が
軽
く
か
つ
濃
密
な
模
様
を

持
つ
様
子
で
あ
る
。 

「
缥
緲
鴻
翥
」
と
「
軽
濃
蝉
翼
」
の
意
味
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、「
缥
緲
鴻
翥
」

は
飛
白
書
の
筆
使
い
を
表
わ
し
、
す
な
わ
ち
飛
白
書
の
「
飛
」
を
強
調
す
る
喩
え

で
あ
る
。「
軽
濃
蝉
翼
」
は
飛
白
書
の
掠
れ
を
表
わ
し
、
す
な
わ
ち
飛
白
書
の
「
白
」

を
強
調
す
る
喩
え
で
あ
る
。〈
勢
〉
と
〈
状
〉
の
並
べ
方
を
合
わ
せ
て
見
れ
ば
、「
缥

緲
鴻
翥
の
勢
」
の
〈
勢
〉
は
、
飛
白
書
の
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 

唐 

李
陽
氷 

『
上
李
大
夫
論
古
篆
書
』 

「
於
蟲
魚
禽
獸
、
得
屈
伸
飛
動
之
理
。
於
骨
角
齒
牙
、
得
擺
拉
咀
嚼
之
勢
。
」 

【
解
説
】
例
文
は
、
自
然
現
象
の
様
に
よ
っ
て
古
篆
書
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。

文
に
は
、〈
理
〉
と
〈
勢
〉
を
並
列
す
る
構
造
が
あ
る
。 

「
屈
伸
飛
動
の
理
」
の
〈
理
〉
は
、
虫
や
魚
の
姿
に
よ
っ
て
、
伸
縮
自
在
を
得

て
は
じ
め
て
、
篆
書
の
縦
長
い
字
形
を
伸
び
る
道
理
を
指
す
。「
擺
拉
咀
嚼
の
勢
」

は
、
動
物
が
咀
嚼
す
る
動
き
を
理
解
し
て
は
じ
め
て
、
篆
書
の
筆
使
い
を
理
解
す

る
も
の
で
あ
る
。
前
句
は
、
篆
書
の
点
画
字
形
の
形
態
を
描
写
す
る
も
の
で
あ
り
、
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後
句
は
、
篆
書
の
運
筆
用
筆
の
動
作
を
描
写
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
擺
拉
咀
嚼
の

勢
」
の
〈
勢
〉
は
、
篆
書
の
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 

⑵
「
勢
は
、
…
が
如
し
（
勢
如
…
）」、「
勢
は
、
…
に
似
る
（
勢
似
…
）」 

「
若
」
、
「
似
」
、
「
如
」
と
い
う
象
徴
す
る
手
法
で
は
、
〈
勢
〉
は
よ
く
自
然
現

象
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
形
容
詞
と
結
び
つ
い
て
表
現
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
「
若
」
、
「
似
」
、
「
如
」
の
句
型
は
、
以
下
で
あ
る
。 

 西
晋 

衛
恒 

『
四
体
書
勢
』
「
篆
勢
」 

「
揚
波
振
撆
、
鷹
跱
鳥
震
。
延
頸
脅
翼
、
勢
似
凌
雲
」 

【
解
説
】
「
凌
雲
」
は
、
雲
を
し
の
ぐ
ほ
ど
に
高
い
こ
と
で
あ
る
。
超
然
、
飄
然

と
意
味
が
近
く
、
意
気
が
高
い
意
味
が
あ
る
。
例
文
は
、
〈
勢
〉
が
飄
々
た
る
意

気
の
超
然
す
る
よ
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

〈
勢
〉
は
、
前
句
の
波
を
揚
げ
て
撆
を
振
う
と
い
う
具
体
的
な
筆
使
い
こ
と
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
。
鷹
は
う
ず
く
ま
り
鳥
は
身
を
震
わ
し
、
頸
を
延
ば
し
翼

を
そ
び
や
か
す
こ
と
は
、
こ
の
筆
使
い
に
よ
っ
て
現
れ
た
驚
異
的
な
表
現
を
修
飾

す
る
喩
え
で
あ
る
。
第
一
句
は
筆
使
い
で
あ
り
、
第
二
、
三
句
は
こ
の
筆
使
い
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
篆
書
の
素
晴
ら
し
さ
を
示
す
喩
え
で
あ
る
。
こ
の
三
句
は
、

み
な
第
四
句
を
修
飾
す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
使
い
に
よ
っ
て
生
じ
た
驚
異
的
な
素

晴
ら
し
さ
を
表
わ
す
意
図
に
従
い
、
こ
の
〈
勢
〉
は
、
篆
書
の
〈
筆
勢
〉
を
指
す

と
考
え
ら
れ
る
。 

 

唐 

『
王
羲
之
伝
贊
』 

「
其
唯
王
逸
少
乎
。
觀
其
點
曳
之
功
、
裁
成
之
妙
。
煙
霏
露
結
、
狀
若
斷
而
還
連
。

鳳
翥
龍
盤
、
勢
如
斜
而
反
直
。
」 

【
解
説
】
こ
れ
は
、
唐
の
太
宗
が
王
羲
之
の
書
を
称
え
る
文
で
あ
る
。
文
の
体
裁

に
よ
る
と
、
二
つ
の
段
落
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
点
曳
之
功

―
煙
霏
露
結
、
状
若
断
而
還
連
」、「
裁
成
之
妙
―
鳳
翥
龍
盤
、
勢
如
斜
而
反
直
」

で
あ
る
。 

「
点
曳
」
は
点
画
を
書
く
こ
と
で
あ
る
。
点
画
の
巧
み
は
、
煙
が
絶
え
間
な
く

立
ち
上
り
、
露
水
が
結
露
し
て
下
に
落
ち
ら
な
い
喩
え
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。

こ
の
表
現
に
よ
っ
て
、
た
と
え
各
点
画
は
離
れ
る
が
、
実
は
連
な
る
よ
う
な
緊
密

の
つ
な
が
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
点
画
間
の
連
な
り
を
表
わ
す
こ
と
で
あ
る
。 

「
裁
成
」
は
、
字
形
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
字
形
の
美
し
さ
は
、
鳳
が
舞

い
上
が
り
、
龍
が
曲
が
り
く
ね
る
喩
え
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
表
現
に
よ

っ
て
、
一
字
一
字
は
常
に
上
と
下
の
つ
な
が
り
を
保
つ
の
で
、
い
く
ら
字
形
が
斜

め
に
傾
い
て
も
、
ず
れ
て
い
て
も
、
全
て
の
文
字
が
貫
き
通
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

字
形
の
間
の
つ
な
が
り
を
表
わ
す
。
〈
状
〉
と
〈
勢
〉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
点
画
の

姿
と
文
字
の
姿
を
指
す
の
で
あ
る
。
「
勢
如
斜
而
反
直
」
の
〈
勢
〉
は
、
王
羲
之

の
書
の
字
体
姿
勢
の
〈
体
勢
〉
を
指
す
。 
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唐 
李
約 

『
高
平
公
蕭
斎
記
』 

「
復
本
書
之
意
、
得
遙
覩
之
美
。
寂
對
虛
牖
、
勢
若
飛
驚
。
雖
烟
霧
交
飛
、
龍
鸞

縈
動
、
輕
旆
翻
揚
、
微
雲
卷
舒
、
不
能
狀
也
。
」 

【
解
説
】
こ
の
句
は
、
蕭
子
雲
が
書
い
た
飛
白
書
の
蕭
を
称
え
た
も
の
で
あ
る
。

蕭
斎
は
、
李
約
が
江
南
に
蕭
子
雲
の
飛
白
書
の
蕭
と
い
う
字
を
手
に
入
れ
た
の
を

機
と
し
て
名
づ
け
た
斎
名
で
あ
る
（
注
１
）
。 

梁
武
帝
は
蕭
子
雲
の
飛
白
書
を
、
蔡
邕
と
王
羲
之
よ
り
も
大
変
称
賛
し
た
。
当

時
、
寺
を
建
築
す
る
際
に
、
梁
武
帝
は
蕭
子
雲
に
飛
白
書
を
書
か
せ
る
と
命
じ
た
。

と
こ
ろ
が
、
蕭
と
い
う
一
字
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
後
に
、
李
約
が
そ
れ

を
買
い
取
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
、
自
ら
の
書
斎
を
作
り
、
蕭
子
雲
に
憧
れ

た
た
め
に
、
自
ら
の
書
斎
の
名
を
蕭
斎
と
名
付
け
た
（
注
２
）
。 

例
文
に
お
い
て
、
〈
勢
〉
は
、
「
飛
驚
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
。
「
飛
驚
」

は
、
予
期
し
な
い
事
象
を
体
験
し
た
と
き
に
起
こ
る
瞬
間
的
な
驚
き
で
あ
る
。
こ

の
語
意
に
よ
っ
て
〈
勢
〉
は
、
瞬
間
的
な
驚
き
や
力
量
を
表
わ
す
。
そ
こ
で
、「
勢

若
飛
驚
」
の
〈
勢
〉
は
、
蕭
子
雲
の
飛
白
書
の
素
晴
ら
し
さ
を
称
え
る
も
の
で
あ

り
、
〈
筆
勢
〉
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。 

【
注
】 

１
唐
、
李
绰
の
『
尚
書
故
実
』
に
は
、
「
梁
蕭
子
雲
、
字
景
喬
。
武
帝
謂
曰
、
蔡

邕
飛
而
不
白
、
羲
之
白
而
不
飛
。
飛
白
之
間
、
在
卿
斟
酌
爾
。
嘗
大
書
蕭
字
、

後
人
匣
而
寶
之
。
」
と
あ
る
。 

２
唐
、
李
肇
の
『
国
史
補
』
に
は
、「
梁
武
帝
造
寺
、
令
蕭
子
雲
飛
白
大
書
蕭
字
、

至
今
一
蕭
字
存
焉
。
李
约
竭
產
自
江
南
買
歸
東
洛
、
匾
于
小
亭
以
翫
之
、
號
為

蕭
齋
。
」
と
あ
る
。 

 
 唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
上
』 

「
章
草 

史
游
製
草
、
始
務
急
就
。
婉
若
廻
鸞
、
攖
若
舞
袖
。
遲
廻
縑
簡
、
勢
欲

飛
透
。
」 

【
解
説
】
「
飛
透
」
と
は
、
非
常
に
速
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
語
で
〈
勢
〉
を
修

飾
す
る
と
、
〈
勢
〉
の
素
早
い
速
度
を
強
調
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
句
の
意
に

し
た
が
い
、
章
草
の
筆
使
い
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
の
で
、「
勢
欲
飛
透
」
の
〈
勢
〉

は
、
章
草
の
素
早
い
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 

⑶
「
勢
＋
形
容
詞
（
○
勢
○
○
）」、「
形
容
詞
＋
勢
（
○
○
勢
○
）」 

 

〈
勢
〉
と
他
詞
と
を
並
列
す
る
句
形
で
あ
る
。
対
句
と
類
似
す
る
の
で
、
前
後

の
語
意
に
し
た
が
わ
な
い
と
、
〈
勢
〉
の
意
味
は
解
け
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
並

列
す
る
語
に
は
、
形
容
詞
が
多
く
見
ら
れ
る
。
形
容
詞
を
持
つ
意
味
を
そ
れ
ぞ
れ

に
抜
き
出
し
、〈
勢
〉
が
持
つ
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
に
す
る
。
各
用
例
は
、
以

下
の
通
り
で
あ
る
。 
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魏 

劉
邵 

『
飛
白
書
勢
』 

「
索
草
鍾
眞
、
爰
有
飛
白
之
麗
、
貌
艶
勢
珍
。
」 

【
解
説
】
例
文
は
、
索
靖
の
草
書
と
鍾
繇
の
眞
書
を
称
え
、
二
人
の
書
に
は
飛
白

書
の
美
し
さ
が
あ
る
と
記
載
す
る
。「
貌
艶
勢
珍
」
は
、〈
貌
〉
と
〈
勢
〉
を
並
べ

る
対
句
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
貌
艶
」
と
「
勢
珍
」
で
あ
る
。
〈
艶
〉
と
〈
珍
〉

の
意
味
に
従
っ
て
見
れ
ば
、
字
形
が
麗
し
い
こ
と
と
、
筆
使
い
が
珍
し
い
こ
と
で

あ
る
。
索
靖
と
鍾
繇
の
書
を
通
じ
て
、
飛
白
書
の
美
し
さ
を
称
え
る
文
意
に
沿
っ

て
み
れ
ば
、
こ
の
〈
勢
〉
は
、
飛
白
書
の
珍
し
い
〈
筆
勢
〉
を
指
す
と
考
え
ら
れ

る
。 

 

西
晋 

楊
泉 

『
草
書
賦
』 

「
惟
六
書
之
爲
體
、
美
草
法
之
最
奇
。
杜
垂
名
於
古
昔
、
皇
著
法
乎
今
斯
。
字
要

妙
而
有
好
、
勢
奇
綺
而
分
馳
。
」 

 

【
解
説
】
楊
泉
は
、
杜
度
と
皇
象
の
書
を
取
り
上
げ
、
草
書
の
美
し
さ
を
称
賛
し

て
い
る
。
彼
ら
の
草
書
の
美
し
さ
を
表
わ
す
た
め
に
、
〈
字
〉
と
〈
勢
〉
と
い
う

二
つ
の
面
よ
り
展
開
す
る
よ
う
に
な
る
。〈
字
〉
を
修
飾
す
る
の
は
、「
要
妙
」
と

「
有
好
」
で
あ
り
、
〈
勢
〉
を
修
飾
す
る
の
は
、
「
奇
綺
」
と
「
分
馳
」
で
あ
る
。 

「
要
妙
」
は
『
楚
辞
』（
注
１
）

と
『
老
子
』（
注
２
）

に
見
ら
れ
、
美
し
い
さ
ま
、

精
微
な
さ
ま
の
意
味
を
指
す
。
「
有
好
」
は
、
よ
さ
が
有
る
意
味
で
あ
る
。
ま
た

「
有
」
は
「
又
」
の
意
味
に
通
じ
、
副
詞
と
し
て
ま
た
や
更
に
と
い
う
意
味
に
使

っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、「
有
好
」
は
、
更
に
好
く
麗
し
い
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。 

「
奇
綺
」
と
は
、
不
可
思
議
の
麗
し
い
さ
ま
で
あ
る
。「
分
馳
」
は
『
韓
非
子
』

「
難
勢
」
に
見
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
「
分
馳
」
は
、
離
れ
て

走
っ
て
行
く
と
い
う
解
釈
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
句
の
「
有
好
」
の
「
有
」

は
、
副
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
「
分
」
を
副
詞
と
し
て
使
う
例
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

副
詞
と
し
て
の
分
は
、
「
分
陰
」
と
い
う
語
が
あ
る
（
注
３
）
。「
分
陰
」
は
、
ご

く
短
い
時
間
の
意
味
で
あ
り
、
大
禹
が
治
水
す
る
こ
と
に
、
時
間
を
大
切
に
使
う

と
い
う
例
句
を
取
り
上
げ
て
用
い
ら
れ
た
用
語
で
あ
る
。
分
に
は
、
数
量
の
単
位

と
し
て
使
わ
れ
る
意
味
が
あ
る
。「
分
陰
」
は
、「
寸
陰
」
に
対
し
て
さ
ら
に
短
い

時
間
を
指
す
。
分
は
、
数
量
の
単
位
よ
り
、
極
め
て
、
ご
く
と
い
う
意
味
と
し
て

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
、
文
意
の
流
れ
に
従
う
と
、
こ
こ
の
「
分
馳
」

は
極
短
い
時
間
を
指
し
、
一
瞬
の
こ
と
で
あ
る
。 

前
の
分
析
に
よ
っ
て
「
字
要
妙
而
有
好
、
勢
奇
綺
而
分
馳
」
の
解
釈
は
、
草
書

の
字
形
は
精
微
の
美
し
さ
を
持
ち
、
他
の
書
体
と
比
べ
る
と
更
に
好
く
、
草
書
の

用
筆
は
不
思
議
な
美
し
さ
を
持
ち
、
他
の
書
体
と
比
べ
る
と
速
い
速
度
を
持
つ
こ

と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
「
勢
奇
綺
而
分
馳
」
の
〈
勢
〉
は
、
草
書
の
流
暢
か
つ
素

早
い
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

【
注
】 

１
『
楚
辞
』「
九
歌
、
湘
君
」
に
は
、「
美
要
眇
兮
宜
修
、
沛
吾
乘
兮
桂
舟
」
と
あ
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る
。 

２
『
老
子
』
に
は
、「
不
貴
其
師
、
不
愛
其
資
。
雖
智
大
迷
、
是
謂
要
妙
。」
と
あ

る
。 

３
『
晋
書
』「
陶
侃
伝
」
に
は
、「
大
禹
聖
者
、
乃
惜
寸
陰
。
至
於
眾
人
、
當
惜
分

陰
。」
と
あ
る
。 

 

西
晋 

衛
恒 

『
四
体
書
勢
』
「
字
勢
」 

「
觀
其
措
筆
綴
墨
、
用
心
精
專
、
勢
和
體
均
、
發
止
無
間
。
」 

【
解
説
】
こ
の
句
は
、
古
文
の
美
し
さ
を
表
わ
す
。
古
文
は
、
春
秋
戦
国
時
代
に

斉
、
魯
を
中
心
と
す
る
山
東
地
方
に
使
わ
れ
て
い
た
金
文
の
書
体
で
あ
る
。
こ
の

書
体
の
特
徴
は
、
縦
長
く
屈
曲
す
る
点
画
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。 

『
四
体
書
勢
』
「
字
勢
」
に
は
、
こ
の
書
体
の
美
し
さ
を
多
様
な
自
然
現
象
の

形
態
で
説
明
し
て
い
る
。
「
勢
和
体
均
」
と
前
文
の
「
措
筆
綴
墨
」
は
対
句
で
あ

る
。
「
措
筆
綴
墨
」
は
、
筆
を
執
っ
て
墨
を
綴
る
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
古
文

の
筆
使
い
を
指
す
。
「
勢
和
体
均
」
を
合
わ
せ
る
と
、
筆
使
い
は
程
好
く
整
い
、

結
体
は
均
衡
が
取
れ
る
意
味
と
解
釈
で
き
る
。
「
勢
和
体
均
」
の
〈
勢
〉
は
、
古

文
を
書
く
筆
使
い
の
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 

南
朝
梁 

梁
武
帝 

『
観
鍾
繇
書
法
十
二
意
』 

「
逸
少
至
學
鍾
書
、
勢
巧
形
密
、
及
其
獨
運
、
意
疏
字
緩
。
」 

【
解
説
】『
観
鍾
繇
書
法
十
二
意
』
の
十
二
意
は
「
平
」
、「
直
」
、「
均
」
、「
密
」
、

「
鋒
」、「
力
」、「
軽
」、「
決
」、「
補
」、「
損
」、「
巧
」、「
称
」
で
あ
る
。
こ
の
十

二
意
は
、「
平
」
と
「
直
」、「
均
」
と
「
密
」、「
鋒
」
と
「
力
」、「
軽
」
と
「
決
」、

「
補
」
と
「
損
」
、「
巧
」
と
「
称
」
と
に
組
み
合
わ
さ
れ
る
。 

「
平
」、「
直
」、「
均
」、「
密
」
は
点
画
の
布
置
を
指
し
、「
鋒
」、「
力
」、「
軽
」、

「
決
」
は
用
筆
の
技
巧
を
指
し
、
「
補
」、
「
損
」、
「
巧
」、「
称
」
は
結
体
の
方
法

を
指
す
。 

「
巧
」
は
「
布
置
」
で
、「
密
」
は
「
際
」
で
あ
る
。「
布
置
」
は
、
字
形
の
布

置
で
あ
る
。「
際
」
は
、
点
画
の
す
き
間
で
あ
る
。「
勢
巧
形
密
」
は
、
文
字
の
〈
体

勢
〉
が
巧
み
で
素
晴
ら
し
く
、
点
画
の
形
態
が
緊
密
で
し
っ
か
り
と
す
る
さ
ま
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
〈
勢
〉
は
〈
体
勢
〉
を
指
す
。 

 

南
朝
梁 

『
梁
武
帝
與
陶
隱
居
論
書
』「
梁
武
帝
答
書
・
第
四
」 

「
值
筆
連
斷
、
触
勢
峯
鬱
」 

【
解
説
】
こ
れ
は
、
梁
武
帝
蕭
衍
が
陶
隠
居
に
自
ら
書
を
書
く
感
想
を
述
べ
る
も

の
で
あ
る
。「
值
筆
連
断
」
は
、「
觸
勢
峯
鬱
」
と
対
句
で
あ
る
。 

「
值
筆
」
は
筆
を
執
る
意
味
で
あ
る
。
「
值
筆
連
断
」
は
、
筆
を
執
っ
て
書
く

こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
筆
使
い
に
よ
っ
て
点
画
を
書
き
、
点
画
間
の
連
な
り
と

断
つ
関
係
を
生
み
出
す
。「
觸
勢
」
は
、〈
勢
〉
に
触
る
こ
と
で
あ
る
。
峯
は
山
頂
、

鬱
は
盛
ん
に
成
長
し
て
茂
る
さ
ま
で
あ
る
。「
峯
鬱
」
は
、
筆
先
に
豊
か
な
変
化
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や
茂
み
が
現
れ
る
意
味
で
あ
る
。
「
觸
勢
峯
鬱
」
は
〈
勢
〉
に
感
触
し
て
捉
え
れ

ば
、
筆
先
の
軌
跡
が
豊
か
に
っ
て
は
じ
め
て
、
点
画
に
豊
か
な
変
化
が
生
じ
る
意

味
で
あ
る
。「
值
筆
」
と
「
觸
勢
」
は
、
筆
使
い
の
こ
と
を
指
す
が
、「
值
筆
」
は

執
筆
法
を
指
し
、「
觸
勢
」
は
筆
使
い
の
流
れ
や
動
き
を
指
す
。
よ
っ
て
、「
触
勢

峯
鬱
」
の
〈
勢
〉
は
、
流
暢
か
つ
生
き
生
き
と
す
る
表
現
を
持
つ
〈
筆
勢
〉
を
指

す
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

『
梁
武
帝
與
陶
隱
居
論
書
』「
陶
弘
景
啓
第
七
」 

「
又
逸
少
學
鍾
、
勢
巧
形
密
、
勝
於
自
運
。
」 

【
解
説
】
前
掲
の
『
観
鍾
繇
書
法
十
二
意
』
と
同
義
で
あ
る
。
王
羲
之
は
鍾
繇
の

書
を
学
ん
で
「
勢
巧
形
密
」
を
得
た
。
と
こ
ら
が
、
王
羲
之
は
自
運
す
れ
ば
、
意

趣
が
疎
に
な
り
、
字
の
締
ま
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
王
羲
之
は
鍾
繇
の
書
を

学
ん
だ
と
い
っ
て
も
、
書
の
本
質
を
会
得
し
な
か
っ
た
時
期
が
あ
る
。
『
観
鍾
繇

書
法
十
二
意
』
の
解
釈
と
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
〈
勢
〉
は
字
形
姿
勢
の
〈
体
勢
〉

を
指
す
。 

 

南
朝
梁 

陶
宏
景 

『
論
楊
許
三
僊
君
真
跡
』 

「
鬱
勃
鋒
勢
。」 

【
解
説
】
題
名
の
「
三
僊
」
は
、
東
晋
時
代
に
生
き
た
楊
羲
、
許
謐
、
許
翙
と
い

う
三
人
の
道
士
の
こ
と
で
あ
る
。
三
人
の
中
で
は
、
楊
羲
の
書
が
一
番
よ
く
、
許

翙
は
楊
羲
の
書
を
学
ん
で
、
写
経
と
画
符
を
能
書
し
た
と
記
載
さ
れ
る
。『
述
書

賦
』
で
は
、
楊
羲
は
正
、
行
書
と
も
に
熟
練
し
、
方
円
を
備
え
、
そ
の
結
体
が
名

を
遺
す
ほ
ど
優
れ
て
い
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
（
注
１
）
。 

例
文
の
「
鬱
勃
」
に
は
、
盛
ん
に
生
き
生
き
と
し
て
い
る
意
味
が
あ
り
、
く
る

く
る
円
を
描
い
て
旋
回
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
「
鋒
勢
」
は
、
鋭
い
筆
先
を

指
す
。
「
鬱
勃
鋒
勢
」
は
、
円
を
描
く
よ
う
に
旋
回
す
る
筆
遣
い
に
よ
っ
て
、
生

き
生
き
と
す
る
感
じ
を
表
わ
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
鬱
勃
鋒
勢
」

の
〈
勢
〉
は
、
無
駄
な
動
き
が
な
く
、
明
快
な
筆
使
い
の
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

【
注
】 

１
『
述
書
賦
』
に
は
、
「
楊
真
人
之
正
行
、
兼
淳
熟
而
相
成
。
方
圓
自
我
、
結
構

遺
名
。
如
舟
楫
之
不
系
、
混
寵
辱
以
若
驚
。
其
為
書
家
所
重
若
此
。
真
人
諱
羲
、

弘
農
人
。
今
見
行
書
帶
名
六
行
。」
と
あ
る
。 

 

三
、
術
語
と
し
て
の
〈
勢
〉 

 
 
 

 

〈
勢
〉
を
術
語
と
し
て
前
後
に
用
い
る
形
に
は
、
主
に
前
術
語
と
後
術
語
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
術
語
は
、
〈
勢
〉
を
修
飾
す
る
形
容
詞
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
前
術
語
の
場
合
は
、
〈
勢
○
〉
と
い
う
形
に
な
り
、
後
術
語
は
〈
○
勢
〉
と

い
う
形
に
な
る
。 
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⑴
前
術
語─

〈
勢
○
〉 

〈
勢
薄
〉〈
勢
逸
〉〈
勢
動
〉〈
勢
飛
騰
〉〈
勢
崩
騰
〉 

 █

〈
勢
薄
〉█ 

南
朝
梁 

梁
武
帝 
『
評
書
』 

「
蕭
特
書
雖
有
家
風
、
而
風
流
勢
薄
。
」 

【
解
説
】
蕭
特
は
南
朝
梁
の
人
。
字
は
世
達
、
蕭
子
雲
の
次
男
で
あ
る
。
蕭
子
雲

は
、
草
書
、
隷
書
を
善
く
し
、
鍾
繇
と
王
羲
之
に
学
び
、
当
時
の
書
名
が
盛
ん
で
、

人
々
に
大
変
尊
重
さ
れ
て
い
た
。
梁
武
帝
は
、
彼
の
書
を
重
視
し
、〈
筆
力
勁
駿
〉

と
称
賛
し
て
い
る
。
蕭
特
は
、
蕭
子
雲
の
書
の
良
さ
を
受
け
継
ぎ
、
当
時
に
書
の

名
を
馳
せ
た
。
梁
武
帝
は
、
二
王
父
子
の
比
較
を
通
し
て
、
蕭
子
雲
、
蕭
特
の
書

の
素
晴
ら
し
さ
を
評
価
し
て
い
る
（
注
１
）
。 

例
文
の
「
家
風
」
は
、
蕭
子
雲
が
鍾
繇
と
王
羲
之
の
書
風
を
受
け
継
い
だ
上
で
、

作
り
出
さ
れ
た
自
分
ら
し
さ
の
あ
る
書
風
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
蕭
家
の

書
風
で
あ
る
。
こ
の
「
家
風
」
の
具
体
的
な
評
価
を
、
梁
武
帝
が
蕭
子
雲
を
品
評

し
て
使
っ
た
用
語
の
「
筆
力
勁
駿
」
と
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。 

梁
武
帝
は
蕭
特
が
「
筆
力
勁
駿
」
の
家
風
を
持
っ
て
い
る
が
、
「
風
流
勢
薄
」

と
評
し
て
い
る
。
「
風
流
」
は
、
上
品
で
趣
が
あ
り
自
由
で
あ
か
ぬ
け
た
さ
ま
で

あ
る
。〈
勢
薄
〉
は
、
勢
い
が
薄
い
こ
と
で
あ
る
。「
風
流
勢
薄
」
に
よ
っ
て
書
風

を
品
評
す
る
の
は
、
内
面
的
な
筆
力
を
示
す
わ
け
で
は
な
く
、
見
た
目
の
字
形
が

綺
麗
で
、
用
筆
が
流
麗
す
ぎ
る
と
い
う
外
見
的
な
美
し
さ
を
表
わ
す
こ
と
で
あ
る
。

「
薄
」
の
意
味
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
〈
勢
薄
〉
は
、
筆
力
不
足
の
こ
と
で
あ

る
。
内
面
的
な
筆
力
が
足
り
な
い
わ
け
で
、〈
筆
勢
〉
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
よ
っ

て
、
〈
勢
薄
〉
の
〈
勢
〉
は
、
筆
力
が
足
り
な
い
の
で
、
力
量
や
迫
力
が
表
わ
れ

な
い
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

【
注
】 

１
『
梁
書
』
巻
三
十
五
、
列
伝
二
十
九 

「
雲
善
草
隸
書
、
為
世
楷
法
。
自
雲
善
效
鍾
元
常
、
王
逸
少
而
微
變
字
體
。
」

「
其
書
迹
雅
為
高
祖
〔
梁
武
帝
〕
所
重
、
嘗
論
子
雲
書
曰
、
筆
力
勁
駿
、
心
手

相
應
、
巧
逾
杜
度
、
美
過
崔
實
、
當
與
元
常
并
驅
争
先
。
」 

「
第
二
子
特
、
字
世
達
。
早
知
名
、
亦
善
草
隸
。
高
祖
嘗
謂
子
雲
曰
、
子
敬
之

書
、
不
及
逸
少
。
近
見
特
迹
、
遂
逼
于
卿
。
」 

 █

〈
勢
逸
〉█ 

①
唐 

虞
世
南 

『
筆
髓
論
』 

「
釋
草 

或
體
雄
而
不
可
抑
、
或
勢
逸
而
不
可
止
。
」 

②
唐 

竇
臮 

『
述
書
賦
・
上
』 

「
文
海
緊
快
、
勢
逸
氣
高
。
」 

【
解
説
】
「
逸
」
は
動
詞
と
し
て
は
、
走
り
出
す
、
抜
け
去
る
、
規
則
に
と
ら
わ

れ
ず
自
由
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
形
容
詞
と
し
て
は
素
早
く
、
素
晴
ら
し
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い
と
い
う
意
味
が
あ
る
。 

例
文
①
の
『
筆
髓
論
』
に
は
、
〈
勢
逸
〉
と
〈
体
雄
〉
が
並
列
し
、
つ
な
が
っ

て
い
る
。〈
体
雄
〉
と
〈
勢
逸
〉
を
表
わ
す
た
め
に
、「
抑
」、「
止
」
と
い
う
抑
え
、

止
め
る
と
い
う
反
義
語
を
用
い
る
。
抑
え
ら
れ
な
く
、
止
め
ら
れ
な
い
文
意
か
ら

見
れ
ば
、〈
勢
逸
〉
は
、
速
度
の
素
早
さ
を
表
わ
す
用
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
〈
勢
逸
〉
の
〈
勢
〉
は
、
草
書
の
素
早
い
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

王
籍
は
南
朝
梁
の
人
、
字
は
文
海
で
あ
る
。
『
南
史
』
に
よ
り
、
彼
は
謝
運
霊

の
詩
に
憧
れ
て
詩
風
を
学
び
、
当
時
人
々
に
大
変
尊
敬
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
王
籍
は
、
草
書
を
善
く
す
る
の
で
、「
筆
勢
遒
放
」
と
評
価
さ
れ
て
い
た
（
注

１
）
。
例
文
②
に
は
、
王
籍
の
書
を
「
勢
逸
気
高
」
と
評
し
て
い
る
。
「
気
高
」
の

「
高
」
に
は
、
程
度
や
位
置
が
高
い
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
、
立
派
で
盛
大
な
意

味
も
あ
る
。
「
逸
」
と
合
わ
せ
れ
ば
、
両
方
と
も
に
盛
大
で
素
晴
ら
し
い
様
子
を

表
わ
す
用
語
で
あ
る
。
「
緊
快
」
は
、
非
常
に
素
早
い
意
味
で
あ
る
。
こ
の
意
味

と
、『
南
史
』
に
王
籍
の
書
を
評
価
し
て
い
る
「
筆
勢
遒
放
」
を
合
わ
せ
る
と
、〈
勢

逸
〉
は
、
滑
ら
か
で
素
早
く
速
度
を
持
つ
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
勢
逸
気

高
」
の
〈
勢
逸
〉
は
、
流
暢
で
素
早
い
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

【
注
】 

１
『
南
史
』
巻
二
十
一
、
列
伝
十
一 

「
籍
好
學
、
有
才
氣
、
為
詩
慕
謝
靈
運
。
至
其
合
也
、
殆
無
愧
色
。
時
人
咸
謂

康
樂
之
有
王
籍
、
如
仲
尼
之
有
丘
明
、
老
聃
之
有
嚴
周
。
」 

「
籍
又
甚
工
草
書
、
筆
勢
遒
放
、
蓋
孔
琳
之
流
亞
也
。
」 

 █

〈
勢
動
〉█ 

唐 

李
約 

『
壁
書
飛
白
蕭
字
賛
』 

「
撥
剌
勢
動
、
蟉
蟠
氣
雄
。
」 

【
解
説
】
こ
れ
は
、
李
約
が
飛
白
壁
書
の
蕭
と
い
う
字
を
称
賛
す
る
た
め
に
綴
っ

た
文
で
あ
る
。
李
約
は
、
飛
白
書
の
由
来
を
説
明
し
、
後
漢
の
蔡
邕
が
創
り
は
じ

め
て
以
来
、
三
国
呉
の
張
弘
と
東
晋
の
王
廙
が
継
承
し
、
南
朝
梁
の
蕭
子
雲
が
特

に
能
く
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
『
書
断
・
中
』
に
、
張
懐
瓘
は
、
蔡
邕
の
飛
白
書

を
神
品
と
称
え
、
他
の
三
人
の
書
を
妙
品
と
定
め
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
注

１
）
。 「

撥
剌
勢
動
」
の
「
撥
剌
」
に
は
、
右
手
を
魚
の
尾
の
よ
う
に
揃
え
て
二
本
の

弦
を
同
時
に
弾
く
意
味
と
、
弓
を
張
る
様
子
を
表
わ
す
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
擬

声
語
と
し
て
ぴ
ち
ぴ
ち
と
活
気
が
あ
る
と
い
う
意
味
を
持
ち
、
生
気
に
富
む
素
早

い
移
動
す
る
さ
ま
を
指
す
。「
撥
剌
」
は
〈
勢
動
〉
を
修
飾
し
、
後
の
「
蟉
蟠
」

と
並
列
す
る
関
係
を
持
つ
。 

「
蟉
蟠
」
は
、
蟠
龍
が
く
ね
く
ね
と
曲
が
る
さ
ま
で
あ
る
。
「
撥
剌
」
と
「
蟉

蟠
」
は
、
素
早
い
速
度
を
表
わ
す
様
子
と
、
曲
が
る
様
子
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、〈
勢
動
〉
と
〈
気
雄
〉
を
並
べ
て
考
え
れ
ば
、「
撥
剌
」
は
筆
使
い
が

素
早
い
速
度
を
持
つ
意
味
で
あ
り
、
「
蟉
蟠
」
は
点
画
字
形
が
曲
が
っ
て
円
滑
の
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よ
う
な
様
子
を
持
つ
意
味
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
撥
剌
勢
動
」
の
〈
勢
動
〉
は
、

素
早
く
生
気
に
富
む
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

【
注
】 

１
『
書
断
・
中
』「
神
品 

飛
白
」
に
は
、「
蔡
邕
字
伯
喈 

又
創
飛
白
、
妙
有
絕

倫
、
動
合
神
功
、
真
異
能
之
士
也
。」
と
あ
る
。 

「
妙
品 

飛
白
」
に
は
、
「
呉
處
士
張
弘 

其
飛
白
妙
絕
當
時
、
飄
若
雲
游
、
激

如
驚
電
、
飛
仙
舞
鶴
之
態
有
類
焉
。」
と
あ
り
、「
王
廙
字
世
將 

其
飛
白
志
氣

極
古
、
垂
雕
鶚
之
翅
羽
、
類
旌
旗
之
卷
舒
、
時
人
云 

王
廙
飛
白
、
右
軍
之
亞
。」

と
あ
り
、
「
梁
蕭
子
雲 

諸
體
兼
備
、
而
創
造
小
篆
飛
白
、
意
趣
飄
然
、
點
畫

之
際
、
有
若
騫
舉
、
妍
妙
至
極
、
難
與
比
肩
。」
と
あ
る
。 

 █

〈
勢
飛
騰
〉█ 

唐 

張
懐
瓘 

『
六
体
書
論
』 

「
小
篆
者
、
李
斯
造
也
。
或
鏤
纖
屈
盤
、
或
懸
針
狀
貌
。
鱗
羽
參
差
而
互
進
、
珪

璧
錯
落
以
爭
明
。
其
勢
飛
騰
、
其
形
端
儼
。
」 

【
解
説
】
こ
れ
は
、
小
篆
の
美
し
さ
を
称
え
る
句
で
あ
る
。
「
其
勢
飛
騰
」
は
、

小
篆
の
〈
勢
〉
が
舞
い
上
が
る
様
子
を
表
わ
す
語
で
あ
り
、
後
の
〈
形
〉
が
厳
し

い
と
い
う
「
其
形
端
儼
」
と
対
句
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
。 

「
飛
騰
」
と
「
端
儼
」
の
意
味
を
合
わ
せ
み
れ
ば
、
〈
勢
〉
と
〈
形
〉
は
、
小

篆
の
動
態
と
静
態
と
の
美
し
さ
を
表
わ
す
概
念
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、

〈
勢
飛
騰
〉
は
、
小
篆
の
筆
遣
い
が
盛
ん
に
舞
い
上
が
る
意
味
で
あ
る
と
解
釈
で

き
る
。〈
勢
飛
騰
〉
の
〈
勢
〉
は
、〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 █

〈
勢
崩
騰
〉█ 

唐 

貫
休 

『
懐
素
上
人
草
書
歌
』 

「
羅
剎
石
上
坐
伍
子
胥
、
蒯
通
八
字
立
對
漢
高
祖
。 

勢
崩
騰
兮
不
可
止
、
天
機

暗
轉
鋒
鋩
裏
。
」 

【
解
説
】
貫
休
は
、
「
羅
剎
石
上
坐
伍
子
胥
、
蒯
通
八
字
立
対
漢
高
祖
」
と
い
う

喩
え
で
、
懐
素
の
草
書
の
素
晴
ら
し
さ
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
。 

羅
剎
石
は
、
羅
剎
江
の
江
水
に
あ
る
険
し
い
石
を
指
す
。
羅
剎
江
は
銭
塘
江
の

別
名
、
羅
剎
石
が
あ
る
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
。
羅
剎
は
、
人
を
食
べ
る
悪
鬼

の
象
徴
で
あ
る
（
注
１
）
。
羅
剎
石
は
、
銭
塘
江
を
行
く
船
の
運
行
を
妨
げ
る
程
の

険
し
い
石
で
あ
る
の
で
、
羅
剎
の
名
が
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

伍
子
胥
は
、
春
秋
時
代
末
の
人
、
楚
国
の
派
閥
争
い
で
、
父
と
兄
を
楚
の
平
王

に
殺
さ
れ
、
楚
か
ら
出
奔
し
、
呉
国
に
身
を
寄
せ
た
。
呉
は
、
今
の
江
蘇
揚
子
江

下
流
の
地
域
を
領
有
し
て
い
た
。
伍
子
胥
は
、
兵
法
家
の
孫
武
と
と
も
に
呉
の
国

力
の
充
実
に
努
め
、
姑
蘇
城
の
造
営
者
で
あ
っ
た
。
伍
子
胥
は
、
呉
の
軍
事
力
の

代
表
人
物
で
あ
り
、
呉
の
海
上
の
戦
力
が
強
く
、
当
時
の
羅
剎
江
を
占
有
し
て
い

た
。
例
文
に
戻
っ
て
考
え
れ
ば
、
「
羅
剎
石
上
坐
伍
子
胥
」
は
、
伍
子
胥
が
有
す

る
海
上
軍
事
の
力
で
、
険
し
い
羅
剎
石
を
征
服
し
て
安
定
す
る
意
味
で
あ
る
。 
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蒯
通
は
、
秦
末
か
ら
前
漢
初
期
に
か
け
て
の
論
客
。
本
名
は
蒯
徹
で
あ
る
が
、

武
帝
の
名
と
同
じ
で
あ
る
の
で
、
後
世
同
じ
意
味
を
持
つ
通
と
い
う
名
で
呼
ば
れ

た
。
韓
信
が
謀
反
の
罪
で
処
刑
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
韓
信
が
あ
の
時
に
、
蒯
通
の

言
う
こ
と
を
聞
い
て
い
れ
ば
、
こ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
、
吐
露
し
た
こ

と
が
劉
邦
に
報
告
さ
れ
る
と
、
劉
邦
は
蒯
通
も
謀
反
の
片
割
で
あ
る
と
い
う
疑
い

を
も
っ
て
捕
ら
え
た
。
劉
邦
は
、
蒯
通
を
釜
で
煮
殺
す
よ
う
命
じ
る
が
、
蒯
通
は

無
実
の
罪
で
殺
さ
れ
る
の
は
残
念
だ
と
つ
ぶ
や
い
た
。
な
ぜ
そ
う
言
う
の
か
と
訊

ね
て
み
る
と
、
蒯
通
は
古
の
盗
賊
、
盗
跖
の
飼
っ
て
い
た
犬
が
聖
人
、
堯
に
吠
え

た
の
は
、
堯
が
不
仁
の
人
だ
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
主
人
以
外
の
者
だ

っ
た
か
ら
吠
え
た
の
で
す
。
当
時
、
私
は
あ
な
た
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
に
世
の
中
に
は
、
あ
な
た
の
よ
う
に
な
り
た
い
と
望
む
者
が
大
勢
い
ま
し
た
が
、

彼
ら
を
全
て
煮
殺
し
ま
す
か
、
と
答
え
た
。
劉
邦
は
こ
の
返
答
を
評
価
し
、
蒯
通

は
釈
放
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、
「
蒯
通
八
字
立
対
漢
高
祖
」
の
由
来
で
あ
り
、
蒯
通

が
裏
で
考
え
た
絶
妙
な
秘
策
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

例
文
に
戻
っ
て
見
れ
ば
、
「
羅
剎
石
上
坐
伍
子
胥
」
の
喩
え
に
よ
っ
て
「
勢
崩

騰
兮
不
可
止
」
と
い
う
激
し
く
打
ち
寄
せ
る
波
を
止
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
表
現

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
蒯
通
八
字
立
対
漢
高
祖
」
の
喩
え
に
よ
っ
て
「
天

機
暗
転
鋒
鋩
裏
」
と
い
う
中
に
筆
使
い
の
微
妙
さ
と
造
化
の
神
秘
さ
を
表
わ
し
て

い
る
。 

こ
れ
ら
の
喩
え
で
、
前
句
は
、
懐
素
が
草
書
の
素
早
く
盛
ん
で
い
る
さ
ま
を
称

え
、
後
句
は
、
筆
使
い
の
細
微
か
つ
神
秘
を
称
賛
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

〈
勢
崩
騰
〉
の
〈
勢
〉
は
、
懐
素
の
草
書
の
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

【
注
】 

１
唐
、
慧
琳
『
一
切
経
音
義
』
巻
二
十
五
に
は
、
「
羅
剎
、
此
云
惡
鬼
也
。
食
人

血
肉
、
或
飛
空
或
地
行
、
捷
疾
可
畏
也
。
」
と
あ
る
。 

 

⑵
後
術
語─

〈
○
勢
〉 

〈
形
勢
〉〈
筆
勢
〉〈
收
勢
〉〈
絶
勢
〉〈
微
勢
〉〈
仰
勢
〉〈
数
勢
〉 

〈
骨
勢
〉〈
体
勢
〉〈
字
勢
〉〈
驚
勢
〉〈
騁
勢
〉〈
乏
勢
〉〈
得
勢
〉 

〈
気
勢
〉〈
失
勢
〉〈
取
勢
〉〈
驚
騰
勢
〉〈
波
勢
〉〈
蠖
勢
〉〈
峻
勢
〉 

〈
極
勢
〉〈
水
勢
〉〈
懸
勢
〉〈
識
勢
〉〈
功
勢
〉〈
筆
端
勢
〉〈
力
勢
〉 

〈
認
勢
〉〈
意
勢
〉〈
異
勢
〉〈
逸
勢
〉〈
飛
帆
勢
〉 

 █

〈
形
勢
〉█ 

①
後
漢 

蔡
邕 

『
九
勢
八
字
訣
』 

「
夫
書
肇
於
自
然
。
自
然
既
立
、
陰
陽
生
矣
。
陰
陽
既
生
、
形
勢
出
矣
。
藏
頭
護

尾
、
力
在
其
中
。
下
筆
用
力
、
肌
膚
之
麗
。
故
曰
勢
來
不
可
止
、
勢
去
不
可
遏
、

惟
筆
軟
則
奇
怪
生
焉
。
凡
落
筆
結
字
、
上
皆
覆
下
、
下
以
承
上
、
使
其
形
勢
遞
相

映
帶
、
無
使
勢
背
。
」 

②
東
晋 

王
羲
之 

『
題
衛
夫
人
筆
陣
図
後
』 
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「
字
體
形
勢
、
狀
如
龍
蛇
、
相
鉤
連
不
斷
」 

③
東
晋 

王
羲
之
『
筆
勢
論
十
二
章
』 

「
創
臨
章
第
一
」
「
始
書
之
時
、
不
可
盡
其
形
勢
、
一
遍
正
腳
手
、
二
遍
少
得
形

勢
」 

「
節
制
章
第
十
」
「
字
之
形
勢
、
不
得
上
寬
下
窄
。
」 

「
譬
成
章
第
十
二
」「
緩
筆
定
其
形
勢
、
忙
則
失
其
規
矩
。
」 

④
『
唐
朝
敘
書
録
』 

「
今
吾
臨
古
人
書
、
殊
不
學
其
形
勢
、
惟
在
求
其
骨
力
。
及
得
其
骨
力
、
而
形
勢

自
生
耳
。
」 

⑤
唐 

賈
躭 

『
虞
書
歌
』 

「
衆
書
之
中
虞
書
巧
、
體
法
自
然
歸
大
道
。 

不
同
懷
素
只
攻
顛
、
豈
類
張
芝
惟

札
草
。
形
勢
素
奇
筋
骨
老
、
父
子
君
臣
相
揖
抱
。
」 

⑥
唐 

蔡
希
綜 

『
法
書
論
』 

「
字
體
形
勢
、
狀
如
蟲
蛇
相
鉤
連
、
意
莫
令
斷
。
」 

【
解
説
】〈
形
勢
〉
に
は
、
形
態
、
形
体
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
形
執
に
通
じ
る
。

書
論
に
お
け
る
〈
形
勢
〉
は
、
「
陰
陽
」
、
「
字
体
」
、
「
骨
力
」
と
結
び
付
く
。
こ

の
三
つ
の
用
語
か
ら
、
〈
形
勢
〉
を
考
察
す
る
。 

 

例
文
①
の
〈
形
勢
〉
と
「
陰
陽
」
は
、
「
自
然
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
「
自
然
」
、
「
陰
陽
」
、
〈
形
勢
〉
と
い
う
順
序
的
な
関
係
を
持
っ
て
い

る
。「
陰
陽
」
は
、
宇
宙
天
地
の
有
り
様
を
生
み
出
す
二
元
性
の
思
想
で
あ
る
。「
自

然
」
は
、
単
な
る
自
然
現
象
を
指
す
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
森
羅
万
象
の
宇
宙

天
地
も
含
み
、
哲
学
上
の
自
然
の
概
念
と
な
る
。
哲
学
上
の
自
然
と
は
、
宇
宙
天

地
が
運
行
す
る
法
則
に
よ
っ
て
日
月
、
寒
暑
、
山
水
、
昼
夜
と
い
う
自
然
界
の
変

化
で
あ
る
。
男
女
、
死
生
、
老
幼
と
い
う
人
間
の
変
化
で
あ
り
、
上
下
、
大
小
、

軽
重
、
開
合
、
向
背
と
い
う
対
立
的
な
変
化
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
多
様
の
変

化
の
中
か
ら
陰
と
陽
と
の
つ
な
が
り
が
ま
と
め
ら
れ
る
。 

「
陰
陽
」
と
結
び
付
く
〈
形
勢
〉
は
、
相
対
的
で
統
一
的
な
性
質
を
持
っ
て
い

る
。
こ
の
性
質
を
も
と
に
し
て
、
書
作
の
〈
形
勢
〉
と
映
え
合
い
連
な
る
こ
と
が

で
き
る
。
例
文
①
に
よ
れ
ば
、
上
と
下
は
陰
と
陽
の
相
対
的
な
つ
な
が
り
と
な
る
。

落
筆
と
結
字
と
合
わ
せ
れ
ば
、
〈
形
勢
〉
は
、
静
と
動
の
性
質
を
持
つ
と
考
え
ら

れ
る
。〈
形
〉
は
結
字
で
あ
り
、
静
で
あ
る
。〈
勢
〉
は
用
筆
で
あ
り
、
動
で
あ
る
。

〈
陰
陽
〉
と
結
び
付
く
〈
形
勢
〉
は
、
静
と
動
の
性
質
を
持
ち
、
字
体
結
構
と
運

筆
用
筆
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

例
文
②
、
③
、
⑤
、
⑥
に
〈
形
勢
〉
と
「
字
体
」
は
、
龍
、
蛇
と
い
う
喩
え
が

用
い
ら
れ
る
。
龍
、
蛇
の
曲
が
っ
て
い
る
姿
、
そ
し
て
字
体
の
上
下
大
小
の
組
み

合
わ
せ
は
、
共
に
均
衡
を
保
ち
、
貫
通
す
る
字
体
を
求
め
る
。
よ
っ
て
、
字
体
と

結
び
付
く
〈
形
勢
〉
は
、
字
体
の
姿
勢
、
形
態
を
指
す
。 

 
例
文
⑤
に
お
い
て
の
〈
形
勢
〉
と
「
骨
力
」
は
、
互
い
に
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ

て
〈
形
勢
〉
よ
り
「
骨
力
」
の
重
要
性
を
示
す
。〈
形
勢
〉
は
、「
骨
力
」
を
求
め

て
は
じ
め
て
、
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
骨
力
」
は
〈
形
勢
〉
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の
も
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

「
骨
力
」
は
、
〈
筆
力
〉
の
概
念
に
属
し
、
点
画
の
堅
実
で
締
ま
る
さ
ま
を
表

わ
す
用
語
で
あ
る
。
堅
実
な
〈
筆
力
〉
を
求
め
て
は
じ
め
て
、
〈
形
勢
〉
を
生
み

出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
っ
か
り
と
し
た
〈
筆
力
〉
の
表
現
は
、
用
筆
運
筆

に
拠
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
「
骨
力
」
と
〈
形
勢
〉
は
、
す
な
わ
ち
筆
力
と
〈
形

勢
〉
で
あ
る
。
〈
形
勢
〉
は
、
字
体
の
姿
勢
、
形
態
を
指
す
。 

 █

〈
筆
勢
〉█ 

①
西
晋 

衛
恒 

『
四
体
書
勢
』
「
草
勢
」 

「
崔
氏
甚
得
筆
勢
、
而
結
字
小
疏
。
」 

②
東
晋 

王
羲
之
『
筆
勢
論
十
二
章
』
「
譬
成
章
第
十
二
」 

「
莫
以
字
小
易
而
忙
行
筆
勢
、
莫
以
字
大
難
而
慢
展
毫
頭
。
」 

③
南
朝
宋 

王
僧
虔 

『
論
書
』 

「
崔
瑗
筆
勢
甚
快
、
而
結
字
小
疏
。
」 

④
南
朝
梁 

蕭
子
雲 

『
論
書
啓
』 

「
始
見
勑
旨
論
書
一
卷
、
商
略
筆
勢
、
洞
達
字
體
。
」 

⑤
唐 

李
嗣
眞 

『
書
後
品
』 

ⅰ

「
歐
陽
草
書
、
難
與
競
爽
。
如
旱
蛟
得
水
、
饞
兎
走
穴
、
筆
勢
恨
少
。
」 

ⅱ

「
斛
斯
筆
勢
、
咸
有
由
来
。
」 

⑥
唐 

徐
浩 

『
論
書
』 

「
近
古
蕭
永
歐
虞
、
頗
傳
筆
勢
。
褚
薛
已
降
、
自
鄶
不
譏
矣
。
」 

⑦
唐 

褚
遂
良 

『
搨
本
樂
毅
記
』 

「
筆
勢
精
妙
、
備
盡
楷
則
。
」 

⑧
唐 

李
約 

『
高
平
公
蕭
斎
記
』 

「
隴
西
李
君
約
、
於
江
南
得
蕭
子
雲
壁
書
飛
白
蕭
字
。
以
筆
勢
驚
絕
、
遂
匣
而
寶

之
。
」 

⑨
唐 

竇
臮 

『
述
書
賦
・
上
』 

「
仲
倫
則
快
速
無
度
。
馳
突
不
疎
。
尺
題
已
終
。
筆
勢
仍
餘
。
似
逸
籠
檻
之
衆
鳥
。

恣
飛
鳴
之
所
如
。
」 

⑩
唐 

蔡
希
綜 

『
法
書
論
』 

「
不
可
再
摹
。
恐
失
其
筆
勢
。
」 

⑪
唐 

張
弘
靖 

『
蕭
斎
記
』 

「
隴
西
李
君
約
、
于
江
南
得
蕭
子
雲
壁
書
飛
白
蕭
字
。
以
筆
勢
驚
絕
、
遂
匣
而
寶

之
。
」 

⑫
唐 

韋
續 

『
墨
藪
・
上
』 

ⅰ

「
書
品
優
劣
第
三
」「
草
書
十
二
人 

孫
過
庭
、
丹
崖
絕
壑
、
筆
勢
堅
勁
」。 

ⅱ

「
又
評
書
第
四
」「
孔
琳
之
書
、
放
縱
快
健
、
筆
勢
流
利
。
」 

【
解
説
】〈
筆
勢
〉
に
関
す
る
評
語
は
、
以
下
の
解
釈
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

⑴
、
用
筆
の
方
法 

①
④
⑤ⅱ

⑥
⑦
⑩ 

⑵
、
運
筆
の
速
度 

②
③
⑫ⅱ
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⑶
、
筆
力
の
表
れ 

⑧
⑪
⑫ⅰ

 
 

⑷
、
は
ず
み
、
調
子
、
余
勢 

④
／
⑤ⅰ

 

 

〈
筆
勢
〉
を
用
筆
の
方
法
と
し
て
解
釈
す
る
文
は
、
結
字
と
字
体
の
構
造
に
触

れ
る
こ
と
が
あ
り
、
能
書
家
の
名
を
取
り
上
げ
て
並
べ
る
も
の
が
あ
る
。 

⑴
用
筆
の
方
法 

品
評
語
に
は
、「
筆
勢
精
妙
」
が
見
ら
れ
る
。〈
筆
勢
〉
と
並
列
さ
れ
る
結
字
と

字
体
は
、
よ
く
「
小
疏
」
と
い
う
締
ま
り
が
な
い
意
味
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
ま

た
、
「
備
尽
楷
則
」
と
い
う
楷
書
の
法
則
を
全
て
備
え
る
意
味
の
用
語
と
も
並
べ

て
い
る
。「
結
字
小
疏
」
と
「
備
尽
楷
則
」
を
通
じ
て
、〈
筆
勢
〉
は
、
字
形
を
構

成
す
る
用
筆
の
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

⑵
、
運
筆
の
速
度 

 

〈
筆
勢
〉
を
運
筆
の
速
度
と
し
て
解
釈
す
る
文
に
は
、
「
快
」
、
「
流
利
」
と
い

う
用
語
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
意
は
、
主
に
流
暢
で
素
早
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

そ
の
上
で
、〈
筆
勢
〉
に
は
、
運
筆
の
速
度
と
流
暢
を
表
わ
す
意
味
が
あ
る
。 

⑶
、
筆
力
の
表
わ
れ 

 

〈
筆
勢
〉
を
筆
力
と
し
て
解
釈
す
る
文
に
は
、
「
驚
絶
」
、
「
堅
勁
」
の
用
語
が

見
ら
れ
る
。〈
筆
力
〉
と
結
び
付
く
用
語
の
整
理
に
よ
っ
て
、「
驚
絶
」
と
「
堅
勁
」

は
、
〈
筋
〉
と
〈
骨
〉
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
用
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
よ
っ

て
、
「
驚
絶
」
と
「
堅
勁
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
〈
筆
勢
〉
は
、
筆
力
の
表
わ

れ
で
あ
る
。 

⑷
、
は
ず
み
、
調
子
、
余
勢 

 

〈
筆
勢
〉
を
、
は
ず
み
、
調
子
、
余
勢
と
解
釈
す
る
文
に
は
「
余
」、「
少
」
が

あ
る
。「
余
」
に
は
、
余
勢
、
余
味
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
は
、〈
筆
勢
〉
が

残
っ
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
意
味
で
あ
る
。
「
余
」
と
「
少
」
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
る
〈
筆
勢
〉
は
、
書
く
動
き
を
感
じ
ら
れ
る
余
韻
、
余
勢
で
あ
る
。 

 █

〈
收
勢
〉█ 

西
晋 

衛
恒 

『
四
体
書
勢
』「
草
勢
」 

「
絶
筆
收
勢
、
餘
綖
糾
結
。
」 

【
解
説
】
〈
收
勢
〉
は
、〈
勢
〉
を
収
め
る
こ
と
で
あ
る
。「
絶
筆
」
は
、
終
筆
す

る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
擱
筆
で
あ
る
。
「
絶
筆
收
勢
」
は
、
終
筆
を
す
る

と
と
も
に
、
書
の
〈
勢
〉
を
収
め
る
意
味
で
あ
る
。 

「
絶
筆
收
勢
」
を
表
わ
す
た
め
に
、「
餘
綖
糾
結
」
の
喩
え
を
以
て
説
明
す
る
。

「
餘
綖
糾
結
」
は
、
余
っ
た
糸
が
絡
ま
り
、
結
ば
れ
る
さ
ま
で
あ
る
。
こ
れ
と
「
絶

筆
」
を
合
わ
せ
る
と
、
〈
收
勢
〉
は
、
草
書
を
書
く
運
筆
用
筆
の
流
れ
や
リ
ズ
ム

を
、
終
筆
す
る
と
共
に
収
め
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。〈
收
勢
〉
の
〈
勢
〉
は
、

草
書
の
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 █

〈
絶
勢
〉█ 

西
晋 

索
靖 
『
草
書
状
』 

第一章 〈勢〉の基本構造、概念、術語 



- 35 - 

 

「
命
杜
度
運
其
指
、
使
伯
英
回
其
腕
。
著
絶
勢
於
紈
素
、
垂
百
世
之
殊
觀
。
」 

【
解
説
】
索
靖
は
、
杜
度
と
張
芝
と
い
う
草
書
の
能
書
家
を
取
り
上
げ
、
草
書
の

美
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
〈
絶
勢
〉
の
「
絶
」
は
、
非
常
に
優
れ
る
さ
ま
、
絶

妙
な
さ
ま
と
い
う
形
容
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
〈
絶
勢
〉
は
、
杜
度
と
張
芝
の

優
れ
て
絶
妙
な
草
書
の
〈
勢
〉
を
表
わ
し
、
優
れ
た
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 █

〈
微
勢
〉█ 

西
晋 

成
功
綏 

『
隸
書
体
』 

「
輕
拂
徐
振
、
緩
按
急
挑
。
挽
橫
引
縱
、
左
牽
右
繞
。
長
波
鬱
拂
、
微
勢
縹
眇
。
」 

【
解
説
】『
隸
書
体
』
に
は
、
運
筆
用
筆
を
描
写
す
る
句
が
多
く
見
ら
れ
る
。「
微

勢
縹
眇
」
は
、
こ
の
中
の
一
句
で
あ
る
。「
軽
拂
」
と
「
徐
振
」、「
緩
按
」
と
「
急

挑
」
、「
挽
橫
」
と
「
引
縱
」、「
左
牽
」
と
「
右
繞
」
、「
長
波
」
と
「
鬱
拂
」
と
い

う
筆
使
い
の
描
写
が
見
つ
け
ら
れ
る
。 

こ
の
描
写
に
は
、
力
量
の
違
い
、
速
度
の
違
い
、
方
向
の
違
い
、
長
短
の
違
い

が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
点
画
を
書
く
用
筆
法
に
合
わ
せ
て
は
じ
め
て
、
一
字
の
中

に
豊
富
な
変
化
が
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
に
従
い
、
文
字
を
書
く
こ
と
と
、

書
を
書
く
こ
と
と
は
、
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
区
分
は
、
す
な
わ
ち
多

様
な
筆
使
い
に
よ
っ
て
豊
富
な
変
化
が
現
れ
る
か
ど
う
か
の
こ
と
で
あ
る
。 

こ
の
多
様
な
筆
使
い
の
描
写
は
、
み
な
「
微
勢
縹
眇
」
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
多

様
な
筆
使
い
を
使
う
限
り
、「
微
勢
縹
眇
」
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
縹
眇
」

に
は
、
遠
く
微
か
な
さ
ま
、
遥
か
に
遠
い
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
漂
っ
て

広
が
る
さ
ま
の
意
味
も
あ
る
。「
縹
眇
」
は
、〈
微
勢
〉
を
形
容
し
て
い
る
。
前
句

の
筆
使
い
の
描
写
と
合
わ
せ
て
見
れ
ば
、
「
微
勢
縹
眇
」
は
、
筆
使
い
に
よ
っ
て

現
れ
た
微
か
な
〈
筆
勢
〉
で
あ
る
。
「
微
勢
縹
眇
」
の
〈
勢
〉
は
、
隷
書
の
〈
筆

勢
〉
を
指
す
。 

 █

〈
仰
勢
〉█ 

東
晋 

王
珉 

『
行
書
状
』 

「
宛
若
盤
螭
之
仰
勢
、
翼
若
諸
鸞
之
舒
翮
。
」 

【
解
説
】
例
文
は
、
宛
と
翼
を
中
心
と
し
て
行
書
の
美
し
さ
を
表
現
す
る
も
の
で

あ
る
。
宛
は
、
体
が
曲
が
っ
て
い
る
さ
ま
で
あ
る
。
盤
螭
は
、
曲
が
っ
て
い
る
角

の
な
い
龍
の
さ
ま
で
あ
る
。〈
仰
勢
〉
の
仰
は
昂
に
通
じ
、
仰
ぐ
さ
ま
を
表
わ
し
、

そ
し
て
高
ぶ
っ
て
意
気
が
あ
が
る
意
味
を
持
つ
。
〈
仰
勢
〉
を
解
く
た
め
に
は
、

宛
と
盤
螭
の
意
味
を
理
解
す
る
の
み
な
ら
ず
、
次
の
句
意
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

翼
は
、
鳥
類
の
つ
ば
さ
で
あ
り
、
左
右
に
広
げ
て
覆
う
さ
ま
を
指
す
。
鸞
は
、

伝
説
上
の
鳥
、
鳳
凰
の
一
種
で
あ
る
。
諸
鸞
は
多
く
の
鳳
凰
が
集
ま
る
こ
と
で
あ

る
。
「
舒
翮
」
は
、
翼
を
広
げ
、
そ
れ
を
伸
ば
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語

の
意
味
従
い
、
宛
と
翼
は
行
書
の
筆
使
い
の
喩
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宛
は
転

筆
で
あ
り
、
翼
は
左
払
い
と
右
払
い
で
あ
る
。
こ
の
点
画
の
描
写
を
強
調
す
る
た
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め
に
、
盤
螭
と
諸
鸞
と
い
う
伝
説
上
の
動
物
を
取
り
上
げ
る
。 

盤
螭
と
諸
鸞
の
姿
の
特
徴
は
〈
仰
勢
〉
と
「
舒
翮
」
で
あ
る
。
前
後
句
は
、
対

句
の
関
係
で
あ
る
の
で
、〈
仰
勢
〉
を
解
釈
す
る
た
め
、「
舒
翮
」
を
解
く
べ
き
で

あ
る
。
〈
仰
勢
〉
の
〈
勢
〉
は
、
右
に
上
が
っ
て
曲
が
っ
て
い
る
〈
筆
勢
〉
を
指

す
。 

 █

〈
数
勢
〉█ 

東
晋 

王
羲
之 

『
筆
勢
論
十
二
章
』
「
観
形
章
第
八
」 

 

「
夫
臨
文
用
筆
之
法
、
復
有
數
勢
、
並
悉
不
同
。
」 

【
解
説
】『
筆
勢
論
十
二
章
』
の
論
旨
は
、〈
筆
法
〉
と
〈
筆
勢
〉
を
中
心
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
文
に
は
、
書
を
書
く
技
術
面
、
そ
し
て
心
理
面
の
こ
と
に
触
れ
る

視
点
が
見
ら
れ
る
。
〈
数
勢
〉
を
論
じ
る
文
に
は
、
用
筆
の
法
と
並
べ
て
い
る
こ

と
が
あ
る
。
用
筆
の
法
に
は
、
十
四
種
類
が
あ
る
（
注
１
）
。 

こ
の
十
四
種
類
の
用
筆
の
法
を
取
り
上
げ
る
わ
け
は
、
単
調
な
用
筆
を
使
わ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
起
筆
よ
り
終
筆
ま
で
の
運
筆
用
筆
に
言
及
さ
れ

て
い
る
。
〈
数
勢
〉
の
〈
勢
〉
は
、
既
定
し
た
用
筆
の
法
を
理
解
し
た
上
で
、
状

況
や
場
合
に
応
じ
る
〈
筆
勢
〉
で
あ
る
。
こ
の
〈
筆
勢
〉
に
は
、
筆
使
い
の
速
度

や
リ
ズ
ム
が
含
ま
れ
て
い
る
。
〈
数
勢
〉
の
〈
勢
〉
は
、
速
度
や
リ
ズ
ム
の
〈
筆

勢
〉
を
指
す
。 

【
注
】 

１
『
筆
勢
論
十
二
章
』
「
観
形
章
第
八
」
に
、
十
四
種
類
の
用
筆
の
法
が
示
さ
れ

て
い
る
。
原
文
は
、「
夫
臨
文
用
筆
之
法
、
復
有
數
勢
、
並
悉
不
同
。
蔵
鋒
、

押
筆
、
結
筆
、
憩
筆
、
息
筆
、
蹙
筆
、
戰
筆
、
厥
筆
、
帶
筆
、
翻
筆
、
疊
筆
、

起
筆
、
打
筆
。
」
で
あ
る
。 

 █

〈
骨
勢
〉█ 

南
朝
宋 

羊
欣 

『
采
古
今
能
書
人
名
』 

「
王
獻
之 

晉
中
書
令
。
善
隸
、
藁
。
骨
勢
不
及
父
、
而
媚
趣
過
之
。
」 

【
解
説
】
羊
欣
は
、
二
王
の
書
を
比
較
し
、〈
骨
勢
〉
と
「
媚
趣
」
の
用
語
を
取

り
上
げ
て
い
る
。
〈
骨
勢
〉
と
並
列
す
る
の
は
、「
媚
趣
」
で
あ
る
。 

〈
骨
〉
は
、
生
物
を
構
成
す
る
基
本
的
、
内
面
的
な
要
素
で
あ
る
。
〈
骨
〉
の

内
面
的
な
意
味
に
従
い
、
〈
骨
勢
〉
と
並
べ
る
「
媚
趣
」
は
、
外
面
的
な
表
現
で

あ
る
。
王
献
之
の
書
は
、
〈
骨
勢
〉
と
い
う
内
面
的
な
表
現
が
王
羲
之
に
及
ば
な

い
が
、
「
媚
趣
」
と
い
う
外
面
的
な
表
現
が
王
羲
之
よ
り
上
手
か
っ
た
。
総
じ
て

言
え
ば
、
王
献
之
は
、
内
面
的
な
表
現
よ
り
、
外
面
的
な
表
現
が
得
意
な
の
で
あ

る
。
書
に
お
い
て
、
内
面
的
な
表
現
は
、
点
画
の
堅
実
さ
や
締
ま
り
を
指
す
。
す

な
わ
ち
〈
骨
〉
で
あ
る
。
外
面
的
な
表
現
は
、
墨
色
の
濃
淡
の
変
化
や
字
形
の
美

し
さ
を
指
す
。
す
な
わ
ち
〈
肉
〉
で
あ
る
。 

前
述
し
た
内
面
的
と
外
面
的
な
性
質
と
合
わ
せ
る
と
、〈
骨
勢
〉
は
、〈
骨
〉
の

堅
実
さ
で
、
心
を
震
撼
す
る
ほ
ど
の
表
現
を
持
つ
語
で
あ
る
。「
媚
趣
」
は
、〈
肉
〉
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の
柔
軟
さ
で
、
人
目
を
惹
か
せ
る
表
現
を
持
つ
語
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
王
献
之
の

書
風
は
、
筆
力
よ
り
美
し
い
趣
き
の
表
現
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
骨
勢
〉
の

〈
勢
〉
は
、
内
面
の
堅
実
な
力
強
さ
を
強
調
す
る
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 █

〈
体
勢
〉█ 

①
南
朝
宋 

虞
龢 

『
論
書
表
』 

「
今
搨
書
皆
用
大
厚
紙
、
泯
若
一
體
同
度
。
翦
截
皆
齊
、
又
補
接
敗
字
、
體
勢
不

失
。
」 

②
唐 

欧
陽
詢 

『
三
十
六
法
』 

ⅰ

「
向
背 

字
有
相
向
者
、
有
相
背
者
。
各
有
體
勢
、
不
可
差
錯
。
」 

ⅱ

「
增
減 

欲
體
勢
茂
美
、
不
論
古
字
當
如
何
書
也
。
」 

③
唐 

孫
過
庭 

『
書
譜
』 

「
好
異
尚
奇
之
士
、
玩
體
勢
之
多
方
。
」 

④
唐 

張
懐
瓘 

『
書
議
』 

「
子
敬
之
法
、
非
草
非
行
、
流
便
於
行
草
、
又
處
其
中
間
。
無
藉
因
循
、
寧
拘
制

則
、
挺
然
秀
出
、
務
於
簡
易
、
情
馳
神
縱
、
超
逸
優
游
、
臨
事
制
宜
。
從
意
適
便
、

有
若
風
行
雨
散
、
潤
色
開
花
、
筆
法
體
勢
之
中
、
最
爲
風
流
者
也
。
」 

⑤
唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
上
』 

「
字
之
體
勢
、
一
筆
而
成
。
偶
有
不
連
、
而
血
脉
不
斷
。
及
其
連
者
、
氣
候
通
而

隔
行
。
唯
王
子
敬
明
其
深
指
。
故
行
首
之
字
、
往
往
繼
前
行
之
末
。
世
稱
一
筆
書

者
。」 

⑥
唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
中
』 

「
張
華 

善
章
草
書
、
體
勢
尤
古
。
」 

⑦
唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
下
』 

「
衛
恒
兼
精
體
勢
、
時
人
云
得
伯
英
之
骨
。
」 

⑧
唐 

李
陽
氷 

『
上
李
大
夫
論
古
篆
書
』 

「
霜
深
筆
冷
、
未
窮
體
勢
。
」 

【
解
説
】〈
体
勢
〉
に
関
す
る
解
釈
に
は
、
以
下
が
あ
る
。 

 

⑴
、
字
形
を
構
成
す
る
結
体
法 

①
、
②ⅰ

ⅱ

、
④
、
⑥
、
⑦
、
⑧ 

 

⑵
、
字
形
を
構
成
す
る
用
筆
法 

③
、
⑤ 

〈
体
勢
〉
を
結
体
法
と
し
て
解
釈
す
る
文
に
は
、
例
文
①
の
拓
本
を
裁
ち
補
う

視
点
が
あ
り
、
字
形
の
す
が
た
や
形
態
の
視
点
が
あ
る
。
そ
し
て
、
〈
筆
法
〉
と

並
べ
る
視
点
が
見
ら
れ
る
。
結
体
法
の
視
点
か
ら
の
〈
体
勢
〉
は
、
点
画
字
形
の

構
成
に
よ
っ
て
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
文
字
の
体
形
、
姿
勢
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て

い
る
。 

〈
体
勢
〉
と
結
び
つ
け
る
用
語
に
、
例
文
②
の
「
茂
美
」
が
あ
る
。
茂
は
、
植

物
が
盛
ん
に
成
長
し
て
枝
葉
が
重
な
り
合
っ
て
敷
き
詰
め
ら
れ
る
さ
ま
で
あ
る
。

茂
に
よ
っ
て
修
飾
さ
れ
る
「
茂
美
」
は
、
互
い
に
重
な
り
合
う
よ
う
な
豊
富
な
美

し
さ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
「
体
勢
茂
美
」
は
、
字
形
の
中
が
緊
密
に
締
ま
っ

て
お
り
、
字
形
の
外
回
り
の
点
画
が
、
木
の
枝
の
よ
う
な
豊
富
な
姿
勢
を
持
つ
こ
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と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
字
形
、
結
体
が
緊
密
で
姿
態
が
豊
富
な
こ
と
で
あ
る
。 

〈
体
勢
〉
を
字
形
を
構
成
す
る
筆
使
い
と
し
て
解
釈
す
る
文
に
は
、
筆
使
い
に

つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
筆
使
い
に
は
、
例
文
⑤
の
一
筆
書
、
血
脈
、

骨
と
い
う
用
語
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
を
通
し
て
、
流
暢
な

筆
使
い
と
着
実
の
筆
使
い
を
強
調
す
る
。 

〈
体
〉
の
概
念
に
よ
っ
て
文
字
を
構
成
す
る
一
体
性
を
強
調
す
る
。
こ
の
一
体

性
を
成
さ
せ
る
た
め
に
は
、
流
暢
で
着
実
な
筆
使
い
に
拠
ら
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
流
暢
で
着
実
な
筆
使
い
を
強
調
す
る
た
め
、
滞
っ
て
滑
ら
か
で
は
な
い
筆
使

い
の
〈
筆
冷
〉
と
い
う
反
対
的
な
意
味
を
取
り
挙
げ
て
比
べ
て
い
る
。
字
形
を
構

成
す
る
結
体
法
、
字
形
を
構
成
す
る
用
筆
法
と
し
て
解
釈
す
る
〈
体
勢
〉
は
、〈
体
〉

に
よ
っ
て
現
れ
た
〈
勢
〉
を
強
調
さ
せ
る
の
で
あ
る
。 

 

█

〈
字
勢
〉█ 

①
西
晋 

衛
恒 

『
四
体
書
勢
』 

「
古
無
別
名
、
謂
之
字
勢
。
云
、
黃
帝
之
史
、
沮
誦
、
倉
頡
、
眺
彼
鳥
迹
、
始
作

書
契
。
」 

②
南
朝
宋 

王
僧
虔 

『
論
書
』 

「
索
靖 

傳
芝
草
而
形
異
、
甚
矜
其
書
、
名
其
字
勢
曰
銀
鈎
蠆
尾
。
」 

③
南
朝
梁 

梁
武
帝 

『
評
書
』 

「
王
羲
之
書
、
字
勢
雄
逸
。
」 

④
南
朝
梁 

『
梁
武
帝
與
陶
隱
居
論
書
』「
梁
武
帝
答
書
・
第
四
」 

「
畫
促
則
字
勢
橫
。」 

⑤
南
朝
梁 

庾
肩
吾 

『
書
品
』 

ⅰ

「
書
名
起
於
玄
洛
、
字
勢
發
於
倉
史
。
」 

ⅱ

「
日
以
君
道
、
則
字
勢
圓
。
」 

⑥
南
朝
梁 

袁
昂 

『
古
今
書
評
』 

「
蕭
思
話
書
走
墨
連
綿
、
字
勢
屈
强
、
若
龍
跳
天
門
、
虎
臥
鳳
闕
。
薄
紹
之
書
字

勢
蹉

、
如
舞
女
低
腰
、
仙
人
嘯
樹
。
」 

⑦
唐 

『
王
羲
之
伝
贊
』 

「
獻
之
雖
有
父
風
、
殊
非
新
巧
。
觀
其
字
勢
疏
瘦
、
如
隆
冬
之
枯
樹
。
」 

⑧
唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
下
』 

「
張
超 

工
章
草
、
擅
名
一
時
、
字
勢
甚
峻
。
」 

⑨
唐 

張
懐
瓘 

『
六
体
書
論
』 

「
草
書
者
、
張
芝
造
也
。
〔
中
略
〕
字
勢
生
動
、
宛
若
天
然
、
實
得
造
化
之
姿
、

神
變
無
極
。
」 

⑩
唐 

張
懐
瓘 

『
論
用
筆
十
法
』 

「
謂
兩
字
成
三
字
、
不
得
真
草
合
成
一
字
、
謂
之
偏
枯
、
須
求
映
帶
、
字
勢
雄
媚
。
」 

【
解
説
】〈
字
勢
〉
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
以
下
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

 

⑴
、
書
風 

②
、
③
、
⑥
、
⑦
、
⑧
、
⑨ 

 

⑵
、
字
形 
①
、
④
、
⑤
、
⑩ 
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〈
字
勢
〉
を
書
風
と
し
て
解
釈
す
る
句
に
は
、
自
然
現
象
の
喩
え
が
あ
り
、
用

語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
自
然
現
象
に
よ
っ
て
書
を
表
現
す
る
こ

と
は
、
書
の
美
し
さ
を
表
わ
す
場
合
に
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
。
〈
字
勢
〉
を
書

風
と
し
て
解
釈
す
る
句
は
、
主
に
書
く
者
の
独
特
な
表
現
で
あ
る
。
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
喩
え
と
、
修
飾
の
用
語
を
通
し
て
書
風
の
表
現
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
。 〈

字
勢
〉
を
形
容
す
る
用
語
に
は
、「
銀
鈎
蠆
尾
」、「
雄
逸
」、「
円
」、「
屈
強
」、

「
疏
痩
」
、「
峻
」
、「
生
動
」
、「
雄
媚
」
と
い
っ
た
語
が
あ
る
。
こ
の
用
語
の
性
質

に
よ
っ
て
、
〈
字
勢
〉
を
形
容
す
る
用
語
の
意
味
は
、
女
々
し
く
温
順
な
意
味
よ

り
、
雄
々
し
く
盛
ん
な
力
強
さ
を
持
つ
方
が
主
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
〈
字

勢
〉
は
単
な
る
一
字
の
姿
勢
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
文
字
の
組
み
合
わ

せ
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
独
特
な
書
風
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
〈
勢
〉
は
、

風
格
、
様
式
の
意
味
で
あ
る
。 

 

〈
字
勢
〉
を
字
形
と
し
て
解
釈
す
る
句
に
は
、
書
体
を
創
り
出
す
由
来
を
説
明

す
る
意
味
が
あ
り
、
字
形
の
構
造
の
意
味
も
あ
る
。
書
体
と
し
て
の
〈
字
勢
〉
は
、

も
と
よ
り
古
文
の
字
形
を
指
す
が
、
後
に
文
字
の
字
形
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。

字
形
が
横
に
な
る
こ
と
、
二
三
字
を
一
字
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
字
形
と
い
う
構

造
を
中
心
と
し
て
広
が
る
こ
と
で
あ
る
。 

 █

〈
驚
勢
〉█ 

南
朝
宋 

鮑
照 

『
飛
白
書
勢
銘
』 

「
輕
如
游
霧
、
重
似
崩
雲
。
絶
鋒
劒
摧
、
驚
勢
箭
飛
。
」 

【
解
説
】
例
文
は
、
飛
白
書
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
前
に
句
の
「
軽
如
游
霧
、

重
似
崩
雲
」
は
、
霧
と
雲
の
様
子
の
喩
え
で
、
飛
白
書
の
点
画
の
軽
重
を
描
写
す

る
句
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
後
二
句
の
「
絶
鋒
劒
摧
、
驚
勢
箭
飛
」
は
、
筆
使

い
の
力
量
と
速
度
を
表
わ
す
句
で
あ
る
。 

「
劒
摧
」
と
「
箭
飛
」
は
、
剣
を
砕
き
、
矢
を
放
ち
飛
ば
せ
る
意
味
を
持
つ
用

語
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
よ
っ
て
「
劒
摧
」
は
、
鋭
く
力
強
い
性
質
を
持
ち
、「
箭

飛
」
は
、
素
早
い
速
度
の
性
質
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。「
劒
摧
」
と
「
箭
飛
」

は
、〈
絶
鋒
〉
と
〈
驚
勢
〉
を
修
飾
す
る
語
意
で
あ
る
。
そ
こ
で
〈
絶
鋒
〉
に
は
、

鋭
利
で
力
強
さ
を
持
つ
意
味
が
あ
り
、
〈
驚
勢
〉
に
は
大
変
素
早
い
速
度
を
持
つ

意
味
が
あ
る
。
飛
白
と
い
う
書
体
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
「
絶
鋒
劒
摧
」
は
、

収
筆
が
剣
を
砕
く
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
鋭
さ
を
持
つ
こ
と
、
「
驚
勢
箭
飛
」
は
筆

遣
い
が
矢
を
放
ち
飛
ば
せ
る
ほ
ど
素
早
い
こ
と
で
あ
る
。
前
句
は
、
飛
白
書
の
筆

力
の
強
さ
を
表
わ
す
語
で
あ
り
、
後
句
は
、
飛
白
書
の
筆
遣
い
の
素
早
さ
を
表
わ

す
語
で
あ
る
。〈
驚
勢
〉
は
、
飛
白
書
の
素
早
い
速
度
を
持
つ
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 █
〈
騁
勢
〉█ 

南
朝
宋 
王
僧
虔 

『
書
賦
』 

「
跡
乘
規
而
騁
勢
、
志
循
檢
而
懷
放
。
」 
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【
解
説
】『
書
賦
』
と
『
文
賦
』
に
は
、
類
似
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。『
文

賦
』
は
、
文
章
の
創
作
論
と
し
て
周
到
な
も
の
で
あ
る
の
で
、『
書
賦
』
は
、『
文

賦
』
の
考
え
に
従
っ
て
書
を
中
心
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
書
の
制
作
論
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
（
注
１
）
。 

「
賦
」
と
い
う
文
体
に
は
、
対
句
や
典
故
な
ど
駢
文
の
要
素
が
多
く
取
り
入
れ

ら
れ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
例
文
の
構
成
を
見
る
と
、
「
跡
乘
規
」
と
「
志
循

検
」
、〈
騁
勢
〉
と
〈
懐
放
〉
と
い
う
対
句
の
つ
な
が
り
が
あ
る
。「
規
」
と
「
検
」

は
規
定
、
法
則
、
法
度
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。「
跡
乘
規
」
と
「
志
循
検
」
は
、

用
筆
が
点
画
を
創
り
出
す
法
度
に
応
じ
、
心
意
が
規
定
さ
れ
た
則
り
に
従
う
べ
き

こ
と
で
あ
る
。
両
方
と
も
に
法
や
枠
に
従
う
重
要
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

〈
騁
勢
〉
と
〈
懐
放
〉
は
、
勢
い
を
馳
せ
る
こ
と
、
懐
を
放
つ
こ
と
で
あ
る
。

前
句
の
法
則
や
法
度
を
示
す
意
味
と
比
較
す
る
と
、
自
ら
の
思
い
や
気
持
ち
を
自

由
に
表
現
す
る
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
と
め
る
と
、
例
文
の
意
味
は
、
書
の
制
作
に
お
い
て
法
則
や
法
度
を
理
解
し

た
上
で
、
心
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
存
分
に
表
わ
す
べ
き
で
あ
る
と
提
唱
す
る
で

あ
ろ
う
。
〈
騁
勢
〉
は
、
書
者
の
自
ら
の
勢
い
を
馳
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
自

分
に
適
合
す
る
筆
使
い
を
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
る
。〈
騁
勢
〉
の
〈
勢
〉
は
、〈
筆

勢
〉
を
指
す
。 

【
注
】 

１
『
文
賦
』
は
西
晋
の
陸
機
（
字
士
衡
、
呉
郡
呉
県
の
人
）
の
作
で
あ
り
、
文
学

理
論
と
し
て
名
高
い
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
書
家
と
し
て
の
作
品
「
平
復
帖
」

は
、
現
存
す
る
最
古
の
有
名
書
家
に
よ
る
真
跡
と
さ
れ
る
。 

『
書
賦
』
の
冒
頭
に
「
情
憑
虚
而
測
有
、
思
沿
想
而
圖
空
。」
の
句
は
、『
文
賦
』

の
「
課
虚
無
以
責
有
、
叩
寂
寞
而
求
音
。
」
と
構
成
が
類
似
し
て
い
る
。
両
句

は
、
単
な
る
文
型
が
類
似
す
る
の
み
な
ら
ず
、
文
学
と
書
の
制
作
に
対
し
て
、

作
者
の
心
意
や
構
想
に
も
言
及
し
て
い
る
。 

 █

〈
乏
勢
〉█ 

南
朝
梁 

『
梁
武
帝
與
陶
隱
居
論
書
』「
梁
武
帝
答
書
・
第
四
」 

「
拘
則
乏
勢
、
放
又
少
則
。
」 

【
解
説
】
〈
乏
勢
〉
は
勢
い
が
乏
し
く
、
足
り
な
い
意
味
で
あ
る
。
例
文
は
、
対

句
の
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。〈
乏
勢
〉
に
な
る
原
因
は
、「
拘
」
で
あ
る
。「
拘
」

は
、
制
限
さ
れ
て
と
ら
わ
れ
る
意
味
で
あ
る
。〈
乏
勢
〉
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、

勢
を
十
分
に
展
開
さ
せ
る
た
め
に
は
、
「
拘
」
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
べ

き
で
あ
る
。 

「
拘
」
の
反
義
は
「
放
」
で
あ
る
。
「
拘
」
と
「
放
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
拘
束

さ
れ
る
こ
と
と
、
思
う
存
分
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
と
い
う
心
理
の
状
態
を
指
す
。

〈
乏
勢
〉
と
「
少
則
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
理
状
態
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。 

例
文
を
ま
と
め
て
見
れ
ば
、〈
勢
〉
と
「
放
」
、
「
則
」
と
「
拘
」
を
つ
な
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。「
則
」
と
「
拘
」、
そ
し
て
「
放
」
の
意
味
に
よ
っ
て
、〈
乏
勢
〉

第一章 〈勢〉の基本構造、概念、術語 



- 41 - 

 

は
、
滑
ら
か
な
筆
使
い
が
乏
し
い
意
味
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
〈
乏
勢
〉
の
〈
勢
〉

は
、
自
ら
の
調
子
に
応
じ
て
流
暢
か
つ
滑
ら
か
な
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 █

〈
得
勢
〉█ 

①
南
朝
梁 

庾
肩
吾 
『
書
品
』 

「
盡
形
得
勢
。」 

②
唐 

欧
陽
詢 

『
三
十
六
法
』 

「
頂
戴 

字
之
承
上
者
多
、
惟
上
重
下
輕
者
。
頂
戴
、
欲
其
得
勢
。」 

③
唐 

竇
臮 

『
述
書
賦
・
上
』 

「
延
安
君
則
快
速
不
滯
、
若
懸
流
得
勢
。
」 

【
解
説
】
〈
得
勢
〉
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。 

 

⑴
、
筆
勢 

③ 

 

⑵
、
体
勢 

①
、
② 

例
文
①
の
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
の
つ
な
が
り
は
、
要
素
と
生
成
、
条
件
と
表
現
で

あ
る
。
〈
形
〉
と
並
列
す
る
〈
勢
〉
は
、
実
は
相
対
的
な
つ
な
が
り
を
強
調
す
る

た
め
で
あ
り
、
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
の
つ
な
が
り
を
静
と
動
の
つ
な
が
り
ま
で
広
め

る
こ
と
で
あ
る
。 

例
文
②
は
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
れ
た
文
字
の
造
形
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
例

文
③
の
「
懸
流
」
と
い
う
滝
が
流
れ
落
ち
る
喩
え
に
よ
っ
て
、
流
暢
急
速
で
圧
倒

感
に
溢
れ
る
印
象
を
惹
き
起
こ
す
。
こ
の
印
象
に
よ
っ
て
、
筆
使
い
の
流
暢
急
速

の
圧
倒
感
を
生
か
せ
る
こ
と
が
で
き
、〈
勢
〉
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。〈
得

勢
〉
に
は
、〈
形
〉
と
並
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
静
」
と
「
動
」
と
い
う
相
対

的
な
概
念
を
生
み
出
す
意
味
が
あ
り
、
流
暢
急
速
な
筆
使
い
の
喩
え
の
意
味
が
あ

る
。
よ
っ
て
、〈
得
勢
〉
の
〈
勢
〉
は
、
字
形
を
程
好
く
構
成
す
る
〈
体
勢
〉
と
、

流
暢
か
つ
滑
ら
か
な
〈
筆
勢
〉
の
意
味
を
持
つ
。 

 █

〈
気
勢
〉█ 

①
唐 

李
嗣
眞 

『
書
後
品
』 

「
漢
王
〔
元
昌
〕
作
獻
之
氣
勢
。
或
如
舞
劎
。
往
無
隣
幾
。
」 

②
唐 

張
懐
瓘 

『
文
字
論
』 

「
氣
勢
生
乎
流
便
、
精
魄
出
於
鋒
芒
。
」 

【
解
説
】〈
気
勢
〉
に
は
、
二
つ
意
味
が
あ
る
。 

 

⑴
、
気
風
格
調 

 

⑵
、
飛
動
流
暢 

 

古
代
哲
学
概
念
に
お
い
て
、
気
は
天
地
万
物
を
構
成
す
る
最
も
基
本
的
な
要
素

で
あ
る
。『
左
伝
』「
昭
公
元
年
」
に
自
然
の
六
気
を
陰
、
陽
、
風
、
雨
、
晦
、
明

と
呼
び
、
一
年
を
二
十
四
節
気
に
分
け
て
い
る
。
自
然
現
象
の
あ
ら
わ
れ
に
は
、

空
気
や
雲
霧
が
あ
る
。
人
間
の
息
、
活
力
、
生
命
力
が
あ
り
、
ま
た
人
間
の
精
神

状
態
で
あ
る
勇
気
、
気
概
も
指
す
。
〈
気
〉
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
の
基
本
的
な

性
質
、
精
神
、
趣
き
、
意
気
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
。〈
気
勢
〉
は
、
漢
代
に
す
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で
に
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
た
用
語
で
あ
る
（
注
１
）
。
主
に
気
迫
、
精
力
、
激
し
い

生
気
の
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。 

書
論
の
場
合
に
は
、
〈
気
勢
〉
は
書
く
者
の
気
風
格
調
と
筆
使
い
の
飛
動
流
暢

を
指
す
。
〈
気
勢
〉
を
気
風
格
調
と
し
て
解
釈
す
る
例
は
、
漢
王
李
元
昌
の
書
を

喩
え
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。『
書
断
・
下
』、
漢
王
李
元
昌
は
唐
高
祖
李
淵
の

子
、
唐
太
宗
李
世
民
の
弟
、
行
書
を
能
く
し
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
（
注
２
）
。 

例
文
①
は
、
李
元
昌
は
、
王
献
之
の
〈
気
勢
〉
を
も
っ
て
、
自
ら
の
〈
気
勢
〉

を
生
み
出
す
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
〈
気
勢
〉
に
は
、
剣
士
が
剣
を
舞
い
揮
っ
て

隣
の
人
が
接
近
で
き
な
い
ほ
ど
強
さ
が
あ
る
。
後
句
の
喩
え
を
合
わ
せ
る
と
、
こ

の
〈
気
勢
〉
は
、
王
献
之
の
書
風
で
あ
る
。
そ
の
書
風
は
、
す
な
わ
ち
王
献
之
の

独
特
な
気
質
、
個
人
的
な
筆
使
い
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
例

文
①
の
〈
気
勢
〉
は
、
書
家
の
気
風
格
調
を
指
す
。 

例
文
②
は
、
張
懐
瓘
が
吏
部
侍
郎
、
蘇
晋
と
書
を
話
し
合
う
時
に
、
張
懐
瓘
が

取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
〈
気
勢
〉
と
「
精
魄
」
、
「
流
便
」
と
「
鋒
芒
」
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。「
流
便
」
と
「
鋒
芒
」
は
、〈
気
勢
〉
と
〈
精
魄
〉
を
生
み

出
す
要
素
で
あ
る
。
「
流
便
」
は
、
用
筆
が
爽
や
か
で
流
暢
な
様
子
で
あ
る
。
王

僧
虔
の
『
論
書
』
に
は
、
孔
琳
之
の
書
を
「
筆
道
流
便
」
と
評
価
す
る
こ
と
が
見

ら
れ
る
（
注
３
）
。 

「
鋒
芒
」
は
、
物
事
の
鋭
さ
を
指
し
、
書
の
場
合
に
鋭
い
筆
先
に
よ
っ
て
現
わ

れ
た
明
瞭
で
は
っ
き
り
と
し
た
用
筆
を
指
す
。
「
流
便
」
と
「
鋒
芒
」
は
、
主
と

し
て
流
暢
と
明
快
の
用
筆
を
指
す
。「
精
魄
」
は
、
人
間
の
精
神
気
迫
で
あ
る
。「
流

便
」
と
「
鋒
芒
」
の
意
味
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
〈
気
勢
〉
は
、
滑
ら
か
な
筆

使
い
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
意
気
で
あ
り
、
「
精
魄
」
は
、
明
快
な
筆
使
い
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
気
迫
で
あ
る
。
両
方
と
も
旺
盛
な
精
神
力
を
表
わ
す
語
で

あ
る
。 

【
注
】 

１
『
韓
詩
外
伝
』
巻
三
に
は
、「
勇
猛
强
武
、
氣
勢
自
御
。」
と
あ
る
。『
淮
南
子
』

「
兵
略
訓
」
に
は
、「
兵
有
三
勢
、
有
二
權
。
有
氣
勢
、
有
地
勢
、
有
因
勢
。

將
充
勇
而
輕
敵
、
卒
果
敢
而
樂
戰
、
三
軍
之
眾
、
百
萬
之
師
、
志
厲
青
雲
、
氣

如
飄
風
、
聲
如
雷
霆
、
誠
積
踰
而
威
加
敵
人
、
此
謂
氣
勢
。
」
で
あ
る
。 

２
『
書
断
・
下
』
に
は
、
「
皇
朝
漢
王
元
昌
、
神
堯
〔
李
淵
〕
之
子
也
。
尤
善
行

書
。
金
玉
其
姿
、
挺
出
天
骨 

襟
懷
宣
暢
、
灑
落
可
觀
。
」
と
あ
る
。 

３
南
朝
宋
の
王
僧
虔
『
論
書
』
に
は
、
「
孔
琳
之
書
、
放
縦
快
利
、
筆
道
流
便
、

二
王
後
略
無
其
比
。」
と
あ
る
。 

 █

〈
失
勢
〉█ 

①
唐 

欧
陽
詢 

『
三
十
六
法
』 

「
卻
好 

謂
其
包
裹
斗
湊
不
致
失
勢
、
結
束
停
當
、
皆
得
其
宜
也
。
」 

②
唐 
張
懐
瓘 

『
玉
堂
禁
經
』 

「
夫
用
筆
起
止
、
偏
旁
向
背
、
其
要
在
蹲
馭
。
起
伏
失
勢
、
豈
止
於
散
水
烈
火
、
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其
要
在
權
變
。
改
置
裹
束
、
豈
止
於
虛
實
展
促
、
其
要
歸
於
互
出
。
曉
此
三
者
、

始
可
言
書
。
」 

【
解
説
】
例
文
①
の
〈
失
勢
〉
は
、「
包
裹
」
と
「
斗
湊
」
に
関
わ
っ
て
い
る
。「
包

裹
」
は
包
み
囲
む
意
味
で
あ
り
、
『
三
十
六
法
』
の
「
包
裹
」
は
、
字
形
の
周
り

を
取
り
囲
む
こ
と
で
あ
る
。「
斗
湊
」
は
、
互
い
に
繋
が
り
嵌
ま
る
意
味
で
あ
る
。

「
鬭
凑
」
に
も
作
る
。
「
包
裹
」
と
「
斗
湊
」
は
、
字
形
の
中
心
と
周
り
の
構
造

を
緊
密
に
し
、
字
形
の
姿
勢
を
程
好
く
調
整
す
る
方
法
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
例
文

①
の
〈
失
勢
〉
の
〈
勢
〉
は
、
字
形
の
姿
勢
で
あ
る
〈
体
勢
〉
を
指
す
。 

 

例
文
②
は
、
張
懐
瓘
の
「
用
筆
起
止
、
偏
旁
向
背
」
、
「
起
伏
失
勢
」
、
「
改

置
裹
束
」
と
い
う
三
点
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
三
点
を
十
分
理
解
し
た
上
で
、

書
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
三
点
を
理
解
す
る
た
め
に
は
「
蹲
馭
」
、
「
権

変
」
、
「
互
出
」
が
要
で
あ
る
と
張
懐
瓘
は
考
え
て
い
る
。 

「
用
筆
起
止
」
と
「
偏
旁
向
背
」
は
、
起
筆
と
終
筆
の
こ
と
、
字
形
の
左
右
の

形
態
の
こ
と
。
「
蹲
馭
」
は
、
蹲
鋒
と
馭
鋒
で
あ
る
。
『
玉
堂
禁
經
』「
用
筆
法
」

の
蹲
鋒
は
、
「
緩
毫
蹲
節
、
軽
重
に
凖
が
有
る
是
れ
な
り
。
一
、
乙
な
ど
之
れ
を

用
い
る
」
で
あ
り
、
馭
鋒
は
「
直
撞
、
是
れ
な
り
。
点
が
有
り
物
を
連
な
る
と
暗

築
と
名
づ
け
る
。
目
、
其
是
れ
な
り
」
で
あ
る
。 

蹲
鋒
は
、
点
画
の
節
点
に
用
筆
の
軽
重
や
提
按
を
使
う
用
筆
法
で
あ
る
。
「
用

筆
起
止
」
と
並
べ
る
と
、
蹲
鋒
は
点
画
の
起
、
行
、
収
と
い
う
筆
使
い
を
正
し
く

使
う
こ
と
を
強
調
す
る
用
筆
法
で
あ
る
。
馭
鋒
は
、
長
い
縦
線
を
書
く
用
筆
法
で

あ
る
「
直
」
の
用
筆
と
短
い
横
線
で
あ
る
「
撞
」
の
用
筆
法
で
あ
る
。
「
偏
旁
向

背
」
と
並
べ
る
と
、
馭
鋒
は
、
縦
線
と
横
線
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
字
形
の
向

勢
と
背
勢
を
創
り
出
す
用
筆
法
で
あ
る
。 

「
起
伏
失
勢
」
の
要
点
は
、
「
権
変
」
で
あ
る
。
「
権
変
」
と
は
、
そ
の
場
に

応
じ
て
適
切
な
手
段
を
と
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
臨
機
応
変
で
あ
る
。
文
に
は
「
散

水
烈
火
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
『
玉
堂
禁
經
』「
用
筆
法
」
の
「
散
水
烈

火
」
は
、
「
散
水
異
法
」
と
「
烈
火
異
勢
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
偏
旁
の
点
画
を

成
す
用
筆
法
で
あ
る
。 

「
散
水
異
法
」
と
「
烈
火
異
勢
」
は
、
提
按
抑
揚
に
よ
っ
て
散
水
と
烈
火
の
点

画
が
書
か
れ
、
運
筆
の
リ
ズ
ム
と
用
筆
の
軽
重
を
重
ん
じ
る
用
筆
法
で
あ
る
。「
権

変
」
と
合
わ
せ
る
と
、
「
起
伏
失
勢
」
を
免
れ
る
た
め
に
、
既
に
定
め
ら
れ
た
用

筆
法
を
墨
守
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
用
筆
の
起
伏
軽
重
や
運
筆
の
リ
ズ
ム
に
対
応

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
「
起
伏
失
勢
」
の
〈
失
勢
〉
と
は
、
用
筆
の

起
伏
軽
重
の
リ
ズ
ム
を
失
う
こ
と
で
あ
る
。〈
失
勢
〉
の
〈
勢
〉
は
、〈
筆
勢
〉
を

指
す
。 

 █
〈
取
勢
〉█ 

①
東
晋 

王
羲
之 

『
筆
勢
論
十
二
章
』「
健
壯
章
第
六
」 

 

「
放
縱
宜
存
氣
力
、
視
筆
取
勢
。
」 

「
視
筆
取
勢
、
直
截
向
下
、
趣
義
常
存
、
無
不
醒
悟
。
」 
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②
唐 

皎
然 

『
張
伯
高
草
書
歌
』 

「
有
時
凝
然
筆
空
握
、
情
在
寥
天
獨
飛
鶴
。
有
時
取
勢
氣
更
高
、
憶
得
春
江
千
里

濤
。
」 

③
唐 

張
懐
瓘 
『
論
用
筆
十
法
』 

「
遲
筆
法
在
於
疾
、
疾
筆
法
在
於
遲
。
逆
入
倒
出
、
取
勢
加
攻
。
診
候
調
停
、
偏

宜
寂
靜
。
其
於
得
妙
、
須
在
功
深
、
草
草
求
玄
、
終
難
得
也
。
」 

【
解
説
】
〈
取
勢
〉
は
、
勢
い
を
取
る
意
味
で
あ
る
。
取
は
、
た
だ
手
に
入
る
意

味
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
整
合
し
調
整
す
る
意
味
も
持
っ
て
い
る
。
〈
取
勢
〉
を

〈
筆
勢
〉
と
し
て
解
釈
す
る
句
は
、
主
に
運
筆
用
筆
に
関
わ
っ
て
い
る
。 

例
文
①
の
「
存
気
力
」
と
「
直
截
向
下
」
、
例
文
③
の
「
逆
入
倒
出
」
と
「
疾

遅
」
の
用
語
を
通
し
て
、
〈
取
勢
〉
に
は
、
気
力
を
保
ち
、
明
快
に
書
き
、
回
鋒

逆
筆
を
用
い
、
運
筆
速
度
の
対
比
を
示
す
と
い
う
要
素
が
見
ら
れ
る
。
以
上
の
用

語
か
ら
、
〈
取
勢
〉
は
、
運
筆
用
筆
に
関
わ
っ
て
い
る
。 

運
筆
用
筆
は
、
〈
勢
〉
を
取
れ
る
か
ど
う
か
に
対
し
て
重
要
点
と
な
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
〈
勢
〉
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
、
〈
勢
〉
を
流
暢
か
つ
豊
富
な
変
化

の
状
態
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
状
態
に
乗
れ
ば
、
途
切
れ
な
い
〈
勢
〉
が

生
じ
る
。
そ
こ
で
、
〈
取
勢
〉
は
、
起
筆
に
滑
ら
か
な
起
ち
上
り
を
取
る
意
味
で

あ
る
。
こ
の
起
ち
上
り
を
捉
え
れ
ば
、
次
の
展
開
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
、
〈
取

勢
〉
の
〈
勢
〉
は
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 

█

〈
驚
騰
勢
〉█ 

唐 

皎
然 

『
陳
氏
童
子
草
書
歌
』 

「
龍
爪
狀
奇
鼠
鬚
鋭
、
冰
牋
白
皙
越
人
惠
。
王
家
小
令
草
最
狂
、
為
予
揮
灑
驚
騰

勢
。
」 

【
解
説
】〈
驚
騰
勢
〉
は
、
草
書
の
美
し
さ
を
表
わ
す
用
語
で
あ
る
。〈
驚
騰
〉
は
、

激
し
く
高
く
上
が
る
意
味
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
は
、
人
を
驚
か
す
ほ
ど
の
迫
力

さ
が
あ
る
。「
揮
灑
」
と
い
う
思
う
ま
ま
自
由
に
筆
を
揮
う
意
味
と
合
わ
せ
れ
ば
、

〈
驚
騰
勢
〉
は
、
心
情
に
従
っ
て
筆
を
揮
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
自
由
奔
放
、

迫
力
を
持
つ
表
現
で
あ
る
。〈
驚
騰
勢
〉
の
〈
勢
〉
は
、
草
書
の
〈
筆
勢
〉
で
あ

る
。 

 █

〈
波
勢
〉█ 

①
唐 

張
懐
瓘 

『
書
議
』 

「
今
僕
雖
不
能
其
事
、
而
輒
言
其
意
。
諸
子
亦
有
所
不
足
、
或
少
運
動
及
峻
險
、

或
少
波
勢
及
縱
逸
、
學
者
宜
自
損
益
也
。
異
能
殊
美
、
莫
不
備
矣
。
」 

②
唐 

唐
玄
度 

『
十
体
書
』 

「
八
分 

後
漢
章
帝
時
上
谷
王
次
仲
所
造
。
以
古
書
字
形
少
波
勢
、
乃
作
八
分
楷

法
、
始
有
楷
法
也
。
」 

【
解
説
】
〈
波
勢
〉
は
、
波
磔
を
書
く
用
筆
で
あ
る
。
波
磔
の
用
筆
法
に
つ
い
て

は
、
衛
夫
人
の
『
筆
陣
図
』、
王
羲
之
の
『
題
衛
夫
人
筆
陣
図
後
』、
隋
智
永
の
『
永
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字
八
法
』
、
唐
欧
陽
詢
の
『
八
法
』
、
唐
太
宗
の
『
論
筆
法
』、
顔
真
卿
の
『
八
誦
』、

柳
宗
元
の
『
八
法
誦
』
な
ど
、
波
磔
を
書
く
用
筆
法
を
示
す
説
が
あ
る
。
よ
っ
て
、

〈
波
勢
〉
は
、
波
磔
を
書
く
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 █

〈
峻
勢
〉█ 

唐 

張
懐
瓘 

『
六
体
書
論
』 

「
隸
書 

王
羲
之
比
鍾
繇
、
鋒
芒
峻
勢
多
所
不
及
。
」 

【
解
説
】
峻
は
高
く
、
厳
し
さ
の
意
味
を
持
ち
、
他
に
抜
き
ん
で
て
優
れ
る
意
味

も
持
っ
て
い
る
。「
鋒
芒
」
に
つ
い
て
は
、『
六
体
書
論
』「
隸
書
」「
鋒
芒
者
、
若

犀
象
之
有
牙
角
」
の
句
か
ら
、
鋭
利
で
明
快
な
性
質
を
持
つ
こ
と
が
分
か
る
。
例

文
に
は
張
懐
瓘
は
、
王
羲
之
と
鍾
繇
の
隷
書
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
羲

之
は
鍾
繇
に
及
ば
な
い
と
考
え
て
い
る
。
及
ば
な
い
の
は
、
「
鋒
芒
峻
勢
」
だ
か

ら
で
あ
る
。
「
鋒
芒
」
は
筆
先
の
鋭
さ
で
あ
る
。
筆
先
の
鋭
さ
に
よ
っ
て
明
快
整

然
の
点
画
が
書
か
れ
る
。
こ
の
明
快
整
然
は
、
〈
峻
勢
〉
を
生
み
出
す
要
素
で
あ

る
。 峻

の
意
味
と
合
わ
せ
る
と
、
〈
峻
勢
〉
は
明
快
整
然
な
用
筆
に
よ
っ
て
生
み
出

さ
れ
た
、
気
高
く
優
れ
て
い
る
さ
ま
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、〈
峻
勢
〉

の
〈
勢
〉
は
明
快
整
然
な
用
筆
の
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 █

〈
蠖
勢
〉█ 

唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
上
』 

「
飛
白 

劉
彦
祖
飛
白
贊
云
、
蒼
頡
觀
鳥
、
悟
迹
興
文
。〔
中
略
〕
直
凖
箭
飛
、

屈
擬
蠖
勢
。
」 

【
解
説
】
こ
れ
は
、
飛
白
書
の
美
し
さ
を
称
え
る
句
で
あ
る
。
例
文
の
後
の
二
句

は
、
飛
白
書
の
点
画
の
姿
勢
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。 

「
直
」
は
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
る
さ
ま
で
あ
る
。
「
屈
」
は
変
曲
に
曲
が
る
さ
ま

で
あ
る
。「
直
」
と
「
屈
」
と
い
う
点
画
の
様
子
を
表
わ
す
た
め
に
は
、〈
箭
飛
〉

と
〈
蠖
勢
〉
と
い
う
喩
え
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。〈
箭
飛
〉
は
、
矢
を
飛
ば

す
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
一
直
線
に
進
む
軌
跡
を
強
調
す
る
用
語
で
あ
る
。
〈
蠖

勢
〉
は
、
尺
蠖
と
い
う
虫
の
曲
が
る
様
子
を
指
す
。
こ
の
様
子
に
よ
っ
て
曲
が
っ

て
く
ね
る
姿
を
強
調
す
る
用
語
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
意
味
と
「
直
」
と
「
屈
」
を
合
わ
せ
る
と
、
飛
白
書
の
点
画
を
形
容

す
る
用
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
直
」
と
い
う
縦
線
の
点
画
を
書
く
際
に
、

矢
を
放
っ
て
標
的
に
当
た
る
よ
う
に
強
く
、
速
く
直
線
的
に
書
く
べ
き
で
あ
る
。

「
屈
」
と
い
う
転
折
の
点
画
を
書
く
際
に
、
尺
蠖
の
し
な
や
か
に
彎
曲
に
書
く
べ

き
で
あ
る
。
そ
こ
で
〈
蠖
勢
〉
の
〈
勢
〉
は
、
飛
白
書
点
画
の
曲
が
る
姿
勢
を
指

す
。 

 █

〈
極
勢
〉█ 

唐 

張
懐
瓘 
『
書
断
・
中
』 
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「
索
靖 

或
云
、
楷
法
則
過
於
瓘
。
然
窮
兵
極
勢
、
揚
威
耀
武
。
」 

【
解
説
】
例
文
は
、
索
靖
の
楷
書
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。「
窮
兵
極
勢
」
の
「
窮

兵
」
は
、
兵
力
を
窮
め
て
尽
く
し
、
武
力
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
「
窮
兵
」
は

『
孫
臏
兵
法
』
に
見
ら
れ
、
ま
た
『
三
国
志
』
呉
書
に
「
窮
兵
黷
武
」
と
い
う
熟

語
が
あ
る
（
注
１
）
。「
窮
兵
黷
武
」
は
、
兵
力
を
窮
め
て
戦
争
を
任
意
に
行
う
意
味

で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
よ
っ
て
、
勢
力
が
強
く
、
自
ら
の
力
量
を
表
わ
す
意
味
が

派
生
し
た
。 

張
懐
瓘
は
、
索
靖
の
楷
法
は
衛
瓘
に
比
べ
、
素
晴
ら
し
い
と
考
え
て
い
た
。
こ

の
楷
法
の
素
晴
ら
し
さ
は
、
「
窮
兵
極
勢
、
揚
威
耀
武
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
語
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
索
靖
の
楷
書
は
、
衛
瓘
よ
り
良
く
、

雄
壮
か
つ
迫
力
な
書
風
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、〈
極
勢
〉
は
、

楷
書
の
字
形
の
整
然
か
つ
迫
力
を
持
つ
〈
字
勢
〉
が
生
じ
る
意
味
で
あ
る
。 

【
注
】 

１
『
孫
臏
兵
法
』
「
威
王
問
」
に
は
、
「
用
兵
無
備
者
傷
、
窮
兵
者
亡
」
と
あ
る
。

「
窮
兵
」
は
、
兵
士
を
任
意
に
使
っ
て
兵
力
を
最
大
限
に
極
め
る
こ
と
で
あ
る
。

『
三
国
志
』
呉
書
「
陸
抗
伝
」
に
「
窮
兵
黷
武
」
が
見
ら
れ
る
。「
窮
兵
黷
武
」

は
、
武
力
を
乱
用
す
る
貧
乏
し
い
兵
士
と
い
う
意
味
で
あ
る
。 

 █

〈
水
勢
〉█ 

唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
中
』 

「
索
靖 

章
草
、
幼
安
善
章
草
書
。
出
於
韋
誕
、
峻
險
過
之
。
有
若
山
形
中
裂
、

水
勢
懸
流
。
」 

【
解
説
】
張
懐
瓘
は
、
索
靖
の
章
草
書
は
韋
誕
に
学
ん
だ
が
、
索
靖
の
書
の
方
が

更
に
素
晴
ら
し
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
素
晴
ら
し
さ
は
、
「
峻
険
」
で
表
現
さ

れ
て
い
る
。 

「
峻
険
」
は
、
索
靖
の
章
草
書
の
素
晴
ら
し
さ
で
あ
る
。
張
懐
瓘
は
、
「
山
形

は
中
裂
に
し
て
、
水
勢
は
懸
流
に
す
る
」
と
い
う
喩
え
で
言
い
表
わ
す
。「
山
形

に
中
裂
に
す
る
」
の
は
、
山
壁
を
真
ん
中
で
引
き
裂
き
、
亀
裂
す
る
意
味
で
あ
る
。

こ
の
喩
え
に
よ
っ
て
、
極
め
て
明
瞭
明
快
な
性
質
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
「
水
勢
は

懸
流
に
す
る
」
の
は
、
滝
は
懸
崖
の
上
か
ら
下
に
流
れ
る
意
味
で
あ
る
。
こ
の
喩

え
に
よ
っ
て
、
垂
直
方
向
に
素
早
く
力
強
く
進
む
と
い
う
性
質
が
あ
る
。
こ
の
喩

え
の
両
句
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
「
峻
険
」
は
、
索
靖
の
章
草
書
の
字
形
が
や

や
縦
長
く
、
筆
使
い
が
素
早
く
力
強
い
と
推
測
で
き
る
。〈
水
勢
〉
の
〈
勢
〉
は
、

素
早
く
力
強
い
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 █

〈
懸
勢
〉█ 

唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
中
』 

「
孔
琳
之 

善
草
行
、
師
於
小
王
。
稍
露
筋
骨
、
飛
流
懸
勢
、
則
呂
梁
之
水
焉
。
」 

【
解
説
】
王
僧
虔
『
論
書
』
に
は
、
孔
琳
之
の
書
を
「
筆
道
流
便
」
と
称
え
て
い

る
。
張
懐
瓘
は
、「
飛
流
懸
勢
」
で
孔
琳
之
の
書
を
称
賛
し
て
い
る
。
彼
は
、「
飛
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流
懸
勢
」
と
い
う
抽
象
的
な
描
写
を
具
体
的
に
示
す
た
め
に
、
「
呂
梁
の
水
」
に

よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。 

「
呂
梁
の
水
」
は
、
『
荘
子
』
に
見
え
る
語
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
孔
子
が
呂

梁
の
水
勢
を
賛
嘆
す
る
も
の
で
あ
る
（
注
１
）
。
呂
梁
は
、
徐
州
の
三
洪
の
一
つ
で
、

呂
梁
洪
の
こ
と
で
あ
る
。
呂
梁
洪
は
、
徐
州
の
東
か
ら
約
三
十
キ
ロ
離
れ
た
河
道

で
あ
る
。
貨
物
を
運
ぶ
重
要
な
水
路
で
あ
る
が
、
水
勢
が
激
し
く
頻
繁
に
氾
濫
す

る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
徐
階
が
内
容
を
書
き
、
文
徴
明
が
書
を
書
い
た

『
疏
鑿
呂
梁
洪
記
』
に
よ
っ
て
、
呂
梁
洪
が
運
輸
の
重
要
性
と
水
勢
の
危
険
性
が

わ
か
る
（
注
２
）
。 

そ
こ
で
、
「
呂
梁
の
水
」
は
、
水
勢
の
激
し
さ
と
素
早
さ
を
表
わ
す
喩
え
で
あ

る
こ
と
が
明
白
に
な
る
。
こ
の
喩
え
に
よ
っ
て
、
孔
琳
之
の
草
、
行
書
の
運
筆
の

素
早
さ
を
称
え
る
。
「
飛
流
懸
勢
」
は
、
こ
の
運
筆
の
素
早
さ
を
描
写
す
る
言
葉

で
あ
る
。「
飛
流
」
は
、
滞
ら
ず
に
素
早
い
進
む
様
子
で
あ
り
、〈
懸
勢
〉
を
形
容

す
る
言
葉
で
あ
る
。〈
懸
勢
〉
は
、
勢
い
が
あ
っ
て
よ
ど
み
の
な
い
意
味
を
持
ち
、

前
例
の
「
水
勢
懸
流
」
と
の
意
味
が
類
似
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
〈
懸

勢
〉
は
、
行
草
書
の
筆
使
い
の
素
早
さ
を
表
わ
す
用
語
で
あ
る
。〈
懸
勢
〉
の
〈
勢
〉

は
、
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

【
注
】 

１
『
荘
子
』「
達
生
篇
」
に
は
、「
孔
子
觀
於
呂
梁
、
懸
水
三
十
仞
、
流
沫
四
十
里
、

黿
鼉
魚
鱉
之
所
不
能
游
也
。」
と
あ
る
。 

２
『
疏
鑿
呂
梁
洪
記
』
碑
は
、
明
嘉
靖
二
十
四
年(

一
五
四
五
年)

に
建
て
ら
れ
た
。

徐
階
は
記
を
書
き
、
韓
邦
奇
は
小
篆
の
碑
額
を
書
き
、
文
徴
明
は
行
書
の
碑
文

を
書
い
た
。
碑
の
大
き
さ
は
、
縦
二
・
六
十
セ
ン
チ
、
幅
一
・
〇
二
セ
ン
チ
で

あ
る
。
碑
文
の
内
容
は
、
呂
梁
洪
工
部
分
司
主
事
で
あ
る
陳
洪
范
が
呂
梁
洪
を

疏
鑿
す
る
過
程
を
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
。 

文
中
の
「
二
洪
之
石
其
獰
且
利
、
如
劍
戟
之
相
向
、
虎
豹
象
獅
之
相
攫
、
犬

牙
交
而
蛇
蚓
蟠
、
舟
不
戒
輒
敗
、
而
莫
甚
于
呂
梁
。
吏
或
議
鑿
之
、
其
旁
之
人

曰
是
鬼
神
之
所
護
也
。
則
逡
巡
而
不
敢
。
」
と
い
う
描
写
に
よ
っ
て
、
呂
梁
洪

の
水
勢
の
険
し
さ
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

 █

〈
識
勢
〉〈
功
勢
〉█ 

唐 

張
懐
瓘 

『
玉
堂
禁
経
』 

①
「
夫
人
工
書
、
須
從
師
授
、
必
先
識
勢
、
乃
可
加
功
。
功
勢
既
明
、
則
務
遲
澀
。
」 

②
「
用
筆
法
」
「
夫
書
第
一
用
筆
、
第
二
識
勢
、
第
三
裹
束
。
三
者
兼
備
、
然
後

為
書
。
」 

【
解
説
】
例
文
①
は
、
張
懐
瓘
は
書
に
巧
み
で
あ
ろ
う
と
し
た
ら
、
書
を
学
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
過
程
が
あ
り
、
こ
の
書
を
学
ぶ
過
程
は
、〈
識
勢
〉
と
〈
功
勢
〉

が
成
立
し
た
後
、
「
遅
渋
」
に
力
を
尽
く
し
て
追
求
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。 〈

識
勢
〉、〈
功
勢
〉、「
遅
渋
」
は
、
序
列
的
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
。〈
識
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勢
〉
、〈
功
勢
〉、「
遅
渋
」
は
、
用
筆
法
を
理
解
す
る
こ
と
、
字
形
結
体
を
工
夫
す

る
こ
と
、
遅
と
渋
の
こ
と
で
あ
る
。 

例
文
②
は
、
例
文
①
と
類
似
す
る
。
例
文
②
に
よ
っ
て
、
「
用
筆
」
、
〈
識
勢
〉
、

「
裹
束
」
と
い
う
条
件
を
揃
え
な
け
れ
ば
、
書
と
称
す
る
値
が
な
い
こ
と
が
分
か

る
。
「
用
筆
」
と
〈
識
勢
〉
と
「
裹
束
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
筆
を
運
ぶ
運
筆
法
と

点
画
を
書
く
用
筆
法
と
字
形
を
構
成
す
る
結
体
法
で
あ
る
。
〈
識
勢
〉
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
点
画
を
創
り
出
す
用
筆
法
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
〈
功
勢
〉
は
、
結

体
法
と
用
筆
法
で
あ
る
。 

張
懐
瓘
は
、
『
玉
堂
禁
経
』
で
異
な
る
点
画
の
形
態
に
よ
っ
て
、
異
な
る
用
筆

法
を
説
明
し
て
い
る
。
点
画
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
用
筆
法
が
存
在

す
る
の
で
、
そ
の
対
応
し
た
用
筆
法
を
使
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
点
画
を
創
り
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
。 

た
と
え
ば
、
『
玉
堂
禁
経
』
に
お
い
て
「
門
の
鈎
裹
勢
」
と
「
刀
の
鈎
努
勢
」

の
形
態
を
示
す
例
が
あ
る
（
注
１
）
。
〈
鈎
裹
勢
〉
と
〈
鈎
努
勢
〉
は
異
な
る
の
で
、

も
し
こ
の
相
違
を
見
分
け
な
け
れ
ば
、
同
じ
用
筆
法
を
使
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が

あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、〈
勢
〉
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
見
分
け
ら
れ
な
い
。 

『
玉
堂
禁
經
』
に
お
け
る
〈
識
勢
〉
は
、
点
画
を
成
す
用
筆
の
方
法
を
見
分
け

て
理
解
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
〈
筆
勢
〉
で
あ
る
。
〈
功
勢
〉
は
、
字
形
を
巧
み

に
成
す
結
体
の
方
法
と
点
画
を
成
す
用
筆
法
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
〈
体
勢
〉
と
〈
筆

勢
〉
で
あ
る
。 

【
注
】 

１
『
玉
堂
禁
経
』「
用
筆
法
」 

「
門 

一
曰
鈎
裏
勢
。
須
圓
而
憿
鋒
。
罔
、
閔
二
字
用
之
。
」 

「
刀 

二
曰
鈎
努
勢
。
須
圓
角
而
趯
。
均
、
勻
、
旬
、
勿
字
用
之
。
」 

 █

〈
筆
端
勢
〉█ 

唐 

権
徳
輿 

『
馬
秀
才
草
書
歌
』 

「
三
春
并
向
指
下
生
、
萬
象
爭
分
筆
端
勢
。
」 

【
解
説
】
例
文
は
権
徳
輿
が
、
草
聖
の
張
芝
を
取
り
上
げ
て
馬
秀
才
の
草
書
を
高

く
称
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
馬
秀
才
は
、
唐
末
の
大
理
の
人
。 

例
文
の
「
三
春
」
は
、
春
の
三
つ
の
季
節
の
初
春
、
仲
春
、
晩
春
で
あ
り
、
一

年
中
で
一
番
い
い
季
節
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
美
し
い
麗
し
い
意

味
が
あ
る
。
「
三
春
」
は
、
馬
秀
才
の
草
書
の
美
し
さ
を
表
す
喩
え
で
あ
る
。
こ

の
美
し
さ
は
、「
指
下
」
と
い
う
馬
秀
才
の
筆
使
い
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
前
句
は
、
馬
秀
才
の
草
書
の
美
し
さ
と
筆
使
い
の
素
晴
ら
し
さ
を
称

え
る
も
の
で
あ
る
。 

「
万
象
」
は
、
万
物
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
で
あ
る
。「
三
春
」
と
並
列
し
て
い
る

の
で
、
草
書
の
多
様
さ
と
豊
富
さ
を
表
わ
す
用
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の

多
様
さ
と
豊
富
さ
を
生
み
出
さ
れ
た
の
は
、〈
筆
端
勢
〉
で
あ
る
。〈
筆
端
勢
〉
は
、

馬
秀
才
の
草
書
の
筆
使
い
を
指
す
。
後
句
は
、
前
句
と
同
じ
、
馬
秀
才
の
草
書
の
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美
し
さ
と
筆
使
い
の
素
晴
ら
し
さ
を
称
え
る
も
の
で
あ
る
。〈
筆
端
勢
〉
の
〈
勢
〉

は
、
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 █

〈
力
勢
〉█ 

唐 

韓
方
明 

『
授
筆
要
説
』 

「
執
筆
於
大
指
中
節
前
、
居
動
轉
之
際
、
以
頭
指
齊
中
指
、
兼
助
爲
力
、
指
自
然

實
、
掌
自
然
虛
。
雖
執
之
使
齊
、
必
須
用
之
自
在
。
今
人
皆
置
筆
當
節
、
礙
其
轉

動
、
拳
指
塞
掌
、
絕
其
力
勢
。
」 

【
解
説
】
〈
力
勢
〉
を
生
み
出
せ
る
か
ど
う
か
は
、
執
筆
法
に
関
わ
っ
て
い
る
。

こ
の
執
筆
法
は
、「
指
実
掌
虚
」
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
指
実
掌
虚
」
を

強
調
す
る
た
め
に
、「
拳
指
塞
掌
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。「
拳
指
塞
掌
」
は
、
握

り
拳
の
形
で
あ
り
、
指
で
筆
を
執
る
わ
け
で
な
く
、
手
の
平
で
握
る
意
味
で
あ
る
。

「
拳
指
塞
掌
」
を
用
い
れ
ば
、〈
力
勢
〉
を
絶
っ
て
し
ま
う
。「
指
実
掌
虚
」
と
「
拳

指
塞
掌
」
は
、
筆
の
執
筆
法
が
書
の
〈
力
勢
〉
を
生
む
こ
と
に
対
し
て
、
重
要
な

考
え
方
で
あ
る
。 

〈
力
勢
〉
と
い
う
語
は
、
ま
た
王
符
『
潜
夫
論
』
と
潘
岳
『
滄
海
賦
』
に
見
え
、

勢
力
や
威
力
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
注
１
）
。
こ
の
意
味
と
「
指
実
掌
虚
」
の
執
筆

法
と
合
わ
せ
て
見
れ
ば
、
例
文
の
〈
力
勢
〉
は
、
執
筆
法
に
よ
っ
て
生
じ
る
〈
筆

力
〉
と
〈
筆
勢
〉
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。 

【
注
】 

１
漢
、
王
符
『
潛
夫
論
』「
交
際
」
に
は
、「
貨
財
不
足
以
合
好
、
力
勢
不
足
以
仗

急
。
」
と
あ
る
。 

晋
の
潘
岳
『
滄
海
賦
』
に
は
、
「
詳
察
波
浪
之
來
往
、
遍
聽
奔
激
之
音
響
。
力

勢
之
所
迴
薄
、
潤
澤
之
所
彌
廣
。
普
天
之
極
大
、
橫
率
土
而
莫
兩
。
」
と
あ
る
。 

 █

〈
認
勢
〉█ 

唐 

盧
雋 

『
臨
池
妙
訣
』 

「
第
一
、
用
紙
筆
。
第
二
、
認
勢
。
第
三
、
裹
束
。
第
四
、
真
如
立
行
如
行
。
第

五
、
草
如
走
。
第
六
、
上
稀
。
第
七
、
中
勻
。
第
八
、
下
密
。
」 

【
解
説
】
盧
雋
が
『
臨
池
妙
訣
』
に
お
い
て
考
え
た
書
は
、
張
懐
瓘
の
『
玉
堂
禁

経
』「
用
筆
法
」
と
類
似
し
て
い
る
。 

盧
雋
は
〈
認
勢
〉
を
取
り
上
げ
、
張
懐
瓘
は
〈
識
勢
〉
を
取
り
上
げ
た
。
認
と

識
は
、
物
事
を
見
分
け
て
理
解
す
る
意
味
で
あ
る
の
で
、〈
認
勢
〉
は
〈
識
勢
〉

と
解
釈
し
て
も
良
か
ろ
う
。
よ
っ
て
、
〈
認
勢
〉
は
、
点
画
を
創
り
出
す
そ
れ
ぞ

れ
の
筆
使
い
を
見
分
け
て
理
解
す
る
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
の
〈
勢
〉
は
〈
筆
勢
〉

を
指
す
が
、〈
筆
法
〉
の
意
味
に
近
い
で
あ
ろ
う
。 

 █
〈
意
勢
〉█ 

唐 

顔
真
卿 

『
筆
法
十
二
意
』 

「
曰
、
損
謂
有
餘
、
子
知
之
乎
。
曰
、
豈
不
謂
趣
長
筆
短
。
常
使
意
勢
有
餘
、
點
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畫
若
不
足
之
謂
乎
。
」 

【
解
説
】
例
文
は
、
顔
真
卿
が
張
旭
に
授
か
っ
た
十
二
種
類
の
筆
法
に
つ
い
て
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
十
番
目
の
筆
法
で
あ
る
。 

「
損
」
と
「
余
」
の
相
対
的
な
概
念
で
あ
る
。
こ
の
相
対
的
な
概
念
を
表
わ
す

た
め
に
、
「
趣
長
筆
短
」
で
表
現
す
る
。
「
趣
長
筆
短
」
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

後
の
「
意
勢
有
余
」
と
「
点
画
不
足
」
と
合
わ
せ
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

「
趣
長
」
は
「
意
勢
有
余
」
で
あ
り
、
「
筆
短
」
は
「
点
画
不
足
」
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
趣
長
」
と
「
意
勢
有
余
」
は
、
意
趣
が
長
く
伸
び
、
書
者
の
意
勢
を

残
し
て
漂
う
意
味
で
あ
る
。「
筆
短
」
と
「
点
画
不
足
」
は
、
点
画
を
書
く
こ
と
、

点
画
の
形
態
を
指
す
も
の
で
あ
る
。 

意
趣
あ
る
筆
使
い
に
よ
る
限
り
、
い
く
ら
短
い
点
画
を
書
い
て
も
、
書
者
の
気

持
ち
や
心
情
は
書
写
に
よ
っ
て
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
趣
」
は
、〈
意
勢
〉

を
生
み
出
す
上
で
重
要
で
あ
る
。
〈
意
勢
〉
の
〈
勢
〉
は
、
書
者
の
意
趣
が
残
っ

て
後
味
を
味
わ
う
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 █

〈
異
勢
〉█ 

唐 

顔
真
卿 

『
筆
法
十
二
意
』 

「
曰
、
巧
謂
布
置
、
子
知
之
乎
。
曰
、
豈
不
謂
欲
書
先
預
想
字
形
布
置
、
令
其
平

穩
。
或
意
外
生
體
、
令
有
異
勢
、
是
謂
之
巧
乎
。
」 

【
解
説
】
こ
れ
は
、
十
二
種
類
の
筆
法
の
中
に
十
一
番
目
で
あ
り
、
字
形
布
置
を

め
ぐ
っ
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
「
巧
」
は
、
字
形
を
布
置
す
る
意
味
で
あ
る
。

布
置
は
、
落
筆
す
る
前
に
字
形
の
形
態
や
姿
勢
を
よ
く
考
え
、
字
形
を
平
穏
に
整

え
る
こ
と
で
あ
る
。
「
巧
」
は
、
筆
を
下
す
前
に
書
こ
う
と
す
る
字
形
を
布
置
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
字
形
の
巧
み
さ
で
あ
る
。 

「
生
体
」
は
、
馴
染
ま
な
い
字
形
を
指
す
。
「
意
外
生
体
」
は
、
馴
染
ま
な
い

意
外
な
字
形
を
指
す
。
こ
の
意
外
な
字
形
を
書
こ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
馴
染
ま

な
く
、
自
分
の
思
う
ま
ま
に
表
現
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
意
外
な
字
形
の
姿
勢
を
、

珍
し
く
独
特
な
字
形
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〈
異
勢
〉
は
、
珍
し
く
独
特
な

字
形
で
あ
る
。
こ
の
珍
し
く
独
特
な
字
形
は
、
馴
染
ま
な
く
意
外
な
字
形
に
よ
っ

て
布
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
〈
異
勢
〉
の
〈
勢
〉
は
、
文
字
姿
勢
の
〈
体
勢
〉

を
指
す
。 

 █

〈
逸
勢
〉█ 

唐 

韋
續 

『
墨
藪
・
上
』「
書
品
優
劣
第
三
」 

「
眞
行
書
二
十
二
人 

顏
真
卿
如
鋒
絕
劍
摧
、
驚
飛
逸
勢
。
」 

【
解
説
】
韋
續
は
、
顔
真
卿
の
真
、
行
書
を
「
鋒
絕
劍
摧
、
驚
飛
逸
勢
」
で
評
価

す
る
。
「
鋒
絕
劍
摧
」
は
、
鋒
が
絶
え
て
剣
が
砕
け
る
意
味
で
あ
り
、
非
常
に
鋭

利
か
つ
堅
実
な
意
味
が
派
生
さ
れ
る
。
書
作
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
点
画
の
中

身
が
堅
実
で
あ
り
、
点
画
の
輪
郭
が
明
快
で
あ
る
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
こ
の
句

は
、
顔
真
卿
の
真
行
書
の
強
靭
を
称
え
る
も
の
で
あ
る
。 
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「
驚
飛
逸
勢
」
は
、
極
め
て
速
い
速
度
で
移
動
し
て
飛
び
上
が
る
さ
ま
で
あ
る
。

書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
抑
揚
頓
挫
と
緩
急
遅
速
と
い
う
速
度
の
表
現
に
よ
っ
て

現
わ
れ
た
速
度
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
鋒
絕
劍
摧
、
驚
飛
逸
勢
」
は
、
顔
真
卿
の

〈
筆
力
〉
の
堅
実
さ
、
〈
筆
勢
〉
の
流
暢
さ
を
描
写
す
る
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
〈
逸
勢
〉
の
〈
勢
〉
は
、
流
暢
な
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 █

〈
飛
帆
勢
〉█ 

唐 

王
邕 

『
懷
素
上
人
草
書
歌
』 

「
一
縱
又
一
橫
、
一
敧
又
一
傾
。
臨
江
不
羨
飛
帆
勢
、
下
筆
長
為
驟
雨
聲
。
」 

【
解
説
】
王
邕
は
、
「
縱
」
、
「
横
」
、
「
敧
」
、
「
傾
」
と
い
う
点
画
の
形
態
を
表
わ

す
語
に
よ
っ
て
、
懐
素
の
草
書
点
画
の
豊
富
さ
を
強
調
す
る
。 

〈
飛
帆
勢
〉
は
、
「
驟
雨
声
」
と
並
列
す
る
も
の
で
あ
る
。
字
面
上
の
意
味
か

ら
み
れ
ば
、〈
飛
帆
勢
〉
は
、
帆
を
吹
き
飛
ば
す
よ
う
な
力
強
い
勢
い
で
あ
り
、〈
驟

雨
声
〉
は
雨
が
急
に
降
り
だ
す
音
で
あ
る
。
両
句
は
、
草
書
の
素
晴
ら
し
さ
を
表

わ
す
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
〈
飛
帆
勢
〉
は
、
懐
素
の
草
書
の
力
強
さ
を
表
わ

す
喩
え
で
あ
り
、
「
驟
雨
声
」
は
筆
使
い
の
素
早
さ
を
表
わ
す
喩
え
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。〈
飛
帆
勢
〉
の
〈
勢
〉
は
草
書
の
力
強
さ
を
持
つ
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

 

お
わ
り
に 

 

漢
よ
り
唐
ま
で
の
書
論
に
〈
勢
〉
に
関
す
る
術
語
を
抽
出
し
て
ま
と
め
た
上
で
、

三
点
が
ま
と
め
ら
れ
る
。 

 

一
、〈
勢
〉
を
表
現
す
る
際
に
、
喩
え
を
も
っ
て
連
想
を
引
き
起
こ
す
こ
と
。 

二
、
喩
え
の
形
態
に
よ
っ
て
点
画
字
形
の
す
が
た
を
表
現
す
る
こ
と
。 

三
、〈
勢
〉
は
、
強
盛
的
な
力
量
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
。 

 

こ
の
考
察
を
通
し
て
、
〈
勢
〉
は
書
の
美
し
さ
を
表
わ
す
こ
と
に
対
し
て
早
く

も
一
つ
重
要
な
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
後
に
他
の
概
念
と
結
び
つ
け
て
豊
富
な

術
語
が
創
り
出
さ
れ
た
こ
と
が
明
白
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
術
語
の
出
現
に
伴
い
、

〈
勢
〉
の
意
味
を
さ
ら
に
豊
か
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
書
作
の
鑑
賞
と
審
美
に
も

影
響
を
与
え
た
。
そ
こ
で
、
前
述
し
た
三
点
に
よ
っ
て
、
書
論
に
お
け
る
〈
勢
〉

は
〈
象
〉、〈
形
〉、〈
力
〉
と
関
わ
る
こ
と
が
ま
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、 

 

一
、
喩
え
、
連
想
―
〈
象
〉 

二
、
点
画
字
形
の
す
が
た
―
〈
形
〉 

三
、
強
盛
的
な
力
量
―
〈
力
〉 

 で
あ
る
。
こ
れ
を
基
に
し
て
、
以
下
の
論
説
を
〈
象
〉
と
〈
勢
〉、〈
形
〉
と
〈
勢
〉、

〈
力
〉
と
〈
勢
〉
と
い
う
三
章
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。 
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第
二
章 

〈
象
〉
と
〈
勢
〉 

 

は
じ
め
に 

一
、
『
易
経
』
の
〈
象
〉
―
「
物
を
観
、
象
を
取
る
」
よ
り 

二
、
象
形
の
文
字
と
象
形
の
思
惟
―
六
書
の
象
形
と
指
事
よ
り 

三
、
〈
象
〉
と
〈
形
〉
の
つ
な
が
り 

四
、
象
形
の
思
惟
―
「
若
」、「
如
」、「
類
」、
「
似
」 

五
、
「
俯
」、「
仰
」、「
遠
」
、「
近
」
と
「
縦
横
」
―
全
体
的
な
観
照
視
点 

六
、
「
法
象
」
と
「
約
象
」
―
張
懐
瓘
の
説
を
中
心
に 

七
、
〈
勢
〉
に
関
す
る
点
画
字
形
の
喩
え 

八
、
〈
勢
〉
に
関
す
る
運
筆
用
筆
の
喩
え 

九
、
〈
勢
〉
の
代
表─

龍
を
中
心
に 

お
わ
り
に 

 

は
じ
め
に 

 

〈
勢
〉
を
題
名
に
冠
す
る
書
論
、
ま
た
は
〈
勢
〉
に
言
及
す
る
論
に
は
、
た
く

さ
ん
の
擬
人
と
擬
物
の
手
法
で
書
の
美
し
さ
を
描
写
す
る
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

書
作
か
ら
会
得
し
た
感
動
や
感
嘆
を
伝
え
る
た
め
、
或
い
は
書
作
か
ら
感
じ
取
っ

た
美
し
さ
を
伝
え
る
た
め
、
書
の
文
字
と
自
然
現
象
の
形
態
、
動
植
物
の
姿
や
動

き
、
人
間
の
品
格
な
ど
の
喩
え
と
を
結
び
つ
け
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
喩
え
を
通
し
て
書
の
美
し
さ
を
写
し
現
わ
す
と
い
う
考
え
方
は
、
書
論
を
組

み
立
て
る
基
礎
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
書
の
美
し
さ
を
品
論
す
る
際
に
も
重
要
で

あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
実
は
〈
象
〉
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。 

〈
象
〉
は
、
中
国
美
学
の
基
礎
的
な
概
念
で
あ
る
。
書
の
術
語
と
し
て
用
い
ら

れ
る
〈
勢
〉
に
と
っ
て
、〈
象
〉
は
重
要
な
働
き
を
持
つ
。
と
こ
ろ
が
、〈
勢
〉
を

論
述
す
る
先
行
研
究
で
あ
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
氏
の
『
勢 

効
力
の
歴

史
』
に
は
、
〈
象
〉
に
言
及
す
る
説
が
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
涂
光
社
の
『
因
動

成
勢
』
に
お
い
て
、
〈
象
〉
が
〈
勢
〉
に
及
ん
だ
影
響
が
三
点
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
前
掲
書
の
六
十
五
頁
に
は
、
書
法
と
美
的
形
象
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
、

漢
字
は
象
形
文
字
の
系
統
に
属
す
る
こ
と
、
作
者
自
身
は
書
勢
を
擬
す
る
描
写
を

通
し
て
物
象
に
潜
ま
れ
て
い
る
美
を
理
解
す
る
こ
と
、
と
涂
氏
は
考
え
て
い
る
。 

涂
氏
が
取
り
上
げ
た
こ
の
三
点
は
、
〈
象
〉
の
重
要
性
を
示
し
、
先
行
研
究
と
し

て
重
要
な
示
唆
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、〈
勢
〉
の
生
成
に
と
っ
て
〈
象
〉

が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
、
と
い
う
論
述
は
不
充
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、〈
勢
〉
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、〈
象
〉
を
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

書
に
お
け
る
〈
象
〉
の
先
行
研
究
は
、 

㈠
『
芸
境
』
宗
白
華
著 

㈡
『
中
国
書
法
美
学
』
金
学
智
著 

㈢
『
書
の
美
学
と
書
教
育
』
井
島
勉
著 
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と
い
う
三
著
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。 

㈠
『
芸
境
』
は
、
宗
白
華
が
中
国
芸
術
や
美
学
を
中
心
と
し
て
発
表
し
た
文
章

を
収
集
し
て
自
ら
題
名
し
た
も
の
で
あ
る
。
絵
画
、
詩
詞
、
彫
刻
な
ど
幅
広
い
分

野
に
言
及
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
「
中
国
書
法
芸
術
的
性
質
」
と
「
中
国
書
法
裡

的
美
学
思
想
」
と
い
う
二
文
が
あ
り
、
書
法
の
芸
術
性
の
生
成
に
つ
い
て
説
明
す

る
。 「

中
国
書
法
芸
術
的
性
質
」
に
お
い
て
、
中
国
の
文
字
に
芸
術
性
が
あ
る
の
は
、

象
形
の
基
礎
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
象
形
の
要
素
が
あ
る
も
の
は
、
芸
術
の
基
礎

が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
（
注
１
）
。「
中
国
書
法
裡
的
美
学
思
想
」
に
お
い
て
、
書

法
が
芸
術
品
に
な
れ
る
原
因
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
漢
字
の
源
が
象
形
で
あ
り
、

二
つ
は
筆
を
使
う
わ
け
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
（
注
２
）
。
宗
白
華
の
論
述
を
通

し
て
、
書
法
の
芸
術
的
な
表
現
を
生
み
だ
す
基
礎
的
な
要
素
は
、
象
形
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。 

㈡
『
中
国
書
法
美
学
』
の
第
三
章
「
創
作
美
學
的
視
角
：
從
〝
造
型
美
〟
流
向

〝
表
情
美
〟
―
書
法
多
質
性
歴
史
流
程
描
述
之
二
」
に
お
い
て
、
創
作
美
学
の
視

点
か
ら
書
法
に
は
〝
造
型
美
〟
か
ら
〝
表
情
美
〟
ま
で
の
過
程
が
あ
る
と
金
学

智
が
第
三
章
の
冒
頭
に
述
べ
て
い
る
。
〝
造
型
美
〟
か
ら
〝
表
情
美
〟
ま
で
変
化

す
る
の
を
説
明
す
る
た
め
、
金
氏
は
西
洋
美
学
の
視
点
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
中
国

書
論
と
合
わ
せ
て
討
論
を
進
め
る
。
特
に
第
一
節
「
篆
書
：
泛
象
形
的
書
寫
符
號

系
統
」
、
第
二
節
「
篆
書
形
質
的
歷
史
性
延
續
」
と
第
三
節
「
〝
有
意
味
的
形
式

〟
與
簡
化
、
積
澱
」
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
、
大
篆
と
小
篆
を
例

と
し
て
、
漢
字
を
作
る
時
に
、「
物
を
類
し
て
方
有
る
」（『
四
体
書
勢
』「
古
文
」）

の
特
質
を
挙
げ
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
特
質
は
、
す
な
わ
ち
象
形
に
よ
っ
て
展
開

す
る
こ
と
で
あ
る
。
象
形
と
い
う
思
惟
が
あ
る
だ
か
ら
こ
そ
、
い
く
ら
字
体
の
変

成
が
あ
っ
て
も
、
点
画
字
形
と
い
う
符
号
に
よ
っ
て
象
形
意
味
を
持
つ
書
を
作
り

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
述
べ
る
「
汎
象
形
」
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
宗
白
華
の
視
点
に
よ
っ
て
、
書
の
芸
術
性
を
さ
ら
に
詳
し
く
分
析
す
る

論
で
あ
る
（
注
３
）
。 

㈢
『
書
の
美
学
と
書
教
育
』
の
「
文
字
性
と
抽
象
性
」
に
は
、
書
は
抽
象
的
芸

術
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
抽
象
的
芸
術
に
つ
い
て
、
井
島
氏
は
、
最
初

か
ら
幾
何
学
的
形
態
や
色
彩
を
、
あ
る
種
の
観
念
的
着
想
に
基
づ
い
て
組
成
し
、

い
わ
ば
作
曲
的
に
、
抽
象
的
形
態
の
構
成
に
到
達
す
る
場
合
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
抽
象
的
芸
術
と
し
て
の
書
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
構
成
の
規
準
は
、
そ
の
内
に

ひ
そ
む
内
部
に
見
い
だ
さ
れ
る
よ
り
他
に
道
は
な
い
（
注
４
）
。 

井
島
氏
は
、
書
を
抽
象
的
芸
術
と
し
て
考
え
て
お
り
、
書
が
点
画
字
形
と
い
う

文
字
の
形
態
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
点
画
文
字
と
い
う
構
成
の
規
準

を
見
極
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
点
画
字
形
を
成
す
要

素
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
漢
字
を
作
る
要
素
と
関
わ
り
、
具
体

的
物
事
を
描
写
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
点
画
字
形
の
構
成
に
よ
っ
て
芸
術
性

を
あ
ら
わ
す
手
段
方
法
と
も
関
係
す
る
。
井
島
氏
は
、
漢
字
の
象
形
と
い
う
要
素
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を
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
、
内
容
の
論
述
か
ら
考
え
れ
ば
、
象
形
の
思
惟
を
め
ぐ

っ
て
い
る
論
説
で
あ
る
と
言
え
る
。 

宗
白
華
の
書
法
の
芸
術
性
は
象
形
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
論
点
、
金
学
智
の
書
法

「
汎
象
形
」
の
言
論
、
井
島
勉
の
点
画
字
形
の
構
成
を
中
心
と
す
る
抽
象
的
芸
術

と
い
う
視
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
三
氏
は
み
な
象
形
思
惟
に
触
れ
て
い
る
。
象
形
思

惟
は
、
書
の
芸
術
性
の
も
と
で
あ
る
以
上
、
〈
勢
〉
の
生
成
に
と
っ
て
要
と
な
る

位
置
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、〈
勢
〉
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

象
形
と
い
う
文
字
の
作
り
方
や
周
り
の
物
事
や
自
然
現
象
を
観
察
す
る
方
法
を

分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
、
『
易
経
』
の
〈
象
〉
―
「
物
を
観
、
象
を
取
る
」
よ
り 

 

『
四
体
書
勢
』
に
は
、
多
様
な
自
然
現
象
の
喩
え
で
書
の
美
し
さ
を
表
わ
す
視

点
、
す
な
わ
ち
点
画
の
形
態
、
文
字
の
造
形
、
全
体
の
構
成
を
そ
れ
ぞ
れ
に
描
写

す
る
視
点
が
あ
り
、
書
の
〈
勢
〉
を
表
現
す
る
場
合
に
は
、
自
然
現
象
の
喩
え
を

運
用
す
る
考
え
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
『
四
体
書
勢
』
「
古
文
」
に
は
、
『
説
文

解
字
』
の
序
文
の
内
容
の
一
部
を
引
用
す
る
文
が
あ
る
。
こ
の
文
は
、
〈
勢
〉
と

〈
象
〉
の
つ
な
が
り
を
理
解
す
る
た
め
に
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
説
文

解
字
』
の
序
文
を
ヒ
ン
ト
と
し
て
〈
勢
〉
と
〈
象
〉
の
つ
な
が
り
を
考
察
す
る
。 

『
説
文
解
字
』
序
文
の
内
容
に
お
い
て
文
字
の
生
成
は
、
八
卦
と
密
接
に
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
両
方
と
も
に
自
然
現
象
を
も
と
に
し
て
発
展
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
八
卦
を
組
み
合
わ
せ
る
要
素
を
考
察
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
字
の
象
形
を
理
解
す
る
こ
と
に
役
立
つ
。
先
ず
は
、
「
物

を
観
、
象
を
取
る
」
よ
り
考
察
し
た
い
。「
繋
辞
上
」
の
第
八
章
に
は
、 

 

夫
の
象
は
、
聖
人
以
て
天
下
の
賾
を
見
る
有
り
て
、
諸
を
そ
の
形
容
に
な
ぞ
ら

え
、
そ
の
物
宜
に
象
る
。
是
の
故
に
之
を
象
と
謂
う
。 

（
夫
象
、
聖
人
有
以
見
天
下
之
賾
、
而
擬
諸
其
形
容
、
象
其
物
宜
、
是
故
謂
之

象
。
） 

 と
あ
る
。
『
易
経
』
に
は
、
天
地
万
物
を
卦
と
い
う
符
号
で
再
現
す
る
考
え
が
あ

る
。
こ
の
再
現
は
、
形
態
や
姿
を
写
し
出
す
の
で
は
な
く
、
天
地
万
物
の
性
質
や

属
性
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
単
に
描
き
出
す
わ
け
で
な
く
、
お
そ
ら

く
互
い
に
比
較
し
観
察
し
た
上
で
天
地
万
物
を
生
む
基
本
的
な
要
素
を
抽
出
し

て
初
め
て
創
り
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。〈
象
〉
と
は
、
天
地
万
物
に
存
在
し

て
い
る
多
様
な
事
物
を
摸
擬
し
象
っ
た
上
で
、
創
り
だ
さ
れ
た
天
地
万
物
と
通
じ

る
こ
と
が
で
き
る
符
号
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
繋
辞
下
」
の
第
二
章
に
は
、

こ
う
書
か
れ
て
い
る
。 

 

古
者
の
包
犧
氏
の
天
下
に
王
た
る
や
、
仰
い
で
は
象
を
天
に
観
、
俯
し
て
は
法
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を
地
に
観
、
鳥
獣
の
文
と
地
の
宜
を
観
、
近
く
は
こ
れ
を
身
に
取
り
、
遠
く
は

こ
れ
を
物
に
取
り
、
是
に
於
い
て
始
め
て
八
卦
を
作
り
、
以
て
神
明
の
徳
に
通

じ
、
以
て
万
物
の
情
を
類
す
。 

（
古
者
包
犧
氏
之
王
天
下
也
。
仰
則
觀
象
於
天
、
俯
則
觀
法
於
地
、
觀
鳥
獸
之

文
、
與
地
之
宜
、
近
取
諸
身
、
遠
取
諸
物
、
於
是
始
作
八
卦
、
以
通
神
明
之
德
、

以
類
萬
物
之
情
。
） 

 

八
卦
は
、
聖
人
が
天
地
万
物
を
観
察
し
て
は
じ
め
て
、
乾
、
兌
、
離
、
震
、
巽
、

坎
、
艮
、
坤
と
い
う
八
卦
を
創
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
卦
は
自
然
現
象
を
象
徴

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
天
、
沢
、
風
、
雷
、
水
、
火
、
山
、
地
と
い
う

宇
宙
万
物
を
生
み
出
す
八
つ
の
要
素
を
抽
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
符
号
を

創
り
出
し
、
こ
の
符
号
は
、
乾
、
兌
、
離
、
震
、
巽
、
坎
、
艮
、
坤
と
名
づ
け
ら

れ
る
。
「
物
を
観
、
象
を
取
る
」
と
は
、
具
象
的
な
物
事
を
象
っ
て
観
察
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
物
事
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
象
を
取
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
、〈
象
〉
は
物
事
の
特
徴
や
性
質
を
示
す
は
ず
で
あ
り
、〈
象
〉
に
よ
っ
て
物
事

を
代
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。『
易
経
』
に
お
い
て
は
、〈
象
〉
は
卦
で

あ
る
。
複
雑
か
つ
多
様
な
物
事
の
中
に
抽
出
し
て
創
り
出
さ
れ
た
卦
は
、
宇
宙
万

物
の
運
行
の
規
則
、
物
事
の
性
質
と
意
味
を
帰
納
す
る
働
き
を
持
つ
。
卦
は
、
自

然
現
象
の
流
れ
や
宇
宙
万
物
の
運
行
を
意
味
し
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
符
号
で

あ
る
。 

卦
を
創
り
出
す
た
め
に
、「
観
」
は
重
要
で
あ
る
。「
観
る
」
に
つ
い
て
、
四
つ

の
視
点
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
仰
」、「
俯
」
、
「
近
」
、
「
遠
」

で
あ
る
。
こ
の
観
察
の
視
点
は
、
文
字
の
生
成
に
と
っ
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
。

異
な
る
視
点
に
よ
っ
て
、
物
事
を
全
面
的
に
観
察
し
て
象
っ
た
上
で
、
特
徴
や
性

質
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
符
号
を
作
る
の
は
、
文
字
の
作
り
方
で
あ
る
象
形
と
類

似
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
卦
と
文
字
は
、
両
方
の
生
成
が
共
に
自
然
現
象
と
密
接

に
関
わ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
繋
辞
上
」
に
は
、 

 

八
卦
列
を
成
し
て
、
象
は
其
の
中
に
在
り
。 

（
八
卦
成
列
、
象
在
其
中
矣
。） 

 と
あ
る
。
乾
、
兌
、
離
、
震
、
巽
、
坎
、
艮
、
坤
の
八
卦
が
連
な
っ
て
並
べ
て
、

天
、
沢
、
風
、
雷
、
水
、
火
、
山
、
地
な
ど
の
万
物
の
形
象
が
そ
の
八
卦
に
現
れ

出
さ
れ
て
い
る
。
並
べ
て
み
る
と
、
次
の
対
応
関
係
に
な
る
。 

八
卦 

乾 

兌 

離 

震 

巽 

坎 

艮 

坤 

 

天 

沢 

風 

雷 

水 

火 

山 

地 

自
然
現
象 

 

八
卦
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
〈
象
〉
は
、
天
地
万
物
を
象
徴
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す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
象
〉
は
、
単
な
る
天
地
万
物
を
再
現
す
る
の
で
は
な

く
、
天
地
万
物
の
様
々
な
形
体
の
状
態
よ
り
帰
納
さ
れ
た
八
種
類
の
自
然
現
象
を

代
表
す
る
卦
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
天
地
万
物
の
展
開
を
予
測
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
る
。
八
卦
は
、
天
地
万
物
を
象
徴
す
る
符
号
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
天
地
万
物
を
通
じ
て
、
八
卦
の
卦
象
と
を
結
び
付
け
る
考
え
方
は
、
後
に

書
論
に
お
け
る
擬
人
と
擬
物
を
使
っ
て
書
の
文
字
、
ま
た
は
書
を
成
す
技
術
を
表

わ
す
手
法
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
重
要
性
は
、

す
な
わ
ち
天
地
万
物
を
対
象
と
し
て
象
る
こ
と
で
あ
る
。
「
繋
辞
下
」
の
第
一
章

に
は
、 

 

易
は
、
象
な
り
。
象
な
る
も
の
は
、
像
な
り
。 

（
易
者
、
象
也
。
象
也
者
、
像
也
。
） 

 と
あ
る
。
卦
は
万
物
の
形
象
を
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
天
地
万
物
の
象

徴
で
あ
る
。〈
象
〉
に
は
、
想
像
し
、
模
擬
す
る
意
味
が
あ
る
。「
易
は
象
な
り
」

の
象
は
、
万
物
の
形
象
を
写
す
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
象
徴
の
意
味
を
持
つ
形

象
で
あ
る
。
こ
の
象
徴
の
意
味
を
持
つ
形
象
で
あ
る
卦
は
、
天
地
万
物
を
擬
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
象
る
こ
と
、
擬
え
る

こ
と
で
あ
る
。
八
卦
に
現
れ
る
八
つ
の
符
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
天
地
間
の
物
象
に
見

立
て
ら
れ
る
。
八
卦
を
も
っ
て
万
物
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
。
葉
朗
は
こ
の
〈
象
〉

に
つ
い
て
、
宇
宙
万
物
の
再
現
、
万
物
の
内
面
的
な
特
性
、
宇
宙
の
奥
深
い
道
理

を
表
現
す
る
と
定
義
し
て
い
る
（
注
５
）
。
こ
の
説
明
を
通
し
て
、
卦
象
の
組
み
合

わ
せ
に
よ
っ
て
、
異
な
る
自
然
現
象
の
状
態
を
示
す
こ
と
が
で
き
、
具
体
的
な
描

写
を
重
ん
じ
る
よ
り
、
象
徴
的
な
手
法
で
抽
象
的
な
意
味
を
述
べ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
観
点
は
、
書
論
で
自
然
現
象
の
形
態
や
動
き
を
通
し
て
書
の
美
し
さ
を
表
す

観
点
と
、
相
当
類
似
し
て
い
る
。 

書
論
に
お
い
て
形
象
比
喩
の
手
段
で
点
画
字
形
、
運
筆
用
筆
を
説
明
し
伝
え
る

例
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
横
画
は
、
「
万
年
枯
籐
の
如
し
」
と
い
う
点
画
を
自
然

現
象
の
形
態
に
擬
え
る
例
、
ま
た
は
、
蔡
邕
は
箒
の
動
き
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
飛
白

書
を
創
り
出
し
、
王
羲
之
は
鵝
の
泳
ぐ
姿
に
よ
っ
て
筆
遣
い
を
悟
り
、
雷
太
簡
は

江
水
の
流
れ
の
音
に
よ
っ
て
運
筆
用
筆
の
リ
ズ
ム
を
会
得
し
た
と
い
う
例
か
ら

見
れ
ば
、
自
然
現
象
の
静
態
の
姿
態
や
動
態
の
動
作
な
ど
に
よ
っ
て
抽
出
さ
れ
た

性
質
や
特
徴
を
も
っ
て
、
文
字
の
姿
と
運
筆
用
筆
の
律
動
と
を
融
合
さ
せ
て
は
じ

め
て
、
書
の
表
現
を
さ
ら
に
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
現
象
を
も
と
と

し
て
、
そ
し
て
自
然
現
象
と
対
話
す
る
要
素
を
求
め
る
こ
と
は
、
卦
と
文
字
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。 

卦
と
文
字
は
、
自
然
現
象
を
単
純
に
模
倣
す
る
だ
け
で
な
く
、
互
い
の
交
流
を

求
め
る
の
で
あ
る
。
汪
裕
雄
は
、
物
を
観
て
象
を
取
る
と
い
う
考
え
を
取
り
上
げ
、

物
象
よ
り
意
象
ま
で
変
わ
る
過
程
を
解
い
て
い
る
。
文
に
よ
っ
て
「
物
を
観
、
象

を
取
る
」
は
、
単
純
な
模
倣
で
は
な
く
、
自
然
現
象
と
人
間
と
の
対
応
と
交
流
で
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あ
る
。
こ
の
交
流
と
対
応
と
は
、
互
い
に
観
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で

あ
る
（
注
６
）
。 

物
を
観
察
す
る
時
、
他
人
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
両
方
は
対
立
の
関
係
に
な
っ

て
し
ま
う
。
観
察
を
も
っ
て
進
む
と
、
見
た
目
の
形
態
や
輪
郭
だ
け
を
描
き
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
物
を
分
析
の
対
象
と
し
て
扱
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ

の
分
析
方
法
は
、
物
の
形
態
や
明
暗
な
ど
を
把
握
し
や
す
い
。 

し
か
し
、
卦
と
文
字
は
、
直
接
に
物
の
形
態
や
姿
を
描
き
出
す
も
の
わ
け
で
は

な
い
。
卦
と
文
字
は
、
物
の
外
面
的
な
も
の
よ
り
内
面
的
な
性
質
を
表
現
す
る
こ

と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
内
面
的
な
性
質
を
あ
ら
わ
す
作
用
は
、
つ
ま
り

「
物
を
観
、
象
を
取
る
」
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
派
生
し
た
の
で
あ
る
。
卦
を
創

り
出
す
方
法
を
考
察
し
た
上
で
、
文
字
と
の
関
わ
り
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
卦

と
文
字
は
三
点
の
共
通
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

㈠
、
観
察
の
視
点
―
「
物
を
以
て
物
を
観
る
（
以
物
観
物
）」 

「
物
を
以
て
物
を
観
る
」
と
は
、
自
然
万
物
を
観
察
す
る
時
に
、
自
分
と
物
と

を
離
れ
て
観
察
す
る
こ
と
で
な
く
、
自
ら
が
物
に
な
る
よ
う
な
意
識
に
よ
っ
て
物

と
い
う
存
在
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
単
な
る
一
方
的
な
観
察
方
法

を
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
物
を
感
じ
る
た
め
に
物
に
な
る
よ
う
な
意
識
を
持
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
観
察
視
点
は
、
「
物
を
観
、
象
を
取
る
」
こ
と
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
の
意
識
が
あ
る
限
り
、
物
の
特
性
や
性
質
を
捉
え
る
よ
う

に
な
る
。 

書
論
に
お
い
て
〈
勢
〉
と
関
わ
る
擬
物
の
喩
え
は
、
外
面
的
な
形
態
の
類
似
に

よ
っ
て
、
点
画
字
形
と
運
筆
用
筆
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
は
、
単

に
取
り
上
げ
ら
れ
る
喩
え
の
形
態
を
擬
え
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
喩
え
の
性
質
も

表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
外
面
的
な
形
態
の
類
似
を
通
し
て
、

内
面
的
な
性
質
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

㈡
、
象
形
思
惟
―
天
地
万
物
を
象
徴
す
る
符
号 

卦
と
文
字
は
象
形
思
惟
と
い
う
基
礎
で
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自

然
現
象
の
形
態
や
性
質
と
の
関
係
が
深
い
。
い
く
ら
卦
が
卦
象
に
よ
っ
て
天
地
自

然
の
変
化
や
流
れ
を
あ
ら
わ
し
て
も
、
文
字
が
字
体
が
変
遷
す
る
と
と
も
に
象
形

と
の
つ
な
が
り
が
薄
く
な
っ
て
も
、
天
地
万
物
と
の
関
係
は
依
然
と
し
て
結
び
付

け
ら
れ
て
い
る
。 

文
字
と
卦
は
、
共
に
点
画
や
線
の
長
短
曲
直
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
た
図
案
で

あ
る
。
こ
の
図
案
は
、
単
な
る
幾
何
学
模
様
で
は
な
く
、
天
地
万
物
、
自
然
現
象

を
も
と
に
し
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

文
字
と
卦
と
い
う
図
案
に
よ
っ
て
、
天
地
万
物
、
自
然
現
象
の
様
子
、
特
徴
、
性

質
を
会
得
す
る
は
ず
で
あ
る
。
幾
何
学
模
様
と
異
な
る
の
は
、
「
物
を
観
、
象
を

取
る
」、「
物
を
以
て
物
を
観
る
」
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
考

え
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
文
字
と
卦
は
、
単
に
点
と
線
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
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幾
何
学
模
様
と
は
違
う
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
す
な
わ
ち
常
に
自
然
と
緊
密

な
関
係
を
保
ち
、
天
地
万
物
と
自
然
現
象
の
特
徴
や
性
質
を
示
す
こ
と
が
で
き
る

象
形
思
惟
で
あ
る
。 

 

㈢
、
模
擬
連
想
―
符
号
と
天
地
万
物
の
つ
な
が
り 

「
物
を
以
て
物
を
観
る
」
観
察
視
点
と
象
形
思
惟
に
よ
っ
て
、
卦
と
文
字
の
組

み
合
わ
せ
を
通
し
て
心
中
で
物
の
連
想
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。
卦
と
文

字
は
天
地
万
物
と
関
わ
り
が
あ
る
の
で
、
卦
と
文
字
と
い
う
符
号
に
よ
っ
て
対
応

す
る
様
子
や
状
態
を
連
想
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

連
想
の
働
き
を
加
え
た
上
で
、
符
号
は
天
地
万
物
と
交
流
で
き
る
も
の
と
し
て

扱
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
卦
に
は
卦
象
が
生
み
出
さ
れ
、
卦
象
の
組
み
合
わ
せ
に
は
、

宇
宙
の
万
物
を
示
す
作
用
が
あ
る
と
古
代
の
中
国
人
は
考
え
て
い
た
。
一
方
で
は
、

文
字
の
生
成
は
自
然
現
象
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
文
字
に
よ
っ
て
組
み

合
わ
せ
た
模
様
と
書
く
動
作
に
よ
っ
て
現
れ
た
速
度
や
韻
律
を
描
写
す
る
に
あ

た
っ
て
、
自
然
現
象
を
も
っ
て
説
明
し
た
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
書
論
の
基
本

態
度
で
あ
り
、
文
字
の
美
し
さ
を
発
展
す
る
土
台
で
あ
る
。 

『
易
経
』
に
お
け
る
〈
象
〉
は
、
二
つ
の
意
味
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
一
つ
は
、

卦
の
〈
象
〉
。
天
地
万
物
の
形
象
を
象
徴
す
る
卦
の
形
象
で
あ
り
、
象
形
の
思
惟

を
持
つ
卦
の
形
象
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、「
像
な
り
」
の
〈
象
〉。
す
な
わ
ち
、
天

地
万
物
を
も
と
に
し
て
擬
え
て
象
っ
て
は
じ
め
て
、
創
り
出
さ
れ
た
天
地
万
物
の

性
質
、
特
徴
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
観
察
方
法
で
あ
る
。 

 

二
、
象
形
の
文
字
と
象
形
の
思
惟
―
六
書
の
象
形
と
指
事
よ
り 

 

 

『
易
経
』
に
卦
を
作
り
出
す
方
法
を
通
し
て
、
文
字
を
組
み
合
わ
せ
る
方
法
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
両
方
に
は
共
に
自
然
現
象
を
基
と
し
て

自
然
現
象
の
特
徴
や
性
質
を
表
わ
す
符
号
を
作
り
出
す
共
通
点
が
あ
る
。
こ
の
方

法
は
、〈
勢
〉
を
解
く
た
め
に
、
重
要
な
基
で
あ
る
。
こ
の
節
で
は
、『
説
文
解
字
』

序
文
の
内
容
を
中
心
と
し
て
、
文
字
の
作
り
方
よ
り
考
察
し
た
い
。 

『
四
体
書
勢
』
「
古
文
」
に
は
、
文
字
の
作
り
方
を
言
及
し
た
一
文
が
あ
る
。

古
文
は
、
甲
骨
文
、
金
文
と
い
う
秦
代
以
前
の
文
字
を
指
す
（
注
７
）
。
古
文
は
漢

字
の
起
源
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
漢
字
の
構
造
と
意
義
を
説
明
す
る
六
つ
の
原
則

で
あ
る
六
書
と
関
わ
る
は
ず
で
あ
る
。
六
書
は
、『
周
礼
』「
地
官
・
保
氏
」
に
初

出
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
た
だ
六
書
の
名
を
取
り
上
げ
る
だ
け
で
、
内
容
に
つ
い
て

詳
し
い
説
明
が
な
か
っ
た
。
後
漢
に
至
っ
て
六
書
を
論
じ
る
人
に
班
固
、
鄭
衆
、

許
慎
が
い
た
。
特
に
班
固
と
鄭
衆
は
、
許
慎
が
指
事
を
第
一
位
と
す
る
と
い
う
見

解
と
異
な
り
、
象
形
を
第
一
位
と
し
た
。 

班
固
は
、
象
形
の
「
類
に
依
っ
て
形
を
象
る
」
と
い
う
考
え
方
を
中
心
と
し
て
、

象
事
、
象
意
、
象
声
と
名
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
物
を
観
察
し
て
作
り
出
さ
れ

た
符
号
に
よ
っ
て
、
想
像
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
意
識
が
見
ら
れ
る
（
注
８
）
。
そ
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こ
で
、
班
固
の
象
形
と
象
事
の
考
え
方
に
従
い
、
許
慎
の
『
説
文
解
字
』
序
の
象

形
と
指
事
と
の
説
明
を
合
わ
せ
た
上
で
、〈
象
〉
の
基
本
構
成
に
進
み
た
い
。『
説

文
解
字
』
に
は
、
倉
頡
が
書
を
作
り
出
す
こ
と
に
つ
い
て
の
描
写
が
あ
る
。 

 

黄
帝
の
史
、
倉
頡
は
、
鳥
獣
蹏
迒
の
迹
を
見
て
、
分
理
の
相
い
別
異
す
可
き
を

知
る
や
、
初
め
て
書
契
を
造
る
。 

（
黄
帝
之
史
倉
頡
、
見
鳥
獸
蹏
迒
之
迹
、
知
分
理
之
可
相
別
異
也
、
初
造
書
契
。
） 

 

書
契
は
、
書
く
こ
と
と
刻
む
こ
と
。
馬
叙
倫
の
『
説
文
解
字
六
書
疏
証
』
に
は
、

書
は
物
象
を
器
に
写
す
と
謂
い
、
契
は
木
に
刻
し
て
数
を
識
す
と
謂
う
と
述
べ
る
。

書
契
の
由
来
は
、
倉
頡
が
鳥
や
獣
の
足
跡
を
見
て
は
じ
め
て
、
そ
の
模
様
で
物
そ

れ
ぞ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
に
あ
る
。
馬
叙
倫
の
考
証
と
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
書
契

に
は
、
物
事
の
形
態
や
姿
や
造
型
を
模
倣
し
、
あ
る
記
号
に
よ
っ
て
数
量
を
示
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
移
し
た
り
区
別
し
た
り
す
る
要
素
が
あ
る
。
特
に
書
に
つ
い
て
、
物

事
を
観
察
し
て
象
る
と
い
う
考
え
方
が
生
じ
る
。
倉
頡
が
書
を
造
る
こ
と
は
、「
類

に
依
て
形
を
象
る
」
で
あ
る
。 

 

倉
頡
の
初
め
て
書
を
作
る
、
蓋
し
類
に
依
て
形
を
象
る
、
故
に
之
を
文
と
謂
う
。

其
の
後
形
声
相
い
益
す
、
即
ち
之
を
字
と
謂
う
。
文
な
る
者
は
物
象
の
本
、
字

な
る
者
は
孳
乳
し
て

寖
よ
う
や

く
多
き
を
言
う
な
り
。
竹
帛
に
箸
す
、
之
を
書
と
謂

う
。
書
な
る
者
は
如
な
り
。 

（
倉
頡
之
初
作
書
、
蓋
依
類
象
形
、
故
謂
之
文
。
其
後
形
聲
相
益
、
卽
謂
之
字
。

文
者
物
象
之
本
、
字
者
言
孳
乳
而
寖
多
也
。
箸
於
竹
帛
、
謂
之
書
、
書
者
如
也
。
） 

 

序
文
に
は
、
文
と
字
と
い
う
二
つ
の
筋
が
あ
る
。
文
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
の
形

を
写
す
こ
と
に
使
わ
れ
た
り
、
描
か
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
現
象
の
動
き
や
動
物
の
姿
や
足
跡
な
ど
を
象
っ
て
は

じ
め
て
、
そ
の
動
き
や
姿
を
表
わ
す
図
形
が
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
字
は
、

文
を
基
礎
と
し
て
合
体
の
字
と
分
体
の
字
が
作
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 

『
説
文
解
字
』
に
は
、
象
形
と
指
事
は
三
千
八
十
余
り
の
字
が
あ
り
、
会
意
は

一
千
二
百
余
り
の
字
が
あ
り
、
他
は
み
な
形
声
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
形
符
と
声
符

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
形
声
字
は
、
つ
ま
り
字
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
竹
や
帛

に
書
き
付
け
た
も
の
は
、
書
と
言
う
。 

段
玉
裁
『
説
文
解
字
注
』
に
よ
っ
て
「
如
」
の
意
味
は
、
一
字
毎
に
そ
の
物
状

の
如
き
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
書
は
象
形
の
意
味
を
指
す
だ
け
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
「
如
」
を
通
し
て
、
自
然
現
象
を
象
っ
て
尊
ぶ
対
象
と
し
て
表
現
す
る
の

み
な
ら
ず
、
後
に
書
の
美
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
自
然
現
象
を
喩
え
て
伝
え
る
考

え
方
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。 

す
な
わ
ち
、
以
下
の
図
式
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 
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象
形
―
「
文
」（
物
象
の
本
） 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

「
書
」
―
如
な
り 

 
 

形
声
―
「
字
」（
本
に
よ
っ
て
次
第
に
増
す
） 

 

象
形
は
、
漢
字
を
作
る
方
法
と
な
り
、
ま
た
書
を
書
く
時
に
あ
る
基
準
と
な
る

こ
と
が
わ
か
る
。
象
形
に
つ
い
て
は
、『
説
文
解
字
』
に
は
こ
う
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

象
形
な
る
者
は
、
其
の
物
を
画
き
成
し
、
体
に
随
い
て
詰
詘
す
。
日
、
月
是
れ

な
り
。 

（
象
形
者
、
畫
成
其
物
、
隨
體
詰
詘
。
日
月
是
也
。
） 

 

象
形
は
、
主
と
し
て
物
を
描
き
、
そ
の
姿
を
な
ぞ
り
く
ね
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
も
の
の
特
徴
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
図
案
に
近
い
文
字
で
あ
る
。

こ
の
大
意
に
沿
っ
て
み
れ
ば
、
象
形
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。 

一
、
象
形
の
文
字
。
す
な
わ
ち
象
形
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
造
り
出
さ
れ
た
文

字
で
あ
る
。
日
、
月
以
外
に
は
、
ま
た
水
、
山
な
ど
の
例
も
あ
る
。 

二
、
象
形
の
思
惟
。
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
「
物
を
画
き
成
し
、
体
に
随
い
て
詰

詘
す
」
こ
と
で
あ
る
。
文
字
を
通
し
て
、
自
然
現
象
を
再
び
連
想
す
る
こ
と
。
す

な
わ
ち
、 

 

書
―
如
な
り
〔
自
然
現
象
を
連
想
す
る
こ
と
〕 

 

文
字 

 
 

自
然
現
象 

 

と
い
う
つ
な
が
り
に
な
る
。
こ
の
つ
な
が
り
は
、
文
字
の
造
形
に
よ
っ
て
自
然
現

象
の
有
り
様
を
連
想
し
た
り
関
連
を
結
び
つ
け
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
文
字
を

書
い
て
い
て
も
、
「
書
は
如
な
り
」
と
い
う
条
件
が
あ
る
か
ら
、
自
然
現
象
は
た

だ
文
字
を
造
る
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
書
を
書
く
際
に
「
如
」

の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
文
字
は
意
味
の
伝
え
と
し
て
用
い
ら

れ
、
ま
た
自
然
現
象
を
連
想
で
き
る
も
の
に
な
る
。 

こ
の
働
き
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
後
に
書
を
品
評
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
如
」、「
若
」

と
い
う
擬
人
的
、
擬
物
的
な
視
点
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
書
作
が

自
然
の
美
と
共
通
す
る
と
い
う
考
え
方
を
生
む
重
要
な
点
で
あ
る
。
象
形
文
字
に

は
、
象
形
の
要
素
が
あ
り
、
文
字
に
は
象
形
の
思
惟
が
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

象
形
の
文
字
と
象
形
の
思
惟
は
「
類
に
依
っ
て
形
を
象
る
」
か
ら
源
と
す
る
も
の

で
あ
る
。「
類
に
依
て
形
を
象
る
」
に
は
、
段
玉
裁
が
こ
う
注
し
て
い
る
。 

 

類
に
依
て
形
を
象
る
の
は
、
指
事
、
象
形
の
二
者
を
謂
い
、
指
事
も
亦
た
形
を

象
る
所
以
な
り
。 

（
依
類
象
形
、
謂
指
事
象
形
二
者
、
指
事
亦
象
形
所
以
。
） 

 

彼
は
象
形
と
指
事
を
「
類
に
依
て
形
を
象
る
」
に
分
類
し
て
い
る
。
『
歴
代
書

〔
自
然
現
象
を
象
る
〕 

〔
形
符
と
声
符
で
作
ら
れ
る
〕 
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法
論
文
選
読
編
』（
上
海
書
画
出
版
社
）
に
章
太
炎
氏
は
許
慎
の
「
説
文
解
字
序
」

に
つ
い
て
補
説
を
し
た
。
彼
は
、
指
事
は
象
形
の
広
義
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

象
形
の
広
義
を
解
明
す
る
た
め
に
、
指
事
よ
り
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

指
事
な
る
者
は
、
視
て
識
る
可
く
、
察
し
て
意
を
見
る
。
上
、
下
是
れ
な
り
。 

（
指
事
者
、
視
而
可
識
、
察
而
見
意
、
上
下
是
也
。
） 

 

指
事
と
は
、
点
画
の
組
み
合
わ
せ
を
通
じ
て
意
味
を
明
白
に
理
解
で
き
る
の
で

あ
る
。
例
文
の
「
上
」
、「
下
」
を
加
え
て
み
れ
ば
、
指
事
は
象
徴
性
の
符
合
で
意

味
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
象
徴
性
は
、
物
事
の
形
態
や
姿
を
象
る
こ
と
で
は
な

く
、
場
面
に
応
じ
た
意
味
を
表
し
、
方
向
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
例
文
の

「
上
」
、「
下
」
以
外
に
、「
一
」
、「
二
」
、「
三
」
と
い
う
数
量
の
表
示
、「
本
」、「
末
」

と
い
う
状
態
の
表
現
、
「
甘
」
、
「
刃
」
と
い
う
意
味
の
説
明
な
ど
の
例
も
見
ら
れ

る
。 「

類
に
依
て
形
を
象
る
」
を
前
提
と
し
て
、
象
形
と
指
事
は
物
を
根
拠
と
し
て

そ
れ
ぞ
れ
に
形
態
や
意
味
を
伝
え
る
の
で
あ
る
。
象
形
は
具
体
的
な
物
を
対
象
と

し
て
象
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
字
形
を
見
る
と
物
の
形
態
や
姿
を
直
ち
に
連
想
で

き
る
の
で
あ
る
。
指
事
は
点
画
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
状
態
や
意
味
を
示
す
の

で
あ
っ
て
、
象
形
文
字
と
あ
わ
せ
て
み
る
と
、
抽
象
的
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。 

指
事
は
象
形
を
基
礎
と
す
る
。
前
に
挙
げ
た
例
に
は
、
「
本
」
、
「
末
」、
「
甘
」、

「
刃
」
は
象
形
の
文
字
に
点
画
を
加
え
つ
け
た
上
で
、
違
う
意
味
に
な
る
字
例
で

あ
る
。
「
類
に
依
る
」
の
「
類
」
は
、
象
形
に
お
い
て
具
体
的
な
形
態
を
指
し
、

指
事
に
お
い
て
抽
象
的
な
意
味
を
指
す
。
「
形
を
象
る
」
は
、
象
形
に
は
物
の
姿

や
形
態
を
両
方
の
つ
な
が
り
は
、
次
の
図
式
に
な
る
。 

   
 
 
 
 

象
形
―
具
象
的
―
自
然
現
象
の
有
り
様
、
動
植
物
の
姿 

 
 
 

 
 
 
 
 

指
事
―
抽
象
的
―
意
味
、
状
態
、
方
向
、
数
量 

  

図
式
を
通
し
て
象
形
と
指
事
は
、
具
体
的
な
対
象
、
ま
た
は
抽
象
的
な
意
味
を

描
い
た
り
伝
達
し
た
り
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
章
氏
が
言
う
象
形
の
広
義
は
、
つ

ま
り
抽
象
的
な
意
味
で
あ
る
。
『
説
文
解
字
』
叙
に
は
、
文
字
の
造
形
と
意
味
の

源
を
説
明
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
文
字
の
造
形
に
関
す
る
美
に
つ
い
言
及
し
て
い

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
類
を
依
て
形
を
象
る
」
と
い
う
象
形
と
指
事
の
解
釈
を
通

し
て
、
文
字
の
基
は
自
然
現
象
を
観
察
し
て
作
ら
れ
た
点
画
の
組
み
合
わ
せ
に
よ

っ
て
、
物
の
様
子
、
意
味
、
状
態
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
、
文
字
に
は
具
象
的
な
描
き
と
抽
象
的
な
意
味
が
あ
る
。
書
を
書
く
時
に
、

内
容
意
味
を
伝
え
る
以
外
、
文
字
自
体
の
具
象
的
と
抽
象
的
な
表
現
を
投
射
す
る

「類に依て形を象る」 
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は
ず
で
あ
る
。 

こ
の
つ
な
が
り
は
、
全
て
自
然
現
象
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

象
形
は
単
な
る
実
の
具
体
的
な
物
を
象
っ
て
文
字
を
造
る
方
法
だ
け
で
は
な
く
、

字
形
が
持
つ
抽
象
的
な
意
味
や
概
念
を
象
っ
て
連
想
す
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ

る
。
象
形
の
形
は
、
具
体
的
な
形
態
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
象
事
ま
た
は
指
事
と

並
べ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
抽
象
的
な
意
味
や
概
念
を
伝
え
て
連
想
す
る
こ
と
で
あ

る
。 『

説
文
解
字
』
に
象
形
と
指
事
の
説
明
を
通
し
て
、
書
論
の
考
え
方
を
考
察
す

る
。
『
四
体
書
勢
』
は
、
主
に
書
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
た
美
し
さ
を
め
ぐ
っ
て
表

わ
す
書
論
で
あ
る
。
こ
の
美
し
さ
は
、
〈
勢
〉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
書
は
文

字
を
書
く
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
文
字
の
具
象
性
と
抽
象
性
を
抜
き
出
し
て
書
を
書

く
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
書
の
美
し
さ
を
言
い
表
わ
そ
う
と
し
た
ら
、

文
字
の
源
で
あ
る
自
然
現
象
を
も
っ
て
説
明
す
る
の
は
、
理
解
で
き
る
。
そ
こ
で

書
勢
と
は
、
文
字
を
書
く
美
し
さ
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
他
に
『
説
文
解
字
』

序
文
の
観
点
と
合
わ
せ
て
書
の
美
し
さ
を
論
じ
る
の
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

◆
西
晋 

成
公
綏 

『
隷
書
体
』 

皇
頡
は
文
を
作
り
、
物
に
因
り
て
構
思
し
、
彼
の
鳥
迹
を
観
て
、
遂
に
文
字
を

成
し
、
燦
然
と
し
て
章
を
成
す
。 

（
皇
頡
作
文
、
因
物
構
思
、
觀
彼
鳥
迹
、
遂
成
文
字
、
燦
然
成
章
。
） 

 

◆
西
晋 

索
靖 

『
草
書
状
』 

 

聖
皇
は
世
を
御
み
、
時
の
宜
に
随
い
、
蒼
頡
は
既
に
生
み
、
書
契
是
れ
を
為
す
。 

（
聖
皇
御
世
、
隨
時
之
宜
、
蒼
頡
既
生
、
書
契
是
為
。
） 

 

◆
北
魏 

江
式 

『
論
書
表
』 

 

古
史
蒼
頡
は
二
象
の
爻
を
覧
、
鳥
獣
の
迹
を
観
て
、
別
に
文
字
を
創
り
、
以
て

結
繩
に
代
え
、
書
契
を
用
い
て
事
を
記
す
。 

（
古
史
蒼
頡
覽
二
象
之
爻
、
觀
鳥
獸
之
迹
、
別
創
文
字
、
以
代
結
繩
、
用
書
契

以
記
事
。
） 

 

◆
南
朝
梁 

蕭
衍 

『
草
書
状
』 

 

目
て
之
を
敘
べ
、
亦
た
蒼
公
は
鳥
迹
を
観
る
措
意
を
失
わ
ず
。 

（
目
而
敘
之
、
亦
不
失
蒼
公
觀
鳥
迹
之
措
意
邪
。
） 

 

◆
南
朝
梁 

庾
肩
吾 

『
書
品
』 

書
名
は
玄
洛
に
起
り
、
字
勢
は
倉
史
に
発
す
。
故
に
結
繩
を
遣
い
て
、
諸
を
爻

に
取
り
、
諸
を
形
に
象
り
、
諸
を
人
事
に
会
す
、
未
だ
此
の
緘
滕
を
広
め
、
茲

の
文
契
を
深
む
ろ
有
ら
ず
。 

（
書
名
起
於
玄
洛
、
字
勢
發
於
倉
史
。
故
遣
結
繩
、
取
諸
爻
、
象
諸
形
、
會
諸
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人
事
、
未
有
廣
此
緘
滕
、
深
茲
文
契
。
） 

 

◆
唐 
虞
世
南 

『
書
旨
述
』 

 

古
え
は
卦
を
画
き
象
を
立
て
、
字
を
造
り
教
を
設
く
。
爰
に
形
象
を
置
く
こ
と
、

蒼
史
に
肇
ま
れ
り
。
仰
観
俯
察
し
、
鳥
迹
文
を
垂
る
。 

（
古
者
畫
卦
立
象
、
造
字
設
教
。
爰
置
形
象
、
肇
乎
蒼
史
。
仰
觀
俯
察
、
鳥
迹

垂
文
。
） 

 

◆
唐 

虞
世
南 

『
筆
髓
論
』
「
叙
体
」 

 

蒼
頡
、
山
川
江
海
の
状
、
龍
蛇
鳥
獣
の
迹
を
象
り
て
、
六
書
を
立
つ
。 

（
蒼
頡
象
山
川
江
海
之
狀
、
龍
蛇
鳥
獸
之
迹
、
而
立
六
書
。
） 

 

◆
唐 

李
嗣
真 

『
書
後
品
』 

 

昔
蒼
頡
は
書
を
造
り
、
天
は
粟
を
雨
ふ
ら
し
、
鬼
は
夜
哭
す
、
亦
た
感
有
り
。 

（
昔
蒼
頡
造
書
、
天
雨
粟
、
鬼
夜
哭
、
亦
有
感
矣
。
） 

 

◆
唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
上
』  

古
文 

案
ず
る
に
古
文
な
る
者
は
、
黄
帝
の
史
の
蒼
頡
の
造
る
所
な
り
。
頡
の

首
に
四
目
あ
り
、
神
明
に
通
ず
。
仰
い
で
奎
星
円
曲
の
勢
を
観
、
俯
し
て
亀
文

鳥
迹
の
象
を
察
し
、
博
く
衆
美
を
采
り
、
合
し
て
字
を
為
る
、
是
を
古
文
と
曰

う
。
孝
経
援
神
契
に
云
う
、
奎
は
文
章
を
主
り
、
蒼
頡
は
象
に
仿
う
と
、
是
れ

な
り
。 

（
古
文 

案
古
文
者
、
黄
帝
史
蒼
頡
所
造
也
。
頡
首
四
目
、
通
於
神
明
。
仰
觀

奎
星
圓
曲
之
勢
、
俯
察
龜
文
鳥
迹
之
象
、
博
采
眾
美
、
合
而
為
字
、
是
曰
古
文
。

孝
經
援
神
契
云
、
奎
主
文
章
、
蒼
頡
仿
象
、
是
也
。
） 

 

◆
『
文
字
論
』 

文
字
な
る
者
は
、
総
じ
て
言
を
為
す
な
り
。
若
し
分
ち
て
義
を
為
せ
ば
、
則
ち

文
な
る
者
は
祖
父
、
字
な
る
者
は
子
孫
な
り
。
其
の
物
形
を
察
し
、
其
の
文
理

を
得
る
、
故
に
之
を
謂
い
て
文
と
曰
う
。
母
子
相
い
生
じ
、
孳
乳
し
て
寖
く
多

し
、
因
り
て
之
に
名
づ
け
て
字
と
為
す
。
竹
帛
に
題
す
れ
ば
、
則
ち
之
を
目
し

て
書
と
曰
う
。
文
な
る
者
は
其
の
道
煥
な
り
、
日
月
星
辰
は
、
天
の
文
な
り
。

五
岳
四
瀆
は
地
の
文
な
り
。
城
闕
朝
儀
は
人
の
文
な
り
。
字
は
之
れ
書
と
、
理

も
亦
た
一
に
帰
す
。
文
に
因
り
て
用
を
為
し
、
相
い
須
て
成
る
。 

（
文
字
者
總
而
為
言
、
若
分
而
為
義
、
則
文
者
祖
父
、
字
者
子
孫
。
察
其
物
形
、

得
其
文
理
、
故
謂
之
曰
文
。
母
子
相
生
、
孳
乳
寖
多
、
因
名
之
為
字
、
題
於
竹

帛
、
則
目
之
曰
書
。
文
也
者
其
道
煥
焉
、
日
月
星
辰
、
天
之
文
也
。
五
岳
四
瀆
、

地
之
文
也
。
城
闕
朝
儀
人
之
文
也
。
字
之
與
書
、
理
亦
歸
一
。
因
文
為
用
、
相

須
而
成
。
） 
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◆
唐 

竇
臮 

『
述
書
賦
』  

古
な
る
者
は
書
契
を
造
り
、
結
繩
に
代
う
。 

（
古
者
造
書
契
、
代
結
繩
。
） 

 

右
に
列
挙
し
た
書
論
は
、
み
な
『
説
文
解
字
』
の
文
字
の
作
り
方
を
通
し
て
、

文
字
の
造
形
は
自
然
現
象
と
深
く
関
わ
る
こ
と
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に

「
類
に
依
て
象
を
象
る
」
と
い
う
考
え
方
が
一
番
の
要
と
な
る
。
こ
の
考
え
方
に

は
、
文
字
の
作
り
方
と
関
係
付
け
る
の
み
な
ら
ず
、
後
に
美
し
さ
を
あ
ら
わ
す
た

め
に
自
然
現
象
を
喩
え
て
取
り
上
げ
る
と
い
う
書
論
の
体
裁
に
影
響
を
与
え
た
。

以
下
、
六
書
の
象
形
と
指
事
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

㈠
、
象
形
は
文
字
の
本
で
あ
る
。
こ
の
中
に
、
象
形
の
文
字
と
象
形
の
思
惟
が

あ
る
。
象
形
の
文
字
は
、
象
形
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
文
字
を
指
す
の

で
あ
り
、
図
案
や
模
様
と
近
い
。
象
形
の
象
は
、
自
然
現
象
の
具
体
的
な
様
子
や

姿
で
あ
る
。
こ
れ
は
甲
骨
文
、
金
文
、
古
籒
と
い
う
象
形
の
意
味
を
持
つ
字
形
を

指
す
の
で
あ
る
。 

㈡
、
象
形
の
思
惟
は
、
点
画
で
組
み
立
て
ら
れ
た
文
字
を
図
案
や
模
様
と
し
て

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
図
案
と
模
様
を
表
現
す
る
た
め
、
自
然
現
象
を
喩
え
と
し
て

用
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
象
形
の
思
惟
と
は
、
象
形
の
文
字
を
造
る
意
識
を
本
と

し
て
、
書
を
書
く
時
に
自
然
現
象
を
追
求
の
目
標
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
主
に
「
若
」
、「
如
」
と
い
う
表
現
に
あ
ら
わ
れ
る
。
後
に
書
の
美
を
言

い
表
わ
す
場
合
に
は
、
い
く
ら
象
形
の
意
味
が
少
な
い
隷
、
草
、
行
、
楷
を
言
い

表
わ
そ
う
と
し
て
も
、
自
然
現
象
を
理
想
と
し
て
求
め
る
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。

象
形
の
象
は
、
既
に
単
な
る
具
体
的
な
自
然
現
象
を
象
る
こ
と
で
は
な
く
、
文
字

を
通
し
て
自
然
現
象
を
捉
え
求
め
る
こ
と
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。 

㈢
、
自
然
の
重
要
性
を
示
す
こ
と
。
自
然
現
象
は
、
文
字
を
造
る
こ
と
に
重
要

な
源
で
あ
り
、
文
字
の
美
し
さ
を
伝
え
る
た
め
に
、
重
要
な
喩
え
と
し
て
用
い
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
文
字
に
と
っ
て
自
然
現
象
は
源
で
あ
り
、
書
に
と
っ
て
自
然
現

象
は
象
徴
的
、
擬
物
的
な
喩
え
で
あ
る
。
自
然
現
象
が
文
字
と
書
と
の
間
の
重
要

な
つ
な
が
り
に
な
る
の
は
、「
書
な
る
者
は
如
な
り
」
と
い
う
考
え
方
だ
か
ら
で

あ
る
。 

 

三
、〈
象
〉
と
〈
形
〉
の
つ
な
が
り 

 

「
繋
辞
上
」
に
〈
象
〉
と
〈
形
〉
の
区
別
に
つ
い
て
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。 

 

天
に
在
り
て
は
象
を
成
し
、
地
に
在
り
て
は
形
を
成
す
。 

（
在
天
成
象
、
在
地
成
形
。） 

 
朱
熹
『
周
易
本
義
』
巻
三
「
繋
辞
上
伝
」
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
〈
象
〉
は
日
月

星
辰
の
属
で
あ
り
、
〈
形
〉
は
山
川
動
植
物
の
属
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
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で
、
こ
の
句
の
意
味
は
、
天
上
に
お
い
て
は
日
月
星
辰
の
〈
象
〉
が
あ
り
、
地
上

に
お
い
て
は
山
川
動
植
物
の
〈
形
〉
が
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。 

日
月
星
辰
と
山
川
動
植
物
は
、
両
方
と
も
に
具
体
的
で
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
を
持

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
天
と
地
の
区
別
に
よ
っ
て
〈
象
〉
と
〈
形
〉

を
分
け
る
わ
け
は
、
お
そ
ら
く
実
と
虚
を
区
別
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
実
の
部
分

は
、
す
な
わ
ち
〈
形
〉
で
あ
る
。 

〈
形
〉
は
、
山
川
動
植
物
の
喩
え
に
よ
れ
ば
、
如
実
な
形
質
を
持
ち
、
着
実
に

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
、
〈
象
〉
は
日
月
星
辰
の
喩

え
に
よ
れ
ば
、
現
象
の
あ
ら
わ
れ
に
属
し
、
目
で
見
え
る
具
体
的
な
様
子
を
認
識

し
て
い
る
が
、
触
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
虚
の
範
囲
に
属
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
形
〉
は
、
実
体
を
そ
な
え
た
物
の
外
面
的
な
形
態
を

指
し
、
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
触
れ
て
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。 

〈
象
〉
は
、
外
面
的
な
形
態
も
持
っ
て
お
り
、
〈
形
〉
と
い
う
実
の
部
分
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
〈
象
〉
は
〈
形
〉
の
よ
う
に
実
際
に
感
触
す

る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
象
の
あ
ら
わ
れ
だ
け
に
よ
っ
て
捉
え
る
も

の
で
あ
る
。〈
象
〉
に
は
、
想
像
と
連
想
の
意
味
が
含
ま
れ
る
。〈
形
〉
が
実
の
部

分
を
強
調
す
る
考
え
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
〈
象
〉
は
虚
に
属
し
が
ち
で
あ
り
、

あ
る
距
離
を
保
ち
つ
つ
離
れ
、
〈
形
〉
を
想
像
し
て
模
擬
す
る
だ
ろ
う
。
ま
と
め

て
い
う
と
、
〈
形
〉
は
、
実
体
と
し
て
直
接
に
感
触
で
き
る
形
質
を
持
つ
も
の
で

あ
り
、
実
な
る
も
の
で
あ
る
。〈
象
〉
は
、〈
形
〉
の
性
質
を
持
っ
て
お
り
、
認
識

す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
直
接
に
触
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
想
像
と
連

想
の
作
用
が
必
要
に
な
り
、
虚
な
る
も
の
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

南
宋
の
鄭
樵
は
、『
通
志
』「
六
書
略
」
に
画
と
書
を
通
し
て
、
形
と
象
の
区
別

を
解
釈
し
て
い
る
。
彼
の
説
に
よ
る
と
、
画
は
〈
形
〉、
書
は
〈
象
〉
で
あ
る
。

両
方
と
も
に
、
自
然
現
象
を
描
写
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
画
の
描
写
は
自
然
現
象

の
形
質
を
取
り
、
山
川
動
植
を
写
し
出
す
の
で
、
実
の
部
分
に
属
す
る
。 

書
の
描
写
は
、
自
然
現
象
を
写
し
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
自
然
現
象
を
観
察
し

て
は
じ
め
て
そ
の
も
の
の
特
徴
や
性
質
を
と
り
、
そ
し
て
文
字
の
組
み
合
わ
せ
に

よ
っ
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
虚
な
る
も
の
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ

る
（
９
）。
し
た
が
っ
て
、〈
形
〉
と
〈
象
〉
と
の
関
係
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と

め
ら
れ
る
。 

 

〈
形
〉
‐
具
体
‐
実
‐
模
写
、
表
現
‐
画
‐
多
（
全
体
顕
現
） 

〈
象
〉
‐
抽
象
‐
虚
‐
想
像
、
象
徴
‐
書
‐
少
（
要
点
特
徴
） 

 

『
易
経
』
と
『
説
文
解
字
』
の
〈
象
〉
に
関
す
る
考
察
に
よ
っ
て
、
両
方
と
も

に
自
然
現
象
の
外
面
的
な
形
態
と
輪
郭
を
表
わ
す
こ
と
で
は
な
く
、
観
察
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
性
質
と
特
徴
を
会
得
し
た
う
え
で
、
自
然
現
象
を
代
表
す
る
符
号
が

創
り
出
さ
れ
た
。
〈
象
〉
は
、
自
然
現
象
に
接
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
も
の
の
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内
面
的
な
性
質
を
擬
え
る
こ
と
を
指
す
。
卦
と
文
字
に
接
す
る
に
あ
た
っ
て
、
主

に
卦
と
文
字
を
通
し
て
そ
れ
と
対
応
す
る
自
然
現
象
を
連
想
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
つ
な
が
り
は
、
以
下
の
図
式
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

 〔
形
と
象
〕 

 
 
 
 
 
 
 
 

〔
形
を
象
る
〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔
形
と
象
を
表
わ
す
符
号
〕 

自
然
現
象 

― 
 

内
面
的
の
性
質
と
特
徴
を
抽
出
す 

 
 

― 
 

卦
と
文
字 

 

卦
と
文
字 

― 
 

自
然
現
象
の
形
態
を
連
想
し
想
像
す
る 

― 

自
然
現
象
が
如
く 

〔
形
と
象
を
表
わ
す
符
号
〕 

 

〔
形
態
と
様
子
の
類
似
〕 

 
 
 
 
 
 
 

〔
自
然
現
象
を
連
想
す
る
〕 

 

こ
れ
は
『
易
経
』
と
『
説
文
解
字
』
の
関
係
図
で
あ
る
。『
四
体
書
勢
』
に
『
易

経
』
と
『
説
文
解
字
』
を
引
用
す
る
目
的
は
、
自
然
現
象
を
も
と
と
し
て
文
字
を

創
り
出
す
と
い
う
点
を
強
調
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
点
画
字
形
、
運
筆

用
筆
に
よ
っ
て
生
み
出
す
美
し
さ
を
表
現
す
る
と
す
れ
ば
、
自
然
を
も
と
と
す
る

自
然
現
象
と
つ
な
が
り
、
互
い
に
対
応
す
る
喩
え
を
用
い
て
書
の
美
し
さ
を
表
わ

す
よ
う
に
な
る
。
具
体
的
な
自
然
現
象
の
形
を
観
察
し
た
上
で
、
〈
形
〉
の
特
徴

と
性
質
を
ま
と
め
て
自
然
現
象
と
共
通
す
る
こ
と
が
で
き
る
符
号
を
作
り
出
す

と
い
う
過
程
は
、
〈
象
〉
の
作
用
で
あ
る
。
書
に
お
け
る
〈
勢
〉
と
い
う
抽
象
的

な
概
念
を
表
明
す
る
た
め
に
は
、
自
然
現
象
の
喩
え
を
利
用
す
る
こ
と
が
、
必
要

で
あ
る
。
こ
の
喩
え
に
は
、
模
擬
の
視
点
で
あ
る
「
若
」、「
如
」、「
類
」、「
似
」

が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
然
現
象
を
も
と
に
し
て
模
擬
、
想
像
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
象
形
の
思
惟
で
あ
る
。
次
に
〈
勢
〉
を
理
解
す
る
た
め

に
、〈
勢
〉
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
喩
え
よ
り
考
察
す
る
。 

 

四
、
象
形
の
思
惟
―
「
若
」、「
如
」、「
類
」、「
似
」 

 

文
字
と
書
は
、
象
形
と
指
事
に
よ
っ
て
自
然
現
象
と
深
く
関
わ
る
。
さ
ら
に
書

作
の
美
を
言
い
表
わ
そ
う
と
し
た
ら
、
重
要
な
喩
え
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
明
白

で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
が
漢
よ
り
魏
晋
、
六
朝
、
唐
に
か
け
て
の
書
論
に
、
頻
繁

に
使
わ
れ
て
い
る
。
中
田
勇
次
郎
氏
は
「
漢
・
魏
・
晋
・
宋
の
書
勢
論
」
一
文
に
、

『
四
体
書
勢
』
を
取
り
上
げ
、
書
体
の
生
成
の
由
来
を
説
き
、
そ
の
美
し
さ
を
讃

嘆
し
、
自
然
現
象
に
擬
し
た
華
美
な
こ
と
ば
を
形
容
し
て
い
る
と
考
え
た
。
自
然

現
象
は
文
字
を
造
る
際
に
模
倣
し
て
象
る
対
象
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
書
の
美

し
さ
を
伝
え
る
た
め
に
比
喩
の
物
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
の
〈
象
〉

を
借
り
て
書
の
美
し
さ
を
説
く
こ
と
で
あ
る
（
注
１
０
）
。 

物
の
〈
象
〉
を
借
り
て
書
の
美
し
さ
を
説
く
こ
と
は
象
形
の
思
惟
で
あ
り
、「
書

は
如
な
り
」
を
源
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
如
」
の
対
象
は
、
す
な
わ
ち
自
然
現
象

で
あ
る
。
自
然
現
象
は
文
字
の
姿
や
形
状
を
模
倣
す
る
対
象
よ
り
、
書
の
美
し
さ

を
追
求
す
る
対
象
に
変
わ
る
。「
書
は
如
な
り
」
の
影
響
で
、「
若
」、「
如
」、「
類
」、

「
似
」
と
い
う
言
葉
を
書
論
に
用
い
始
め
る
。
と
こ
ろ
が
、
書
は
文
字
の
規
範
に
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限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
絵
画
の
よ
う
に
如
実
に
写
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
単

に
点
画
字
形
の
構
成
だ
け
で
、
自
然
現
象
の
よ
う
な
あ
ら
わ
れ
を
造
り
出
す
と
い

う
制
限
が
あ
る
の
で
、
象
形
の
思
惟
で
あ
る
「
若
」
、「
如
」
、「
類
」、「
似
」
が
あ

ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
象
形
の
思
惟
が
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
、
理
想
的
な
書
の

美
と
自
然
現
象
を
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
作
を
、
味
わ
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
、
美
的
な
も
の
と
し
て
扱
う
よ
う
に
な
る
。 

書
の
美
し
さ
を
生
み
出
す
に
は
文
字
を
書
く
と
い
う
制
限
が
あ
り
、
こ
の
制
限

に
よ
っ
て
表
現
で
き
な
い
。
文
字
を
書
く
中
心
は
、
点
画
字
形
と
用
筆
運
筆
で
あ

る
。
書
の
美
し
さ
は
、
点
画
字
形
と
用
筆
運
筆
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
こ

で
書
の
美
し
さ
を
伝
え
る
場
合
に
は
、
自
然
現
象
と
点
画
字
形
の
形
態
と
用
筆
運

筆
の
動
き
と
を
結
び
付
け
る
こ
と
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
。
特
に
篆
書
以
後
の
字

体
に
は
、
象
形
か
ら
の
影
響
が
薄
く
な
り
、
単
な
る
点
画
字
形
の
構
成
に
よ
っ
て

造
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
点
画
字
形
の
構
成
に
は
、
書
の
美
し
さ
を
あ
ら
わ
す
た

め
に
、
点
画
字
形
の
形
態
と
用
筆
運
筆
の
動
き
を
見
つ
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。
『
四
体
書
勢
』
か
ら
、
自
然
現
象
に
よ
っ
て
点
画
字
形
の
美
し
さ

を
あ
ら
わ
す
例
文
を
取
り
上
げ
る
。 

 

◆
『
四
体
書
勢
』
「
字
勢
」 

其
の
曲
れ
る
は
弓
の
如
く
、
其
の
直
き
は
弦
の
如
し
。
矯
然
と
し
て
特
出
す
る

は
、
龍
の
川
よ
り
騰
る
が
若
く
、
森
爾
と
し
て
下
り
頹
れ
る
は
、
雨
の
天
よ
り

墜
つ
る
が
若
し
。
或
い
は
筆
を
引
き
力
を
奮
う
は
、
鴻
雁
の
高
く
飛
び
、
邈
邈

と
し
て
翩
翩
た
る
が
若
し
。
或
い
は
縱
肆
に
し
て
阿
那
た
る
は
、
流
蘇
の
羽
を

懸
け
、
靡
靡
と
し
て
緜
緜
た
る
が
若
し
。 

（
其
曲
如
弓
、
其
直
如
弦
。
矯
然
特
出
、
若
龍
騰
于
川
。
森
爾
下
頹
、
若
雨
墜

于
天
。
或
引
筆
奮
力
、
若
鴻
雁
高
飛
、
邈
邈
翩
翩
。
或
縱
肆
阿
那
、
若
流
蘇
懸

羽
、
靡
靡
緜
緜
。
） 

 

◆
『
四
体
書
勢
』「
篆
勢
」 

頹
れ
る
は
黍
稷
の
穎
を
垂
る
る
が
若
く
、
蘊
れ
る
は
虫
蛇
の
焚
れ
緼
れ
る
が
若

し
。
波
を
揚
げ
て
撆
を
振
え
ば
、
鷹
は
跱
り
鳥
は
震
る
。
頸
を
延
べ
翼
を
脅
か

し
、
勢
は
雲
を
凌
ぐ
に
似
た
り
。
或
い
は
軽
筆
、
内
に
投
じ
、
本
を
微
か
に
し

て
末
を
濃
か
に
す
れ
ば
、
絶
え
る
が
若
く
連
な
る
が
若
し
、
水
露
の
糸
に
縁
り
、

凝
り
て
下
端
に
垂
る
に
似
た
り
。
従
な
る
者
は
懸
る
が
如
く
、
衡
な
る
者
は
編

む
が
如
し
。 

（
頹
若
黍
稷
之
垂
穎
、
蘊
若
蟲
蛇
之
焚
緼
。
揚
波
振
撆
、
鷹
跱
鳥
震
。
延
頸
脅

翼
、
勢
似
凌
雲
。
或
輕
筆
內
投
、
微
本
濃
末
、
若
絕
若
連
、
似
水
露
緣
絲
、
凝

垂
下
端
。
從
者
如
懸
、
衡
者
如
編
。
） 

 
◆
『
四
体
書
勢
』「
隸
勢
」 

筆
を
奮
い
て
軽
く
舉
ぐ
れ
ば
、
離
る
も
絶
え
ず
。
纖
か
な
波
、
濃
か
な
点
、
其
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の
間
に
錯
落
す
。
鍾
簴
、

張
と
ば
り

を
設
け
、
庭
燎
、
煙
を
飛
ば
し
、
嶄
巖
、
巀
嵯

と
し
て
、
高
下
属
連
な
る
が
若
し
。
崇
き
台
の
宇
を
重
ね
、
増
き
雲
の
山
を
冠

く
に
似
た
り
。 

（
奮
筆
輕
舉
、
離
而
不
絕
。
纖
波
濃
點
、
錯
落
其
間
。
若
鍾
簴
設
張
、
庭
燎
飛

煙
、
嶄
巖
巀
嵯
、
高
下
屬
連
。
似
崇
臺
重
宇
、
增
雲
冠
山
。
） 

 

◆
『
四
体
書
勢
』
「
草
勢
」 

或
い
は

、

、
點
、

は
、
状
は
珠
を
連
ね
る
に
似
た
り
、
絶
え
て
離
れ

ず
。
怒
を
畜
え
て
怫
鬱
し
、
放
逸
し
て
奇
を
生
ず
。
或
い
は
邃
き
を
凌
え
て
惴

慄
す
る
は
，
槁
に
拠
り
て
危
に
臨
む
が
若
し
。
旁
点
、
邪
め
に
附
く
は
、
蜩
螗

の
枝
を
挶
え
る
に
似
た
り
。 

(

或

點

、
狀
似
連
珠
、
絕
而
不
離
。
畜
怒
怫
鬱
、
放
逸
生
奇
。
或
凌
邃

惴
慄
、
若
據
槁
臨
危
。
旁
點
邪
附
、
似
蜩
螗
挶
枝
。) 

 

右
の
文
は
、
点
画
字
形
の
形
態
と
運
筆
用
筆
の
表
現
を
比
喩
的
な
手
法
で
描
写

す
る
も
の
で
あ
る
。
文
字
の
点
画
字
形
は
、
物
の
姿
を
象
っ
て
輪
郭
を
描
き
写
す

こ
と
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
点
画
字
形
を
書
く
場
合
に
、
対
応

す
る
物
の
姿
を
連
想
す
る
の
は
、
自
然
で
あ
る
。
右
の
例
文
に
は
、
弓
弦
の
形
態

の
喩
え
、
黍
稷
と
虫
蛇
の
姿
の
喩
え
、
雲
や
煙
が
舞
い
上
る
自
然
現
象
の
喩
え
が

見
ら
れ
る
。 

こ
の
喩
え
を
通
し
て
、
点
画
字
形
を
味
わ
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
形
態
の
真
似

に
役
に
立
つ
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
点
画
字
形
を
通
じ
て
自
然
現
象
や
動
植
物
の

動
き
や
姿
を
心
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
運
筆
用
筆
の
喩
え
に
は
、
ほ
と
ん
ど
生

き
生
き
と
し
た
印
象
が
残
さ
れ
て
お
り
、
特
に
筆
遣
い
に
よ
っ
て
生
じ
た
力
量
の

強
弱
と
、
着
実
な
用
筆
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
緊
密
な
つ
な
が
り
と
い
う
特
徴
が
あ

る
。「
鴻
雁
流
蘇
」、「
引
筆
奮
力
」、「
揚
波
振
撆
」、「
軽
筆
内
投
」、「
纖
波
濃
點
」、

「
餘
綖
糾
結
」
は
、
み
な
運
筆
用
筆
に
よ
っ
て
点
画
に
生
じ
た
躍
動
感
を
伝
え
る

喩
え
で
あ
る
。
こ
の
生
き
生
き
と
し
た
印
象
は
、
豊
富
な
変
化
を
持
つ
筆
使
い
に

よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
書
の
美
し
さ
は
、
点
画
字
形
と
運
筆
用
筆
が
要
素
で

あ
る
。
こ
の
美
し
さ
を
伝
え
る
た
め
に
、
自
然
現
象
を
も
っ
て
説
明
す
る
の
で
あ

る
。 自

然
現
象
を
も
っ
て
書
の
美
を
説
明
す
る
の
は
、
六
書
の
象
形
と
関
わ
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
点
画
字
形
と
運
筆
用
筆
か
ら
感
じ
取
っ
た
こ
と
を
、
自
然
現
象
の

姿
や
動
き
で
喩
え
始
め
、
こ
の
喩
え
に
は
、
点
画
字
形
の
姿
を
あ
ら
わ
す
描
写
が

あ
り
、
運
筆
用
筆
の
律
動
を
あ
ら
わ
す
描
写
も
あ
る
。
要
点
は
、
象
形
よ
り
派
生

し
た
象
形
思
惟
で
あ
る
「
若
」
、
「
如
」
、「
類
」
、「
似
」
で
あ
る
。
『
四
体
書
勢
』

の
〈
勢
〉
は
、
書
体
の
区
別
を
指
す
だ
け
で
な
く
、
文
字
の
造
形
と
筆
使
い
の
律

動
と
い
う
意
味
を
も
持
っ
て
い
る
。 

「
若
」、「
如
」、「
類
」、「
似
」
の
視
点
は
、
蔡
邕
を
は
じ
め
と
す
る
論
説
に
も

散
見
す
。「
若
」、「
如
」、「
類
」、「
似
」
と
う
い
象
形
の
思
惟
を
理
解
す
る
た
め
、
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役
立
つ
。
偽
作
で
あ
る
が
、
『
筆
論
』
に
は
、
こ
の
思
惟
を
用
い
る
視
点
が
多
く

見
ら
れ
る
。 

 

坐
す
る
が
若
く
、
行
く
が
若
く
、
飛
ぶ
が
若
く
、
動
く
が
若
く
、
往
く
が
若
く
、

来
る
が
若
く
、
臥
す
る
が
若
く
、
起
つ
が
若
く
、
愁
う
る
が
若
く
、
喜
ぶ
が
若

く
、
虫
の
木
葉
を
食
う
が
若
く
、
利
き
剣
長
い
戈
が
若
く
、
強
い
弓
硬
い
矢
が

若
く
、
水
火
の
若
く
、
雲
霧
の
若
く
、
日
月
の
若
く
、
縦
橫
に
象
る
可
き
者
有

ら
ば
、
方
に
之
を
書
と
謂
う
を
得
る
。 

（
若
坐
若
行
、
若
飛
若
動
、
若
往
若
來
、
若
臥
若
起
、
若
愁
若
喜
、
若
虫
食
木

葉
、
若
利
劍
長
戈
、
若
強
弓
硬
矢
、
若
水
火
、
若
雲
霧
、
若
日
月
、
縦
橫
有
可

象
者
、
方
得
謂
之
書
。
） 

 

こ
の
論
は
、
主
に
四
つ
の
比
喩
に
分
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
表
情

や
姿
、
動
植
物
の
形
態
、
武
器
の
か
た
ち
、
自
然
現
象
で
あ
る
。
点
画
字
形
と
運

筆
用
筆
よ
り
前
述
の
よ
う
な
喩
え
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
書
と
称
す

る
こ
と
に
値
す
る
と
い
う
。
書
の
美
し
さ
を
人
間
の
表
情
や
姿
態
、
動
植
物
の
動

き
、
武
器
の
鋭
さ
、
自
然
現
象
の
豊
富
さ
な
ど
と
直
接
に
結
び
付
け
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
、
書
の
美
し
さ
は
単
な
る
点
画
字
形
と
運
筆
用
筆
を
指
す
こ
と
だ

け
で
は
な
く
、
点
画
字
形
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
形
体
と
姿
態
、
そ
し
て
運

筆
用
筆
に
よ
っ
て
生
じ
た
律
動
と
力
量
と
い
う
あ
ら
わ
れ
を
指
し
て
い
る
。 

こ
の
あ
ら
わ
れ
の
理
想
な
姿
は
、
す
な
わ
ち
前
述
し
た
比
喩
の
例
で
あ
る
。
ま

と
め
て
い
う
と
、
象
形
の
思
惟
に
よ
る
書
の
美
し
さ
に
は
、
人
間
の
よ
う
な
表
情

が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
表
情
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
点
画
字
形
の
組
み
合
わ
せ
が

も
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
虫
が
葉
を
食
べ
る
よ
う
な
ゆ
と
り
の
リ
ズ
ム
、
武
器
の

鋭
さ
と
同
様
な
点
画
字
形
の
輪
郭
の
鋭
利
さ
と
犀
利
さ
、
自
然
現
象
の
よ
う
な
全

体
性
を
持
つ
こ
と
は
、
書
の
美
し
さ
の
理
想
で
あ
る
。 

鍾
繇
の
『
筆
法
』、
衛
夫
人
の
『
筆
陣
図
』
に
は
「
若
」、「
如
」、「
類
」、「
似
」

と
い
う
視
点
が
頻
繁
に
見
ら
れ
、
内
容
と
筋
道
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
贅

言
す
る
必
要
が
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
論
に
は
、
自
然
現
象
を
観
察
や
模
倣

の
対
象
と
す
る
視
点
が
見
ら
れ
、
「
若
」、
「
如
」、
「
類
」、「
似
」
の
も
と
で
あ
る

と
も
言
え
る
。 

 

◆
魏 

鍾
繇 

『
筆
法
』 

毎
に
万
類
を
見
て
、
皆
画
し
て
之
を
象
る
。 

（
毎
見
萬
類
、
皆
畫
象
之
。
） 

 

◆
東
晋 

衛
夫
人 

『
筆
陣
図
』 

毎
に
一
字
を
為
す
は
、
各
お
の
其
の
形
を
象
れ
ば
、
斯
に
妙
に
造い

た

り
、
書
の
道

畢
れ
り
。 

（
毎
為
一
字
、
各
象
其
形
。
斯
造
妙
矣
、
書
道
畢
矣
。
） 
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取
り
上
げ
た
例
文
の
〈
象
〉
は
、
象
る
こ
と
で
あ
る
。
自
然
現
象
を
見
た
り
観

察
し
た
り
し
て
は
じ
め
て
、
会
得
し
た
姿
や
動
き
を
書
く
際
に
運
用
す
る
こ
と
で

あ
る
。
鍾
繇
は
、「
画
象
」
と
い
う
考
え
を
挙
げ
て
い
る
。「
画
象
」
は
、
物
の
姿

や
外
形
を
描
い
た
り
写
し
た
り
し
た
上
で
、
物
の
本
質
を
象
る
こ
と
で
あ
る
。 

書
は
、
直
接
に
物
の
姿
を
写
す
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
た
だ
観
察
や
模
倣
を
繰

り
返
す
だ
け
で
、
点
画
字
形
と
運
筆
用
筆
に
よ
っ
て
物
の
よ
う
な
あ
ら
わ
れ
を
造

り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
「
画
象
」
と
は
、
物
の
見
た
目
の
姿
や
動
き
を

画
い
て
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
の
特
徴
を
象
っ
て
捉
え
た
上
で
、
そ
の
物

ら
し
い
あ
ら
わ
れ
を
生
む
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
画
く
こ
と
は
象
る
こ

と
の
も
と
で
あ
り
、
部
分
的
な
形
態
を
画
い
て
は
じ
め
て
全
体
的
な
特
徴
を
象
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
基
礎
で
、
衛
夫
人
と
王
羲
之
の
論
を
見
て
行

き
た
い
。 

衛
夫
人
は
、
一
字
を
書
く
た
び
に
、
其
の
形
を
象
る
と
い
う
視
点
を
示
し
て
い

る
。
「
其
の
形
を
象
る
」
は
、
全
文
の
要
点
で
あ
り
、
一
字
の
其
の
形
を
象
ら
な

い
と
書
と
称
し
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
字
の
其
の
形
は
、
文
字
の
造
形
や
形
体

を
指
す
の
で
は
な
い
。
『
筆
陣
図
』
に
は
、
七
つ
の
点
画
を
取
り
上
げ
る
と
と
も

に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
自
然
現
象
や
武
器
の
形
態
を
連
想
さ
せ
る
例
が
あ
る
。

点
画
と
類
似
す
る
自
然
現
象
と
武
器
の
比
喩
を
示
す
目
的
に
は
、
た
だ
見
た
目
の

姿
や
形
体
を
真
似
す
る
こ
と
だ
け
で
は
く
、
さ
ら
に
こ
の
比
喩
を
通
し
て
見
た
目

の
形
を
保
っ
た
上
で
、
点
画
の
線
質
を
豊
か
に
さ
せ
る
働
き
が
あ
る
。『
筆
陣
図
』

に
お
い
て
書
と
称
し
え
る
の
は
、
つ
ま
り
字
形
を
通
し
て
相
通
す
る
比
喩
物
を
感

じ
取
る
こ
と
で
あ
る
。
字
を
書
く
際
に
、
先
立
っ
て
比
喩
物
の
姿
や
動
き
を
連
想

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
い
と
、
書
か
れ
た
字
は
た
だ
点
画
で
組
み
合

わ
せ
た
文
字
で
あ
り
、
文
字
の
姿
を
通
し
て
自
然
現
象
を
思
い
浮
か
べ
る
書
と
称

し
え
な
い
。 

以
上
の
論
を
通
し
て
、
象
形
の
思
惟
は
、
書
の
制
作
面
に
重
要
な
働
き
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
思
惟
が
あ
ら
わ
れ
る
と
と
も
に
、
書
の
美
し
さ
と
自
然
現

象
の
美
し
さ
と
を
結
び
付
け
る
よ
う
に
な
り
、
点
画
字
形
の
構
成
と
運
筆
用
筆
の

技
巧
と
自
然
現
象
を
中
心
と
す
る
比
喩
物
の
表
情
や
姿
や
動
き
を
も
結
び
付
け

る
よ
う
に
な
る
。 

 

五
、
「
俯
」、「
仰
」、「
遠
」、「
近
」
と
「
縦
横
」
―
全
体
的
な
観
照
視
点 

 

「
遠
」
と
「
近
」
は
『
四
体
書
勢
』
に
書
作
を
味
わ
う
に
あ
た
っ
て
、
重
要
な

観
察
視
点
で
あ
る
。 

 

◆
『
四
体
書
勢
』「
字
勢
」 

是
の
故
に
遠
く
よ
り
之
を
望
め
ば
、
翔
風
の
水
を

厲
ふ
る
わ

せ
、
清
波
の
漪
漣
す
る

が
若
し
。
就
き
て
之
を
察
す
れ
ば
、
自
ず
か
ら
然
る
が
若
き
有
り
。 
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（
是
故
遠
而
望
之
、
若
翔
風
厲
水
、
清
波
漪
漣
。
就
而
察
之
、
有
若
自
然
。
） 

 

◆
『
四
体
書
勢
』
「
篆
勢
」 

遠
く
よ
り
之
を
望
め
ば
、
鴻
鵠
の
羣
游
し
、
駱
驛
と
し
て
遷
延
す
る
に
象
る
。

迫
り
て
之
を
視
れ
ば
、
端
際
も
見
る
を
得
べ
か
ら
ず
、
指
撝
も
原
ぬ
る
に
勝
う

べ
か
ら
ず
。 

（
遠
而
望
之
、
象
鴻
鵠
羣
游
、
駱
驛
遷
延
。
迫
而
視
之
、
端
際
不
可
得
見
、
指

撝
不
可
勝
原
。
） 

 

◆
『
四
体
書
勢
』
「
隷
勢
」 

遠
く
よ
り
之
を
望
め
ば
、
飛
龍
の
天
に
在
る
が
若
く
。
近
く
よ
り
之
を
察
せ
ば
、

心
も
乱
れ
目
も
眩
む
。 

（
遠
而
望
之
、
若
飛
龍
在
天
。
近
而
察
之
、
心
亂
目
眩
。
） 

 ◆
『
四
体
書
勢
』
「
草
勢
」 

是
の
故
に
遠
く
よ
り
之
を
望
め
ば
、
摧
焉
と
し
て
沮
れ
た
る
岑
、
崩
れ
た
る
崖

の
若
し
。
就
き
て
之
を
察
す
れ
ば
、
一
画
も
移
す
べ
か
ら
ず
、
機
微
要
妙
に
し

て
、
時
に
臨
ん
で
宜
し
き
に
従
う
。 

（
是
故
遠
而
望
之
、
焉
若
沮
岑
崩
崖
。
就
而
察
之
、
一
畫
不
可
移
、
機
微
要
妙
、

臨
時
從
宜
。
） 

 

書
を
味
わ
う
場
合
に
は
、
書
作
と
離
れ
る
距
離
に
よ
っ
て
異
な
る
美
し
さ
を
得

ら
れ
る
と
い
う
視
点
が
あ
る
。
「
遠
」
と
「
就
」
、「
迫
」
、「
近
」
と
い
う
距
離
を

取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
書
の
全
体
性
と
局
部
性
の
区
別
を
示
す
と
と
も
に
、
全
体

的
な
張
力
と
局
部
的
な
細
緻
を
重
ん
じ
る
か
ら
で
あ
る
。「
遠
」
と
「
近
」
の
二

つ
の
観
察
角
度
に
よ
っ
て
、
異
な
る
美
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
書
作
に
よ
っ
て
感

じ
ら
れ
た
感
受
を
伝
え
る
た
め
に
、
各
々
自
然
現
象
が
持
つ
特
徴
や
性
質
を
通
じ

て
説
明
を
行
う
。 

列
挙
し
た
例
文
に
お
い
て
、「
遠
」
を
中
心
と
す
る
説
は
、
ほ
ぼ
物
事
が
動
く

状
態
を
描
写
し
た
り
、
強
烈
な
印
象
を
受
け
る
よ
う
で
あ
る
。
書
作
を
味
わ
う
立

場
か
ら
考
え
れ
ば
、
距
離
を
と
っ
て
書
作
の
全
体
的
な
玩
味
を
強
調
す
る
。「
近
」

に
関
す
る
説
は
、
書
を
組
み
立
て
る
要
素
に
着
目
し
、
つ
ま
り
点
画
間
と
字
形
間

の
組
み
合
わ
せ
が
い
い
状
態
に
保
た
れ
る
の
を
重
ん
じ
る
。 

こ
れ
は
構
築
の
面
に
集
中
し
、
主
に
運
筆
用
筆
の
巧
妙
さ
、
そ
し
て
点
画
字
形

の
構
成
の
釣
り
合
い
が
よ
い
と
示
さ
れ
て
い
る
。
運
筆
用
筆
と
点
画
字
形
は
、
細

部
の
分
析
に
属
す
る
ゆ
え
、
全
体
の
鑑
賞
と
比
べ
て
み
る
と
、
少
し
物
事
の
緻
密

の
部
分
に
向
か
う
よ
う
で
あ
る
。
続
い
て
「
仰
」
と
「
俯
」
の
例
文
に
進
む
。 

 
◆
西
晋 

成
功
綏 

『
隸
書
体
』 

仰
い
で
之
を
望
め
ば
、
鬱
と
し
て
霄
霧
の
朝
に
昇
り
、
游
煙
の
雲
に
連
な
る
が
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若
し
。
俯
し
て
之
を
察
す
れ
ば
、
漂
と
し
て
清
風
水
を
厲
せ
、
漪
瀾
文
を
成
す

が
若
し
。
象
を
垂
れ
式
を
表
し
、
模
有
り
楷
有
り
、
形
功
詳
か
に
し
難
く
、
粗ほ

ぼ
大
体
を
挙
ぐ
。 

（
仰
而
望
之
、
鬱
若
霄
霧
朝
昇
、
游
煙
連
雲
。
俯
而
察
之
、
漂
若
清
風
厲
水
、

漪
瀾
成
文
。
垂
象
表
式
、
有
模
有
楷
、
形
功
難
詳
、
粗
舉
大
體
。
） 

 

成
公
綏
は
、
書
を
鑑
賞
す
る
角
度
を
「
仰
」
と
「
俯
」
に
分
け
て
い
る
。「
仰
」

と
「
望
」、「
俯
」
と
「
察
」
と
を
そ
れ
ぞ
れ
に
結
び
つ
け
る
の
は
、
角
度
に
よ
っ

て
見
方
も
変
わ
る
と
示
唆
さ
れ
る
。
文
中
に
よ
る
と
、
「
仰
望
」
は
、
霧
雲
の
移

り
変
わ
り
が
豊
富
で
あ
り
、
ま
た
捉
え
な
い
ほ
ど
の
変
化
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
角
度
で
書
作
を
評
価
す
る
時
に
、
書
作
の
全
体
は
生
き
生
き
と
す
る
豊
富
の

印
象
が
強
く
感
じ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
喩
え
を
通
じ
て
前
後
左
右
が
良
好
の
連
続
と

呼
応
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。
成
公
綏
は
、
書
作
の
全
体
が
豊
富
な
変
化
と
良
好

の
呼
応
の
具
え
る
状
態
を
「
鬱
」
で
表
現
す
る
。
「
鬱
」
は
、
盛
ん
な
さ
ま
で
あ

る
。
全
体
的
な
構
成
は
、
流
れ
と
呼
応
が
滑
ら
か
に
盛
ん
で
あ
る
さ
ま
と
考
え
ら

れ
る
。
「
俯
察
」
は
、
書
作
の
細
部
に
注
目
す
る
観
察
角
度
で
あ
る
。
風
に
伴
っ

て
水
面
に
水
紋
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
模
様
や
図
様
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ

を
、
点
画
字
形
に
よ
っ
て
組
み
合
わ
せ
た
模
様
と
結
び
付
け
る
。 

こ
れ
は
『
易
経
』
の
「
鳥
獣
の
文
と
地
の
宜
を
視
る
」
と
い
う
視
点
と
か
な
り

類
似
し
て
い
る
。
自
然
現
象
が
組
み
合
わ
せ
た
模
様
や
図
様
で
あ
る
「
文
」
と
、

書
の
構
成
要
素
で
あ
る
点
画
字
形
と
を
並
べ
る
の
は
、
書
の
模
様
と
自
然
の
模
様

と
を
同
じ
く
扱
い
、
書
の
美
し
さ
と
自
然
の
美
し
さ
と
に
通
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
仰
」
と
「
俯
」
の
観
察
角
度
を
用
い
て
書
作
の
鑑
賞
を
生
か
す
例
は
、『
隸
書

体
』
に
も
見
ら
れ
る
。 

 

爛
と
し
て
天
文
の
曜
を
布
く
が
若
く
、
蔚
と
し
て
錦
繡
の
章
有
る
が
若
し
。 

（
爛
若
天
文
之
布
曜
、
蔚
若
錦
繡
之
有
章
。
） 

 

日
や
月
や
星
な
ど
で
組
み
合
わ
せ
た
「
天
文
」
は
、
点
画
字
形
の
大
き
さ
や
位

置
の
組
み
合
わ
せ
の
喩
え
に
な
る
。
散
ら
ば
っ
て
散
布
す
る
様
子
を
通
じ
て
、
点

画
字
形
の
位
置
を
示
し
、
ま
た
「
曜
」
と
い
う
光
に
よ
っ
て
生
じ
た
異
な
る
明
暗

さ
は
、
点
画
字
形
の
多
様
な
す
が
た
や
形
態
を
あ
ら
わ
す
。 

「
錦
繡
」
に
は
大
地
山
河
の
地
形
を
あ
ら
わ
す
語
意
が
あ
り
、
精
美
な
図
案
が

刺
繍
さ
れ
る
布
の
意
味
も
あ
る
。
こ
れ
を
通
し
て
、
点
画
字
形
の
豊
富
さ
や
多
様

さ
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
豊
富
で
多
様
な
こ
と
は
、
「
章
」
と
い
う

一
定
の
法
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
天
文
」
と
「
錦
繡
」
は
、
天
と
地

と
の
様
子
を
あ
ら
わ
す
用
語
で
あ
る
。
「
爛
」
と
「
蔚
」
は
、
華
麗
で
豊
か
な
豊

富
さ
を
あ
ら
わ
す
語
で
あ
る
。
「
布
曜
」
と
「
有
章
」
は
、
ほ
ど
よ
く
按
排
布
置

を
す
る
意
味
で
あ
る
。「
爛
」
と
「
蔚
」
の
美
し
さ
は
、「
天
文
」
と
「
錦
繡
」
と

い
う
天
と
地
の
喩
え
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
美
し
さ
の
中
に
「
布
曜
」
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と
「
有
章
」
と
い
う
秩
序
や
法
則
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
天
文
」
と
「
錦

繡
」
の
意
味
に
沿
え
ば
、
「
仰
」
と
「
俯
」
に
よ
っ
て
派
生
す
る
考
え
で
あ
る
と

言
え
る
。 

前
述
し
た
「
繋
辞
下
」
第
二
章
を
通
し
て
、
「
俯
」
、
「
仰
」、
「
遠
」
、
「
近
」
と

い
う
観
察
角
度
は
、
『
易
経
』
と
か
な
り
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
文
中

に
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
仰
」
、「
俯
」
、「
近
」
、「
遠
」
と
い
う
観
察
角
度
は
、
自
然

現
象
を
観
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
全
面
的
な
視
点
を
も
っ
て
観
察
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
全
面
観
察
を
す
る
限
り
、
物
の
全
体
性
を
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
、
物
の
特
徴
や
性
質
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

「
仰
」
、
「
俯
」
、
「
遠
」
、
「
近
」
に
よ
っ
て
、
「
若
」
、
「
如
」、
「
類
」、
「
似
」
が

生
じ
る
。『
説
文
解
字
』
の
序
文
に
八
卦
の
造
り
方
を
引
用
す
る
説
が
あ
る
か
ら
、

両
方
の
根
本
的
な
構
成
は
類
似
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
独
特
な
観
察

角
度
に
よ
っ
て
書
の
品
評
面
に
、
想
像
力
の
限
り
な
い
ほ
ど
の
比
喩
が
用
い
ら
れ

る
。
『
四
体
書
勢
』
を
は
じ
め
と
す
る
〈
勢
〉
と
関
わ
る
書
論
に
は
、
こ
の
よ
う

な
比
喩
が
頻
繁
に
表
れ
る
。 

「
俯
」
、「
仰
」
、「
遠
」、「
近
」
は
単
一
定
点
の
観
察
角
度
に
よ
っ
て
一
部
分
を

し
か
得
ら
れ
な
い
欠
点
を
避
け
、
角
度
に
よ
っ
て
多
面
を
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

制
作
面
に
運
筆
用
筆
や
点
画
字
形
な
ど
を
直
接
に
自
然
現
象
の
喩
え
と
結
び
つ

け
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
鑑
賞
面
に
比
喩
の
運
用
も
影
響
を
与
え
る
と
見
ら
れ

る
。 

「
俯
」
、
「
仰
」
、
「
遠
」
、
「
近
」
は
、
「
俯
」
と
「
仰
」
、「
遠
」
と
「
近
」
に
分

類
す
る
こ
と
が
で
き
、
相
対
的
な
性
質
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
相
対
の
観
照
視

点
を
通
じ
て
、
物
事
の
単
一
の
面
を
見
る
の
を
避
け
、
物
事
の
多
面
を
見
る
こ
と

を
見
込
ん
で
い
る
。
そ
の
上
で
、
物
事
の
全
面
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、

表
面
上
の
形
式
、
状
態
に
限
ら
れ
な
い
、
内
面
的
の
特
徴
、
性
質
を
見
極
め
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、「
縦
」
と
「
横
」、「
左
」
と
「
右
」、

「
南
」
と
「
北
」
、「
東
」
と
「
西
」
と
い
っ
た
四
方
の
概
念
が
生
ま
れ
る
。 

こ
の
概
念
に
は
観
察
角
度
の
多
面
性
が
あ
る
か
ら
、
片
面
し
か
見
え
な
い
欠
点

を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
上
で
、
思
い
の
自
由
さ
や
豊
富
さ
を
導
き
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
多
面
性
を
持
つ
観
察
と
自
由
豊
富
な
思
い
を
あ
ら
わ
す
の
は
、

「
縦
横
」
で
あ
る
。 

 

◆
後
漢 

蔡
邕 

『
筆
論
』 

縦
橫
に
象
る
可
き
者
有
ら
ば
、
方
に
之
を
書
と
謂
う
を
得
る
。 

（
縱
橫
有
可
象
者
、
方
得
謂
之
書
。
） 

 

蔡
邕
が
言
う
「
縦
橫
」
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。 

一
、
書
作
の
形
式
要
素
を
指
す
。
縦
と
横
に
よ
っ
て
点
画
の
縦
線
と
横
線
、
字

間
と
行
間
の
上
下
左
右
の
関
係
を
あ
ら
わ
す
。 

二
、
思
い
の
自
由
。
文
意
に
し
た
が
っ
て
〈
象
〉
は
、
書
法
に
重
要
な
要
素
が
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占
め
ら
れ
て
い
る
。 

前
の
段
に
「
若
」
、「
如
」
の
喩
え
を
通
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
「
縦
橫
」
は
「
若
」
、
「
如
」
を
基
と
し
、
多
面
的
な
考
え
方
を
造
り
だ
す

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
点
画
一
字
を
書
く
ご
と
に
自
然
現
象
を
連
想
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
連
想
に
よ
っ
て
、
書
の
表
現
と
自
然
現
象
の
表
現
と
を
結
び

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
表
現
に
は
、
生
き
生
き
と
す
る
生
命
感
が
あ
り
、

途
切
れ
な
い
貫
通
感
が
あ
り
、
強
い
存
在
の
感
じ
を
与
え
る
迫
力
感
が
あ
る
。 

書
は
、
文
字
を
書
い
て
意
味
を
伝
え
る
以
外
、
さ
ら
に
自
然
現
象
に
連
想
を
働

き
か
け
て
自
然
現
象
の
よ
う
な
表
現
を
追
求
す
る
働
き
を
持
つ
。
こ
の
働
き
は
、

〈
勢
〉
に
関
す
る
点
画
字
形
と
運
筆
用
筆
に
重
要
で
あ
る
。 

 

六
、
「
法
象
」
と
「
約
象
」
―
張
懐
瓘
の
説
を
中
心
に 

 

「
法
象
」
と
「
約
象
」
は
張
懐
瓘
が
創
り
出
し
た
用
語
で
あ
る
。
先
ず
、
そ
れ

ぞ
れ
の
出
典
を
取
り
上
げ
る
。 

 

◆
『
六
体
書
論
』 

臣
は
形
見
れ
ば
、
象
と
曰
う
を
聞
き
、
書
な
る
者
は
象
に
法
る
な
り
。 

（
臣
聞
形
見
曰
象
、
書
者
法
象
也
。
） 

 

◆
『
玉
堂
禁
経
』 

凡
そ
書
に
工
み
な
る
は
、
点
画
は
体
理
精
玄
に
し
て
、
象
を
約
し
名
を
立
て
、

之
を
究
め
て
悟
る
可
し
。
豈
に
点
画
を
以
て
利
鑽
鏤
金
す
れ
ば
、
画
は
長
錐
で

石
を
界
す
が
如
く
、
茲
の
用
筆
に
仿
い
、
坐

そ
ぞ
ろ

に
千
里
を
進
む
。 

（
凡
工
書
、
點
畫
體
理
精
玄
、
約
象
立
名
、
究
之
可
悟
。
豈
不
以
點
畫
利
鑽
鏤

金
、
畫
如
長
錐
界
石
、
仿
茲
用
筆
、
坐
進
千
里
。
） 

 

「
法
象
」
と
い
う
語
は
、「
繋
辞
上
」
の
「
法
象
は
天
地
よ
り
大
な
る
は
莫
し
」

に
見
ら
れ
る
。「
法
象
」
は
、
自
然
現
象
に
の
っ
と
り
形
取
る
こ
と
、
模
範
と
す

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
天
地
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
が
な
い
と
い
う
意
味

で
あ
り
、
天
地
万
物
の
偉
大
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。『
書
断
』
、
『
文
字
論
』

の
他
の
論
か
ら
み
れ
ば
、
張
懐
瓘
が
使
う
「
法
象
」
は
、『
易
経
』
よ
り
影
響
を

受
け
た
用
語
で
あ
る
。 

『
六
体
書
論
』
に
よ
る
と
、〈
象
〉
と
は
〈
形
〉
が
現
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
書

は
〈
象
〉
に
法
る
こ
と
で
あ
る
。
文
意
に
従
い
、
書
は
〈
形
〉
が
現
れ
る
の
に
法

る
こ
と
で
あ
る
。
〈
形
〉
が
現
れ
る
こ
と
は
、
書
に
と
っ
て
重
要
な
も
と
で
あ
る

と
言
え
る
。
〈
形
〉
が
現
れ
る
の
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
形
態
を
持
つ
も
の
を

指
す
の
で
あ
る
。
こ
の
形
態
は
、
単
に
目
に
見
え
る
も
の
だ
け
を
指
す
だ
け
で
は

く
、
目
に
見
え
な
い
動
き
や
流
れ
を
持
つ
も
の
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例

え
ば
、
空
気
や
風
の
流
れ
が
あ
る
。
広
義
に
解
釈
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
現
象
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や
動
植
物
や
天
気
状
態
や
四
季
の
移
り
変
わ
り
な
ど
は
、
み
な
〈
形
〉
が
現
れ
た

も
の
と
見
な
さ
れ
る
。 

書
が
そ
の
よ
う
な
〈
形
〉
の
現
れ
る
も
の
に
法
る
の
は
、
す
な
わ
ち
自
然
の
あ

ら
ゆ
る
も
の
に
法
る
こ
と
で
あ
る
。
『
六
体
書
論
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
篆
、
小

篆
、
八
分
、
隷
書
、
行
書
、
草
書
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
文
章
の
冒
頭
に
お
い

て
、
書
は
〈
象
〉
に
法
る
と
い
う
言
葉
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
全
文
の
基
本
態
勢

を
示
す
以
外
に
、
さ
ら
に
大
篆
を
は
じ
め
と
す
る
六
つ
の
書
体
を
論
じ
る
際
に
重

要
な
考
え
だ
か
ら
で
あ
る
。 

「
約
象
」
は
、〈
象
〉
を
約ま

と

め
る
こ
と
で
あ
る
。『
六
体
書
論
』
に
象
の
説
明
を

通
し
て
、
「
約
象
」
と
は
、
自
然
現
象
を
象
っ
て
そ
の
特
徴
や
性
質
を
ま
と
め
る

こ
と
が
わ
か
る
。
張
懐
瓘
が
考
え
て
い
る
「
約
象
」
は
、
「
法
象
」
の
基
に
生
ま

れ
る
も
の
で
あ
る
。 

彼
は
、
豊
富
な
自
然
現
象
を
観
察
し
た
り
模
倣
し
た
り
す
る
と
い
う
「
法
象
」

の
段
階
を
基
と
し
、
自
然
現
象
よ
り
会
得
し
た
も
の
の
特
徴
や
性
質
を
ま
と
め
て

は
じ
め
て
、
得
ら
れ
た
特
徴
や
性
質
と
制
作
の
技
巧
を
結
び
付
け
う
る
。
そ
こ
で
、

「
約
象
」
と
は
単
な
る
象
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
自
然
現
象
の
特
徴
や
性
質
を
要

約
す
る
こ
と
で
あ
る
。
内
在
の
性
質
を
抜
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
の
表
現
手

段
に
運
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

張
懐
瓘
は
、
筆
使
い
の
動
き
と
錐
で
石
を
刻
む
動
き
と
を
結
び
つ
け
い
る
。
粗

い
石
に
鋭
い
錐
で
刻
む
の
は
、
表
面
の
摩
擦
力
や
抵
抗
力
が
生
じ
る
の
で
、
滑
ら

か
に
進
む
わ
け
で
は
な
い
。 

こ
の
喩
え
を
通
し
て
、
筆
を
運
ぶ
場
合
に
は
、
紙
面
と
の
摩
擦
力
を
保
ち
つ
つ

進
む
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
滑
ら
か
す
ぎ
て
紙
面
に
浮
く
よ
う
な
筆

使
い
は
理
想
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
着
実
な
筆
使
い
に
よ
っ
て
線
質
を

豊
か
に
さ
せ
て
は
じ
め
て
、
点
画
字
形
が
紙
面
に
刻
ま
れ
る
よ
う
な
表
現
を
求
め

る
た
め
で
あ
ろ
う
。
石
に
錐
で
刻
む
と
い
う
動
き
の
特
徴
や
性
質
を
ま
と
め
て
は

じ
め
て
得
ら
れ
た
要
点
と
、
筆
使
い
と
を
結
び
付
け
て
運
用
す
る
考
え
は
、
す
な

わ
ち
「
約
象
」
で
あ
る
。 

「
約
象
」
は
、
具
体
的
な
物
に
抽
象
的
な
特
徴
と
性
質
を
抜
き
出
し
、
そ
し
て

こ
の
特
徴
と
性
質
を
点
画
字
形
と
運
筆
用
筆
に
融
け
合
わ
せ
、
抽
象
的
な
特
徴
と

性
質
の
両
側
を
通
じ
る
共
通
の
つ
な
が
り
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
約
象
」
は
、
自

然
現
象
を
観
察
し
模
倣
す
る
「
法
象
」
の
段
階
と
、
点
画
字
形
と
運
筆
用
筆
の
運

用
に
お
い
て
、
両
側
を
つ
な
げ
る
役
割
を
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

自
然
現
象
を
対
象
と
し
て
観
察
し
た
り
模
倣
し
た
り
す
る
と
い
う
「
法
象
」
を

行
う
と
は
、
直
接
に
自
然
現
象
を
写
し
出
す
わ
け
で
は
な
く
、
点
画
の
構
成
に
よ

っ
て
自
然
現
象
を
表
現
す
る
の
で
、
自
然
現
象
の
特
徴
や
性
質
を
点
画
の
構
成
で

表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
物
の
特
徴
や
性
質
を
ま
と
め
て
帰
納
す

る
「
約
象
」
と
い
う
過
程
を
進
む
。
「
法
象
」
と
「
約
象
」
に
よ
っ
て
、
自
然
現

象
よ
り
点
画
字
形
の
姿
態
と
表
情
、
運
筆
用
筆
の
動
作
と
律
動
を
抽
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
自
然
現
象
を
も
と
に
し
て
、
「
法
象
」
と
「
約
象
」
を
加
え
る
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過
程
は
、
〈
勢
〉
の
生
成
に
対
し
て
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

         

右
図
を
通
し
て
、
書
は
自
然
現
象
を
中
心
と
す
る
も
の
を
源
と
し
、
そ
し
て
見

た
目
の
姿
や
動
き
な
ど
を
観
察
し
模
倣
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
物
の
姿
や
動
き
を

ま
と
め
て
帰
納
し
た
特
徴
と
性
質
を
運
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
「
約
象
」

は
、
極
め
て
重
要
な
働
き
を
持
っ
て
い
る
。 

王
壮
為
氏
は
、「
書
法
約
象
説
」（
注
１
１
）

を
取
り
上
げ
て
い
る
。「
約
象
」
の
出

典
は
、
お
そ
ら
く
張
懐
瓘
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
そ
の
内
容
を
み

れ
ば
、
「
約
象
」
と
は
、
自
然
界
に
お
け
る
物
の
神
態
（
表
情
と
態
度
）
と
自
然

に
類
似
す
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
の
物
を
模
倣
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

竹
内
敏
雄
氏
が
編
し
た
『
美
学
事
典
』（
注
１
２
）

に
お
い
て
、
書
と
は
、
す
で
に

象
形
的
意
味
を
離
れ
、
主
観
的
な
情
感
を
も
っ
て
静
止
の
抽
象
的
な
リ
ズ
ム
を
示

し
て
固
定
さ
れ
た
音
楽
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
象
形
的

意
味
は
、
お
そ
ら
く
自
然
現
象
の
外
在
的
な
姿
や
輪
郭
を
客
観
的
に
描
き
出
す
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
象
形
的
意
味
と
は
、
「
法
象
」
の
意
味
が
近
い
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
本
書
に
は
象
形
的
意
味
を
離
れ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
他
の

芸
術
類
型
と
並
べ
て
書
の
造
形
と
リ
ズ
ム
を
論
述
す
る
。
ま
と
め
て
み
る
と
、
次

の
よ
う
な
つ
な
が
り
が
あ
る
。 

      

『
美
学
事
典
』
の
解
説
に
よ
り
、
書
は
固
定
さ
れ
た
音
楽
性
を
持
つ
絵
画
的
な

構
成
で
あ
る
と
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
書
は
、
具
体
的
な
物
を

象
る
抽
象
的
な
リ
ズ
ム
や
造
形
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
具
体
的

な
客
観
的
物
を
表
現
す
る
わ
け
で
な
く
、
点
画
字
形
と
い
う
符
号
と
揮
毫
の
律
動

で
造
り
だ
さ
れ
た
抽
象
的
な
表
現
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
書
を
抽
象

芸
術
と
定
義
す
る
視
点
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
抽
象
」
と
い
う
術

語
は
、
漢
よ
り
唐
に
か
け
て
の
書
論
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
概
念
で
書
を
解
釈

す
る
こ
と
は
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
か
。 

自然現象 

物を観察し模倣する 

「法象」 

物の特徴と性質を帰納する 

「約象」 

動作と律動  姿態と表情 

 

運筆用筆   点画字形 

静
止
し
た
抽
象
的
形
態
の
リ
ズ
ム
‐
建
築
‐
律
動
‐
運
筆
用
筆 

墨
の
点
と
線
で
作
ら
れ
た
造
形 

‐
絵
画
‐
造
形
‐
点
画
字
形 

固定された音楽性 

を持つ絵画的な構成 

 

書 
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「
抽
象
」
と
は
、
事
物
の
表
象
性
質
を
抽
き
出
し
て
把
握
し
、
不
要
な
性
質
を

排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
抽
象
芸
術
は
、
現
実
社
会
の
形
象
を
取
り
扱
わ
ず
、
純

然
た
る
線
、
色
、
形
に
よ
っ
て
造
形
表
現
を
行
う
非
具
象
的
な
芸
術
の
総
称
で
あ

る
。
そ
う
し
て
み
れ
ば
、
書
と
抽
象
は
意
味
が
類
似
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、
書
に
は
点
画
字
形
に
よ
っ
て
造
形
表
現
を
行
う
意
味
が
あ
る
が
、
完
全
に

具
体
的
な
物
よ
り
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。 

書
の
美
し
さ
を
称
え
る
論
に
は
、
多
く
の
具
体
的
な
物
を
も
っ
て
表
現
す
る
考

え
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
書
は
い
く
ら
象
形
文
字
の
意
味
を
離
れ
て
い
て
も
、
多

様
な
事
物
よ
り
特
徴
や
性
質
を
抽
き
出
し
て
も
、
自
然
現
象
と
の
関
係
を
直
ち
に

切
り
捨
て
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
原
因
は
、
お
そ
ら
く
自
然
現
象
を
中
心
と
す

る
客
観
的
な
物
を
、
理
想
の
美
し
さ
と
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

自
然
現
象
に
よ
っ
て
書
の
美
し
さ
を
言
い
伝
え
る
論
は
、
書
論
に
頻
繁
に
見
ら

れ
る
。
書
は
、
象
形
文
字
よ
り
離
れ
て
い
て
も
、
書
の
美
し
さ
を
あ
ら
わ
す
場
合

に
は
、
自
然
現
象
を
通
し
て
比
喩
を
す
る
視
点
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
「
抽
象
」
と
「
約
象
」
と
は
、
と
も
に
自
然
現
象
を
中
心
と
す
る
物

を
基
と
し
、
さ
ら
に
特
徴
や
性
質
を
抜
き
出
し
て
純
然
な
構
成
要
素
で
組
み
立
て

る
こ
と
で
あ
る
。 

し
か
し
、
「
約
象
」
に
は
、
自
然
現
象
よ
り
得
ら
れ
た
特
徴
や
性
質
を
書
に
運

用
し
て
活
用
し
つ
つ
、
自
然
現
象
を
理
想
の
美
し
さ
の
目
標
と
す
る
点
が
あ
る
の

で
、
よ
っ
て
「
抽
象
」
と
は
異
な
る
。
「
約
象
」
に
よ
っ
て
、
書
論
に
は
自
然
現

象
を
比
喩
物
と
す
る
視
点
が
生
じ
、
「
若
」
、
「
如
」
、
「
類
」、
「
似
」
と
い
う
象
形

の
思
惟
が
生
じ
る
。
続
い
て
は
点
画
字
形
と
運
筆
用
筆
と
関
わ
る
喩
え
の
整
理
を

し
、〈
字
勢
〉
と
〈
筆
勢
〉
を
考
察
す
る
。 

 

七
、〈
勢
〉
に
関
す
る
点
画
字
形
の
喩
え 

 

点
画
字
形
の
喩
え
は
、
主
に
点
画
字
形
の
美
し
い
形
態
に
相
似
す
る
自
然
現
象

で
表
現
す
る
。
こ
の
表
現
は
、
抽
象
的
な
書
の
美
し
さ
を
描
写
す
る
の
で
、
大
量

な
美
辞
を
つ
ら
ね
て
文
辞
の
華
麗
へ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
な
言
葉
の
表
現
は
、
特
に
六
朝
に
流
行
し
た
。
過
度
に
修
飾
す
る
と

い
う
欠
点
が
あ
る
と
い
え
ど
も
、
書
の
美
し
さ
を
追
求
し
た
り
愛
好
し
た
り
す
る

意
識
の
誕
生
、
ま
た
は
書
作
の
品
評
の
基
礎
で
あ
る
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
点

画
字
形
に
つ
い
て
の
描
写
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

◆
西
晋 

成
公
綏 

『
隸
書
体
』 

形
体
抑
揚
し
て
、
芬
葩
属
を
連
ね
、
分
間
羅
行
し
て
、
爛
と
し
て
天
文
の
曜
を

布
く
が
若
く
、
蔚
と
し
て
錦
繡
の
章
有
る
が
若
し
。 

（
形
體
抑
揚
、
芬
葩
連
屬
、
分
間
羅
行
、
爛
若
天
文
布
曜
、
蔚
若
錦
繡
之
有
章
。
） 

 

◆
東
晋 
王
珉 

『
行
書
状
』 
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字
体
を
詳
覽
し
、
筆
蹟
を
究
尋
す
。
粲
た
り
偉
た
り
、
珪
の
如
く
璧
の
如
く
。

宛
と
し
て
蟠
螭
の
勢
を
仰
ぐ
が
若
く
、
翼
と
し
て
翔
鸞
の
翮
を
舒
ぶ
る
が
若
し
。 

（
詳
覽
字
體
、
究
尋
筆
蹟
、
粲
乎
偉
乎
、
如
珪
如
璧
、
宛
若
蟠
螭
之
仰
勢
、
翼

若
翔
鸞
之
舒
翮
。
） 

 

◆
西
晋 

索
靖 

『
草
書
状
』 

蓋
し
草
書
の
状
た
る
や
。
婉
と
し
て
銀
鉤
の
若
く
、
漂
と
し
て
驚
鸞
の
翼
を
舒

べ
て
未
だ
発
せ
ず
、
挙
が
る
が
若
く
し
て
復
た
安
ん
ず
る
が
若
し
。 

（
蓋
草
書
之
為
状
也
、
婉
若
銀
鉤
、
漂
若
驚
鸞
、
舒
翼
未
發
、
若
舉
復
安
。
） 

 

◆
唐 

李
世
民 

『
王
羲
之
伝
論
』 

其
の
點
曳
の
工
み
、
裁
成
の
妙
を
観
れ
ば
、
煙
霏
露
結
に
し
て
、
状
は
断
に
し

て
還
た
連
な
り
、
鳳
翥
龍
蟠
に
し
て
、
勢
は
斜
に
し
て
反
た
直
き
が
如
し
。 

（
觀
其
點
曳
之
工
、
裁
成
之
妙
、
煙
霏
露
結
、
狀
若
斷
而
還
連
、
鳳
翥
龍
蟠
、

勢
如
斜
而
反
直
。
） 

 

◆
唐 

蔡
希
綜 

『
法
書
論
』 

凡
そ
字
体
を
結
構
す
る
も
せ
ん
と
欲
、
未
だ
虚
し
く
発
す
べ
か
ら
ざ
る
は
、
皆

須
ら
く
其
の
一
物
に
象
る
べ
し
。
鳥
の
形
の
若
く
、
虫
の
禾
を
食
う
が
若
く
、

山
の
若
く
樹
が
若
く
、
雲
の
若
く
霧
が
若
し
。
縦
横
に
託
す
る
が
有
り
、
運
用

は
度
に
合
う
、
之
れ
を
書
と
謂
う
べ
し
。 

（
凡
欲
結
構
字
體
、
未
可
虛
發
、
皆
須
象
其
一
物
。
若
鳥
之
形
、
若
蟲
食
禾
、

若
山
若
樹
、
若
雲
若
霧
。
縱
橫
有
托
、
運
用
合
度
、
可
謂
之
書
。
） 

 

字
体
形
勢
、
状
は
虫
蛇
の
相
い
鉤
連
す
る
が
如
し
。 

（
字
体
形
勢
、
状
如
蟲
蛇
相
鈎
連
。
） 

 

晋
か
ら
唐
代
に
か
け
て
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
。
書
作

の
内
容
に
言
及
し
せ
ず
、
た
だ
点
画
字
形
で
構
成
さ
れ
た
模
様
や
図
案
の
美
し
さ

を
あ
ら
わ
す
だ
け
で
あ
る
。
点
画
字
形
の
美
し
さ
を
あ
ら
わ
す
場
合
に
は
、
自
然

現
象
の
喩
え
を
大
量
に
使
う
と
い
う
視
点
が
あ
る
。 

こ
の
視
点
に
沿
い
、
自
然
現
象
と
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
書
は
、
書
と
称

す
る
に
値
す
る
。
内
容
の
論
述
手
段
は
、
主
と
し
て
叙
情
的
で
あ
る
。
著
者
自
ら

は
あ
る
書
や
字
体
か
ら
受
け
取
っ
た
感
覚
を
、
自
分
の
感
覚
や
情
緒
で
言
い
表
わ

す
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
書
の
美
し
さ
を
捉
え
る
に
役
立
ち
、
さ
ら
に
自
然
の

美
を
理
想
の
美
と
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
点
画
字
形
の
あ
ら
わ
れ
に
対

し
て
、
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

書
の
美
を
具
体
的
に
表
現
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
点
画
字
形
と
自
然
現
象
が

相
似
す
る
姿
や
、
似
る
形
態
に
よ
っ
て
伝
達
す
る
考
え
方
が
生
じ
た
。
し
た
が
っ

て
、
単
に
点
画
字
形
の
姿
を
取
り
上
げ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
描
写
す
る
論
が
出
て
く
る
。
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点
画
字
形
の
部
分
的
な
喩
え
は
、
第
二
の
特
徴
で
あ
る
。
衛
夫
人
と
王
羲
之
の
説

と
合
わ
せ
て
考
察
す
る
。 

 

◆
東
晋 

衛
夫
人 

『
筆
陣
図
』 

一 

千
里
の
陣
雲
の
如
く
、
隠
隠
然
と
し
て
其
の
実
形
有
り 

丶 

高
峰
よ
り
石
の
墜
つ
る
が
如
く
、
磕
磕
然
と
し
て
実
に
崩
る
る
が
如
し 

丿 

陸
に
犀
象
を
断
つ 

乙 

百
鈞
の
弩
発
す 

― 

万
歳
の
枯
藤 

丶 

崩
浪
雷
奔
す 

フ 

勁
弩
の
筋
節 

（
一 

如
千
里
陣
雲
、
隱
隱
然
其
實
有
形 

丶 

如
高
峰
墜
石
、
磕
磕
然
實
如
崩
也 

丿 

陸
斷
犀
象 

乙 

百
鈞
弩
發 

― 

萬
歲
枯
藤 

丶 

崩
浪
雷
奔 

フ 

勁
弩
筋
節
） 

 

◆
東
晋 

王
羲
之 

『
題
衛
夫
人
筆
陣
図
後
』 

一
橫
画
を
作
る
毎
に
、
列
陣
の
雲
を
排
く
が
如
く
す
。
一
戈
を
作
る
毎
に
、
百

鈞
の
弩
発
す
る
が
如
く
す
。
一
点
を
作
る
毎
に
、
高
峰
よ
り
の
石
の
墜
つ
る
が

如
く
す
。
一
牽
を
作
る
毎
に
、
万
歲
の
枯
藤
の
如
く
す
。
一
放
縦
を
作
る
毎
に
、

足
行
の
驟
に
趣
く
が
如
く
す
。 

（
毎
作
一
橫
畫
、
如
列
陣
之
排
雲
、
毎
作
一
戈
、
如
百
鈞
之
弩
發
、
毎
作
一
點
、

如
高
峰
墜
石
、
毎
作
一
牽
、
如
萬
歲
枯
藤
。
毎
作
一
放
縱
、
如
足
行
之
趣
驟
。
） 

 

◆
東
晋 

王
羲
之 

『
筆
勢
論
』 

或
い
は
豎
牽
は
深
林
の
喬
木
の
如
く
、
而
し
て
屈
折
は
鋼
鉤
の
如
く
、
或
い
は

上
の
尖
は
枯
幹
の
如
く
、
或
い
は
下
の
細
き
こ
と
針
芒
の
若
く
、
或
い
は
転
側

の
勢
は
飛
鳥
の
空
に
墜
つ
る
に
似
、
或
い
は
棱
側
の
形
は
流
水
の
激
し
て
来
た

る
が
如
く
す
。 

（
或
豎
牽
如
深
林
之
喬
木
、
而
屈
折
如
鋼
鉤
、
或
上
尖
如
枯
幹
、
或
下
細
如
針

芒
。
或
轉
側
之
勢
似
飛
鳥
空
墜
、
或
棱
側
之
形
如
流
水
激
來
。
） 

 

◆
東
晋 

王
羲
之 

『
筆
勢
論
十
二
章
』「
視
形
章
第
三
」 

形
を
視
て
体
を
象
り
、
貌
を
変
じ
て
猶
な
同
じ
な
り
、
勢
を
逐
い
顏
を
瞻
て
、

高
低
趣
き
有
り
、
点
画
を
分
均
し
、
遠
近
を
相
い
須
つ
。 

（
視
形
象
體
、
變
貌
猶
同
。
逐
勢
瞻
顏
、
高
低
有
趣
、
分
均
點
畫
、
遠
近
相
須
。
）  
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橫
は
則
ち
正
な
り
、
孤
舟
の
江
渚
に
橫
わ
る
が
如
く
、
豎
は
則
ち
直
な
り
、
春

筍
の
寒
谷
に
抽
く
が
如
く
す
。 

（
橫
則
正
、
如
孤
舟
之
橫
江
渚
、
豎
則
直
、
若
春
筍
之
抽
寒
谷
。
） 

 

自
然
現
象
の
喩
え
が
提
出
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
次
第
に
書
く
際
に
字
の
造
形
も

多
様
な
変
化
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
書
写
す
る
前
に
、
必
ず
対
応
す
る
自
然
現

象
の
す
が
た
の
イ
メ
ー
ジ
を
生
か
し
て
か
ら
、
筆
を
下
ろ
し
た
と
た
ん
に
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
の
影
響
で
、
字
の
造
形
も
次
第
に
自
然
の
よ
う
な
多
様
さ
が
生
ま
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
こ
の
論
点
も
、
自
然
現
象
と
点
画
の
間
の
関
係
に
お
け
る
「
如
」

と
い
う
考
え
方
に
現
れ
る
。 

他
に
も
類
似
し
て
い
る
論
が
あ
る
。
隋
、
智
果
の
『
心
成
頌
』
に
は
、
字
形
の

結
構
を
十
八
条
に
分
け
て
い
る
。
こ
の
十
八
条
は
、
主
に
単
体
字
と
左
右
上
下
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
複
体
字
の
結
構
を
中
心
と
し
、
点
画
の
「
収
」
と
「
放
」、「
展
」

と
「
舒
」
、「
仰
」
と
「
覆
」
、「
斜
」
と
「
側
」
な
ど
の
関
係
を
絶
妙
に
呼
応
し
た

り
配
置
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
特
に
最
後
の
二
条
「
覃
精
一
字
、

功
帰
自
得
盈
虚
」
、「
統
視
連
行
、
妙
在
相
承
起
復
」
は
、
十
八
条
の
総
括
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。 

欧
陽
詢
の
『
八
訣
』
は
、
八
つ
の
点
画
を
取
り
上
げ
て
相
似
す
る
自
然
現
象
と

合
わ
せ
た
。
文
の
全
体
的
な
構
成
に
は
、
あ
ま
り
新
し
い
観
点
が
な
い
が
、
部
分

的
な
点
画
の
形
態
を
強
調
す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
点
画
の
中
に
自
然
現
象
の

よ
う
な
生
き
生
き
と
す
る
感
じ
を
あ
ら
わ
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
『
三

十
六
法
』
は
、
字
形
の
配
置
法
を
指
す
。
そ
の
中
で
、
主
に
点
画
間
の
「
長
短
」、

「
大
小
」、「
向
背
」、「
覆
蓋
」
な
ど
の
つ
な
が
り
を
均
衡
に
整
え
る
論
が
主
要
で

あ
る
。 

張
懐
瓘
の
『
論
用
筆
十
法
』
は
、
『
心
成
頌
』
と
似
て
い
る
。
用
筆
の
十
法
と

名
づ
け
て
い
る
が
、
字
形
の
結
構
に
触
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
点
画
の
「
偃
仰
」、

「
内
外
」
な
ど
の
つ
な
が
り
に
言
及
し
て
い
る
が
、
文
意
は
主
に
点
画
の
間
と
字

形
の
間
を
緊
密
に
つ
な
げ
る
こ
と
、
豊
富
な
変
化
を
求
め
る
こ
と
を
指
す
。
『
論

用
筆
十
法
』
は
、
用
筆
を
中
心
と
す
る
論
で
あ
る
が
、
字
形
の
間
に
流
暢
な
つ
な

が
り
を
重
ん
じ
る
論
説
で
あ
る
。
そ
の
十
法
は
す
な
わ
ち
、 

「
偃
仰
向
背
」 

「
陰
陽
相
応
」 

「
鱗
羽
参
差
」 

「
峰
巒
起
伏
」 

「
真
草
偏
枯
」 

「
邪
真
失
則
」 

「
遅
渋
飛
動
」 

「
射
空
玲
瓏
」 

「
尺
寸
規
度
」 

「
隨
字
変
転
」 
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で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
概
ね
に
二
つ
の
面
に
分
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
ず
は
、

字
形
の
間
の
関
係
を
常
に
緊
密
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
偃
仰
向

背
」
、「
陰
陽
相
応
」
、「
鱗
羽
参
差
」
、「
真
草
偏
枯
」
で
あ
る
。
次
は
、
用
筆
の
重

要
性
を
提
唱
す
る
こ
と
。
た
だ
用
筆
だ
け
に
よ
っ
て
字
形
の
豊
富
性
を
作
り
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
前
の
四
項
は
字
形
、
後
の
六
項
が
用
筆
の
重
要
性
に
該
当
す
る
。 

『
玉
堂
禁
経
』
は
、
『
論
用
筆
十
法
』
に
対
し
、
さ
ら
に
具
体
的
な
説
明
で
あ

る
。
『
玉
堂
禁
経
』
に
は
、
永
字
の
八
つ
の
用
筆
法
を
例
と
し
て
、
用
筆
の
技
巧

を
説
明
し
、
永
字
の
用
筆
法
を
会
得
し
て
は
じ
め
て
、
全
て
の
用
筆
を
ほ
ぼ
理
解

で
き
る
と
す
る
。
さ
ら
に
十
一
種
類
の
部
首
の
点
画
を
並
べ
、
姿
の
相
違
や
優
劣

を
判
断
す
る
。
点
画
の
姿
は
、
用
筆
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
こ
と
を
明
か
に
す
る
。

こ
の
十
一
種
類
は 

「
烈
火
異
勢
」 

「
散
水
異
法
」 

「
勒
法
異
勢
」 

「
策
変
異
勢
」 

「
三
画
異
勢
」 

「
啄
展
異
勢
」 

「
乙
脚
異
勢
」 

「
宀
頭
異
勢
」 

「
倚
戈
異
勢
」 

「
頁
脚
異
勢
」 

「
垂
針
異
勢
」 

で
あ
る
。
こ
の
説
明
を
通
し
て
、
い
く
ら
同
じ
部
首
に
し
て
も
、
用
筆
に
よ
っ
て

点
画
の
表
情
が
変
わ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

張
懐
瓘
は
、
王
羲
之
、
王
献
之
、
鍾
繇
、
張
芝
、
智
永
、
王
濛
、
欧
陽
詢
、
虞

世
南
な
ど
書
を
手
本
と
し
、
理
想
な
姿
と
そ
う
で
な
い
姿
を
説
明
す
る
。
点
画
の

例
は
、
楷
、
行
、
草
、
章
草
な
ど
の
書
体
で
説
明
を
す
る
。
彼
は
、
こ
れ
ら
の
書

体
を
取
り
上
げ
て
理
想
の
姿
と
、
そ
う
で
な
い
姿
を
並
べ
示
し
つ
つ
、
優
劣
を
区

別
し
て
い
る
。
そ
の
優
劣
は
、
す
な
わ
ち
「
平
凡
」、「
凝
滞
」、「
俗
鈍
」
と
い
っ

た
欠
点
と
、
変
化
に
富
ん
で
生
気
が
溢
れ
る
「
古
勁
」、「
険
勁
」、「
飛
動
」
と
い

っ
た
良
さ
で
あ
る
。
こ
の
良
さ
を
持
つ
点
画
は
、
各
自
の
点
画
に
対
応
す
る
用
筆

を
し
な
い
と
造
り
上
げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

字
形
と
関
わ
る
説
明
に
は
、
一
字
部
首
の
形
態
、
一
字
の
構
造
、
字
と
字
の
間

の
貫
通
と
い
う
三
点
が
あ
る
。
一
字
部
首
の
形
態
は
、
部
首
と
相
似
し
て
い
る
自

然
現
象
の
喩
え
と
合
わ
せ
、
見
た
目
の
形
態
を
真
似
す
る
こ
と
を
取
り
上
げ
る
の

み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
生
き
生
き
と
し
て
自
然
現
象
の
よ
う
な
豊
か
な
線
質
を
強
調

す
る
こ
と
が
分
か
る
。 

一
字
の
構
造
は
、
一
字
を
単
位
と
し
て
上
下
左
右
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
互
い

の
関
係
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
上
下
左
右
の
関
係
を
程
よ

く
す
る
た
め
に
、
強
弱
、
軽
重
、
大
小
、
高
低
と
い
っ
た
調
子
を
整
え
る
要
素
を
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用
い
て
使
う
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
点
画
の
存
在
は
、
必
ず
他
の
点
画
と

合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
い
と
、
上
下
左
右
の
関
係
は
、
み
な
独

立
の
一
部
に
な
っ
て
一
字
の
緊
密
の
構
造
と
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
漢
字
の
方

形
の
構
造
と
部
首
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
特
徴
か
ら
な
る
の
で
あ
る
。
字
と
字
の

間
の
関
係
は
、
流
暢
が
一
番
重
要
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
流
暢
さ
は
単
に
滑
ら
か
に
進
ん
で
よ
ど
み
が
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
字
と
字
の
間
の
関
係
は
、
一
字
の
関
係
か
ら
伸
び
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
字
間
の
流
暢
さ
は
、
実
は
一
字
の
中
に
上
下
左
右
の
関
係
を
も
と

に
し
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
強
弱
、
軽
重
、
大
小
、
高
低
と
い
う
抑
揚
の
要
素

を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
字
間
に
は
長
短
高
低
の
組
み
合
わ
せ
が
入
り
混
じ
っ
て

い
る
と
い
う
参
差
錯
落
の
表
現
が
あ
ら
わ
れ
る
。 

こ
の
基
は
、
互
い
の
呼
応
で
あ
る
。
呼
応
を
し
な
い
と
、
ど
ん
な
部
分
も
全
体

か
ら
離
れ
て
独
立
し
た
部
分
に
な
っ
て
し
ま
う
。
他
と
関
係
を
結
ば
な
い
と
し
た

ら
、
前
述
の
よ
う
な
雲
の
流
れ
や
龍
と
虫
の
曲
線
的
な
動
き
の
自
然
現
象
の
喩
え

に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
〈
字
勢
〉
と
〈
行
勢
〉
の
生
成
に
と
っ
て
は
無
論

で
あ
る
。 

以
上
の
説
を
通
し
て
、
自
然
現
象
の
喩
え
を
も
と
に
し
て
生
動
感
に
溢
れ
る
緊

密
な
流
暢
さ
は
、
〈
勢
〉
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
生
動
と
流
暢
と
い
う
抽
象
的

な
概
念
を
、
具
体
的
な
手
段
で
生
み
出
す
の
は
、
豊
か
な
用
筆
と
多
変
の
字
形
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
字
形
の
表
現
に
は
、
自
然
現
象
の
喩
え
を
も
っ
て
〈
勢
〉
の

美
し
さ
を
説
明
す
る
こ
と
、
特
に
点
画
字
形
の
構
造
に
目
を
向
け
て
具
体
的
な
方

法
を
説
明
す
る
こ
と
が
あ
る
。〈
勢
〉
の
美
し
さ
に
は
、
生
動
と
流
暢
さ
が
あ
り
、

具
体
的
な
方
法
に
は
、
呼
応
を
持
つ
用
筆
と
変
化
に
富
む
結
体
が
あ
る
。 

 

八
、〈
勢
〉
に
関
す
る
運
筆
用
筆
の
喩
え 

 

〈
勢
〉
に
関
わ
る
書
論
に
は
、
速
度
に
関
す
る
比
喩
が
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
。

速
度
は
、〈
勢
〉
を
説
明
す
る
際
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
鍾
繇
『
筆
法
』
に
は
、

用
筆
に
関
す
る
描
写
が
見
ら
れ
る
。 

 

点
は
山
の
摧
陷
す
る
が
若
く
、
摘
は
雨
の
驟
る
が
如
く
。
繊
と
し
て
糸
毫
の
如

く
、
軽
と
し
て
雲
霧
の
如
し
。 

（
點
若
山
摧
陷
、
摘
如
雨
驟
。
纖
如
糸
毫
、
輕
如
雲
霧
。
） 

 

点
画
に
よ
っ
て
豊
富
な
自
然
現
象
の
イ
メ
ー
ジ
が
生
じ
る
こ
と
は
、
〈
象
〉
と

い
う
考
え
方
か
ら
で
あ
る
。
静
止
の
点
画
、
字
形
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
リ
ズ
ム

に
富
む
視
覚
の
運
動
を
言
い
表
す
た
め
に
、
自
然
に
現
象
の
動
態
の
イ
メ
ー
ジ
を

通
し
て
説
明
す
る
仕
方
が
、
頻
繁
に
使
わ
れ
る
。『
四
体
書
勢
』
「
篆
勢
」
に
は
、 

 

波
を
揚
げ
撆
を
振
え
ば
、
鷹
は
跱
り
鳥
は
震
う
。
頸
を
延
べ
翼
を
脅
か
し
、
勢
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は
雲
を
陵
ぐ
に
似
た
り
。 

（
揚
波
振
撆
、
鷹
跱
鳥
震
。
延
頸
脅
翼
、
勢
似
陵
雲
。
） 

 と
記
し
て
い
る
。
〈
勢
〉
は
、
点
画
の
書
き
方
に
伴
っ
て
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち

点
画
の
用
筆
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
右
払
い
と
左
払
い
を
書
く
場
合
は
、

「
揚
（
も
ち
あ
げ
る
）
」
や
「
振
（
ふ
り
は
ら
う
）
」
の
よ
う
な
書
き
方
を
す
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

点
画
に
よ
っ
て
異
な
る
運
筆
が
あ
る
こ
と
、
異
な
る
運
筆
は
異
な
る
書
き
方
と

な
る
こ
と
を
い
う
。
さ
ら
に
、「
揚
」
や
「
振
」
の
よ
う
に
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

点
画
は
単
に
か
た
ち
を
正
し
く
書
く
だ
け
で
は
な
く
、
書
か
れ
た
字
が
、
必
ず
雲

を
凌
ぐ
ほ
ど
の
勢
い
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
書
写
技
巧
の
要
求
も
ま
た
重
要
で
あ

る
。 成

公
綏
は
『
隸
書
体
』
に
、
点
画
の
用
筆
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。 

 

或
い
は
軽
く
拂
い

徐
お
も
む
ろ

に
振
り
、
緩
に
按
じ
急
ぎ
挑
ぶ
。
横
に
挽
き
縦
に
引
き
、

左
に
牽
き
右
に
繞
る
。
長
波
は
鬱
拂
、
微
勢
は
縹
眇
な
り
。 

（
或
輕
拂
徐
振
、
緩
按
急
挑
。
挽
橫
引
縱
、
左
牽
右
繞
。
長
波
鬱
拂
、
微
勢
縹
眇
。
） 

 

成
公
綏
の
考
え
る
〈
勢
〉
は
、
異
な
る
点
画
の
用
筆
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
違
う
点
画
に
は
違
う
書
き
方
を
用
い
る
と
い
う
意
識
は
、
用
筆
法

と
し
て
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
運
筆
速
度
も
違
う
か
ら
で
あ
る
。
成
公
綏
は

徐
、
緩
、
急
な
ど
の
速
度
に
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
成
公
綏
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。 

 

 

彤
管
は
電
が
流
れ
、
雨
が
下
り
雹
が
散
る
が
如
し
、
點

折
拔
は
、
掣
挫
安
按

す
。 

（
彤
管
電
流
、
雨
下
雹
散
。
點

折
拔
、
掣
挫
安
按
。） 

 

非
常
に
滑
ら
か
な
書
写
過
程
は
、
最
初
に
人
々
に
与
え
た
印
象
で
あ
る
。
自
然

現
象
の
動
態
を
利
用
し
、
筆
の
紙
面
上
で
の
左
右
上
下
の
運
び
方
や
、
点
画
の
書

き
方
に
連
結
す
る
運
筆
の
速
度
を
理
解
す
る
こ
と
は
有
用
で
あ
る
。
用
例
に
よ
る

と
、
運
筆
の
速
度
を
全
体
の
書
写
と
単
一
の
点
画
の
書
写
過
程
に
分
け
て
い
る
。 

前
の
二
句
は
、
全
体
の
書
写
過
程
の
基
礎
と
し
て
運
筆
速
度
が
滑
ら
か
に
出
て

ゆ
く
、
滞
ら
な
い
よ
う
に
迅
速
、
流
暢
の
性
質
で
定
め
ら
れ
る
。
後
の
二
句
は
、

点
画
に
よ
っ
て
異
な
る
用
筆
の
書
き
方
を
め
ぐ
り
、
起
筆
よ
り
終
筆
ま
で
の
提
按

（
持
ち
上
げ
、
お
さ
え
）
を
通
じ
て
、
直
接
に
運
筆
速
度
の
変
化
へ
影
響
を
与
え

る
。
す
な
わ
ち
、
全
体
の
運
筆
速
度
の
良
好
な
配
合
と
、
点
画
の
書
き
方
の
理
解

に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
列
挙
さ
れ
た
喩
え
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
良
い
運
筆
、
用
筆
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
自
然
現
象

を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
書
写
過
程
は
、
『
秦
漢
魏
四
朝
用
筆
法
』
と
虞
世
南
『
筆
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髓
論
』
に
も
見
ら
れ
る
。 

 

◆
南
宋 
陳
思 

『
秦
漢
魏
四
朝
用
筆
法
』 

 

舞
筆
は
、
景
山
に
雲
が
興
る
が
如
し
。 

（
舞
筆
如
景
山
興
雲
。
） 

 

◆
唐 

虞
世
南 

『
筆
髓
論
』 

拂
掠
の
軽
重
は
、
浮
雲
の
晴
天
を
蔽
う
が
若
し
。
波
撇
の
勾
截
は
、
微
風
の
碧

海
を
揺
す
る
が
若
し
。 

（
拂
掠
輕
重
、
若
浮
雲
蔽
於
晴
天
。
波
撇
勾
截
、
若
微
風
搖
於
碧
海
。
） 

 

山
中
に
わ
き
お
こ
る
雲
霧
が
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
喩
え
を
通
じ
て
、
ス
ム
ー
ズ

な
運
筆
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
『
隸
書
体
』
の
例
文
と
並
べ
て
み
る
と
、
違
う
喩

え
に
よ
っ
て
運
筆
速
度
を
表
現
す
る
が
、
共
に
最
初
順
調
な
リ
ズ
ム
に
乗
っ
て
か

ら
徐
々
に
展
開
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
展
開
は
、
稲
妻
の
閃
き
、
雲
霧
の

お
こ
る
よ
う
な
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
途
中
で
切
れ
な
い
ほ
ど
続
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
下
敷
に
し
て
、
運
筆
速
度
を
よ
り
明
ら
か
な
喩
え
で
説
明
す
る
。 

 

疾
は
驚
蛇
の
道
を
失
う
が
若
く
、
遅
は
淥
水
の
徘
徊
す
る
が
若
し
。
緩
な
れ
ば
、

則
ち
鴉
が
行
き
、
急
な
れ
ば
、
則
ち
鵲
の
厲
ぶ
が
如
し
。
抽
は
雉
の
啄
む
が
如

く
、
点
は
兔
の
擲
ぶ
が
如
し
。
乍
ち
駐
ま
り
乍
ち
引
き
、
意
に
任
せ
て
為
す
所

な
り
。 

（
疾
若
驚
蛇
之
失
道
、
遲
若
淥
水
之
徘
徊
。
緩
則
鴉
行
、
急
則
鵲
厲
、
抽
如
雉
啄
、

點
如
兔
擲
。
乍
駐
乍
引
、
任
意
所
為
。
） 

 

厥
の
体
窮
め
難
く
、
其
の
類
容
多
し
。
婀
娜
な
る
は
弱
柳
を
削
る
が
如
く
、
聳

拔
な
る
は
長
松
を
裊
す
る
が
如
し
。
婆
娑
と
し
て
舞
鳳
飛
び
、
宛
転
と
し
て
蟠

龍
起
つ
。
縦
橫
と
し
て
結
む
が
如
く
、
聯
綿
と
し
て
繩
す
る
が
如
く
、
流
離
と

し
て
繡
に
似
り
、
磊
落
と
し
て
陵
の
如
し
。 

（
厥
體
難
窮
、
其
類
多
容
、
婀
娜
如
削
弱
柳
、
聳
拔
如
裊
長
松
、
婆
娑
而
飛
舞

鳳
、
宛
轉
而
起
蟠
龍
。
縱
橫
如
結
、
聯
綿
如
繩
、
流
離
似
繡
、
磊
落
如
陵
。
） 

 

梁
武
帝
蕭
衍
は
『
草
書
状
』
に
「
疾
」、「
遅
」、「
緩
」、「
急
」
の
用
語
で
運
筆

の
速
度
を
示
し
て
い
る
。
挙
げ
ら
れ
た
速
度
の
性
質
に
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
疾
と

急
、
遅
と
緩
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
運
筆
の
速
さ
は
蛇
が
驚
き
道
を
失
い
、

鵲
が
素
早
く
飛
ぶ
よ
う
に
現
れ
、
遅
さ
は
流
水
が
あ
て
も
な
く
流
れ
る
さ
ま
、
鴉

が
ゆ
っ
た
り
歩
く
よ
う
で
あ
る
と
表
現
す
る
。 

蕭
衍
は
、
草
書
の
運
筆
の
速
度
を
速
、
遅
と
い
う
相
対
的
の
概
念
で
分
け
て
い

る
。
そ
の
対
立
す
る
概
念
を
伝
え
る
た
め
に
、
自
然
中
に
そ
の
相
対
の
速
度
が
現

れ
る
喩
え
で
あ
る
、
動
物
が
走
り
、
飛
ぶ
さ
ま
や
、
風
、
雲
、
水
の
流
動
の
よ
う
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な
も
の
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
身
の
周
り
で
察
知
で
き
る

物
事
で
伝
え
る
の
で
、
運
筆
の
速
度
が
捉
え
や
す
く
な
る
。
ま
と
め
て
言
え
ば
、

運
筆
の
速
度
は
、
速
い
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
緩
や
か
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。 

「
抽
」
と
「
点
」
二
つ
の
点
画
の
運
筆
の
例
え
、
対
応
の
喩
え
に
合
わ
せ
て
み

れ
ば
、
鮮
明
な
運
筆
速
度
の
印
象
が
現
わ
れ
る
。「
抽
」
は
左
払
い
を
意
味
す
る
。

こ
の
喩
え
を
通
じ
て
、
「
抽
」
を
書
く
際
に
、
雉
が
啄
ば
む
よ
う
に
反
動
を
つ
け

て
は
じ
め
て
、
速
や
か
に
速
度
を
出
す
と
い
う
緩
や
か
よ
り
速
や
か
ま
で
の
流
れ

の
連
想
は
自
然
に
生
み
出
さ
れ
る
。 

ま
た
、
兔
が
は
ね
上
が
る
と
い
う
連
想
を
通
じ
て
、
「
点
」
を
書
く
際
に
、
は

き
は
き
と
敏
速
に
書
く
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
加
え
、
文
中
の
「
駐
ま
っ
て
は
た

だ
ち
に
引
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
点
画
と
点
画
の
間
の
運
筆
は
、
兔
が
異
な
る
速

度
で
は
ね
た
り
、
止
ま
っ
た
り
す
る
よ
う
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
。 

以
上
の
用
例
よ
り
、
書
写
過
程
の
速
度
は
、
主
に
全
体
の
運
筆
と
単
一
点
画
の

用
筆
の
描
写
を
通
し
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
の
描
写
を
示
す

た
め
に
、
自
然
現
象
の
喩
え
を
用
い
て
い
る
。
速
度
の
類
似
を
中
心
に
、
自
然
現

象
の
喩
え
は
書
作
の
鑑
賞
や
審
美
を
す
る
際
に
、
よ
く
用
い
ら
れ
る
方
法
に
な
る
。

そ
の
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
の
は
、
単
に
速
度
の
理
解
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に

運
筆
の
速
度
の
運
用
に
よ
っ
て
、
自
然
現
象
の
よ
う
な
生
命
力
を
も
つ
書
を
求
め

る
目
標
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
緩
」
、
「
急
」
、
「
遅
」
、
「
速
」
と
い
う
運
筆
速
度

の
運
用
に
よ
っ
て
、
以
上
に
挙
げ
た
喩
え
の
ご
と
く
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
の
で
あ
る
。 

続
い
て
、
「
緩
」
、
「
急
」
、
「
遅
」
、
「
速
」
の
運
筆
速
度
の
運
用
を
中
心
に
論
じ

る
。
「
緩
」
と
「
急
」
の
運
筆
速
度
を
一
字
の
範
囲
と
し
て
述
べ
て
い
る
例
が
あ

る
。 

 

◆
東
晋 

王
羲
之 

『
筆
勢
論
』 

夫
れ
字
に
緩
急
有
り
。
一
字
の
中
に

何
い
づ
れ

の
者
は
緩
急
有
ら
ん
。
鳥
の
字
の
如

き
に
至
っ
て
は
、
下
手
の
一
点
、
点
は
須
ら
く
急
な
る
べ
し
。
橫
直
は
皆
な
須

ら
く
遅
か
る
べ
し
。
鳥
の
脚
急
な
ら
ん
こ
と
を
欲
せ
ば
、
斯
に
乃
ち
形
勢
を
取

る
な
り
。 

（
夫
字
有
緩
急
。
一
字
之
中
何
者
是
緩
急
。
至
如
鳥
字
、
下
手
一
點
、
點
須
急
、

橫
直
皆
須
遲
、
欲
鳥
之
脚
急
、
斯
乃
取
形
勢
也
。
） 

 

一
字
中
で
、
「
緩
」
と
「
急
」
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
鳥
と
い
う

字
を
例
に
し
て
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
一
文
に
よ
る
と
、
点
、
横
、
縦
と
い

う
三
つ
の
点
画
が
挙
げ
ら
れ
、
鳥
の
動
き
を
通
じ
て
、
点
は
足
に
喩
え
、
横
画
と

縦
画
は
体
に
喩
え
て
い
る
。
足
の
動
き
は
速
い
た
め
、
点
を
下
す
の
に
対
し
て
は

自
然
に
速
い
速
度
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
体
を
象
徴
す
る
横
画
、
縦

画
は
緩
い
速
度
で
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
点
は
「
急
」
と
つ
な
が
り
、

横
画
、
縦
画
は
「
遅
」
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
「
緩
」
と
「
急
」
を
明
確
に
区
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別
す
る
目
的
は
、〈
形
〉
と
〈
勢
〉
を
創
り
出
す
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、『
筆
勢
論

十
二
章
』
の
「
健
壮
章
第
六
」
に
、 

 

急
に
引
き
急
に
牽
く
、
雲
中
の
掣
電
の
如
し
。
日
、
月
、
目
、
因
の
例
是
な
り
。 

（
急
引
急
牽
、
如
雲
中
之
掣
電
。
日
、
月
、
目
、
因
之
例
是
也
。
） 

 

と
あ
る
。
横
画
と
縦
画
を
別
の
関
係
で
示
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
四
つ
の
字
例
を

見
る
と
、
横
画
と
縦
画
の
共
通
点
は
共
に
短
い
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
四
角
い

字
形
を
書
く
時
に
、
用
筆
の
速
度
は
緩
く
な
い
よ
う
に
す
る
べ
き
だ
と
指
摘
す
る
。 

一
字
の
中
で
運
筆
の
速
度
は
、
「
緩
」
と
「
急
」
を
分
け
る
意
識
が
明
ら
か
に

あ
ら
わ
れ
、
そ
し
て
生
き
生
き
と
し
た
点
画
を
書
き
出
す
た
め
の
要
素
の
一
つ
と

し
て
集
約
さ
れ
る
。
運
筆
の
「
緩
」
と
「
急
」
は
、
相
対
的
な
関
係
で
成
り
立
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
緩
」
が
な
け
れ
ば
「
急
」
が
存
在
し
得
な
い
。「
急
」
が

な
い
と
「
緩
」
は
顕
著
に
な
り
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
側
に
傾
き
す
ぎ
る
と
、

単
調
な
用
筆
速
度
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
、〈
筆
勢
〉
も
表
出
し
え
な
い
（
注
１
３
）
。 

 

『
筆
勢
論
』 

書
す
る
毎
に
十
遅
五
急
、
十
曲
五
直
、
十
蔵
五
出
、
十
起
五
伏
な
ら
ん
こ
と
を

欲
す
。
方
に
書
と
謂
う
べ
し
。 

（
毎
書
欲
十
遲
五
急
、
十
曲
五
直
、
十
藏
五
出
、
十
起
五
伏
、
方
可
謂
書
。） 

 

『
筆
勢
論
』 

若
し
直
筆
、
牽
裹
を
急
に
す
れ
ば
、
此
れ
暫
く
看
る
に
書
に
似
た
る
も
、
久

し
く
味
わ
え
ば
力
無
し
。 

（
若
直
筆
急
牽
裹
、
此
暫
看
似
書
、
久
味
無
力
。
） 

 

書
を
書
く
時
は
、
運
筆
の
速
度
を
い
う
「
十
遅
五
急
」
が
重
要
だ
と
述
べ
、
こ

の
回
数
を
通
し
て
、
相
互
運
用
の
示
唆
を
現
し
、
単
一
、
単
調
な
用
筆
速
度
で
書

か
れ
る
こ
と
を
な
る
べ
く
避
け
る
傾
向
も
示
さ
れ
て
い
る
。 

運
筆
の
速
度
は
、
直
接
に
点
画
の
〈
力
〉
と
結
び
つ
く
。
も
し
運
筆
の
速
度
を

一
定
に
保
っ
て
書
く
な
ら
ば
、
区
別
が
現
れ
に
く
い
の
で
、
速
度
の
違
い
を
分
け

ら
れ
な
い
。
運
筆
の
速
度
が
み
な
同
一
に
す
る
と
、
変
化
の
無
い
平
凡
な
も
の
と

な
る
。
一
見
す
る
と
基
本
の
字
形
、
点
画
は
そ
ろ
っ
て
い
る
が
、
含
蓄
の
味
わ
い

や
力
強
さ
が
無
く
、
書
に
は
、
運
筆
の
速
度
が
基
と
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
さ

ら
に
前
に
挙
げ
た
四
種
類
の
運
筆
の
速
度
や
用
筆
に
技
巧
な
ど
を
加
え
る
必
要

が
あ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
味
わ
い
も
力
強
さ
も
な
い
文
字
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
運
筆
の
「
緩
」
と
「
急
」
の
速
度
の
変
化
を
伝
え
る
た
め
、

相
応
の
自
然
現
象
の
喩
え
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
、
実
在
の
自

然
現
象
に
よ
っ
て
速
度
の
差
を
明
ら
か
に
識
別
す
る
の
で
あ
る
。
用
筆
の
速
度
の

素
早
さ
を
表
す
に
は
、
雷
や
驚
く
蛇
の
よ
う
な
速
度
を
用
い
、
ぐ
る
ぐ
る
回
る
緩
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や
か
な
流
水
や
山
に
舞
い
上
が
る
雲
の
喩
え
を
利
用
し
、
速
度
の
緩
み
を
伝
え
て

い
る
。 

自
然
現
象
の
喩
え
に
よ
っ
て
表
現
す
る
書
の
美
し
さ
は
、
品
評
の
標
準
で
あ
り
、

追
求
の
目
標
で
あ
る
。
点
画
字
形
と
運
筆
用
筆
と
の
両
方
面
を
通
し
て
、
自
然
現

象
を
喩
え
の
対
象
と
し
て
比
喩
す
る
例
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
こ
の
内
容
に
よ
っ
て
、

書
の
美
し
さ
を
言
い
表
わ
そ
う
と
し
た
ら
、
見
た
目
が
類
似
す
る
自
然
現
象
の
姿

と
、
そ
し
て
動
き
や
リ
ズ
ム
を
反
映
す
る
自
然
現
象
の
速
度
を
も
っ
て
説
明
す
る

の
は
、
基
本
構
成
で
あ
る
。
こ
の
基
本
構
成
は
、
次
の
図
式
の
よ
う
に
示
さ
れ
て

い
る
。 

        

前
述
し
た
六
書
の
内
容
に
よ
っ
て
、
文
字
の
発
源
は
自
然
現
象
に
よ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
文
字
の
美
し
さ
、
ま
た
は
書
の
美
し
さ
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
れ
ば
、

類
似
す
る
自
然
現
象
の
姿
や
動
き
を
取
り
上
げ
て
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
然

に
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
自
然
現
象
は
文
字
と
書
の
構
造
の
源
で
あ
り
、
文
字
と
書
の
美
し

さ
の
源
で
あ
る
。
前
者
は
、
主
に
六
書
の
象
形
の
造
字
法
則
で
あ
る
。
後
者
は
、

「
若
」
の
象
形
の
思
惟
で
あ
る
。
〈
勢
〉
と
関
わ
る
書
論
に
は
、
象
形
の
思
惟
か

ら
の
影
響
も
見
ら
れ
る
。
点
画
字
形
に
関
す
る
論
に
は
、
自
然
現
象
を
通
し
て
書

の
美
し
さ
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
点
画
字
形
の
〈
勢
〉
の
特
徴
で
あ
る
虚
実
貫

通
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
運
筆
用
筆
に
関
す
る
論
に
は
、
も
ち
ろ
ん
自
然
現
象
を

通
し
て
書
の
美
し
さ
を
説
明
す
る
も
の
が
あ
り
、
運
筆
用
筆
の
〈
勢
〉
の
特
徴
で

あ
る
緩
急
遅
速
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
自
然
現
象
を
比
喩
す
る
書
の
美
し
さ
は
、

〈
勢
〉
と
密
接
に
関
わ
る
。 

  

九
、〈
勢
〉
の
代
表─

龍
を
中
心
に 

 

〈
勢
〉
に
関
す
る
喩
え
に
お
い
て
、
龍
を
利
用
し
て
〈
勢
〉
を
表
わ
す
例
は
、

他
の
喩
え
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
と
こ
ろ
が
、

〈
勢
〉
を
論
じ
る
文
に
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
〈
勢
〉
を
解
明
す
る

た
め
に
、
龍
の
考
察
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

龍
は
中
国
の
五
行
で
は
東
の
方
位
に
属
す
る
も
の
で
、
青
龍
と
い
い
、
四
季
の

春
を
代
表
す
る
。
龍
は
、
白
虎
、
朱
雀
、
玄
武
と
並
ん
で
四
象
と
呼
ば
れ
、
鳳
凰
、

麒
麟
、
亀
と
一
緒
に
四
瑞
獣
と
称
さ
れ
る
。 
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龍
の
生
成
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
。
螺
旋
的
な
雲
の
形
よ
り
生

み
出
さ
れ
る
説
、
細
長
く
曲
が
り
く
ね
る
雷
の
様
子
よ
り
生
じ
る
説
、
松
の
根
が

曲
が
り
く
ね
る
形
態
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
説
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
主
に
曲
り

く
ね
る
形
態
を
持
つ
こ
と
が
共
通
で
あ
る
。
後
漢
の
王
充
『
論
衡
』
に
は
、
龍
に

つ
い
て
の
最
も
古
い
記
述
が
確
認
で
き
る
（
注
１
４
）
。
辰
と
巳
は
、
十
二
支
で
あ
り
、

辰
と
巳
の
順
番
に
従
っ
て
龍
と
蛇
の
位
置
を
配
置
す
る
こ
と
か
ら
、
蛇
は
小
龍
と

も
呼
ば
れ
る
。
龍
の
様
子
に
つ
い
て
、
『
論
衡
』
、
『
説
文
解
字
』
、
『
爾
雅
』
、『
広

雅
』
に
は
以
下
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。 

 

◆
『
論
衡
』 

龍
の
像
は
、
馬
の
首
、
蛇
の
尾
な
り
。 

（
龍
之
像
、
馬
首
蛇
尾
。
） 

 

◆
『
爾
雅
』 

馬
八
尺
を
、
駥
と
為
す
。 

（
馬
八
尺
為
駥
。
） 

 

◆
『
説
文
解
字
』 

龍
は
、
鱗
虫
の
長
、

能
す
な
わ

ち
幽
能
ち
明
、
能
ち
細
能
ち
巨
、
能
ち
短
能
ち
長
に

し
て
、
春
分
に
天
に
登
り
、
秋
分
に
淵
に
潜
る
。 

（
龍
、
鱗
蟲
之
長
、
能
幽
能
明
、
能
細
能
巨
、
能
短
能
長
、
春
分
而
登
天
、
秋

分
而
潛
淵
。
） 

 

◆
『
広
雅
』 

鱗
有
る
を
蛟
龍
と
曰
い
、
翼
有
る
を
応
龍
と
曰
い
、
角
有
る
を
虯
龍
と
曰
い
、

角
無
き
を
螭
龍
と
曰
い
、
未
だ
天
に
升
ら
ざ
る
を
蟠
龍
と
曰
う
。 

（
有
鱗
曰
蛟
龍
、
有
翼
曰
應
龍
、
有
角
曰
虯
龍
、
無
角
曰
螭
龍
、
未
升
天
曰
蟠

龍
。
） 

 

『
論
衡
』、『
爾
雅
』、『
説
文
解
字
』
は
、
龍
の
具
体
的
な
様
子
を
説
明
す
る
文

で
あ
る
。
馬
の
首
、
蛇
の
尾
、
長
細
く
体
が
自
由
に
伸
長
す
る
特
徴
を
持
つ
こ
と

が
わ
か
る
。
『
広
雅
』
は
、
鱗
、
翼
、
角
の
有
無
、
そ
し
て
天
に
昇
る
か
と
い
う

基
準
に
よ
っ
て
、
龍
の
種
類
を
「
蛟
龍
」、「
応
龍
」、「
虯
龍
」、「
螭
龍
」、「
蟠
龍
」

に
分
け
る
説
明
で
あ
る
。 

衛
恒
『
四
体
書
勢
』、
王
珉
『
行
書
状
』、
唐
太
宗
『
王
羲
之
伝
論
』
に
は
、
書

の
美
し
さ
を
龍
で
表
現
す
る
文
が
見
ら
れ
る
。
『
行
書
状
』、
『
王
羲
之
伝
論
』
と

梁
武
帝
『
草
書
状
』
に
は
、「
蟠
龍
」
で
書
の
〈
勢
〉
を
表
現
す
る
文
が
あ
り
、『
六

体
書
論
』
と
『
書
断
』
中
に
は
「
蛟
龍
」
が
見
ら
れ
る
。 

「
蟠
龍
」
は
、
春
秋
戦
国
時
代
の
青
銅
器
に
飾
ら
れ
た
一
つ
の
図
案
で
あ
る
。

こ
の
図
案
に
は
、
巻
い
て
わ
だ
か
ま
る
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。
蟠
龍
は
天
に
昇
ら
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な
い
龍
で
あ
る
の
で
、
前
に
取
り
上
げ
た
性
質
と
書
の
〈
勢
〉
を
表
現
す
る
文
と

を
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
〈
勢
〉
は
曲
線
的
な
渦
巻
き
を
し
て
い
る
様

子
で
あ
る
と
推
測
す
る
。 

龍
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
『
論
衡
』
と
『
爾
雅
』
の
説
が
あ
り
、
さ

ら
に
詳
し
い
描
写
が
あ
る
。
現
在
の
具
体
的
な
龍
の
姿
の
イ
メ
ー
ジ
は
、『
爾
雅

翼
』
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
注
１
５
）
。
龍
の
様
子
を
描

写
す
る
文
を
通
し
て
、
龍
は
天
と
地
に
通
じ
、
春
分
に
登
っ
て
秋
分
に
淵
に
潜
る

九
つ
の
動
物
の
特
徴
を
持
つ
神
秘
的
な
動
物
で
あ
る
。
龍
は
、
書
の
美
し
さ
を
表

現
す
る
時
に
多
く
の
例
が
あ
り
、
特
に
〈
勢
〉
と
結
び
付
け
る
文
が
以
下
の
如
く

多
い
。 

  

◆
西
晋 

衛
恒 

『
四
体
書
勢
』
「
隷
勢
」 

遠
く
よ
り
之
を
望
め
ば
、
飛
龍
の
天
に
在
る
が
若
し
。 

（
遠
而
望
之
、
若
飛
龍
在
天
。
） 

 

◆
東
晋 

王
珉 

『
行
書
状
』 

字
体
を
詳
覽
し
、
筆
蹟
を
究
め
尋
す
。
粲
た
り
偉
た
り
、
珪
の
如
く
璧
の
如
し
。

宛
は
蟠
螭
の
勢
を
仰
ぐ
が
若
く
、
翼
は
翔
鸞
の
翮
を
舒
ぶ
る
が
若
し
。 

（
詳
覽
字
體
、
究
尋
筆
蹟
。
粲
乎
偉
乎
、
如
珪
如
璧
。
宛
若
蟠
螭
之
仰
勢
、
翼

若
翔
鸞
之
舒
翮
。
） 

 

◆
南
朝
梁 

袁
昂 

『
古
今
書
評
』 

蕭
思
話
の
書
、
走
墨
は
連
綿
た
り
、
字
勢
は
屈
強
た
り
。
龍
の
天
門
に
跳
り
、

虎
の
鳳
闕
に
臥
す
る
が
若
し
。 

（
蕭
思
話
書
、
走
墨
連
綿
、
字
勢
屈
強
。
若
龍
跳
天
門
、
虎
臥
鳳
闕
。
） 

 

◆
唐 

張
懐
瓘 

『
書
議
』 

草
と
真
に
異
れ
る
有
り
、
龍
虎
は
神
を
威
し
、
飛
動
は
勢
を
増
す
。 

（
草
與
真
有
異
、
龍
虎
威
神
、
飛
動
增
勢
。
） 

 

◆
唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
』
上
「
八
分
」 

龍
騰
り
虎
踞
り
、
勢
は
一
に
非
ず
。 

（
龍
騰
虎
踞
兮
、
勢
非
一
。
） 

 

◆
唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
』
中 

張
芝
は
、
淸
澗
の
長
源
、
流
れ
て
限
り
無
く
、
崕
谷
を
縈
廻
し
て
、
造
化
に
任

ず
る
が
若
し
。
蛟
龍
駭
獣
、
奔
騰
拏
攫
の
勢
に
至
り
て
は
、
心
手
変
に
随
い
、

窈
冥
に
し
て
其
の
如
く
所
を
知
ら
ず
。
是
を
達
節
と
謂
う
な
り
。 

（
張
芝 
若
淸
澗
長
源
、
流
而
無
限
、
縈
廻
崕
谷
、
任
於
造
化
。
至
於
蛟
龍
駭

獸
、
奔
騰
拏
攫
之
勢
、
心
手
隨
變
、
窈
冥
而
不
知
其
所
如
。
是
謂
達
節
也
。） 
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欧
陽
詢
は
、
龍
蛇
戰
鬭
の
象
、
雲
霧
軽
濃
の
勢
有
り
。 

（
歐
陽
詢 

有
龍
蛇
戰
鬭
之
象
、
雲
霧
輕
濃
之
勢
。
） 

 

◆
唐 

張
懐
瓘 
『
文
字
論
』 

跡
は
塵
壤
に
在
り
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
志
は
雲
霄
に
出
づ
。
霊
変
常
無
く
、
飛

動
に
務
む
る
は
、
或
い
は
虎
豹
を
擒
に
す
る
に
、
強
梁
拏
攫
の
形
有
り
、
蛟
螭

を
執
う
る
に
、
蚴
蟉
盤
旋
の
勢
を
見
る
が
若
し
。 

（
雖
跡
在
塵
壤
、
而
志
出
雲
霄
、
靈
變
無
常
、
務
於
飛
動
。
或
若
擒
虎
豹
、
有

強
梁
拏
攫
之
形
、
執
蛟
螭
、
見
蚴
蟉
盤
旋
之
勢
。
） 

 

◆
唐 

張
懐
瓘 

『
六
体
書
論
』
「
隸
書
」 

王
献
之
、
遠
く
父
の
鋒
芒
に
減
じ
、
往
往
に
し
て
直
筆
す
る
の
み
。
鋒
芒
な
る

者
は
、
犀
象
の
牙
角
有
る
が
若
し
。
婉
態
は
、
蛟
龍
の
姿
の
盤
遊
す
る
が
若
し
。 

（
王
獻
之
遠
減
於
父
鋒
芒
、
往
往
直
筆
而
已
。
鋒
芒
者
、
若
犀
象
之
有
牙
角
。

婉
態
者
、
若
蛟
龍
之
姿
盤
遊
。
） 

 

◆
唐 

李
嗣
真 

『
書
後
品
』 

欧
陽
〔
詢
〕
の
草
書
、
与
に
爽
を
競
い
難
い
。
旱
蛟
の
水
を
得
、
饞
兎
の
穴
に

走
る
が
如
く
、
筆
勢
少
な
き
を
恨
む
。
鐫
勒
及
び
飛
白
諸
勢
に
至
り
て
は
、
武

庫
の
矛
戟
、
雄
剣
の
森
森
た
る
が
如
し
。 

（
歐
陽
草
書
、
難
與
競
爽
。
如
旱
蛟
得
水
、
饞
兎
走
穴
、
筆
勢
恨
少
。
至
於
鐫

勒
及
飛
白
諸
勢
、
如
武
庫
矛
戟
、
雄
劍
森
森
。
） 

謝
公
は
縱
任
自
在
、
螭
盤
り
虎
踞
え
る
の
勢
有
り
。 

（
謝
公
縱
任
自
在
、
有
螭
盤
虎
踞
之
勢
。
） 

 

◆
唐 

竇
臮 

『
述
書
賦
』
上 

呉
は
則
ち
広
陵
の
休
明
〔
皇
象
〕
あ
り
。
朴
質
に
し
て
古
情
な
り
。
以
て
真
を

窮
め
難
く
、
学
ん
で
成
す
べ
き
に
非
ず
。
龍
蠖
の
蟄
啓
し
、
伸
盤
し
て
復
た
行

く
に
似
た
り
。 

（
吳
則
廣
陵
休
明
。
樸
質
古
情
。
難
以
窮
真
、
非
可
學
成
。
似
龍
蠖
蟄
啓
、
伸

盤
復
行
。
） 

思
〔
孔
侃
、
字
は
敬
思
〕
の
行
は
、
則
ち
軽
利
峭
峻
に
し
て
、
驚
虬
、
逸
駿
に

類
す
。 

（
思
行
則
輕
利
峭
峻
、
類
驚
虬
逸
駿
。
） 

 

「
蛟
龍
」
、
「
螭
龍
」
、
「
蟠
龍
」
は
、
〈
勢
〉
を
表
現
す
る
際
に
よ
く
使
わ
れ
て

い
る
喩
え
で
あ
る
。
こ
の
喩
え
に
よ
っ
て
、
「
宛
」、
「
盤
」、
「
旋
」
の
曲
線
的
な

動
き
の
印
象
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
「
蚴
蟉
」
と
い
う
蛟
龍
が
曲
り
く
ね
っ
た
様

子
を
表
す
語
意
を
合
わ
せ
る
と
、
書
の
〈
勢
〉
に
は
、
曲
線
的
な
形
態
が
あ
る
。
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こ
の
形
態
は
、
つ
ま
り
点
画
字
形
の
曲
が
る
部
分
を
指
す
。
龍
や
蛇
な
ど
曲
線
的

な
様
子
を
持
つ
喩
え
に
よ
っ
て
、
点
画
字
形
の
曲
が
る
部
分
を
表
現
す
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
喩
え
に
は
、
「
宛
」
、
「
鉤
連
」
、
「
蟠
」
、
「
盤
曲
」
が
頻
繁
に
見
ら
れ

る
。 例

文
を
み
れ
ば
、
龍
が
動
い
て
い
る
よ
う
な
様
子
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
描
写
に
は
、
「
飛
」
、
「
動
」
、
「
跳
」
、
「
奔
騰
」
の
よ
う
な
極
め
て
生

動
感
が
溢
れ
る
動
詞
が
見
ら
れ
る
。
生
動
感
の
中
に
、
躍
動
、
敏
捷
、
力
強
い
と

い
う
表
現
が
感
じ
ら
れ
る
。
生
動
感
は
、
〈
勢
〉
を
論
じ
る
際
に
重
要
で
あ
る
。

こ
の
生
動
感
に
は
、
龍
と
蛇
を
用
い
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
天
候
の
状
態
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
加
え
て
「
虎
」
、「
豹
」、「
駭
獣
」
と
い
う
力
強

さ
を
持
つ
動
物
の
喩
え
を
あ
わ
せ
て
用
い
る
の
で
、
生
動
感
の
中
に
は
迫
力
、
威

圧
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
書
の
美
し
さ
を
表
わ
す
文
に
は
、
龍
の
喩
え
が
頻
繁
に
使
わ

れ
て
お
り
、
龍
に
よ
っ
て
〈
勢
〉
を
表
現
す
る
内
容
で
、
次
の
三
点
が
あ
る
。 

㈠
、
龍
は
神
聖
、
権
威
の
象
徴
を
持
つ
神
獣
で
あ
り
、
畏
怖
の
念
を
持
ち
、
直

視
で
き
ず
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
想
像
さ
れ
る
。
龍
の
喩
え
に
よ
っ
て
書
の

〈
勢
〉
は
予
測
が
付
か
ず
、
人
の
心
を
震
撼
さ
せ
る
働
き
を
持
つ
。 

㈡
、
龍
の
に
は
、
曲
線
的
な
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
龍
の
姿
の
印
象
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
に
は
、
曲
が
り
く
ね
っ
て
連
続
的
な

つ
な
が
り
を
結
び
つ
け
る
性
質
が
あ
る
。
こ
の
性
質
は
、
雲
や
霧
や
水
な
ど
の
流

れ
と
類
似
す
る
。
曲
線
的
な
特
徴
を
持
つ
こ
と
で
、
直
線
よ
り
視
覚
上
の
導
入
を

豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
導
入
か
ら
、
目
線
を
引
く
こ
と
が
で
き
、
単

調
な
直
線
に
比
べ
て
味
わ
い
深
く
な
る
。 

㈢
、
龍
の
〈
勢
〉
に
は
、
生
動
感
が
あ
る
。
こ
の
生
動
感
に
は
躍
動
的
、
活
動

的
な
あ
ら
わ
れ
が
あ
る
。
こ
の
躍
動
的
、
活
動
的
な
あ
ら
わ
れ
を
表
わ
す
た
め
に
、

「
虎
」
、
「
豹
」
、
「
蛇
」
、
「
獣
」
な
ど
の
動
物
の
喩
え
を
用
い
る
。
こ
の
喩
え
は
、

み
な
意
気
が
盛
ん
で
勇
ま
し
い
性
質
が
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

〈
勢
〉
に
関
わ
る
書
論
に
よ
っ
て
、
書
の
〈
勢
〉
を
表
わ
す
に
あ
た
っ
て
自
然

現
象
を
利
用
し
て
表
現
す
る
の
は
、
基
本
構
成
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
自
然
現

象
を
利
用
し
て
、
書
の
〈
勢
〉
を
表
わ
す
と
い
う
視
点
の
源
は
、
六
書
の
象
形
と

易
の
卦
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
書
の
〈
勢
〉
を
解
明
す
る
た
め
に
、

六
書
の
象
形
と
易
の
卦
を
通
し
て
、
〈
勢
〉
と
関
わ
る
自
然
現
象
の
特
徴
や
性
質

を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
、
自
然
現
象
を
観
察
す
る
方
法
も
会
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
抽
象
的
な
〈
勢
〉
を
説
明
す
る
の
は
、
〈
象
〉
に
つ
い

て
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
。〈
象
〉
を
中
心
と
す
る
考
察
を
通
し
て
、〈
象
〉
は
〈
勢
〉

の
生
成
に
対
し
て
以
下
の
四
点
を
ま
と
め
て
み
た
い
。 
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一
、
連
想
す
る
こ
と
。 

連
想
の
作
用
は
、
「
法
象
」
と
「
約
象
」
よ
り
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
自
然
現
象
を
対
象
と
し
て
姿
態
や
造
形
な
ど
を
象
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

も
の
よ
り
抜
き
出
さ
れ
た
特
徴
と
性
質
を
、
書
に
生
か
す
の
で
あ
る
。 

「
若
」
、「
如
」、「
類
」
、「
似
」
に
よ
っ
て
、
書
の
美
し
さ
と
自
然
現
象
の
美
し

さ
と
を
結
び
つ
け
る
よ
う
に
な
る
。
「
俯
」
、
「
仰
」
、
「
遠
」
、
「
近
」
は
、
書
作
を

見
る
時
に
全
面
的
な
視
点
を
提
供
す
る
。〈
象
〉
は
文
字
の
作
り
方
の
み
な
ら
ず
、

書
の
制
作
面
と
品
評
面
に
重
要
な
働
き
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
働
き
は
、
つ
ま
り

自
然
現
象
と
の
つ
な
が
り
を
保
つ
こ
と
で
あ
る
。 

 

二
、
局
部
的
な
形
態
と
全
体
的
な
布
置
を
連
想
す
る
こ
と
。 

局
部
的
な
形
態
は
、
点
画
の
形
態
と
類
似
す
る
自
然
現
象
と
を
合
わ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
形
を
真
似
す
る
と
と
も
に
自
然
現
象
へ
の
連
想
を
引
き
起
こ
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
連
想
に
よ
っ
て
、
点
画
の
形
態
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
、

点
画
の
線
質
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
喩
え
は
、
見
た
目
の
形
態
の
類
似

を
通
し
て
、
点
画
の
線
質
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

全
体
的
な
布
置
は
、
自
然
現
象
に
現
れ
る
流
暢
と
貫
通
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ

の
流
暢
と
貫
通
は
、
緊
密
な
配
置
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
緊
密
な
配
置
は
、
自

然
現
象
で
バ
ラ
ン
ス
が
良
く
互
い
に
関
係
を
持
つ
様
子
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。

自
然
に
は
単
独
に
存
在
す
る
も
の
が
な
い
の
で
、
も
の
の
存
在
は
必
ず
他
の
も
の

と
関
係
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
緊
密
な
配
置
は
、
互
い
に
緊
密
の
呼
応

関
係
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
字
ま
た
は
書
作
全
体
を

味
わ
う
際
に
、
自
然
現
象
の
よ
う
な
緊
密
な
呼
応
を
持
つ
関
係
を
自
然
に
要
求
の

基
準
と
定
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

三
、
滞
ら
ず
に
流
暢
に
進
行
す
る
こ
と
。 

こ
の
動
作
は
、
滑
ら
か
で
曲
線
的
な
動
き
を
持
つ
喩
え
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
、

雲
霧
、
龍
、
蛇
、
雷
に
よ
く
喩
え
ら
れ
る
。
動
作
へ
の
連
想
は
、
運
筆
用
筆
に
直

接
に
影
響
を
与
え
る
。
〈
勢
〉
と
関
わ
る
書
論
に
は
、
自
然
現
象
の
動
き
に
よ
っ

て
筆
使
い
の
速
度
を
あ
ら
わ
す
説
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。 

速
度
の
区
別
が
あ
ら
わ
れ
る
時
、
互
い
の
差
異
が
生
じ
る
。
差
異
が
あ
る
限
り
、

変
化
が
生
じ
る
。
こ
の
差
異
を
よ
く
ま
と
め
る
た
め
に
、
異
な
る
速
度
の
区
別
を

調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
程
よ
く
整
え
た
差
異
は
、
豊
富
な
変
化
が
生
ま
れ

る
。
そ
こ
で
、
速
度
の
区
別
で
あ
る
「
緩
」、「
急
」、「
遅
」、「
速
」
は
、
差
異
を

生
じ
る
も
と
で
あ
る
。
「
緩
」、
「
急
」
、「
遅
」
、「
速
」
を
ほ
ど
よ
く
整
え
て
は
じ

め
て
、
流
暢
な
流
れ
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。 

 

四
、〈
勢
〉
の
代
表─

龍 
龍
の
特
性
を
ま
と
め
て
考
え
れ
ば
、
主
に
二
つ
の
こ
と
を
絞
る
こ
と
が
で
き
る
。 

㈠
、
雄
性
的 
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㈡
、
神
秘
的 

雄
性
と
は
、
雄
と
し
て
の
性
質
で
あ
り
、
雄
々
し
く
勇
ま
し
い
意
味
を
持
つ
。

雄
性
的
表
現
に
は
、
権
威
、
威
力
、
迫
力
、
雄
壮
、
勇
猛
、
精
力
と
い
っ
た
性
質

が
含
ま
れ
る
。
権
威
、
威
力
、
迫
力
は
、
兵
法
家
の
〈
勢
〉
に
よ
っ
て
生
じ
た
も

の
で
あ
る
。
権
威
、
威
力
、
迫
力
は
、
法
則
に
従
っ
て
自
ら
の
権
力
を
強
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
他
人
を
支
配
し
て
服
従
さ
せ
る
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
者

を
圧
倒
す
る
よ
う
な
力
強
さ
で
あ
り
、
気
勢
、
勢
力
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。 

〈
勢
〉
に
は
、
自
ら
の
強
盛
的
な
力
量
を
持
っ
て
征
服
す
る
意
味
が
あ
る
。
こ

の
意
味
は
、
よ
く
動
物
の
競
争
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
他
者
を
圧
倒
し
服

従
さ
せ
る
た
め
に
、
他
者
よ
り
も
っ
と
精
力
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

意
味
に
沿
っ
て
、
男
性
、
ま
た
は
動
植
物
の
雄
の
意
味
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
な
お
、〈
勢
〉
に
関
す
る
喩
え
の
意
味
を
加
え
た
上
で
、〈
勢
〉
は
雄
性
的
表

現
を
中
心
と
す
る
概
念
が
明
ら
か
に
な
る
。 

神
秘
と
は
、
人
間
の
知
恵
で
は
計
り
知
れ
な
く
て
想
像
で
き
な
い
こ
と
、
普
段

の
認
識
や
理
論
を
越
え
る
こ
と
で
あ
る
。
神
秘
的
表
現
に
は
、
不
可
思
議
、
か
つ

捉
え
に
く
く
、
説
明
の
つ
か
な
い
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
意
味
が
あ
る
こ
そ
、

神
秘
は
、
極
め
て
奥
深
く
、
隠
さ
れ
た
秘
密
が
あ
る
よ
う
な
表
現
を
用
い
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
奥
深
く
て
捉
え
に
く
い
意
味
が
含
ま
れ
る
の
で
、
書
論
に
お
い
て

〈
取
勢
〉
と
い
う
〈
勢
〉
を
取
る
用
語
が
作
り
出
さ
れ
る
。
龍
の
喩
え
に
は
、
曲

線
的
な
形
状
が
あ
る
。
こ
の
形
状
は
、
〈
勢
〉
の
神
秘
的
な
表
現
を
生
み
出
す
こ

と
に
対
し
て
重
要
で
あ
る
。
曲
線
的
な
あ
ら
わ
れ
が
あ
る
こ
そ
、
途
切
れ
ず
連
続

し
続
け
る
よ
う
な
印
象
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

「
連
」
と
「
断
」、「
速
」
と
「
遅
」
の
要
素
を
含
め
た
上
で
、
書
作
を
味
わ
う

際
に
こ
の
曲
線
的
な
あ
ら
わ
れ
に
導
か
れ
、
視
覚
的
な
流
れ
が
自
然
に
生
み
出
さ

れ
る
。
こ
の
視
覚
的
な
流
れ
が
生
み
出
さ
れ
る
と
共
に
、
生
き
生
き
と
す
る
表
現

が
生
じ
る
。
加
え
て
、
調
子
属
性
と
い
う
風
格
、
な
り
ゆ
き
も
生
じ
る
。
虎
、
豹
、

雲
、
霧
（
注
１
６
）

と
い
っ
た
自
然
現
象
の
喩
え
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、〈
勢
〉
は

神
秘
的
表
現
を
中
心
と
す
る
概
念
が
明
ら
か
に
な
る
。 

 

【
注
】 

１ 

宗
白
華
は
「
中
国
書
法
芸
術
的
性
質
」（『
書
法
研
究
』
一
九
八
三
年
、
第
四

期
）
に
以
下
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 

「
中
国
の
字
は
象
形
で
あ
る
。
象
形
の
基
礎
が
あ
る
限
り
、
芸
術
性
が
生
み
出

さ
れ
る
。
元
来
は
象
形
で
あ
る
が
、
中
国
文
字
は
次
第
に
抽
象
的
に
な
り
、

完
全
に
象
形
は
含
ま
れ
な
く
な
っ
た
。
象
形
指
事
は
た
だ
文
字
の
一
つ
の
階

段
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
は
こ
の
精
神
を
保
っ
て
い
る
。
中
国
の
書

家
は
こ
の
精
神
を
研
究
し
、
世
界
中
で
独
特
な
芸
術
を
成
し
た
。
…
他
の
民

族
の
文
字
、
例
え
ば
ラ
テ
ン
文
字
は
抽
象
の
符
号
で
あ
り
、
中
国
書
法
の
抽

象
に
も
象
形
が
あ
る
が
、
象
形
文
字
を
持
つ
と
い
う
点
は
違
う
の
で
あ
る
。

象
形
の
も
の
を
持
つ
こ
と
は
、
芸
術
の
基
礎
で
あ
る
。 
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（
中
國
字
、
是
象
形
的
。
有
象
形
的
基
礎
、
這
一
點
就
有
藝
術
性
。
原
來
是
象

形
的
、
後
來
中
國
文
字
漸
漸
越
來
越
抽
象
、
後
來
就
不
完
全
包
有
象
形
了
、

而
象
形
指
事
等
只
是
文
字
的
一
個
階
段
。
但
是
、
骨
子
裡
頭
、
還
保
留
著
這

種
精
神
。
中
國
書
家
研
究
發
展
這
種
精
神
、
成
為
世
界
上
獨
特
的
藝
術
、
…

其
他
民
族
的
文
字
、
如
拉
丁
文
、
是
抽
象
的
符
號
、
中
國
書
法
抽
象
中
間
也

還
有
象
形
、
有
象
形
文
字
、
這
一
點
是
不
同
的
。
象
形
的
東
西
就
有
了
藝
術

的
基
礎
了
。）
」 

２ 

「
中
国
人
が
書
い
た
字
が
、
芸
術
品
に
な
る
に
は
、
主
に
二
つ
の
要
素
が
あ

る
。
一
、
中
国
字
の
起
源
は
象
形
で
あ
る
。
二
、
中
国
人
使
う
の
は
筆
で
あ

る
。
…
抽
象
の
点
画
に
よ
っ
て
「
物
象
の
本
」
を
表
す
。
す
な
わ
ち
物
象
中

の
「
文
」
は
、
一
つ
の
物
象
、
ま
た
は
物
象
と
物
象
と
の
相
互
関
係
に
存
在

す
る
条
理
を
織
り
成
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
条
理
は
、
長
短
、
大
小
、
疏
密
、

朝
揖
、
応
接
、
向
背
、
穿
插
と
い
っ
た
規
律
と
結
構
で
あ
る
。
こ
の
捉
え
ら

れ
た
「
文
」
は
、
同
時
に
人
間
の
情
感
の
反
応
を
反
映
し
て
い
る
。
「
情
に

因
り
て
文
を
生
み
、
文
に
因
り
て
情
を
見
る
」
と
い
う
文
字
は
、
芸
術
境
地

に
昇
華
さ
れ
、
芸
術
価
値
を
持
ち
、
美
学
の
対
象
に
な
る
。 

（
中
國
人
寫
的
字
、
能
夠
成
為
藝
術
品
、
有
兩
個
主
要
因
素
：
一
是
由
於
中
國

字
的
起
始
是
象
形
的
、
二
是
中
國
人
用
的
筆
。
…
用
抽
象
的
點
劃
表
出
〝
物

象
之
本
〟
，
這
也
就
是
說
物
象
中
的
〝
文
〟
、
就
是
交
織
在
一
個
物
象
裡
或

物
象
和
物
象
的
相
互
關
係
裡
的
條
裡
：
長
短
、
大
小
、
疏
密
、
朝
揖
、
應
接
、

向
背
、
穿
插
等
等
的
規
律
和
結
構
。
而
這
個
被
把
握
到
的
〝
文
〟
、
同
時
又

反
映
著
人
對
它
們
的
情
感
反
應
。
這
種
〝
因
情
生
文
、
因
文
見
情
〟
的
字
就

昇
華
到
藝
術
境
界
、
具
有
藝
術
價
值
而
成
為
美
學
的
對
象
了
。
）」「
中
国
書

法
裡
的
美
学
思
想
」
宗
白
華
著
（
『
哲
学
研
究
』
一
九
六
二
年
、
第
一
期
）

よ
り
。
注
１
、
注
２
の
文
は
、
『
芸
境
』
宗
白
華
著
（
北
京
大
学
出
版
社
、

一
九
九
九
年
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

３ 

「
古
代
書
論
に
倉
頡
の
説
に
ル
ー
ツ
を
探
る
の
は
、
合
理
の
内
核
を
明
ら
か

に
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
昔
の
倉
頡
達
の
「
仰
観
俯
察
」、「
博
采

衆
美
」、「
因
物
構
思
」
と
い
う
文
字
創
造
の
思
維
方
式
を
観
察
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
方
式
は
、
大
昔
時
代
の
先
人
達
が
普
遍
的
に
摸
擬
を
楽
し
く
善

く
す
る
原
始
思
維
と
い
う
特
徴
と
一
致
す
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
古
文
字

を
創
造
す
る
こ
と
、
ま
た
は
特
有
な
象
形
造
型
の
質
と
い
う
こ
と
と
も
一
致

す
る
。 

（
古
代
書
論
尋
根
於
倉
頡
之
說
、
是
有
其
明
顯
的
合
理
內
核
的
、
這
就
是
看
到

了
遠
古
的
倉
頡
們
〝
仰
觀
俯
察
〟
、〝
博
采
眾
美
〟
、〝
因
物
構
思
〟
的
文
字

創
造
的
思
維
方
式
。
這
一
方
式
、
不
但
符
合
於
遠
古
時
代
先
民
們
較
為
普
遍

的
善
於
、
樂
於
摹
似
的
原
始
思
維
特
徵
、
而
且
符
合
於
古
文
字
創
造
或
書
寫

那
種
特
有
的
象
形
造
型
質
。
）」『
中
国
書
法
美
学
』
第
一
節
「
篆
書
：
泛
象

形
的
書
寫
符
號
系
統
」
金
学
智
著
（
江
蘇
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
よ

り
。 
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４ 

『
書
の
美
学
と
書
教
育
』
井
島
勉
著
（
墨
美
社
、
一
九
八
二
年
）
四
十
頁
、

四
十
三
頁
よ
り
。 

５ 

「
易
象
は
ど
の
よ
う
に
生
じ
た
か
、
こ
れ
は
聖
人
が
自
然
現
象
と
生
活
形
態

の
観
察
を
通
し
て
創
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
易
象
は
聖
人
の
創
造
で
あ
る

が
、
聖
人
の
自
我
表
現
で
は
な
い
、
宇
宙
万
物
に
対
す
る
再
現
で
あ
る
。
こ

の
再
現
は
、
単
に
外
界
の
物
象
の
見
た
目
を
模
倣
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
、

万
物
の
内
面
的
な
特
性
、
宇
宙
の
奥
深
い
道
理
（
天
下
の
賾
、
万
物
の
情
）

を
表
現
す
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
い
う
再
現
は
、

相
当
大
き
く
概
括
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
晋
卦
。
晋
は
上
昇
の
意

味
で
あ
る
。
卦
の
配
列
は
坤
が
上
に
あ
り
、
离
は
下
に
あ
る
（
地
は
下
に
あ

り
、
火
は
上
に
あ
る
）
。
こ
の
卦
象
は
、
聖
人
が
太
陽
の
東
方
の
大
地
か
ら

昇
り
、
火
の
野
原
で
燃
え
る
よ
う
に
物
象
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
彼
は
、
上
昇
す
る
物
事
の
よ
う
な
す
く
す
く
と
伸
び
、
生
き
生
き
と

溢
れ
る
特
性
を
あ
ら
わ
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
切
の
上
昇
し
て
い
る
物
事
を

概
括
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
で
あ
る
。 

（
易
象
是
怎
麼
來
的
呢
、
是
聖
人
根
據
他
對
於
自
然
現
象
和
生
活
現
象
的
觀

察
、
創
造
出
來
的
。
易
象
是
聖
人
的
創
造
、
但
並
非
是
聖
人
的
自
我
表
現
、

而
是
對
於
宇
宙
萬
物
的
再
現
。
這
種
再
現
、
不
僅
限
於
對
外
界
物
象
的
外
表

的
模
似
、
而
且
更
著
重
於
表
現
萬
物
的
內
在
特
性
、
表
現
宇
宙
的
深
奧
道
理

（
天
下
之
賾
、
萬
物
之
情
）
。
所
以
這
種
再
現
就
帶
有
很
大
的
概
括
性
。
如

晉
卦
。
晉
、
上
升
的
意
思
。
卦
形
是
坤
上
离
下
（
地
在
下
、
火
在
上
）
。
這

個
卦
象
就
是
聖
人
觀
察
了
太
陽
從
東
方
大
地
升
起
、
篝
火
從
野
地
上
升
這
樣

一
類
物
、
而
後
創
造
出
來
的
。
他
表
現
了
處
於
上
升
階
段
的
事
物
的
欣
欣
向

榮
的
特
性
。
因
此
它
概
括
了
一
切
處
於
上
升
階
段
的
事
物
。
）
」
『
中
国
美
学

史
大
綱
』
葉
朗
著
（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
七
十
四
、
七
十
五

頁
よ
り
。 

６ 

「
意
象
は
、
「
物
を
観
、
象
を
取
る
」
よ
り
起
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
取

は
、
単
純
な
模
倣
で
は
な
く
、
物
我
の
間
に
生
命
の
気
を
交
流
共
鳴
し
て
は

じ
め
て
互
い
に
感
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
様
な
対
応
に
基
づ
い
て
生
み
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
人
は
、
外
物
を
友
や
兄
弟
と
し
て
扱
い
、
生
気

が
な
い
受
動
な
も
の
と
見
な
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
物
象
は
意
象
に
転
化

し
て
主
観
的
な
も
の
に
な
る
と
、
主
観
的
な
情
緒
が
一
方
的
に
投
射
す
る
わ

け
で
は
な
く
、
情
意
を
も
っ
て
送
っ
た
り
貰
え
た
り
す
る
よ
う
で
あ
る
。
中

国
人
が
外
物
を
味
わ
う
極
境
は
、「
私
を
以
て
物
を
観
る
」
で
は
な
く
、「
物

を
以
て
物
を
観
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
リ
ッ
プ
ス
の
移
情
説
と
全
く
異

な
る
説
で
あ
る
。 

（
意
象
起
於
觀
物
取
象
。
這
個
取
、
不
是
單
純
模
仿
、
而
起
於
物
我
之
間
因
生

命
之
氣
的
交
流
共
鳴
而
感
應
互
通
、
是
基
於
同
態
對
應
的
深
切
認
同
。
中
國

人
視
外
物
為
友
朋
、
為
手
足
、
而
不
把
它
視
為
被
動
的
一
堆
死
物
。
因
而
、

當
物
象
轉
化
為
意
象
而
充
滿
主
觀
情
緒
色
彩
時
、
不
是
主
體
情
緒
的
單
向
投
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射
、
而
是
情
往
似
贈
、
興
來
如
答
、
我
既
贈
物
以
情
、
物
亦
達
我
以
興
。
中

國
人
觀
賞
外
物
的
極
境
不
是
以
我
觀
物
、
而
是
以
物
觀
物
、
這
便
完
全
有
別

於
利
普
斯
的
移
情
說
。
）
」
『
意
象
探
源
』
汪
裕
雄
著
（
安
徽
教
育
出
版
社
、

一
九
九
六
年
）
、
三
三
二
頁
よ
り
。 

７ 

古
文
と
は
、
普
通
に
は
秦
代
以
前
に
使
用
さ
れ
て
い
た
書
体
の
文
字
を
指
し
、

殷
代
の
亀
甲
獣
骨
に
刻
ま
れ
た
甲
骨
文
、
さ
ら
に
春
秋
戦
国
時
代
に
各
地
で

用
い
ら
れ
た
書
体
の
文
字
を
言
い
、
狭
義
に
は
、
春
秋
戦
国
時
代
に
斉
・
魯

を
中
心
と
す
る
山
東
地
方
に
使
用
さ
れ
て
い
た
書
体
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
『
中
国
書
論
大
系
』
第
一
巻
・
漢
魏
晋
南
北
朝
、
上
田
早
苗
訳
（
二
玄

社
、
一
九
八
二
年
）
一
〇
四
頁
よ
り
。 

８ 

『
漢
書
』
「
芸
文
志
」
小
学
に
は
、
六
書
を
象
形
、
象
事
、
象
意
、
象
声
、

転
注
、
假
借
と
分
類
し
て
い
る
。
中
田
勇
次
郎
は
、
象
形
、
象
声
、
象
意
に

つ
い
て
詳
し
く
説
明
を
し
て
い
る
。
彼
は
、
文
字
の
構
造
の
原
理
と
し
て
考

え
て
み
る
と
、
本
来
文
字
に
は
形
、
音
、
義
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
あ
り
、

象
形
、
象
声
、
象
意
と
い
う
の
は
こ
の
形
音
義
に
基
づ
い
て
文
字
を
構
成
し

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
象
事
は
抽
象
的
な
事
実
を
表
現
す
る
た
め
の
記

号
的
な
文
字
を
い
う
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
み
な
、
象
の
字
を
冠
し
て
、
文

字
の
造
形
的
な
表
現
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
、
文
字
生
成
の
初
期
的
な
考

え
に
出
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
て
い
る
。『
中
国
書
論
大
系
』
第
一

巻
、
中
国
書
論
史
（
一
）
、
漢
代
文
字
論
、
十
四
頁
よ
り
。 

９ 

『
通
志
』「
六
書
略
、
象
形
第
一
」
に
は
、「
書
と
画
と
は
同
じ
く
出
づ
。
画

は
形
を
取
り
、
書
は
象
を
取
る
。
画
は
多
を
取
り
、
書
は
少
を
取
る
。
凡
そ

形
を
象
る
者
は
、
皆
画
く
べ
き
な
り
。
画
く
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
書

無
か
ら
ん
。
然
れ
ど
も
書
は
変
を
窮
む
、
故
に
画
の
多
を
取
る
と
雖
も
、
而

れ
ど
も
算
を
得
る
こ
と
常
に
少
な
し
。
書
は
少
を
取
る
と
雖
も
、
而
れ
ど
も

算
を
得
る
こ
と
常
に
多
し
。
六
書
は
、
皆
な
象
形
の
変
な
り
。（
書
與
畫
同

出
。
畫
取
形
、
書
取
象
。
畫
取
多
、
書
取
少
。
凡
象
形
者
、
皆
可
畫
也
。
不

可
畫
、
則
無
其
書
矣
。
然
書
窮
變
。
故
畫
雖
取
多
、
而
得
算
常
少
。
書
雖
取

少
、
而
得
算
常
多
。
六
書
者
、
皆
象
形
之
變
也
。）」
で
あ
る
。 

１
０
『
中
国
書
論
大
系
』
第
一
巻
・
漢
魏
晋
南
北
朝
（
二
玄
社
、
一
九
八
二
年
）

十
六
頁
よ
り
。 

１
１
「
た
だ
自
ず
と
自
然
界
の
い
く
つ
か
の
事
物
の
表
情
や
態
度
と
類
似
す
る
だ

け
で
、
わ
ざ
わ
ざ
自
然
界
の
あ
る
具
体
的
な
物
象
を
摸
擬
す
る
わ
け
で
は
な

い
。（
只
是
自
然
而
然
地
與
自
然
界
的
若
干
事
物
神
態
類
似
、
而
並
非
著
意

的
對
自
然
界
的
某
些
具
體
物
象
加
以
摹
擬
。
）」『
書
法
研
究
』
王
壮
為
著
（
台

湾
商
務
印
書
館
、
一
九
七
九
年
）
四
十
二
頁
よ
り
。 

１
２
書
は
す
で
に
文
字
の
象
形
的
意
味
を
離
れ
、
絵
画
や
彫
刻
の
よ
う
に
客
観
的

対
象
を
写
す
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
建
築
と
同
様
に
静
止
し
た
抽
象
的
形
態

の
リ
ズ
ム
を
現
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
建
築
の
よ
う
に
実
用
に
繋
縛
さ
れ

る
こ
と
が
な
く
、
自
由
な
主
観
的
感
情
の
表
出
の
み
を
目
的
と
す
る
点
に
お
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い
て
音
楽
に
類
似
す
る
。
こ
の
意
味
で
書
を
「
固
定
さ
れ
た
音
楽
」

（s
t
e
r
e
o
ty
p
e
d
 
mu
s
i
c

）
と
よ
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま

た
料
紙
の
上
に
墨
の
点
と
線
で
造
形
を
行
い
、
辞
句
の
意
味
も
従
位
に
退
く

も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、
絵
画
に
最
も
近
い
。
『
美
学
事
典
〔
増
補

版
〕
』
竹
内
敏
雄
（
弘
文
堂
、
一
九
八
五
年
）
二
六
二
頁
よ
り
。 

１
３
姜
夔
は
『
続
書
譜
』
に
「
遅
を
以
て
妍
を
取
り
、
速
を
以
て
勁
を
取
る
。
必

ず
先
ず
速
を
能
く
し
て
然
る
後
に
遅
を
為
す
。
若
し
素
よ
り
速
な
る
こ
と
能

わ
ず
し
て
専
ら
遅
を
事
と
せ
ば
、
則
ち
神
気
無
く
、
若
し
専
ら
速
を
事
と
せ

ば
、
又
た
勢
を
失
う
。
（
遅
以
取
妍
、
速
以
取
勁
。
必
先
能
速
然
後
為
遅
。

若
素
不
能
速
而
專
事
遲
、
則
無
神
氣
。
若
專
事
速
、
又
多
失
勢
。）」
と
述
べ

て
い
る
。
彼
は
、
用
筆
の
速
度
の
配
合
に
つ
い
て
、
両
方
を
よ
く
合
わ
せ
て

行
う
こ
と
を
示
唆
す
る
以
外
に
、
「
無
神
気
」
と
「
失
勢
」
と
い
う
遅
い
と

速
い
、
片
側
に
傾
き
す
ぎ
る
と
い
う
欠
点
も
挙
げ
る
。 

１
４
『
論
衡
』「
言
毒
篇
」
に
、「
辰
は
龍
と
為
り
、
巳
は
蛇
と
為
す
。
辰
、
巳
の

位
は
東
南
に
在
り
。（
辰
為
龍
、
巳
為
蛇
。
辰
、
巳
之
位
在
東
南
。
）」
と
あ

る
。 

１
５
『
爾
雅
翼
』
に
、
「
龍
は
鱗
虫
の
長
。
王
符
は
、
其
の
形
が
九
似
有
り
と
言

う
。
頭
は
駝
に
似
、
角
は
鹿
に
似
、
眼
は
兔
に
似
、
耳
は
牛
に
似
、
項
は
蛇

に
似
、
腹
は
蜃
に
似
、
鱗
は
鯉
に
似
、
爪
は
鷹
に
似
、
掌
は
虎
に
似
、
是
れ

な
り
。
其
の
背
に
八
十
一
鱗
有
り
、
九
九
の
陽
数
を
具
う
。
其
の
声
は
銅
盤

を
戛
つ
が
如
し
。
口
の
旁
に
須
髯
有
り
、
頜
の
下
に
明
珠
有
り
、
喉
の
下
に

逆
鱗
有
り
。（
龍
者
鱗
蟲
之
長
。
王
符
言
其
形
有
九
似
。
頭
似
駝
、
角
似
鹿
、

眼
似
兔
、
耳
似
牛
、
項
似
蛇
、
腹
似
蜃
、
鱗
似
鯉
、
爪
似
鷹
、
掌
似
虎
、
是

也
。
其
背
有
八
十
一
鱗
、
具
九
九
陽
數
。
其
聲
如
戛
銅
盤
。
口
旁
有
須
髯
、

頜
下
有
明
珠
、
喉
下
有
逆
鱗
。）」
と
あ
る
。 

『
爾
雅
翼
』
は
、
漢
代
の
字
書
で
あ
る
『
爾
雅
』
を
補
足
す
る
辞
典
で
、

南
宋
の
羅
願
の
著
で
あ
る
。「
翼
」
と
い
う
の
は
、『
易
』
の
十
種
類
の
古
い

注
釈
を
「
十
翼
」
と
言
う
よ
う
に
、
本
体
を
援
げ
て
空
に
飛
ぶ
も
の
な
の
で

あ
る
。『
爾
雅
翼
』
は
、
植
物
、
動
物
の
事
典
で
あ
る
。
草
、
木
、
鳥
、
獣
、

蟲
、
魚
に
分
類
さ
れ
、
龍
の
情
報
は
、
巻
二
十
八
「
釈
魚
一
」
に
記
載
さ
れ

て
い
る
。 

１
６
『
管
子
』「
形
勢
篇
」
に
は
、「
蛟
龍
は
水
を
得
て
、
神
立
つ
べ
き
な
り
。
虎

豹
は
幽
に
托
し
て
、
威
載
す
べ
き
な
り
。
（
蛟
龍
得
水
、
而
神
可
立
也
。
虎

豹
托
幽
、
而
威
可
載
也
。
）」
と
あ
る
。 

蛟
龍
は
水
を
得
る
か
ら
、
水
に
潜
っ
た
り
飛
び
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
神
秘

が
生
じ
る
。
虎
豹
は
幽
遠
に
隠
れ
、
奥
深
く
て
測
り
が
た
い
場
所
に
い
て
威

厳
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
水
、
雲
、
霧
は
、
龍
と
勢
と
頻
繁
に
用
い
ら
れ

る
喩
え
で
あ
る
。
雲
、
霧
は
流
動
性
を
持
つ
以
外
、
隠
避
と
い
う
隠
れ
て
し

っ
か
り
捉
え
ら
れ
な
い
意
味
を
も
持
つ
。 

 

第二章 〈象〉と〈勢〉 



- 98 - 

 

第
三
章 

〈
形
〉
と
〈
勢
〉 

 

は
じ
め
に 

一
、
点
画
の
〈
形
〉
と
用
筆
の
〈
勢
〉 

二
、
文
字
の
〈
形
〉
と
配
置
の
〈
勢
〉 

三
、
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
の
対
句 

四
、
〈
形
勢
〉
に
つ
い
て
の
三
点
よ
り 

五
、
〈
体
〉
と
〈
勢
〉
の
対
句 

六
、
〈
体
勢
〉
に
関
す
る
語
意
に
つ
い
て 

七
、
〈
字
勢
〉
に
関
す
る
品
評
語 

お
わ
り
に 

  

は
じ
め
に 

 

〈
形
〉
と
〈
勢
〉
に
つ
い
て
、
以
下
の
三
氏
の
論
点
を
取
り
上
げ
り
た
い
。 

一
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
、
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
を
生
む
た
め
、
用
筆

が
第
一
の
原
則
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
〈
勢
〉
を
論
じ
る
時
に
、

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
い
う
語
で
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
作
動

さ
せ
る
の
は
、
対
照
と
相
関
の
理
論
で
あ
る
（
注
１
）
。
ま
と
め
る
と
、
対
照
と
相

関
の
理
論
を
持
つ
用
筆
は
、〈
形
〉
と
〈
勢
〉
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

用
筆
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。 

二
、
井
島
勉
は
、
〈
形
〉
の
美
を
取
る
た
め
に
、
空
間
的
な
組
織
と
時
間
的
な

力
動
性
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
注
２
）
。
こ
の
両
者
を
と

も
に
把
握
で
き
表
現
で
き
る
手
段
は
、
用
筆
で
あ
る
。
空
間
的
な
組
織
と
時
間
的

な
力
動
性
と
は
、
点
画
、
字
形
の
形
状
や
構
造
、
そ
し
て
あ
る
力
量
や
躍
動
を
持

っ
て
順
序
に
従
う
連
続
な
進
み
で
あ
る
。 

三
、
譚
学
念
は
、
漢
魏
六
朝
の
書
論
を
中
心
に
、〈
勢
〉
と
〈
法
〉
の
つ
な
が

り
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
。
彼
は
、
〈
勢
〉
と
〈
法
〉
に
は
、
並
置
、
条
件
、

同
体
の
関
係
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
譚
氏
の
説
に
よ
っ
て
、
〈
勢
〉
と
〈
法
〉

が
密
接
で
あ
り
、〈
勢
〉
の
生
成
に
と
っ
て
〈
法
〉
が
重
要
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
。

こ
の
〈
法
〉
に
つ
い
て
は
、
漢
字
字
形
を
成
す
技
法
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の

で
、
用
筆
の
〈
法
〉
と
結
体
の
法
と
見
な
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
（
注
３
）
。 

以
上
の
三
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
を
生
む
の
は
、
用
筆
が
第
一

の
原
則
で
あ
る
。
こ
の
用
筆
は
、
対
照
と
相
関
の
論
理
と
い
う
法
に
よ
っ
て
空
間

的
な
組
織
と
時
間
的
な
力
動
性
を
生
む
こ
と
で
あ
る
。
用
筆
の
法
は
、
〈
形
〉
と

〈
勢
〉
を
生
む
た
め
の
必
要
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
法
を
解
明
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

本
文
は
、
用
筆
の
法
、
結
体
の
法
と
い
う
技
巧
面
よ
り
は
じ
め
、
〈
形
勢
〉
と

い
う
一
つ
の
語
意
の
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
の
並
列
の
つ
な
が
り
、
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
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の
関
係
を
解
明
す
る
。
ま
た
、
〈
形
〉
と
類
似
す
る
〈
体
〉
は
、
よ
く
〈
勢
〉
と

並
べ
て
い
る
論
が
あ
る
の
で
、
一
緒
に
討
論
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

一
、
点
画
の
〈
形
〉
と
用
筆
の
〈
勢
〉 

 

先
ず
は
、
用
筆
の
方
法
よ
り
は
じ
め
る
。
蔡
邕
の
『
九
勢
』
は
、
九
種
類
の
用

筆
を
取
り
上
げ
て
い
る
。 

 

凡
そ
筆
を
落
し
字
を
結
ぶ
に
、
上
は
皆
下
を
覆
い
、
下
は
以
て
上
を
承
く
。
其

の
形
勢
を
し
て
遞
に
相
い
映
帶
し
め
、
勢
を
背
か
し
む
る
こ
と
無
か
れ
。 

筆
を
転
す
る
に
は
、
宜
し
く
左
右
に
回
顧
す
べ
く
、
節
目
を
し
て
孤
露
せ
し
む

る
こ
と
無
か
れ
。 

鋒
を
蔵
す
る
に
は
、
点
画
出
入
の
跡
は
、
左
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
先
ず
右
し
、
左

に
回
る
に
至
り
て
も
亦
た
爾
り
。 

頭
を
蔵
す
る
に
は
、
筆
を
円
に
し
て
紙
に
属
け
、
筆
心
を
し
て
常
に
点
画
の
中

に
在
り
て
行
か
し
む
。 

尾
を
護
る
に
は
、
点
を
画
き
勢
を
尽
く
し
、
力
め
て
之
を
収
む
。 

疾
勢
は
、
啄
磔
の
中
に
出
で
、
又
豎
筆
の
緊
趭
の
內
に
在
り
。 

掠
筆
は
、
趲
鋒
峻
趭
、
之
を
用
ふ
る
に
在
り
。 

渋
勢
は
、
緊
駃
戦
行
の
法
に
在
り
。 

橫
鱗
は
、
豎
勒
の
規
な
り
。 

（
凡
落
筆
結
字
、
上
皆
覆
下
、
下
以
承
上
、
使
其
形
勢
遞
相
映
帶
、
無
使
勢
背
。 

轉
筆 

宜
左
右
回
顧
、
無
使
節
目
孤
露
。 

藏
鋒 

點
畫
出
入
之
迹
、
欲
左
先
右
、
至
回
左
亦
爾
。 

藏
頭 

圓
筆
屬
紙
、
令
筆
心
常
在
點
畫
中
行
。 

護
尾 

畫
點
勢
盡
、
力
收
之
。 

疾
勢 

出
於
啄
磔
之
中
、
又
在
豎
筆
緊
趯
之
內
。 

掠
筆 

在
於
趲
鋒
峻
趯
用
之
。 

澀
勢 

在
於
緊
駃
戰
行
之
法
。 

橫
鱗 

豎
勒
之
規
。） 

 

九
種
類
の
用
筆
は
、
複
雑
な
技
巧
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
複
雑
な
用
筆
技
巧
を

使
う
の
は
、
点
画
に
変
化
を
作
っ
て
単
調
さ
不
味
さ
を
免
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
字

を
書
く
こ
と
は
、
す
で
に
単
な
る
文
字
の
記
録
だ
け
で
な
く
、
豊
富
な
用
筆
で
書

か
れ
て
美
的
な
構
成
を
生
み
出
す
こ
と
に
あ
る
。
書
者
の
個
性
や
感
情
を
根
幹
と

し
、
速
度
や
角
度
や
筆
圧
な
ど
を
加
え
た
上
で
、
無
限
な
可
能
性
が
生
み
出
さ
れ

る
。
用
筆
の
要
求
は
、
単
な
る
文
字
点
画
の
姿
態
や
構
造
を
整
え
る
た
め
と
い
う

よ
り
、
書
者
自
ら
の
趣
向
、
情
緒
を
述
べ
表
わ
す
た
め
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。

そ
の
上
、
書
作
は
、
文
字
の
意
味
の
伝
達
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
用
筆
に
よ
っ
て

あ
ら
わ
れ
る
〈
力
〉
と
〈
勢
〉
を
感
じ
る
も
の
に
な
る
。 
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『
九
勢
』
の
〈
勢
〉
は
、
点
画
間
の
つ
な
が
り
と
配
置
が
、
一
定
の
規
律
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
い
う
。
こ
の
規
律
は
、
上
と
下
が
互
い
に
呼
応
し

て
連
な
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
八
種
類
の
用
筆
は
、
こ
の
規
律
に
沿
い
つ
つ
筆
の

多
様
な
技
巧
に
よ
っ
て
点
画
の
線
質
を
豊
か
に
す
る
手
段
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
九
種
類
の
用
筆
は
、
〈
筆
勢
〉
を
生
む
用
筆
法
と
見
な
さ
れ
る
。 

『
筆
陣
図
』
に
は
、
具
体
的
の
点
画
を
例
と
し
て
、
類
似
す
る
自
然
現
象
の
形

態
と
を
合
わ
せ
て
用
筆
の
法
を
示
す
文
が
あ
る
。 

 

一 

千
里
の
陣
雲
の
如
く
、
隠
隠
然
と
し
て
其
の
実
形
有
り 

丶 

高
峰
よ
り
石
の
墜
つ
る
が
如
く
、
磕
磕
然
と
し
て
実
に
崩
る
る
が
如
し 

丿 

陸
に
犀
象
を
断
つ 

乙 

百
鈞
の
弩
発
す 

― 

万
歳
の
枯
藤 

丶 

崩
浪
雷
奔
す 

フ 

勁
弩
の
筋
節 

（
一 

如
千
里
陣
雲
、
隱
隱
然
其
實
有
形 

丶 

如
高
峰
墜
石
、
磕
磕
然
實
如
崩
也 

丿 

陸
斷
犀
象 

乙 

百
鈞
弩
發 

― 

萬
歲
枯
藤 

丶 

崩
浪
雷
奔 

フ 

勁
弩
筋
節
） 

 

点
画
は
、
自
然
現
象
の
喩
え
を
通
じ
て
見
た
目
の
形
態
や
輪
郭
を
示
す
の
み
な

ら
ず
、
点
画
を
書
く
際
の
流
れ
も
ま
た
、
自
然
現
象
の
喩
え
な
の
で
あ
る
。
単
に

点
画
の
形
態
を
説
明
す
る
と
し
た
ら
、
〈
形
〉
の
輪
郭
を
示
し
て
お
け
ば
、
自
然

現
象
の
喩
え
を
も
っ
て
説
明
す
る
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
然
現
象
の
喩
え
を

取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
実
は
、
自
然
現
象
が
あ
ら
わ
れ
た
生
命
感
、
躍
動
感
、
力

感
を
捉
え
る
た
め
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
だ
形
の
類
似
を
追
求
の
目
標

と
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
形
を
成
す
と
と
も
に
喩
え
の
生
命
感
も
を
生
む
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。 

こ
の
生
命
感
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、
書
く
技
術
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、
点
画
を
構
成
す
る
用
筆
法
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
喩
え
に
よ
っ

て
、
書
く
時
の
速
度
、
強
弱
、
軽
重
が
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
が
は
っ
き
り

区
別
し
て
変
化
が
豊
富
に
な
る
。
点
は
、
高
峰
よ
り
石
が
落
ち
る
と
い
う
連
想
を

も
っ
て
は
じ
め
て
、
点
の
用
筆
は
思
い
切
っ
て
上
か
ら
抑
え
る
動
き
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
考
え
方
と
合
わ
せ
て
、
横
線
や
縦
線
な
ど
の
点
画
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に

合
う
用
筆
の
速
度
や
強
弱
や
筆
圧
な
ど
を
使
う
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
、
点
画
は

異
な
る
用
筆
に
よ
っ
て
、
形
態
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
点
画
の
線

質
に
も
違
い
が
生
じ
る
。
様
々
な
違
う
線
質
が
あ
る
限
り
、
多
様
及
び
豊
富
な
表
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現
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
多
様
で
豊
富
な
表
現
は
、
自
然
現
象
の
喩

え
を
範
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
用
筆
を
使
わ
な
け
れ
ば
、
自
然
現
象
の
よ
う
な
豊

富
や
表
現
は
で
き
ず
、
点
画
は
た
だ
黒
い
墨
で
塗
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

『
筆
陣
図
』
の
内
容
を
も
と
に
し
て
、
用
筆
を
強
調
す
る
論
が
い
く
つ
が
あ
る
。

東
晋
の
王
羲
之
の
『
題
衛
夫
人
筆
陣
図
後
』
、
隋
の
智
永
の
『
永
字
八
法
』、
唐
の

欧
陽
詢
の
『
八
訣
』
、
唐
太
宗
の
『
筆
法
訣
』
、
顔
真
卿
の
『
八
誦
』、
柳
宗
元
の

『
八
法
頌
』
に
お
い
て
、
お
も
に
点
画
に
つ
い
て
の
解
説
が
書
か
れ
て
い
る
。
王

羲
之
の
『
題
衛
夫
人
筆
陣
図
後
』
と
欧
陽
詢
の
『
八
訣
』
は
、
『
筆
陣
図
』
と
ほ

ぼ
同
じ
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

智
永
の
『
永
字
八
法
』
、
唐
太
宗
の
『
筆
法
訣
』
、
顔
真
卿
の
『
八
誦
』
に
は
、

自
然
現
象
の
喩
え
を
も
と
に
し
て
、
さ
ら
に
具
体
的
な
用
筆
法
を
示
し
、
逆
筆
、

頓
筆
、
磔
筆
、
趯
筆
と
い
っ
た
用
筆
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
張
懐
瓘
の
『
玉

堂
禁
經
』
用
筆
法
に
は
、
用
筆
の
技
巧
を
用
筆
の
〈
勢
〉
と
し
、
八
種
類
の
点
画

の
用
筆
を
示
す
説
が
あ
る
。 

 

用
筆
の
勢
、
一
概
す
べ
か
ら
ず
。
〔
中
略
〕
大
凡
筆
法
は
、
点
画
八
体
、
永
字

に
備
う
。 

側
、
其
の
筆
を
平
に
し
得
ず
。 

勒
、
其
の
筆
を
臥
に
し
得
ず
。 

弩
、
直
に
し
得
え
ず
。
直
に
す
れ
ば
則
ち
力
が
無
い
。 

趭
、
須
ら
く
其
の
鋒
を
足存
す
べ
し
、
勢
を
得
て
出
る
。 

策
、
須
ら
く
筆
を
背
い
て
仰
ぐ
べ
し
之
を
策
す
。 

掠
、
須
ら
く
筆
鋒
左
に
出
る
べ
し
利
な
り
。 

啄
、
需
ら
く
臥
筆
に
し
疾
罨
な
り
。 

磔
、
須
ら
く
走歷
筆
戦
行
す
べ
し
右
に
出
る
。 

（
用
筆
之
勢
、
不
可
一
概
。〔
中
略
〕
大
凡
筆
法
、
點
畫
八
體
、
備
於
永
字
。 

側
不
得
平
其
筆
。 

勒
不
得
臥
其
筆
。 

弩
不
得
直
、
直
則
無
力
。 

趭
須
足存
其
鋒
、
得
勢
而
出
。 

策
須
背
筆
仰
而
策
之
。 

掠
須
筆
鋒
左
出
而
利
。 

啄
需
臥
筆
疾
罨
。 

磔
須
走歷
筆
、
戰
行
右
出
。
） 

 

 

こ
の
内
容
は
、
唐
太
宗
の
『
筆
法
訣
』
と
ほ
ぼ
類
似
し
て
い
る
。
永
字
の
八
種

類
の
用
筆
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
点
画
が
一
定
の
用
筆
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
自
然
現
象
と
の
関
わ
り
が
薄
く
な
る
一
方
、
具
体
的

な
用
筆
技
巧
の
説
明
が
多
く
な
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。
な
お
か
つ
、
こ
の
八
種

類
の
点
画
を
伝
え
る
た
め
に
、
点
や
横
線
や
縦
線
な
ど
の
言
い
方
で
は
な
く
、

第三章 〈形〉と〈勢〉 



- 102 - 

 

「
側
」
、「
勒
」、「
弩
」
な
ど
の
語
で
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
点
画
の

形
の
再
現
よ
り
点
画
を
成
す
方
法
や
過
程
を
重
視
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
方
法
や
過
程
を
伝
え
る
の
は
、
動
作
の
喩
え
で
表
現
さ
れ
る
。 

例
え
ば
、
点
は
「
側
」
と
呼
ば
れ
る
原
因
は
、
点
を
書
く
際
に
筆
を
穏
や
か
に

運
ぶ
と
し
た
ら
、
点
の
形
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
崖
か
ら
落
ち
る
石
の
よ
う

な
躍
動
感
や
力
感
が
あ
ら
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

横
線
の
場
合
は
「
勒
」
で
あ
る
。
勒
と
は
、
韁

た
づ
な

で
馬
を
抑
え
る
こ
と
で
あ
り
、

引
っ
張
る
動
き
に
よ
っ
て
抑
え
て
逆
の
方
向
の
力
を
生
む
動
作
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
「
勒
」
は
横
線
を
書
く
際
に
筆
管
を
臥
し
、
倒
れ
た
筆
鋒
を
ひ
き
ず
り
運
ぶ

こ
と
で
は
な
く
、
逆
筆
で
筆
の
弾
力
を
利
用
し
て
紙
面
と
抵
抗
し
合
う
力
を
生
む

こ
と
で
あ
る
。 

「
弩
」
、「
趭
」
、「
策
」
、「
掠
」
、「
啄
」
、「
磔
」
も
同
じ
で
あ
る
。
動
き
の
喩
え

を
提
起
す
る
の
は
、
書
く
過
程
が
単
な
る
文
字
の
す
が
た
や
形
態
を
作
り
出
す
だ

け
で
は
な
い
。
多
様
な
用
筆
の
技
巧
、
筆
の
弾
力
の
利
用
、
書
く
姿
勢
な
ど
が
点

画
の
線
質
を
豊
か
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
動
作
の
表
現
に
よ
っ
て
点

画
の
形
態
を
あ
ら
わ
し
つ
つ
、
躍
動
感
や
力
量
感
を
生
じ
さ
せ
る
用
筆
法
で
あ
る
。

異
な
る
点
画
の
〈
勢
〉
を
現
わ
す
た
め
に
、
点
画
に
合
わ
せ
た
筆
使
い
を
使
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
点
を
書
く
た
め
に
は
、
「
側
」
と
い
う
用
筆
法

を
使
わ
な
い
と
あ
ら
わ
れ
な
い
。 

点
画
の
形
態
が
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
て
い
る
と
い
う
制
限
が
あ
る
の
で
、
同
じ
筆

使
い
で
書
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
点
画
の
躍
動
感
や
力
感
を
あ
ら

わ
す
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
合
わ
せ
た
用
筆
の
技
巧
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

南
宋
の
陳
思
『
書
苑
菁
華
』
の
「
永
字
八
法
詳
説
」
に
は
、
八
つ
の
用
筆
法
と

〈
勢
〉
と
を
名
づ
け
た
説
が
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
側
勢
」、「
勒
勢
」、「
弩
勢
」、「
趭

勢
」、「
策
勢
」、「
掠
勢
」、「
啄
勢
」、「
磔
勢
」
で
あ
る
。
内
容
に
よ
っ
て
、
筆
遣

い
の
動
き
や
動
作
を
説
明
す
る
文
で
あ
り
、
勢
を
名
付
け
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く

こ
の
書
く
動
き
を
強
調
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
点
画
の
形
態
を
表
わ
す

よ
り
、
点
画
の
形
態
を
成
す
筆
使
い
を
重
ん
じ
る
。
点
画
の
〈
形
〉
の
再
現
よ
り

用
筆
の
動
き
を
重
ん
じ
る
の
は
、
〈
形
〉
を
成
す
と
と
も
に
〈
勢
〉
を
生
む
こ
と

で
あ
る
。 

「
八
法
」
以
外
に
、
張
懐
瓘
は
「
五
勢
」
を
取
り
上
げ
た
。「
五
勢
」
は
、「
鉤

裹
勢
」、「
鉤
努
勢
」、「
衮
筆
勢
」、「
抬
頭
勢
」、「
奮
筆
勢
」
で
あ
る
。 

 

門 

一
、
鉤
裹
勢
を
曰
う
。
須
ら
く
円
角
に
し
て
憿
鋒
す
べ
し
、
罔
、
閔
、
田

の
字
之
を
用
う
。 

刀 

二
、
鉤
努
勢
を
曰
う
。
須
ら
く
円
角
に
し
て
趯
鋒
す
べ
し
、
均
、
勻
、
旬
、

勿
の
字
之
を
用
う
。 

丶 

三
、
衮
筆
勢
を
曰
う
。
須
ら
く
鋒
を
按
ず
上
下
に
之
を
衄
く
べ
し
、
今
、

令
の
字
の
下
の
点
之
を
用
う
。 

〡 

四
、
抬
頭
勢
を
曰
う
。
緊
く
之
を
策
し
、
鍾
法
の
上
の
字
之
を
用
う
。 
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一 

五
、
奮
筆
勢
を
曰
う
。
須
ら
く
険
し
く
之
を
策
す
べ
し
、
草
書
の
一
、
二
、

三
の
字
之
を
用
う
。 

（
門 
一
曰
鈎
裹
勢
、
須
圓
角
而
憿
鋒
、
罔
、
閔
、
田
字
用
之
。 

刀 

二
曰
鈎
努
勢
、
須
圓
角
而
趯
鋒
、
均
、
勻
、
旬
、
勿
字
用
之
。 

丶 

三
曰
衮
筆
勢
、
須
按
鋒
上
下
衄
之
、
今
、
令
字
下
點
用
之
。 

〡 

四
曰
抬
頭
勢
、
緊
策
之
、
鍾
法
上
字
用
之
。 

一 

五
曰
奮
筆
勢
、
須
險
策
之
、
草
書
一
、
二
、
三
字
用
之
。
） 

 

「
五
勢
」
は
、
お
お
む
ね
八
法
の
「
趯
」
、「
側
」
、「
弩
」、「
勒
」
を
指
す
。
す

な
わ
ち
、
撥
ね
、
点
、
縦
画
、
横
画
で
あ
る
。
「
八
法
」
は
、
多
様
な
点
画
を
帰

納
す
る
基
本
的
な
用
筆
で
あ
り
、
す
べ
て
の
点
画
を
含
む
わ
け
で
な
い
。「
五
勢
」

の
提
起
は
、
た
と
え
同
じ
点
画
に
し
て
も
文
字
の
構
造
や
点
画
の
位
置
に
よ
っ
て

異
な
る
用
筆
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
文
字
の
構
造
が
違
う
の
で
、

用
筆
の
動
作
に
直
に
影
響
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。 

「
鈎
裹
勢
」
と
「
鉤
努
勢
」
と
は
、
撥
ね
を
中
心
と
す
る
用
筆
で
あ
る
が
、
文

字
の
構
造
に
よ
っ
て
憿
鋒
と
趯
鋒
と
区
別
し
て
い
る
。「
衮
筆
勢
」
は
、「
衄
」
と

い
う
上
か
ら
下
に
筆
鋒
を
突
い
て
お
さ
え
る
動
き
で
点
の
線
質
を
重
く
す
る
用

筆
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
衮
と
は
、
川
や
潮
の
流
れ
に
逆
ら
う
よ
う

に
波
が
巻
き
上
が
る
様
子
で
あ
る
。「
衮
筆
勢
」
の
点
は
、「
側
」
と
類
似
し
て
い

る
が
、
用
筆
の
動
き
が
違
う
か
ら
点
画
の
表
情
や
す
が
た
も
異
な
る
よ
う
に
な
る
。

「
抬
頭
勢
」
と
は
、
鍾
繇
の
上
と
い
う
字
を
例
と
し
て
、「
策
」
の
用
筆
と
合
わ

せ
て
起
筆
の
と
こ
ろ
を
左
上
が
り
に
し
、
頭
を
上
げ
る
よ
う
な
印
象
を
も
と
に
し

て
作
る
こ
と
で
あ
る
。
「
抬
頭
勢
」
と
「
奮
筆
勢
」
は
、
縦
画
と
横
画
で
あ
る
が

策
を
も
と
に
し
て
「
緊
策
」
と
「
険
策
」
と
い
う
用
筆
が
生
ま
れ
、
両
方
と
も
に

起
筆
の
切
れ
味
と
鋭
さ
を
求
め
る
用
筆
法
で
あ
る
。 

『
玉
堂
禁
経
』
「
用
筆
法
」
で
は
、
張
懐
瓘
は
〈
勢
〉
の
生
成
に
用
筆
の
重
要

さ
を
唱
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
は
九
つ
の
用
筆
を
取
り
上
げ
、
用
い
れ
ば

〈
勢
〉
が
生
じ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。 

 

又
た
用
筆
腕
下
起
伏
の
法
有
り
、
用
い
れ
ば
則
ち
勢
有
り
、
字
に
常
形
無
し
。 

一
、
頓
筆
を
曰
う
。 

摧
鋒
の
驟
衄
、
是
な
り
。
則
ち
努
法
の
下
脚
、
之
を
用

う
。 二

、
挫
筆
を
曰
う 

挨
鋒
の
捷
進
、
是
な
り
。
下
三
点
、
皆
之
を
用
う
。 

三
、
馭
鋒
を
曰
う
。
直
撞
、
是
な
り
。
点
の
物
を
連
め
る
あ
る
は
則
ち
暗
筑
と

名
づ
く
、
目
、
其
、
是
な
り
。 

四
、
蹲
鋒
を
曰
う
。
緩
毫
の
蹲
節
、
軽
重
に
準
有
り
、
是
な
り
。
一
、
乙
な
ど

之
を
用
う
。 

五
、
足存
鋒
を
曰
う
。
駐
筆
の
下
衄
、
是
な
り
。
夫
れ
趯
者
有
り
、
必
ず
先
に
之

を
足存
し
、
刀
、
冖
是
な
り
。 

六
、
衄
鋒
を
曰
う
。
住
鋒
の
暗
挼
、
是
な
り
。
烈
、
火
、
之
を
用
う
。 
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七
、
趯
鋒
を
曰
う
。
緊
御
の
渋
進
、
錐
画
石
が
如
し
、
是
な
り
。 

八
、
按
鋒
を
曰
う
。
囊
鋒
の
虚
闊
、
章
草
の
磔
法
、
之
を
用
う
。 

九
、
揭
筆
を
曰
う
。
側
鋒
の
平
発
。
人
、
天
の
脚
、
是
な
り
。
鳥
爪
の
形
如
し
。 

（
又
有
用
筆
腕
下
起
伏
之
法
、
用
則
有
勢
、
字
無
常
形
。 

一
曰
頓
筆 

摧
鋒
驟
衄
是
也
。
則
努
法
下
腳
用
之
。 

二
曰
挫
筆 

挨
鋒
捷
進
是
也
。
下
三
點
皆
用
之
。 

三
曰
馭
鋒 

直
撞
是
也
。
有
點
連
物
則
名
暗
筑
。
目
、
其
是
也
。 

四
曰
蹲
鋒 

緩
毫
蹲
節
、
輕
重
有
準
是
也
。
一
、
乙
等
用
之
。 

五
曰
足存
鋒 

駐
筆
下
衄
是
也
。
夫
有
趯
者
、
必
先
足存
之
、
刀
、
冖
是
也
。 

六
曰
衄
鋒 

住
鋒
暗
挼
是
也
。
烈
火
用
之
。 

七
曰
趯
鋒 

緊
御
澀
進
、
如
錐
畫
石
是
也
。 

八
曰
按
鋒 

囊
鋒
虛
闊
、
章
草
磔
法
用
之
。 

九
曰
揭
筆 

側
鋒
平
發
。
人
、
天
腳
是
也
。
如
鳥
爪
形
。） 

 

用
筆
の
「
腕
下
起
伏
の
法
」
を
用
い
れ
ば
、
〈
勢
〉
が
生
じ
る
。
こ
の
「
腕
下

起
伏
の
法
」
と
は
、
つ
ま
り
九
種
類
の
用
筆
法
で
あ
る
。
「
五
勢
」
と
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
が
、「
腕
下
起
伏
の
法
」
は
、
字
形
を
通
じ
て
用
筆
を
示
す
こ
と
で
な
く
、

腕
の
運
用
が
用
筆
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
指
す
。
「
五
勢
」
は
、
点
画
の
形

態
を
成
す
た
め
に
対
応
す
る
用
筆
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

「
腕
下
起
伏
の
法
」
は
、
腕
の
運
用
に
よ
っ
て
筆
鋒
の
使
い
方
を
説
明
す
る
こ

と
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
字
形
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
筆
鋒
の
使
い
方
や
運
筆

の
緩
急
軽
重
と
の
関
連
が
あ
る
の
で
、
「
腕
下
起
伏
の
法
」
は
、
あ
る
点
画
を
成

す
た
め
の
用
筆
法
と
い
う
よ
り
、
腕
に
よ
っ
て
筆
鋒
の
運
用
や
リ
ズ
ム
の
生
成
と

関
連
が
あ
る
。
腕
下
起
伏
の
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
〈
勢
〉
と
は
、

〈
筆
勢
〉
を
指
す
の
で
あ
る
。 

 

前
述
し
た
用
例
の
「
五
勢
」
と
「
腕
下
起
伏
の
法
」
を
も
と
に
し
て
合
わ
せ
て

み
る
と
、
十
一
種
類
の
点
画
の
〈
勢
〉
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
烈
火

異
勢
」、「
散
水
異
法
」、「
勒
法
異
勢
」、「
策
変
異
勢
」、「
三
画
異
勢
」、「
啄
展
異

勢
」、「
乙
脚
異
勢
」、「
宀
頭
異
勢
」、「
倚
戈
異
勢
」、「
頁
脚
異
勢
」、「
垂
針
異
勢
」

の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
「
散
水
」
が
〈
法
〉
と
つ
な
が
っ
て
い
る
以
外
、
他
は

み
な
〈
勢
〉
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
用
例
は
、
点
画
を
範
例
と
し
て
こ
の
点
画
の

三
、
四
種
類
の
形
態
を
並
べ
て
互
い
の
相
違
を
見
分
け
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
中
、
「
勒
法
異
勢
」
、
「
策
変
異
勢
」、
「
啄
展
異
勢
」
、「
倚
戈
異
勢
」
は
永

字
八
法
の
「
勒
」
、「
策
」
、「
啄
」
、
「
戈
」
に
関
連
し
、「
烈
火
異
勢
」
と
「
散
水

異
法
」
は
、「
腕
下
起
伏
の
法
」
の
「
衄
鋒
」
と
「
挫
筆
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

「
三
画
異
勢
」
は
、「
五
勢
」
の
「
奮
筆
勢
」
と
関
係
が
あ
り
、「
乙
脚
異
勢
」
と

「
宀
頭
異
勢
」
は
、「
蹲
鋒
」
と
「
足存
鋒
」
と
類
似
し
て
い
る
。「
頁
脚
異
勢
」
は
、

頁
の
字
に
よ
っ
て
横
線
の
配
列
と
縦
線
の
呼
応
を
強
調
し
、「
垂
針
異
勢
」
は
、「
垂

露
」
と
「
懸
針
」
と
の
違
い
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
十
一
種
類
の
〈
勢
〉
を
成
す
要
因
は
、
お
も
に
二
つ
の
点
が
あ
る
。
す
な
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わ
ち
用
筆
と
書
体
で
あ
る
。
用
筆
に
よ
っ
て
点
画
の
形
態
の
違
い
を
成
す
の
は
明

ら
か
で
あ
り
、
そ
の
上
、
真
書
、
行
書
、
草
書
と
い
う
書
体
の
違
い
は
点
画
の
形

態
に
も
影
響
を
与
え
る
。
こ
の
中
に
、
王
羲
之
、
鍾
繇
、
張
芝
の
書
を
手
本
と
す

る
論
説
を
通
し
て
、
当
時
こ
の
三
人
の
書
を
理
想
の
美
と
し
て
求
め
て
い
た
こ
と

が
見
出
さ
れ
る
。 

用
筆
は
、
点
画
の
〈
形
〉
と
用
筆
の
〈
勢
〉
を
生
む
手
段
で
あ
る
。
〈
形
〉
に

と
っ
て
、
用
筆
は
〈
形
〉
を
成
さ
せ
る
た
め
の
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、〈
形
〉
に
は
力
量
が
含
ま
れ
、
書
く
跡
も
明
晰
に
記
録
さ
れ
る
。〈
勢
〉

に
と
っ
て
、
筆
使
い
は
〈
勢
〉
を
導
く
作
用
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
方
法
に

よ
っ
て
、
速
度
の
軽
重
緩
急
が
生
じ
、
起
筆
と
終
筆
と
の
間
に
筆
使
い
の
呼
応
も

生
じ
る
。 

横
線
、
縦
線
、
点
と
い
っ
た
点
画
の
一
部
分
の
形
態
で
あ
ろ
う
と
、
永
と
い
う

一
字
を
範
囲
と
す
る
点
画
の
形
態
で
あ
ろ
う
と
、
み
な
一
定
の
用
筆
に
従
っ
た
上

で
点
画
の
形
態
を
作
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
用
筆
は
、
点
画
の
形
態
を
成
す
の

み
な
ら
ず
、
書
か
れ
た
点
画
の
形
態
の
中
に
書
く
過
程
の
軌
跡
、
緩
急
、
軽
重
と

い
う
変
化
を
残
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
変
化
に
よ
っ
て
、
対
比
、

呼
応
、
対
照
、
相
関
の
つ
な
が
り
が
生
じ
る
。
こ
の
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
、
書

は
美
的
な
作
品
と
し
て
味
わ
う
に
値
す
る
も
の
に
な
る
。
単
に
点
画
の
中
に
変
化

や
生
動
を
感
じ
る
の
は
、
用
筆
を
使
う
か
ら
で
あ
る
。
張
懐
瓘
は
、
こ
の
生
動
を

得
る
た
め
に
、〈
法
〉
を
理
解
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
。『
六
体
書
論
』
に
は
、
こ

う
書
か
て
い
る
。 

 

夫
れ
射
法
な
る
者
を
得
れ
ば
、
箭
は
乃
ち
端
し
く
て
遠
く
、
近
を
用
い
れ
ば
物

に
中
り
て
深
く
入
り
、
勢
を
為
す
に
余
り
有
り
。
法
な
る
者
を
得
ざ
れ
ば
、
箭

乃
ち
掉
ち
て
近
く
、
物
且
つ
中
ら
ず
、
固
に
入
り
て
深
か
ら
ず
、
勢
を
為
す
も

以
て
尽
く
。
然
る
に
筆
を
執
る
も
亦
た
法
有
り
。
若
し
筆
を
執
こ
と
浅
く
し
て

腕
堅
勁
な
れ
ば
、
三
寸
を
掣
い
て
一
寸
に
紙
に
著
き
、
勢
余
り
有
り
。
若
し
筆

を
執
る
こ
と
深
く
し
て
腕
牽
束
な
れ
ば
、
三
寸
を
牽
い
て
一
寸
に
紙
に
著
く
も
、

勢
以
て
尽
く
。
其
の
故
は
何
ぞ
や
。
筆
は
指
の
端
に
在
れ
ば
、
則
ち
掌
は
虚
に

し
て
運
動
し
、
適
意
に
騰
躍
し
て
頓
挫
し
、
生
気
在
り
。
筆
は
半
指
に
居
れ
ば

則
ち
掌
は
実
に
し
て
、
樞
転
ぜ
ざ
る
が
如
く
、
掣
豈
に
自
由
に
な
ら
ん
や
。
転

折
、
回
旋
は
、
乃
ち
棱
角
を
成
し
、
筆
既
に
死
す
、
寧
ろ
字
の
生
動
を
望
む
。 

（
夫
得
射
法
者
、
箭
乃
端
而
遠
、
用
近
則
中
物
而
深
入
、
為
勢
有
餘
矣
。
不
得

法
者
、
箭
乃
掉
而
近
、
物
且
不
中
、
入
固
不
深
、
為
勢
以
盡
矣
。
然
執
筆
亦
有

法
、
若
執
筆
淺
而
腕
堅
勁
、
掣
三
寸
而
一
寸
著
紙
、
勢
有
餘
矣
。
若
執
筆
深
而

腕
牽
束
、
牽
三
寸
而
一
寸
著
紙
、
勢
以
盡
矣
。
其
故
何
也
、
筆
在
指
端
、
則
掌

虛
運
動
、
適
意
騰
躍
頓
挫
、
生
氣
在
焉
。
筆
居
半
指
則
掌
實
、
如
樞
不
轉
、
掣

豈
自
由
、
轉
折
回
旋
、
乃
成
棱
角
。
筆
既
死
矣
、
寧
望
字
之
生
動
。） 

 

矢
を
放
つ
と
い
う
喩
え
に
よ
っ
て
、
執
筆
の
位
置
や
腕
の
運
用
を
解
く
。
見
事
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に
的
中
す
る
た
め
、
正
確
な
技
巧
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
射
法
で
あ
る
。
射
法

を
会
得
し
て
は
じ
め
て
、
力
強
く
て
着
実
に
的
中
す
る
こ
と
が
で
き
、
〈
勢
〉
が

十
分
に
あ
ら
わ
れ
る
。
逆
に
命
中
で
き
な
い
な
ら
、
〈
力
〉
や
〈
勢
〉
が
弱
く
な

っ
て
し
ま
う
。
射
法
に
つ
い
て
文
中
に
詳
し
い
説
明
は
な
い
が
、
〈
勢
〉
を
最
大

限
に
生
か
す
た
め
に
射
法
の
重
要
性
を
唱
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
執
筆
の
位
置
や
腕
の
運
用
は
、
〈
勢
〉
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
張
懐
瓘
は

執
筆
を
「
執
筆
浅
、
腕
堅
勁
」
と
「
執
筆
深
、
腕
牽
束
」
に
分
け
て
い
る
。 

「
執
筆
浅
」
と
は
、
指
先
で
筆
を
執
っ
て
手
の
平
が
虚
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、

動
き
が
思
い
通
り
に
敏
捷
に
な
り
、
〈
勢
〉
が
十
分
に
あ
ら
わ
れ
る
。
逆
に
指
で

筆
を
執
っ
て
手
の
平
が
実
に
な
っ
て
し
ま
い
、
手
の
動
き
が
自
由
に
運
用
で
き
ず

に
鈍
く
な
っ
て
し
ま
う
と
〈
勢
〉
が
衰
え
る
。
こ
れ
が
「
執
筆
深
」
で
あ
る
。 

「
執
筆
深
」
に
よ
っ
て
用
筆
が
死
ぬ
と
い
う
、
自
由
に
運
用
で
き
な
い
状
態
に

な
る
の
で
、
字
は
生
動
に
な
ら
な
い
。
〈
勢
〉
を
活
発
に
生
か
す
た
め
に
、
必
ず

「
執
筆
浅
」
と
い
う
執
筆
法
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
執
筆
法
と
〈
勢
〉

と
の
直
接
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。
唐
の
韓
方
明
『
授
筆
要
說
』
に
も
、
執
筆
法
に

関
す
る
論
が
あ
る
。 

 

夫
れ
執
筆
は
便
穩
に
在
り
、
用
筆
は
軽
健
に
在
り
。
故
に
軽
な
れ
ば
須
ら
く
沉

な
り
、
便
な
れ
ば
須
ら
く
渋
な
り
、
蔵
鋒
を
謂
う
な
り
。
渋
な
ら
ざ
れ
ば
険
勁

の
状
は
由
無
く
生
ず
る
な
り
。

太
は
な
は

だ
流
に
す
れ
ば
便
ち
浮
滑
を
成
し
、
浮
滑

な
れ
ば
則
ち
是
れ
俗
を
為
す
な
り
。
故
に
毎
に
点
画
は
須
ら
く
筆
法
に
依
り
、

然
る
に
始
め
て
書
と
称
す
べ
し
。 

（
夫
執
筆
在
乎
便
穩
、
用
筆
在
乎
輕
健
。
故
輕
則
須
沉
、
便
則
須
澀
、
謂
藏
鋒

也
。
不
澀
則
險
勁
之
狀
無
由
而
生
也
。
太
流
則
便
成
浮
滑
、
浮
滑
則
是
為
俗
也
。

故
每
點
畫
須
依
筆
法
、
然
始
稱
書
。
） 

 

執
筆
―
〈
便
穏
〉、
用
筆
―
〈
軽
健
〉
と
い
う
つ
な
が
り
に
結
び
付
け
て
い
る
。

〈
便
穏
〉
と
は
、
便
利
穏
当
の
こ
と
で
あ
る
。
〈
軽
健
〉
と
は
敏
捷
剛
健
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
具
体
的
な
執
筆
法
を
示
し
て
い
な
い
が
、
自
ら
の
執
筆
の
都

合
に
応
じ
て
便
利
穏
当
に
な
れ
ば
、
妥
当
な
執
筆
法
で
あ
る
。 

〈
軽
健
〉
と
〈
便
穏
〉
の
も
と
、
〈
沉
〉
と
〈
渋
〉
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ

の
〈
軽
〉
―
〈
沉
〉、〈
便
〉
―
〈
渋
〉
は
、
相
対
的
な
関
係
で
あ
る
。
用
筆
の
〈
軽
〉

と
執
筆
の
〈
便
〉
を
用
い
る
と
、
次
第
に
流
暢
で
滑
ら
か
な
流
れ
が
生
じ
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
流
れ
に
乗
り
す
ぎ
て
し
ま
う
と
〈
流
〉
に
な
り
、
〈
浮
滑
〉
の
欠

点
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
〈
沉
〉
と
〈
渋
〉
と
い
う
〈
軽
〉
と
〈
便
〉
と
の

相
対
的
な
概
念
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
片
面
に
傾
か
な
い
示
唆
を
唱
え
て
い

る
。 〈

沉
〉
と
〈
渋
〉
を
あ
ら
わ
す
具
体
的
な
用
筆
は
、
蔵
鋒
で
あ
る
。
蔵
鋒
を
用

い
る
と
、〈
浮
滑
〉
と
〈
俗
〉
を
避
け
、〈
険
勁
〉
の
表
現
が
生
じ
う
る
。
文
末
の

考
え
方
に
よ
っ
て
、
ど
の
点
画
に
し
て
も
、
そ
の
点
画
を
成
す
筆
法
を
使
わ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。
〈
険
勁
〉
、
〈
沉
〉
、
〈
渋
〉
と
い
っ
た
用
筆
に
よ
っ
て
現
わ
れ
た

表
現
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
。 

用
筆
は
、
点
画
を
書
く
方
法
で
あ
る
。
筆
を
用
い
て
文
字
を
書
く
場
合
、
水
平

と
上
下
の
複
合
の
動
き
の
変
化
に
よ
っ
て
、
点
画
の
線
質
や
字
形
が
同
時
に
表
現

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
書
の
場
合
に
は
、
空
間
的
な
形
態
と
時
間
的
な
力
動
性

を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
空
間
的
な
形
態
は
、
具
体
的
な
姿

や
形
状
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
点
画
や
字
形
の
形
態
や
姿
態
を
指
す
。
時
間
的
な

力
動
性
と
は
、
時
間
の
順
序
性
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
連
続
す
る
よ
う
な
過
程
が

生
ま
れ
、
そ
し
て
そ
の
過
程
を
生
む
と
と
も
に
、
生
き
生
き
と
す
る
表
現
も
生
ま

れ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

二
、
文
字
の
〈
形
〉
と
配
置
の
〈
勢
〉 

 

張
懐
瓘
は
『
論
用
筆
十
法
』
に
、
字
の
〈
形
〉
に
よ
っ
て
〈
勢
〉
を
生
成
す
る

論
に
つ
い
て
は
二
点
を
取
り
上
げ
て
い
る
。 

 

偃
仰
向
背 

両
字
を
並
べ
一
字
と
為
す
を
謂
う
。
須
ら
く
点
画
の
上
下
、
偃
仰
、

離
合
の
勢
を
求
め
る
べ
し
。 

（
偃
仰
向
背 

謂
兩
字
並
為
一
字
。
須
求
點
畫
上
下
偃
仰
離
合
之
勢
。
） 

 

「
偃
仰
向
背
」
と
は
、
二
字
を
一
字
と
し
て
見
て
、
互
い
の
関
係
が
、
字
間
が

離
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
上
下
の
流
れ
は
途
切
れ
な
い
こ
と
を
い
う
。
「
偃
」
と

「
仰
」
、
「
向
」
と
「
背
」
は
、
点
画
の
横
線
と
縦
線
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。

「
偃
」
と
「
仰
」
と
は
、
ふ
せ
て
膨
ら
む
横
線
と
あ
お
い
で
凹
む
横
線
を
指
し
、

す
な
わ
ち
「（
」
と
「
）」
の
よ
う
で
あ
る
。 

「
偃
」
と
「
仰
」
に
よ
っ
て
、
横
線
は
た
だ
形
の
変
化
を
生
む
の
み
な
ら
ず
、

相
互
の
関
係
が
結
び
つ
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
関
係
は
、
つ
ま
り
平
ら
の
横
線
の

配
列
が
「
偃
」
と
「
仰
」
に
よ
っ
て
、
互
い
に
向
か
う
と
背
く
と
の
つ
な
が
り
に

結
び
付
け
ら
れ
る
。
も
と
も
と
つ
な
が
り
が
薄
い
平
ら
な
横
線
は
、
呼
応
や
対
応

な
ど
の
つ
な
が
り
を
深
め
る
配
列
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
偃
」、「
仰
」、「
平
」

ら
の
横
線
に
よ
っ
て
、
九
つ
の
組
み
合
わ
せ
が
で
き
、
も
し
点
画
の
長
短
大
小
、

運
筆
の
緩
急
遅
速
、
墨
色
の
濃
淡
乾
湿
な
ど
の
要
素
を
加
え
て
み
れ
ば
、
数
え
切

れ
な
い
ほ
ど
変
化
の
豊
富
さ
が
あ
ら
わ
れ
る
。 

こ
こ
で
は
、「
偃
」
と
「
仰
」
を
中
心
と
し
、
主
に
「（
」
と
「
）」、「
）」
と
「（
」

と
の
組
み
合
わ
せ
に
帰
納
さ
れ
る
。
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
縦
線
は
、「
向
」
と
「
背
」

の
つ
な
が
り
が
作
ら
れ
る
。「
向
」
と
「
背
」
は
、
互
い
に
向
き
合
っ
た
り
背
い

た
り
す
る
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
互
い
に
対
応
し
た
り
抵
抗
し
た
り
す
る
関
係

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
偃
仰
向
背
」
と
は
、
縦
線
と
横
線
が
ア
ー
チ
の
よ
う
に

曲
が
っ
た
様
子
に
よ
っ
て
、
互
い
覆
っ
て
呼
応
し
た
り
背
い
て
抵
抗
し
た
り
す
る

働
き
を
効
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
働
き
が
生
じ
る
と
と
も
に
、
点
画
間
、
字
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間
に
は
互
い
の
繋
が
り
が
結
び
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
働
き
に
よ
っ
て

生
じ
た
繋
が
り
を
続
け
さ
せ
る
た
め
に
、
対
応
す
る
手
段
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
対
応
す
る
手
段
が
、
す
な
わ
ち
「
偃
仰
向
背
」
で
あ
る
。 

張
懐
瓘
は
「
偃
仰
向
背
」
に
つ
い
て
二
点
を
提
起
し
て
い
る
。
二
つ
の
字
を
一

つ
の
字
と
し
て
考
え
、
そ
し
て
「
上
下
」、「
偃
仰
」
、「
離
合
」
と
い
う
〈
勢
〉
を

求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
い
く
つ
の
文
字
を
一
つ
の
範
囲
と
し
て
考
え
る
視
点
は
、

文
字
の
意
味
を
読
む
と
い
う
制
約
よ
り
抽
出
し
、
文
字
自
体
の
配
置
に
目
を
向
け

る
よ
う
に
な
る
。 

こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
視
覚
的
な
流
れ
に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
上
下
」、「
偃

仰
」
、
「
離
合
」
と
い
う
相
互
に
呼
応
し
た
り
分
離
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
字
と
し
て
定
め
ら
れ
た
流
れ
を
、
さ
ら
に
二
、
三
字
ま
で
伸
ば
す
こ
と
が
で
き

る
。
張
懐
瓘
が
考
え
た
〈
勢
〉
は
、
流
暢
か
つ
呼
応
の
性
質
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。

「
向
背
」
に
つ
い
て
欧
陽
詢
『
三
十
六
法
』
に
は
、 

 

向
背
、
字
に
相
向
う
者
有
り
、
相
背
く
者
あ
り
、
各
々
体
勢
有
り
て
、
差
錯
す

べ
か
ら
ず
。
相
向
う
は
、
卯
、
好
、
知
、
和
の
類
の
如
き
是
れ
な
り
。
相
背
く

は
北
、
兆
、
肥
、
根
の
類
の
如
き
、
是
な
り
。 

（
向
背 

字
有
相
向
者
、
有
相
背
者
、
各
有
體
勢
、
不
可
差
錯
。
相
向
如
卯
、

好
、
知
、
和
之
類
是
也
。
相
背
如
北
、
兆
、
肥
、
根
之
類
是
也
。
） 

 

と
書
か
れ
て
い
る
。
「
向
背
」
は
、
縦
線
の
左
右
の
配
列
関
係
よ
り
字
形
の
結
体

の
関
係
ま
で
伸
び
る
。
例
文
の
字
例
は
、
み
な
左
右
で
組
み
立
て
ら
れ
る
字
形
を

中
心
と
し
、「
相
向
」
と
「
相
背
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。 

「
相
向
」
と
「
相
背
」
は
、
互
い
に
向
き
合
っ
た
り
背
を
向
け
た
り
す
る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
顔
を
合
わ
せ
て
互
い
に
向
き
合
う
様
子
と
背
中
を
合
わ
せ

て
互
い
に
背
く
こ
と
で
あ
る
。
字
体
の
「
相
向
」
と
「
相
背
」
と
は
、
文
字
の
構

造
を
擬
人
化
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。 

「
相
向
」
と
「
相
背
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
字
形
を
、
欧
陽
詢
は
〈
体
勢
〉

と
呼
ん
で
い
る
。
「
相
向
」
の
〈
体
勢
〉
は
、
互
い
に
向
き
合
う
の
で
、
や
や
丸

み
が
あ
っ
て
左
右
が
外
に
膨
ら
む
傾
向
が
あ
る
一
方
、「
相
背
」
の
〈
体
勢
〉
は
、

互
い
に
背
き
合
っ
て
、
内
側
に
反
る
傾
向
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
一

字
自
体
は
、
「
相
向
」
と
「
相
背
」
に
よ
っ
て
融
合
し
た
り
抵
抗
し
た
り
す
る
働

き
が
生
じ
る
。『
書
譜
』
に
お
け
る
「
向
」
と
「
背
」
は
点
画
の
こ
と
で
あ
る
と

書
か
れ
て
い
る
。 

 

用
と
は
、
点
画
を
謂
う
、
向
背
の
類
是
れ
な
り
。 

（
用
謂
點
畫
、
向
背
之
類
是
也
。
） 

 
心
の
思
い
を
伝
え
る
た
め
に
、
具
体
的
な
用
筆
は
「
執
」、「
使
」、「
転
」、「
用
」

と
分
類
さ
れ
て
い
る
（
注
４
）
。「
用
」
は
、
点
画
の
「
向
」
と
「
背
」
を
指
す
。「
向
」
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と
「
背
」
に
よ
っ
て
、
点
画
は
単
な
る
形
態
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
点
画
間
の

つ
な
が
り
も
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

張
懐
瓘
『
論
用
筆
十
法
』
と
欧
陽
詢
『
三
十
六
法
』
の
論
点
を
合
わ
せ
る
と
、

「
向
」
と
「
背
」
は
点
画
間
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
、
「
上
下
」
、
「
偃
仰
」
を
加
え

て
は
じ
め
て
一
字
は
一
単
位
と
し
て
凝
集
し
て
一
行
を
続
け
て
い
く
が
で
き
る
。

こ
の
上
、
下
、
左
、
右
が
順
送
り
に
し
た
が
っ
て
途
切
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

す
な
わ
ち
「
橫
豎
相
向
」
、「
明
媚
相
承
」
で
あ
ろ
う
。 

 

◆
東
晋 

王
羲
之 

『
書
論
』 

一
字
を
作
り
、
橫
豎
相
い
向
か
う
。
一
行
を
作
り
、
明
媚
相
い
承
く
。 

（
作
一
字
、
橫
豎
相
向
。
作
一
行
、
明
媚
相
承
。
） 

 

「
橫
豎
」
は
、
横
線
と
縦
線
と
い
う
一
字
を
構
成
す
る
基
本
の
点
画
で
あ
る
。

こ
の
異
な
る
方
向
性
の
点
画
を
互
い
に
合
わ
せ
る
た
め
、
呼
応
す
る
用
筆
を
用
い

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
一
字
の
呼
応
で
こ
の
一
貫
し
た
脈
絡
を
保
っ
て
一
行
ま

で
伸
ば
す
こ
と
は
、
「
明
媚
相
承
」
で
あ
る
。
用
例
の
構
造
は
、
対
句
法
で
あ
る

か
ら
、「
橫
豎
相
向
」
と
「
明
媚
相
承
」
と
は
、
並
べ
て
対
照
す
る
意
味
を
持
つ
。

「
橫
豎
」
は
違
う
方
向
性
を
持
つ
点
画
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
性
質
に
属

す
る
矛
盾
す
る
概
念
で
あ
る
。
「
相
向
」
の
働
き
を
加
え
、
も
と
も
と
つ
な
が
り

が
薄
か
っ
た
「
橫
」
と
「
豎
」
と
は
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
。「
橫
豎
」
と
「
明

媚
」
と
は
相
対
し
て
い
る
か
ら
、
同
じ
矛
盾
の
性
質
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
明
媚
」
は
そ
う
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
な
い
。 

「
明
媚
」
は
、
あ
ざ
や
か
で
美
し
い
さ
ま
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
物
事
の
あ
り
さ

ま
の
美
し
さ
を
あ
ら
わ
す
意
味
を
持
つ
。
こ
の
意
味
で
は
、
「
橫
豎
」
と
並
立
す

る
の
は
難
し
い
。「
相
向
」
と
「
相
承
」
と
を
対
応
す
る
こ
と
も
難
し
い
。「
明
媚

相
承
」
は
「
明
晦
相
承
」
で
あ
る
と
推
測
す
る
。 

「
明
晦
」
と
は
、
明
る
い
こ
と
と
暗
い
こ
と
で
あ
り
、
「
明
暗
」
と
類
似
し
て

互
い
に
矛
盾
し
て
い
る
性
質
を
持
つ
。
一
行
の
「
明
晦
」
は
、
字
間
の
上
と
下
、

左
と
右
、
内
と
外
の
部
分
で
あ
る
。
「
相
承
」
が
互
い
に
受
け
て
呼
応
す
る
要
素

を
加
え
て
み
れ
ば
、
「
明
晦
相
承
」
と
は
、
点
画
の
長
短
、
方
向
、
位
置
な
ど
が

互
譲
と
相
応
に
よ
っ
て
衝
突
や
単
調
を
避
け
て
変
化
と
統
一
と
を
遂
げ
、
全
体
と

し
て
調
和
の
美
し
い
行
間
を
構
成
す
る
方
法
で
あ
る
。 

用
例
は
、
「
明
晦
相
承
」
の
方
が
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
一
字
か
ら

一
行
ま
で
、
相
互
に
生
か
し
あ
い
な
が
ら
と
も
に
成
立
し
、
不
分
離
の
関
係
に
な

る
の
は
、
譲
り
合
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
考
え
方
は
、
王
羲
之
の

書
論
に
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
。 

 

◆
東
晋 

王
羲
之 

『
書
論
』 

夫
れ
書
の
字
、
平
正
安
穏
を
貴
び
、
先
ず
用
筆
を
須
う
。
偃
有
り
仰
有
り
、
欹

有
り
側
有
り
斜
有
り
。
或
い
は
小
に
し
或
い
は
大
に
し
て
、
或
い
は
長
に
し
或
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い
は
短
に
す
。 

（
夫
書
字
貴
平
正
安
穩
、
先
須
用
筆
。
有
偃
有
仰
、
有
欹
有
側
有
斜
。
或
小
或

大
、
或
長
或
短
。
） 

 

◆
東
晋 

王
羲
之 
『
題
衛
夫
人
筆
陣
図
後
』 

字
形
の
大
小
、
偃
仰
、
平
直
、
振
動
を
預
想
し
、
筋
脈
を
し
て
相
い
連
ら
せ
し

め
、
意
筆
前
に
在
り
、
然
る
に
後
に
字
を
作
る
。 

（
預
想
字
形
大
小
、
偃
仰
、
平
直
、
振
動
、
令
筋
脈
相
連
、
意
在
筆
前
、
然
後

作
字
。
） 

 

◆
東
晋 

王
羲
之 

『
筆
勢
論
十
二
章
』「
視
形
章
第
三
」 

形
を
視
て
体
を
象
り
、
貌
を
変
え
て
猶
お
同
じ
な
り
、
勢
を
逐
い
顏
を
瞻
、
高

低
に
趣
き
有
り
、
点
画
を
分
均
し
、
遠
近
を
相
い
須
つ
。 

（
視
形
象
體
、
變
貌
猶
同 

。
逐
勢
瞻
顏
、
高
低
有
趣
。
分
均
點
畫
、
遠
近
相

須
。
） 

 
 

◆
東
晋 

王
羲
之 

『
筆
勢
論
十
二
章
』「
開
要
章
第
九
」 

 

夫
れ
字
を
作
る
の
勢
は
、
飾
り
甚
だ
難
き
為
り
。
鋒
銛
來
去
の
則
、
反
復
還
往

の
法
、
精
熟
尋
察
に
し
て
、
然
る
に
後
に
筆
を
下
す
。 

（
夫
作
字
之
勢
飾
甚
為
難
、
鋒
銛
來
去
之
則
、
反
復
還
往
之
法
、
在
乎
精
熟
尋
察
、

然
後
下
筆
。
） 

 

ま
た
、
南
朝
隋
の
智
果
の
『
心
成
頌
』
に
も
、 

  
 

 

覃
精
一
字 

功
は
自
か
ら
盈
虚
を
得
る
に
歸
す
。
向
背
、
仰
覆
、
垂
縮
、
回
互
、

失
わ
ざ
る
な
り
。 

 

統
視
連
行 

妙
は
相
い
起
復
を
承
く
る
に
在
り
。
行
行
皆
な
相
い
映
帶
し
、
聯

属
し
て
背
違
せ
ざ
る
な
り
。 

  

（
覃
精
一
字 

功
歸
自
得
盈
虛
、
向
背
、
仰
覆
、
垂
縮
、
回
互
不
失
也
。 

統
視
連
行 

妙
在
相
承
起
復
、
行
行
皆
相
映
帶
、
聯
屬
而
不
背
違
也
。
） 

 と
あ
る
。「
欹
側
」、「
長
短
」、「
大
小
」、「
偃
仰
」、「
平
直
」、「
振
動
」、「
起
伏
」、

「
高
低
」、「
遠
近
」、「
方
円
」、「
来
去
」、「
還
往
」
と
い
う
語
は
、
互
い
に
対
立

衝
突
し
、
生
か
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
的
な
調
和
を
求
め
る
概
念
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
譲
り
合
い
の
こ
と
で
あ
る
。 

こ
う
い
う
全
体
的
な
調
和
は
、
つ
ま
り
変
化
と
統
一
の
融
合
で
あ
る
。
も
し
譲

り
合
い
の
概
念
が
絶
妙
な
調
和
を
取
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
平
板
無
味
に
な
っ
て
し

ま
う
。
こ
の
平
板
無
味
は
、「
算
子
」
と
呼
ば
れ
る
。 

 

◆
東
晋 
王
羲
之 

『
題
衛
夫
人
筆
陣
図
後
』 
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若
し
平
直
相
い
似
て
、
状
は
算
子
の
如
く
、
上
下
方
整
、
前
後
斉
平
な
れ
ば
、

便
ち
是
れ
書
に
あ
ら
ず
、
但
だ
其
の
点
画
を
得
る
の
み
。 

（
若
平
直
相
似
、
状
如
算
子
、
上
下
方
整
、
前
後
齊
平
、
便
不
是
書
、
但
得
其

點
畫
耳
。
） 

 

「
平
直
」
、
「
上
下
」
、
「
前
後
」
は
、
相
対
的
な
概
念
で
あ
る
。
「
相
似
」
、
「
方

整
」
、
「
斉
平
」
は
、
一
様
に
そ
ろ
っ
て
い
る
整
然
さ
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
あ
る
。

「
平
直
」
、
「
上
下
」
、
「
前
後
」
は
、
変
化
を
生
む
要
素
で
あ
り
、
「
相
似
」
、「
方

整
」
、「
斉
平
」
は
、
統
一
を
現
わ
す
要
素
で
あ
る
。
変
化
と
統
一
が
共
に
そ
な
わ

っ
て
い
る
と
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
変
化
を
生
じ
さ
せ
る
な
ら
ば
は
、
統

一
を
現
わ
す
要
素
に
縛
ら
れ
、
統
一
し
か
表
現
で
き
な
い
場
合
に
は
、
お
そ
ら
く

単
調
、
平
凡
に
な
り
が
ち
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
平
直
」
、「
上
下
」
、「
前
後
」
が
持
つ
作
用
は
、「
相
似
」、「
方
整
」、「
斉
平
」

に
束
縛
さ
れ
る
か
ら
、
変
化
の
要
素
が
働
か
な
く
な
っ
て
全
体
を
活
性
化
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
衝
突
、
対
立
の
要
素
が
失
わ
れ
て
、

見
た
目
の
一
様
や
整
然
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
た
だ
変
化
が
な
い
局

部
の
統
一
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
変
化
を
含
ん
で
全
体
の
統
一
と
は
言
え
な

い
。 『

題
衛
夫
人
筆
陣
図
後
』
に
お
い
て
、
「
点
画
」
と
「
書
」
と
に
分
け
ら
れ
て

い
る
。「
点
画
」
と
「
書
」
の
違
い
は
、
一
部
分
と
全
体
と
の
区
別
で
あ
る
。「
算

子
」
の
よ
う
な
字
に
は
、
一
字
や
一
点
画
の
整
然
さ
に
気
に
と
ら
れ
、
逆
に
字
間

と
点
画
間
と
の
つ
な
が
り
を
見
落
と
し
て
互
い
の
関
係
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て

し
ま
う
欠
点
が
あ
る
。
こ
う
い
う
分
散
し
て
ま
と
ま
ら
な
い
状
態
は
、
「
書
」
と

称
し
え
ず
、
た
だ
「
点
画
」
の
み
得
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
書
」
は
「
点
画
」
の
整
然
さ
が
要
ら
な
い
と
は
言
え
ず
、
却
っ
て
こ
の
一
部
分

の
整
然
さ
が
な
い
と
全
体
的
な
「
書
」
は
成
り
立
た
な
い
。 

王
羲
之
の
用
例
を
ま
と
め
る
と
、
〈
勢
〉
は
〈
形
〉
の
基
礎
に
よ
っ
て
築
か
れ

る
と
い
え
る
。〈
勢
〉
が
持
つ
流
動
性
や
継
続
性
は
、〈
形
〉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
形
〉
は
、
譲
り
合
い
と
い
う
衝
突
対
立
と
調
和
統
一
の
概

念
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
〈
形
〉
を
生
じ
さ
せ
る
手
段
は
、
用
筆
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
譲
り
合
い
の
あ
る
用
筆
に
よ
っ
て
、
互
い
呼
応
し
た
り
調
和
し
た
り
す

る
形
が
作
り
出
さ
れ
る
。
そ
の
上
に
、〈
勢
〉
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。〈
勢
〉
を

生
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
譲
り
合
い
の
要
素
を
持
つ
用
筆
が
、
要
点
で
あ
る
。 

『
題
衛
夫
人
筆
陣
図
後
』
の
に
一
段
落
は
、
こ
の
譲
り
合
い
の
用
筆
が
さ
ら
に

明
白
で
あ
る
。 

 

須
ら
く
前
を
緩
く
し
後
を
急
に
せ
ば
、
字
体
、
形
勢
、
状
は
龍
蛇
の
如
く
、
相

い
鉤
連
し
て
断
た
ず
。
。
仍
お
須
ら
く
棱
側
起
伏
す
れ
ば
、
用
筆
も
亦
た
斉
平

大
小
一
等
な
ら
し
む
る
を
得
ず
。 

（
須
緩
前
後
急
、
字
體
形
勢
、
状
如
龍
蛇
、
相
鈎
連
不
斷
、
仍
須
棱
側
起
伏
、

第三章 〈形〉と〈勢〉 



- 112 - 

 

用
筆
亦
不
得
使
齊
平
大
小
一
等
。
） 

 

字
体
が
途
切
れ
ず
、
互
い
に
絡
み
合
い
関
連
を
持
つ
〈
形
勢
〉
は
、
龍
と
蛇
と

い
う
曲
線
的
な
動
き
を
持
つ
生
物
の
印
象
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
特
有
の
曲
線

的
な
動
き
か
ら
考
え
る
と
、
字
間
、
行
間
は
左
右
に
滑
ら
か
に
移
動
し
つ
つ
、
素

早
い
動
き
で
進
み
続
け
る
よ
う
な
つ
な
が
り
が
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
従
う
と
、

全
て
の
文
字
が
「
均
斉
」、「
平
坦
」
、「
大
小
」
の
変
化
の
な
い
様
子
か
ら
免
れ
る

こ
と
が
で
き
、
緩
急
の
な
い
単
調
な
用
筆
を
も
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

点
画
、
字
形
、
行
間
が
離
れ
て
い
る
と
い
う
各
自
独
立
の
静
止
の
形
態
を
、
相

互
に
貫
い
て
結
び
つ
け
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
皮
切
り
と
し
、
〈
形
〉
と

〈
勢
〉
の
つ
な
が
り
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
つ
な
が
り
と
は
、
つ
ま
り
用
筆
の
「
緩

急
」
、「
強
弱
」、「
偃
仰
」
、
点
画
の
「
欹
側
」
、「
長
短
」
、「
平
直
」、「
方
円
」、
そ

し
て
字
体
の
「
大
小
」
と
い
っ
た
対
立
衝
突
の
要
素
に
よ
っ
て
、
変
化
と
統
一
と

を
遂
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、
も
し
そ
う
い
う
要
素
を
よ
く
生
か
せ
な
け
れ
ば
、

書
の
価
値
が
な
い
。
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
の
釣
り
合
い
は
、
書
の
価
値
に
な
る
か
ど

う
か
の
鍵
で
あ
る
。
南
朝
梁
の
陶
隠
居
は
、
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
の
関
係
に
つ
い
て

こ
う
述
べ
て
い
る
。 

 

◆
南
朝
梁 

『
梁
武
帝
与
陶
隠
居
論
書
九
首
』
「
陶
隠
居
論
書
啓
第
五
」 

阮
研
、
近
ご
ろ
一
人
の
研
の
書
を
学
ぶ
を
聞
き
、
遂
に
復
び
別
つ
べ
か
ら
ず
。

臣
、
廓
摹
の
得
り
所
を
比
ぶ
る
に
、
粗
く
字
形
を
写
す
と
雖
も
、
而
し
て
其
の

用
筆
迹
勢
を
復
す
る
無
し
。 

（
阮
研
、
近
聞
有
一
人
學
研
書
、
遂
不
復
可
別
。
臣
比
廓
摹
所
得
、
雖
粗
寫
字

形
、
而
無
復
其
用
筆
迹
勢
。
） 

 

陶
隠
居
は
、
阮
研
の
書
を
臨
書
す
る
経
験
に
よ
っ
て
、
字
形
の
輪
郭
や
位
置
な

ど
を
安
易
に
書
き
あ
ら
わ
し
た
が
、
〈
勢
〉
と
い
う
生
き
生
き
と
す
る
流
動
的
な

流
れ
が
な
か
な
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
阮
研
の
〈
勢
〉
を
得
ら
れ
な
か
っ

た
わ
け
は
、
彼
の
用
筆
を
十
分
理
解
し
切
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

書
き
残
さ
れ
て
い
る
字
形
を
そ
の
ま
ま
に
書
き
写
す
よ
り
、
書
者
が
書
く
際
の

書
き
振
り
や
用
筆
を
前
と
同
じ
よ
う
に
再
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
書
き
振

り
や
用
筆
を
理
解
し
な
い
限
り
、
手
本
が
持
つ
特
有
の
〈
勢
〉
、
ま
た
は
書
風
を

表
わ
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
手
本
に
お
け
る
用
筆
の
「
緩
急
」、「
強
弱
」、「
偃

仰
」、
点
画
の
「
欹
側
」、「
長
短
」、「
平
直
」、「
方
円
」、
そ
し
て
字
体
の
「
大
小
」

を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
点
画
の
位
置
や
字
形
の
す
が
た
を
書
き
表
そ
う
と

し
て
も
、〈
勢
〉
は
生
じ
え
な
い
。 

よ
っ
て
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
は
、
用
筆
法
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

こ
の
用
筆
法
と
は
、
す
な
わ
ち
衝
突
対
立
と
調
和
統
一
持
つ
と
い
う
譲
り
合
い
の

要
素
が
揃
う
の
で
あ
る
。
点
画
の
〈
法
〉
は
、
一
点
画
を
成
す
起
筆
、
行
筆
、
終

筆
と
い
う
用
筆
の
法
で
あ
る
。
点
画
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
る
。
特
定
の
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形
態
を
生
む
た
め
に
、
そ
の
特
定
の
用
筆
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

は
、
点
画
の
〈
形
〉
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
用

筆
の
起
筆
、
行
筆
、
終
筆
と
い
う
過
程
が
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

一
点
画
か
ら
一
字
そ
し
て
一
行
ま
で
、
用
筆
や
運
筆
そ
し
て
筆
順
に
従
い
、
書

く
動
き
は
そ
の
ま
ま
紙
面
に
残
さ
れ
る
。
こ
の
動
き
に
し
た
が
っ
て
点
画
の
〈
形
〉、

或
い
は
文
字
の
〈
形
〉
は
、
み
な
こ
の
用
筆
に
よ
っ
て
上
下
を
つ
な
げ
る
順
序
が

生
ま
れ
、
互
い
に
貫
通
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
〈
形
〉
を
成
す
用
筆
、
運

筆
そ
し
て
筆
順
の
〈
法
〉
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
〈
勢
〉
で
あ
る
。

こ
の
〈
勢
〉
を
理
解
し
な
い
こ
と
に
は
、
起
筆
か
ら
終
筆
ま
で
の
用
筆
を
理
解
で

き
な
い
。
こ
の
点
画
を
成
す
用
筆
過
程
に
お
い
て
、
緩
急
や
抑
揚
や
軽
重
な
ど
の

変
化
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
書
の
点
画
に
お
い
て
〈
勢
〉
に
し
た
が
わ
な
い

〈
形
〉
は
、
た
だ
黒
み
が
か
っ
て
い
る
か
た
ま
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

結
体
の
〈
法
〉
は
、
一
字
を
単
位
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
こ
の
〈
法
〉
に
つ
い
て

は
、
お
も
に
点
画
間
の
相
対
的
な
関
係
を
指
す
。
用
例
に
よ
る
相
対
的
な
関
係
と

は
、
上
下
、
左
右
、
向
背
、
偃
仰
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
の
点
画
の
姿
態
や
方

向
な
ど
を
合
わ
せ
る
た
め
、
適
切
な
対
応
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

ま
ず
字
体
の
形
態
に
変
化
が
起
こ
り
、
そ
し
て
点
画
間
が
も
と
も
と
薄
い
関
係
よ

り
、
互
い
に
連
結
し
た
り
呼
応
し
た
り
す
る
関
係
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
点
画
に

お
い
て
相
互
に
牽
引
の
張
力
が
生
じ
、
字
体
に
は
、
字
の
中
心
に
集
ま
っ
て
く
る

凝
聚
力
が
あ
ら
わ
れ
る
。
以
上
の
用
例
に
よ
っ
て
次
の
図
式
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

  

用
筆 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
╲ 

 

結
体 

 
 
 
 
 

   

 

図
式
に
よ
り
、
自
然
現
象
の
喩
え
を
通
し
て
そ
の
動
き
、
速
度
、
力
量
、
形
状

の
表
現
を
得
ら
れ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
と
用
筆
、

結
体
と
を
結
び
つ
け
て
融
合
し
て
は
じ
め
て
、
書
作
は
単
に
文
字
や
意
味
を
記
録

す
る
動
作
だ
け
で
な
く
、
自
然
現
象
の
美
し
さ
を
感
じ
ら
れ
る
も
の
に
な
り
う
る
。

こ
れ
ら
の
喩
え
に
よ
っ
て
、
動
作
の
軌
跡
、
速
度
の
変
化
、
力
量
の
軽
重
、
形
状

の
模
擬
が
生
み
出
さ
れ
る
。 

用
筆
と
結
体
と
合
わ
せ
、
用
筆
に
は
緩
急
、
強
弱
、
偃
仰
、
長
短
、
向
背
、
軽

重
、
上
下
、
離
合
、
直
撞
、
敧
側
、
左
右
、
盈
虚
、
仰
覆
、
垂
縮
、
回
互
と
い
っ

た
法
則
が
生
ま
れ
、
結
体
に
は
平
直
、
方
円
、
上
下
、
前
後
、
高
低
、
向
背
と
い

う
法
則
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
法
則
を
調
和
統
一
し
た
ら
、「
状
如
龍
蛇
」
、
「
筋
脈

相
連
」、「
相
向
相
承
」、「
相
承
起
復
」、「
皆
相
映
帶
」、「
連
屬
」、「
生
動
」
と
い

う
〈
勢
〉
を
持
つ
理
想
的
な
表
現
が
生
ま
れ
、
逆
に
「
算
子
」、「
勢
背
」、「
斉
平

調和統一 

状
如
龍
蛇 

筋
脈
相
連 

相
向
相
承 

相
承
起
復 

皆
相
映
帶 

連
屬 

生
動 

算
子 

勢
背 

斉
平
大

小
一
等 

自然現象の喩え 

（動作の軌跡、速度、力量、形状） 

緩
急
、
強
弱
、
偃
仰
、
長
短
、

向
背
、
輕
重
、
上
下
、
離
合
、

直
撞
、
敧
側
、
左
右
、
盈
虚
、

仰
覆
、
垂
縮
、
回
互 

平
直
、
方
円
、
上
下
、
前
後
、

高
低
、
向
背
、 
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大
小
一
等
」
と
い
う
生
気
が
な
く
、
〈
勢
〉
を
感
じ
ら
れ
な
い
表
現
に
な
っ
て
し

ま
う
。 

 

三
、
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
の
対
句 

 

〈
形
〉
と
〈
勢
〉
は
、
両
者
を
並
べ
合
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
を
示
す
こ
と

が
あ
る
。 

 

◆
東
晋 

王
羲
之 

『
筆
勢
論
十
二
章
』「
序
」 

形
彰
に
し
て
、
勢
顕
わ
る
。 

（
形
彰
而
勢
顯
。
） 

 ◆
南
朝
梁 

庾
肩
吾 

『
書
品
』 

妙
を
探
り
深
を
測
り
、
形
を
尽
し
勢
を
得
、
烟
花
、
紙
に
落
ち
て
将
に
動
か
ん

と
し
、
風
彩
、
字
を
帯
び
て
飛
ば
ん
と
欲
す
る
が
若
き
は
、
神
化
の
為
す
所
か

と
疑
い
、
人
世
の
学
ぶ
所
に
非
ず
。 

（
若
探
妙
測
深
、
盡
形
得
勢
、
烟
花
落
紙
將
動
、
風
彩
帶
字
欲
飛
、
疑
神
化
之

所
為
、
非
人
世
之
所
學
。
） 

 

◆
南
朝
梁 

蕭
衍 

『
観
鍾
繇
書
法
十
二
意
』 

逸
少
が
鍾
書
を
学
べ
る
に
至
り
て
は
、
勢
巧
に
し
て
形
密
な
る
も
、
そ
の
独
運

す
る
に
及
ん
で
は
、
意
疎
に
し
て
字
緩
な
り
。 

（
逸
少
至
學
鍾
書
、
勢
巧
形
密
、
及
其
獨
運
、
意
疎
字
緩
。
） 

 

『
筆
勢
論
十
二
章
』
序
の
「
形
彰
に
し
て
、
勢
顕
わ
る
」
と
『
書
品
』
の
「
形

を
尽
し
、
勢
を
得
る
」
に
は
、
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
と
の
要
素
と
生
成
、
条
件
と
表

現
と
い
う
つ
な
が
り
が
見
出
さ
れ
る
。「
形
が
彰
れ
る
」
と
「
形
を
尽
す
」
と
は
、

要
素
で
あ
り
条
件
で
あ
り
、
こ
の
要
素
、
条
件
が
備
わ
っ
て
は
じ
め
て
、「
勢
が

顕
れ
る
」
、
「
勢
を
得
る
」
が
生
ま
れ
る
。『
観
鍾
繇
書
法
十
二
意
』
の
「
勢
巧
形

密
」
は
、〈
勢
〉
と
〈
巧
〉、〈
形
〉
と
〈
密
〉
と
を
結
び
付
け
た
。〈
巧
〉
と
〈
密
〉

に
つ
い
て
『
観
鍾
繇
書
法
十
二
意
』
に
は
、「
布
置
」
と
「
際
」
と
釈
義
す
る
（
５
）。 

「
布
置
」
は
、
字
形
を
構
成
す
る
結
体
の
方
法
で
あ
る
。「
際
」
は
す
き
間
で

あ
り
、
す
な
わ
ち
点
画
が
交
際
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
勢
巧
形
密
」
は
、
文
字
の

体
勢
が
巧
み
で
素
晴
ら
し
く
、
点
画
の
構
成
が
緊
密
で
し
っ
か
り
と
す
る
さ
ま
で

あ
る
。〈
形
〉
が
あ
ら
わ
れ
な
い
限
り
、〈
勢
〉
は
生
じ
得
な
い
。〈
形
〉
は
〈
勢
〉

を
生
む
た
め
の
要
素
で
あ
り
、
〈
勢
〉
は
〈
形
〉
に
対
し
て
生
き
生
き
と
す
る
躍

動
感
を
引
き
起
こ
す
た
め
、
欠
い
て
は
い
け
な
い
。
張
懷
瓘
の
『
書
議
』
に
、〈
形
〉

と
〈
勢
〉
の
性
質
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
自
然
現
象
の
喩

え
を
挙
げ
る
論
が
あ
る
。 
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雲
霞
聚
散
、
遇
に
触
れ
て
形
を
成
し
、
竜
虎
威
神
、
飛
動
し
て
勢
を
増
す
こ
と

が
類
き
有
り
。 

（
有
類
雲
霞
聚
散
、
觸
遇
成
形
、
龍
虎
威
神
、
飛
動
增
勢
。
） 

 

真
書
（
楷
書
）
と
比
較
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
草
書
の
優
れ
た
と
こ
ろ
を
説
明

す
る
用
例
で
あ
る
。
草
書
の
尽
き
る
こ
と
な
く
続
く
さ
ま
は
、
煙
や
霧
が
集
ま
り

合
す
る
様
子
や
激
し
く
飛
び
か
い
、
星
が
流
れ
る
よ
う
な
喩
え
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
て
い
る
。
〈
形
〉
は
、
雲
と
霧
と
い
う
一
定
の
様
子
を
保
っ
て
い
な
い
が
、
お

り
に
触
れ
て
い
ろ
い
ろ
な
形
状
が
成
さ
れ
る
喩
え
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。 

〈
勢
〉
は
、
龍
と
虎
の
い
か
め
し
さ
に
よ
っ
て
生
じ
た
一
段
と
驚
異
的
な
迫
力

と
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
形
〉
は
、
雲
と
霧
の
喩
え
を
通
じ
て
相
互
に
し
た
が

っ
て
順
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
決
し
て
根
拠
な
く
急
に
起
こ
る
わ
け
で

は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
互
い
に
影
響
を
与
え
た
り
及
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
〈
形
〉
に
代
表
さ
れ
る
点
画
字
形
は
、
必

ず
用
筆
に
よ
っ
て
相
互
の
つ
な
が
り
が
良
好
な
呼
応
に
従
っ
た
上
で
生
ま
れ
る

は
ず
で
あ
る
。 

こ
こ
で
は
、
〈
勢
〉
は
、
龍
と
虎
と
い
う
勇
ま
し
く
い
か
め
し
い
喩
え
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
る
。
「
威
神
」
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
勇
ま
し
さ
が
、
人
を
畏
敬
さ
せ

て
震
撼
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
で
あ
る
。〈
勢
〉
を
増
す
た
め
に
、「
飛
動
」
と
い
う

動
き
が
素
早
い
要
素
を
加
え
て
い
る
。
龍
、
虎
の
喩
え
、
そ
し
て
「
威
神
」
と
「
飛

動
」
と
い
う
表
現
を
加
え
、〈
勢
〉
は
、
流
暢
な
用
筆
に
よ
っ
て
力
量
を
含
め
た

点
画
を
作
り
、
こ
の
力
量
が
人
を
震
撼
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
勢
〉

は
〈
力
〉
を
持
つ
動
感
に
溢
れ
た
人
目
を
集
め
る
強
烈
的
な
震
撼
力
で
あ
る
。 

雲
、
霧
、
龍
、
虎
の
喩
え
か
ら
み
れ
ば
、
〈
形
〉
と
〈
静
〉、
〈
勢
〉
と
〈
動
〉

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。〈
静
〉
と
〈
動
〉
は
、
相
対
的
な
概
念
で
あ
る
。〈
静
〉

と
〈
動
〉
は
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
互
い
に
比
べ
合
わ
せ
て
は

じ
め
て
生
ま
れ
る
。〈
静
〉
が
な
け
れ
ば
、〈
動
〉
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
〈
動
〉
が
現
わ
れ
な
け
れ
ば
、
〈
静
〉
を
際
立
て
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。 

〈
形
〉
と
〈
勢
〉
を
並
列
す
る
文
意
は
、
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

一
、〈
形
〉
と
〈
勢
〉
は
、
基
礎
と
表
現
と
の
つ
な
が
り
に
分
け
ら
れ
る
。『
筆

勢
論
十
二
章
』
並
序
の
「
形
彰
に
し
て
、
勢
顕
わ
る
」
と
『
書
品
』
の
「
形
を
尽

し
、
勢
を
得
る
」
と
い
う
用
例
よ
り
、
〈
形
〉
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
〈
勢
〉
が
あ

ら
わ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。〈
形
〉
は
〈
勢
〉
に
と
っ
て
の
基
礎
で
あ
り
、〈
勢
〉

は
〈
形
〉
が
あ
っ
て
次
第
に
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

二
、
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
は
、
互
い
に
頼
り
合
っ
た
り
際
立
て
た
り
す
る
関
係
を

持
っ
て
い
る
。〈
形
〉
と
〈
勢
〉
は
、〈
形
〉
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
〈
勢
〉
が
生
ま

れ
る
の
で
あ
り
、
互
い
に
依
存
し
た
り
配
合
し
た
り
す
る
関
係
に
な
る
。〈
勢
〉

が
な
い
〈
形
〉
は
、
筆
脈
が
通
ら
な
い
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
一
方
、
〈
形
〉
が
な
い

〈
勢
〉
は
、
制
約
を
受
け
て
お
ら
ず
、
む
や
み
や
た
ら
な
こ
と
で
あ
る
。〈
形
〉
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と
〈
勢
〉
を
共
に
共
存
さ
せ
る
た
め
に
は
、〈
密
〉
と
〈
巧
〉、
そ
し
て
〈
静
〉
と

〈
動
〉
と
の
均
衡
を
取
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

四
、
〈
形
勢
〉
に
つ
い
て
の
三
点
よ
り 

 

〈
形
勢
〉
と
関
わ
る
文
意
は
、
三
点
あ
る
。
一
つ
は
、
〈
形
勢
〉
を
思
弁
的
な

概
念
と
し
て
用
い
る
こ
と
。
純
粋
な
論
理
的
な
考
え
方
に
よ
っ
て
、
書
の
表
現
に

さ
ら
に
深
い
考
え
方
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
『
九
勢
』
を

例
と
し
て
取
り
上
げ
る
。 

 

夫
れ
書
は
自
然
に
肇
る
。
自
然
既
に
立
ち
て
、
陰
陽
生
ず
。
陰
陽
既
に
生
じ
て
、

形
勢
出
づ
。 

（
夫
書
肇
於
自
然
。
自
然
既
立
、
陰
陽
生
焉
。
陰
陽
既
生
、
形
勢
出
矣
。
） 

 

〈
自
然
〉
、
〈
陰
陽
〉
、
〈
形
勢
〉
と
い
う
つ
な
が
り
か
ら
、〈
形
勢
〉
の
生
成
は

〈
自
然
〉
と
〈
陰
陽
〉
が
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
提
起
し
た
〈
自
然
〉
と
は
、

文
字
の
創
造
に
関
す
る
事
情
を
説
明
す
る
語
で
あ
り
、
書
が
天
地
自
然
の
理
に
も

と
づ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
語
で
あ
る
。
文
字
の
創
造
に
つ
い
て
、

許
慎
の
『
説
文
解
字
』
に
は
、
文
字
が
自
然
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
、
古
代

の
神
話
と
結
び
つ
け
た
視
点
が
あ
る
。 

〈
自
然
〉
が
天
地
自
然
の
理
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
『
易
経
』
と
い
う
伝
統

的
な
宇
宙
生
成
論
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
『
易
経
』
は
、
宇
宙
の
本
体
を
太
極
と

す
る
。
太
極
か
ら
陰
陽
と
い
う
二
儀
が
生
じ
る
。
陰
と
陽
に
よ
っ
て
太
陽
、
少
陽
、

少
陰
、
太
陰
と
い
う
四
象
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
八
卦
、
六
十
四
卦
と
い
っ
た
組
み

合
わ
せ
が
生
じ
る
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
天
地
自
然
の
間
に
万
物
の
生

成
や
成
り
行
き
が
示
さ
れ
る
。 

こ
の
考
え
方
を
通
し
て
、
書
の
表
現
は
主
に
動
と
静
、
剛
と
柔
、
虚
と
実
、
大

と
小
、
遅
と
速
な
ど
の
関
係
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
関
係
は
、
陰
と
陽
の
概
念
に

よ
っ
て
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
〈
陰
陽
〉
は
、
〈
形
勢
〉
の
基
づ
く
以
上
、
〈
形

勢
〉
は
〈
陰
陽
〉
の
対
立
と
調
和
の
関
係
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
関
係
に
よ

っ
て
あ
ら
ゆ
る
変
化
が
生
み
出
さ
れ
る
。
〈
形
勢
〉
は
点
画
字
形
の
〈
静
〉
と
用

筆
運
筆
の
〈
動
〉
の
ま
と
め
と
考
え
ら
れ
る
（
注
６
）
。
こ
れ
は
、
文
字
の
創
造
と

天
地
自
然
の
理
に
よ
っ
て
〈
形
勢
〉
を
説
明
す
る
文
で
あ
る
。 

そ
の
二
は
、
〈
形
勢
〉
を
文
字
の
す
が
た
や
様
子
と
し
て
考
え
る
こ
と
。
こ
れ

に
つ
い
て
、〈
形
勢
〉
と
〈
骨
力
〉
を
並
列
し
て
説
明
す
る
文
が
あ
る
。 

 

◆
『
唐
朝
敘
書
録
』 

今
、
吾
、
古
人
の
書
を
臨
す
る
に
、
殊
に
そ
の
形
勢
を
学
ば
ず
。
唯
だ
そ
の
骨

力
を
求
め
る
に
在
り
。
そ
の
骨
力
を
得
る
に
及
び
て
は
、
形
勢
は
自
ず
か
ら
生

ず
る
の
み
。 
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（
今
吾
臨
古
人
之
書
、
殊
不
學
其
形
勢
、
唯
在
求
其
骨
力
。
及
得
其
骨
力
、
而
形

勢
自
生
耳
。
） 

 

〈
骨
力
〉
は
、
筆
力
の
生
成
に
対
す
る
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
し
て

最
も
核
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
〈
骨
力
〉
を
あ
ら
わ

す
た
め
の
具
体
的
な
用
筆
は
「
直
鋒
」
で
あ
り
、
墨
色
は
「
少
墨
」
で
あ
る
。
点

画
の
輪
郭
は
明
晰
で
滲
み
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

〈
骨
力
〉
を
持
つ
点
画
は
、
概
ね
堅
実
、
爽
快
、
雄
強
と
い
う
表
現
が
あ
ら
わ
れ

が
ち
で
あ
る
。 

〈
骨
力
〉
と
〈
形
勢
〉
を
並
列
し
、
〈
形
勢
〉
は
〈
骨
力
〉
が
生
じ
て
次
第
に

生
ま
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
従
っ
て
み
れ
ば
、〈
形
勢
〉
を
求
め
る
こ
と
よ
り
〈
骨

力
〉
を
備
え
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
。
〈
骨
力
〉
と
〈
形
勢
〉
は
、
内
面
的
と
外

面
的
な
関
係
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
点
画
字
形
の
中
に
潜
む
〈
骨
力
〉
と
、

表
に
あ
ら
わ
れ
る
輪
郭
や
様
子
の
〈
形
勢
〉
で
あ
る
。
外
面
的
な
点
画
字
形
を
真

似
る
こ
と
よ
り
、
内
面
的
な
〈
骨
力
〉
を
鍛
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。〈
骨
力
〉

と
並
べ
た
〈
形
勢
〉
は
、
お
も
に
点
画
字
形
の
す
が
た
や
か
た
ち
を
指
す
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
点
画
の
堅
実
さ
に
よ
っ
て
生
じ
た
量
感
で
あ
る
〈
骨
力
〉
は
、

〈
形
勢
〉
を
表
現
す
る
た
め
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
〈
形
勢
〉

の
外
見
を
重
ん
じ
つ
つ
、
点
画
の
質
と
な
る
内
容
面
も
重
視
し
示
さ
れ
る
。 

〈
形
勢
〉
を
点
画
字
形
と
考
え
る
用
例
は
、
以
下
の
通
り
見
ら
れ
る
。 

 ◆
後
漢 

蔡
邕 

『
九
勢
』 

凡
そ
筆
を
落
と
し
字
を
結
ぶ
は
、
上
は
皆
下
を
覆
い
、
下
は
以
て
上
を
承
く
。
其

の
形
勢
を
遞
い
に
相
映
帯
せ
し
め
、
勢
を
し
て
背
か
し
む
る
こ
と
無
か
れ
。 

（
凡
落
筆
結
字
、
上
皆
覆
下
、
下
以
承
上
。
使
其
形
勢
遞
相
映
帶
、
無
使
勢
背
。
） 

 ◆
東
晋 

王
羲
之 

『
筆
勢
論
』「
創
臨
章
第
一
」 

始
書
の
時
、
其
の
形
勢
を
尽
く
す
べ
か
ら
ず
。
一
遍
は
手
脚
を
正
し
く
し
、
二
遍

は
少
し
く
形
勢
を
得
、
三
遍
は
微
微
と
し
て
本
に
似
、
四
遍
は
そ
の
遒
潤
を
加
え
、

五
遍
は
兼
ぬ
る
に
抽
抜
を
加
う
。
そ
の
生
渋
の
如
き
、
便
ち
休
む
べ
か
ら
ず
。
兩

行
三
行
、
創
臨
惟
だ
滑
健
に
取
り
、
そ
の
遍
数
を
計
る
こ
と
を
得
ざ
る
な
り
。 

（
始
書
之
時
、
不
可
盡
其
形
勢
。
一
遍
正
手
腳
、
二
遍
少
得
形
勢
、
三
遍
微
微
似

本
、
四
遍
加
其
遒
潤
、
五
遍
兼
加
抽
撥
。
如
其
生
澀
、
不
可
便
休
、
兩
行
三
行
、

創
臨
惟
須
滑
健
、
不
得
計
其
遍
數
也
。
） 

 

◆
東
晋 

王
羲
之 

『
筆
勢
論
十
二
章
』「
節
制
章
第
十
」 

字
の
形
勢
は
、
上
寬
く
下
窄
き
を
得
ず
。 

（
字
之
形
勢
、
不
得
上
寬
下
窄
。
） 

 

◆
東
晋 

王
羲
之 

『
筆
勢
論
』「
譬
成
章
第
十
二
」 
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凡
そ
書
を
学
ぶ
道
に
、
多
種
有
り
。
初
業
の
書
は
本
に
類
す
る
を
要
す
。
筆
を
緩

く
し
て
そ
の
形
勢
を
定
む
。
忙
な
れ
ば
則
ち
そ
の
規
矩
を
失
う
。（
凡
學
書
之
道
、

有
多
種
焉
。
初
業
書
要
類
乎
本
、
緩
筆
定
其
形
勢
、
忙
則
失
其
規
矩
。
） 

 

以
上
提
起
さ
れ
た
〈
形
勢
〉
は
、
点
画
字
形
を
指
す
。
『
筆
勢
論
』「
創
臨
章
」

に
は
、
書
を
上
達
さ
せ
る
た
め
に
、
何
度
も
繰
り
返
し
て
書
き
続
け
る
こ
と
が
必

要
と
あ
る
。
文
中
に
は
、
こ
の
繰
り
返
す
過
程
を
五
回
と
し
、
二
回
目
の
時
に
〈
形

勢
〉
が
少
し
得
ら
れ
る
と
い
う
。
何
回
も
練
習
す
れ
ば
、
点
画
字
形
の
す
が
た
や

様
子
を
次
第
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

『
筆
勢
論
』「
節
制
章
」
に
は
、〈
形
勢
〉
を
字
形
と
見
な
し
、
上
下
の
比
例
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
示
唆
す
る
。
『
筆
勢
論
』
「
譬
成
章
」
に
は
、
〈
形

勢
〉
と
用
筆
の
速
度
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
点
が
あ
る
。「
緩
筆
」
は
、〈
形
勢
〉

を
定
め
る
こ
と
に
対
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。 

「
緩
筆
」
は
、
落
ち
着
い
て
心
構
え
が
で
き
た
状
態
で
筆
を
下
ろ
す
こ
と
で
あ

る
。
「
緩
筆
」
を
用
い
れ
ば
、〈
形
勢
〉
が
生
じ
る
。
「
緩
筆
」
の
相
対
は
、「
忙
」

で
あ
る
。
「
忙
」
と
は
、
用
筆
や
字
形
な
ど
を
十
分
に
理
解
せ
ず
に
慌
て
て
筆
を

下
ろ
す
こ
と
で
あ
る
。
一
旦
「
忙
」
に
な
る
と
、
「
規
矩
」
を
失
っ
て
し
ま
う
。

し
た
が
っ
て
、
〈
形
勢
〉
の
生
ま
れ
た
点
画
字
形
を
理
解
し
て
心
構
え
の
あ
る
用

筆
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
の
三
は
、〈
形
勢
〉
を
連
想
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
。 

自
然
現
象
の
喩
え
に
よ
っ
て
点
画
を
書
く
際
に
、
書
の
表
現
に
影
響
を
与
え
る
。

具
体
的
な
自
然
物
が
生
き
生
き
す
る
す
が
た
や
動
作
と
、
書
き
振
り
や
点
画
の
用

筆
や
字
形
の
形
態
な
ど
と
を
結
び
つ
け
る
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。
〈
形
勢
〉
は
、

自
然
現
象
の
喩
え
と
点
画
字
形
と
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。
自
然
現
象
の
〈
形
勢
〉

に
よ
り
、
点
画
字
形
の
〈
形
勢
〉
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
。
『
題
衛
夫
人
筆
陣
図

後
』
と
『
法
書
論
』
に
は
、
自
然
現
象
と
字
形
自
体
と
を
〈
形
勢
〉
で
結
び
付
け

る
論
が
あ
る
。 

 
 

◆
東
晋 

王
羲
之 

『
題
衛
夫
人
筆
陣
図
後
』 

若
し
草
書
を
学
ば
ん
と
欲
す
れ
ば
、
又
別
法
有
り
。
須
ら
く
前
を
緩
く
し
後
を

急
に
し
、
字
体
形
勢
は
、
状
、
竜
蛇
の
如
く
、
相
鉤
連
し
て
断
た
ざ
る
べ
し
。 

（
若
欲
學
草
書
、
又
有
別
法
。
須
緩
前
急
後
、
字
體
形
勢
、
狀
如
龍
蛇
、
相
鈎

連
不
斷
。
） 

 

◆
唐 

蔡
希
綜 

『
法
書
論
』 

夫
れ
始
め
て
筆
を
下
ろ
す
に
、
須
ら
く
蔵
鋒
転
腕
し
、
前
は
緩
く
後
は
急
に
し
、

字
体
形
勢
、
状
は
虫
蛇
相
い
鉤
連
す
る
が
如
く
、
意
断
た
し
む
る
莫
か
れ
。 

（
夫
始
下
筆
、
須
藏
鋒
轉
腕
、
前
緩
後
急
、
字
體
形
勢
、
狀
如
蟲
蛇
相
鈎
連
、

意
莫
令
斷
。
） 

 

第三章 〈形〉と〈勢〉 



- 119 - 

 

用
例
に
、
字
体
の
〈
形
勢
〉
は
、
龍
、
虫
、
蛇
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
喩
え
は
、
柔
軟
的
、
曲
線
的
、
連
続
的
な
特
徴
を
持
ち
、
こ
の
特
徴
を
連
想
し

た
上
で
、
書
作
に
途
切
れ
な
い
連
続
や
連
綿
を
求
め
る
。
な
お
か
つ
、
用
筆
の
技

巧
や
筆
順
や
字
形
な
ど
を
熟
練
す
べ
き
と
要
求
す
る
。
具
体
的
な
用
筆
法
と
し
て

は
、
両
方
と
も
に
「
緩
」
と
「
急
」
を
提
起
す
る
。 

龍
、
虫
、
蛇
と
い
う
絡
み
合
う
印
象
に
よ
っ
て
、
筆
画
が
互
い
に
関
連
を
保
ち

気
脈
が
貫
通
す
る
よ
う
に
す
る
。
そ
こ
で
、
次
第
に
上
下
の
流
れ
が
互
い
に
関
わ

り
合
う
緊
密
な
連
続
性
が
生
じ
る
。
こ
の
〈
形
勢
〉
の
連
関
性
は
、
制
作
の
面
の

み
な
ら
ず
、
鑑
賞
の
面
で
も
書
作
の
良
さ
を
判
断
す
る
際
に
重
要
な
品
評
語
と
し

て
用
い
ら
れ
る
。 

総
括
し
て
言
え
ば
、
〈
形
勢
〉
は
、
筆
順
に
従
い
熟
練
し
た
用
筆
に
よ
っ
て
点

画
間
、
字
間
と
い
う
〈
形
〉
の
間
に
生
じ
る
緊
密
で
流
暢
な
気
脈
の
〈
勢
〉
が
感

じ
取
る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
、
龍
、
虫
、
蛇
と
い
う
自
然
現
象
の
喩
え
を
通
じ
て
、

曲
線
的
、
柔
軟
的
、
連
続
的
な
表
現
と
い
う
共
通
的
な
原
理
を
導
き
出
す
。
〈
形

勢
〉
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
は
、
字
形
や
用
筆
と
い
う
法
則
を
理
解
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
法
則
は
、
動
と
静
、
剛
と
柔
、
虚
と
実
、
大
と
小
、
遅
と
速
と

い
う
衝
突
対
立
の
要
素
を
調
和
統
一
し
、
同
時
に
変
化
と
統
一
と
を
備
え
る
こ
と

で
あ
る
。 

〈
形
勢
〉
と
〈
骨
力
〉
と
の
並
列
に
よ
り
、
〈
骨
力
〉
が
あ
れ
ば
〈
形
勢
〉
が

生
じ
る
と
い
う
外
面
的
と
内
面
的
な
つ
な
が
り
が
見
出
さ
れ
る
。〈
骨
力
〉
は
、〈
筆

力
〉
に
属
し
、〈
力
〉
を
生
む
根
本
的
な
基
で
あ
り
、〈
勢
〉
に
と
っ
て
も
基
礎
で

あ
る
。
〈
力
〉
は
〈
形
勢
〉
の
生
成
に
対
し
て
も
っ
と
も
欠
け
て
は
な
ら
な
い
条

件
で
あ
る
。
い
く
ら
龍
、
虫
、
蛇
の
よ
う
な
流
暢
な
気
脈
を
持
つ
点
画
字
形
が
形

成
さ
れ
て
い
て
も
、
根
本
的
な
〈
力
〉
が
備
わ
ら
な
い
と
〈
形
勢
〉
と
は
言
え
な

い
。
す
な
わ
ち
、
〈
形
勢
〉
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
つ
な
が
り
を
指
摘
で
き
る
。 

   

 

           形
勢
と
自
然
現
象 

自
然
現
象
の
形
体
や
動
作
に
よ
っ
て
、
用
筆
と
結
体
の
緊
密
性
や
流

暢
性
を
提
唱
し
、
理
想
の
美
と
し
て
求
め
ら
れ
る
目
標
で
あ
る
。 

 

形
勢
と
陰
陽 

 
 

『
易
経
』
に
基
づ
き
、
緩
急
、
強
弱
、
剛
柔
と
い
う
対
立
統
一
の
概

念
が
生
ま
れ
、
形
勢
の
性
質
と
最
も
緊
密
な
動
静
が
派
生
す
る
。 

 

形
勢
と
骨
力 

 
 

外
面
的
な
点
画
字
形
の
構
成
と
内
面
的
な
線
質
の
つ
な
が
り
を
示

す
と
と
も
に
、
筆
力
の
重
要
性
を
示
唆
す
る
。 
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五
、
〈
体
〉
と
〈
勢
〉
の
対
句 

 
 

〈
体
〉
は
、
人
間
の
身
体
を
指
す
（
注
７
）
。
〈
体
〉
は
、
〈
形
〉
と
意
味
が
近
い

が
、
〈
形
〉
よ
り
〈
体
〉
の
方
が
具
体
的
な
全
体
を
重
ん
じ
る
傾
向
が
あ
る
。 

〈
形
〉
は
、
文
字
と
点
画
の
形
状
、
姿
態
を
指
す
概
念
で
あ
り
、
つ
ま
り
一
文

字
、
及
び
文
字
の
局
部
的
な
点
画
を
指
す
。
〈
体
〉
は
、
身
体
の
全
体
性
を
強
調

し
、
点
画
が
体
を
組
み
立
て
る
た
め
の
重
要
な
要
素
と
な
る
。
そ
し
て
、〈
体
〉

と
は
、
特
に
一
つ
の
対
象
に
限
ら
れ
、
そ
の
対
象
の
全
体
性
を
示
す
。
〈
体
〉
が

〈
形
〉
と
異
な
る
の
は
、
〈
体
〉
が
特
に
一
文
字
の
形
状
、
姿
態
を
指
す
こ
と
で

あ
る
。〈
体
〉
と
〈
勢
〉
は
よ
く
並
列
し
て
対
句
の
形
式
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。『
四

体
書
勢
』
「
字
勢
」
を
見
よ
う
。 

 

其
の
筆
を
措
き
墨
を
綴
る
を
観
る
に
、
用
心
、
精
専
に
し
て
、
勢
和
し
て
体
均

し
く
、
発
止
も
間
無
し
。 

（
觀
其
措
筆
綴
墨
、
用
心
精
專
、
勢
和
體
均
、
發
止
無
間
。
） 

 

〈
勢
〉
と
〈
和
〉
、〈
体
〉
と
〈
均
〉
と
い
う
つ
な
が
り
が
あ
る
。〈
和
〉
と
は
、

異
な
る
も
の
や
対
立
す
る
も
の
を
調
和
さ
せ
る
意
味
を
持
つ
。
〈
和
〉
は
、
そ
れ

ぞ
れ
に
整
わ
な
い
状
態
に
応
じ
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
に
調
和
し
た
り
応
え

る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
〈
和
〉
は
、
単
に
動
き
が
何
も
な
く
、
ひ
っ
そ
り
と
静
寂

な
状
態
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
、
衝
突
と
矛
盾
を
よ
く
整
え
つ
つ
、
つ
り
あ
い
を

保
つ
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、〈
勢
〉
が
和
す
る
こ
と
は
、〈
勢
〉
を
調
和

し
、
つ
り
あ
い
が
よ
く
取
れ
た
こ
と
で
あ
る
。 

〈
勢
〉
を
調
和
す
る
の
は
、〈
勢
〉
に
は
衝
突
と
矛
盾
の
要
素
が
あ
り
、
も
し

程
好
く
整
え
な
け
れ
ば
、
〈
和
〉
の
反
対
で
あ
る
〈
乱
〉
と
い
う
乱
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。〈
均
〉
と
は
、
つ
り
あ
い
が
と
れ
、
整
い
均
し
い
さ
ま
で
あ
る
。

〈
均
〉
は
平
均
一
様
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
互
い
に
配
合
し
た
り
融
合
し
た
り

し
て
は
じ
め
て
生
じ
る
均
し
く
整
う
状
態
で
あ
る
。
〈
体
〉
が
〈
均
〉
で
あ
る
と

は
、
字
形
の
構
造
に
は
長
短
、
疎
密
な
ど
の
つ
り
あ
い
が
よ
く
取
れ
る
均
し
い
さ

ま
で
あ
る
。〈
和
〉
と
〈
均
〉
と
は
、
変
化
が
な
い
平
均
一
様
の
こ
と
で
は
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
適
切
に
調
和
し
調
整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
変
化
と
統
一
と

を
共
に
生
か
す
こ
と
で
あ
る
。 

 

◆
唐 

虞
世
南 

『
筆
髓
論
』「
釈
草
」 

或
い
は
体
、
雄
に
し
て
抑
う
可
か
ら
ず
、
或
い
は
勢
、
逸
に
し
て
止
む
可
ら
ず
。 

（
或
體
雄
而
不
可
抑
、
或
勢
逸
而
不
可
止
。
） 

 

虞
世
南
は
、
草
書
を
説
明
す
る
際
に
、〈
体
〉
は
〈
雄
〉
で
あ
り
、〈
勢
〉
は
〈
逸
〉

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
〈
雄
〉
と
は
、
勇
ま
し
く
て
雄
々
し
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
〈
雄
〉
の
優
れ
る
こ
と
を
さ
ら
に
強
調
す
る
た
め
、
抑
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の

第三章 〈形〉と〈勢〉 



- 121 - 

 

力
強
さ
で
表
現
す
る
。
そ
こ
で
、
〈
体
〉
で
あ
る
字
体
に
は
、
非
常
に
雄
々
し
い

力
強
さ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
つ
な
が
り
を
通
し
て
、
〈
体
〉
に
は
力
量

が
含
ま
れ
、
ま
た
生
命
体
と
し
て
の
必
要
な
精
気
が
溢
れ
る
。 

力
量
が
持
つ
生
命
体
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、〈
体
〉
は
、〈
力
〉
が
溢
れ
る

〈
形
〉
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
但
し
、
〈
形
〉
よ
り
〈
体
〉
の
方
が
一
つ
の
全
体

的
の
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
逸
〉
は
、
兎
が
逃
げ
出
し
て
失
う
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
こ
の
〈
逸
〉
は
、
止
め
ず
と
い
う
考
え
方
か
ら
み
れ
ば
、
放
縦
の

さ
ま
を
指
す
。
〈
勢
〉
が
〈
逸
〉
で
あ
る
こ
と
は
、
迅
速
で
捕
ら
え
ら
れ
な
い
ほ

ど
速
い
さ
ま
を
指
す
。
こ
れ
は
、
単
に
筆
を
運
ば
せ
て
迅
速
な
様
子
を
指
す
の
み

な
ら
ず
、
点
画
の
滑
ら
か
な
流
れ
を
称
え
る
こ
と
を
も
指
す
。 

〈
体
〉
と
〈
雄
〉、〈
勢
〉
と
〈
逸
〉
に
は
、
精
気
や
力
量
の
表
現
が
あ
り
、
ま

た
滑
ら
か
に
進
む
表
現
も
あ
る
。
〈
雄
〉
と
〈
逸
〉
は
、
前
掲
し
た
蕭
衍
の
『
古

今
書
人
優
劣
評
』
に
〈
雄
逸
〉
と
い
う
術
語
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
文
意
に
従

う
と
、
同
じ
の
意
味
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
兵
陣
」
と
「
水
火
」
に

よ
っ
て
〈
体
〉
と
〈
勢
〉
を
あ
ら
わ
す
例
が
見
ら
れ
る
。
前
例
の
『
筆
髓
論
』「
釈

草
」
に
は
、 

 

兵
に
常
陣
無
し
、
字
に
常
体
無
し
。
謂
ら
く
、
水
火
の
如
き
は
、
勢
多
く
定
ま

ら
ず
、
と
。
故
に
云
う
、
字
に
常
の
定
め
無
き
な
り
、
と
。 

（
兵
無
常
陣
、
字
無
常
體
矣
。
謂
如
水
火
、
勢
多
不
定
、
故
云
字
無
常
定
也
。
） 

 と
あ
る
。
こ
れ
は
、
草
書
の
多
変
を
表
わ
す
の
を
強
調
す
る
用
例
で
あ
る
。
こ
の

「
多
変
」
は
、
兵
隊
の
陣
勢
を
喩
え
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
兵
隊
に
は
固
定
不
変

の
陣
勢
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
字
体
に
も
固
定
不
変
の
姿
態
が
な
い
こ
と
を
強

調
す
る
。
固
定
不
変
を
免
れ
る
た
め
、
臨
機
応
変
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

「
兵
陣
」
は
、
敵
の
布
陣
に
応
じ
て
強
弱
や
虚
実
を
見
極
め
て
か
ら
、
敵
を
圧

制
で
き
る
陣
勢
を
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
手
の
様
子
を
観
察
し
確
認

し
て
か
ら
、
反
応
や
処
置
を
し
て
相
手
を
押
さ
え
付
け
て
互
い
、
抵
抗
し
合
う
状

況
を
導
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
「
兵
陣
」
は
、
軍
隊
が
交
戦
時
に
勝
敗
を
争
う
構

え
で
あ
る
の
で
、
全
体
的
な
配
置
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
ま

た
相
手
の
様
子
や
状
態
を
も
見
極
め
る
こ
と
も
主
張
す
る
（
注
８
）
。 

書
の
場
合
に
は
、
前
に
す
で
に
書
か
れ
た
字
の
す
が
た
や
形
体
に
合
わ
せ
、
そ

れ
に
相
応
し
く
対
応
す
る
字
体
を
考
え
る
こ
と
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
前
の
字
の

大
小
、
敧
側
な
ど
の
要
素
に
応
じ
て
は
じ
め
て
、
次
に
互
い
に
抵
抗
し
た
り
呼
応

し
た
り
す
る
字
体
が
作
り
出
さ
れ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
字
間
に
は
、
関
係
が

結
び
付
け
ら
れ
ず
、
配
置
無
法
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
兵
陣
」
の
常
に
固

定
し
な
い
喩
え
を
通
じ
て
、
字
間
は
互
い
に
呼
応
す
る
こ
と
、
常
に
固
定
し
て
い

る
字
体
は
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
（
注
９
）
。 

 

こ
の
臨
機
応
変
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
「
水
火
」
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
る
。
「
水
火
」
の
成
り
行
き
は
、
千
変
万
化
で
捉
え
難
い
。「
水
火
」
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の
〈
勢
〉
は
草
書
の
〈
勢
〉
で
あ
り
、
成
り
行
き
が
予
期
せ
ぬ
豊
か
な
変
化
を
持

つ
。
こ
の
〈
勢
〉
は
用
筆
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
〈
筆
勢
〉
と
考
え

ら
れ
る
。
「
兵
陣
」
と
「
水
火
」
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
草

書
の
字
体
と
用
筆
と
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。 

〈
体
〉
は
「
兵
陣
」
の
喩
え
に
よ
っ
て
、
配
置
や
布
局
に
着
目
し
て
字
体
字
形

の
構
造
の
安
定
、
呼
応
を
示
し
て
い
る
。
一
方
で
〈
勢
〉
は
「
水
火
」
と
の
連
想

を
通
じ
て
、
綿
々
と
多
様
な
変
化
を
持
つ
と
い
う
成
り
行
き
を
現
わ
す
。
し
た
が

っ
て
、
字
体
の
配
置
と
用
筆
の
変
化
を
生
み
出
す
た
め
、
「
兵
陣
」
と
「
水
火
」

の
喩
え
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
の
喩
え
か
ら
み
れ
ば
、
草
書
は
単
純
な
文
字
記
録
の
作
用
と
い
う
よ
り
、
書

写
の
流
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
美
的
な
韻
律
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
書
体
で

あ
ろ
う
。
単
純
な
文
字
記
録
が
賞
翫
に
値
す
る
作
品
に
な
る
鍵
は
、
「
兵
陣
」
と

「
水
火
」
が
生
成
す
る
要
素
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
臨
機
応
変

と
千
変
万
化
を
理
解
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
張
懐
瓘
は
、『
玉

堂
禁
経
』
に
お
い
て
「
専
執
」
と
「
一
概
」
を
取
り
上
げ
て
示
し
て
い
る
。 

 

夫
れ
書
之
れ
体
を
為
し
、
専
ら
執
る
可
か
ら
ず
。
用
筆
の
勢
は
、
一
概
に
す
可

か
ら
ず
。
心
は
古
に
法
り
て
雖
も
制
は
当
時
に
在
り
、
遅
速
の
態
は
合
宜
に
資

る
べ
し
。 

（
夫
書
之
為
體
、
不
可
專
執
。
用
筆
之
勢
、
不
可
一
概
。
雖
心
法
古
而
制
在
當

時
、
遲
速
之
態
資
於
合
宜
。
） 

 
 

「
専
執
」
と
は
、
そ
の
こ
と
ば
か
り
に
と
ら
わ
れ
て
応
用
が
き
か
な
い
こ
と
で

あ
る
。「
一
概
」
と
は
、
一
律
に
同
じ
標
準
で
括
る
こ
と
で
あ
る
。
両
方
と
も
に
、

相
互
の
状
況
や
様
子
に
合
わ
ず
、
固
定
さ
れ
た
法
則
や
基
準
に
従
っ
て
融
通
が
き

か
な
い
こ
と
を
指
す
。
書
の
〈
体
〉
を
生
む
に
は
、
互
い
の
様
子
を
呼
応
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
法
則
に
束
縛
さ
れ
て
な
ら
な
い
。
用
筆
の
〈
勢
〉
は
、
単
調
な
筆

遣
い
に
よ
っ
て
表
現
し
て
は
い
け
な
い
。
ま
た
、
字
体
の
古
法
に
法
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
が
、
目
の
前
の
状
況
に
応
じ
て
反
応
を
出
す
こ
と
が
さ
ら
に
重
要
で
あ

り
、
用
筆
の
遅
速
は
、
筋
道
に
か
な
っ
て
い
る
ほ
ど
よ
く
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
説
は
、
臨
機
応
変
の
重
要
性
を
提
唱
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

〈
体
〉
と
〈
勢
〉
を
生
む
た
め
に
、
臨
機
応
変
の
重
要
性
を
強
調
し
、
さ
ら
に

張
懐
瓘
は
二
本
の
木
が
離
れ
て
い
て
も
葉
が
互
い
に
交
わ
っ
て
い
る
様
子
を
喩

え
に
し
、
一
字
一
字
独
立
し
て
い
る
字
体
の
間
に
緊
密
な
つ
な
が
り
が
保
た
れ
て

い
る
〈
勢
〉
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
『
書
断
』
の
序
に
は
、
こ
う
書

か
れ
て
い
る
。 

 
芳
液
を
筆
端
に
流
し 

忽
ち
飛
騰
し
て
光
赫
す
。
或
い
は
体
は
殊
に
し
て
勢
は

接
に
し
、
双
樹
の
葉
を
交
わ
す
が
若
く
、
或
い
は
区
分
し
て
気
を
運め

ぐ

ら
し
、
両

井
の
泉
を
通
ず
る
に
似
た
り
。
庥
蔭
は
相
い
扶
け
、
津
沢
は
潜
応
す
。 
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（
流
芳
液
於
筆
端 

忽
飛
騰
而
光
赫
。
或
體
殊
而
勢
接
、
若
雙
樹
之
交
葉
。
或

區
分
而
氣
運
、
似
兩
井
之
通
泉
。
庥
蔭
相
扶
、
津
澤
潛
應
。
） 

 

例
文
に
お
い
て
木
の
葉
が
交
叉
し
て
い
る
様
子
と
、
井
戸
の
地
下
水
が
通
じ
あ

う
状
態
を
通
じ
て
、〈
体
〉
は
一
つ
一
つ
が
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
、〈
勢
〉

は
一
つ
一
つ
が
連
な
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

葉
と
井
戸
泉
の
喩
え
を
通
じ
て
、
〈
体
〉
に
は
固
定
さ
れ
て
具
体
的
な
存
在
を

持
つ
意
味
が
あ
り
、
〈
勢
〉
に
は
全
体
を
貫
通
し
て
滞
ら
ず
に
流
動
的
な
性
質
を

持
つ
意
味
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
〈
体
〉
と
〈
勢
〉
は
、
個
体
と
全
体
、
定
点

と
貫
通
と
い
う
区
別
に
分
け
ら
れ
る
。
〈
体
〉
は
、
一
旦
〈
勢
〉
の
要
素
を
加
え

た
ら
、
元
来
散
ら
ば
っ
て
い
る
状
態
が
互
い
に
連
な
る
よ
う
に
な
る
。 

〈
勢
〉
は
、〈
体
〉
を
基
に
し
て
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
、〈
体
〉
の
構
造
に
従
っ

て
は
じ
め
て
元
来
動
き
回
っ
て
い
る
状
態
が
、
順
序
性
と
方
向
性
が
導
き
出
さ
せ

る
よ
う
に
な
る
。
も
し
絶
妙
な
配
合
に
達
す
れ
ば
、
〈
体
〉
と
〈
勢
〉
と
は
、
木

と
葉
と
が
互
い
に
寄
り
添
い
、
井
戸
が
川
と
湖
沼
と
を
ひ
そ
か
に
通
じ
あ
う
よ
う

な
状
態
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
「
体
は
殊
に
し
て
、
勢
は
接

に
す
」
る
こ
と
で
あ
る
。
〈
勢
〉
の
つ
な
が
り
を
強
調
す
る
の
は
、『
四
体
書
勢
』

に
も
見
ら
れ
る
。
「
隷
勢
」
に
は
、 

 

或
い
は
砥
の
ご
と
く
平
ら
に
し
て
繩
の
ご
と
く
直
く
、
或
い
は
蜿
蜒
と
し
て
膠

戻
し
、
或
は
長
邪
め
に
角
趣
き
、
或
い
は
規
旋
り
、
矩
折
る
。
修
短
、
相
い
副

い
、
体
を
異
に
し
、
勢
を
同
じ
く
す
。 

（
或
砥
平
繩
直
、
或
蜿
蜒
膠
戾
、
或
長
邪
角
趣
、
或
規
旋
矩
折
。
修
短
相
副
、

異
體
同
勢
。
） 

 

と
あ
る
。
文
中
の
「
砥
の
ご
と
く
平
ら
に
し
て
繩
の
ご
と
く
直
き
」、「
蜿
蜒
と
し

て
膠
戻
し
」、「
長
邪
め
に
角
趣
き
」、「
規
を
旋
り
矩
を
折
る
」
と
い
っ
た
喩
え
は
、

文
字
の
形
状
や
姿
態
の
多
様
さ
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
横
線
と
縦
線
の

水
平
さ
と
垂
直
さ
、
曲
線
と
斜
め
、
コ
ン
パ
ス
を
め
ぐ
ら
せ
た
り
、
も
の
さ
し
を

置
い
た
り
す
る
よ
う
な
点
画
の
形
態
で
あ
る
。 

こ
の
多
様
に
は
、
み
な
調
和
を
取
れ
ば
、〈
体
〉
が
異
な
っ
て
い
て
も
、〈
勢
〉

が
連
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
て
多
様
な
字
形
が
、
上
下
緊
密
に

連
な
る
の
は
、
調
和
の
用
筆
で
あ
る
。
調
和
の
用
筆
を
用
い
て
は
じ
め
て
、
滑
ら

か
な
流
れ
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
い
く
ら
字
間
が
離
れ
て
い
て
も
字
体
と

字
体
と
を
一
貫
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
彩
な
形
態
を
持
つ
〈
体
〉

が
異
な
っ
て
い
て
も
、
調
和
の
用
筆
を
用
い
れ
ば
、
互
い
に
結
び
つ
け
る
〈
勢
〉

が
生
じ
る
の
で
あ
る
。 

  

六
、〈
体
勢
〉
に
関
す
る
語
意
に
つ
い
て 

 
 

第三章 〈形〉と〈勢〉 



- 124 - 

 

〈
体
勢
〉
に
つ
い
て
、
張
懐
瓘
『
書
断
』
の
草
書
に
こ
う
あ
る
。 

 

字
の
体
勢
は
、
一
筆
に
し
て
成
り
、
偶
た
ま
連
な
ら
ざ
る
有
る
も
、
而
も
血
脈

は
断
え
ず
。
其
の
連
な
る
者
に
及
ん
で
は
、
気
候
其
の
隔
行
に
通
づ
。
惟
だ
王

子
敬
の
み
其
の
深
指
を
明
ら
か
に
す
。
故
に
行
の
首
め
の
字
は
、
往
往
に
し
て

前
行
の
末
を
継
ぐ
。
世
に
一
筆
書
と
称
す
る
者
は
、
、
張
伯
英
自
り
起
る
、
即

ち
此
れ
な
り
。 

（
字
之
體
勢
、
一
筆
而
成
、
偶
有
不
連
、
而
血
脈
不
斷
。
及
其
連
者
、
氣
候
通

其
隔
行
。
惟
王
子
敬
明
其
深
指
。
故
行
首
之
字
、
往
往
繼
前
行
之
末
、
世
稱
一

筆
書
者
、
起
自
張
伯
英
、
即
此
也
。
） 

 

〈
体
勢
〉
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
は
、「
一
筆
」
で
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
示
さ
れ
た
〈
体
勢
〉
は
、
特
に
張
芝
の
今
草
を
指
す
。
前
に
取
り
上
げ
た

〈
体
〉
と
〈
勢
〉
の
つ
な
が
り
を
続
き
、
〈
体
〉
が
異
な
っ
て
い
て
も
離
れ
て
い

て
も
、
一
つ
の
文
字
を
基
準
と
し
て
、
起
筆
か
ら
終
筆
ま
で
の
途
切
れ
な
い
ほ
ど

滑
ら
か
な
流
れ
を
保
つ
用
筆
を
用
い
れ
ば
、
〈
勢
〉
が
生
じ
る
。
こ
の
用
筆
の
要

点
は
、
「
一
筆
」
で
あ
る
。 

「
一
筆
」
に
よ
っ
て
、〈
体
勢
〉
が
生
み
出
さ
れ
る
。「
血
脈
」
と
「
気
候
」
と

い
う
語
を
加
え
、「
一
筆
」
で
生
み
出
さ
れ
た
〈
体
勢
〉
を
補
説
す
る
。
こ
の
〈
気

候
〉
は
、
前
の
「
血
脈
」
の
基
に
「
気
脈
」
と
解
釈
し
て
も
よ
く
、
書
風
、
気
韻

と
い
う
自
分
ら
し
い
用
筆
の
あ
ら
わ
れ
と
考
え
て
も
い
い
（
注
１
０
）
。
一
字
よ
り
一

行
ま
で
、
も
し
一
筆
と
い
う
用
筆
を
使
え
ば
、
一
字
の
体
勢
で
あ
る
「
血
脈
」
よ

り
、
一
行
の
行
勢
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
気
候
」
ま
で
連
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、〈
体
勢
〉
に
は
、
一
文
字
を
一
つ
の
単
位
と
し
て
考
え
る
視
点
が
あ
り
、

ま
た
こ
の
一
つ
の
単
位
が
人
間
と
し
て
十
全
に
整
っ
て
い
る
〈
体
〉
と
い
う
比
喩

で
表
現
さ
れ
る
視
点
も
あ
る
。 

張
懐
瓘
は
、
張
芝
の
今
草
の
〈
体
勢
〉
を
大
変
称
賛
し
て
い
る
。
特
定
の
書
作

を
挙
げ
て
い
な
い
が
、『
冠
軍
帖
』
、
『
今
欲
帰
帖
』
か
ら
一
斑
を
う
か
が
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。〈
体
勢
〉
の
中
「
血
脈
」
と
「
気
候
」
と
は
、
と
も

に
順
を
追
っ
て
次
々
と
絶
え
な
い
様
子
を
あ
ら
わ
す
語
で
あ
り
、
ま
た
書
く
者
が

書
く
時
の
呼
吸
や
動
作
や
心
情
に
応
じ
て
、
自
分
自
身
し
か
生
み
出
さ
な
い
表
現

と
見
な
せ
る
。〈
体
勢
〉
を
書
く
者
自
ら
の
表
現
と
す
る
視
点
は
、『
玉
堂
禁
経
』

の
説
を
加
味
す
れ
ば
、
明
白
に
な
る
。 

 
 

古
人
は
翰
墨
の
間
に
神
気
淋
漓
に
し
て
、
妙
処
は
隨
意
に
如
く
所
に
在
り
、
自

か
ら
体
勢
成
る
。
故
に
作
を
為
す
者
は
、
字
は
算
子
の
如
く
、
便
ち
是
れ
書
な

ら
ず
。 

（
古
人
神
氣
淋
漓
翰
墨
間
、
妙
處
在
隨
意
所
如
、
自
成
體
勢
。
故
為
作
者
、
字

如
算
子
便
不
是
書
。
） 
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「
隨
意
に
如
く
所
」
は
〈
体
勢
〉
を
生
み
出
す
要
素
で
あ
り
、
逆
に
〈
体
勢
〉

を
失
う
場
合
は
、「
算
子
」
で
あ
る
。「
算
子
」
と
は
、
計
算
に
使
わ
れ
る
大
き
さ

が
同
じ
竹
製
の
小
片
で
あ
り
、
文
字
の
大
き
さ
や
姿
態
が
同
様
で
単
調
な
こ
と
に

比
喩
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
〈
体
勢
〉
に
は
文
字
の
変
化
に
富
む
こ
と
を
あ
ら
わ
す

意
味
が
あ
る
。
こ
の
変
化
は
、
「
算
子
」
が
同
じ
大
き
さ
で
単
調
さ
を
持
つ
性
質

か
ら
見
れ
ば
、
字
体
の
大
小
や
軽
重
や
緩
急
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
変
化
に
富
む
〈
体
勢
〉
は
、
「
隨
意
に
如
く
所
」
を
も
と
に
し
て
生
み
出

さ
れ
る
以
上
、
書
く
者
の
心
情
と
熟
練
し
た
用
筆
と
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

作
り
出
さ
れ
る
こ
と
と
見
な
せ
る
。
こ
の
変
化
に
富
む
〈
体
勢
〉
と
『
書
譜
』
の

「
体
勢
の
多
方
」
と
を
合
わ
せ
て
考
察
し
た
い
。 

 

◆
唐 

孫
過
庭 

『
書
譜
』 

異
を
好
み
奇
を
尚
ぶ
の
士
は
、
体
勢
の
多
方
を
玩
び
、
微
を
窮
め
妙
を
測
る
の

夫
は
、
推
移
の
奥
賾
を
得
ん
と
す
。 

（
好
異
尚
奇
之
士
、
玩
體
勢
之
多
方
、
窮
微
測
妙
之
夫
、
得
推
移
之
奧
賾
。
） 

 

こ
こ
で
の
〈
体
勢
〉
に
は
、
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
作
品
の
構
成
と

文
字
の
構
成
で
あ
る
。
作
品
の
構
成
と
は
、
書
作
を
組
み
立
て
る
諸
要
素
や
配
置

の
手
法
で
あ
り
、
文
字
の
構
成
と
は
、
特
に
文
字
の
組
み
合
わ
せ
を
指
す
。
作
品

の
構
成
は
、
書
作
の
全
体
の
構
成
を
示
し
、
お
そ
ら
く
章
法
と
い
う
全
体
的
構
成

を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
文
字
の
構
成
は
、
文
字
の
構
造
を
指
し
、
つ
ま
り
文
字
の

形
状
や
姿
態
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
作
品
の
構
成
で
あ
る
〈
体
勢
〉
は
、
書
作
を

全
体
と
し
て
扱
う
。
文
字
の
構
造
で
あ
る
〈
体
勢
〉
は
、
文
字
の
構
造
と
し
て
考

え
ら
れ
る
。
作
品
の
構
成
で
あ
れ
、
文
字
の
構
造
で
あ
れ
、
と
も
に
「
多
方
」
と

い
う
要
素
が
欠
か
せ
な
い
。「
多
方
」
と
は
、
変
化
の
多
様
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。

局
部
的
文
字
の
〈
体
勢
〉
と
全
体
的
書
作
の
〈
体
勢
〉
は
、
と
も
に
「
多
方
」
を

図
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。 

「
体
勢
の
多
方
」
と
「
推
移
の
奥
賾
」
は
、
対
句
で
あ
る
。
書
作
と
字
体
と
の

構
成
の
変
化
を
は
か
る
と
い
う
「
体
勢
の
多
方
」
の
意
味
か
ら
み
れ
ば
、
「
推
移

の
奥
賾
」
と
は
、
用
筆
運
筆
の
緩
急
、
抑
揚
、
軽
重
な
ど
の
変
化
の
移
り
変
わ
り

を
指
す
。
こ
の
並
べ
方
に
よ
り
、
構
造
の
多
面
さ
と
過
程
の
移
り
変
わ
り
と
い
う

つ
な
が
り
が
見
出
せ
る
。 

虞
龢
『
論
書
表
』
に
は
、
〈
体
勢
〉
を
搨
書
品
質
の
優
劣
基
準
と
す
る
論
が
あ

る
。『
論
書
表
』
に
は
、
こ
う
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

◆
南
朝 

宋 

虞
龢
『
論
書
表
』 

今
、
搨
書
は
皆
な
大
厚
紙
を
用
い
、
泯
と
し
て
一
体
同
度
の
若
し
。
剪
截
は
皆

な
斉
し
く
、
又
た
敗
字
を
補
接
し
、
体
勢
失
わ
ず
、
墨
色
更
に
明
ら
か
な
り
。 

（
今
搨
書
皆
用
大
厚
紙
、
泯
若
一
體
同
度
。
剪
截
皆
齊
、
又
捕
接
敗
字
、
體
勢

不
失
、
墨
色
更
明
。
） 
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虞
龢
は
、
宋
の
明
帝
に
宮
中
に
秘
蔵
さ
れ
た
張
芝
、
鍾
繇
な
ど
の
法
書
を
修
理

す
る
こ
と
を
提
言
し
、
紙
の
品
質
や
搨
し
方
や
軸
具
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
か
っ
た
。

彼
は
、
い
い
搨
書
は
痛
ん
だ
字
を
補
い
つ
づ
く
っ
て
も
〈
体
勢
〉
が
失
わ
れ
な
い

と
考
え
て
い
る
。 

こ
こ
の
〈
体
勢
〉
は
、
字
体
よ
り
感
得
し
た
美
し
さ
を
伝
え
る
語
と
し
て
用
い

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
搨
書
や
修
復
の
場
合
に
補
っ
て
縫
い
合
わ
せ
て
も
、
文

字
の
形
状
や
姿
勢
が
失
わ
れ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
保
つ
語
意
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。
搨
書
の
場
合
、
〈
体
勢
〉
が
失
わ
れ
な
い
こ
と
は
、
文
字
の
形
状
や
姿
勢
が

変
わ
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
点
画
の
位
置
や
太
さ
や
角
度
な
ど
も
変
わ
ら
な
い
こ

と
で
あ
る
。 

虞
龢
が
、〈
字
形
〉
、〈
字
体
〉、〈
形
勢
〉
、〈
形
体
〉
な
ど
の
言
葉
を
使
わ
ず
に
、

〈
体
勢
〉
を
使
う
わ
け
は
、
一
文
字
の
字
形
が
保
た
れ
る
姿
勢
、
構
え
を
強
調
す

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

〈
体
勢
〉
を
、
書
の
美
を
あ
ら
わ
す
品
評
語
と
し
て
用
い
る
文
は
、
「
柳
公
権

伝
」
に
見
ら
れ
る
。『
旧
唐
書
』
一
六
五
巻
に
は
、 

 

公
権
は
初
め
王
書
を
学
び
、
遍
く
近
代
の
筆
法
を
閲
し
、
体
勢
は
勁
媚
に
し
て
、

自
ず
か
ら
一
家
を
成
す
。 

（
公
權
初
學
王
書
、
遍
閲
近
代
筆
法
。
體
勢
勁
媚
、
自
成
一
家
。
） 

 
 と

あ
る
。
柳
公
権
は
、
王
羲
之
の
書
を
学
ん
で
当
時
の
名
家
の
筆
法
を
調
べ
抜
い

た
上
で
、
よ
う
や
く
自
分
の
書
風
を
成
し
た
と
言
わ
れ
る
。
当
時
の
名
家
は
、
王

羲
之
以
外
、
ま
た
鍾
繇
、
欧
陽
詢
、
褚
遂
良
ら
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
中
に
顔
真

卿
か
ら
受
け
た
影
響
が
一
番
強
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
柳
公
権
の
ど

の
書
作
が
「
体
勢
勁
媚
」
で
あ
る
が
を
示
し
て
な
い
が
、
お
そ
ら
く
楷
書
の
書
作

を
指
す
で
あ
ろ
う
（
注
１
１
）
。 

「
勁
媚
」
と
は
、「
勁
」
と
「
媚
」
と
を
組
み
合
わ
せ
た
術
語
で
あ
る
。「
勁
」

と
は
、
健
や
か
で
力
強
い
こ
と
で
あ
り
、
よ
く
「
健
」、「
雄
」、「
剛
」
な
ど
の
概

念
と
組
み
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
る
。「
媚
」
と
は
、
柔
和
で
美
し
い
こ
と
で
あ
る
。

「
柔
」、「
妍
」、「
姿
」
な
ど
の
概
念
と
よ
く
組
み
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
る
。「
勁
」

と
「
媚
」
と
は
、
相
対
的
な
性
質
を
持
つ
。
こ
の
相
対
的
な
性
質
を
持
つ
両
者
を

ほ
ど
よ
く
融
合
さ
せ
て
は
じ
め
て
、
「
勁
」
の
力
強
い
陽
剛
と
「
媚
」
の
柔
和
な

陰
柔
を
共
に
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
勁
媚
」
と
は
、
陽
剛
と
陰
柔
と
い
う
性
質

が
共
に
持
た
れ
て
い
る
こ
と
を
称
賛
す
る
語
で
あ
る
。 

柳
公
権
の
書
風
を
品
評
す
る
文
に
は
、「
遒
勁
豐
潤
」、「
遒
媚
勁
健
」、「
勁
健
」

と
い
っ
た
語
が
よ
く
見
ら
れ
る
（
注
１
２
）
。
ま
た
、
第
三
章
「
お
わ
り
に
」
の
〈
筆

力
〉
と
〈
筆
勢
〉
と
の
関
係
図
を
通
じ
て
、
柳
公
権
の
筆
力
は
、〈
筋
〉
と
〈
肉
〉

よ
り
〈
骨
〉
が
わ
り
に
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
顔
筋
柳
骨
」（
注
１
３
）

と
い
う
周
知
の
評
語
と
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、〈
骨
〉
に
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よ
っ
て
生
ま
れ
た
品
評
語
は
、「
遒
」
、「
勁
」
、「
健
」、
と
緊
密
に
関
わ
っ
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
、
柳
公
権
の
〈
体
勢
〉
に
は
、
お
そ
ら
く
や
や
細
く
堅
実
と
い
う

表
現
が
あ
る
と
推
測
す
る
。
柳
公
権
の
学
ぶ
対
象
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
表
現
は
は

王
羲
之
か
ら
の
影
響
が
一
番
大
き
と
考
え
ら
れ
る
（
注
１
４
）
。 

〈
体
勢
〉
の
〈
媚
〉
は
、
〈
体
勢
〉
を
表
わ
す
た
め
に
使
わ
れ
る
。
字
体
構
造

の
対
比
や
呼
応
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
全
体
の
均
整
秀
美
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
〈
筆
力
〉
の
〈
媚
〉
を
生
み
出
す
〈
肉
〉
と
い
う
柔
軟
温
潤
の
概
念
と
異

な
る
。
「
体
勢
勁
媚
」
は
、
字
体
に
は
秘
め
ら
れ
た
逞
し
く
て
力
強
さ
が
あ
り
、

加
え
て
字
形
構
造
が
絶
妙
で
、
そ
の
上
で
均
衡
が
整
う
こ
と
で
あ
る
。
柳
公
権
の

書
の
中
に
「
勁
媚
」
を
示
す
の
は
、
六
十
四
歳
の
時
に
完
成
し
た
楷
書
の
『
玄
秘

塔
碑
』
を
例
と
し
て
良
い
だ
ろ
う
（
注
１
５
）
。 

 

七
、
〈
字
勢
〉
に
関
す
る
品
評
語 

 

〈
字
勢
〉
に
関
す
る
文
に
は
、〈
字
〉
と
〈
勢
〉
を
並
列
す
る
こ
と
が
あ
り
、〈
字

勢
〉
と
い
う
一
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。〈
字
勢
〉
に
つ
い
て
、『
四

体
書
勢
』
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。 

 

恒
、
竊
か
に
之
を
悦
び
、
故
に
愚
思
を
竭
し
、
以
て
其
の
美
を
賛
す
。
以
て
前

賢
の
作
に
廁ま

じ

え
る
に
足
ら
ざ
る
を
愧
じ
、
以
て
古
人
の
象
を
存
せ
ん
こ
と
を
冀

う
。
古
に
別
名
無
し
、
之
を
字
勢
と
謂
う
。 

（
恒
竊
悅
之
、
故
竭
愚
思
以
贊
其
美
。
愧
不
足
以
廁
前
賢
之
作
、
冀
以
存
古
人

之
象
焉
。
古
無
別
名
、
謂
之
字
勢
。
） 

 

こ
こ
で
提
起
し
た
〈
字
勢
〉
は
、
古
文
と
関
わ
っ
て
い
る
。
古
文
と
は
、
春
秋

戦
国
時
代
に
斉
魯
を
中
心
と
す
る
山
東
地
方
に
使
用
さ
れ
て
い
た
書
体
で
あ
る
。

衛
恒
は
古
書
の
中
に
特
に
楚
の
事
を
論
じ
た
巻
に
書
か
れ
た
書
が
巧
妙
で
あ
っ

て
、
そ
の
美
妙
さ
を
誉
め
称
え
る
た
め
に
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

〈
字
勢
〉
は
、
文
章
の
内
容
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

書
作
そ
の
も
の
の
美
し
さ
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

書
作
の
美
し
さ
は
、〈
字
勢
〉
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
書

作
を
味
わ
う
際
に
、
〈
字
勢
〉
は
一
つ
の
品
評
語
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
書
の
美

を
理
解
す
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
る
。
〈
字
勢
〉
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
術
語

の
整
理
す
れ
ば
、
〈
字
勢
〉
に
関
す
る
書
の
美
し
さ
の
表
現
に
役
に
立
つ
で
あ
ろ

う
。 

 

◆
南
朝
梁 

蕭
衍 

『
古
今
書
人
優
劣
評
』 

王
羲
之
の
書
は
、
字
勢
雄
逸
に
し
て
、
龍
が
天
門
に
跳
び
、
虎
が
鳳
闕
に
臥
す

が
如
し
。 

（
王
羲
之
書
、
字
勢
雄
逸
、
如
龍
跳
天
門
、
虎
臥
鳳
闕
。
） 
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こ
の
品
評
に
つ
い
て
は
、〈
字
勢
雄
強
〉
と
解
釈
す
る
版
本
も
あ
る
（
注
１
６
）
が
、

後
の
品
評
語
意
と
文
意
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
〈
字
勢
雄
逸
〉
の
版
本
を
取

り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
〈
雄
強
〉
と
〈
雄
逸
〉
と
は
、
ほ
ぼ
類
似
の
意
味
を

持
っ
て
い
る
が
、
後
の
文
意
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
〈
雄
強
〉
よ
り
〈
雄
逸
〉

の
方
が
相
応
し
い
。 

〈
雄
逸
〉
と
は
、
〈
雄
〉
も
〈
逸
〉
も
と
も
に
抜
き
ん
で
い
て
優
れ
て
い
る
と

い
う
意
味
が
あ
る
。〈
字
勢
雄
逸
〉
は
、〈
字
勢
〉
が
優
れ
て
い
る
さ
ま
で
あ
る
と

解
釈
す
る
。
後
文
の
「
龍
跳
天
門
、
虎
臥
鳳
闕
」
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
〈
字

勢
雄
逸
〉
と
は
、
〈
字
勢
〉
に
は
〈
雄
〉
と
〈
逸
〉
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。〈
雄
〉
と
は
、
雄
々
し
く
て
力
強
い
さ
ま
を
指
す
こ
と
で
あ
る
。〈
逸
〉
と
は
、

穏
や
か
で
び
の
び
す
る
意
味
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
〈
雄
逸
〉
と
は
、
雄
々
し
く
力

強
く
て
物
静
か
で
く
つ
ろ
ぐ
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
〈
雄
強
逸
豫
〉
と
考
え
ら

れ
る
（
注
１
７
）
。 

「
龍
が
天
門
に
跳
び
、
虎
が
鳳
闕
に
臥
す
」
こ
と
は
、
龍
が
天
宮
の
門
を
飛
び

跳
ね
、
虎
が
皇
宮
の
室
に
横
た
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
龍
と
虎
は
、
生
物
的
な
喩
え

で
あ
り
、
天
門
と
鳳
闕
は
、
神
の
宮
廷
と
天
子
の
皇
宮
と
い
う
神
聖
な
場
所
で
あ

る
。
両
方
と
も
に
、
大
変
立
派
で
美
し
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
。 

文
中
の
「
跳
」
と
「
臥
」
の
意
味
を
通
じ
て
、
「
龍
が
天
門
に
跳
ぶ
」
が
示
さ

れ
る
意
味
は
、
龍
が
天
宮
の
門
を
飛
び
跳
ね
る
よ
う
な
生
気
や
躍
動
感
の
溢
れ
る

こ
と
で
あ
り
、「
虎
が
鳳
闕
に
臥
す
」
は
、
虎
が
皇
宮
の
室
に
横
た
わ
る
よ
う
な

気
兼
ね
な
く
の
ん
び
り
と
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
雄
逸
」
と
「
龍
跳
天
門
、
虎
臥
鳳
闕
」
と
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
「
雄
」
と

「
龍
跳
天
門
」、
そ
し
て
「
逸
」
と
「
虎
臥
鳳
闕
」
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
「
雄
」
と
「
龍
跳
天
門
」
は
、
王
羲
之
の
書
の
躍
動
を
表
わ
す
用
語
で
あ

り
、
「
逸
」
と
「
虎
臥
鳳
闕
」
は
、
王
羲
之
の
書
の
堂
々
と
す
る
表
現
を
示
す
用

語
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
品
評
語
は
、
一
見
分
か
り
辛
い
と
思
わ
れ
る
が
、
お
そ

ら
く
王
羲
之
の
〈
字
勢
〉
は
動
と
静
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
大
い
に

称
え
褒
め
た
文
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
こ
の
品
評
語
は
、
決
し
て
言
葉
の
飾
り

や
弁
解
で
き
な
い
こ
と
で
な
く
、
王
羲
之
の
書
風
の
美
を
解
明
す
る
こ
と
に
大
変

有
益
で
あ
り
、
書
く
も
の
に
対
し
て
啓
発
的
な
片
言
で
は
な
か
ろ
う
か
（
注
１
８
）
。 

南
朝
梁
の
袁
昂
は
、
蕭
思
話
の
〈
字
勢
〉
を
「
屈
強
」
と
評
価
し
て
い
る
。『
古

今
書
評
』
に
は
、
類
似
の
品
評
語
が
見
ら
れ
る
。 

 

蕭
思
話
の
書
、
走
墨
は
連
綿
、
字
勢
は
屈
強
に
し
て
、
龍
の
天
門
に
跳
り
、
虎

の
鳳
闕
に
臥
す
る
が
若
す
。 

（
蕭
思
話
書
、
走
墨
連
綿
、
字
勢
屈
強
。
若
龍
跳
天
門
、
虎
臥
鳳
闕
。
） 

 
蕭
思
話
の
書
を
評
す
る
語
に
は
、
王
羲
之
を
評
価
す
る
の
と
同
様
の
言
葉
が
あ

る
。
ま
た
『
書
断
』
に
お
い
て
彼
の
行
草
書
が
「
勢
は
断
絶
せ
ず
」
と
い
う
評
価
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か
ら
見
れ
ば
、
非
常
に
素
晴
ら
し
い
と
考
え
ら
れ
る
（
注
１
９
）
。 

蕭
思
話
の
〈
字
勢
〉
は
、「
屈
強
」
で
あ
る
。「
屈
強
」
と
は
、
意
志
や
力
が
強

く
屈
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
力
強
さ
を
持
つ
さ
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
屈
彊
、
倔
強

と
も
作
る
。
龍
と
虎
と
の
喩
え
を
加
え
、
蕭
思
話
の
〈
字
勢
〉
に
は
、
驚
異
的
な

力
強
さ
が
あ
り
、
途
切
れ
ず
に
長
く
続
く
よ
う
な
連
綿
さ
が
あ
る
。
こ
の
驚
異
的

な
力
強
さ
は
、
人
を
ふ
る
え
あ
が
ら
せ
る
よ
う
な
迫
力
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

『
書
断
』
の
「
光
芒
射
人
」
、「
行
草
倜
儻
」
と
い
う
評
価
と
合
わ
せ
、
彼
の
書
に

は
目
を
引
く
よ
う
な
輝
き
が
あ
り
、
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
い
自
由
自
在
の
表
現
が

あ
る
。 

次
に
王
献
之
の
〈
字
勢
〉
に
目
を
向
け
る
。
『
晋
書
』
巻
八
十
、
列
伝
第
五
十

に
よ
っ
て
、
王
献
之
は
、
父
の
書
風
を
受
け
継
い
で
い
た
が
、
新
た
な
面
目
で
は

な
い
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

献
之
は
父
風
有
り
と
雖
も
、
殊
に
新
巧
に
非
ず
。
其
の
字
勢
の
疏
瘦
に
す
る
を

観
る
に
、
隆
冬
の
枯
樹
の
如
し
。 

（
獻
之
雖
有
父
風
、
殊
非
新
巧
。
觀
其
字
勢
疏
瘦
、
如
隆
冬
之
枯
樹
。
） 

 

王
献
之
の
〈
字
勢
〉
は
「
疏
痩
」
で
表
わ
さ
れ
る
。
喩
え
る
と
す
れ
ば
、
ま
る

で
真
冬
の
中
の
枯
れ
木
の
よ
う
で
あ
る
。
「
疏
痩
」
と
は
、
疎
ら
で
細
い
さ
ま
で

あ
る
。
真
冬
の
枯
れ
木
と
い
う
喩
え
を
加
え
て
考
え
れ
ば
、
や
や
狭
苦
し
く
て
余

裕
の
な
い
窮
屈
の
意
味
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
列
伝
第
五
十
に
は
、
枯

れ
木
の
様
子
は
、
次
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
る
。 

 

其
の
枯
樹
や
、
槎
枿
に
す
雖
も
、
屈
伸
無
し
。 

（
其
枯
樹
也
、
雖
槎
枿
而
無
屈
伸
。
） 

 

「
槎
枿
」
は
、
葉
が
落
ち
枯
れ
木
の
枝
の
様
子
を
指
す
。
「
屈
伸
」
は
、
か
が

め
た
り
伸
ば
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
進
退
、
浮
き
沈
み
と
い
う
相
対

的
な
意
味
が
あ
る
。
そ
こ
で
「
槎
枿
」
と
「
屈
伸
」
と
の
意
味
は
、
枯
れ
木
は
、

枝
が
ば
ら
ば
ら
に
伸
び
た
枝
の
間
が
空
く
よ
う
な
様
子
で
表
現
さ
れ
る
が
、
全
体

的
に
屈
ん
だ
り
伸
ば
し
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
意
味
と
「
疏
痩
」
と
を
合

わ
せ
て
王
献
之
の
〈
字
勢
〉
を
連
想
し
て
み
れ
ば
、
点
画
の
か
た
ち
は
疎
ら
で
細

い
が
、
線
質
が
冬
の
厳
寒
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
な
力
強
さ
を
持
つ
よ
う
に
も
見
え

る
。
と
こ
ろ
が
、
書
の
構
成
に
は
、
閉
じ
た
り
開
い
た
り
す
る
と
い
う
互
い
に
呼

応
す
る
構
成
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
局
部
の
点
画
は
力
強
さ
を
持

っ
て
い
る
が
、
全
体
的
な
構
成
は
相
互
の
対
応
が
薄
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
こ
で
提
起
し
た
枯
れ
木
の
喩
え
と
『
書
譜
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
例
文
と
を

比
べ
る
と
王
献
之
の
〈
字
勢
〉
は
、
お
そ
ら
く
〈
骨
力
〉
と
い
う
堅
実
の
力
強
さ

が
割
合
占
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
注
２
０
）
。 

張
懐
瓘
は
、〈
字
勢
〉
は
「
生
動
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。『
六
体
書
論
』
に
、
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「
生
動
」
と
「
天
然
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
。 

 

字
勢
は
生
動
し
、
宛
も
天
然
の
若
く
、
実
に
造
化
の
姿
を
得
、
神
変
無
極
な
り
。 

（
字
勢
生
動
、
宛
若
天
然
、
實
得
造
化
之
姿
、
神
変
無
極
。
） 

 

張
懐
瓘
は
、
草
書
を
論
じ
る
時
に
、
張
芝
を
代
表
人
物
と
し
て
取
り
上
げ
、
加

え
て
草
書
と
篆
書
、
籀
書
と
並
べ
て
い
る
。
草
書
と
篆
、
籀
と
を
並
列
し
て
論
じ

る
こ
と
は
、
み
な
自
然
万
象
の
精
華
を
も
と
に
す
る
か
ら
で
あ
る
（
注
２
１
）
。「
生

動
」
は
、
「
天
然
」
と
「
造
化
」
と
直
接
的
な
つ
な
が
り
が
あ
り
、
自
然
万
物
の

生
気
と
天
地
の
精
気
と
も
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
生
動
」
を
解
明
す

る
た
め
に
は
、
「
天
然
」
と
「
造
化
」
説
く
必
要
が
あ
る
。 

「
天
然
」
と
は
、
人
の
作
為
が
加
わ
っ
て
い
な
い
あ
り
の
ま
ま
を
言
う
。
ま
た
、

生
ま
れ
つ
き
の
性
質
と
い
う
意
味
も
含
ん
で
い
る
。
書
の
品
評
を
す
る
に
あ
た
っ

て
、
よ
く
「
工
夫
」
と
相
対
し
、
「
天
然
」
の
あ
り
の
ま
ま
さ
を
強
調
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
る
（
注
２
２
）
。 

「
造
化
」
は
、
自
然
の
そ
の
も
の
、
自
然
界
の
創
造
主
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、

天
地
万
物
を
創
造
し
育
て
、
ま
た
自
然
界
の
運
行
や
順
序
な
ど
を
決
め
る
と
い
う

比
喩
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
造
化
」
は
「
天
然
」
の
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
用

例
の
「
生
動
」
は
、
人
為
の
加
わ
っ
て
い
な
い
、
自
然
の
ま
ま
の
あ
ら
わ
れ
、
全

体
が
調
和
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
を
指
す
。
張
懐
瓘
が
考
え
た
草
書
の
〈
字
勢
〉

は
、
自
然
そ
の
も
の
と
向
き
合
う
よ
う
に
、
自
然
の
調
和
さ
生
動
さ
、
自
然
そ
の

も
の
を
感
じ
取
る
べ
き
で
あ
る
。 

草
書
の
〈
字
勢
〉
を
「
生
動
」
で
評
す
る
の
は
、
草
書
が
本
来
自
然
万
象
の
精

華
を
源
と
し
、
草
書
の
〈
字
勢
〉
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
源
で
あ
る
自
然
万
象
が

当
然
な
が
ら
追
求
す
る
理
想
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。『
論
用
筆
十
法
』
に
は
、

「
字
勢
雄
媚
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
。 

 

真
草
偏
枯 

両
字
或
い
は
三
字
を
謂
う
。
真
草
の
一
字
を
合
成
す
る
を
得
ず
、

之
を
偏
枯
を
謂
う
。
須
ら
く
映
帯
を
求
め
、
字
勢
雄
媚
な
ら
べ
し
。 

（
真
草
偏
枯 

謂
兩
字
或
三
字
、
不
得
真
草
合
成
一
字
、
謂
之
偏
枯
。
須
求
映

帯
、
字
勢
雄
媚
。
） 

 

「
真
草
偏
枯
」
は
、
一
字
を
真
書
と
草
書
を
交
ぜ
て
書
く
こ
と
を
禁
じ
る
意
味

で
あ
る
。「
偏
枯
」
に
は
、
片
面
に
か
た
よ
っ
て
味
気
が
無
い
意
味
が
あ
る
。「
雄

媚
」
は
、
雄
々
し
く
て
美
し
い
さ
ま
で
あ
る
。
「
雄
」
と
「
媚
」
は
、
相
対
的
な

意
味
を
持
つ
の
で
、
一
つ
の
語
意
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
、
両
方
を
よ
く
融
合
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

「
雄
」
と
「
媚
」
を
融
合
す
る
の
は
、「
映
帯
」
で
あ
る
。「
映
帯
」
は
、
互
い

に
映
え
合
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
互
の
関
係
を
程
よ
く
呼
応
す
る
働
き

を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
真
書
と
草
書
と
い
う
相
対
的
な
用
筆
と
結
体
の
例
を
通
じ
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て
、「
映
帯
」
に
よ
っ
て
互
い
に
呼
応
と
反
映
の
働
き
が
生
じ
て
は
じ
め
て
、「
雄

媚
」
が
生
じ
る
。
「
雄
媚
」
は
、
男
性
的
な
雄
々
し
さ
と
女
性
的
な
美
し
さ
と
を

程
好
く
合
わ
せ
る
語
意
で
あ
る
。
こ
の
語
意
と
真
書
と
草
書
の
性
質
と
を
合
わ
せ

て
み
れ
ば
、「
雄
」
は
真
書
の
転
折
の
用
筆
を
指
し
、「
媚
」
は
草
書
の
円
滑
の
用

筆
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。 

〈
字
勢
〉
は
、
特
に
人
の
書
風
を
言
い
表
わ
す
働
き
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。〈
字

勢
〉
は
、
字
と
〈
勢
〉
で
組
み
立
て
ら
れ
る
か
ら
、
用
筆
の
技
巧
、
点
画
の
形
態
、

文
字
の
構
造
と
い
う
一
字
を
成
す
要
素
と
関
わ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
に
よ
っ
て
、

字
に
は
豊
富
な
変
化
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。
用
筆
の
技
巧

に
は
、
軽
重
、
緩
急
な
ど
の
要
素
が
あ
り
、
点
画
の
形
態
に
は
、
長
短
、
太
さ
の

要
素
が
あ
り
、
文
字
の
構
造
に
は
、
向
背
、
偃
仰
の
要
素
が
あ
る
以
上
、〈
字
勢
〉

は
、
用
筆
、
点
画
、
文
字
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

〈
形
勢
〉
と
〈
体
勢
〉
を
融
合
し
て
作
り
出
さ
れ
た
語
で
あ
る
。 

〈
形
勢
〉
と
〈
体
勢
〉
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
豊
富
な
変
化
を
言
い
表
わ
す
た
め

に
、
自
然
現
象
を
喩
え
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
自
然
現
象
が
持
つ
性
質
や
特
徴
に

よ
っ
て
、
こ
の
豊
富
な
変
化
と
一
致
す
る
用
語
が
作
り
出
さ
れ
る
。
こ
の
用
語
を

通
し
て
〈
字
勢
〉
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
い
っ
た
用
語
の
表
現
に
よ
っ

て
書
の
美
を
求
め
る
意
識
も
萌
芽
す
る
と
言
え
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

一
、〈
形
〉
と
〈
勢
〉
と
を
生
む
の
は
、
用
筆
法
と
結
体
法
で
あ
る
。 

用
筆
法
は
、
一
点
画
を
成
す
た
め
の
起
筆
、
行
筆
、
終
筆
で
あ
る
。
起
筆
、
行

筆
、
終
筆
の
過
程
に
は
、
ま
た
緩
急
、
軽
重
、
抑
揚
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
て
い

る
。
こ
の
要
素
を
表
わ
す
た
め
に
、
筆
は
水
平
の
動
き
と
垂
直
の
動
き
を
活
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

点
画
の
形
態
は
、
用
筆
法
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
、
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ど
ん
な
点
画
に
し
て
も
、
点
画
を
成
す
用
筆
の
法
、
す
な
わ
ち
そ
の
点

画
を
成
す
起
筆
、
行
筆
、
終
筆
、
そ
し
て
緩
急
、
軽
重
、
抑
揚
と
い
う
〈
法
〉
を

理
解
し
な
け
れ
ば
、
点
画
を
作
れ
な
い
。 

結
体
法
は
、
点
画
間
の
つ
な
が
り
よ
り
一
文
字
の
構
造
ま
で
展
開
す
る
。
こ
の

つ
な
が
り
に
は
、
点
画
間
の
す
が
や
形
態
の
対
応
性
と
、
運
筆
に
沿
う
一
貫
性
に

分
け
ら
れ
る
。
形
態
の
対
応
性
は
、
す
な
わ
ち
上
下
、
左
右
、
偃
仰
、
向
背
に
よ

っ
て
生
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、
点
画
間
に
は
、
互
い
に
牽
引
す
る
力
が
あ
り
、
磁
石

同
士
が
引
き
合
っ
た
り
、
斥
け
合
っ
た
り
す
る
働
き
が
生
じ
る
。
こ
の
働
き
を
す

る
点
画
の
関
係
は
、
〈
向
勢
〉、
〈
背
勢
〉
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
一
貫
性
は
、
筆
順

に
沿
う
運
筆
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
点
画
の
間
の
起
筆
終
筆
は
、
良

好
な
循
環
を
保
ち
、
い
く
ら
点
画
が
離
れ
て
も
緊
密
に
連
な
る
。
こ
れ
は
、
よ
く

龍
、
蛇
に
喩
え
ら
れ
、
ま
た
「
血
脈
」
や
「
気
脈
」
と
も
言
う
。 
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二
、
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
に
は
、
自
然
現
象
を
連
想
す
る
働
き
が
必
要
で
あ
る
。 

こ
の
働
き
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
自
然
現
象
の
喩
え
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
点
画
と
字
形
は
、
自
然
現
象
の
喩
え
を
も
っ
て
表
現
す
る
視
点
が
頻
繁
に

見
ら
れ
る
。
ま
た
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
、
そ
し
て
〈
体
〉
と
〈
勢
〉
、
〈
字
勢
〉
と
関

わ
っ
て
い
る
品
評
語
を
通
じ
て
、
書
の
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
を
示
そ
う
と
す
れ
ば
、

自
然
現
象
の
喩
え
を
中
間
の
つ
な
が
り
と
し
て
説
明
す
る
例
も
あ
る
。
こ
の
取
り

上
げ
ら
れ
た
喩
え
の
性
質
や
あ
り
さ
ま
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
形
容
す
る
術
語
が
生

ま
れ
る
。 

こ
の
術
語
の
意
味
を
通
じ
て
、
書
作
の
見
所
、
特
徴
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
然
現
象
の
喩
え
を
形
容
す
る
言
葉
の
意
味
に
よ
っ
て
、
書
の
〈
形
〉
と
〈
勢
〉

を
理
解
す
る
こ
と
に
役
立
つ
。
〈
形
勢
〉
、
〈
体
勢
〉
、
〈
字
勢
〉
の
品
評
語
の
意
味

を
解
こ
う
と
し
た
ら
、
提
起
さ
れ
た
自
然
現
象
の
喩
え
の
意
味
を
理
解
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
絶
妙
な
平
衡
を
保
つ
状
態
を
伝
え
る
た
め
、
自
然
現
象
の
喩
え
を

も
っ
て
表
現
す
る
。
こ
の
喩
え
を
表
わ
す
語
に
よ
っ
て
、
性
質
を
あ
ら
わ
す
言
葉

が
作
ら
れ
る
。
こ
の
喩
え
に
は
、
生
命
感
や
躍
動
感
に
富
む
性
質
が
あ
る
の
で
、

喩
え
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
言
葉
に
も
、
生
命
感
や
躍
動
感
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。 

 

三
、
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
は
、
静
と
動
で
あ
る
。 

〈
形
〉
と
〈
勢
〉
は
、
互
い
に
依
存
し
合
い
、
互
い
に
制
約
し
合
う
密
接
な
関

係
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
関
係
は
、
用
筆
の
法
と
結
体
の
法
を
通
じ
て
、
相
対
に

抵
抗
し
た
り
呼
応
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
緩
急
、
軽
重
、

抑
揚
、
そ
し
て
上
下
、
左
右
、
偃
仰
、
向
背
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、〈
形
〉

と
〈
勢
〉
を
あ
ら
わ
す
言
葉
は
、
お
も
に
自
然
現
象
の
喩
え
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

る
。
こ
の
喩
え
は
、
お
も
に
生
動
、
生
命
力
に
富
む
要
素
が
あ
る
。 

生
動
な
自
然
現
象
の
喩
え
と
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、〈
形
〉
と
〈
勢
〉
は
、
具
体

的
な
形
状
や
姿
態
に
生
動
な
動
き
や
力
量
を
感
じ
取
る
と
い
う
関
係
を
持
ち
、
文

字
の
一
点
一
画
と
い
う
静
止
の
形
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
筆
を
下
ろ
し
た
そ
の
時

の
振
動
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
２
３
）
。〈
形
〉
と
〈
勢
〉
は
、

具
体
と
抽
象
、
静
止
と
流
動
と
い
う
性
質
に
分
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
ど

ん
な
性
質
で
あ
っ
て
も
、
も
し
一
面
し
か
得
ら
れ
ず
、
良
好
な
バ
ラ
ン
ス
に
至
ら

な
い
な
ら
ば
、〈
形
〉
と
〈
勢
〉
を
称
す
る
に
は
足
り
な
い
。 

 

四
、〈
形
〉
と
〈
勢
〉
と
を
結
び
付
け
る
の
は
、
筆
力
で
あ
る
。 

筆
力
を
生
む
の
は
、
用
筆
法
が
重
要
で
あ
る
。
筆
力
を
成
す
の
は
、
〈
骨
〉
、

〈
筋
〉
、〈
肉
〉
と
い
う
概
念
で
あ
る
。〈
体
〉
は
、〈
形
〉
に
よ
っ
て
派
生
し
た
具

体
的
な
概
念
で
あ
る
以
上
、〈
形
〉
も
〈
力
〉
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。〈
体
〉
に
〈
力
〉
が
あ
り
、〈
形
〉
に
も
〈
力
〉
が
あ
る
。〈
力
〉
と
〈
勢
〉

は
、
内
面
と
外
面
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。〈
力
〉
は
、〈
勢
〉
を
生
む
基
礎
で
あ
り
、

〈
勢
〉
は
〈
力
〉
の
表
現
で
あ
る
。 

 

第三章 〈形〉と〈勢〉 



- 133 - 

 

【
注
】 

１ 
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
、
張
懐
瓘
『
論
用
筆
十
法
』
の
「
偃
仰
向
背
、
謂
兩
字
并
為

一
字
、
須
求
點
畫
、
上
下
、
偃
仰
、
離
合
之
勢
」
を
根
拠
に
し
て
、
点
画
を

連
結
し
て
一
貫
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
作
る
の
が
、
対
照
と
相
関
の
論
理
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。『
勢 

効
力
の
歴
史
―
中
国
文
化
横
断
―
』「
第
三
章 

形
の
躍
動
、
ジ
ャ
ン
ル
の
効
果
」
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
著
、
中
島
隆

博
訳
（
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
四
年
）
六
十
六
頁
よ
り
。 

２ 

「
形
は
人
間
の
手
が
形
成
す
る
。
手
の
運
動
が
形
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
見
る
場
合
に
も
、
形
に
沿
っ
た
視
線
の
運
動
が
は
じ
め
て
形
を
把
捉

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
根
源
的
事
実
を
原
因
と
し
て
、
形
の
美
は
、

一
挙
に
投
げ
出
さ
れ
た
形
態
の
（
空
間
的
な
）
組
織
と
し
て
の
み
で
な
く
、

創
造
し
て
ゆ
く
（
時
間
的
な
）
力
動
性
と
し
て
把
捉
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

特
に
東
洋
に
お
い
て
「
用
筆
」
が
重
ん
じ
ら
れ
た
の
も
、
そ
れ
に
よ
る
の
で

あ
る
。
」
『
書
の
美
学
と
書
教
育
』
「
形
の
問
題
」、
五
十
七
頁
よ
り
。 

３ 

「
漢
魏
六
朝
書
論
中
勢
與
法
関
係
的
弁
証
」
（
『
中
国
書
法
』
総
一
八
九
期
、

二
〇
〇
九
年
、
一
〇
五
頁
よ
り
）
一
文
に
は
、
勢
と
法
を
並
置
、
条
件
、
同

体
と
分
け
て
い
る
。 

こ
の
文
に
よ
る
と
、
並
置
は
並
列
の
概
念
や
範
疇
で
あ
り
、
あ
る
平
行
、

対
等
の
関
係
で
あ
り
、
条
件
は
前
提
と
結
果
の
関
係
で
あ
り
、
同
体
は
互
い

に
依
存
し
て
浸
透
す
る
関
係
で
あ
る
。
ま
た
結
論
に
は
、
勢
は
形
而
上
の
主

体
を
作
り
出
す
気
、
骨
、
神
、
意
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
形
而
下
に
は
技
法
と

道
具
材
料
の
影
響
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
法
は
漢
字
の
独
特
な
結
構
と
直
接

に
関
わ
っ
て
生
ま
れ
、
人
の
生
理
結
構
に
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（『
勢
』

的
產
生
於
形
而
上
源
自
創
造
主
體
的
『
氣
』『
骨
』『
神
』
意
、
於
形
而
下
則

受
到
『
技
法
』
和
工
具
材
料
的
影
響
。
而
『
法
』
的
產
生
則
直
接
因
於
對
漢

字
獨
特
結
構
的
展
現
、
並
受
制
於
人
的
生
理
結
構
。
）
と
書
か
れ
て
い
る
。 

４ 

「
執
」、「
使
」、「
転
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
筆
を
執
る
と
き
の
深
浅
、
筆
鋒
を

進
め
た
り
引
き
と
ど
め
た
り
す
る
こ
と
、
曲
が
り
く
ね
り
の
こ
と
で
あ
る
。

概
ね
、
執
筆
と
用
筆
の
こ
と
を
指
す
。
孫
過
庭
は
、
「
用
」
を
含
め
て
こ
の

四
種
の
法
を
総
合
し
て
、
書
法
の
原
理
を
一
に
帰
し
、
数
多
く
の
技
巧
を
系

列
化
し
て
様
々
な
妙
趣
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。 

『
書
譜
』
原
文
に
、
「
執
と
は
深
浅
を
謂
う
、
長
短
の
類
是
れ
な
り
。
使
と

は
縦
横
を
謂
う
、
牽
掣
の
類
是
れ
な
り
。
転
と
は
、
鉤
鐶
を
謂
う
、
盤
紆
の

類
是
れ
な
り
。
（
執
、
謂
深
淺
長
短
之
類
是
也
。
使
、
謂
縱
橫
牽
掣
之
類
是

也
。
轉
、
謂
鉤
鐶
盤
紆
是
也
。
）
と
あ
る
。 

５ 

『
観
鍾
繇
書
法
十
二
意
』
に
「
巧
、
布
置
の
謂
な
り
。
密
、
際
の
謂
な
り
。

（
巧
、
布
置
謂
也
。
密
、
謂
際
也
。）」
で
あ
る
。 

６ 
沈
尹
默
は
、
『
歴
代
名
家
学
書
経
験
談
輯
要
釈
義
』
に
お
い
て
、
大
自
然
に

は
複
雑
な
現
象
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
『
九
勢
』
は
、
対
立
す
る
陰
陽
が
交

互
に
作
用
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
し
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
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で
言
及
す
る
陰
陽
と
は
、
対
立
す
る
矛
盾
と
理
解
し
て
も
よ
い
。
古
代
に
お

い
て
は
、
陽
動
陰
静
、
陽
剛
陰
柔
、
陽
舒
陰
斂
、
陽
虚
陰
実
と
考
え
方
が
あ

っ
た
。
自
然
の
形
勢
の
中
で
は
、
こ
れ
ら
の
異
な
る
矛
盾
の
面
を
含
ん
で
い

る
。
書
は
、
自
然
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
形
勢

の
中
に
必
ず
動
静
、
剛
柔
、
舒
斂
、
虚
実
な
ど
が
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
書
家
は
自
然
の
形
質
を
真
似
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
変
化
を

成
さ
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
陰
陽
既
に
生
じ
て
、
形
勢
出
づ
と
取
り

上
げ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。（
大
自
然
充
滿
著
複
雜
的
現
象
。《
九
勢
》
認
為

是
由
於
對
立
的
陰
陽
交
互
作
用
而
形
成
的
。
這
裡
所
說
的
陰
陽
、
可
當
作
對

立
著
的
矛
盾
來
理
解
。
古
代
認
為
陽
動
陰
靜
、
陽
剛
陰
柔
、
陽
舒
陰
斂
、
陽

虚
陰
實
、
自
然
的
形
势
中
、
既
包
含
着
這
些
不
同
的
矛
盾
方
面
、
書
是
取
法

于
自
然
的
、
它
的
形
势
中
、
也
就
必
然
包
含
動
静
、
剛
柔
、
舒
斂
、
虚
實
等
。

就
是
說
、
書
家
不
但
是
模
拟
自
然
的
形
質
、
而
且
要
能
成
其
變
化
、
所
以
這

裡
說
陰
陽
既
生
、
形
勢
出
矣
。
）
と
述
べ
て
い
る
。 

ま
た
『
中
国
書
法
思
想
史
』
姜
澄
清
著
（
河
南
美
術
出
版
社
、
一
九
九
七

年
）
第
五
節
「
法
自
然
的
創
作
論
」
に
は
、
『
九
勢
』
は
道
家
と
易
の
哲
学

の
基
盤
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
九

勢
』
は
、
易
の
陰
陽
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
動
静
、
剛
柔
、
軽
重
な
ど
の
対
立

の
概
念
を
絶
妙
に
融
合
し
て
統
一
す
る
説
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

７ 

『
説
文
解
字
』
に
は
、
「
体
、
総
十
二
属
之
名
也
」
と
あ
る
。
こ
の
十
二
属

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
首
、
身
、
手
、
足
の
三
つ
の
部
分
を
指
す
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
「
頂
、
面
、
頤
、
首
属
三
。
肩
、
脊
、
臀
、
身
属
三
。
肱
、
臂
、
手
、

手
属
三
。
股
、
胫
、
足
、
足
属
三
也
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
体
は
、
各
々
部

位
の
形
態
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
身
体
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
体
〉

は
、
各
々
の
〈
形
〉
で
全
体
的
な
構
造
を
組
み
立
て
る
概
念
で
あ
る
。 

８ 

『
孫
子
兵
法
』
の
「
虚
実
篇
」
に
は
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。 

夫
れ
兵
の
形
は
水
に
象
る
。
水
の
形
は
、
高
き
を
避
け
て
下
き
に
趨
き
、
兵

の
形
は
実
を
避
け
て
虚
を
撃
つ
。
水
は
地
に
因
っ
て
流
れ
を
制
し
、
兵
は
敵

に
因
っ
て
勝
を
制
す
。
故
に
兵
に
常
勢
無
く
、
水
に
常
形
無
し
。
能
く
敵
に

因
っ
て
変
化
し
て
勝
を
取
る
者
、
之
を
神
と
謂
う
。 

（
夫
兵
形
象
水
。
水
之
形
、
避
高
而
趨
下
。
兵
之
形
、
避
實
而
擊
虛
。
水
因

地
而
制
流
、
兵
因
敵
而
制
勝
。
故
兵
無
常
勢
、
水
無
常
形
。
能
因
敵
變
化
而

取
勝
者
、
謂
之
神
。
） 

水
が
高
か
ら
低
へ
流
れ
る
特
性
に
よ
っ
て
、
兵
の
〈
形
〉
は
敵
の
実
を
避
け

て
虚
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
水
の
〈
形
〉
に
は
、
地
形
の
形
態
に

応
じ
て
低
所
を
探
し
て
流
れ
て
ゆ
く
性
質
が
あ
り
、
水
に
は
様
々
な
形
態
が

あ
る
。
つ
ま
り
、
外
面
的
な
物
事
の
変
化
に
応
じ
て
、
自
ら
に
と
っ
て
有
利

な
場
面
を
選
ん
で
進
む
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
利
害
関
係
を
取
り
上
げ
る
と
と

も
に
、
兵
の
〈
形
〉
は
自
ら
の
有
利
の
点
を
選
ぶ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
有
利

の
点
と
は
、
即
ち
敵
の
攻
撃
力
と
守
備
力
が
一
番
い
い
と
こ
ろ
を
避
け
、
敵
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の
軽
視
し
や
す
い
と
こ
ろ
を
攻
撃
す
る
わ
け
で
あ
る
。 

ま
と
め
れ
ば
、
兵
形
は
一
旦
定
ま
っ
て
動
か
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
水
の
よ

う
な
相
手
の
様
子
に
応
じ
て
弱
点
を
攻
め
る
こ
と
で
あ
る
。
水
は
地
形
の
高

低
に
よ
っ
て
流
れ
を
し
た
が
わ
せ
、
兵
は
敵
の
虚
実
に
よ
っ
て
勝
利
を
招
か

せ
る
。 

９ 

こ
の
考
え
方
は
、『
書
譜
』
と
近
い
。『
書
譜
』
に
お
い
て
、
一
つ
の
点
画
が

一
字
の
規
準
と
な
し
、
一
字
は
全
紙
の
規
準
と
な
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
両

方
と
も
に
一
字
一
点
画
を
規
準
と
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
上
で
次
の
字
を
書
く

規
範
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
原
文
は
、
「
一
点
は
一
字
の
規
を
成
し
、
一
字

は
乃
ち
終
篇
の
准
と
な
る
。
違
い
て
犯
さ
ず
、
和
し
て
同
ぜ
ず
。
（
一
點
成

一
字
之
規
、
一
字
成
終
篇
之
准
。
違
而
不
犯
、
和
而
不
同
）
」
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
『
筆
髓
論
』
に
は
、
固
定
し
て
い
る
字
体
が
な
い
と
い
う
と
こ
ろ

を
強
調
し
、
つ
ま
り
字
体
の
変
化
を
指
す
。
『
書
譜
』
に
は
、
部
分
的
に
は

互
い
に
異
な
っ
て
い
て
も
、
他
の
部
分
を
侵
し
は
せ
ず
、
調
和
し
て
い
る
が

混
り
あ
わ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
を
示
唆
す
る
。
つ
ま
り
互
い
の
呼
応
調
和
を

指
す
こ
と
で
あ
る
。 

１
０
〈
気
候
〉
に
は
、
気
象
、
運
気
の
変
化
、
吉
凶
を
予
測
す
る
現
象
と
い
っ
た

意
味
が
あ
り
、
ま
た
書
画
と
詩
文
作
品
の
風
格
、
気
韻
、
趣
き
と
解
釈
す
る

意
味
も
あ
る
。
風
格
、
気
韻
、
趣
き
の
〈
気
候
〉
は
、〈
気
象
〉
と
意
味
が

近
い
。
南
朝
斉
の
谢
赫
『
古
画
品
録
』
第
一
品
に
、
「
風
範
氣
候
、
極
妙
參

神
。
」
が
あ
り
、
南
朝
梁
の
鍾
嶸
『
詩
品
』
卷
下
に
、
「
希
逸
詩
氣
候
清
雅
、

不
逮
於
王
袁
。
然
興
屬
閑
長
、
良
無
鄙
促
也
。」
と
あ
る
。 

１
１
柳
公
権
は
、
主
と
し
て
顔
真
卿
を
手
本
に
し
て
学
ぶ
と
い
う
説
が
多
く
見
ら

れ
る
。
こ
こ
で
は
、
蘇
軾
と
劉
熙
載
の
説
を
取
り
上
げ
る
。
蘇
軾
は
『
東
坡

題
跋
』
に
、「
柳
少
師
書
本
出
於
顔
、
而
能
自
出
新
意
。」
と
述
べ
て
い
る
。 

 
 
 

劉
熙
載
『
芸
概
』
に
は
、
実
際
の
書
作
を
取
り
上
げ
て
比
較
し
て
、
欧
陽

詢
と
顔
真
卿
に
影
響
を
受
け
た
書
作
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
原
文
は
、
「
柳

誠
懸
書
、
李
晟
碑
出
歐
之
化
度
寺
、
玄
秘
塔
出
顔
之
郭
家
廟
、
至
如
沂
洲
普

照
寺
碑
、
雖
系
後
人
集
柳
書
成
之
、
然
剛
健
含
婀
娜
、
乃
與
褚
公
神
似
之
。」

で
あ
る
。 

１
２
『
続
書
断
』
に
は
、
「
公
権
正
書
及
行
楷
、
皆
妙
品
之
最
、
草
不
夫
能
。
其

法
出
于
顏
、
而
加
以
遒
勁
豐
潤
、
自
名
一
家
、
而
不
及
顏
之
體
局
寬
裕
也
」

と
あ
る
。
明
代
王
世
貞
『
柳
誠
懸
書
蘭
亭
詩
文
』
に
は
、「
柳
法
遒
媚
勁
健
」

と
あ
る
。
清
代
梁
巘
『
評
書
帖
』
に
は
「
歐
書
勁
健
、
其
勢
緊
。
柳
書
勁
健
、

其
勢
鬆
。
」
で
あ
る
。
ま
た
、
梁
巘
『
承
晋
斎
積
聞
録
』
に
は
、「
唐
人
勁
健
、

書
如
烈
士
拔
劍
、
雄
視
一
世
」
と
あ
る
。
以
上
の
品
評
に
よ
れ
ば
、
柳
公
権

の
書
に
は
「
勁
健
」
が
一
番
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

１
３
宋
代
范
仲
淹
『
祭
石
学
士
文
』
に
「
曼
卿
之
筆
、
顔
筋
柳
骨
。
散
落
人
間
、

寶
為
神
物
。」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
ま
た
、
清
代
梁
巘
『
承
晋
斎
積
聞
録
』

に
は
、
欧
陽
詢
、
顔
真
卿
、
柳
公
権
三
人
の
横
画
の
差
異
に
よ
っ
て
、
「
顔
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筋
柳
骨
」
を
解
釈
す
る
論
点
が
あ
り
、
柳
公
権
の
書
風
を
「
健
勁
」
で
示
す

論
点
も
あ
る
。
原
文
は
、
「
歐
字
橫
處
略
輕
、
顔
字
横
處
全
輕
、
至
柳
字
只

求
健
勁
。
筆
筆
用
力
、
雖
横
處
亦
與
豎
同
重
、
此
世
所
謂
顔
筋
柳
骨
也
。
」

で
あ
る
。 

１
４
南
唐
、
李
煜
『
評
書
』
の
論
に
よ
る
。
柳
公
権
の
書
は
、
王
羲
之
の
〈
骨
〉

を
得
た
が
、「
生
獷
」
と
い
う
荒
々
し
さ
を
得
た
説
が
見
ら
れ
る
。
原
文
は
、

「
善
法
書
者
、
各
得
右
軍
之
一
體
。
〔
中
略
〕
柳
公
權
得
其
骨
、
而
失
於
生

獷
。
」
で
あ
る
。 

１
５
『
玄
秘
塔
碑
』
、
会
昌
元
年
（
八
四
一
年
）
建
碑
、
裴
休
の
撰
文
に
よ
っ
て

僧
大
達
の
埋
骨
塔
で
あ
る
玄
秘
塔
の
由
来
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
碑
文
と

篆
額
は
公
権
の
書
で
あ
る
。
明
代
王
世
貞
は
こ
の
碑
を
「
遒
媚
勁
健
」
と
評

し
、『
池
北
偶
談
』
に
「
玄
秘
塔
銘
、
柳
書
中
之
最
露
筋
骨
者
、
遒
媚
勁
健
。」

と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
劉
熙
載
は
、
結
体
も
用
筆
も
顔
真
卿
に
よ
く
似
て

い
る
と
示
し
て
い
る
。『
芸
概
』
に
は
、「
柳
書
玄
秘
塔
、
出
自
顔
真
卿
郭
家

廟
。
」
と
あ
る
。 

１
６
こ
こ
で
は
、
『
書
苑
精
華
』
の
版
本
に
依
拠
し
た
。
他
に
は
、
ま
た
「
王
羲

之
書
、
字
勢
雄
強
。
如
龍
跳
天
門
、
虎
臥
鳳
閣
。
」（
『
墨
池
編
』
巻
六
、
梁

武
帝
『
書
評
』
）
と
、「
王
右
軍
書
、
字
勢
雄
強
。
如
龍
跳
天
門
、
虎
臥
鳳
閣
。」

（
『
淳
化
閣
帖
』
第
五
帖
、
隋
僧
智
果
『
評
書
五
則
』
）
が
あ
る
。 

１
７
「
雄
強
」
勢
力
が
強
大
な
さ
ま
。
『
後
漢
書
』
西
羌
伝
に
、
「
及
忍
子
研
立
、

時
秦
孝
公
雄
强
、
威
服
羌
戎
。」
と
あ
る
。「
逸
豫
」
安
楽
な
さ
ま
、
の
び
や

か
な
さ
ま
。『
詩
』
小
雅
白
駒
に
「
爾
公
爾
侯
、
逸
豫
無
期
。」
と
あ
る
。 

１
８
米
芾
は
、
こ
の
論
述
を
非
難
し
、
た
だ
奇
怪
な
喩
え
を
用
い
て
言
葉
の
華
や

か
な
飾
り
方
を
求
め
る
の
み
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。『
海
岳
名
言
』
に
は
、

「
歴
觀
前
賢
論
書
、
徵
引
迂
遠
、
比
況
奇
巧
、
如
龍
跳
天
門
、
虎
臥
鳳
閣
、

是
何
等
語
、
或
遣
辭
求
工
、
去
法
逾
遠
、
無
益
學
者
。
故
吾
所
論
、
要
在
入

人
、
不
為
溢
辞
。」
と
あ
る
。 

１
９
『
書
断
・
下
』
に
は
、
蕭
思
話
は
羊
欣
に
学
ん
で
体
法
を
会
得
し
た
と
書
か

れ
て
い
る
。
張
懷
瓘
は
、
彼
の
書
を
能
品
と
定
め
、
「
行
草
連
岡
盡
望
、
勢

不
斷
絕
。
」
と
評
し
て
い
る
。 

２
０
孫
過
庭
は
、
〈
骨
力
〉
だ
け
が
勝
っ
て
遒
麗
さ
に
乏
し
い
書
は
、
枯
れ
た
枝

が
断
崖
に
横
た
わ
る
よ
う
だ
と
考
え
る
。
同
じ
枯
れ
木
の
枝
と
い
う
喩
え
を

用
い
る
視
点
か
ら
み
る
と
、
王
献
之
の
〈
字
勢
〉
は
、「
遒
麗
」
よ
り
〈
骨

力
〉
が
勝
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
原
文
は
、
如
其
骨
力
偏
多
、
遒
麗
蓋

少
、
則
若
枯
槎
架
險
、
巨
石
當
路
。」
と
あ
る
。 

２
１
原
文
は
、「
草
書
者
、
張
芝
造
也
。
草
乃
文
字
之
末
、
而
伯
英
創
意
、
庶
乎

文
字
之
先
。
其
功
鄰
乎
篆
籀
、
探
於
萬
象
、
取
其
元
精
、
至
於
形
似
、
最
為

近
也
。
字
勢
生
動
、
宛
若
天
然
、
實
得
造
化
之
姿
、
神
變
無
極
。
」
と
あ
る 

２
２
人
の
作
為
が
加
わ
っ
て
い
な
い
自
然
体
の
ま
ま
と
し
て
使
わ
れ
る
例
は
、
南

朝
宋
の
王
僧
虔
『
論
書
』
の
、
「
宋
文
帝
書
、
自
謂
不
减
王
子
敬
、
時
議
者
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云
、
天
然
勝
羊
欣
、
功
夫
不
及
欣
」
で
あ
る
。
竇
蒙
『
述
書
賦
』
「
語
例
字

格
」
に
は
、「
天
然
、
鴛
鴦
出
水
、
更
好
容
儀
。」
が
あ
る
。
ま
た
、
生
ま
れ

つ
き
の
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
に
は
、
張
懐
瓘
『
書
断
』「
故
得
之
者
、

先
稟
於
天
然
、
次
資
於
功
用
。
而
善
學
者
、
學
之
於
造
化
、
異
類
而
求
之
。

固
不
取
乎
原
本
、
而
各
逞
其
自
然
。
」
が
あ
り
、
元
代
趙
孟
頫
『
跋
蘭
亭
』

に
「
右
軍
字
勢
、
古
法
一
變
。
其
雄
秀
之
氣
、
出
於
天
然
。
故
古
今
以
為
師

法
。
」
が
あ
る
。 

２
３
南
宋
姜
夔
の
『
続
書
譜
』
に
は
、「
振
動
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
彼
は
「
予

嘗
歴
觀
古
之
名
書
、
無
不
點
畫
振
動
、
如
見
其
揮
運
之
時
。」
と
い
う
。 
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第
四
章 

〈
力
〉
と
〈
勢
〉 

 

は
じ
め
に 

一
、
〈
筆
〉
と
〈
力
〉 

二
、
評
価
基
準
の
〈
筆
力
〉 

三
、
制
作
面
に
お
け
る
〈
骨
〉〈
筋
〉〈
肉
〉 

四
、
品
評
面
に
お
け
る
〈
骨
〉〈
筋
〉〈
肉
〉 

五
、
〈
骨
〉〈
筋
〉〈
肉
〉
の
概
念
と
属
性 

六
、
〈
筆
力
〉
に
関
す
る
品
評
語 

七
、
〈
骨
〉〈
筋
〉〈
肉
〉
を
具
え
る
〈
筆
力
〉
の
典
型 

八
、
〈
力
〉
を
も
と
と
す
る
〈
勢
〉 

九
、
〈
筆
勢
〉
に
関
す
る
品
評
語 

お
わ
り
に 

 

は
じ
め
に 

 

中
国
書
論
に
お
け
る
〈
勢
〉
の
概
念
は
、〈
力
〉
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
（
注

１
）
。〈
力
〉
は
お
も
に
〈
筆
力
〉
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
。
書
論
に
み
ら
れ
る
〈
筆

力
〉
に
関
す
る
術
語
を
通
覧
す
る
と
、
生
物
の
喩
え
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
書

を
生
き
物
と
し
て
見
る
視
点
は
、
書
の
意
味
内
容
の
伝
達
よ
り
も
、
点
画
字
形
の

構
成
へ
の
関
心
を
示
し
て
い
る
。『
中
国
美
学
史
』
と
『
書
法
美
学
思
想
史
』（
注
２
）

に
よ
れ
ば
、
〈
筆
力
〉
は
美
し
さ
と
つ
な
が
り
、
用
筆
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。 

〈
筆
力
〉
に
関
す
る
喩
え
に
は
、
特
に
〈
骨
〉、〈
筋
〉、〈
肉
〉
の
概
念
が
頻
繁

に
あ
ら
わ
れ
る
。
〈
骨
〉
、
〈
筋
〉
、
〈
肉
〉
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
〈
筆
力
〉
は
、
単

に
制
作
上
の
表
現
の
み
な
ら
ず
、
作
品
の
品
評
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

〈
骨
〉、〈
筋
〉、〈
肉
〉
は
、
制
作
論
と
品
評
論
の
間
で
重
要
な
つ
な
が
り
を
も
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

制
作
に
お
け
る
〈
筆
力
〉
の
表
現
に
つ
い
て
は
多
く
の
議
論
が
あ
る
。
衛
恒
の

『
四
体
書
勢
』
を
は
じ
め
、
蔡
邕
、
衛
夫
人
、
李
世
民
ら
の
説
を
通
し
て
、
筆
力

の
描
写
は
自
然
現
象
か
ら
〈
骨
〉、〈
筋
〉、〈
肉
〉
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が

浮
か
び
上
が
る
。
〈
骨
〉
、
〈
筋
〉
、
〈
肉
〉
は
用
筆
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
組
み
合

わ
せ
が
可
能
で
あ
り
、
絶
妙
な
均
衡
が
取
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
生
物
に
比
擬
さ

れ
う
る
生
命
力
が
生
ま
れ
、
書
と
し
て
の
筆
力
の
表
現
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

筆
力
を
生
じ
さ
せ
る
〈
骨
〉、〈
筋
〉、〈
肉
〉
は
、
書
を
品
評
し
優
劣
を
判
断
す

る
際
の
基
準
と
も
な
る
。
〈
骨
〉
、
〈
筋
〉、
〈
肉
〉
の
性
質
に
よ
っ
て
派
生
し
た
品

評
の
術
語
は
、
主
に
六
朝
や
唐
代
の
書
品
論
に
み
え
る
。
庾
肩
吾
『
書
品
』
、
張

懐
瓘
『
書
断
』、
竇
臮
『
述
書
賦
』
を
中
心
に
、〈
骨
〉、〈
筋
〉、〈
肉
〉
に
関
す
る

品
評
の
用
語
を
取
り
上
げ
、
筆
力
の
美
が
い
か
に
言
い
表
さ
れ
て
い
る
か
を
整
理

す
る
。 
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制
作
面
に
お
い
て
〈
骨
〉、〈
筋
〉
、〈
肉
〉
は
筆
力
を
生
じ
さ
せ
る
重
要
な
要
素

で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
り
、
品
評
面
に
お
い
て
は
、

〈
骨
〉
、〈
筋
〉、〈
肉
〉
の
概
念
に
よ
っ
て
〈
筆
力
〉
の
美
し
さ
が
分
析
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。〈
骨
〉
、〈
筋
〉
、〈
肉
〉
を
組
み
合
わ
せ
た
術
語
の
出
現
は
、〈
筆

力
〉
へ
の
審
美
意
識
が
生
ま
れ
た
こ
と
の
証
で
あ
る
。
〈
骨
〉
、
〈
筋
〉、
〈
肉
〉
と

い
う
概
念
の
考
察
と
品
評
語
と
の
対
照
に
よ
っ
て
、
〈
筆
力
〉
と
密
接
に
結
び
付

け
ら
れ
る
〈
筆
力
〉
へ
の
理
解
に
も
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

一
、
〈
筆
〉
と
〈
力
〉 

 
 ま

ず
『
四
体
書
勢
』「
字
勢
」
よ
り
進
み
た
い
。 

 

或
い
は
筆
を
引
き
て
力
を
奮
う
は
、
鴻
雁
の
高
く
飛
び
、
邈
邈
と
し
て
翩
翩
た

る
が
若
し
。
或
い
は
縦
肆
に
し
て
阿
那
た
る
は
、
流
蘇
の
羽
を
懸
け
、
靡
靡
と

し
て
綿
綿
た
る
が
若
し
。 

(

或
引
筆
奮
力
、
若
鴻
雁
高
飛
、
邈
邈
翩
翩
。
或
縱
肆
阿
那
、
若
流
蘇
懸
羽
、

靡
靡
綿
綿
。) 

 例
文
に
は
二
種
類
の
品
評
が
あ
る
。
筆
を
引
い
て
力
を
起
こ
ら
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
書
は
、
「
鴻
雁
の
高
く
飛
び
、
邈
邈
と
し
て
翩
翩
た
り
」
と
い
う

品
評
語
で
伝
わ
れ
る
。
こ
の
品
評
を
通
し
て
用
筆
運
筆
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る

〈
力
〉
は
、
お
そ
ら
く
軽
快
で
軽
妙
洒
脱
な
筆
致
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
も
う
一
つ
は
「
流
蘇
の
羽
を
懸
け
、
靡
靡
と
し
て
綿
綿
た
り
」
の
よ
う

な
長
く
続
い
て
絶
え
な
い
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
主
に
柔
軟
婉
曲
な
用
筆
運
筆
に

よ
っ
て
、
絶
え
ず
に
続
く
よ
う
な
筆
致
で
あ
る
。
例
文
の
二
種
類
の
品
評
語
意
を

通
し
て
、
用
筆
運
筆
は
、
明
ら
か
な
提
按
と
速
度
の
差
に
よ
っ
て
軽
快
な
筆
致
の

絶
え
な
い
連
続
的
な
視
覚
感
が
作
ら
れ
る
。
書
写
は
単
に
文
字
の
意
味
を
伝
え
る

役
割
だ
け
で
は
な
く
、
用
筆
運
筆
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
書
写
の
美
し
さ
を
表
わ
す

こ
と
が
で
き
る
。 

〈
力
〉
に
は
二
つ
の
特
性
が
あ
り
、
一
つ
は
〈
筆
〉
と
関
わ
る
。
こ
れ
は
、
用

筆
運
筆
の
意
味
で
あ
り
、
〈
力
〉
を
出
す
要
素
で
あ
る
。
二
つ
目
は
書
作
に
現
わ

れ
る
〈
力
〉
で
、
依
然
と
し
て
自
然
形
態
の
喩
え
を
通
し
て
伝
わ
る
。
具
体
的
な

用
筆
運
筆
の
使
い
方
と
〈
力
〉
を
つ
な
げ
る
の
は
、
蔡
邕
『
九
勢
』
に
見
え
る
。 

 蔵
頭
護
尾
、
力
は
字
中
に
在
り
。
筆
を
下
す
に
力
を
用
い
れ
ば
、
肌
膚
之
れ
麗

し
。
故
に
曰
く
、
勢
来
り
て
止
む
べ
か
ら
ず
、
勢
去
り
て
遏
む
べ
か
ら
ず
、
と
。 

（
藏
頭
護
尾
、
力
在
字
中
。
下
筆
用
力
、
肌
膚
之
麗
。
故
曰
、
勢
來
不
可
止
、

勢
去
不
可
遏
。
） 

 起
筆
に
筆
鋒
を
外
に
現
れ
な
い
よ
う
に
蔵
し
、
終
筆
に
筆
鋒
を
収
め
る
書
写
過
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程
は
、
〈
力
〉
の
生
成
に
対
し
て
重
要
で
あ
る
。
点
画
の
書
写
過
程
に
し
て
も
、

一
字
の
書
写
過
程
に
し
て
も
、
最
初
か
ら
最
初
ま
で
用
筆
に
心
を
と
ど
め
る
べ
き

で
あ
る
。 

こ
の
用
筆
の
軌
跡
に
従
う
と
、「8

」
、「
８
」
の
よ
う
な
軌
跡
が
見
出
さ
れ
、
点

画
よ
り
一
字
ま
で
の
前
後
呼
応
を
重
ん
じ
て
一
体
性
を
著
し
く
示
す
よ
う
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
用
筆
法
は
、
筆
毫
の
弾
力
性
を
用
い
て
中
段
の
部
分
を
立
た
せ

る
こ
と
が
で
き
、
筆
の
弾
力
性
に
よ
っ
て
紙
面
と
の
抵
抗
力
が
生
じ
、
移
動
の
時

に
摩
擦
力
が
起
こ
る
よ
う
に
な
る
。 

「
蔵
頭
護
尾
」
は
、
〈
力
〉
を
起
こ
さ
せ
た
り
収
め
さ
せ
た
り
、
筆
鋒
を
収
め

て
点
画
に
厚
み
と
重
み
を
生
み
出
す
用
筆
法
で
あ
る
。
蔡
邕
は
、
字
中
に
力
が
あ

る
状
態
を
「
肌
膚
之
れ
麗
し
」
と
述
べ
る
。
「
筆
を
下
す
に
力
を
用
い
」
と
「
肌

膚
之
れ
麗
し
」
は
、
線
質
を
充
実
さ
せ
て
は
じ
め
て
、
肌
の
よ
う
な
美
し
さ
が
あ

ら
わ
れ
る
。
「
筆
を
下
す
に
力
を
用
い
」
は
「
肌
膚
之
れ
麗
し
」
を
生
む
土
台
に

な
り
、
か
わ
り
に
「
肌
膚
之
れ
麗
し
」
は
「
筆
を
下
す
に
力
を
用
い
」
を
上
手
く

表
現
し
た
結
果
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、 

    と
な
る
。
筆
と
〈
力
〉
に
つ
い
て
は
、
衛
夫
人
『
筆
陣
図
』
に
も
記
載
さ
れ
て
い

る
。 

 

筆
を
下
す
に
、
点
、
画
、
波
、
撇
、
屈
、
曲
、
皆
須
ら
く
一
身
の
力
を
尽
し
て

之
を
送
る
べ
し
。 

（
下
筆
點
畫
波
撇
屈
曲
、
皆
須
盡
一
身
之
力
而
送
之
。
） 

 

衛
夫
人
は
、
蔡
邕
の
考
え
方
に
沿
っ
て
書
写
す
る
時
に
全
身
の
力
を
も
っ
て
書

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
「
一
身
の
力
を
尽
く
し
」
は
、
筆
鋒
の
逆
入

の
用
筆
に
よ
っ
て
、
紙
面
と
の
摩
擦
力
を
起
こ
し
て
点
画
が
詰
ま
り
、
力
強
く
な

る
（
注
３
）
。 

紙
面
に
全
身
の
力
を
尽
く
す
こ
と
は
、
衛
夫
人
が
「
送
」
と
考
え
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
「
送
」
は
、
文
字
の
結
構
か
ら
み
れ
ば
、
両
手
で
物
を
お
し
あ
げ
る
形

に
な
り
、
慎
重
に
物
を
さ
さ
げ
る
意
味
で
あ
る
。
用
例
に
は
、
点
画
の
形
態
を
提

起
す
る
と
と
も
に
、
ど
の
点
画
に
し
て
も
全
身
の
力
を
伝
達
す
べ
き
と
書
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
自
身
の
力
を
用
心
深
く
紙
面
ま
で
送
る
と
と
も
に
、
作
者
の
心

情
や
感
受
も
伝
え
て
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
蔡
邕
の
「
筆
を
下
す
に
力
を
用
い
」

の
視
点
を
加
え
る
と
、
紙
面
ま
で
の
一
身
の
力
や
精
力
の
移
転
よ
り
も
、
実
は
新

た
な
生
命
を
生
じ
さ
せ
る
意
味
と
し
て
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
紙
面
ま
で
全
身
の

力
を
伝
え
る
「
送
」
と
い
う
考
え
を
取
り
上
げ
て
重
視
す
る
の
は
、
衛
夫
人
の
論

に
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。 

「
下
筆
用
力
」
―
用
筆
の
使
い
方
→
点
画
の
美
を
生
む
も
と 

「
肌
膚
之
麗
」
―
点
画
の
美
→
用
筆
の
使
い
方 
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二
、
評
価
基
準
の
〈
筆
力
〉 

 

〈
骨
〉
、〈
筋
〉、〈
肉
〉
の
絶
妙
の
配
合
に
よ
っ
て
理
想
の
〈
筆
力
〉
が
あ
ら
わ

れ
る
考
え
方
は
、
品
評
す
る
場
合
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

品
評
す
る
場
合
に
も
、
理
想
の
筆
力
は
品
評
の
標
準
に
定
め
ら
れ
、
優
劣
判
断
の

基
準
と
な
る
。
続
け
て
筆
力
及
び
力
に
触
れ
た
言
論
を
中
心
と
し
て
周
辺
に
使
わ

れ
る
用
語
の
意
味
の
解
明
に
し
た
が
い
、
〈
筆
力
〉
を
考
察
す
る
。
南
朝
宋
の
王

僧
虔
の
『
論
書
』
に
は
、
〈
筆
力
〉
を
基
準
と
し
て
各
々
の
書
風
に
評
価
を
す
る

一
文
が
あ
る
。 

 

亡
從
祖
中
書
令
の
珉
は
、
筆
力
子
敬
の
書
に
過
ぐ
。 

（
亡
從
祖
中
書
令
珉
、
筆
力
過
於
子
敬
。
） 

 
 

張
芝
、
索
靖
、
韋
誕
、
鍾
會
、
二
衛
〔
衛
瓘
、
衛
恆
〕
並
び
に
名
を
前
代
に
得

た
り
。
古
今
既
に
異
な
り
、
以
て
其
の
優
劣
を
弁
ず
る
こ
と
無
し
。
惟
だ
筆
力

驚
絶
な
る
を
見
る
の
み
。 

（
張
芝
、
索
靖
、
韋
誕
、
鍾
會
、
二
衛
並
得
名
前
代
、
古
今
既
異
、
無
以
辨
其

優
劣
。
惟
見
筆
力
驚
絶
耳
。） 

 

謝
綜
の
書
は
其
の
舅
云
う
、
緊
潔
生
起
し
、
実
に
賞
を
得
る
と
為
す
、
と
。
羊

欣
を
重
ん
ぜ
ざ
る
に
至
り
、
欣
も
亦
た
之
れ
を
憚
る
。
書
法
に
力
有
り
、
恨
む

ら
く
は
媚
好
少
な
し
。 

（
謝
綜
書
、
其
舅
云
、
緊
潔
生
起
、
實
為
得
賞
、
至
不
重
羊
欣
、
欣
亦
憚
之
。

書
法
有
力
、
恨
少
媚
好
。
） 

 

孔
琳
之
の
書
は
、
天
然
絶
逸
、
極
め
て
筆
力
有
り
、
規
矩
は
恐
ら
く
は
羊
欣
の

後
に
在
ら
ん
。 

（
孔
琳
之
書
、
天
然
絶
逸
、
極
有
筆
力
。
規
矩
恐
在
羊
欣
後
。） 

 

蕭
思
話
は
全
く
羊
欣
を
法
と
し
、
風
流
趣
好
に
し
て
、
殆
ど
当
に
減
ぜ
ざ
る
べ

し
。
而
し
て
筆
力
弱
き
を
恨
む
。 

（
蕭
思
話
全
法
羊
欣
、
風
流
趣
好
、
殆
當
不
减
、
而
筆
力
恨
弱
。
） 

 

『
論
書
』
に
は
、〈
筆
力
〉
が
品
評
す
る
際
に
重
要
な
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、

ま
た
書
作
の
優
劣
を
判
断
す
る
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
文
字
内
容
の
意
味
に
触
れ

ず
、
点
画
自
体
に
あ
ら
わ
れ
た
〈
筆
力
〉
の
有
無
に
注
目
す
る
こ
と
か
ら
、
作
品

と
し
て
点
画
字
形
、
運
筆
用
筆
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
〈
力
〉
の
美
し
さ
を
鑑
賞

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
張
芝
、
索
靖
、
韋
誕
、
鍾
会
、
二
衛
の
用
例
に
よ
り
、

書
の
優
劣
は
、
時
代
の
流
れ
や
書
風
も
問
わ
ず
、
た
だ
〈
筆
力
〉
の
有
無
だ
け
で
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判
断
す
る
こ
と
が
第
一
歩
と
定
め
ら
れ
た
。
〈
筆
力
〉
は
、
制
作
面
で
用
筆
運
筆

を
要
求
す
る
の
み
な
ら
ず
、
品
評
面
で
も
良
い
悪
い
の
基
準
と
な
る
。 

『
梁
武
帝
与
陶
隱
居
論
書
啓
』
に
は
、 

 先
に
都
下
に
、
偶
た
ま
飛
白
一
巻
を
得
た
り
。
是
れ
逸
少
の
好
迹
と
云
う
。
臣

嘗
て
別
に
見
ず
、
以
て
能
く
弁
ず
る
無
し
。
惟
だ
勢
力
の
驚
絶
な
る
を
覚
ゆ
る

の
み
。
謹
ん
で
以
て
上
呈
す
。 

（
先
於
都
下
偶
得
飛
白
一
卷
、
云
是
逸
少
好
迹
、
臣
不
嘗
別
見
、
無
以
能
辨
。

惟
覺
勢
力
驚
絶
、
謹
以
上
呈
。
） 

 

と
あ
る
。
真
跡
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
〈
勢
力
〉
の
素
晴
ら

し
さ
に
驚
い
た
と
陶
隠
居
が
考
え
て
い
る
。
〈
勢
力
〉
は
、
迫
力
が
あ
り
、
力
強

い
勢
い
を
持
つ
書
風
で
あ
る
。
こ
の
書
風
を
作
る
た
め
、
絶
妙
な
運
筆
の
リ
ズ
ム

に
よ
っ
て
生
じ
た
視
覚
の
流
れ
に
導
か
れ
る
〈
筆
勢
〉
と
、
点
画
に
充
実
の
力
感

が
溢
れ
る
〈
筆
力
〉
は
、
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
陶
隱
居
は
、
〈
勢
力
〉
を

取
り
上
げ
る
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
の
書
の
理
想
の
形
も
言
い
表
し
た
。
魏
晋
南
朝

で
は
、
〈
筆
力
〉
の
有
無
は
、
書
作
の
優
劣
を
判
断
し
品
評
す
る
基
準
と
な
り
、

ま
た
〈
力
〉
の
概
念
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
美
の
追
求
の
目
標
と
な
っ
た
。 

 

三
、
制
作
面
に
お
け
る
〈
骨
〉〈
筋
〉〈
肉
〉 

 

祝
嘉
と
張
鉄
英
の
説
（
注
４
）

に
よ
る
と
、
〈
筆
力
〉
と
は
、
書
者
が
用
筆
に
よ

っ
て
自
ら
の
力
を
紙
面
に
伝
え
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
両
者
は
、
〈
筆
力
〉

を
生
む
た
め
に
は
、
筆
使
い
が
重
要
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
論
拠
は
、
蔡
邕
や

衛
夫
人
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
制
作
面
に
お
い
て
、
異
な

る
筆
使
い
に
よ
っ
て
現
れ
た
多
様
な
線
質
を
言
い
表
す
た
め
に
、
〈
骨
〉
、
〈
筋
〉、

〈
肉
〉
と
い
っ
た
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
。 

 〈
骨
〉 

〈
骨
〉
は
、
生
物
の
根
幹
や
本
質
で
あ
り
、
堅
実
や
硬
さ
の
性
質
が
あ
り
、
ま

た
本
質
や
根
幹
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
制
作
面
に
お
け
る
〈
骨
〉
の
概
念
は
、

点
画
の
用
筆
法
を
重
ん
じ
、
剛
強
の
力
感
を
表
す
の
で
あ
る
。『
唐
朝
敘
書
録
』 

に
は
、 

 

今
、
吾
、
古
人
の
書
を
臨
す
る
に
、
殊
に
そ
の
形
勢
を
学
ば
ず
。
唯
だ
そ
の
骨

力
を
求
め
る
に
在
り
。
そ
の
骨
力
を
得
る
に
及
び
て
は
、
形
勢
は
自
ず
か
ら
生

ず
の
み
。 

（
今
吾
臨
古
人
之
書
、
殊
不
學
其
形
勢
、
唯
在
求
其
骨
力
。
及
得
其
骨
力
、
而
形

勢
自
生
耳
。
） 
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と
あ
る
。〈
形
勢
〉
に
と
っ
て
〈
骨
力
〉
は
土
台
で
あ
る
。
点
画
が
充
実
し
た
〈
骨

力
〉
を
生
む
た
め
に
、
正
し
く
着
実
な
用
筆
が
必
要
で
あ
る
。
〈
形
勢
〉
は
、
点

画
字
形
を
指
す
。〈
骨
力
〉
が
〈
形
勢
〉
の
基
礎
で
あ
る
以
上
、〈
骨
力
〉
の
揺
ぎ

の
な
い
堅
実
さ
と
点
画
字
形
に
潜
ま
れ
る
着
実
の
用
筆
の
動
き
に
目
を
向
け
る

べ
き
で
あ
る
。 

『
梁
武
帝
与
陶
隠
居
論
書
啓
九
首
』「
梁
武
帝
答
書
、
第
二
」、
虞
世
南
の
『
筆

髓
論
』
に
は
、
墨
色
と
執
筆
法
に
よ
っ
て
〈
骨
〉
の
生
成
に
影
響
を
与
え
る
論
が

あ
る
。 

 

◆
南
朝
梁 

『
梁
武
帝
与
陶
隠
居
論
書
啓
九
首
』「
梁
武
帝
答
書
、
第
二
」 

純
骨
は
媚
無
く
、
〔
中
略
〕
墨
少
な
け
れ
ば
浮
渋
な
り
。 

（
純
骨
無
媚
〔
中
略
〕
少
墨
浮
澀
。
） 

 

◆
唐 

虞
世
南 

『
筆
髓
論
』 

管
を
豎
て
鋒
を
直
く
せ
ば
、
則
ち
乾
枯
に
し
て
骨
を
露
す
。 

（
豎
管
直
鋒
、
則
乾
枯
而
露
骨
。
） 

 

「
純
骨
」
で
あ
れ
ば
、「
媚
」
は
生
じ
え
な
い
。
こ
の
「
媚
」
の
な
い
さ
ま
は
、

「
墨
少
な
け
れ
ば
浮
渋
な
り
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
墨
が
か
す
れ

て
虚
し
く
、
な
め
ら
か
に
進
ま
な
い
こ
と
で
あ
る
。『
筆
髄
論
』
に
は
、〈
骨
〉
と

執
筆
法
と
を
結
び
つ
け
る
説
が
あ
り
、
筆
を
ま
っ
す
ぐ
に
立
て
て
使
う
こ
と
が

〈
骨
〉
で
あ
る
。
こ
の
筆
使
い
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
点
画
に
は
、
「
露
骨
」
と
い

う
墨
色
が
乾
い
て
い
て
生
気
が
感
じ
ら
れ
な
欠
点
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、〈
骨
〉

を
表
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
筆
を
立
た
せ
る
執
筆
法
を
使
っ
て
や
や
滲
み
の
な
い

墨
の
具
合
を
用
い
る
の
は
基
本
で
あ
る
。 

 

〈
筋
〉 

『
説
文
解
字
』
に
は
、
〈
筋
〉
は
〈
力
〉
の
表
現
で
あ
り
、
竹
の
縦
の
構
造
に

よ
っ
て
喩
え
ら
れ
る
（
注
５
）
。
段
玉
裁
『
説
文
解
字
注
』
の
説
（
注
６
）

を
加
味
す

る
と
、〈
筋
〉
は
〈
力
〉
の
も
と
で
あ
り
、〈
筋
〉
と
〈
力
〉
は
両
者
の
関
係
が
密

接
と
考
え
ら
れ
る
。〈
骨
〉
、〈
筋
〉
、
〈
肉
〉
を
筆
や
執
筆
の
姿
勢
と
結
び
つ
け
る

言
い
方
は
『
文
字
論
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

字
の
骨
は
、
大
指
の
下
節
骨
是
れ
な
り
。
字
の
筋
は
、
筆
鋒
是
れ
な
り
。
字
の

肉
は
、
筆
毫
是
れ
な
り
。 

（
字
之
骨
、
大
指
下
節
骨
是
也
。
字
之
筋
、
筆
鋒
是
也
。
字
之
肉
、
筆
毫
是
也
。
） 

 

張
懐
瓘
は
、
〈
骨
〉
、
〈
筋
〉
、〈
肉
〉
を
そ
れ
ぞ
れ
親
指
の
第
一
関
節
、
筆
鋒
、

筆
毫
と
考
え
る
。
特
に
〈
筋
〉
と
〈
肉
〉
は
筆
の
一
部
と
関
わ
り
、
〈
骨
〉
は
執

筆
法
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。〈
筋
〉
は
筆
鋒
で
あ
る
。
こ
の
〈
筋
〉
は
、
書
く
際
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に
筆
鋒
の
軌
跡
が
明
晰
に
残
さ
れ
て
点
画
間
を
結
び
つ
け
る
「
筋
骨
」、「
筋
脈
」

に
近
く
、
点
画
の
一
つ
一
つ
が
形
の
上
に
お
い
て
も
つ
な
が
り
を
持
つ
筆
脈
と
も

い
え
る
。
筆
鋒
の
鋭
さ
を
保
つ
こ
と
を
提
唱
す
る
の
は
、
前
後
を
流
暢
に
呼
応
さ

せ
る
ほ
か
、
〈
力
〉
の
伝
達
の
働
き
も
あ
る
。
王
羲
之
の
『
題
筆
陣
図
後
』
に
お

い
て
「
存
筋
」
の
概
念
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

  

第
一
は
須
ら
く
筋
を
存
し
、
鋒
を
蔵
し
、
迹
を
滅
し
、
端
を
隠
す
べ
し
。 

（
第
一
須
存
筋
藏
鋒
、
滅
迹
隱
端
。
） 

 

「
存
筋
」
は
、
筋
脈
を
保
つ
こ
と
。
蔵
鋒
は
、
筆
鋒
の
鋭
さ
を
お
さ
め
る
こ
と
。

〈
筋
〉
は
筆
鋒
を
指
し
、
「
存
筋
」
は
筆
鋒
を
書
写
過
程
に
保
持
さ
せ
る
こ
と
、

書
写
過
程
に
筆
鋒
の
移
動
軌
跡
を
残
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
蔵
鋒
は
、

起
筆
終
筆
の
と
こ
ろ
で
筆
鋒
を
お
さ
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
起
終
に
鋒
を
回
ら
す

こ
と
で
あ
る
。
起
筆
の
回
鋒
に
よ
っ
て
生
じ
た
筆
鋒
の
弾
力
性
を
利
用
し
、
紙
面

と
の
摩
擦
力
が
生
じ
る
と
と
も
に
、
点
画
の
線
質
が
充
実
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
存
筋
」
と
蔵
鋒
は
、
実
は
点
画
と
点
画
を
連
結
さ
せ
、
線
質
を

充
実
さ
せ
る
た
め
の
用
筆
法
で
あ
る
（
注
７
）
。 

王
羲
之
『
筆
勢
論
』「
譬
成
章
」
に
は
、 

 

字
の
小
な
る
を
以
て
易
き
こ
と
莫
く
、
而
し
て
筆
勢
を
行
う
に
忙
し
く
、
字
の

大
な
る
を
以
て
難
き
こ
と
莫
く
、
而
し
て
毫
頭
を
展
ぶ
る
に
慢
な
り
。
是
の
如

く
ん
ば
即
ち
筋
骨
等
し
か
ら
ず
、
生
死
相
混
ず
。 

（
莫
以
字
小
易
而
忙
行
筆
勢
、
莫
以
字
大
難
而
慢
展
毫
頭
。
如
是
則
筋
骨
不

等
、
生
死
相
混
。
） 

 

と
あ
る
。
如
何
に
小
字
、
大
字
に
し
て
も
、
着
実
に
運
筆
用
筆
を
し
な
い
と
、「
筋

骨
」
が
等
し
く
な
く
な
り
、「
生
死
」
が
混
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
と
示
唆

す
る
。
こ
の
「
筋
骨
」
は
、
主
に
字
の
大
き
さ
を
問
わ
ず
、
み
な
着
実
な
用
筆
運

筆
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
充
実
の
力
を
強
調
す
る
。
「
生
死
」
は
明
暗
、
開
閉
と
い

う
は
っ
き
り
し
た
区
別
が
あ
る
意
味
を
持
つ
。 

「
筋
骨
」
と
小
字
と
大
字
の
関
係
か
ら
み
る
と
、「
生
死
」
は
お
そ
ら
く
立
派

で
明
晰
な
優
れ
る
さ
ま
が
現
れ
る
か
ど
う
か
の
意
味
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
小
字
大
字
の
比
較
を
通
し
て
、
「
筋
骨
」
の
重
要
性
を
提
唱
し
つ
つ
、
着

実
な
運
筆
用
筆
を
重
ん
じ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
分
か
る
。
林
蘊
の
『
撥
鐙
序
』

に
は
、
緊
密
な
筆
使
い
を
強
調
す
る
た
め
に
、
「
筋
骨
相
連
」
に
よ
っ
て
説
明
す

る
一
文
が
あ
る
。 

 
大
凡
点
画
は
、
之
が
長
短
、
遠
近
に
拘
わ
ら
ず
、
但
だ
其
の
勢
を
遏
め
ざ
る
無

き
の
み
。
筋
骨
を
相
い
連
な
ら
し
む
れ
ば
、
意
は
筆
前
に
在
り
、
然
る
後
に
字

を
作
る
。 
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（
大
凡
点
画
、
不
在
拘
之
長
短
遠
近
、
但
無
遏
其
勢
。
俾
令
筋
骨
相
連
、
意
在

筆
前
、
然
後
作
字
。
） 

 

「
筋
骨
相
連
」
と
は
、
点
画
の
「
長
短
遠
近
」
を
問
わ
ず
、
着
実
な
筆
使
い
に

よ
っ
て
緊
密
な
呼
応
を
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
筋
骨
」
は
、
一

体
性
の
概
念
に
よ
っ
て
点
画
の
間
を
つ
な
げ
る
も
の
で
あ
る
。
「
筋
骨
」
を
生
む

た
め
の
、
具
体
的
な
筆
使
い
は
、
趯
筆
で
あ
る
。
顔
真
卿
『
述
張
長
史
筆
法
十
二

意
』
に
、
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

又
曰
く
、
力
と
は
骨
体
を
謂
う
。
子
之
を
知
る
か
と
。
曰
く
、
豈
に
筆
を
趯
ら

す
る
に
即
ち
点
画
皆
筋
骨
有
り
、
字
体
は
自
然
に
雄
媚
な
る
の
謂
と
謂
わ
ざ
る

や
、
と
。
長
史
曰
く
、
然
り
、
と
。 

（
又
曰
、
力
謂
骨
体
、
子
知
之
乎
。
曰
、
豈
不
謂
趯
筆
則
点
画
皆
有
筋
骨
、
字

体
自
然
雄
媚
之
謂
乎
。
長
史
曰
、
然
。
） 

 

趯
筆
に
よ
っ
て
点
画
が
「
筋
骨
」
に
な
り
、
字
体
が
「
雄
媚
」
に
な
る
と
い
う
。

趯
は
、
張
懐
瓘
『
評
書
薬
石
論
』
に
趯
鋒
の
解
説
（
注
８
）

を
参
照
す
れ
ば
、
筆
鋒

の
鋭
さ
に
よ
っ
て
〈
力
〉
を
あ
ら
わ
す
用
筆
法
で
あ
る
。 

唐
の
林
蘊
『
撥
鐙
序
』（
前
述
）
と
徐
浩
『
論
書
』
に
は
、「
筋
骨
」
を
基
礎
す

る
視
点
が
あ
る
。 

 

◆
唐 

徐
浩
『
論
書
』 

初
学
の
際
、
先
に
筋
骨
を
立
つ
。
筋
骨
を
立
た
ず
ん
ば
、
肉
は
何
の
所
に
附
か

ん
。
用
筆
の
勢
、
特
に
須
ら
く
鋒
を
蔵
め
る
べ
し
。
鋒
若
し
蔵
め
ず
ん
ば
、
字

則
ち
病
有
り
。 

（
初
學
之
際
、
先
立
筋
骨
。
筋
骨
不
立
、
肉
所
何
附
。
用
筆
之
勢
、
特
須
藏
鋒
。

鋒
若
不
藏
、
字
則
有
病
。
） 

 

『
撥
鐙
序
』
の
「
筋
骨
」
は
、
「
連
」
の
要
求
に
よ
っ
て
点
画
間
を
滞
ら
せ
ず

に
連
ね
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
流
暢
な
つ
な
が
り
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
徐
浩
の
『
論

書
』
に
は
、
「
筋
骨
」
と
蔵
鋒
を
結
び
付
け
て
、
両
方
を
基
本
的
な
位
置
に
づ
け

る
。
特
に
〈
肉
〉
の
概
念
と
合
わ
せ
、「
筋
骨
」
が
生
ま
れ
な
い
限
り
、〈
肉
〉
が

現
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
蔵
鋒
を
用
い
な
け
れ
ば
、
字
に
「
病
が
あ
る
」
と
い

う
視
点
に
し
た
が
え
ば
、
点
画
の
「
筋
骨
」
と
用
筆
の
蔵
鋒
は
、
〈
筆
力
〉
を
生

む
根
幹
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
筋
骨
」
、〈
肉
〉
の
品
評
の
概
念
と
蔵
鋒
と
を
結
び
つ
け
て
は
じ
め
て
、
具
体

的
の
用
筆
技
巧
に
よ
る
抽
象
的
な
概
念
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
張
懐
瓘
の
『
文
字
論
』
を
考
察
す
る
と
、「
筋
骨
」
の
根
幹
、
本
質
の

作
用
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
。 
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文
墨
の
妙
有
を
探
し
、
万
物
の
元
精
を
索
む
。
筋
骨
を
以
て
形
を
立
て
、
神
情

を
以
て
色
を
潤
す
。 

（
探
文
墨
之
妙
有
、
索
萬
物
之
元
精
。
以
筋
骨
立
形
、
以
神
情
潤
色
。
） 

 

「
筋
骨
」
と
〈
形
〉
、
「
神
情
」
と
〈
色
〉
を
ペ
ア
と
し
、〈
形
〉
を
作
る
上
で

「
筋
骨
」
は
基
本
の
要
素
で
あ
り
、〈
色
〉
を
表
わ
そ
う
と
す
れ
ば
、「
神
情
」
は

欠
か
せ
な
い
と
い
う
。「
筋
骨
」
は
、〈
形
〉
を
立
て
る
根
幹
、
本
質
で
あ
る
。〈
神

情
〉
は
、
人
の
心
持
ち
が
表
情
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
〈
形
〉
と
対
に
な

る
〈
色
〉
は
、
人
間
の
姿
や
表
情
、
も
の
の
か
た
ち
や
様
式
の
意
味
に
近
い
と
思

わ
れ
る
。 

『
説
文
解
字
』
に
、「
色
、
顔
気
な
り
」
と
あ
る
。〈
色
〉
は
「
神
情
」
に
よ
っ

て
姿
や
表
情
を
豊
か
に
さ
せ
て
潤
お
す
働
き
が
あ
る
。「
筋
骨
」
と
「
神
情
」
は
、

内
面
的
な
根
幹
で
あ
り
、
こ
の
根
幹
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
〈
形
〉
と
〈
色
〉

は
、
外
面
的
な
表
現
と
形
式
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
着
実
な
運
筆
用
筆
に
よ
っ
て

生
じ
た
筆
力
を
得
て
は
じ
め
て
、
点
画
字
形
の
姿
や
表
情
を
表
現
で
き
る
。 

「
筋
力
」
は
、
筋
肉
が
力
を
生
む
さ
ま
で
あ
り
、
強
壮
強
盛
で
健
や
か
な
書
風

を
あ
ら
わ
す
用
語
で
あ
る
。
鍾
繇
『
筆
法
』
に
は
、
〈
筋
〉
と
〈
力
〉
を
結
び
付

く
用
例
が
あ
る
。 

 

故
に
知
る
、
多
力
豊
筋
な
る
者
は
聖
、
無
力
無
筋
な
る
者
は
病
な
り
。 

（
故
知
多
力
豐
筋
者
聖
、
無
力
無
筋
者
病
。
） 

 

ま
た
、
衛
夫
人
の
『
筆
陣
図
』
に
は
、 

 

多
骨
微
肉
な
る
者
、
之
を
筋
書
と
謂
い
、
多
肉
微
骨
な
る
者
、
之
を
墨
猪
と
謂

う
。
多
力
豊
筋
な
る
者
は
聖
、
無
力
無
筋
な
る
者
は
病
な
り
。 

（
多
骨
微
肉
者
謂
之
筋
書
、
多
肉
微
骨
者
謂
之
墨
豬
。
多
力
豐
筋
者
聖
、
無
力

無
筋
者
病
。
） 

 と
あ
る
。
『
筆
法
』
と
『
筆
陣
図
』
に
は
同
じ
言
葉
と
視
点
が
あ
る
。
両
方
と
も

「
多
骨
微
肉
」
―
「
筋
書
」
、「
多
肉
微
骨
」
―
「
墨
豬
」
と
結
び
つ
け
て
い
る
。

「
筋
書
」
は
〈
骨
〉
の
成
分
が
多
く
、
堅
実
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
逆
に
、
ふ
く

よ
か
で
ま
ろ
や
か
な
感
じ
が
少
な
い
。
「
墨
豬
」
は
堅
実
な
部
分
が
少
な
く
、
ふ

く
よ
か
さ
、
ま
ろ
や
か
さ
が
強
す
ぎ
る
の
で
、
豚
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
伝
わ
っ

た
。 「

多
骨
微
肉
」
の
「
筋
書
」
を
重
視
す
る
上
で
、「
多
力
豊
筋
」
の
筋
力
感
が

溢
れ
る
書
は
理
想
と
さ
れ
る
。
逆
に
〈
力
〉
と
〈
筋
〉
が
現
れ
な
い
書
作
が
「
病
」

で
あ
る
。
「
多
骨
微
肉
」
と
「
多
力
豊
筋
」
は
、
衛
夫
人
の
書
の
美
の
追
求
の
境

地
と
も
言
え
る
。
こ
の
理
想
の
境
地
は
、
共
に
強
く
て
堅
実
な
イ
メ
ー
ジ
が
浮
き

出
さ
れ
る
。
ま
と
め
て
み
る
と
、
〈
筋
〉
は
「
筋
肉
」
の
概
念
に
近
く
、
強
壮
か
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つ
筋
力
感
が
溢
れ
る
書
風
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
（
注
９
）
。〈
筋
〉
と
「
筋
肉
」、「
筋

力
」
を
結
び
つ
け
る
考
え
方
は
、
王
羲
之
の
『
筆
陣
図
後
』
に
も
見
ら
れ
る
。 

 

書
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
先
に
筋
力
を
構
え
、
然
る
後
に
裝
束
す
。 

（
欲
書
先
構
筋
力
、
然
後
裝
束
。
）  

 

「
筋
力
」
は
健
や
か
な
生
気
で
あ
る
。
「
裝
束
」
は
身
支
度
、
身
な
り
を
整
え

る
意
味
で
あ
る
。「
筋
力
」
は
点
画
字
形
の
生
気
で
あ
り
、〈
力
〉
を
あ
ら
わ
す
も

と
で
あ
る
。
「
裝
束
」
は
点
画
字
形
の
か
た
ち
、
す
が
た
、
姿
勢
を
整
え
る
こ
と

で
あ
る
。
「
筋
力
」
へ
の
重
視
に
と
も
な
い
、
点
画
の
用
筆
に
も
注
意
を
払
う
よ

う
に
な
る
。
こ
の
視
点
も
唐
の
蔡
希
綜
の
『
法
書
論
』
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

『
法
書
論
』
に
は
、 

 

既
に
筋
力
を
構
え
、
然
る
後
に
裝
束
す
。 

（
既
構
筋
力
、
然
後
裝
束
。
） 

 

と
あ
る
。
王
羲
之
の
論
点
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
内
面
的

な
「
筋
力
」
を
構
え
た
上
で
、
外
面
的
な
姿
勢
を
整
え
る
の
が
基
本
構
成
で
あ
る
。

「
筋
力
」
を
あ
ら
わ
す
用
語
に
つ
い
て
、
南
朝
梁
の
庾
肩
吾
は
「
駿
」
を
用
い
る
。

「
筋
力
」
を
外
面
的
な
力
量
の
象
徴
と
し
て
用
い
る
考
え
方
は
、
晋
か
ら
唐
に
か

け
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
。「
筋
力
」
の
重
要
性
を
さ
ら
に
示
す
た
め
、「
裝
束
」
と

並
べ
て
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 〈
肉
〉 

〈
肉
〉
に
は
三
つ
の
意
味
が
あ
る
。 

一
、〈
骨
〉
に
包
ま
れ
て
柔
ら
か
い
蛋
白
質
の
繊
維
で
作
ら
れ
た
。『
説
文
解
字
』

に
、「
肉
は
胾
の
肉
。
象
形
な
り
。（
肉
、
胾
肉
。
象
形
。）」
と
あ
る
。
ま

た
『
説
文
解
字
注
』
の
「
胾
は
、
大
臠
な
り
。
鳥
獣
の
肉
を
謂
う
。
人
は

肌
と
曰
い
、
鳥
獣
は
肉
と
曰
い
。
（
胾
、
大
臠
也
、
謂
鳥
獸
之
肉
。
人
曰

肌
、
鳥
獸
曰
肉
。
）」
と
あ
る
か
ら
、〈
肉
〉
は
〈
骨
〉
に
包
ま
れ
る
肉
の

塊
で
あ
り
、〈
骨
〉
に
つ
い
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。 

二
、〈
肉
〉
は
柔
ら
か
い
性
質
を
持
つ
。『
釋
名
』「
釈
形
体
」
に
、「
肉
、
柔
な

り
。（
肉
、
柔
也
。）」
と
あ
る
。 

三
、
肉
の
厚
さ
や
重
さ
を
あ
ら
わ
す
。『
礼
記
』「
楽
記
」
に
「
寬
裕
に
し
て
肉

好
し
。（
寬
裕
肉
好
。）」
と
あ
り
、
肥
満
と
厚
重
の
意
味
が
見
出
さ
れ
る
。 

〈
肉
〉
は
、
主
に
点
画
に
丸
み
や
艶
、
重
量
感
を
も
た
せ
、
制
作
面
に
お
い
て

は
墨
の
滲
み
が
多
く
鈍
い
表
現
を
表
す
喩
え
で
あ
る
。 

『
梁
武
帝
与
陶
隠
居
論
書
啓
九
首
』「
梁
武
帝
答
書
、
第
二
」
に
、〈
肉
〉
と
〈
笨

鈍
〉
と
を
結
び
つ
け
る
説
が
あ
る
。 
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純
ら
肉
な
れ
ば
力
無
し
。
〔
中
略
〕
多
墨
な
れ
ば
笨
鈍
と
な
る
。 

（
純
肉
無
力
〔
中
略
〕
多
墨
笨
鈍
。
） 

 

「
純
肉
で
」
あ
れ
ば
〈
力
〉
が
な
い
。
こ
の
〈
力
〉
が
な
い
様
は
、「
多
墨
笨

鈍
に
」
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
前
述
し
た
〈
骨
〉
と
〈
媚
〉
の
関
係
と
、〈
肉
〉

と
〈
力
〉
は
相
対
的
な
関
係
に
な
る
。
墨
の
量
の
表
現
は
、
制
作
面
に
お
け
る
〈
骨
〉

と
〈
肉
〉
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
少
墨
と
多
墨
に
分
け
ら
れ
る
。『
筆
髓
論
』

に
、
〈
肉
〉
は
、
執
筆
法
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
と
の
説
が
あ
る
。 

 

毫
を
橫
た
え
て
管
を
側
て
ば
、
則
ち
鈍
慢
に
し
て
肉
多
く
。 

（
橫
毫
側
管
、
則
鈍
慢
而
肉
多
。
） 

 

引
用
文
は
、
筆
を
斜
め
に
傾
け
て
使
う
と
、
〈
肉
〉
が
生
ま
れ
る
と
い
う
説
で

あ
る
。
こ
の
筆
使
い
は
、
側
鋒
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
〈
肉
〉
が
帯
び
る
点
画

は
、
墨
色
の
滲
み
が
鈍
く
、
滞
る
よ
う
な
感
じ
が
生
じ
や
す
く
、
す
な
わ
ち
〈
鈍

慢
〉
に
な
る
。 

唐
の
張
懐
瓘
『
評
書
薬
石
論
』
に
は
、 

 

夫
れ
馬
は
筋
多
肉
少
な
る
も
の
を
上
と
為
し
、
肉
多
筋
少
な
る
も
の
を
下
と
為

す
。
書
亦
た
之
の
如
し
。 

（
夫
馬
筋
多
肉
少
為
上
、
肉
多
筋
少
為
下
。
書
亦
如
之
。） 

 

と
あ
る
。
馬
の
例
を
通
じ
て
、
〈
力
〉
は
〈
筋
〉
が
多
く
〈
肉
〉
が
少
な
い
の
が

理
想
で
あ
る
。
馬
は
、
発
達
し
た
筋
肉
に
よ
っ
て
力
強
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
ま

た
脂
肪
が
少
な
い
の
で
、
し
っ
か
り
、
す
ら
り
と
し
た
体
形
を
持
つ
と
考
え
ら
れ

る
。
〈
筋
〉
は
筋
肉
の
力
強
さ
を
指
し
、〈
肉
〉
は
脂
肪
や
余
分
の
部
分
を
指
す
。

す
な
わ
ち
「
筋
が
多
く
肉
が
少
な
い
」
基
準
か
ら
、
し
っ
か
り
と
し
て
力
強
い
精

力
を
あ
ら
わ
す
点
画
が
理
想
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
制
作
面
に
お
け
る
〈
骨
〉、〈
筋
〉、

〈
肉
〉
の
基
本
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

 

〈
骨
〉 

〈
骨
〉
は
、
生
物
の
根
幹
や
本
質
で
あ
り
、
堅
実
や
硬
さ
の
性
質
が
あ
り
、
ま

た
本
質
や
根
幹
を
有
す
る
。
制
作
面
に
お
け
る
〈
骨
〉
の
概
念
は
、
点
画
の
用
筆

法
を
重
ん
じ
、
剛
強
の
力
感
を
あ
ら
わ
す
。〈
骨
〉
に
か
か
る
点
画
は
〈
方
〉
と

〈
硬
〉
の
特
徴
が
あ
る
。 

〈
筋
〉
―
「
筋
骨
」、「
筋
力
」 

 

「
筋
骨
」 

「
筋
骨
」
は
〈
肉
〉
に
対
す
る
基
礎
で
あ
る
。
〈
筋
〉
は
す
じ
、
血
脈
が
運
行

連
絡
す
る
経
路
の
意
味
を
持
つ
。
制
作
面
に
お
け
る
〈
筋
〉
は
筆
鋒
で
あ
り
、
書
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写
順
序
の
運
筆
法
で
あ
る
。
筆
鋒
の
鋭
さ
を
保
持
し
、
点
画
間
の
つ
な
が
り
を
結

ぶ
こ
と
に
有
用
で
、
全
身
の
力
を
筆
鋒
に
よ
っ
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
点
画

に
は
流
暢
な
連
続
性
を
も
つ
筆
鋒
の
軌
跡
が
記
録
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
運
筆
の
リ

ズ
ム
に
導
か
れ
、
瞬
間
の
動
き
の
想
像
を
す
る
よ
う
に
な
る
。 

「
筋
脈
」
に
は
、
全
身
の
血
液
の
運
行
を
繋
げ
る
性
質
が
あ
る
。
「
筋
骨
」
は

骨
と
骨
を
つ
な
ぐ
「
筋
脈
」
と
し
て
用
い
ら
れ
、
筆
鋒
に
よ
っ
て
流
暢
な
リ
ズ
ム

を
作
る
。
全
身
の
力
を
紙
面
に
伝
え
、
堅
実
さ
を
あ
ら
わ
す
。 

 

「
筋
力
」 

「
筋
力
」
は
「
筋
肉
」
の
〈
力
〉
の
表
現
で
あ
り
、
ま
た
生
物
の
体
力
で
あ
る
。

〈
筋
〉
は
筋
腱
で
あ
っ
て
〈
骨
〉
と
〈
肉
〉
を
つ
な
ぐ
作
用
が
あ
り
、
ま
た
〈
肉
〉

を
縮
ま
さ
せ
る
働
き
も
あ
る
。
「
筋
力
」
は
、
筋
肉
の
縮
み
に
よ
っ
て
力
量
が
蓄

積
し
、
迫
力
感
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
、
〈
肉
〉
の
柔
軟
か
つ
強
壮
な
特
徴
を

生
か
し
て
は
じ
め
て
、
気
力
や
精
力
が
あ
ら
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
筋
力
」
は
、

〈
力
〉
を
あ
ら
わ
す
概
念
の
一
つ
と
な
り
、
馬
や
豚
の
喩
え
を
通
し
て
、
強
壮
で

元
気
な
肉
体
美
が
理
想
の
境
地
と
な
る
。 

 

〈
肉
〉 

〈
肉
〉
は
、
〈
骨
〉
の
内
面
的
な
性
質
に
対
し
、
外
面
的
な
性
質
に
属
す
る
。

制
作
面
に
お
け
る
〈
肉
〉
は
、
墨
の
量
の
多
少
や
筆
鋒
の
姿
勢
に
よ
っ
て
あ
ら
わ

れ
る
。
墨
の
量
が
や
や
多
く
な
れ
ば
、
線
質
は
全
体
的
に
柔
軟
さ
、
温
潤
さ
の
風

采
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
こ
で
〈
円
〉
〈
軟
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、〈
肉
〉
の
概
念
は
、「
豊
満
温
潤
」
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
と

め
れ
ば
、〈
骨
〉〈
筋
〉〈
肉
〉
は
次
の
図
式
と
な
る
。 

        

〈
筆
力
〉
を
構
築
す
る
の
は
、〈
骨
〉、〈
筋
〉、〈
肉
〉
で
あ
る
。〈
骨
〉、〈
筋
〉、

〈
肉
〉
の
概
念
の
性
質
を
も
と
に
し
て
、
制
作
面
に
お
い
て
、〈
骨
〉、〈
筋
〉、〈
肉
〉

は
用
筆
運
筆
、
墨
色
具
合
、
提
按
な
ど
の
筆
使
い
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
〈
筆
力
〉

の
比
喩
で
あ
る
。
生
物
に
と
っ
て
健
全
な
生
命
力
を
あ
ら
わ
す
た
め
、〈
骨
〉、〈
筋
〉、

〈
肉
〉
が
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

理
想
の
〈
筆
力
〉
は
〈
骨
〉、〈
筋
〉、〈
肉
〉
の
絶
妙
な
配
合
に
よ
っ
て
生
じ
る

べ
き
で
あ
り
、
用
筆
運
筆
な
ど
の
筆
使
い
の
運
用
も
良
好
な
土
台
で
用
い
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
制
作
面
で
理
想
の
〈
筆
力
〉
が
、〈
骨
〉
、〈
筋
〉
、
〈
肉
〉
の
絶
妙

〔力量の基礎〕 

〔連結の基礎〕 

「筋力」「筋骨」 

「筋肉」「筋脈」 

堅
実
、
硬
さ 

〈
骨
〉 

蔵
鋒
用
筆
、
字
形
端
整 

内
面
的
で
根
幹
の
も
の 

  

柔
軟
、
厚
さ 

〈
肉
〉 

墨
色
具
合
、
筆
鋒
姿
勢 

表
面
的
で
作
用
な
も
の 

  

弾
力
、
連
続 

筆
順
に
従
っ
た
筆
鋒
の
前
後
呼
応 

   

〈
筋
〉 
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な
配
合
に
よ
っ
て
生
じ
る
以
上
、
品
評
面
で
の
書
風
の
鑑
賞
に
も
同
じ
の
視
点
が

見
い
出
さ
れ
る
。 

 

四
、
品
評
面
に
お
け
る
〈
骨
〉〈
筋
〉〈
肉
〉 

 

李
文
采
「
論
筆
力
」
一
文
（
注
１
０
）

に
は
、〈
筆
力
〉
の
鑑
賞
に
つ
い
て
、〈
骨
〉

〈
筋
〉
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
〈
筆
力
〉
が
感
じ
ら
れ
る

理
由
は
、〈
骨
〉
と
〈
筋
〉
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
生
命
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。〈
骨
〉

〈
筋
〉
を
通
し
て
品
評
す
る
視
点
は
、
特
に
六
朝
と
唐
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。 

次
に
、〈
骨
〉
と
〈
筋
〉
、
そ
し
て
李
氏
が
提
起
し
て
い
な
い
〈
肉
〉
を
含
め
て

品
評
面
に
お
け
る
〈
骨
〉
、〈
筋
〉
、〈
肉
〉
の
意
味
を
考
察
す
る
。 

〈
骨
〉 

〈
骨
〉
の
釈
義
は
生
物
の
骨
組
み
を
指
す
。
ま
た
、
生
物
の
本
質
や
も
と
の
概

念
と
し
て
幅
広
く
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
考
え
方
も
、
書
論
に
及
ぼ
し
た
。〈
骨
〉

は
、
書
作
品
の
評
語
で
重
要
な
概
念
の
一
つ
で
あ
り
、
袁
昂
『
古
今
書
評
』
に
は
、

「
骨
体
」
と
「
駿
快
」
、
「
骨
気
」
と
「
洞
達
」
と
い
う
語
が
見
出
さ
れ
る
。 

 

陶
隠
居
の
書
は
、
呉
興
の
小
児
の
如
く
、
形
容
未
だ
成
長
せ
ざ
る
と
雖
も
、
而

し
て
骨
体
甚
だ
駿
快
な
り
。 

（
陶
隠
居
書
如
呉
興
小
兒
、
形
容
雖
未
成
長
、
而
骨
體
甚
駿
快
。
） 

 

蔡
邕
の
書
は
骨
気
洞
達
し
、
爽
爽
と
し
て
神
有
り
。 

（
蔡
邕
書
骨
氣
洞
達
、
爽
爽
有
神
。
） 

 

「
骨
体
」
と
は
字
の
骨
格
を
指
し
、
「
駿
快
」
と
は
優
れ
て
こ
こ
ろ
よ
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
骨
体
駿
快
」
と
は
、
字
の
骨
格
が
明
晰
で
優
れ
て

い
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。「
洞
達
」
と
は
、
明
ら
か
で
貫
通
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
爽
爽
」
と
い
う
す
っ
き
り
と
し
て
り
っ
ぱ
で
あ
る
意
味
と
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、

「
骨
気
」
と
は
、
堅
実
で
爽
快
な
感
じ
が
溢
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
骨
気
洞
達
」
と
は
、
優
れ
た
筆
使
い
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
流
暢
な
こ
と
を
指
す

こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
類
似
す
る
考
え
方
は
、
梁
武
帝
の
『
古
今
書
人
優
劣
評
』

に
も
見
え
る
（
注
１
１
）
。 

蔡
希
綜
『
法
書
論
』
に
は
、「
骨
気
雄
強
」
と
い
う
語
が
あ
る
。 

 

毎
字
皆
須
ら
く
骨
気
雄
強
な
る
べ
し
、
爽
爽
然
と
し
て
飛
動
の
態
有
り
。 

（
毎
字
皆
須
骨
氣
雄
強
、
爽
爽
然
有
飛
動
之
態
。
） 

 

「
雄
強
」
と
は
、
雄
雄
し
く
て
力
強
い
こ
と
で
あ
る
。
「
骨
気
雄
強
」
は
、
点

画
が
内
に
潜
ん
だ
堅
実
さ
に
よ
っ
て
、
雄
雄
し
い
力
強
さ
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
雄
強
」
に
よ
っ
て
、
〈
骨
〉
の
内
に
潜
ん
だ
堅
実
な
力
強
さ
が
、
さ
ら
に
実
感

第四章 〈力〉と〈勢〉 



- 151 - 

 

で
き
る
よ
う
に
な
る
。
「
駿
快
」
、
「
洞
達
」
、
「
雄
強
」
の
語
に
よ
っ
て
、
点
画
に

〈
骨
〉
の
堅
実
、
剛
勁
、
爽
快
と
い
っ
た
表
現
を
追
求
し
て
品
評
の
基
準
と
さ
れ

た
意
識
が
明
白
に
な
る
。 

『
書
譜
』
に
は
、
〈
骨
気
〉
と
〈
遒
潤
〉
と
の
比
較
に
よ
っ
て
〈
骨
〉
の
基
礎

的
な
働
き
を
説
明
す
る
例
が
あ
る
。 

 

仮
令
、
衆
妙
の
帰
す
る
攸
な
る
も
、
務
め
て
骨
気
を
存
せ
よ
。
骨
既
に
存
し
、

而
し
て
遒
潤
之
に
加
え
よ
。 

（
假
令
衆
妙
攸
歸
、
務
存
骨
氣
。
骨
既
存
矣
、
而
遒
潤
加
之
。
） 

 

「
骨
気
」
と
「
遒
潤
」
と
は
、
順
序
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
多
く
の
妙
趣
を
会
得
し
た
と
し
て
も
、
「
骨
気
」
の
堅
実
な
力
強
さ
が
備

わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
に
潜
ん
で
い
る
力
強
さ
を
強
調
し
、
「
骨
気
」
を

一
番
重
要
な
位
置
に
占
め
さ
せ
て
い
る
。 

唐
の
竇
蒙
の
『
述
書
賦
』「
語
例
字
格
」
に
は
、「
貞
」
と
「
骨
」
と
を
つ
な
げ

た
説
が
あ
る
。 

 

 

貞 

骨
清
に
し
て
神
正
な
る
を
貞
と
曰
う
。 

（
貞 

骨
清
神
正
曰
貞
。
） 

 

「
貞
」
は
み
さ
お
が
正
し
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
骨
清
」
、
「
神
正
」
か
ら

み
れ
ば
、「
清
」
と
「
正
」
と
は
清
新
で
あ
り
、
正
し
く
て
整
然
の
意
味
が
あ
る
。

「
骨
清
神
正
」
と
は
、
骨
格
が
清
新
に
な
り
、
正
し
く
端
正
な
精
神
が
あ
ら
わ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。 

 〈
筋
〉 

〈
筋
〉
の
品
評
は
、
主
に
「
筋
力
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
南
朝
梁
の
庾
肩

吾
『
書
品
』
に
は
、 

 

季
琰
、
桓
玄
、
筋
力
俱
に
駿
な
り
。 

（
季
琰
、
桓
玄
、
筋
力
俱
駿
。
） 

 

と
あ
る
。「
駿
」
は
、
優
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
筋
力
」
が
「
駿
」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
「
筋
力
」
の
力
強
さ
が
大
変
強
く
勢
い
が
あ
る
こ
と

と
考
え
ら
れ
る
。
「
筋
力
」
の
強
さ
は
『
述
書
賦
』「
語
例
字
格
」
に
は
、
「
強
」

で
表
わ
さ
れ
る
。 

 

強 

筋
力
露
見
す
る
を
強
と
曰
う
。 

（
強 
筋
力
露
見
曰
強
。
） 
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「
筋
力
」
が
明
ら
か
に
あ
ら
わ
れ
る
さ
ま
を
、
「
強
」
と
い
う
。
「
強
」
と
は
、

強
い
力
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
強
」
に
よ
っ
て
、
筋
力
の
強
盛
さ
が
、
さ
ら
に

著
し
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
筋
力
」
の
力
強
さ
の
表
現
に
つ
い
て
、『
書

断
・
中
』
に
は
こ
う
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 

阮
研 

時
に
称
す
ら
く
、
蕭
〔
蕭
子
雲
〕
、
陶
〔
陶
弘
景
〕
等
各
お
の
右
軍
の

一
体
を
得
た
り
、
と
。
而
れ
ど
も
此
の
公
の
筋
力
最
も
優
る
。
之
を
勇
に
比
す

れ
ば
、
則
ち
堅
を
被
い
鋭
を
執
り
、
向
か
う
所
前
無
し
。
之
を
談
に
喩
う
れ
ば
、

則
ち
頰
を
緩
め
、
頤
を
朵
か
し
、
堅
を
離
ち
異
を
合
す
。 

（
阮
研 

時
稱
蕭
陶
等
各
得
右
軍
一
體
、
而
此
公
筋
力
最
優
。
比
之
於
勇
、
則

被
堅
執
鋭
、
所
向
無
前
。
喩
之
於
談
、
則
緩
頰
朵
頤
、
離
堅
和
異
。
） 

 

「
筋
力
」
の
あ
ら
わ
れ
は
、
勇
士
が
自
信
溢
れ
、
血
気
が
盛
ん
な
勢
い
を
持
っ

て
い
る
こ
と
、
弁
士
が
穏
や
か
な
顔
つ
き
で
理
屈
っ
ぽ
い
一
種
の
詭
弁
を
弄
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
文
と
武
と
の
両
面
に
お
い
て
、
両
方
と
も
に
相
手
を
服
従
さ

せ
震
撼
さ
せ
よ
う
と
す
る
〈
力
〉
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
阮
研
の
「
筋
力
」

に
は
、
勇
士
の
強
盛
精
力
と
弁
士
の
明
快
瞭
然
の
よ
う
な
表
現
で
あ
る
と
想
像
で

き
る
。 

 

〈
肉
〉 

品
評
面
に
お
け
る
〈
肉
〉
は
、
お
も
に
脂
肉
、
肥
鈍
と
い
う
概
念
で
表
現
さ
れ

る
が
、〈
筆
力
〉
の
鮮
媚
、
妍
冶
と
い
っ
た
優
美
の
面
に
も
影
響
す
る
。『
書
断
』

に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

◆
唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
中
』 

皇
象 

八
分
は
雄
才
逸
力
あ
り
、
乃
ち
蔡
邕
に
相
い
亜
ぐ
、
而
れ
ど
も
妖
冶
は

逮
ば
ず
。
通
議
は
多
肉
に
傷
な
り
、
と
。 

（
皇
象 

八
分
雄
才
逸
力
、
乃
相
亞
於
蔡
邕
、
而
妖
冶
不
逮
、
通
議
傷
於
多
肉

矣
。
） 

 

蕭
子
雲 

其
の
真
書
は
、
少
く
し
て
子
敬
を
師
と
し
、
晚
く
し
て
元
常
を
学
び
、

其
の
暮
年
に
及
び
て
は
筋
骨
亦
た
備
わ
り
、
名
、
当
世
を
蓋
い
、
朝
を
挙
げ
て

之
を
效
う
。
其
の
肥
鈍
無
力
な
る
者
は
、
悉
く
非
な
り
。 

（
蕭
子
雲 

其
真
書
、
少
師
子
敬
、
晚
學
元
常
、
及
其
暮
年
、
筋
骨
亦
備
、
名

蓋
當
世
、
舉
朝
效
之
。
其
肥
鈍
無
力
者
、
悉
非
也
。
） 

 

引
用
文
か
ら
、
〈
肉
〉
が
肥
え
た
無
力
な
た
と
え
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
皇

象
の
引
用
文
に
は
、
蔡
邕
の
「
妖
冶
」
と
い
う
点
が
及
ば
ず
、
「
多
肉
」
と
い
う

欠
点
が
生
じ
る
。「
妖
冶
」
と
「
多
肉
」
と
は
、〈
肉
〉
の
い
い
面
と
悪
い
面
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
る
。「
妖
冶
」
は
、〈
肉
〉
が
程
よ
く
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
も
し
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そ
の
法
則
が
崩
れ
る
な
ら
、
「
多
肉
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
蕭
子
雲
の

例
文
に
は
、「
筋
骨
」
が
備
え
る
力
強
さ
を
強
調
す
る
た
め
に
、「
肥
鈍
無
力
」
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、〈
肉
〉
の
無
力
の
た
と
え
を
通
し
て
、〈
筋

骨
〉
の
強
さ
が
強
調
さ
れ
る
。
〈
肉
〉
と
〈
骨
〉
と
を
並
列
し
て
〈
骨
〉
の
強
さ

を
言
い
表
す
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
る
。
〈
骨
〉
と
〈
肉
〉
と
の
つ
な

が
り
に
は
、
ま
た
以
下
の
論
が
見
え
る
。 

 

◆
南
朝
宋 

王
僧
虔 

『
論
書
』 

郗
超
の
草
書
は
二
王
に
亞
ぐ
。
緊
媚
は
其
の
父
〔
郗
愔
〕
に
過
ぎ
、
骨
力
は
及

ば
ざ
る
な
り
。 

（
郗
超
草
書
亞
於
二
王
。
緊
媚
過
其
父
、
骨
力
不
及
也
。
） 

 

◆
唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
下
』 

高
正
臣 

右
軍
の
法
を
習
う
。
脂
肉
頗
る
多
く
、
骨
気
微
少
な
し
。 

（
高
正
臣 

習
右
軍
之
法
、
脂
肉
頗
多
、
骨
氣
微
少
。
） 

 

◆
唐 

李
嗣
真 

『
書
後
品
』 

文
舒
〔
張
昶
〕
の
西
岳
碑
文
、
但
だ
妍
冶
な
る
を
覚
ゆ
る
の
み
、
殊
に
骨
気
無

し
。 

（
文
舒
西
岳
碑
文
、
但
覺
妍
冶
、
殊
無
骨
氣
。
） 

 「
緊
媚
」
と
「
骨
力
」、「
脂
肉
」
と
「
骨
気
」、「
妍
冶
」
と
「
骨
気
」
か
ら
考
え

る
と
、
相
対
的
な
つ
な
が
り
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。「
骨
気
」、「
骨
力
」
が
〈
骨
〉

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
概
念
で
あ
る
な
ら
ば
、「
緊
媚
」、「
脂
肉
」、「
妍
冶
」
は
〈
肉
〉

と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
緊
媚
」
と
「
妍
冶
」
は
、
大
変
美
し
く
て
あ
で
や
か
な
意
味
を
持
つ
。
こ
れ

ら
は
、
〈
肉
〉
が
程
よ
い
状
態
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
脂
肉
」
は
、

〈
肉
〉
の
油
分
が
多
く
て
均
衡
が
崩
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。 

〈
骨
〉
と
〈
肉
〉
の
比
較
を
通
し
て
異
な
る
書
風
を
説
明
す
る
の
は
、
張
懐
瓘

『
評
書
薬
石
論
』
に
見
ら
れ
る
。 

 

皆
骨
肉
相
称
し
、
神
貌
怡
然
た
ら
ん
と
欲
す
。
若
し
筋
骨
は
其
の
脂
肉
に
任
ざ

れ
ば
、
馬
に
在
り
て
は
駑
駘
と
為
り
、
人
に
在
り
て
は
肉
疾
と
為
り
、
書
に
在

り
て
は
墨
猪
と
為
り
。 

（
皆
欲
骨
肉
相
稱
、
神
貌
怡
然
。
若
筋
骨
不
任
其
脂
肉
、
在
馬
為
駑
駘
、
在
人

為
肉
疾
、
在
書
為
墨
豬
。
） 

 

先
ず
、
〈
骨
〉
と
〈
肉
〉
が
相
称
し
た
神
貌
の
怡
ぶ
さ
ま
を
皆
が
求
め
る
理
想

と
し
て
挙
げ
、〈
骨
〉
と
〈
肉
〉
の
絶
妙
な
均
衡
を
取
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ

の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
場
合
に
は
、
「
駑
駘
」
、
「
肉
疾
」
、「
墨
豬
」
の
喩
え
を
示
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し
て
い
る
。「
駑
駘
」（
注
１
２
）

は
、
他
の
馬
よ
り
も
劣
る
馬
を
指
す
。「
肉
疾
」（
注

１
３
）

は
、
人
が
肥
え
て
病
的
に
見
え
る
意
味
を
持
ち
、
ま
た
欠
点
の
意
味
も
含
ん

で
い
る
。
「
墨
猪
」（
注
１
４
）

は
、
点
画
が
厚
重
で
骨
力
が
な
い
比
喩
で
あ
る
。
以

上
の
喩
え
は
、
肥
大
で
締
ま
り
が
な
く
、
健
や
か
な
生
気
が
現
わ
れ
な
い
意
味
が

あ
る
。 

 

五
、
〈
骨
〉〈
筋
〉〈
肉
〉
の
概
念
と
属
性 

 

制
作
面
と
品
評
面
に
お
け
る
〈
骨
〉
、〈
筋
〉
、〈
肉
〉
の
概
念
と
術
語
の
考
察
は
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

〈
骨
〉 

〈
骨
〉
は
、
制
作
論
に
お
い
て
中
鋒
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
墨
の
滲
み
が
少
な

く
、
点
画
の
形
態
が
か
っ
ち
り
と
し
て
い
る
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
品

評
論
に
お
い
て
、
「
骨
体
」
、
「
骨
力
」
、
「
骨
気
」
、
「
骨
勢
」
、
「
骨
梗
」
の
よ
う
な

堅
固
、
剛
強
の
性
質
を
持
つ
術
語
に
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
。〈
体
〉、〈
力
〉、〈
気
〉、

〈
勢
〉
の
概
念
に
よ
っ
て
、
〈
骨
〉
は
内
に
堅
実
な
強
さ
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る

傾
向
が
見
ら
れ
る
。
逆
に
、「
稚
」
、
「
無
媚
」
、「
生
獷
」
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。 

【
術
語
】 

晋 「
骨
梗
」
（
楊
泉
『
草
書
賦
』） 

「
多
骨
」「
微
骨
」（
衛
夫
人
『
筆
陣
図
』） 

 
 

南
朝 

 
 

「
骨
体
」「
骨
気
」（
袁
昂
『
古
今
書
評
』） 

「
骨
気
」
（
梁
武
帝
『
古
今
書
人
優
劣
評
』
）
「
純
骨
」
（『
梁
武
帝
与
陶
隠
居    

論
書
啓
九
首
』） 

「
骨
力
」(

庾
元
威
『
論
書
』) 

 
 

唐 「
露
骨
」（
欧
陽
詢
『
八
訣
』） 

「
露
骨
」（
虞
世
南
『
筆
髓
論
』） 

「
骨
力
」（『
唐
朝
敍
書
錄
』） 

「
骨
気
」「
骨
力
」（
孫
過
庭
『
書
譜
』） 

「
骨
気
」「
風
骨
」（
李
嗣
真
『
書
後
品
』） 

「
骨
体
」「
骨
力
」「
骨
気
」「
師
骨
」「
風
骨
」（
竇
臮
『
述
書
賦
』） 

「
骨
力
」「
骨
鯁
」「
気
骨
」「
天
骨
」「
勁
骨
」（
張
懐
瓘
『
書
断
』） 

「
風
神
骨
気
」「
風
骨
」（
張
懐
瓘
『
書
議
』） 

「
骨
気
」「
無
骨
」（
蔡
希
綜
『
法
書
論
』） 

「
骨
体
」（
顏
真
卿
『
述
張
長
史
筆
法
十
二
意
』） 

【
品
評
面
】 

晋 「
骨
梗
」（
楊
泉
『
草
書
賦
』） 

第四章 〈力〉と〈勢〉 



- 155 - 

 

「
多
骨
」
「
微
骨
」（
衛
夫
人
『
筆
陣
図
』） 

南
朝 

「
骨
体
駿
快
」
「
骨
気
洞
達
」（
袁
昂
『
古
今
書
評
』
） 

「
骨
力
婉
媚
」
（
庾
元
威
『
論
書
』
） 

「
骨
気
洞
達
」（
梁
武
帝
『
古
今
書
人
優
劣
評
』）「
純
骨
無
媚
」
／
「
浮
渋
」

（
梁
武
帝
与
陶
隠
居
論
書
啓
九
首
』) 

「
骨
豊
」(

王
僧
虔
『
筆
意
贊
』) 

 

唐 「
痩
」
「
形
枯
」
（
欧
陽
詢
『
伝
授
訣
』
） 

「
乾
枯
」
（
虞
世
南
『
筆
髓
論
』
） 

「
鉄
石
」
（
李
嗣
真
『
書
後
品
』
） 

「
高
爽
」「
精
熟
」「
鉄
石
」
／
「
棱
角
」「
痩
怯
」「
痩
」（
張
懐
瓘
『
書
断
』） 

「
骨
体
遒
正
」
／
「
骨
力
猶
稚
」(

竇
臮
『
述
書
賦
』) 

「
貞
」
「
瘠
」
（
竇
蒙
『
述
書
賦
』
「
語
例
字
格
」） 

「
骨
気
雄
強
」
「
爽
爽
」
「
鋼
鉄
」
「
勁
針
」
（
蔡
希
綜
『
法
書
論
』） 

「
骨
勁
」
（
徐
浩
『
論
書
』） 

「
生
獷
」
（
李
煜
『
評
書
』） 

〈
骨
〉
の
象
徴
―
「
痩
」「
形
枯
」（
欧
陽
詢
『
伝
授
訣
』）「
鉄
石
」（
李
嗣
真
『
書

後
品
』
）
「
鋼
鉄
」
「
勁
針
」（
蔡
希
綜
『
法
書
論
』） 

【
属
性
】
根
幹
基
礎
、
明
朗
爽
快
。 

【
特
徴
】〈
骨
〉
の
属
性
を
あ
ら
わ
す
際
に
、
魏
晋
南
朝
に
〈
力
〉、〈
気
〉、〈
体
〉

と
結
び
付
け
て
運
用
し
始
め
た
例
が
あ
り
、
唐
に
入
る
と
「
風
」、「
鯁
」、「
勁
」

と
結
び
付
け
る
例
文
が
見
ら
れ
る
。
品
評
語
か
ら
み
る
と
、
南
朝
の
〈
骨
〉
に
つ

い
て
の
概
念
は
、
主
に
明
朗
爽
快
を
求
め
る
傾
向
が
あ
り
、
唐
に
お
い
て
は
、
雄

強
痩
硬
の
書
風
を
理
想
と
し
た
考
え
方
が
あ
る
。 

 

〈
筋
〉 

制
作
面
に
お
け
る
〈
筋
〉
は
筆
鋒
、
筆
脈
で
あ
る
。
筆
順
に
し
た
が
っ
た
流
暢

な
筆
使
い
に
よ
っ
て
、
点
画
の
間
に
緊
密
な
つ
な
が
り
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

〈
筋
骨
〉
は
、〈
骨
〉
が
成
立
し
た
上
で
〈
骨
〉
と
〈
骨
〉
と
を
互
い
に
連
結
さ

せ
、
一
体
性
を
重
ん
じ
る
。〈
筋
力
〉
は
、
筆
鋒
と
筆
圧
に
よ
っ
て
緊
密
な
つ
な

が
り
が
出
来
る
。
品
評
面
に
お
い
て
、
密
接
な
つ
な
が
り
を
表
す
「
緊
密
」、「
相

連
」
と
い
う
語
が
あ
り
、
盛
ん
で
豊
か
な
力
強
さ
を
表
現
す
る
「
豊
」、「
駿
」、「
強
」

と
い
う
語
意
も
あ
る
。 

【
術
語
】 

晋 「
筋
書
」「
豊
筋
」「
無
筋
」（
衛
夫
人
『
筆
陣
図
』） 

「
存
筋
」「
筋
力
」（
王
羲
之
『
題
筆
陣
図
後
』）〈
筋
骨
〉（『
筆
勢
論
』） 

南
朝 

「
筋
力
」
（
庾
肩
吾
『
書
品
』） 
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唐 「
筋
骨
」
（
李
世
民
『
指
意
』） 

「
筋
骨
」
（
徐
浩
『
論
書
』） 

「
筋
力
」
（
蔡
希
綜
『
法
書
論
』
） 

「
筋
髄
」(

李
嗣
真
『
書
後
品
』) 

「
筋
骨
」
〈
筋
力
〉
（
張
懐
瓘
『
書
断
』
）
「
筋
骨
」
（
『
文
字
論
』
）
「
筋
多
」
「
筋

少
」
（
『
評
書
薬
石
論
』
） 

「
筋
骨
」(

竇
臮
『
述
書
賦
』)

 

【
品
評
面
】 

晋 「
多
力
豊
筋
」
（
衛
夫
人
『
筆
陣
図
』
） 

唐 「
筋
力
俱
駿
」
（
庾
肩
吾
『
書
品
』
） 

「
筋
骨
乾
枯
」(

竇
臮
『
述
書
賦
』) 

「
強
」
「
壮
」
（
竇
蒙
『
述
書
賦
』
「
語
例
字
格
」） 

「
筋
骨
緊
密
」
（
張
懐
瓘
『
書
断
』
） 

「
粗
魯
」(

李
煜
『
評
書
』) 

〈
筋
〉
の
象
徴
―
「
馬
」
（
張
懐
瓘
『
評
書
薬
石
論
』
） 

【
属
性
】
流
暢
連
結
、
筋
力
充
満
。 

【
特
徴
】〈
筋
〉
の
運
用
が
、〈
骨
〉
と
〈
力
〉
を
結
び
付
つ
け
る
。
魏
晋
南
朝
に

お
い
て
、〈
筋
〉
に
対
す
る
認
識
は
、
気
力
が
満
ち
る
「
筋
力
」
を
指
す
。
唐
に

お
い
て
〈
骨
〉
と
結
び
つ
い
た
用
語
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
は
、

主
に
字
形
の
構
造
を
中
心
と
し
て
連
結
し
合
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。 

 

〈
肉
〉 

制
作
面
に
お
け
る
〈
肉
〉
は
、
側
毫
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
墨
の
滲
み
が
多
く
、

点
画
の
形
態
が
柔
軟
で
あ
る
。
品
評
面
に
お
け
る
〈
肉
〉
は
、
〈
骨
〉
と
並
列
し

て
無
力
の
概
念
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
が
、
均
衡
を
よ
く
取
れ
ば
、「
緊
媚
」、「
遒

麗
」
な
ど
優
美
さ
が
生
じ
る
。 

【
術
語
】 

晋 「
多
肉
」「
微
肉
」（
衛
夫
人
『
筆
陣
図
』） 

南
朝 

「
純
肉
」（
梁
武
帝
『
梁
武
帝
与
陶
隠
居
論
書
啓
九
首
』） 

唐 「
肉
多
」（
虞
世
南
『
筆
髓
論
』） 

「
多
肉
」〈
脂
肉
」「
膚
」「
豊
肌
」（
張
懐
瓘
『
書
断
』）「
肉
少
」「
肉
多
」（『
評

書
薬
石
論
』） 

「
肌
骨
」(

竇
臮
『
述
書
賦
』) 

【
品
評
面
】 
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晋 「
墨
猪
」
（
衛
夫
人
『
筆
陣
図
』
） 

南
朝 

「
潤
」(
王
僧
虔
『
筆
意
贊
』)

 

「
緊
媚
」(

王
僧
虔
『
論
書
』) 

「
純
肉
無
力
」
「
笨
鈍
」（
『
梁
武
帝
与
陶
隠
居
論
書
啓
九
首
』） 

唐 「
肥
」
「
鈍
」
（
欧
陽
詢
『
八
訣
』
）
「
肥
」「
質
濁
」（
『
伝
授
訣
』） 

「
肉
多
鈍
慢
」
（
虞
世
南
『
筆
髓
論
』
） 

「
遒
麗
」
「
遒
潤
」（
孫
過
庭
『
書
譜
』
） 

「
妍
冶
」
（
李
嗣
真
『
書
後
品
』
） 

「
脂
肉
」
「
駑
駘
」「
肉
疾
」「
墨
猪
」
（
張
懐
瓘
『
評
書
薬
石
論
』） 

「
豊
肌
」
（
徐
浩
『
論
書
』） 

「
俗
」(

李
煜
『
評
書
』) 

「
肌
骨
豊
嫮
」
「
肌
骨
閑
媚
」(

竇
臮
『
述
書
賦
』) 

「
豊
」「
艶
」「
媚
」「
穠
」
「
麗
」
「
嫩
」「
潤
」「
繊
」
／
「
乾
」（
竇
蒙
『
述

書
賦
』
「
語
例
字
格
」
） 

〈
肉
〉
の
象
徴
―
「
墨
猪
」（
衛
夫
人
『
筆
陣
図
』
）「
脂
肉
」「
駑
駘
」「
肉
疾
」「
墨

猪
」
（
張
懐
瓘
『
評
書
薬
石
論
』
） 

【
属
性
】
表
面
作
用
、
柔
軟
優
美
。 

【
特
徴
】
〈
骨
〉
の
反
義
語
と
し
て
肥
満
無
力
の
概
念
で
あ
る
〈
肉
〉
は
、
晋
か

ら
唐
ま
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
〈
肉
〉
は
、
表
面
の
形
式
と
し
て
柔
軟
さ

や
優
美
さ
や
豊
潤
な
ど
の
作
用
も
あ
る
。
品
評
語
か
ら
み
る
と
、
魏
晋
南
朝
に
お

い
て
、
無
力
、
か
つ
鈍
い
意
味
を
持
つ
用
語
で
使
わ
れ
て
い
る
。
唐
で
は
、「
肥
」、

「
鈍
」
、「
脂
」、
「
俗
」
を
取
り
上
げ
る
一
方
、
「
豊
」
、
「
艶
」
、
「
媚
」
、「
潤
」
に

含
ま
れ
る
良
さ
を
示
す
考
え
が
芽
生
え
て
い
た
。 

制
作
面
と
品
評
面
に
お
け
る
〈
骨
〉、〈
筋
〉、〈
肉
〉
は
、
術
語
の
意
味
を
合
わ

せ
た
上
で
、
左
に
示
す
よ
う
な
関
係
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

〔
制
作
面
〕 

 
 
 
 
 
 
 

〔
品
評
面
〕 

〈
骨
〉
―
直
鋒
／
少
墨
、
乾 

 
 

〈
骨
〉
―
堅
実
、
雄
強
／
生
獷 

〈
筋
〉
―
筆
鋒
、
筆
圧
／
蛮 

 
 

〈
筋
〉
―
迫
力
、
豊
駿
／
粗
魯 

〈
肉
〉
―
側
毫
／
多
墨
、
濁 

 
 

〈
肉
〉
―
柔
軟
、
優
美
／
俗 

 
 

六
、〈
筆
力
〉
に
関
す
る
品
評
語 

 

衛
夫
人
『
筆
陣
図
』
に
は
、
筆
力
と
〈
骨
〉、〈
肉
〉
と
を
直
接
つ
な
げ
る
説
が

あ
る
。 

 
筆
力
を
善
く
す
る
者
は
多
骨
に
し
て
、
筆
力
を
善
く
せ
ざ
る
者
は
多
肉
な
り
。 

（
善
筆
力
者
多
骨
、
不
善
筆
力
者
多
肉
。
） 
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〈
筆
力
〉
を
善
く
す
れ
ば
、〈
骨
〉
が
多
く
な
り
、
一
方
で
善
く
せ
ざ
れ
ば
、〈
肉
〉

が
多
く
な
る
。
文
中
に
提
起
さ
れ
た
〈
骨
〉
と
〈
肉
〉
の
比
較
は
、
〈
骨
〉
を
重

ん
じ
て
〈
肉
〉
を
貶
す
考
え
方
で
は
な
い
。
か
わ
り
に
、
〈
骨
〉
が
帯
び
る
〈
筆

力
〉
は
、
硬
く
て
堅
実
な
強
さ
が
あ
り
、
一
方
〈
肉
〉
が
内
包
す
る
〈
筆
力
〉
に

は
、
し
な
や
か
で
柔
軟
な
特
徴
が
あ
る
と
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
筆

力
〉
の
あ
ら
わ
れ
は
、
生
物
的
な
喩
え
で
あ
る
〈
骨
、
〉〈
筋
〉、〈
肉
〉
に
基
づ
い

て
構
築
さ
れ
る
。
制
作
面
と
品
評
面
に
お
け
る
〈
骨
〉
、〈
筋
〉、〈
肉
〉
を
合
わ
せ

た
〈
筆
力
〉
に
関
す
る
術
語
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

 

〈
骨
〉
―
「
筆
力
軽
健
」
（
陳
思
『
秦
漢
魏
四
朝
用
筆
法
』
）
「
筆
力
遒
勁
」
（
『
唐

朝
敘
書
録
』）「
筆
力
勁
険
」（
張
懐
瓘
『
書
断
』
）
／
「
筆
力
過
嫩
」（『
梁

武
帝
与
陶
隠
居
論
書
啓
九
首
』
） 

〈
筋
〉
―
「
筆
力
驚
絶
」
（
王
僧
虔
『
論
書
』
）
／
「
筆
力
恨
弱
」
（
王
僧
虔
『
論

書
』
） 

〈
肉
〉
―
「
筆
力
鮮
媚
」
（
智
永
『
題
右
軍
楽
毅
論
後
』） 

 

〈
骨
〉
が
帯
び
る
〈
筆
力
〉
は
、
内
面
的
な
充
実
に
よ
っ
て
堅
固
な
強
さ
を
表

す
。
ま
た
、
「
筋
骨
」
と
い
う
全
体
的
な
つ
な
が
り
と
結
び
付
か
せ
る
作
用
と
を

合
わ
せ
た
「
軽
健
」
、
「
遒
勁
」
、
「
勁
険
」
は
、
堅
実
な
力
強
さ
を
持
ち
、
〈
骨
〉

と
「
筋
骨
」
の
割
合
が
多
い
。
「
筆
力
過
嫩
」
は
、
未
熟
な
力
を
指
す
。
こ
の
未

熟
で
若
い
と
い
う
こ
と
は
、〈
骨
〉
の
堅
実
な
力
、
ま
た
は
「
骨
格
」
が
ま
だ
健

全
で
は
な
い
意
味
に
近
い
。 

〈
筋
〉
が
帯
び
る
〈
筆
力
〉
は
、「
筋
力
」
の
概
念
に
近
い
。「
筋
力
」
は
、
驚

く
ほ
ど
の
力
強
さ
や
迫
力
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
驚
絶
」、「
恨
弱
」
は
、「
筋

力
」
の
良
し
悪
し
の
表
現
で
あ
る
。 

〈
肉
〉
は
、
悪
い
面
と
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
力
の
外
面
的
な
美
し
さ
を
表
わ
す

に
あ
た
っ
て
は
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
「
鮮
媚
」
は
、
ま
さ
に
〈
肉
〉
の
外
面

的
な
柔
軟
、
優
美
の
表
現
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

七
、〈
骨
〉〈
筋
〉〈
肉
〉
を
具
え
る
〈
筆
力
〉
の
典
型 

 

〈
骨
〉、〈
筋
〉、〈
肉
〉
は
、
品
評
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
以
外
、
制
作
面
の
用

筆
、
運
筆
、
墨
色
、
ま
た
書
風
の
継
承
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
〈
骨
〉
は
、
用
筆

に
よ
っ
て
生
じ
る
〈
骨
力
〉
で
あ
り
、
堅
実
剛
直
の
書
風
を
指
す
。
〈
筋
〉
は
、

筆
鋒
の
運
筆
軌
跡
や
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
流
暢
筋
力
の
書
風
を
指
す
。
〈
肉
〉
は
筆

圧
や
墨
色
の
色
合
い
を
指
し
、
艶
や
か
な
書
風
を
指
す
。〈
骨
〉
、
〈
筋
〉
、
〈
肉
〉

は
筆
力
を
成
す
要
素
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
揃
っ
た
〈
筆
力
〉
は
、
理

想
的
な
典
型
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
〈
筆
力
〉
の
典
型
に
つ
い
て
、
代
表

的
な
能
書
家
を
先
に
取
り
上
げ
て
論
じ
る
こ
と
が
多
い
。 

先
ず
は
、
張
芝
の
例
か
ら
は
じ
め
る
。 
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◆
南
朝
宋 

王
僧
虔 

『
論
書
』 

崔
、
杜
の
後
、
共
に
張
芝
を
推
し
、
仲
將
は
之
を
筆
聖
と
謂
う
。
伯
玉
は
其
の

筋
を
得
、
巨
山
は
其
の
骨
を
得
た
り
。 

（
崔
杜
之
後
、
共
推
張
芝
、
仲
將
謂
之
筆
聖
。
伯
玉
得
其
筋
、
巨
山
得
其
骨
。） 

 

バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
張
芝
の
書
を
、
〈
筋
〉
と
〈
骨
〉
の
理
想
の
美
と
す
る
考

え
で
あ
る
。
用
例
は
、
衛
瓘
が
張
芝
の
〈
筋
〉
を
得
、
衛
恒
が
張
芝
の
〈
骨
〉
を

得
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
し
た
〈
筋
〉
と
〈
骨
〉
の
分
析
に
よ
っ
て
、
衛
瓘
の

書
風
は
、
運
筆
に
よ
っ
て
前
後
の
呼
応
が
よ
く
視
覚
的
な
連
続
感
が
途
切
れ
な
い

ほ
ど
の
流
暢
さ
を
指
す
一
方
で
、
張
芝
の
〈
骨
〉
を
得
っ
た
衛
恒
の
書
は
、
着
実

な
用
筆
に
よ
っ
て
点
画
の
重
さ
と
堅
実
が
感
じ
ら
れ
る
、
と
思
い
描
け
ら
れ
る
。 

次
例
は
、
王
羲
之
で
あ
る
。
『
梁
武
帝
与
陶
隱
居
論
書
啓
』
に
は
、
こ
う
記
載

さ
れ
て
い
る
。 

 

元
常
の
老
骨
を
し
て
更
に
栄
造
を
蒙
ら
し
め
、
子
敬
の
懦
肌
を
し
て
、
泉
夜
に

沈
ま
し
め
ず
、
逸
少
を
し
て
其
の
間
に
進
退
す
る
を
得
さ
し
む
れ
ば
、
則
ち
玉

科
顕
然
と
し
て
観
る
可
し
。 

（
使
元
常
老
骨
、
更
蒙
榮
造
。
子
敬
懦
肌
、
不
沉
泉
夜
。
逸
少
得
進
退
其
間
、

則
玉
科
顯
然
可
觀
。
） 

 

鍾
繇
の
書
風
は
堅
実
で
老
練
な
「
老
骨
」
と
表
現
さ
れ
、
王
献
之
の
書
は
若
く

て
未
熟
な
「
懦
肌
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。〈
骨
〉
と
〈
肌
〉
の
性
質
を
通
し
て
、

鍾
繇
と
王
献
之
の
良
さ
が
明
白
に
示
さ
れ
、
ま
た
異
な
る
書
の
美
の
類
型
も
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
た
の
は
、
王
羲
之
で

あ
る
。
文
中
の
「
其
の
間
に
進
退
す
る
」
こ
と
は
、
〈
骨
〉
と
〈
肌
〉
が
共
に
バ

ラ
ン
ス
を
取
っ
た
と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
王
羲
之
の
書
は
、
堅
実
な
力
強

さ
と
、
優
美
な
美
し
さ
が
共
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

こ
の
理
想
の
書
を
求
め
る
た
め
、「
玉
科
」
は
重
要
で
あ
る
。「
玉
科
」
は
、
守

る
べ
き
法
則
、
大
切
な
規
則
の
意
味
で
あ
り
、
「
玉
条
」
に
意
味
が
近
い
。
こ
れ

は
、
王
羲
之
の
書
に
〈
骨
〉
と
〈
肌
〉
が
共
に
具
わ
る
こ
と
を
強
調
す
る
比
喩
で

あ
る
。
張
懐
瓘
『
書
断
・
下
』
に
も
、
類
似
の
視
点
が
見
ら
れ
る
。 

 

智
果 

和
尚
〔
智
永
〕
は
右
軍
の
肉
を
得
、
智
果
は
右
軍
の
骨
を
得
た
り
。〔
中

略
〕
時
に
僧
述
、
僧
特
有
り
、
果
と
並
び
て
智
永
を
師
と
す
。
述
は
肥
鈍
に
困

し
み
、
特
は
瘦
怯
に
傷
る
な
り
。 

（
智
果 

和
尚
得
右
軍
肉
、
智
果
得
右
軍
骨
。
〔
中
略
〕
時
有
僧
述
、
僧
特
、
與

果
並
師
智
永
。
述
困
於
肥
鈍
、
特
傷
於
瘦
怯
也
。
） 

 張
懐
瓘
は
、
王
羲
之
が
〈
筆
力
〉
の
典
型
で
あ
る
と
定
め
て
い
る
。
王
羲
之
の
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書
を
通
し
て
、
智
果
の
書
作
を
評
価
し
、
智
永
を
取
り
上
げ
て
比
較
す
る
。
智
永

は
、
王
羲
之
の
〈
肉
〉
を
得
、
智
果
は
、
王
羲
之
の
〈
骨
〉
を
得
た
。
〈
肉
〉
と

〈
骨
〉
の
性
質
に
よ
っ
て
、
智
永
の
書
は
潤
い
の
あ
る
柔
ら
か
な
美
で
あ
り
、
智

果
は
堅
実
硬
直
の
書
風
が
漂
う
と
考
え
ら
れ
る
。 

唐
の
李
煜
『
評
書
』
に
は
、
虞
世
南
を
は
じ
め
と
す
る
十
名
の
書
家
を
取
り
上

げ
、
王
羲
之
の
書
を
標
準
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
優
劣
を
つ
け
る
視
点
が
あ
る
。 

 

蓋
し
法
書
な
る
者
は
各
お
の
右
軍
の
一
体
を
得
た
り
。
虞
世
南
は
其
の
美
韵
を

得
、
而
し
て
其
の
俊
邁
を
失
い
、
欧
陽
詢
は
其
の
力
を
得
、
而
し
て
其
の
温
秀

を
失
い
、
褚
遂
良
は
其
の
意
を
得
、
而
し
て
其
の
変
化
を
失
う
若
く
。
薛
稷
は

其
の
清
を
得
、
而
し
て
拘
窘
に
失
し
、
顔
真
卿
は
其
の
筋
を
得
、
而
し
て
粗
魯

に
失
し
、
柳
公
権
は
其
の
骨
を
得
、
而
し
て
生
獷
に
失
し
、
徐
浩
は
其
の
肉
を

得
、
而
し
て
俗
に
失
し
、
李
邕
は
其
の
気
を
得
、
而
し
て
体
格
に
失
し
、
張
旭

は
法
を
得
、
而
し
て
狂
に
失
し
、
献
之
は
俱
に
之
を
得
、
而
し
て
驚
急
に
失
し

て
、
蘊
藉
の
態
度
無
き
が
若
し
。 

（
蓋
法
書
者
各
得
右
軍
之
一
體
。
若
虞
世
南
得
其
美
韵
而
失
其
俊
邁
、
歐
陽
詢

得
其
力
而
失
其
溫
秀
、
褚
遂
良
得
其
意
而
失
其
變
化
、
薛
稷
得
其
清
而
失
於
拘

窘
、
顏
真
卿
得
其
筋
而
失
於
粗
魯
、
柳
公
權
得
其
骨
而
失
於
生
獷
、
徐
浩
得
其

肉
而
失
於
俗
、
李
邕
得
其
氣
而
失
於
體
格
、
張
旭
得
其
法
而
失
於
狂
、
獻
之
俱

得
之
、
而
失
於
驚
急
、
無
蘊
藉
態
度
。
） 

 

王
羲
之
の
法
書
を
理
想
の
書
と
定
め
、
虞
世
南
を
は
じ
め
、
列
挙
し
た
十
人
の

書
家
を
取
り
上
げ
て
王
羲
之
の
書
に
よ
り
身
に
つ
け
た
良
さ
と
、
足
り
な
い
と
こ

ろ
は
示
し
た
。 

虞
世
南
―
「
美
韵
」
／
「
俊
邁
」 

欧
陽
詢
―
「
力
」
／
「
温
秀
」 

褚
遂
良
―
「
意
」
／
「
変
化
」 

「
美
韵
」
と
「
俊
邁
」
、
「
力
」
と
「
温
秀
」
、
用
筆
の
〈
筆
意
〉
と
状
況
に
し

た
が
い
改
め
る
「
変
化
」
と
い
っ
た
評
語
か
ら
み
る
と
、
み
な
相
対
的
な
性
質
を

持
つ
も
の
で
あ
る
。
虞
世
南
、
欧
陽
詢
、
褚
遂
良
ら
の
三
人
は
、
王
羲
之
の
一
面

の
良
さ
の
「
美
韵
」、「
力
」、「
意
」
の
み
を
得
、
他
面
そ
の
「
俊
邁
」、「
温
秀
」、

「
変
化
」
を
会
得
し
て
い
な
い
。
薛
稷
ら
の
七
人
も
、
王
羲
之
の
一
面
の
良
さ
を

得
た
が
、
こ
の
良
さ
が
増
え
す
ぎ
て
逆
に
欠
点
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。 

薛
稷 

―
「
清
」
／
「
拘
窘
」 

顏
真
卿
―
「
筋
」
／
「
粗
魯
」 

柳
公
權
―
「
骨
」
／
「
生
獷
」 

徐
浩 

―
「
肉
」
／
「
俗
」 

李
邕 

―
「
気
」
／
「
体
格
」 

張
旭 
―
「
法
」
／
「
狂
」 

王
献
之
―
「
驚
急
」
／
「
蘊
藉
態
度
」 
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「
清
」
、「
筋
」、「
骨
」、「
肉
」
、「
気
」
、「
法
」
は
、
王
羲
之
の
書
の
良
さ
で
あ

る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
良
さ
を
強
調
し
す
ぎ
て
任
意
に
な
る
と
、
「
拘
窘
」
、
「
粗

魯
」、
「
生
獷
」、
「
俗
」、
「
体
格
」
、「
狂
」
の
欠
点
が
生
じ
て
し
ま
う
。 

清
新
平
穏
の
「
清
」
が
多
く
な
る
と
、
堅
苦
し
く
束
縛
さ
れ
た
「
拘
窘
」
に
な

る
。
強
盛
な
力
の
「
筋
」
が
多
く
な
れ
ば
、
荒
々
し
く
て
無
作
法
の
「
粗
魯
」
に

な
る
。
剛
直
で
堅
い
「
骨
」
が
多
く
な
れ
ば
、
粗
末
で
ぎ
こ
ち
な
い
「
生
獷
」
に

な
る
。
美
し
い
優
美
で
あ
る
「
肉
」
が
多
く
な
れ
ば
、
あ
り
ふ
れ
た
世
俗
が
好
み

そ
う
な
「
俗
」
に
な
る
。
気
勢
気
迫
の
「
気
」
は
備
わ
る
が
、
字
体
姿
勢
の
「
体

格
」
が
崩
れ
や
す
く
な
る
。
筆
法
規
則
の
「
法
」
が
保
持
す
る
と
、
心
の
常
態
を

失
う
「
狂
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
筋
」
、
「
骨
」
、
「
肉
」
、
「
気
」
、「
法
」
を
具
え

て
い
る
の
は
、
王
献
之
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
に
は
心
の
広
さ
や
気
楽
の
余
裕

の
お
も
む
き
が
な
い
と
い
う
。 

前
文
に
は
、
良
し
悪
し
の
並
列
を
通
し
て
、
一
面
の
良
さ
を
得
た
が
、
も
し
バ

ラ
ン
ス
が
崩
れ
れ
ば
、
悪
さ
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
い
う
。
こ
の
バ
ラ
ン
ス
を

取
れ
た
の
は
、
王
羲
之
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
王
羲
之
の
書
風
を
称
賛
す
る
の
み
な

ら
ず
、
書
の
美
し
さ
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
〈
骨
〉
、
〈
筋
〉
、
〈
肉
〉
を
揃
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
〈
骨
〉
、
〈
筋
〉
、
〈
肉
〉
に
関
す
る
悪

さ
の
「
粗
魯
」、「
生
獷
」、「
俗
」
は
、
バ
ラ
ン
ス
が
調
和
せ
ず
崩
れ
た
結
果
で
き

た
産
物
と
も
言
え
る
。
唐
の
徐
浩
『
論
書
』
に
は
、 

 

人
は
謂
う
、
虞
は
其
の
筋
を
得
、
褚
は
其
の
肉
を
得
、
欧
は
其
の
骨
を
得
た
り
、

と
。 

（
人
謂
虞
得
其
筋
、
褚
得
其
肉
、
歐
得
其
骨
。
） 

 と
あ
る
。
徐
浩
は
、
虞
世
南
、
褚
遂
良
、
欧
陽
詢
の
書
作
を
そ
れ
ぞ
れ
に
評
価
を

つ
け
た
。
具
体
的
な
書
作
の
評
価
は
挙
げ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
各
書
家
の
多

数
の
書
を
味
わ
っ
た
上
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
で
あ
ろ
う
。
〈
筋
〉
を
持
つ
虞
世

南
の
書
は
、
点
画
字
形
に
弾
力
性
が
あ
り
、
視
覚
の
連
続
性
に
導
か
れ
た
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
。
〈
肉
〉
を
持
つ
褚
遂
良
の
書
作
に
は
、
円
や
か
で
柔
軟
さ
を
持
つ
イ

メ
ー
ジ
が
浮
き
出
さ
れ
る
。 

〈
骨
〉
を
持
つ
欧
陽
詢
の
書
は
、
力
強
く
堅
実
、
雄
々
し
い
表
現
に
近
い
と
推
測

す
る
。
〈
骨
〉
、
〈
筋
〉、
〈
肉
〉
は
、
書
風
を
比
喩
す
る
概
念
と
し
て
頻
繁
に
使
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
張
懐
瓘
の
『
書
断
』
を
見
よ

う
。 

 

衛
瓘 

常
て
云
う
、
我
は
伯
英
の
筋
を
得
、
恒
は
其
の
骨
を
得
、
靖
は
其
の
肉

を
得
た
り
、
と
。 

（
衛
瓘 

常
云
、
我
得
伯
英
之
筋
、
恒
得
其
骨
、
靖
得
其
肉
。
） 

 

張
芝 

韋
誕
云
う
、
崔
氏
の
肉
、
張
氏
の
骨
、
と
。
其
の
章
草
の
金
人
銘
は
、
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精
熟
至
極
と
謂
う
可
し
。
其
の
草
書
の
急
就
章
は
、
字
皆
な
一
筆
に
し
て
成
り
、

自
然
に
合
す
、
変
化
至
極
と
謂
う
可
し
。
羊
欣
云
う
、
張
芝
、
皇
象
、
鍾
繇
、

索
靖
、
時
に
並
び
て
書
聖
と
号
す
。
然
れ
ど
も
張
は
勁
骨
豊
肌
に
し
て
、
德
は

諸
賢
の
首
に
冠
た
り
、
と
。
斯
れ
当
た
る
と
為
す
。 

（
張
芝 

韋
誕
云
、
崔
氏
之
肉
、
張
氏
之
骨
、
其
章
草
金
人
銘
、
可
謂
精
熟
至

極
。
其
草
書
急
就
章
、
字
皆
一
筆
而
成
、
合
於
自
然
、
可
謂
變
化
至
極
。
羊
欣

云
、
張
芝
、
皇
象
、
鍾
繇
、
索
靖
、
時
並
號
書
聖
、
然
張
勁
骨
豐
肌
、
德
冠
諸

賢
之
首
、
斯
為
當
矣
。
） 

 

胡
昭 

衛
恒
云
う
、
昭
は
鍾
繇
と
並
び
て
劉
徳
昇
を
師
と
し
、
俱
に
草
、
行
を

善
く
す
。
而
し
て
胡
は
肥
、
鍾
は
痩
な
り
。
書
牘
の
迹
な
る
や
、
動
も
す
れ
ば

楷
模
と
さ
る
、
と
。
羊
欣
云
う
、
胡
昭
は
其
の
骨
を
得
、
索
靖
は
其
の
肉
を
得
、

韋
誕
は
其
の
筋
を
得
た
り
、
と
。 

（
胡
昭 

衛
恒
云
、
昭
與
鍾
繇
並
師
於
劉
德
昇
、
俱
善
草
行
、
而
胡
肥
鍾
瘦
、

書
牘
之
迹
也
、
動
見
楷
模
、
羊
欣
云
、
胡
昭
得
其
骨
、
索
靖
得
其
肉
、
韋
誕
得

其
筋
。
） 

 

智
果 

和
尚
〔
智
永
〕
は
右
軍
の
肉
を
得
、
智
果
は
右
軍
の
骨
を
得
た
り
。〔
中

略
〕
時
に
僧
述
、
僧
特
有
り
、
果
と
並
び
て
智
永
を
師
と
す
。
述
は
肥
鈍
に
困

し
み
、
特
は
瘦
怯
に
傷
る
な
り
。 

（
僧
智
果 

和
尚
得
右
軍
肉
、
智
果
得
右
軍
骨
〔
中
略
〕
時
有
僧
述
、
僧
特
與

果
並
師
智
永
、
述
困
於
肥
鈍
、
特
傷
於
瘦
怯
也
。
） 

 

智
永 

微
や
有
道
の
風
を
尚
び
、
半
ば
右
軍
の
肉
を
得
た
り
。 

（
智
永 

微
尚
有
道
之
風
、
半
得
右
軍
之
肉
。
） 

 

以
上
の
用
例
は
、
〈
骨
〉、
〈
筋
〉
、
〈
肉
〉
が
書
風
の
違
い
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
能
書
家
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
受
け
継
が
れ
た
運
筆
用
筆
な
ど
の
書
写
技
巧
の

違
い
を
も
示
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
〈
骨
〉
、
〈
筋
〉
、
〈
肉
〉
が
揃
う
〈
筆
力
〉

の
典
型
は
、
晋
と
南
朝
に
お
い
て
張
芝
と
王
羲
之
を
取
り
上
げ
る
が
、
唐
に
入
っ

て
か
ら
は
、
王
羲
之
を
理
想
と
定
め
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。 

 

八
、〈
力
〉
を
も
と
と
す
る
〈
勢
〉 

 

〈
勢
〉
に
と
っ
て
は
、〈
力
〉
は
欠
か
せ
な
い
基
で
あ
る
。〈
勢
〉
に
関
す
る
解

釈
に
は
、
主
に
力
量
、
地
位
、
権
威
、
姿
勢
、
陣
勢
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
特
に
〈
力
〉
に
関
す
る
説
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
す
る
。
〈
力
〉
に
よ
っ

て
〈
勢
〉
を
生
じ
さ
せ
る
喩
え
は
、『
孫
子
兵
法
』「
兵
勢
篇
」
に
あ
る
。 

 

激
水
の
疾
く
し
て
、
石
を
漂
は
す
に
至
る
者
は
、
勢
な
り
。 
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（
激
水
之
疾
、
至
於
漂
石
者
、
勢
也
。
） 

 

〈
勢
〉
に
は
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
素
早
い
流
速
と
水
の
襲
撃
力
で

あ
る
。
激
し
い
水
の
流
速
、
そ
し
て
水
の
襲
撃
力
に
よ
っ
て
は
、
強
い
力
量
が
あ

ら
わ
れ
る
。
こ
の
力
量
に
よ
っ
て
石
を
動
す
の
が
、〈
勢
〉
で
あ
る
。〈
激
〉
と
〈
疾
〉

と
の
文
意
を
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
と
も
に
激
し
く
力
強
い
意
味
を
持
つ
こ
と
が
わ

か
る
。
〈
勢
〉
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
強
盛
な
〈
力
〉
は
不
可
欠
だ
と
考
え
ら

れ
る
。〈
勢
〉
を
〈
力
〉
と
す
る
視
点
は
、『
説
文
新
附
』
と
『
集
韻
』
に
も
見
ら

れ
る
。 

 

◆
『
説
文
新
附
』 

勢
は
、
盛
力
、
権
な
り
。
力
に
従
い
、
執
の
声
。
経
典
は
執
に
通
用
す
。 

（
勢
、
盛
力
、
権
也
。
従
力
執
声
、
経
典
通
用
執
。
） 

 

◆
『
集
韻
』 

勢
は
、
威
力
な
り
。 

（
勢
、
威
力
也
。
） 

 

取
り
上
げ
ら
れ
た
〈
力
〉
は
、
主
に
気
力
、
活
気
、
活
動
力
と
さ
れ
る
。〈
力
〉

は
、
主
に
強
盛
な
精
力
が
あ
ふ
れ
て
生
き
生
き
と
す
る
生
命
力
を
持
つ
こ
と
と
で

あ
る
。〈
勢
〉
は
、〈
力
〉
の
表
れ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
更
に
整
理
を
す
れ
ば
、

〈
力
〉
は
〈
勢
〉
を
生
む
基
で
あ
り
、〈
力
〉
が
な
い
限
り
〈
勢
〉
は
生
じ
な
い
。

〈
勢
〉
を
生
じ
さ
せ
る
〈
力
〉
と
は
、
力
強
く
、
強
盛
な
精
力
を
持
つ
性
質
が
あ

る
。
こ
の
考
え
に
沿
え
ば
、〈
力
〉
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
〈
骨
〉、〈
筋
〉、〈
肉
〉

は
、〈
肉
〉
よ
り
〈
骨
〉
と
〈
筋
〉
が
〈
勢
〉
と
深
く
関
係
が
あ
る
。 

〈
筆
力
〉
に
関
す
る
術
語
と
合
わ
せ
て
み
る
と
、「
筆
力
軽
健
」、「
筆
力
遒
勁
」、

「
筆
力
勁
險
」、
「
筆
力
驚
絶
」
は
、
〈
力
〉
が
盛
ん
で
威
力
が
強
く
感
じ
ら
れ
る

特
徴
を
持
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
〈
骨
〉
の
堅
実
さ
と
〈
筋
〉
の
迫
力
と
の
か
か

わ
り
が
密
接
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
品
評
語
の
性
質
は
、『
説
文
解
字
』
と
『
集
韻
』

に
い
う
〈
勢
〉
を
〈
力
〉
と
解
釈
す
る
論
点
が
近
い
。 

〈
勢
〉
を
生
む
〈
力
〉
と
は
、
〈
骨
〉
と
〈
筋
〉
と
の
性
質
に
結
び
付
け
ら
れ

て
お
り
、
特
に
〈
筋
〉
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
〈
勢
〉
と
〈
筋
〉
は
、
両
方

と
も
に
強
盛
な
力
量
が
四
方
に
広
が
る
性
質
が
あ
る
た
め
、
〈
骨
〉
と
〈
肉
〉
と

の
均
衡
も
重
要
で
あ
る
が
、〈
筋
〉
の
性
質
が
な
け
れ
ば
、〈
勢
〉
の
威
力
や
盛
力

を
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
〈
勢
〉
の
有
無
と
〈
骨
〉
、〈
筋
〉
と
を
並
べ
て
討

論
す
る
論
点
は
、
王
充
の
『
論
衡
』「
物
勢
」
に
見
ら
れ
る
。 

 
夫
れ
物
の
相
勝
つ
は
、
或
い
は
筋
力
を
以
て
し
、
或
い
は
気
勢
を
以
て
し
、
或

い
は
巧
便
を
以
て
す
。
小
に
し
て
気
勢
有
り
、
口
足
の
便
有
れ
ば
、
則
ち
能
く

小
を
以
て
大
を
制
し
、
大
に
し
て
骨
力
無
く
、
角
翼
勁
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
大
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を
以
て
小
に
服
せ
ら
る
。
鵲
の
蝟
皮
を
食
い
、
博
勞
の
蛇
を
食
う
は
、
蝟
蛇
便

な
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
蚊
虻
の
力
、
牛
馬
に
如
か
ざ
る
に
、
牛
馬
の
蚊
虻
に
困
し

め
ら
る
る
は
、
蚊
虻
に
乃
ち
勢
有
れ
ば
な
り
。 

（
夫
物
之
相
勝
、
或
以
筋
力
、
或
以
氣
勢
、
或
以
巧
便
。
小
有
氣
勢
、
口
足
之

便
、
則
能
以
小
制
大
、
大
無
骨
力
、
角
翼
不
勁
、
則
以
大
而
服
小
。
鵲
食
蝟
皮
、

博
勞
食
蛇
、
蝟
蛇
不
便
也
。
蚊
虻
之
力
、
不
如
牛
馬
、
牛
馬
困
於
蚊
虻
、
蚊
虻

乃
有
勢
也
。
） 

 

物
勢
は
、
主
と
し
て
万
物
が
五
行
の
気
を
稟
け
て
自
然
に
発
生
す
る
も
の
で
、

五
行
が
互
い
に
生
じ
た
り
克
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
長
の
区
別
、
強
弱

の
差
が
生
じ
る
よ
う
に
な
り
、
万
物
の
生
存
の
法
則
を
自
然
に
示
す
こ
と
が
で
き

る
論
で
あ
る
。
文
中
で
は
、
相
手
に
勝
つ
要
素
は
、「
筋
力
」、「
気
勢
」、「
巧
便
」

に
分
け
ら
れ
て
い
る
。 

右
例
の
「
筋
力
」
は
、
力
量
の
表
れ
で
あ
り
、
体
力
の
強
盛
さ
を
指
す
。
「
気

勢
」
は
、
意
気
込
み
で
あ
り
、
相
手
の
心
を
揺
る
が
さ
せ
る
ほ
ど
の
迫
力
を
指
す
。

「
巧
便
」
は
、
敏
捷
な
動
き
を
指
す
。
鵲
、
博
勞
は
敏
捷
な
動
き
を
持
つ
た
め
、

蝟
、
蛇
を
捕
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
蚊
、
虻
の
体
形
や
力
量
は
、
牛
、
馬
に
全

く
及
ば
な
い
。
し
か
し
、
蚊
、
虻
は
牛
と
馬
を
困
ら
せ
る
働
き
を
持
つ
か
ら
、
勢

い
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
比
喩
か
ら
み
れ
ば
、
〈
力
〉
は
、
限
ら

れ
た
体
形
の
大
き
さ
と
小
さ
さ
に
よ
っ
て
生
じ
た
力
量
の
差
と
は
関
係
が
な
く
、

そ
れ
自
体
が
持
つ
力
量
の
充
実
さ
に
関
わ
っ
て
い
る
。 

右
文
に
よ
っ
て
「
気
勢
」
や
「
敏
捷
」
を
持
つ
「
小
」
は
、
「
筋
力
」
や
「
骨

力
」
が
な
い
「
大
」
に
負
け
る
わ
け
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
〈
力
〉
に
よ

っ
て
派
生
さ
れ
た
「
筋
力
」、「
気
勢
」、「
巧
便
」
は
、
体
形
の
大
小
に
関
わ
ら
ず
、

自
体
が
従
来
も
つ
体
力
や
精
力
に
決
ま
る
こ
と
で
あ
る
。 

「
筋
力
」
と
「
巧
便
」
は
、〈
力
〉
の
基
で
あ
り
、
力
量
の
強
さ
と
速
度
の
速

さ
と
の
違
い
で
あ
る
。
「
気
勢
」
は
、
こ
の
強
さ
と
速
さ
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
た

心
を
揺
る
が
せ
る
強
盛
な
気
迫
や
気
力
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
ま
と
め
て
言
え
ば
、

〈
勢
〉
を
生
む
要
素
に
は
、
速
度
と
力
量
と
が
必
要
で
あ
る
。
〈
力
〉
を
生
む
要

素
で
あ
る
〈
骨
〉
、
〈
筋
〉
、
〈
肉
〉
に
と
っ
て
、
速
度
と
力
量
と
を
造
る
た
め
に
、

〈
肉
〉
よ
り
〈
骨
〉
と
〈
筋
〉
と
の
関
係
が
密
接
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
。 

 

九
、〈
筆
勢
〉
に
関
す
る
品
評
語 

 
 

〈
筆
力
〉
を
中
心
と
し
て
〈
筆
勢
〉
に
関
す
る
品
評
語
を
取
り
上
げ
る
。 

 

◆
南
朝
梁 

『
梁
武
帝
与
陶
隠
居
論
書
啓
九
首
』「
陶
隠
居
論
書
・
第
一
」 

先
に
都
下
に
於
て
偶
た
ま
飛
白
一
巻
を
得
た
り
、
云
う
。
是
れ
逸
少
の
好
迹
な

り
。
臣
嘗
て
別
見
せ
ず
。
以
て
能
く
弁
ず
る
無
し
。
惟
だ
勢
力
の
驚
絶
な
る
を

覚
ゆ
。 
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（
先
於
都
下
偶
得
飛
白
一
卷
、
云
是
逸
少
好
迹
、
臣
不
嘗
別
見
、
無
以
能
辨
、

惟
覺
勢
力
驚
絶
。
） 

 

◆
唐 

呂
総 
『
続
書
評
』「
草
書
十
二
人
」 

孫
過
庭
、
丹
崖
絕
壑
、
筆
勢
堅
勁
な
り
。 

（
孫
過
庭
丹
崖
絕
壑
、
筆
勢
堅
勁
。
） 

 

「
勢
力
」
の
力
強
さ
は
、「
驚
絶
」
と
い
う
語
意
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。「
勢

力
」
は
、〈
力
〉
を
構
成
す
る
要
素
か
ら
見
れ
ば
、〈
筋
〉
に
よ
っ
て
大
変
な
力
強

さ
が
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
王
僧
虔
『
論
書
』
の
「
筆
力
驚
絶
」
と
合
わ

れ
ば
、
「
勢
力
驚
絶
」
と
は
、
書
作
に
強
盛
的
な
生
気
に
満
ち
る
表
現
が
あ
る
と

想
像
で
き
る
。
こ
の
術
語
で
品
評
さ
れ
る
書
風
に
は
、
〈
筋
〉
に
よ
っ
て
生
じ
た

強
盛
な
精
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

呂
総
は
孫
過
庭
の
書
を
、「
筆
勢
堅
勁
」
と
評
し
て
い
る
。「
堅
勁
」
と
は
、
力

強
く
堅
実
す
る
意
で
あ
る
。「
堅
」
と
「
勁
」
は
、〈
筆
力
〉
の
術
語
の
中
に
よ
く

使
わ
れ
、
点
画
の
堅
実
さ
を
表
現
す
る
語
で
あ
る
。『
唐
朝
敘
書
録
』
と
『
書
断
』

に
は
、
「
筆
力
遒
勁
」
と
「
筆
力
勁
険
」
が
あ
り
「
骨
勁
」
と
い
う
語
が
あ
る
。

そ
こ
で
、「
堅
」
と
「
勁
」
は
、〈
骨
〉
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で

有
る
。
よ
っ
て
「
筆
勢
堅
勁
」
が
示
さ
れ
る
意
味
は
、
「
筆
力
堅
勁
」
と
同
じ
で

あ
り
、
「
骨
勢
」
、
「
骨
勁
」
と
い
う
〈
骨
〉
を
中
心
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

次
に
、〈
筆
勢
〉
と
速
度
の
喩
え
と
の
つ
な
が
り
を
見
る
。〈
筆
勢
〉
の
速
度
を

描
写
す
る
際
に
は
、
素
早
い
さ
ま
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
。
王
僧
虔
『
論
書
』
に

は
、 

 

崔
瑗
、
筆
勢
は
甚
だ
快
く
、
而
し
て
結
字
は
小
疏
な
り
。 

（
崔
瑗
筆
勢
甚
快
、
而
結
字
小
疏
。
） 

 

と
あ
る
。
〈
筆
勢
〉
の
速
度
は
、
「
快
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
「
快
」
に
は
快

速
、
敏
速
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
崔
瑗
の
〈
筆
勢
〉
は
、
素
早
く
俊
敏
な
書
風
を

持
つ
と
い
う
。〈
筆
勢
〉
の
速
度
は
、「
快
」
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
が
、「
快
」
の
速
度
は
か
な
り
抽
象
的
で
捉
え
難
い
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
自
然
現
象
の
喩
え
を
通
し
て
「
快
」
の
速
度
感
を
捉
え
て
み
よ

う
。 

 
 

◆
唐 

竇
蒙 

『
述
書
賦
・
上
』 

仲
倫
は
則
ち
快
速
に
度
無
し
、
馳
突
し
て
疏
な
ら
ず
。
尺
題
以
て
終
る
も
、
筆

勢
仍
お
餘
る
。
籠
檻
の
衆
鳥
を
逸
つ
に
似
、
飛
鴻
の
如
く
所
を
恣
に
す
る
。 

（
仲
倫
則
快
速
無
度
、
馳
突
不
疏
。
尺
題
以
終
、
筆
勢
仍
餘
。
似
逸
籠
檻
之
眾

鳥
、
恣
飛
鴻
之
所
如
。
） 
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◆
南
朝
宋 

鮑
照 

『
飛
白
書
勢
銘
』 

軽
き
こ
と
遊
霧
の
如
く
、
重
き
こ
と
崩
雲
に
似
る
。
鋒
絶
ち
劍
摧
け
、
驚
勢
も

て
箭
飛
ぶ
。
差
池
と
し
て
燕
起
ち
、
振
迅
と
し
て
鴻
帰
る
。 

（
輕
如
遊
霧
、
重
似
崩
雲
、
鋒
絶
劍
摧
、
驚
勢
箭
飛
、
差
池
燕
起
、
振
迅
鴻
歸
。
） 

 

◆
南
朝
梁 

袁
昂 

『
古
今
書
評
』 

毫
を
揮
い
紙
を
振
り
、
疾
閃
飛
動
の
勢
有
り
。 

（
揮
毫
振
紙
、
有
疾
閃
飛
動
之
勢
。
） 

 

『
述
書
賦
』
の
「
快
」
は
、
鳥
か
ご
の
扉
を
開
け
た
瞬
間
に
、
外
へ
飛
び
出
し

た
様
子
と
、
素
早
い
矢
と
い
っ
た
喩
え
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
喩
え
か
ら

見
れ
ば
、
〈
筆
勢
〉
の
「
快
」
は
、
常
に
速
い
速
度
を
持
っ
て
移
動
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
瞬
間
に
力
強
く
且
つ
素
早
く
移
動
す
る
こ
と
と
考
え
ら
え
る
。
こ
の
素

早
く
力
強
い
様
子
を
伝
え
る
た
め
に
、
自
然
現
象
の
喩
え
に
よ
っ
て
、
「
疾
閃
飛

動
」
と
い
う
語
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
。 

「
疾
閃
飛
動
」
は
、
行
動
が
迅
速
で
力
強
い
さ
ま
を
指
す
。
書
を
書
く
際
、
驚

く
ほ
ど
瞬
間
の
迅
速
さ
や
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
状
態
が
、
す
な
わ
ち
〈
勢
〉
そ
の

も
の
で
あ
る
。〈
勢
〉
は
、「
快
」
、「
驚
」
、「
疾
閃
飛
動
」
と
い
っ
た
語
に
よ
っ
て
、

迅
速
さ
や
力
強
い
と
い
う
性
質
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
性
質
に
は
、

み
な
流
暢
明
快
と
い
う
要
素
が
共
通
す
る
。
流
暢
明
快
は
、
滞
ら
ず
に
滑
ら
か
な

動
き
を
持
ち
、
こ
れ
に
よ
っ
て
素
早
さ
や
力
強
さ
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
流

暢
明
快
の
筆
使
い
は
、
筆
の
持
ち
方
や
、
熟
練
す
る
か
ど
う
か
と
関
わ
り
が
あ
る
。

『
筆
勢
論
』
と
『
論
書
』
は
、
こ
れ
に
言
及
す
る
部
分
が
あ
る
。 

 
 

◆
東
晋 

王
羲
之 

『
筆
勢
論
』「
開
要
章
第
九
」 

夫
れ
字
を
作
る
の
勢
は
、
飾
る
こ
と
甚
だ
難
し
い
と
為
す
。
鋒
銛
來
去
の
則
、

反
覆
還
往
の
法
は
、
精
熟
尋
察
に
在
り
、
然
る
後
に
筆
を
下
す
。 

 

（
夫
作
字
之
勢
、
飾
甚
為
難
。
鋒
銛
來
去
之
則
、
反
覆
還
往
之
法
、
在
乎
精
熟

尋
察
、
然
後
下
筆
。
） 

 

◆
唐 

張
敬
玄 

『
論
書
』 

行
草
書
は
即
ち
須
ら
く
懸
腕
す
れ
ば
、
筆
勢
は
無
限
な
る
べ
し
。
懸
腕
せ
ん
ば
、

筆
勢
に
限
り
有
り
。 

（
行
草
書
即
須
懸
腕
、
筆
勢
無
限
。
不
懸
腕
、
筆
勢
有
限
。） 

 

『
筆
勢
論
』
の
「
精
熟
」
は
、
筆
使
い
に
精
通
し
尽
く
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

筆
使
い
は
、
筆
順
、
用
筆
、
字
形
を
含
ん
で
い
る
。
「
精
熟
」
の
筆
使
い
は
、
筆

を
下
す
前
に
全
て
の
法
則
を
理
解
し
た
上
で
の
運
筆
用
筆
で
あ
る
。
よ
っ
て
『
筆

勢
論
』
の
「
作
字
の
勢
」
の
〈
勢
〉
は
、
熟
練
し
た
〈
筆
勢
〉
を
指
す
。 

張
敬
玄
は
、『
論
書
』
に
お
い
て
行
草
書
を
書
く
場
合
、「
懸
腕
」
の
重
要
性
を
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取
り
上
げ
て
い
る
。「
懸
腕
」
を
す
る
と
、「
筆
勢
無
限
」
に
な
り
、
し
な
と
逆
に

「
筆
勢
有
限
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
懸
腕
」
は
、
腕
を
宙
に
浮
か
せ
る
よ
う
に

字
を
書
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
逆
は
「
枕
腕
」
と
呼
ん
で
い
る
。「
懸
腕
」
に
は
、

用
筆
運
筆
の
流
暢
さ
と
敏
捷
さ
を
表
わ
す
意
味
が
あ
る
。 

「
筆
勢
無
限
」
は
、
行
草
書
の
特
徴
を
強
調
す
る
用
語
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、

流
暢
且
つ
敏
捷
で
あ
る
。
行
草
書
の
「
筆
勢
無
限
」
は
、
こ
の
流
暢
且
つ
敏
捷
さ

に
よ
っ
て
生
じ
た
〈
筆
勢
〉
が
、
変
化
に
富
ん
で
途
切
れ
な
い
ほ
ど
続
く
こ
と
を

い
う
。
「
無
限
」
は
、
す
な
わ
ち
運
筆
用
筆
の
流
暢
さ
、
敏
捷
さ
、
変
化
と
い
っ

た
表
現
を
強
調
す
る
語
で
あ
る
。
運
筆
用
筆
の
流
暢
、
敏
捷
は
〈
筆
勢
〉
の
生
成

に
対
し
て
重
要
で
あ
る
。 

類
似
の
考
え
方
は
、「
流
便
」
で
あ
る
。
張
懐
瓘
『
文
字
論
』
に
は
、 

 

◆
唐 

張
懐
瓘 

『
文
字
論
』 

気
勢
は
流
便
に
生
じ
、
精
魄
は
鋒
芒
に
出
づ
。 

（
氣
勢
生
乎
流
便
、
精
魄
出
於
鋒
芒
。
） 

 と
あ
る
。
「
流
便
」
と
は
、
流
暢
、
機
敏
な
動
き
で
あ
り
、
用
筆
の
明
快
超
絶
な

さ
ま
を
指
す
。
「
流
便
」
の
語
は
、
王
僧
虔
『
論
書
』
に
も
見
ら
れ
る
（
注
１
５
）
。

用
例
の
、「
気
勢
」
は
「
流
便
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
こ
と
を
い
う
の
で
、「
気
勢
」

は
「
流
便
」
の
明
快
超
絶
と
い
う
要
素
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
「
流
便
」
か

ら
み
れ
ば
「
気
勢
」
は
、
流
暢
、
円
滑
に
通
る
こ
と
に
よ
り
、
途
絶
え
る
こ
と
の

な
い
循
環
す
る
動
き
が
生
ま
れ
る
。
書
の
表
現
に
お
い
て
、
明
快
円
滑
な
用
筆
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
気
脈
が
全
体
に
通
じ
、
活
力
や
精
力
が
盛
ん
に
溢
れ
る
こ
と
を

指
す
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、『
文
字
論
』
に
「
断
結
せ
ず
、
上
下
鈎
連
す
」
と

書
か
れ
、『
草
書
状
』
に
、「
飛
走
流
注
の
勢
」
と
表
現
さ
れ
る
（
注
１
６
）
。
こ
の
流

暢
明
快
な
あ
ら
わ
れ
の
反
対
は
、〈
拘
〉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。 

 

◆
南
朝
梁 

『
梁
武
帝
与
陶
隠
居
論
書
啓
九
首
』「
梁
武
帝
答
書
・
第
二
」 

拘
す
れ
ば
則
ち
勢
を
乏
し
す
。 

（
拘
則
乏
勢
。
） 

 
 「

拘
」
に
な
る
と
、〈
勢
〉
が
乏
し
く
な
る
。「
拘
」
は
、
束
縛
さ
れ
て
と
ら
わ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
「
拘
」
は
、
単
な
る
用
筆
と
い
う
制
作
面
に
関
わ
る
こ
と
で
は

は
く
、
書
く
心
情
と
い
う
心
理
面
に
も
関
係
が
あ
る
。
前
述
し
た
〈
勢
〉
は
、
流

暢
な
つ
な
が
り
が
重
要
な
表
現
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
表
現
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、

制
作
面
と
心
情
面
に
お
い
て
共
に
思
う
通
り
に
表
現
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
思
い
の
ま
ま
に
伝
え
る
と
し
た
ら
、
書
く
技
巧
や
字
体
結
構
と
い
っ
た
制
作

面
の
問
題
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
心
情
上
の
暢
適
も
軽
視
し
て
は

な
ら
な
い
。 
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お
わ
り
に 

 

本
章
を
三
点
に
ま
と
め
る
。 

一
、〈
筆
力
〉
は
、〈
筆
勢
〉
の
基
で
あ
る
。〈
筆
勢
〉
は
、〈
筆
力
〉
に
よ
っ
て

表
れ
る
。〈
筆
力
〉
を
生
む
三
つ
の
要
素
の
中
で
、〈
筆
勢
〉
と
密
接
に
関
わ
っ
て

い
る
も
の
は
、〈
骨
〉
と
〈
筋
〉
で
あ
る
。〈
骨
〉
は
〈
筆
勢
〉
に
と
っ
て
、
内
面

的
な
働
き
で
あ
る
。〈
力
〉
を
生
む
の
と
同
等
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
、「
骨

勢
」
は
、
「
骨
力
」
と
同
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
〈
筆
勢
〉
は
、
〈
筆
力
〉
の
表
現

と
い
う
前
提
に
従
い
、
「
骨
勢
」
は
骨
力
の
堅
実
、
雄
強
を
表
わ
し
、
強
盛
な
骨

力
が
あ
る
の
で
、
「
骨
勢
」
と
称
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
「
骨
勢
」
は
、「
骨
力
」

を
基
に
し
た
さ
ら
に
強
盛
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。 

〈
筆
勢
〉
に
と
っ
て
、
〈
筋
〉
は
「
筋
骨
」
、
「
筋
力
」
の
表
れ
で
あ
り
、
外
面

的
な
働
き
に
属
し
、
〈
筆
勢
〉
の
強
盛
な
迫
力
を
生
む
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
し

か
し
、
〈
筋
〉
と
〈
勢
〉
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
〈
筋
勢
〉
と
い
う
術
語
は

な
い
。
こ
れ
は
、
〈
筋
〉
は
も
と
よ
り
〈
力
〉
と
解
釈
す
る
の
で
、
ほ
ぼ
同
義
で

あ
る
。
も
し
極
め
て
力
強
い
場
面
を
伝
え
る
と
し
た
ら
、「
筋
勢
」
と
言
わ
ず
「
勢

力
」
と
い
う
語
に
置
き
換
え
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

〈
筆
勢
〉
を
持
つ
点
画
の
形
態
に
は
、〈
骨
〉
の
中
鋒
少
墨
、〈
筋
〉
の
筆
圧
抑

揚
と
流
暢
呼
応
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、〈
骨
〉
の
堅
実
、
雄
強
と
〈
筋
〉

の
迫
力
、
豊
駿
の
表
現
に
よ
っ
て
「
堅
勁
」
、「
驚
絶
」
と
い
う
〈
筆
力
〉
と
〈
筆

勢
〉
と
を
共
に
品
評
す
る
語
が
現
れ
る
。
同
じ
の
品
評
語
を
用
い
る
場
合
が
あ
る

以
上
、〈
筆
勢
〉
に
は
、〈
骨
〉
と
〈
筋
〉
の
要
素
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

二
、
〈
筆
勢
〉
は
、
緊
密
な
呼
応
、
流
暢
さ
と
滑
ら
か
な
つ
な
が
り
を
持
つ
こ

と
で
あ
る
。
流
水
、
矢
、
雷
な
ど
の
喩
え
に
よ
っ
て
、
瞬
間
に
生
ま
れ
た
速
度
と

迫
力
が
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、〈
勢
〉
は
、〈
力
〉
を
極
め
て
表
現
す
る
こ
と

に
至
っ
て
あ
ら
わ
れ
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
〈
力
〉
を
持
っ
て
も
、
そ
れ
を

最
大
に
出
さ
な
け
れ
ば
〈
勢
〉
が
あ
ら
わ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
〈
筆
勢
〉
は
、

流
暢
な
筆
使
い
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
驚
く
ほ
ど
の
速
度
と
迫
力
を
持
つ
の
で
あ

る
。 

 

三
、〈
勢
〉
は
〈
力
〉
の
表
わ
れ
で
あ
る
。〈
力
〉
は
〈
勢
〉
の
基
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、〈
勢
〉
は
、〈
力
〉
を
基
に
し
て
表
現
さ
れ
る
点
に
従
っ
て
考
察
し
て
み

る
と
、
〈
力
〉
と
〈
勢
〉
は
、
体
と
用
の
つ
な
が
り
を
持
つ
。
体
と
用
と
は
、
固

定
的
な
概
念
と
い
う
よ
り
、
考
え
方
の
方
法
、
思
惟
の
運
用
の
範
疇
で
あ
り
、
根

本
的
な
も
の
と
派
生
的
な
も
の
に
分
け
ら
れ
る
（
注
１
７
）
。〈
力
〉
は
〈
勢
〉
に
と

っ
て
根
本
的
で
内
面
的
な
根
幹
で
あ
る
、
〈
勢
〉
は
〈
力
〉
の
派
生
的
で
外
面
的

な
働
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
力
と
筆
勢
と
の
品
評
語
の
比
較
を
す
る
と
、

次
の
図
式
が
示
さ
れ
る
。 
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〈
体
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

〈
用
〉 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

〔
品
評
語
〕 

 
 
 

〔
品
評
語
〕 

 
 

骨
―
堅
実
―
遒
勁
、
勁
險 

 

堅
勁 

 
 

筆
力 

筋
―
迫
力
―
驚
絶 

 
 
 
 

驚
絶
、
流
便
、
疾
閃
飛
動 

 
 
 
 

肉
―
柔
軟
―
鮮
媚 

 

 
 

 【
注
】 

１ 

〈
勢
〉
に
関
す
る
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、〈
力
〉
は
、〈
勢
〉
の
生
成
に
対
し

て
基
礎
や
核
心
の
役
割
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

よ
っ
て
、〈
勢
〉
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、〈
力
〉
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
る
。
〈
力
〉
は
〈
骨
〉
、
〈
筋
〉
、
〈
肉
〉
が
絶
妙
な
均
衡
を
取
っ

た
上
で
展
開
す
る
。
そ
の
た
め
、
〈
骨
〉
、
〈
筋
〉
、
〈
肉
〉
と
〈
勢
〉
と
の
間

の
つ
な
が
り
を
探
求
し
た
い
。 

◆
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
著
、
中
島
隆
博
訳
『
勢 

効
力
の
歴
史
―
中

国
文
化
横
断
―
』（
池
泉
書
館
、
二
〇
〇
四
年
）
六
四
頁
に
は
、「
勢
は
ま
た
、

力
と
し
て
包
括
的
に
定
義
さ
れ
も
す
る
。
そ
れ
は
、
文
字
の
形
を
貫
き
、
そ

れ
を
美
的
に
活
性
化
す
る
力
で
あ
る
」
と
あ
る
。 

◆
涂
光
社
著
『
因
動
成
勢
』
（
百
花
洲
文
藝
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
七
一

頁
に
は
、
「
勢
に
は
、
力
を
秘
め
て
い
る
霊
妙
な
美
が
あ
る
。
（
〈
勢
〉
具
有

靈
動
的
蘊
含
著
力
的
美
。
）」
と
あ
る
。 

◆
金
学
智
、
沈
海
牧
著
『
書
法
美
学
引
論
―
「
新
二
十
四
書
品
」
探
析
』「
第

一
章 

書
質
的
美
―
性
質
群
体
的
多
学
科
焦
点
」
（
湖
南
美
術
出
版
社
、
二

〇
〇
九
年
）
に
は
、
「
勢
と
力
の
両
者
に
は
、
つ
な
が
り
が
あ
り
区
別
も
あ

る
。
勢
は
、
力
の
蓄
積
、
力
の
発
動
、
力
の
衝
撃
、
力
の
方
向
で
あ
り
、
力

は
、
勢
の
存
在
、
勢
の
作
用
、
勢
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
勢
の
表
現
で
あ
る
と
も

言
え
る
。
ま
た
こ
れ
ら
は
、
互
い
に
生
成
し
、
密
接
で
分
け
ら
れ
な
い
。（
勢

與
力
、
兩
者
既
有
聯
繫
、
又
有
區
別
。
可
以
這
樣
說
、
勢
、
是
力
的
蓄
積
、

力
的
發
動
、
力
的
衝
擊
、
力
的
取
向
。
力
、
則
是
勢
的
存
在
、
勢
的
作
用
、

勢
的
能
量
、
勢
的
表
現
、
它
們
又
是
相
互
生
成
、
密
不
可
分
的
。
）
」
と
あ

る
。 

２ 

李
澤
厚
、
劉
綱
紀
主
編
『
中
国
美
学
史
』
第
一
巻
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、

一
九
九
〇
年
）
六
〇
〇
頁
に
、
「
書
法
の
用
筆
の
美
は
、
力
と
結
び
つ
い
て

い
る
。
力
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
美
に
な
り
、
力
が
無
い
と
美
で
は
な
ら
な
い
。

（
書
法
用
筆
之
美
同
力
聯
繋
到
了
一
起
、
有
力
才
美
、
無
力
即
不
美
。
）
と

あ
る
。 

陳
方
既
、
雷
志
雄
著
『
書
法
美
学
思
想
史
』
（
河
南
美
術
出
版
社
、
一
九
九

七
年
）
八
二
、
八
三
頁
に
は
、
「
書
法
に
は
、
矛
盾
統
一
の
形
式
、
運
動
の

勢
と
力
、
生
命
の
意
味
（
筋
骨
血
肉
の
体
の
如
き
）
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、

美
に
な
る
。（
書
法
要
有
一
個
矛
盾
統
一
的
形
式
、
要
有
運
動
的
勢
和
力
度
、

筆
勢 
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要
有
生
命
的
意
味
（
如
筋
骨
血
肉
之
体
）
、
它
才
是
美
的
）」、「
用
筆
に
よ
っ

て
力
が
生
じ
る
限
り
、
点
画
に
勢
い
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
用
筆
に

よ
っ
て
勢
い
を
得
た
か
ら
、
点
画
に
は
力
が
あ
る
。
（
因
為
用
筆
有
力
、
才

使
線
條
呈
現
出
勢
。
因
為
用
筆
得
勢
、
故
線
條
有
力
。
）」
と
あ
る
。 

３ 

清
の
朱
和
羹
『
臨
池
心
解
』
に
は
、
衛
夫
人
の
論
点
に
し
た
が
い
、
太
い
点

画
や
細
い
点
画
ま
で
全
身
全
力
で
書
く
べ
き
で
あ
る
と
書
か
れ
る
。
原
文
は
、

「
用
筆
は
毫
発
細
処
に
到
る
も
、
亦
必
ず
全
力
を
用
い
て
之
に
赴
く
、
然
れ

ど
も
細
処
の
用
力
は
最
も
難
し
。（
用
筆
到
毫
發
細
處
、
亦
必
用
全
力
赴
之
、

然
細
處
用
力
最
難
。
）
」
と
あ
る
。 

ま
た
、
朱
履
貞
『
書
学
捷
要
』
に
「
夫
れ
運
は
、
先
ず
其
の
心
を
運
ら
し
、

次
い
で
其
の
身
を
運
ら
し
、
一
身
の
力
を
運
し
て
、
尽
く
臂
腕
に
帰
さ
ば
、

堅
き
こ
と
屈
鉄
の
ご
と
く
、
全
力
を
指
尖
に
注
ぐ
。（
夫
運
者
、
先
運
其
心
、

次
運
其
身
、
運
一
身
之
力
、
盡
歸
臂
腕
、
堅
如
屈
鐵
、
注
全
力
於
指
尖
。
）」

と
あ
る
。
ま
た
、
康
有
為
『
広
芸
舟
双
楫
』
に
「
抽
掣
既
に
緊
な
ら
ば
、
腕

自
ら
虚
懸
な
り
。
通
身
の
力
、
腕
指
の
間
に
奔
赴
す
れ
ば
、
筆
力
自
ら
能
く

沈
勁
な
り
。
（
抽
掣
既
緊
、
腕
自
虛
懸
、
通
身
之
力
、
奔
赴
腕
指
間
、
筆
力

自
能
沉
勁
。
）
」
と
あ
る
。
共
に
全
身
の
力
を
、
用
筆
技
巧
で
紙
面
に
注
ぎ

込
む
観
点
で
あ
る
。 

４ 

祝
嘉
著
「
説
書
法
上
的
全
身
力
到
法
」
（
『
書
法
研
究
』
、
一
九
八
四
年
、
第

一
期
）
、
張
鉄
英
著
「
力
感
初
探
」（
『
書
法
研
究
』
、
一
九
八
〇
年
、
第
四
期
）

を
参
照
。 

５ 

「
筋
、
肉
の
力
な
り
。
肉
に
従
い
、
力
に
従
い
、
竹
に
従
う
。
竹
、
物
の
多

筋
の
者
な
り
。
（
筋
、
肉
之
力
也
。
從
肉
、
從
力
、
從
竹
。
竹
、
物
之
多
筋

者
。）」 

６ 

段
玉
裁
は
『
説
文
解
字
注
』
に
、
許
慎
の
視
点
の
上
に
さ
ら
に
、
〈
筋
〉
は

〈
肉
〉
の
基
で
あ
り
、
〈
筋
〉
と
〈
力
〉
は
同
じ
も
の
と
考
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
〈
力
〉
に
対
し
て
〈
筋
〉
は
〈
力
〉
を
生
む
基
で
あ
り
、
健
や
か
で

生
気
を
あ
ら
わ
す
土
台
で
あ
る
と
考
え
る
。
原
文
は
、「
肉
の
力
な
り
。
力

下
を
筋
と
曰
い
、
筋
と
力
は
同
じ
物
、
今
人
は
之
を
殊
に
す
る
の
み
。
（
肉

之
力
也
。
力
下
曰
筋
、
筋
力
同
物
。
今
人
殊
之
耳
。）」
と
あ
る
。 

７ 

「
存
筋
蔵
鋒
」
に
つ
い
て
、
元
代
陳
繹
曾
は
『
翰
林
要
訣
』「
筋
法
」
に
説

明
が
あ
る
。
彼
は
「
筋
」
を
筆
鋒
と
し
、「
蔵
」
を
起
筆
と
終
筆
の
と
こ
ろ

で
収
め
る
用
筆
と
す
る
。「
筋
」
は
、
流
暢
の
運
筆
リ
ズ
ム
に
乗
っ
た
上
で

点
画
間
に
書
か
な
い
部
分
を
繋
げ
る
。 

「
蔵
」
は
、「
蹲
搶
」
で
あ
る
。「
蹲
」
は
、
両
ひ
ざ
を
曲
げ
て
座
る
意
味
が

あ
り
、
ま
た
重
ね
合
わ
せ
る
意
味
も
あ
る
。
う
ず
く
ま
る
こ
と
、
し
ゃ
が
む

こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
用
筆
の
場
合
に
筆
鋒
を
押
さ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
筆

鋒
を
う
ず
く
ま
る
状
態
に
す
る
の
は
、
起
筆
の
「
蹲
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
用
筆
を
使
っ
た
上
で
起
筆
の
筆
鋒
は
重
ね
合
わ
さ
る
よ
う
に
な
る
。 

「
搶
」
は
逆
ら
う
、
ぶ
つ
か
る
、
奪
い
取
り
の
意
味
を
持
つ
。
終
筆
の
場
合
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に
お
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
紙
面
に
進
ん
で
い
る
筆
鋒
を
素
早
く
奪
い
取
る

ほ
ど
て
き
ぱ
き
と
し
た
用
筆
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
筆
鋒
を
逆
の

方
向
に
進
ま
せ
る
用
筆
の
意
味
も
あ
る
。
原
文
は
「
字
之
筋
、
筆
鋒
是
也
。

斷
處
藏
之
、
連
處
度
之
。
藏
、
首
尾
蹲
搶
。
度
、
空
中
打
勢
、
飛
度
筆
意
。」

と
あ
る
。 

８ 

張
懐
瓘
『
玉
堂
禁
経
』「
用
筆
法
」
に
は
、「
七
に
曰
く
趯
鋒
。
緊
御
渋
進
に

し
て
是
れ
錐
畫
石
の
如
し
是
れ
な
り
。
（
七
曰
趯
鋒
。
緊
御
澀
進
、
如
錐
畫

石
是
也
。
）
」
と
あ
る
。
陳
思
『
永
字
八
法
詳
解
』
に
「
趯
は
挑
で
、
う
ず

く
ま
る
よ
う
に
力
を
た
め
て
か
ら
は
ね
出
す
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
、
趯
は
、

筆
鋒
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
力
を
注
ぎ
込
む
用
筆
法
と
考
え
ら
れ
る
。 

９ 

「
多
力
豊
筋
」
に
つ
い
て
、
清
の
笪
重
光
と
馮
武
は
、
衛
夫
人
の
考
え
方
に

従
い
、
彼
ら
自
身
が
さ
ら
に
論
を
築
い
て
い
た
。
笪
重
光
『
書
筏
』
に
は
、

「
多
力
な
る
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
其
の
使
転
の
中
途
を
観
よ
。
何
を
か
豊

筋
な
る
と
謂
は
ば
其
の
紐
絡
の
一
路
を
察
せ
よ
。
（
欲
知
多
力
、
觀
其
使
轉

中
途
。
何
謂
豐
筋
、
察
其
紐
絡
一
路
。
）
」
と
あ
り
、
多
力
は
点
画
の
中
段

の
部
分
に
注
目
し
、
豊
筋
は
点
画
間
の
繋
が
り
の
部
分
に
注
意
を
払
う
、
と

記
さ
れ
る
。 

ま
た
、
馮
武
『
書
法
正
伝
』
は
、「
多
力
多
筋
」
を
「
清
」
と
並
べ
、「
無
力

無
筋
」
を
「
濁
」
と
結
び
つ
け
る
。
「
清
」
と
「
濁
」
は
、
衛
夫
人
が
思
う

「
聖
」
と
「
病
」
を
比
較
す
れ
ば
、
共
に
相
対
の
比
べ
方
を
通
じ
て
、
「
多

力
多
筋
」
を
理
想
の
筆
力
と
主
張
し
て
い
る
。『
書
法
正
伝
』
に
は
、「
多
力

多
筋
な
る
者
は
清
な
り
、
無
力
無
筋
な
る
者
は
濁
な
り
。（
多
力
多
筋
者
清
、

無
力
無
筋
者
濁
。）」
と
あ
る 

１
０
「
論
筆
力
」（『
書
法
研
究
』、
一
九
九
〇
年
、
第
二
期
）
に
は
、「
書
法
に
力

が
溢
れ
る
と
感
じ
る
わ
け
は
、
観
者
が
紙
面
の
墨
象
か
ら
〝
力
〟
を
持
つ
〝

骨
〟
と
〝
筋
〟
を
連
想
す
る
か
ら
で
あ
る
。
（
書
法
形
象
之
所
以
讓
人
感
到

有
力
是
因
為
觀
者
從
紙
上
的
墨
象
聯
想
到
紙
外
的
具
有
“
力
”
的
“
骨
”

和
“
筋
”
。
）」
と
あ
る
。 

１
１
「
陶
隠
居
の
書
は
呉
興
の
小
兒
の
如
し
、
形
容
未
だ
成
長
せ
ず
と
雖
も
、
而

し
て
骨
体
甚
だ
峭
快
な
り
。（
陶
隱
居
書
如
吳
興
小
兒
、
形
狀
雖
未
成
長
、

而
骨
體
甚
峭
快
。
）」、「
蔡
邕
の
書
は
骨
気
洞
達
し
、
奕
奕
と
し
て
神
力
有

る
如
き
。（
蔡
邕
書
骨
氣
洞
達
、
奕
奕
如
有
神
力
。）」 

１
２
馬
の
場
合
に
は
、
劣
る
馬
を
指
し
、『
楚
辞
』
「
九
弁
」
に
「
却
騏
驥
而
不

乘
兮
、
策
駑
駘
而
取
路
」
と
あ
る
。
人
間
の
場
合
に
は
、
普
通
、
平
凡
の

才
能
、
庸
器
を
指
し
、『
晋
書
』「
荀
崧
伝
」
に
は
「
思
竭
駑
駘
、
庶
增
萬

分
」
と
記
す
。 

１
３
『
説
文
解
字
』
に
は
、「
疾
、
病
也
。」
と
あ
り
、
疾
を
病
と
解
す
る
。
段
玉

裁
『
説
文
解
字
注
』
に
、「
析
言
之
則
病
為
疾
加
、
渾
言
之
則
疾
亦
病
也
。」

と
あ
る
。
一
般
の
病
気
は
、「
疾
」
と
呼
ば
れ
、
重
病
を
「
病
」
と
呼
ぶ
が
、

後
世
で
は
そ
の
区
別
の
意
識
が
あ
ま
り
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、「
疾
」
に
は
、
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欠
点
、
悪
い
く
せ
の
意
味
も
あ
る
。『
墨
子
』「
公
輸
」
に
は
、「
必
有
竊
疾
」

と
あ
り
、
『
孟
子
』
「
梁
惠
王
下
」
に
「
寡
人
有
疾
、
寡
人
好
色
。
」
と
も
あ

る
。
こ
こ
の
〈
肉
疾
〉
は
、
人
が
肥
大
無
力
で
病
気
に
な
る
ら
し
い
と
い
う

喩
え
で
あ
ろ
う
。 

１
４
清
代
朱
履
貞
は
、
『
書
學
捷
要
』
に
「
夫
れ
書
は
肥
を
貴
び
。
其
の
実
沈
厚

に
し
て
肥
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
肥
に
し
て
骨
無
き
者
を
墨
豬
と
為
す
。（
夫

書
貴
肥
。
其
實
沈
厚
非
肥
也
。
故
肥
而
無
骨
者
為
墨
豬
。）」
と
述
べ
る
。〈
墨

猪
〉
は
、
筆
力
が
な
く
軟
弱
の
象
徴
で
あ
る
。 

１
５
南
朝
宋
の
王
僧
虔
『
論
書
』
に
は
、「
孔
琳
の
書
は
放
縱
快
利
、
筆
道
流
便
、

二
王
の
後
、
略
其
の
比
な
し
。
（
孔
琳
之
書
、
放
縱
快
利
、
筆
道
流
便
、
二

王
後
、
略
無
其
比
。
）
」
と
あ
る
。
南
朝
、
梁
武
帝
『
古
今
書
人
優
劣
評
』

に
は
、「
王
彬
之
の
書
は
、
放
縱
快
利
、
筆
道
流
便
な
り(

王
琳
之
書
放
縱
快

利
、
筆
道
流
便
。)

」
と
あ
る
。 

１
６
張
懐
瓘
『
文
字
論
』
に
は
、
「
惟
だ
張
有
道
の
み
意
を
物
象
に
創
り
、
自
然

に
近
し
、
又
た
精
熟
絶
倫
、
是
れ
其
の
長
な
り
。
其
の
書
は
勢
、
断
絶
せ
ず
、

上
下
鈎
連
す
。
（
惟
張
有
道
、
創
意
物
象
、
近
于
自
然
、
又
精
熟
絕
倫
、
是

其
長
也
。
其
書
勢
不
斷
絕
、
上
下
鈎
連
。）
」
と
あ
る
。
南
朝
・
梁
、
蕭
衍
『
草

書
状
』
に
は
、「
或
は
飛
走
流
注
の
勢
有
り
。（
或
有
飛
走
流
注
之
勢
。）」
と

あ
る
。 

１
７
池
田
秀
三
著
『
中
国
宗
教
思
想
２
』「
体
と
用
」（
『
岩
波
講
座
・
東
洋
思
想
』

第
十
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
し
た
。 
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第
五
章 

〈
勢
〉
の
特
性 

 は
じ
め
に 

一
、
外
部
に
現
わ
れ
た
迫
力
性 

二
、
有
効
的
な
布
置
の
構
成
性 

三
、
上
下
貫
通
の
序
列
性 

四
、
疾
迅
流
暢
の
律
動
性 

五
、
〈
勢
〉
の
相
対
性 

お
わ
り
に 

  

は
じ
め
に 

 

〈
象
〉
、
〈
形
〉
、
〈
力
〉
は
、
〈
勢
〉
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
基
本
的
な
要
素
で

あ
る
。
各
前
章
の
考
察
に
よ
っ
て
、〈
勢
〉
に
は
四
つ
の
特
性
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
外
部
に
あ
ら
わ
れ
る
迫
力
性
、
有
効
的
な
布
置
の
構
成
性
、
上
下
貫
通

の
序
列
性
、
疾
迅
流
暢
の
律
動
性
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
特
性
に
は
、
共
に
相
対

性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
迫
力
性
―
内
と
外
、
構
成
性
―
奇
と
正
、
序
列

性
―
連
と
断
、
律
動
性
―
速
と
遅
で
あ
る
。
先
ず
は
、
迫
力
性
よ
り
考
察
す
る
。 

 

一
、
外
部
に
現
わ
れ
た
迫
力
性 

 

迫
力
と
は
、
物
体
の
内
部
に
蓄
積
さ
れ
た
力
が
外
面
に
現
わ
れ
出
る
こ
と
を
指

す
。
一
方
が
他
方
を
引
っ
張
る
力
と
も
言
え
る
。
迫
力
は
、
外
部
に
現
わ
れ
出
る

力
強
さ
で
あ
り
、
内
部
に
力
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
内
の
力
が
外
に
張
り
出
す
こ
と
が
、
迫
力
の
基
本
態
勢
な
の
で
あ
る
。 

〈
勢
〉
に
は
、
権
威
、
権
力
と
い
う
性
質
が
あ
る
。
権
威
、
権
力
は
、
共
に
他

人
を
従
わ
せ
る
力
を
持
ち
、
自
ら
の
地
位
や
威
力
を
他
者
に
示
す
こ
と
で
あ
る
。

君
王
は
自
ら
の
政
権
や
権
力
を
保
つ
た
め
に
、
威
力
と
い
う
他
人
を
従
わ
せ
る

〈
勢
〉
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〈
勢
〉
に
は
、
自
ら
の
力
を
蓄
え
て
は
じ

め
て
、
他
者
を
治
め
ら
れ
る
働
き
が
あ
る
。
権
力
の
〈
勢
〉
に
は
、
人
を
威
す
威

力
が
あ
る
。
こ
の
威
力
に
は
、
他
者
の
力
量
を
引
っ
張
っ
て
人
の
心
を
牽
引
す
る

作
用
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
迫
力
の
意
味
に
通
じ
る
。 

書
論
に
は
、
書
作
の
素
晴
ら
し
さ
や
、
存
在
感
を
表
す
に
あ
た
り
、
〈
勢
〉
を

も
っ
て
説
明
す
る
例
が
見
ら
れ
る
。
〈
象
〉
と
〈
勢
〉
の
考
察
に
よ
っ
て
、
物
象

の
特
徴
や
性
質
を
捉
え
る
た
め
に
、
「
若
」
、
「
如
」
、
「
類
」、
「
似
」
と
い
う
模
倣

の
視
点
と
、「
俯
」、「
仰
」「
遠
」、「
近
」
の
多
方
面
の
観
察
角
度
に
よ
り
、
自
然

現
象
を
象
る
視
点
が
見
ら
れ
る
。 

こ
の
視
点
に
よ
っ
て
、
多
様
な
自
然
現
象
の
喩
え
や
比
喩
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ

る
。
こ
の
多
様
の
喩
え
に
は
、
書
の
〈
勢
〉
を
表
す
た
め
に
、
龍
や
虎
と
い
っ
た
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威
力
を
持
つ
喩
え
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
喩
え
に
よ
っ
て
、
内
面
的
な

精
力
を
保
た
な
け
れ
ば
、
外
面
的
な
威
力
が
表
れ
な
い
。
加
え
て
、
雲
、
霧
、
雷

な
ど
の
天
候
状
態
の
喩
え
を
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
書
の
〈
勢
〉
の
迫
力
性
に
は

神
秘
的
、
不
可
思
議
な
意
味
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。〈
力
〉
と
〈
勢
〉

の
章
に
〈
筆
力
〉
を
考
察
す
る
と
、〈
勢
〉
に
密
接
に
関
わ
る
の
は
、〈
骨
〉
と
〈
筋
〉

で
あ
る
こ
と
が
明
白
に
な
っ
た
。〈
骨
〉
の
剛
強
堅
実
と
〈
筋
〉
の
驚
絶
勁
健
は
、

内
面
が
堅
実
に
整
っ
た
外
面
に
表
出
さ
れ
る
力
量
と
な
る
。 

〈
勢
〉
の
迫
力
性
は
、
内
面
に
堅
実
な
力
量
が
蓄
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
外
面

に
表
れ
る
〈
力
〉
と
な
る
。
こ
の
〈
力
〉
の
性
質
に
は
、
強
い
震
撼
力
、
神
秘
的

で
権
威
を
持
つ
力
、
目
線
を
奪
っ
て
従
わ
せ
る
力
が
あ
る
。
〈
勢
〉
と
〈
力
〉
に

関
す
る
論
に
よ
っ
て
、
主
に
「
堅
勁
」、「
驚
絶
」
、「
勁
険
」
、「
遒
勁
」、「
雄
強
」、

「
屈
強
」
と
い
っ
た
品
評
語
が
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
れ
ら
の
品

評
語
を
通
せ
ば
、
〈
勢
〉
の
迫
力
性
が
明
白
に
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
内
面

的
な
力
量
を
蓄
え
て
外
面
に
こ
の
力
量
を
表
出
し
、
そ
し
て
表
わ
れ
た
力
量
に
は
、

堅
実
で
圧
倒
的
な
威
力
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

二
、
有
効
な
布
置
の
構
成
性 

 

作
品
構
成
と
は
、
い
く
つ
か
の
要
素
を
組
み
立
て
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
目
的
に
従
っ
て
統
一
的
な
全
体
に
合
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
作

品
構
成
の
目
的
は
、
〈
勢
〉
を
持
つ
字
形
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
漢
字
は
、

い
く
つ
か
の
点
画
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
る
文
字
で
あ
る
。 

書
は
、
漢
字
の
点
画
字
形
の
組
み
立
て
に
よ
っ
て
、
書
く
者
の
心
情
や
心
境
を

表
わ
す
た
め
に
書
く
手
段
で
も
あ
る
。
文
意
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
文

字
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
表
わ
れ
た
美
し
さ
を
、
自
然
現
象
に
見
え
る
美
し
さ
で

表
現
す
る
考
え
で
あ
る
。
書
作
品
を
組
み
立
て
る
漢
字
の
点
画
字
形
と
、
自
然
現

象
の
形
態
や
様
子
と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
方
法
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
た
と
え
書
体
が
変
遷
発
展
し
た
と
し
て
も
、
一
字
の
字
形
、
あ
る
い
は
書

作
品
全
体
を
、
あ
る
種
の
図
案
と
す
る
考
え
方
は
、
不
変
で
あ
る
。 

〈
勢
〉
に
関
す
る
書
論
に
お
い
て
、
字
形
や
書
作
品
を
論
じ
る
際
に
、
自
然
現

象
の
形
態
や
様
子
を
通
し
、
字
形
の
表
情
や
書
作
品
の
均
衡
の
描
写
が
頻
繁
に
見

ら
れ
る
。
表
情
と
均
衡
に
関
す
る
描
写
に
は
、
全
体
的
な
構
成
を
重
ん
じ
る
視
点

が
あ
る
。
こ
の
全
体
的
な
構
成
は
、
主
に
一
字
と
書
作
品
全
体
を
指
す
。
す
な
わ

ち
、
一
字
や
一
書
作
品
を
一
単
位
と
し
て
扱
う
こ
と
で
あ
る
。 

『
孫
子
兵
法
』
に
よ
っ
て
、
字
形
と
書
作
品
の
構
成
は
兵
陣
を
布
置
す
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
（
注
１
）
。
兵
陣
の
布
置
に
は
、「
奇
」、「
正
」

と
い
う
相
対
的
な
要
素
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
相
対
的
な
要
素
は
、
す
な
わ
ち
相

手
の
態
勢
や
周
り
の
客
観
的
な
条
件
に
し
た
が
っ
た
上
で
、
判
断
を
下
す
こ
と
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ど
ん
な
陣
勢
を
布
置
す
る
に
し
て
も
、
必
ず
互
い
に
対
応

し
た
上
で
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
点
画
字
形
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と
書
作
品
の
構
成
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
の
た
め
、
点
画
字
形
、
書
作
品
全
体

の
描
写
は
、
自
然
現
象
の
喩
え
と
の
関
わ
り
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
相
対
的
な
考
え
方
に
よ
り
、
存
在
が
独
立
せ
ず
、
周
り
の
点
画
と
字
形

と
を
合
わ
せ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
生
み
出
さ
れ
る
。
〈
勢
〉
と
相
対
的
な
概
念

で
あ
る
〈
形
〉
、〈
体
〉
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。〈
形
〉
と
〈
体
〉
は
、〈
勢
〉
と
比

べ
て
み
れ
ば
、
具
体
的
で
輪
郭
が
は
っ
き
り
と
し
た
静
態
的
な
概
念
で
あ
り
、
熟

語
と
し
て
〈
形
勢
〉、
〈
体
勢
〉
と
い
う
術
語
が
作
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

〈
勢
〉
と
〈
形
〉
、
〈
体
〉
、
そ
し
て
〈
形
勢
〉
、
〈
体
勢
〉
と
結
び
付
け
ら
れ
た

品
評
語
か
ら
見
れ
ば
、
相
互
に
牽
引
し
た
り
、
補
充
し
た
り
す
る
関
係
を
持
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
関
係
に
よ
っ
て
、
互
い
に
緊
密
な
関
係
が
生
じ
る
。

そ
こ
で
、
全
体
的
な
構
成
は
、
一
点
画
よ
り
、
一
字
、
一
書
作
品
と
し
て
前
の
点

画
の
状
態
に
従
い
、
次
の
点
画
の
状
態
の
展
開
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
。
こ
れ
は
、
互
い
の
構
成
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

〈
向
勢
〉
、〈
背
勢
〉
、〈
俯
勢
〉
、〈
仰
勢
〉
と
い
う
点
画
字
形
を
配
置
す
る
術
語
が

生
み
出
さ
れ
た
。
点
画
字
形
の
互
い
の
関
係
は
さ
ら
に
緊
密
に
な
る
。
こ
の
緊
密

な
関
係
が
生
じ
る
と
と
も
に
、
互
い
の
存
在
は
有
効
に
な
り
、
不
整
合
で
ま
と
ま

ら
な
い
と
い
う
状
態
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
関
係
は
、
磁
石
で
喩
え
る
こ
と
が
で

き
る
。 

点
画
字
形
の
周
り
に
磁
場
の
よ
う
な
目
に
見
え
な
い
働
き
が
あ
り
、
こ
の
働
き

で
各
々
の
点
画
字
形
は
一
定
の
関
係
を
結
び
つ
け
る
。
相
対
的
な
概
念
で
あ
る

「
奇
」
と
「
正
」
、
そ
し
て
磁
石
の
相
互
に
引
き
合
っ
た
り
、
抵
抗
し
た
り
す
る

と
い
う
磁
場
の
概
念
を
あ
わ
せ
て
、
点
画
、
字
形
、
一
行
、
そ
し
て
書
作
全
体
の

配
置
が
す
べ
て
有
効
な
配
置
に
な
る
。 

そ
れ
ぞ
れ
に
有
効
な
配
置
、
つ
な
が
り
を
構
成
す
る
〈
勢
〉
は
、〈
形
勢
〉、〈
体

勢
〉
で
あ
る
。〈
形
勢
〉
と
関
わ
る
言
葉
の
整
理
を
通
し
て
、
緊
密
な
関
係
を
持

つ
点
画
字
形
の
配
置
を
求
め
る
意
図
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
緊
密
な
関
係
を
あ
ら
わ

す
た
め
、〈
体
〉
を
以
っ
て
表
現
す
る
。
こ
の
全
体
的
な
概
念
を
表
現
す
る
た
め
、

〈
力
〉
を
構
成
す
る
〈
骨
〉、〈
筋
〉、〈
肉
〉
が
欠
か
せ
な
い
。〈
骨
〉、〈
筋
〉、〈
肉
〉

の
喩
え
は
、
点
画
字
形
を
有
機
体
と
し
て
考
え
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
整
合
性

を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

三
、
上
下
貫
通
の
序
列
性 

 

序
列
と
は
、
一
定
の
基
準
に
従
っ
て
順
序
を
つ
け
て
並
べ
る
こ
と
で
あ
る
。

〈
勢
〉
に
お
い
て
の
序
列
は
、
上
下
と
い
う
順
序
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
貫
通
は
、

貫
く
こ
と
で
あ
る
。
上
下
貫
通
は
、
上
か
ら
下
へ
の
順
序
に
従
っ
て
滞
ら
ず
に
貫

い
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
書
の
〈
勢
〉
を
論
じ
る
際
に
、
重
要
な
要
素

で
あ
る
。
特
に
書
く
際
に
素
早
さ
が
求
め
ら
れ
る
行
書
、
草
書
に
対
し
て
頻
繁
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 

上
下
貫
通
の
序
列
性
を
論
じ
る
上
で
は
、
主
に
二
点
の
こ
と
が
言
え
る
。 
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㈠
、
龍
、
蛇
、
虫
の
喩
え
を
用
い
る
こ
と
。 

㈡
、
筆
順
の
「
断
」
と
「
連
」
の
こ
と
。 

龍
、
蛇
、
虫
は
み
な
曲
線
的
な
姿
を
持
ち
、
こ
の
姿
に
よ
っ
て
〈
勢
〉
の
途
切

れ
な
い
連
続
性
を
強
調
す
る
。
こ
の
連
続
性
は
、
す
な
わ
ち
貫
通
で
あ
る
。
し
か

し
、
点
画
字
形
が
最
初
か
ら
最
後
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
様
は
、
連
続
と
は
言
え

な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
断
ち
、
離
れ
、
隔
た
る
と
い
う
「
断
」
に
よ
っ
て
、
連
続

と
貫
通
を
さ
ら
に
強
調
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。 

「
断
」
は
、
点
画
字
形
に
実
際
に
書
か
れ
て
い
な
い
部
分
を
指
す
が
、
点
画
字

形
を
書
く
同
時
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。「
断
」
と
「
連
」
を
生
じ
さ
せ
る
の
は
、

筆
順
で
あ
る
。
す
べ
て
の
漢
字
を
組
み
立
て
る
筆
順
は
決
ま
っ
て
い
な
い
が
、
主

と
し
て
上
か
ら
下
へ
、
左
か
ら
右
へ
と
い
う
基
本
的
な
流
れ
が
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
基
本
的
な
流
れ
が
あ
る
の
で
、
字
形
を
成
す
書
写
順
序
が
次
第
に
生
じ
る
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
書
写
筆
順
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
上
下
貫
通
の
序
列
性
が
生
み
出

さ
れ
る
。 

上
下
貫
通
の
序
列
性
に
は
、
連
続
性
が
含
ま
れ
る
。
〈
勢
〉
を
解
く
場
合
に
、

連
続
性
を
以
て
説
明
す
る
説
が
多
く
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
単
な
る
連
続
性
だ

け
で
は
、〈
勢
〉
を
説
明
す
る
に
は
不
十
分
と
考
え
る
。「
断
」
と
筆
順
の
要
素
を

合
わ
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
断
」
と
筆
順
を
合
わ
せ
て
見
れ
ば
、
点

画
字
形
に
序
列
と
い
う
筆
順
に
従
っ
て
並
べ
た
順
序
が
生
じ
る
。
〈
勢
〉
の
連
続

性
は
、
実
は
序
列
性
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
序
列
性
が
な
い
限
り
、

連
続
性
が
生
じ
ず
、〈
勢
〉
は
表
わ
れ
な
い
。 

上
下
貫
通
の
序
列
性
を
代
表
す
る
〈
勢
〉
は
、〈
筆
勢
〉
と
〈
字
勢
〉
で
あ
る
。

〈
筆
勢
〉
に
は
、
前
の
筆
遣
い
を
継
承
し
て
後
の
筆
遣
い
を
始
め
さ
せ
る
作
用
が

あ
る
。〈
字
勢
〉
に
は
、
字
形
の
構
成
を
示
す
作
用
が
あ
る
。〈
筆
勢
〉
と
〈
字
勢
〉

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
動
態
の
律
動
」
と
「
静
態
の
構
成
」
と
分
か
れ
て
い
る
。
こ

の
両
者
の
意
味
に
は
、
適
当
に
整
っ
て
は
じ
め
て
、
望
ま
し
い
状
態
を
求
め
る
意

味
が
あ
る
。
こ
の
望
ま
し
い
状
態
は
、
す
な
わ
ち
動
態
の
律
動
と
静
態
の
構
成
を

伸
長
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

〈
字
勢
〉
の
序
列
性
は
、〈
筆
勢
〉
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
り
、〈
筆
勢
〉
が

な
け
れ
ば
、
〈
字
勢
〉
は
生
じ
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
点
画
字
形
を
成
す
筆
遣

い
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
龍
、
蛇
、
虫
と
い
う
曲
線
的
な
喩

え
を
用
い
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
〈
勢
〉
に
お
い
て
上
下
貫
通
の
序
列
性
を
代
表

す
る
の
は
、〈
象
〉
と
〈
形
〉
で
あ
る
。 

 

四
、
疾
迅
流
暢
の
律
動
性 

 

律
動
と
は
、
あ
る
動
き
が
流
動
の
中
に
規
則
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

強
弱
、
遅
速
な
ど
の
周
期
的
な
進
行
の
変
化
の
構
造
で
も
あ
る
。
律
動
に
は
、
速

度
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
速
度
と
は
、
単
位
時
間
あ
た
り
の
物
の
進
ん
で
い
く

速
さ
、
位
置
の
変
化
で
あ
る
。
速
度
で
は
、
筆
使
い
に
お
い
て
重
要
な
要
素
で
あ
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る
。
一
点
画
で
あ
れ
、
一
字
で
あ
れ
、
一
書
作
品
で
あ
れ
、
も
し
筆
使
い
の
速
度

が
変
わ
る
と
す
れ
ば
、
全
体
的
な
雰
囲
気
が
一
変
し
て
し
ま
う
。
よ
っ
て
〈
勢
〉

を
論
じ
る
際
に
は
、
速
度
の
表
現
が
重
要
で
あ
る
。 

〈
勢
〉
に
関
す
る
速
度
の
説
で
は
、
主
に
自
然
現
象
の
状
態
と
動
物
の
動
き
の

速
さ
と
の
喩
え
が
多
く
見
ら
れ
る
。
速
度
の
速
さ
は
抽
象
的
で
あ
り
、
自
然
現
象

の
状
態
と
動
物
の
動
き
に
喩
え
て
説
明
す
れ
ば
、
速
度
を
連
想
し
や
す
く
な
る
。

〈
勢
〉
の
速
度
を
描
写
す
る
語
は
多
様
で
あ
る
が
、
主
に
瞬
間
的
な
素
早
い
速
度

を
表
わ
す
意
味
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
全
体
的
な
均
衡
を
求
め
る

た
め
、
単
調
な
速
度
の
速
さ
で
は
表
現
し
が
た
い
。
一
方
に
傾
い
て
偏
ら
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
に
は
、
「
緩
」
や
「
遅
」
と
い
う
概
念
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
速
度
の
進
行
が
遅
い
と
い
う
概
念
が
あ
り
、
そ
れ
と
速
い
速
度
と
を
比

較
す
れ
ば
、
さ
ら
に
速
度
の
速
さ
を
表
出
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
全
体
的
な
均
衡

を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

速
い
速
度
を
中
心
と
す
る
〈
勢
〉
の
表
現
に
、
「
緩
」
の
速
度
を
あ
わ
せ
て
考

え
れ
ば
、
互
い
に
配
合
す
る
関
係
を
結
び
つ
け
る
よ
う
に
な
る
。「
速
」
と
「
緩
」

の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
速
度
の
変
化
が
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
変
化
に
は
、
互

い
の
速
度
の
特
徴
を
表
わ
す
の
み
な
ら
ず
、
程
好
く
均
衡
を
取
っ
た
場
合
、
滑
ら

か
で
順
調
に
進
ん
で
ゆ
く
よ
う
に
な
る
。
緩
急
遅
速
と
い
う
速
度
に
よ
っ
て
生
じ

た
変
化
は
、〈
勢
〉
の
律
動
性
を
生
み
出
す
上
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
。 

 

五
、〈
勢
〉
の
相
対
性 

 

書
の
〈
勢
〉
を
生
み
出
す
要
素
で
あ
る
〈
象
〉、〈
形
〉、〈
力
〉
の
考
察
の
も
と

に
、
迫
力
性
、
構
成
性
、
序
列
性
、
速
度
性
と
い
う
四
つ
の
特
性
を
取
り
上
げ
て

き
た
が
、
こ
の
特
性
は
、
全
て
相
対
性
を
持
つ
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。 

迫
力
性
に
は
、
「
内
」
と
「
外
」
が
あ
る
。 

〈
勢
〉
の
迫
力
性
は
、
主
に
力
量
の
あ
ら
わ
れ
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
力
量
に
は
、
自
然
現
象
の
流
水
の
喩
え
、
生
物
の
強
盛
な
精
力
の
喩
え
、
そ

し
て
君
王
の
権
威
と
い
う
喩
え
が
あ
る
。
力
量
の
強
さ
を
生
み
出
す
た
め
、
自
ら

の
精
力
や
力
量
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
制
度
や
法
則
を
捉
え
る
と
、
他
人
を

支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
上
、
自
ら
の
威
力
を
強
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の

力
量
や
権
威
の
強
さ
は
、
「
内
」
で
あ
る
自
ら
の
力
量
が
備
わ
っ
て
は
じ
め
て
、

生
み
出
さ
れ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。 

『
孫
子
兵
法
』
の
流
水
の
喩
え
（
注
２
）

が
あ
る
が
、
た
だ
流
水
の
速
さ
と
強
さ

だ
け
で
は
、
〈
勢
〉
を
説
明
し
き
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
水
が
石
に
当
た
っ
て
水

圧
で
石
が
落
ち
る
喩
え
を
用
い
な
け
れ
ば
、
流
水
の
強
さ
と
速
さ
を
表
現
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
生
物
の
強
盛
な
精
力
を
表
わ
す
と
す
れ
ば
、
互
い

に
強
奪
し
て
相
手
の
弱
さ
を
示
す
と
共
に
、
自
ら
の
強
さ
を
強
調
す
る
。
君
王
の

権
威
を
表
わ
す
と
す
れ
ば
、
支
配
さ
れ
る
影
響
力
の
な
い
下
位
の
人
を
並
べ
て
比

較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
力
量
の
強
さ
を
表
現
す
る
喩
え
は
、
他
の
物
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や
人
を
並
べ
て
比
較
し
て
は
じ
め
て
、
自
ら
の
強
さ
を
表
わ
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
内
」
の
強
さ
や
存
在
を
表
わ
す
た
め
に
、「
外
」
と
の
比
較
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

構
成
性
に
は
、
「
奇
」
と
「
正
」
が
あ
る
。 

〈
勢
〉
の
構
成
性
は
、
主
に
布
置
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
布
置
に

は
、
兵
陣
の
喩
え
、
人
間
の
体
形
と
表
情
、
そ
し
て
自
然
現
象
の
あ
り
様
な
ど
の

喩
え
が
あ
る
。 

兵
陣
の
陣
勢
を
生
み
出
す
た
め
に
、
敵
の
様
子
や
周
り
の
状
況
と
い
う
客
観
的

な
条
件
に
従
っ
た
上
で
、
自
ら
に
と
っ
て
有
利
な
布
置
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
間
の
体
形
や
表
情
を
表
わ
す
た
め
に
、
単
に
一
部
の
部
位
だ
け
を
取
り
上
げ
る

と
す
れ
ば
、
体
形
と
表
情
を
表
現
で
き
ず
、
必
ず
全
部
が
揃
う
全
体
の
概
念
で
表

現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
全
体
の
概
念
を
表
わ
す
た
め
に
は
、
各
部
分
の

要
素
を
均
衡
に
整
え
た
上
で
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

自
然
現
象
の
有
り
様
を
以
て
構
成
を
表
わ
す
場
合
に
は
、
均
衡
の
よ
く
取
れ
た

全
体
的
な
概
念
が
見
出
さ
れ
る
。
兵
陣
の
陣
勢
、
人
間
の
体
形
と
表
情
、
自
然
現

象
の
あ
り
さ
ま
の
喩
え
に
は
、
互
い
に
調
和
し
て
均
衡
を
よ
く
取
り
、
ま
と
ま
っ

た
全
体
を
作
り
出
す
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
。 

序
列
性
に
は
、
「
連
」
と
「
断
」
が
あ
る
。 

〈
勢
〉
の
序
列
性
は
、
主
に
連
続
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
連
続
に

は
、
龍
を
中
心
と
す
る
曲
線
的
な
喩
え
が
あ
り
、
隔
た
る
樹
木
や
井
戸
と
い
う
喩

え
も
あ
る
。
龍
の
体
は
、
蛇
の
姿
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
の
で
、
〈
勢
〉
を
表
現
す

る
際
に
、
龍
や
蛇
を
用
い
る
こ
と
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。 

龍
で
〈
勢
〉
を
表
し
た
視
点
は
、
連
続
で
あ
る
「
連
」
を
説
明
す
る
も
の
で
あ

る
。
龍
を
表
わ
す
場
合
に
は
、
雲
や
霧
で
龍
の
体
の
一
部
分
を
隠
す
と
い
う
手
法

で
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
手
法
は
、
龍
の
体
が
隠
れ
た
り
、
現
わ
れ
た
り
す
る
表
現

を
生
み
出
す
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
龍
の
曲
線
的
な
姿
の
特
徴
を
強
め
る
連
続
性

が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
局
部
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
の
連
続
を
強
調

す
る
の
で
あ
る
。 

単
に
「
連
」
だ
け
で
連
続
性
を
表
わ
す
の
は
不
十
分
な
の
で
、
「
断
」
を
通
し

て
「
連
」
を
強
調
す
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
「
断
」
は
、
隔
た
る
樹
木
の
葉
や
枝

が
互
い
に
重
な
る
喩
え
、
ま
た
は
遠
く
離
れ
た
井
戸
の
水
が
互
い
に
つ
な
が
る
喩

え
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
（
注
３
）
。 

す
な
わ
ち
〈
勢
〉
を
代
表
す
る
龍
の
喩
え
は
、
途
切
れ
な
い
連
続
性
が
逆
に
断

た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
任

意
に
遮
断
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
必
ず
上
下
前
後
の
連
な
り
に
従
っ
た
上
で
、

遮
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
下
前
後
の
連
な
り
に
従
う
と
い
う
制
限
が
あ
る

以
上
、
「
連
」
と
「
断
」
は
単
な
る
連
続
性
を
表
わ
す
だ
け
で
な
く
、
序
列
の
関

係
に
な
る
。
序
列
の
関
係
は
、
全
体
的
に
連
続
す
る
条
件
で
、
「
連
」
の
伸
び
を

さ
ら
に
広
げ
る
た
め
に
、
上
下
前
後
と
い
う
互
い
の
つ
な
が
り
を
見
極
め
て
は
じ

め
て
断
を
下
す
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
断
」
に
よ
っ
て
「
連
」
を
伸
び
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広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

「
断
」
は
、
「
連
」
に
従
っ
て
上
下
前
後
の
状
態
を
合
わ
せ
た
上
で
生
み
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
連
」
と
い
う
連
続
が
な
い
限
り
、
「
断
」
は
生
じ
え
な
い
。

〈
勢
〉
に
は
連
続
性
が
あ
る
が
、
単
に
連
続
性
を
以
て
〈
勢
〉
を
表
現
す
る
こ
と

で
は
不
十
分
で
あ
る
。
必
ず
「
連
」
と
「
断
」
に
よ
っ
て
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
「
断
」
が
あ
れ
ば
、
上
下
前
後
の
関
係
が
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
上
下
前

後
の
関
係
を
程
好
く
結
び
付
け
る
と
、
さ
ら
に
「
連
」
を
強
調
す
る
こ
と
が
で
き

る
。「
連
」
と
「
断
」
は
、「
連
」
を
続
け
る
た
め
に
「
断
」
を
用
い
る
と
い
う
相

対
的
な
関
係
で
あ
る
。 

律
動
性
に
は
、
「
速
」
と
「
遅
」
が
あ
る
。 

〈
勢
〉
の
律
動
性
は
、
主
に
流
暢
な
速
度
の
あ
ら
わ
れ
を
中
心
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
速
度
に
は
、
激
水
の
流
れ
、
鳥
の
飛
ぶ
速
さ
、
雷
が
閃
き
、
雨
が
激

し
く
降
り
、
石
が
落
ち
る
様
子
な
ど
の
喩
え
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
喩
え
は
、
主

に
激
し
い
、
素
早
い
速
度
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
素
早
い
速
度
を
さ
ら
に
ど
の
よ

う
に
表
現
し
、
そ
し
て
全
体
的
な
均
衡
を
取
る
た
め
に
、
「
緩
」
、
「
遅
」
と
い
う

速
度
の
概
念
が
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
様
な
の
で
あ
る
。 

速
度
の
速
さ
は
、
互
い
に
比
較
を
通
し
て
得
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

単
な
る
速
さ
の
み
で
あ
れ
ば
、
速
度
の
均
一
化
に
な
っ
て
し
ま
い
、
速
さ
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
必
ず
相
対
的
な
「
遅
」
、「
緩
」
を
比
べ
て
比
較
す
る

こ
と
で
、
速
度
の
差
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。 

異
な
る
速
度
の
差
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
速
度
の
多
様
さ
が
生
じ
、
さ
ら

に
全
体
的
な
均
衡
を
求
め
た
全
体
的
な
速
度
の
あ
ら
わ
れ
が
律
動
的
な
変
化
に

向
か
っ
て
展
開
す
る
。
そ
の
上
で
、
書
作
品
に
は
、
流
暢
さ
が
生
み
出
さ
れ
る
。

〈
勢
〉
に
は
、
流
暢
、
連
続
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
流
暢
と
連

続
だ
け
で
〈
勢
〉
を
説
明
す
る
の
は
不
充
分
で
あ
る
。
流
暢
と
連
続
を
一
括
す
る

の
は
、
律
動
で
あ
る
。
律
動
が
な
け
れ
ば
、
流
暢
、
連
続
は
生
み
出
さ
れ
な
い
。 

律
動
に
は
「
緩
」
、
「
急
」
、
「
遅
」
、
「
速
」
と
い
う
速
度
の
差
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
差
に
よ
っ
て
生
じ
た
変
化
に
富
み
、
互
い
の
つ
な
が
り
を
続
け
る
周
期
的
な

進
行
が
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
周
期
的
な
進
行
を
生
み
出
す
の
は
、「
速
」
と
「
遅
」

で
あ
る
。
以
上
か
ら
〈
勢
〉
の
特
性
で
あ
る
迫
力
性
、
構
成
性
、
序
列
性
、
律
動

性
は
、
以
下
の
よ
う
な
つ
な
が
り
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

迫
力
性
―
内
と
外 

 
 

構
成
性
―
奇
と
正 

 

序
列
性
―
連
と
断 

律
動
性
―
速
と
遅 

 

「
内
」
と
「
外
」
、
「
奇
」
と
「
正
」
、
「
連
」
と
「
断
」
、
「
速
」
と
「
遅
」
は
、

相
対
的
な
性
質
を
持
つ
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
釣
り
合
い
を
保
ち
、

牽
引
を
し
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
独
で
何
物
に
も

〈
勢
〉 
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制
限
さ
れ
な
い
と
い
う
絶
対
的
な
考
え
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
迫
力
性
、
構
成

性
、
序
列
性
、
律
動
性
は
、
二
つ
の
相
対
的
な
概
念
が
合
わ
さ
り
、
引
っ
張
り
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
程
よ
く
均
衡
を
取
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
決
し
て
単
独
で
何
物
に
も
頼
ら
ず
に
生
み
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
〈
勢
〉
は
、
相
対
的
な
性
質
を
持
つ
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

漢
よ
り
唐
に
か
け
て
の
書
論
に
お
い
て
、
〈
勢
〉
に
関
す
る
論
と
術
語
を
取
り

上
げ
て
考
察
し
た
上
で
、
〈
勢
〉
に
は
迫
力
性
、
構
成
性
、
序
列
性
、
律
動
性
と

い
う
四
つ
の
特
性
に
ま
と
め
た
。
こ
の
四
つ
の
特
性
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
内
」
と

「
外
」
、「
奇
」
と
「
正
」
、「
連
」
と
「
断
」、「
速
」
と
「
遅
」
と
い
う
相
対
的
な

概
念
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
融
合
し
て
は
じ
め
て
、
〈
勢
〉
が
生
じ
え
る
。
こ
の
相

対
的
な
概
念
は
、
次
の
図
式
に
分
け
ら
れ
る
。 

      

こ
の
概
念
は
、〈
勢
〉
を
生
み
出
す
四
つ
の
特
性
に
と
っ
て
は
不
可
欠
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
、
こ
の
四
つ
の
特
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
概
念
は
、
た
だ
〈
勢
〉
の
特
性
の
内
容
を
区
別
す
る
だ

け
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
組
み
立
て
る
状
態
は
、
静
止
し
て
い
る
。

状
態
が
動
い
て
い
な
い
以
上
、
こ
の
四
つ
の
特
性
の
効
果
は
発
揮
で
き
な
い
。
こ

の
静
止
し
て
い
る
状
態
を
動
か
す
た
め
に
は
、
こ
の
相
対
的
な
概
念
の
中
に
、
互

い
の
性
質
を
共
に
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
図
式
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ

る
。 

      

 

 

す
な
わ
ち
、「
正
」
の
中
に
「
反
」
が
あ
り
、「
反
」
の
中
に
「
正
」
が
あ
る
と

い
う
つ
な
が
り
で
あ
る
。
こ
の
つ
な
が
り
が
成
立
し
て
は
じ
め
て
、
同
じ
性
質
を

持
つ
も
の
は
、
互
い
に
引
き
寄
せ
合
う
よ
う
に
な
る
。
相
対
的
な
つ
な
が
り
は
単

に
静
止
し
て
い
る
状
態
で
は
な
く
、
両
方
は
流
動
し
は
じ
め
、
全
体
的
に
融
合
す

○正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…
反
発
し
合
う 

○反 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…
進
行
方
向 

内  外 

 

迫力性 

奇  正 

 

構成性 

速  遅 

 

律動性 

連  断 

 

序列性 

正    反 

 

○正     

 

○反  

正    反 

 

○反  ○正  

触
媒
的
な
働
き 
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る
よ
う
に
る
。
こ
の
融
合
す
る
働
き
が
生
じ
る
と
と
も
に
、
互
い
に
引
き
合
っ
て

補
い
合
う
作
用
が
始
ま
る
。 

こ
の
働
き
を
発
揮
さ
せ
る
の
は
、
触
媒
的
な
働
き
で
あ
る
。
触
媒
的
な
働
き
は
、

一
番
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
こ
の
部
分
が
な
け
れ
ば
、
両
方
を
動
か
し
融
合
さ
せ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
触
媒
的
な
働
き
と
は
、
相
対
的
な
つ
な
が
り
の
中
に
、
互

い
の
性
質
の
部
分
が
含
ま
れ
て
お
り
、
同
じ
範
囲
に
相
対
的
な
性
質
が
あ
る
の
で
、

互
い
に
押
し
付
け
て
同
じ
属
性
に
移
動
し
は
じ
め
る
。
こ
の
触
媒
的
な
働
き
は
、

多
く
は
必
要
が
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
た
だ
一
部
分
の
み
で
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。 

こ
の
触
媒
的
な
働
き
が
存
在
し
て
い
る
の
で
、
も
と
よ
り
静
止
し
た
相
対
的
な

つ
な
が
り
は
、
同
じ
性
質
を
持
つ
触
媒
的
な
働
き
に
導
か
れ
て
動
き
は
じ
め
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
に
達
し
て
は
じ
め
て
、
〈
勢
〉
に
関
す
る
四
つ
の
特
性
は
成
り

立
ち
う
る
。 

す
な
わ
ち
、
迫
力
性
を
構
成
す
る
「
内
」
と
「
外
」
は
、
か
な
ら
ず
「
内
」
に

「
外
」
が
あ
り
、
「
外
」
に
「
内
」
が
あ
る
と
い
う
つ
な
が
り
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
構
成
性
、
序
列
性
、
律
動
性
も
同
様
で
あ
る
。 

こ
の
筋
道
に
し
た
が
っ
て
、
〈
勢
〉
の
迫
力
性
を
表
す
た
め
に
、
た
だ
〈
骨
〉

と
〈
筋
〉
と
い
う
内
面
的
な
力
を
具
え
る
だ
け
は
、
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
わ
か
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
表
面
的
な
表
現
で
あ
る
〈
肉
〉
を
加
え
な
い
と
、

〈
勢
〉
は
た
だ
粗
暴
の
あ
ら
わ
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

〈
勢
〉
の
構
成
性
を
表
す
た
め
に
、
奇
異
の
字
形
の
中
に
、
端
正
の
要
素
を
工

夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
い
と
、
〈
勢
〉
は
た
だ
怪
異
で
馴
染
み
が

な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

〈
勢
〉
の
序
列
性
を
表
す
た
め
に
、
必
ず
上
下
左
右
の
順
序
的
な
流
れ
に
沿
っ

た
上
で
、
程
よ
く
筆
脈
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
わ
け
も
な
く
、
た
だ

点
画
を
連
綿
し
続
け
る
と
し
た
ら
、
視
覚
上
の
導
き
が
消
え
て
し
ま
い
、
読
み
取

れ
な
い
文
字
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。 

〈
勢
〉
の
律
動
性
は
、
全
体
的
に
「
速
」
と
い
う
基
礎
で
生
み
出
さ
れ
る
が
、

「
遅
」
と
い
う
要
素
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
「
遅
」
を
加
え
な

い
と
、
〈
勢
〉
の
律
動
は
た
だ
「
速
」
と
い
う
単
調
の
あ
ら
わ
れ
に
な
っ
て
し
ま

う
し
、「
遅
」
が
あ
っ
て
こ
そ
、「
速
」
を
さ
ら
に
強
調
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。 

 

〈
勢
〉
の
特
性
で
あ
る
迫
力
、
構
成
、
序
列
、
律
動
は
、
た
だ
内
外
、
奇
正
、

連
断
、
速
遅
と
い
う
相
対
的
な
つ
な
が
り
だ
け
で
は
生
み
出
さ
れ
な
い
。
必
ず
互

い
に
内
の
中
に
外
が
あ
り
、
外
に
内
が
あ
る
と
い
う
互
い
に
相
対
的
な
も
の
を
内

包
し
て
は
じ
め
て
、
融
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
考
察
を
通
し
て
、〈
勢
〉

の
術
語
の
意
味
と
合
わ
せ
て
特
性
の
性
質
に
し
た
が
っ
て
分
類
す
る
。 

以
上
に
基
づ
い
て
、〈
勢
〉
に
関
す
る
四
つ
の
特
性
は
、
以
下
の
図
式
に
示
さ

れ
る
。 
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         【
注
】 

１ 

『
孫
子
兵
法
』「
勢
篇
」
に
は
、「
戦
勢
は
奇
正
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
奇
正
の
変

は
、
勝
げ
て
窮
む
可
か
ら
ず
。
奇
正
の
相
生
ず
る
こ
と
、
循
環
の
端
無
き
が

如
く
、
孰
か
能
く
之
を
窮
め
ん
。
（
戰
勢
不
過
奇
正
、
奇
正
之
變
、
不
可
勝

窮
也
。
奇
正
相
生
、
如
循
環
之
無
端
、
孰
能
窮
之
。
）
」
と
あ
る
。 

戦
勢
と
は
、
戦
闘
の
勢
い
で
あ
る
。
戦
闘
の
勢
い
は
、
奇
と
正
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
る
。
奇
と
正
は
、
〈
勢
〉
を
乗
せ
る
器
で
あ
り
、
よ
く
使
う
と
勢

が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
文
中
に
は
天
地
、
江
河
、
日
月
、
生
死
、
四

時
、
五
声
、
五
色
、
五
味
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
森
羅
万
象
の
流

通
変
化
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
。 

そ
こ
で
、
戦
勢
も
同
じ
く
流
通
変
化
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
中
に
、

特
に
奇
と
正
に
分
か
れ
て
い
る
。
奇
と
正
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
戦
勢
は
、

森
羅
万
象
の
よ
う
な
変
化
が
生
み
出
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
奇
勢
と
正
勢

は
要
素
で
あ
り
、
天
地
運
行
の
性
質
と
同
じ
で
あ
る
。 

２ 

『
孫
子
兵
法
』「
勢
篇
」
に
は
、「
激
水
の
疾
く
し
て
石
を
漂
は
す
に
至
る
者

は
、
勢
な
り
。
鷙
鳥
の
疾
く
し
て
毀
折
に
至
る
者
は
、
節
な
り
。
是
の
故
に

善
く
戰
ふ
者
は
、
其
の
勢
險
に
、
其
の
節
短
な
り
。
勢
は
弩
を
彍
る
が
如
く

し
、
節
は
機
を
発
す
る
が
如
し
。
（
激
水
之
疾
、
至
於
漂
石
者
、
勢
也
。
鷙

鳥
之
疾
、
至
于
毀
折
者
、
節
也
。
是
故
善
戰
者
、
其
勢
險
、
其
節
短
。
勢
如

彍
弩
、
節
如
發
機
。
）」
と
あ
る
。 

激
し
く
速
い
水
の
流
れ
で
石
を
漂
わ
せ
る
こ
と
は
、
孫
子
が
〈
勢
〉
で
表
現

し
て
い
る
。
こ
の
喩
え
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
〈
勢
〉
に
は
、
速
く
、
激
し

く
、
力
強
い
性
質
が
あ
る
。
こ
の
〈
勢
〉
の
力
強
さ
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、

石
を
漂
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
す
る
。
す
な
わ
ち
、
石
を
漂
わ
せ
る
動
き

に
よ
っ
て
水
の
激
し
く
、
力
強
い
流
れ
を
表
現
す
る
。 

３ 

『
書
断
』
の
序
に
は
、「
芳
液
を
筆
端
に
流
し 

忽
ち
飛
騰
し
て
光
赫
す
。
或

い
は
体
は
殊
に
し
て
勢
は
接
に
し
、
双
樹
の
葉
を
交
わ
す
が
若
く
、
或
い
は

区
分
し
て
気
を
運め

ぐ

ら
し
、
両
井
の
泉
を
通
ず
る
に
似
た
り
。
庥
蔭
は
相
い
扶

け
、
津
沢
は
潜
応
す
。（
流
芳
液
於
筆
端 

忽
飛
騰
而
光
赫
。
或
體
殊
而
勢
接
、

若
雙
樹
之
交
葉
。
或
區
分
而
氣
運
、
似
兩
井
之
通
泉
。
庥
蔭
相
扶
、
津
澤
潛

應
。）」
と
あ
る
。 

○内     

 

○外  

連   断 

 

速   遅 

 

奇   正 

 

構成性 

○奇     

 

○正  

序列性 

○連     

 

○断  

迫力性 

内   外 

 

律動性 

○速     

 

○遅  
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終
章 

 

一
、
〈
勢
〉
の
術
語
の
属
性─

〈
勢
〉
の
特
性
を
基
に
し
て 

二
、〈
勢
〉
の
関
係
図─

〈
勢
〉
の
要
素
、〈
勢
〉
の
特
性
、「
龍
」
の
喩
え
を
中
心 

 

 
 

に 

  

一
、
〈
勢
〉
の
術
語
の
属
性─

〈
勢
〉
特
性
を
基
に
し
て 

 

第
一
章
で
は
、
漢
よ
り
唐
に
か
け
て
の
書
論
か
ら
〈
勢
〉
に
関
す
る
術
語
を
抽

出
し
て
意
味
を
解
明
し
た
。
術
語
の
整
理
、
語
意
の
解
明
を
通
し
て
、
〈
勢
〉
の

基
本
構
成
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
抽
象
的
な
〈
勢
〉
を

説
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
具
体
的
な
喩
え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ

の
喩
え
の
性
質
を
整
理
す
る
と
、
〈
勢
〉
の
生
成
に
は
〈
象
〉
、
〈
形
〉、
〈
力
〉
と

の
要
素
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
要
素
を
分
析

す
る
と
、
〈
勢
〉
に
は
迫
力
性
、
構
成
性
、
序
列
性
、
律
動
性
と
い
う
四
つ
の
特

性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
四
つ
の
特
性
を
取
り
上
げ
る
と
、
書
に
お
け

る
〈
勢
〉
を
解
く
上
で
、
さ
ら
に
明
晰
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

帰
納
し
た
〈
勢
〉
の
特
性
と
前
掲
し
た
術
語
と
対
照
し
て
、
主
な
つ
な
が
り
を
以

下
の
よ
う
に
結
び
付
け
て
み
た
い
。 

 ⑴
「
…
の
勢
（
…
之
勢
）」 

「
転
側
之
勢
」─

律
動
性 

「
揚
波
騰
気
之
勢
」─

迫
力
性
、
律
動
性 

「
飛
走
流
注
之
勢
」─

序
列
性
、
律
動
性 

「
鵲
反
鸞
驚
之
勢
」─

迫
力
性 

「
竊
以
鸞
驚
之
勢
」─

迫
力
性 

「
疾
閃
飛
動
之
勢
」─

迫
力
性
、
律
動
性 

「
攻
戦
之
勢
」─

構
成
性 

「
螭
盤
虎
踞
之
勢
」─

迫
力
性
、
構
成
性 

「
用
筆
之
勢
」─

迫
力
性
、
構
成
性
、
律
動
性 

「
絕
岸
頹
峰
之
勢
」─

迫
力
性 

「
翰
墨
軽
濃
之
勢
」─

律
動
性 

「
奔
騰
拏
攫
之
勢
」─

迫
力
性 

「
勁
丈
之
勢
」─

迫
力
性
、
構
成
性 

「
郢
匠
乘
風
之
勢
」─

律
動
性 

「
雲
霧
軽
濃
之
勢
」─

律
動
性 

「
擒
猛
之
勢
」─

迫
力
性
、
構
成
性 

「
蚴
蟉
盤
旋
之
勢
」─

序
列
性
、
律
動
性 

「
点
画
上
下
偃
仰
離
合
之
勢
」─

構
成
性
、
序
列
性
、
律
動
性 
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「
無
凝
滞
之
勢
」─

序
列
性
、
律
動
性 

「
缥
緲
鴻
翥
之
勢
」─

律
動
性 

「
擺
拉
咀
嚼
之
勢
」─

迫
力
性
、
律
動
性 

 

⑵
「
勢
は
、
…
が
如
し
（
勢
如
…
）」、「
勢
は
、
…
に
似
る
（
勢
似
…
）」 

「
勢
似
凌
雲
」─

迫
力
性 

「
勢
如
斜
而
反
直
」─

構
成
性 

「
勢
若
飛
驚
」─

迫
力
性
、
律
動
性 

「
勢
欲
飛
透
」─

迫
力
性
、
律
動
性 

 

⑶
「
勢
＋
形
容
詞
（
○
勢
○
○
）」
、「
形
容
詞
＋
勢
（
○
○
勢
○
）」 

「
貌
艶
勢
珍
」─

構
成
性
、
序
列
性 

「
勢
奇
綺
而
分
馳
」─

序
列
性
、
律
動
性 

「
勢
和
体
均
」─

構
成
性
、
序
列
性 

「
勢
巧
形
密
」─

構
成
性
、
序
列
性 

「
触
勢
峯
鬱
」─

序
列
性
、
律
動
性 

「
鬱
勃
鋒
勢
」─

序
列
性
、
律
動
性 

 ⑷
前
術
語─

〈
勢
○
〉 

〈
勢
薄
〉─

迫
力
性 

〈
勢
逸
〉─

律
動
性 

〈
勢
動
〉─

律
動
性 

〈
勢
飛
騰
〉─

律
動
性 

〈
勢
崩
騰
〉─

迫
力
性 

 

⑸
後
術
語─

〈
○
勢
〉 

〈
形
勢
〉─

構
成
性 

〈
筆
勢
〉─

迫
力
性
、
序
列
性
、
律
動
性 

〈
收
勢
〉─

序
列
性
、
律
動
性 

〈
絶
勢
〉─

序
列
性
、
律
動
性 

〈
微
勢
〉─

序
列
性
、
律
動
性 

〈
仰
勢
〉─

序
列
性
、
律
動
性 

〈
数
勢
〉─

律
動
性 

〈
骨
勢
〉─

迫
力
性 

〈
体
勢
〉─

迫
力
性
、
構
成
性 

〈
字
勢
〉─

迫
力
性
、
構
成
性
、
序
列
性
、
律
動
性 

〈
驚
勢
〉─

迫
力
性
、
律
動
性 

〈
騁
勢
〉─

律
動
性 

〈
乏
勢
〉─

律
動
性 

〈
得
勢
〉─
構
成
性
、
序
列
性
、
律
動
性 
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〈
気
勢
〉─

迫
力
性
、
律
動
性 

〈
失
勢
〉─

構
成
性
、
律
動
性 

〈
取
勢
〉─
構
成
性
、
序
列
性
、
律
動
性 

〈
驚
騰
勢
〉─
迫
力
性
、
序
列
性
、
律
動
性 

〈
波
勢
〉─

律
動
性
、
構
成
性 

〈
峻
勢
〉─

迫
力
性 

〈
蠖
勢
〉─

律
動
性
、
構
成
性 

〈
極
勢
〉─

構
成
性 

〈
水
勢
〉─

迫
力
性
、
律
動
性 

〈
懸
勢
〉─

迫
力
性
、
律
動
性 

〈
識
勢
〉─

構
成
性 

〈
功
勢
〉─

構
成
性 

〈
筆
端
勢
〉─

迫
力
性
、
律
動
性 

〈
力
勢
〉─

迫
力
性 

〈
認
勢
〉─

構
成
性
、
序
列
性
、
律
動
性 

〈
意
勢
〉─

序
列
性
、
律
動
性 

〈
異
勢
〉─

構
成
性 

〈
逸
勢
〉─

律
動
性 

〈
飛
帆
勢
〉─

迫
力
性 

 
 

〈
象
〉、〈
形
〉、〈
力
〉
に
よ
っ
て
帰
納
し
た
〈
勢
〉
の
四
つ
の
特
性
と
術
語
の

意
味
と
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
術
語
の
主
な
性
質
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が

で
き
、
術
語
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

二
、〈
勢
〉
の
関
係
図─

〈
勢
〉
の
要
素
、〈
勢
〉
の
特
性
、
龍
の
喩
え
を
中
心

に 

 
 

 

〈
勢
〉
の
全
体
像
を
解
明
す
る
た
め
に
、〈
勢
〉
を
生
み
出
す
要
素
で
あ
る
〈
象
〉、

〈
形
〉
、
〈
力
〉、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
要
素
に
よ
っ
て
ま
と
め
た
〈
勢
〉
の
四
つ
特

性
、
お
よ
び
〈
勢
〉
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
喩
え
の
龍
を
基
礎
と
し
て
、
相
互

の
つ
な
が
り
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
つ
な
が
り
を
簡
単
に
表
わ
せ
ば
、

図
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

    

〈
象
〉
は
、〈
形
〉、〈
力
〉、〈
勢
〉
の
基
礎
で
あ
る
。〈
象
〉
が
な
け
れ
ば
、〈
形
〉、

〈
力
〉
、
〈
勢
〉
が
生
じ
え
な
い
。
〈
象
〉
の
喩
え
と
連
想
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な

形
体
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
喩
え
を
観
察
し
連
想
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
点
画
字
形
の
姿
、
書
作
全
体
の
構
成
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
た
だ
喩
え
の
姿
だ
け
を
取
る
な
ら
、
喩
え
の
外
形
の
輪
郭
の
み
を
得
て

〈
象
〉
→
〈
形
〉
→
〈
力
〉
→
〈
勢
〉 
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し
ま
い
、
生
気
、
精
力
を
出
せ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。
ゆ
え
に
、
喩
え
の
内
面
に

表
わ
れ
る
生
気
、
精
力
を
連
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
す
な
わ
ち
〈
力
〉

で
あ
る
。〈
形
〉
と
〈
力
〉
と
い
う
外
面
と
内
面
の
構
成
が
成
立
し
て
は
じ
め
て
、

〈
勢
〉
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
詳
細
な
つ
な
が
り
を
、
左
図
の
よ
う
に
示
す
。 

 
 

            

龍
は
、
〈
勢
〉
の
代
表
的
な
喩
え
で
あ
る
。
龍
を
持
つ
雄
性
的
、
神
秘
的
な
性

質
は
、
〈
勢
〉
の
根
幹
的
な
も
の
で
あ
る
。
雄
性
的
な
こ
と
は
、
主
に
強
力
、
雄

健
で
あ
り
、
健
や
か
な
生
命
力
を
生
み
出
す
基
で
あ
る
。
龍
以
外
に
、
ま
た
虎
、

豹
と
い
う
雄
性
的
な
喩
え
を
用
い
る
例
が
あ
る
。
神
秘
的
な
こ
と
は
、
権
威
、
不

思
議
さ
で
あ
り
、
圧
倒
さ
れ
捉
え
ら
れ
な
い
表
現
を
生
み
出
す
基
で
あ
る
。
こ
の

表
現
に
は
、
自
然
気
候
の
雲
や
霧
と
い
う
一
瞬
に
変
化
し
て
捉
え
難
い
喩
え
が
あ

り
、
ま
た
蛇
や
流
水
と
い
う
曲
線
的
に
進
ん
で
い
く
喩
え
も
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
。

龍
は
書
の
〈
勢
〉
を
最
も
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
喩
え
で
あ
り
、
龍
を
通
じ
て

〈
勢
〉
の
基
本
構
成
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
い
え
る
。 

 

漢
よ
り
唐
に
か
け
て
の
書
論
に
お
け
る
〈
勢
〉
の
術
語
を
考
察
す
る
と
、〈
勢
〉

は
〈
象
〉、〈
形
〉、〈
力
〉
と
緊
密
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。〈
勢
〉

を
生
み
出
す
た
め
に
、
〈
象
〉、
〈
形
〉
、
〈
力
〉
の
各
要
素
を
融
合
す
る
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、〈
象
〉
は
重
要
な
位
置
が
占
め
ら
れ
て
い
る
。 

〈
勢
〉
に
と
っ
て
、〈
象
〉
は
媒
介
で
あ
る
。 

〈
象
〉
は
、〈
勢
〉、〈
力
〉、〈
形
〉
三
者
を
結
び
つ
け
る
作
用
を
持
っ
て
い
る
。

〈
象
〉
は
、
龍
の
雄
性
的
、
神
秘
的
な
性
質
を
表
わ
す
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
〈
形
〉

と
〈
力
〉
を
連
結
す
る
作
用
を
持
つ
の
で
も
あ
る
。〈
力
〉
に
と
っ
て
、〈
象
〉
は

堅
実
な
力
量
の
喩
え
を
表
わ
し
、
緩
急
遅
速
の
速
度
の
喩
え
を
表
わ
す
。
本
論
の

第
二
章
第
八
節
「
〈
勢
〉
に
関
す
る
運
筆
用
筆
の
喩
え
」
に
取
り
上
げ
た
用
例
を

通
じ
て
、
〈
勢
〉
に
関
す
る
運
筆
用
筆
に
は
、
堅
実
な
力
量
と
緩
急
遅
速
の
速
度

と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
喩
え
を
基
に
し
て
、
力
量
と
速
度
の

イ
メ
ー
ジ
が
呼
び
起
さ
れ
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
書
写
技
巧
と
合
わ
せ
る
と
、
堅

実
な
力
強
い
筆
力
、
緩
急
遅
速
を
持
つ
運
筆
が
生
じ
る
。
堅
実
な
力
強
い
筆
力
と

生
物
の
根
幹
的

な
も
の
。 

【
比
喩
】
骨
、

筋
、
骨
力
、
筋

力
。 

  

連
続
に
動
き
出

す
も
の
。 

力
量
を
感
じ
る

も
の
。 

【
比
喩
】
雲
、

霧
、
虎
、
、
蛇
、

虫
、
流
水
。 

  

点
画
の
形
状
と

似
る
も
の
。 

互
い
に
相
応
す

る
も
の
。 

【
比
喩
】
兵
陣
、

弓
、
木
、
倚
側
、

偃
仰
。 

〈形〉        〈力〉 

 

 

〈勢〉 

 

 
迫
力
性-

内
外 

律
動
性-
速
遅 

     

〔
代
表
的
な
術
語
〕 

〈
筆
勢
〉
、〈
骨
勢
〉 

〔
代
表
的
な
術
語
〕 

〈
形
勢
〉
、〈
体
勢
〉 

序
列
性-

連
断 

構
成
性-

奇
正 

〈象〉 

（龍） 

 
静 

 

／ 

 

動 

 

体 

 

／ 

 

用 

 

雄性的 
神秘的 

骨、筋 用筆法
結体法 
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緩
急
遅
速
を
持
つ
運
筆
は
、〈
筆
勢
〉
の
基
で
あ
る
。〈
筆
勢
〉
を
は
じ
め
と
す
る

術
語
の
考
察
と
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
〈
力
〉
と
〈
象
〉
を
中
心
と
す
る
〈
勢
〉
の

特
性
は
、
迫
力
性
と
律
動
性
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
加
え
て
、
術
語
と

結
び
つ
く
品
評
語
の
意
味
を
通
じ
て
、
〈
筆
勢
〉
、
〈
骨
勢
〉
が
代
表
的
な
術
語
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

〈
形
〉
に
と
っ
て
、
〈
象
〉
は
姿
を
連
想
す
る
喩
え
、
構
成
を
連
想
す
る
喩
え

を
表
わ
す
。
第
二
章
第
七
節
「
〈
勢
〉
に
関
す
る
点
画
字
形
の
喩
え
」
を
通
じ
て
、

〈
勢
〉
に
関
す
る
点
画
字
形
に
は
、
俯
仰
向
背
を
持
つ
字
形
の
喩
え
が
あ
り
、
筆

順
に
よ
っ
て
生
じ
た
連
続
を
持
つ
喩
え
が
あ
る
。
そ
の
喩
え
を
基
に
し
て
、
姿
と

連
続
の
イ
メ
ー
ジ
が
呼
び
起
さ
れ
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
書
写
技
巧
を
合
わ
せ
て

は
じ
め
て
、
奇
と
正
に
よ
っ
て
生
じ
た
多
彩
な
字
形
、
連
と
断
に
よ
っ
て
生
じ
た

連
続
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
奇
と
正
に
よ
っ
て
生
じ
た
多
彩
な
字
形
、
連
と
断
に

よ
っ
て
生
じ
た
連
続
は
、〈
形
勢
〉
の
基
で
あ
る
。〈
形
勢
〉
を
は
じ
め
と
す
る
術

語
の
考
察
と
合
わ
せ
る
と
、〈
形
〉
と
〈
象
〉
を
中
心
と
す
る
〈
勢
〉
の
特
性
は
、

序
列
性
と
構
成
性
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
術
語
と
結
び
つ
く
品

評
語
の
意
味
を
通
じ
て
、
〈
形
勢
〉
、
〈
体
勢
〉
が
代
表
的
な
術
語
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。 

〈
勢
〉
に
と
っ
て
、〈
力
〉
は
根
幹
で
あ
る
。 

〈
力
〉
は
、
書
の
制
作
で
あ
、
品
評
語
で
あ
れ
、
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
書
論

に
お
い
て
は
、〈
筆
力
〉
と
い
う
術
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。〈
筆
力
〉
を
解
く
場

合
に
は
、
よ
く
生
命
体
を
生
み
出
す
基
礎
の
要
素
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
基

礎
の
要
素
は
、
漢
よ
り
唐
に
か
け
て
の
書
論
に
お
い
て
、
特
に
〈
骨
〉、〈
筋
〉、〈
肉
〉

が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
多
様
な
品
評
語
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、〈
筆
力
〉
の
独
特
な
範
疇
が
築
か
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、〈
筆
力
〉
と
〈
筆

勢
〉
は
、
同
じ
の
品
評
語
を
用
い
た
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
を
き
っ
か
け

に
し
て
、〈
勢
〉
と
〈
力
〉
の
つ
な
が
り
を
考
察
で
き
る
。 

本
論
の
第
四
章
「
〈
力
〉
と
〈
勢
〉
」
の
分
析
か
ら
、
〈
力
〉
を
生
み
出
す
た
め

に
は
、〈
骨
〉、〈
筋
〉、〈
肉
〉
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
上
で
、〈
力
〉
と

〈
勢
〉
の
品
評
語
を
対
照
す
る
と
、
両
者
の
関
係
は
、〈
肉
〉
よ
り
〈
骨
〉
と
〈
筋
〉

の
方
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
〈
骨
〉
と
〈
筋
〉
の
そ
れ
ぞ
れ

の
性
質
と
合
わ
せ
る
と
、〈
骨
〉
は
内
面
の
堅
実
な
力
量
で
あ
り
、〈
筋
〉
は
外
面

の
強
盛
な
力
量
で
あ
る
。〈
骨
〉
と
〈
筋
〉
に
は
、〈
骨
〉
が
生
じ
た
上
で
〈
筋
〉

が
生
じ
る
と
い
う
つ
な
が
り
が
あ
る
の
で
、
内
面
の
力
量
を
備
え
て
は
じ
め
て
、

外
面
の
力
量
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
ま
と
め
う
る
。
し
た
が
っ
て
、〈
勢
〉

は
、
内
面
の
堅
実
の
力
量
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
こ
の
力
量
を
外
面
に
発
す
る
こ

と
が
で
き
る
。〈
勢
〉
の
強
く
迫
る
力
量
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
力
量
の

根
幹
は
、〈
骨
〉
と
〈
筋
〉
を
備
え
る
〈
力
〉
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、〈
力
〉
が
実
体
の
も
の
、
根
本
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、〈
勢
〉
は
作

用
の
も
の
、
従
属
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
実
体
と
作
用
、
根
本
と
従
属
の
つ
な
が

り
を
基
に
す
れ
ば
、〈
力
〉
と
〈
勢
〉
は
、「
体
」
と
「
用
」
の
関
係
に
結
び
付
け
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ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

〈
勢
〉
に
と
っ
て
、〈
形
〉
は
依
存
で
あ
る
。 

〈
形
〉
は
、
点
画
字
形
と
書
作
全
体
を
論
じ
る
際
に
重
要
な
用
語
で
あ
り
、
書

論
に
お
い
て
も
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
書
論
に
お
い
て
、
〈
形
〉
と
よ
く
結
び
つ

く
語
と
し
て
、
〈
勢
〉
は
も
ち
ろ
ん
、
〈
体
〉
も
用
い
ら
れ
る
。
〈
形
〉
と
〈
勢
〉

の
つ
な
が
り
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
〈
体
〉
を
加
え
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

第
三
章
「
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
」
の
分
析
を
通
じ
て
、
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
に
は
、
相

反
す
る
つ
な
が
り
が
あ
る
。
こ
の
つ
な
が
り
に
は
、
特
に
用
筆
法
と
結
体
法
が
重

要
で
あ
る
。
用
筆
法
に
従
わ
な
い
と
、
書
か
れ
た
点
画
は
た
だ
墨
で
塗
ら
れ
た
も

の
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
結
体
法
に
従
わ
な
い
と
、
組
み
立
て
ら
れ
た
字
形
は
、

ま
と
ま
り
が
な
い
分
散
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
お
、
用
筆
法
と
結
体
法

に
は
、
運
筆
の
軌
跡
と
筆
順
の
順
序
が
残
さ
れ
る
。
こ
の
運
筆
の
軌
跡
と
筆
順
の

順
序
は
、〈
勢
〉
を
生
み
出
す
上
で
重
要
で
あ
る
。〈
形
〉
と
〈
勢
〉
の
関
係
か
ら
、

書
か
れ
た
点
画
字
形
の
中
に
、
運
筆
の
軌
跡
と
筆
順
の
順
序
を
感
じ
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
点
画
字
形
の
〈
形
〉
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
用
筆
法
と
結
体
法
に
よ

る
運
筆
の
軌
跡
と
筆
順
の
順
序
の
〈
勢
〉
を
理
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

逆
に
、
用
筆
法
と
結
体
法
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
運
筆
の
軌
跡
と
筆
順
の
順
序
の

〈
勢
〉
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
書
か
れ
た
点
画
字
形
の
〈
形
〉
は
、
た

だ
黒
い
輪
郭
だ
け
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
用
筆
法
と
結
体
法
は
〈
形
〉
と
〈
勢
〉

を
共
に
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
〈
形
〉
と
〈
勢
〉
の
依
存
関
係
を
結
び
つ
け

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
〈
形
〉
は
固
定
す
る
も
の
、
構
成
す
る
も
の
で

あ
り
、〈
勢
〉
は
行
動
す
る
も
の
、
継
続
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
固
定
と
行
動
、

構
成
と
継
続
を
基
に
す
れ
ば
、〈
形
〉
と
〈
勢
〉
は
、「
静
」
と
「
動
」
の
関
係
に

な
る
。 
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附
章 

〈
勢
〉
の
術
語
の
一
覧 

 

こ
の
一
覧
は
、『
法
書
要
録
』、『
墨
池
編
』
、『
書
苑
精
華
』
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、

〈
勢
〉
に
関
す
る
術
語
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
冊
の
配
列
に
よ
っ
て
、

年
代
順
に
従
っ
て
並
べ
る
。
本
文
に
引
用
す
る
テ
キ
ス
ト
は
、
以
下
で
あ
る
。 

⑴
『
法
書
要
録
』
唐 

張
彦
遠
（
津
逮
秘
書
本
、
『
芸
術
叢
編
』
第
一
集
、
台
湾

世
界
書
局
、
一
九
六
二
年
） 

⑵
『
墨
池
編
』
北
宋 

朱
長
文
（
朱
氏
刊
本
、
『
中
国
書
画
全
書
』
第
一
冊
、
上

海
書
画
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
） 

⑶
『
書
苑
精
華
』
南
宋 

陳
思
（
汪
汝
瑮
家
蔵
本
、『
芸
術
叢
書
』、
北
京
図
書
館

出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
） 

便
宜
の
上
で
、『
法
書
要
録
』
を
〔
法
〕
、『
墨
池
編
』
を
〔
墨
〕、『
書
苑
精
華
』

を
〔
書
〕
に
略
記
す
る
。
各
巻
数
は
、
略
記
の
下
に
付
す
。
署
名
や
内
容
が
類
似

し
て
い
る
部
分
は
、『
法
書
要
録
』
の
テ
キ
ス
ト
を
基
準
と
し
て
、『
墨
池
編
』
と

『
書
苑
精
華
』
を
合
わ
せ
て
記
し
、
異
な
る
点
は
、
【
参
照
】
と
し
て
書
き
付
け

て
い
る
。
傍
点
筆
者
、
以
下
同
じ
。 

 

  

 

後
漢 

蔡
邕 

『
九
勢
八
字
訣
』〔
書
十
九
〕 

 

夫
書
肇
於
自
然
。
自
然
既
立
、
陰
陽
生
矣
。
陰
陽
既
生
、
形
勢
‧
‧

出
矣
。
藏
頭
護
尾
、

力
在
其
中
。
下
筆
用
力
、
肌
膚
之
麗
。
故
曰
勢
來
不
可
止
、
勢
去
不
可
遏
、
惟
筆

軟
則
奇
怪
生
焉
。
凡
落
筆
結
字
、
上
皆
覆
下
、
下
以
承
上
、
使
其
形
勢
‧
‧

遞
相
映
帶
、

無
使
勢‧
背
。 

 

魏 

劉
邵 

『
飛
白
書
勢
』〔
墨
十
一
〕 

鳥
魚
龍
蛇
、
龜
獸
仙
人
。
蚊
脚
偃
波
、
楷
隸
八
分
。
世
常
施
妙
、
索
草
鍾
眞
。
爰

有
飛
白
之
麗
、
貌
艷
勢‧
珍
（
参
照
１
）
。
若
乃
敷
折
毫
芒
、
纖
手
和
會
。
素
幹
氷
解
、

蘭
墨
電
掣
。
直
准
箭
馳
、
屈
擬
蠖
勢‧
。
繁
節
參
譚
、
綺
縻
循
殺
。
有
若
煙
雲
拂
蔚
、

交
紛
刻
斵
、
韓
盧
接
飛
、
宋
鵲
遊
逝
。 

【
参
照
】 

（
１
）
書
苑
精
華
巻
十
八
に
、「
貌
艷
芸
珍
」
と
な
す
。 

 

西
晋 

成
功
綏 

『
隸
書
体
』〔
書
三
〕 

或
輕
拂
徐
振
、
緩
按
急
挑
。
挽
橫
引
縱
、
左
牽
右
繞
。
長
波
鬱
拂
、
微
勢‧
縹
眇
（
参

照
１
）
。 

【
参
照
】 

（
１
）『
成
功
子
安
集
』
に
は
、「
微
勢
縹
緲
」
と
な
す
。 
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西
晋 

楊
泉 

『
草
書
賦
』〔
墨
十
一
〕 

惟
六
書
之
爲
體
、
美
草
法
之
最
奇
。
杜
垂
名
於
古
昔
、
皇
著
法
乎
今
斯
。
字
要
妙

而
有
好
、
勢‧
奇
綺
而
分
馳
、
解
隸
體
之
微
細
（
参
照
１
）
、
散
委
曲
而
得
宜
。
乍
抑
揚

而
奮
發
、
似
龍
鳳
之
騰
儀
。 

【
参
照
】 

（
１
）
書
苑
精
華
巻
二
十
『
草
書
賦
』
に
、「
勢
奇
綺
而
分
馳
、
解
隸
體
之
細
微
」

と
な
す
。 

 

西
晋 

衛
恒 

『
四
体
書
勢
』
〔
晋
書
巻
三
十
六
〕 

「
字
勢
」 

觀
其
措
筆
綴
墨
、
用
心
精
專
、
勢‧
和
體
均
、
發
止
無
間
。 

「
篆
勢
」 

揚
波
振
激
、
鷹
跱
鳥
震
。
延
頸
協
翼
、
勢‧
似
凌
雲
。 

「
隸
書
」 

鵠
宜
為
大
字
、
邯
鄲
淳
宜
為
小
字
、
鵠
謂
淳
得
次
仲
法
。
然
鵠
之
用

筆
、
盡
其
勢‧
矣
。 

 
 
 
 
 

修
短
相
副
、
異
體
同
勢‧
。
奮
筆
輕
舉
、
離
而
不
絕
。
纖
波
濃
點
、
錯

落
其
間
。 

「
草
勢
」 

崔
氏
甚
得
筆
勢
‧
‧

、
而
結
字
小
疏
。 

 
 
 
 
 

旁
點
邪
附
、
似
螳
螂
而
抱
枝
。
絕
筆
收
勢‧
、
餘
綖
糾
結 

 

西
晋 

索
靖 

『
書
勢
』
〔
墨
十
一
〕（
参
照
１
） 

命
杜
度
運
其
指
、
使
伯
英
回
其
腕
、
著
絕
勢‧
於
紈
素
、
垂
百
世
之
殊
觀
。 

【
参
照
】 

（
１
）
書
苑
精
華
巻
三
は
『
敘
草
書
勢
』
と
な
し
、
晋
書
索
靖
伝
は
『
草
書
状
』

と
な
す
。
ま
た
、
墨
池
篇
巻
二
の
『
草
書
勢
』
と
の
内
容
が
類
似
し
て
い

る
。 

 

東
晋 

王
珉 

『
行
書
状
』〔
書
三
〕 

詳
覽
字
體
、
究
尋
筆
跡
。
粲
乎
偉
乎
、
如
圭
如
璧
。
宛
若
盤
螭
之
仰
勢
‧
‧

、
翼
若
諸

鸞
之
舒
翮
。 

 

東
晋 

王
羲
之 

『
題
衛
夫
人
筆
陣
図
後
』〔
法
一
〕 

若
欲
學
草
書
、
又
有
別
法
、
須
緩
前
急
後
、
字
體
形
勢
‧
‧

、
状
如
龍
蛇
、
相
鉤
連
不

斷
（
参
照
１
）
。 

其
草
書
、
亦
復
須
有
篆
勢
‧
‧

、
八
分
、
古
隸
相
雜
。 

【
参
照
】 

（
１
）
書
苑
精
華
巻
一
『
王
右
軍
題
衛
夫
人
筆
陣
図
後
』
に
、
「
字
體
形
勢
、
状

等
龍
蛇
」
と
な
す
。 

 
東
晋 

王
羲
之 

『
王
羲
之
筆
陣
図
』〔
書
一
〕 

或
上
尖
如
枯
稈
、
或
下
細
若
針
芒
、
或
轉
側
之
勢‧
似
飛
鳥
空
墜
、
或
棱
側
之
形
如

流
水
激
來
（
参
照
１
）
。 
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【
参
照
】 

（
１
）
墨
池
編
巻
一
『
書
論
四
篇
』
に
、
「
或
上
大
如
稈
槀
、
或
下
細
如
針
韮
。

或
轉
發
似
鳥
飛
、
或
稜
側
如
流
水
」
と
な
す
。 

 

東
晋 

王
羲
之 

『
筆
勢
論
十
二
章
』
〔
書
一
〕（
参
照
１
） 

「
序
」 

懸
針
垂
露
之
踪
、
難
為
體
制
。
揚
波
騰
氣
之
勢‧
、
足
可
迷
人
（
参
照
２
）
。 

形
彰
而
勢
顯
。 

【
参
照
】 

（
１
）
墨
池
編
巻
二
に
は
、『
筆
勢
論
』
と
な
す
。 

（
２
）
墨
池
編
に
、
「
懸
針
垂
露
之
法
、
固
難
體
制
。
揚
波
騰
氣
之
勢
、
足
可
迷

人
」
と
な
す
。 

 

「
創
臨
章
第
一
」 

 

始
書
之
時
、
不
可
盡
其
形
勢
‧
‧

、
一
遍
正
腳
手
、
二
遍
少
得
形
勢
‧
‧

（
参
照
１
）
、
三
遍
微

微
似
本
、
四
遍
加
其
遒
潤
、
五
遍
兼
加
抽
撥
。 

【
参
照
】 

（
１
）
墨
池
編
に
、「
一
徧
正
其
脚
手
、
二
徧
須
形
勢
」
と
な
す
。 

 

「
視
形
章
第
三
」 

 

視
形
象
體
、
變
貌
猶
同
、
逐
勢‧
瞻
顏
、
高
低
有
趣
。 

分
間
布
白
、
上
下
齊
平
。
均
其
體
制
、
大
小
尤
難
。
大
者
促
之
貴
小
、
小
字
寬
之

貴
大
。
自
然
寬
狹
得
所
、
不
失
其
宜
。
橫
則
正
如
孤
舟
之
橫
江
渚
、
竪
則
直
若
春

笋
之
抽
寒
谷
（
参
照
１
）
。 

【
参
照
】 

（
１
）
墨
池
編
に
、「
三
曰
、
平
穩
爲
本
。
分
間
布
白
、
上
下
齊
平
、
均
其
體
勢
‧
‧

。

大
者
促
之
令
小
、
小
者
縱
之
令
大
。
自
然
寬
狹
得
所
、
不
失
其
宜
。
橫
則

正
、
若
長
舟
之
截
江
渚
。
竪
則
直
、
若
冬
笋
之
挺
寒
谷
」
と
な
す
。 

 

「
健
壯
章
第
六
」 

 

放
縱
宜
存
氣
力
、
視
筆
取
勢
‧
‧

。 

視
筆
取
勢
‧
‧

、
直
截
向
下
、
趣
義
常
存
、
無
不
醒
悟
。 

 

「
観
形
章
第
八
」 

 

夫
臨
文
用
筆
之
法
、
復
有
數
勢‧
、
並
悉
不
同
（
参
照
１
）
。 

 

憩
筆
之
勢‧
、
視
其
長
短
、
俟
失
。
右
脚
須
欠
也
。
息
筆
者
逼
逐
、
息
止
筆
勢
‧
‧

、
向

上
久
之
而
緊
抽
也
。 

翻
筆
者
先
然
、
翻
筆
轉
勢
‧
‧

、
急
而
疾
也
。
亦
不
宜
長
腰
短
項
也
。 

【
参
照
】 

（
１
）
墨
池
編
に
は
、
「
用
筆
之
法
、
復
有
數
勢
、
藏
鋒
者
大
、
側
筆
者
乏
」
と
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な
す
。 

 

「
開
要
章
第
九
」 

夫
作
字
之
勢‧
、
飾
甚
爲
難
。
鋒
銛
來
去
之
則
、
反
復
還
往
之
法
、
在
乎
精
熟
尋
察
、

然
後
下
筆
。 

 

「
節
制
章
第
十
」 

 

字
之
形
勢
‧
‧

、
不
得
上
寬
下
窄
（
参
照
１
）
。 

【
参
照
】 

（
１
）
墨
池
編
に
は
、
「
九
曰
、
字
體
之
形
、
不
宜
上
濶
下
狹
」
と
な
す
。 

 

「
譬
成
章
第
十
二
」 

 

緩
筆
定
其
形
勢
‧
‧

、
忙
則
失
其
規
矩
。
若
擬
目
前
要
急
之
用
、
闕
理
難
成
、
但
取
形

質
、
快
健
手
腳
（
参
照
１
）
。 

 

莫
以
字
小
易
而
忙
行
筆
勢
‧
‧

、
莫
以
字
大
難
而
慢
展
毫
頭
。 

【
参
照
】 

（
１
）
墨
池
編
に
は
、
「
緩
緩
臨
時
、
定
其
形
勢
、
勿
失
規
矩
。
若
擬
目
下
要
急

者
、
但
少
得
形
勢
、
復
令
快
健
。
手
脚
輕
便
」
と
な
す
。 

 

南
朝
宋 

羊
欣 

『
采
古
今
能
書
人
名
』〔
法
一
〕 

王
獻
之 

晉
中
書
令
。
善
隸
、
藁
、
骨
勢
‧
‧

不
及
父
、
而
媚
趣
過
之
。 

 

南
朝
宋 

虞
龢 

『
論
書
表
』〔
法
二
〕 

今
搨
書
皆
用
大
厚
紙
、
泯
若
一
體
同
度
。
翦
截
皆
齊
、
又
補
接
敗
字
、
體
勢
‧
‧

不
失
、

墨
色
更
明
（
参
照
１
）
。 

【
参
照
】 

（
１
）
書
苑
精
華
巻
十
四
に
、
「
今
摺
書
皆
用
大
厚
紙
。
泯
若
一
體
同
度
。
剪
裁

皆
齊
。
又
補
接
敗
字
。
體
勢
不
失
。
墨
色
更
明
」
と
な
す
。 

 

南
朝
宋 

王
僧
虔 

『
書
賦
』〔
書
二
十
〕 

故
其
委
貌
也
必
妍
、
獻
體
也
貴
壯
。
跡
乘
規
而
騁
勢‧
（
参
照
１
）
、
志
循
檢
而
懷
放
。 

【
参
照
】 

（
１
）
書
苑
精
華
巻
二
十
に
、「
迹
乘
規
而
騁
勢
」
と
な
す
。 

 

南
朝
宋 

王
僧
虔 

『
論
書
』〔
法
一
〕 

崔
瑗
筆
勢
‧
‧

甚
快
、
而
結
字
小
疏
（
参
照
１
）
。 

索
靖 

傳
芝
草
而
形
異
、
甚
矜
其
書
、
名
其
字
勢
‧
‧

曰
銀
鈎
蠆
尾
。 

【
参
照
】 

（
１
）
書
苑
精
華
巻
十
一
『
論
書
』
に
、
「
崔
瑗
筆
勢
甚
快
、
而
結
字
小
疎
」
と

な
す
。 
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南
朝
宋 

鮑
照 

『
飛
白
書
勢
銘
』
〔
書
十
八
〕 

輕
如
游
霧
、
重
似
崩
雲
。
絕
鋒
劒
摧
、
驚
勢
‧
‧

箭
飛
。 

 

南
朝
梁 

蕭
子
雲 
『
論
書
啓
』
〔
墨
四
〕 

三
十
六
著
晉
史
一
部
。
至
二
王
列
傳
、
欲
作
論
草
隷
法
、
言
不
盡
意
、
遂
不
能
成
、

止
論
飛
白
一
勢‧
而
已
。
十
餘
年
來
、
始
見
勑
旨
論
書
一
卷
、
商
略
筆
勢
‧
‧

、
洞
達
字

體
。
又
以
逸
少
不
及
元
常
、
猶
子
敬
不
及
逸
少
、
因
此
研
思
、
方
悟
隷
式
。 

 

南
朝
梁 

梁
武
帝 

『
観
鍾
繇
書
法
十
二
意
』
〔
書
十
九
〕 

逸
少
至
學
鍾
書
、
勢‧
巧
形
密
（
参
照
１
）
、
及
其
獨
運
、
意
疏
字
緩
。 

【
参
照
】 

（
１
）
書
苑
精
華
巻
十
九
に
、
「
勢
巧
形
容
」
と
な
す
。 

 

南
朝
梁 

梁
武
帝 

『
草
書
状
』
〔
書
三
〕 

飛
走
流
注
之
勢‧
、
驚
竦
峭
絕
之
氣
、
滔
滔
閒
雅
之
容
、
卓
犖
調
宕
之
志
。
百
體
千

形
、
巧
媚
爭
呈
。 

 

南
朝
梁 

梁
武
帝 

『
評
書
』
〔
書
五
〕 

王
羲
之
書
、
字
勢
‧
‧

雄
逸
。
如
龍
跳
天
門
、
虎
臥
鳳
闕 

(

参
照
１) 

。 

王
褒
書
悽
斷
風
流
、
而
勢‧
不
稱
貌
、
意
深
工
淺
、
猶
未
當
妙
。 

蕭
特
書
雖
有
家
風
、
而
風
流
勢
薄
‧
‧

、
猶
如
羲
、
獻
、
安
得
相
似
。 

【
参
照
】 

 
(

１)

墨
池
編
巻
六
『
書
評
』
に
、「
王
右
軍
書
、
字
勢
雄
強
。
如
龍
跳
天
門
、
虎

臥
鳳
閣
」
と
な
す
。 

  

南
朝
梁 

『
梁
武
帝
與
陶
隱
居
論
書
』「
梁
武
帝
答
書
・
第
四
」
〔
法
二
〕 

畫
促
則
字
勢
‧
‧

橫
、
畫
疎
則
字
形
慢
。
拘
則
乏
勢‧
、
放
又
少
則
。
純
骨
無
媚
、
純
肉

無
力
。
少
墨
浮
澀
、
多
墨
苯
鈍
。
比
竝
皆
然
、
任
意
所
之
。
自
然
之
理
也
。
若
抑

揚
得
所
、
趣
舍
無
違
。
値
筆
連
斷
。
觸
勢‧
峯
鬱
。
揚
波
折
節
。
中
規
合
矩
。
分
間

下
注
。
濃
纖
有
方
。
肥
瘦
相
和
。 

 

南
朝
梁 

『
梁
武
帝
與
陶
隱
居
論
書
』「
陶
弘
景
啓
・
第
七
」 

又
逸
少
學
鍾
、
勢
巧
‧
‧

形
密
、
勝
於
自
運
。 

 

南
朝
梁 

『
梁
武
帝
與
陶
隱
居
論
書
』「
陶
隱
居
啓
・
第
九
」 

 
阮
研
、
近
聞
有
一
人
學
研
書
、
遂
不
復
可
別
。
臣
比
郭
摹
所
得
、
雖
粗
寫
字
形
、

而
無
復
其
用
筆
迹
勢

‧
‧
‧
‧

（
参
照
１
）
。 

【
参
照
】 
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（
１
）
書
苑
精
華
巻
十
五
に
、
「
用
筆
跡
勢
」
と
な
す
。 

 

南
朝
梁 
陶
宏
景 

『
論
楊
許
三
僊
君
真
跡
』
〔
書
二
十
〕 

許
掾
書
乃
是
學
楊
、
而
字
體
勁
利
、
善
寫
經
畫
符
。
與
楊
相
善
、
鬱
勃
鋒
勢
‧
‧

、
殆

非
人
功
所
逮
。 

 

南
朝
梁 

庾
元
威 

『
論
書
』
〔
法
二
〕 

近
何
令
貴
隔
、
勢‧
傾
朝
野
。
聊
爾
疎
漏
、
遂
遭
十
穢
之
書
。 

 

南
朝
梁 

庾
肩
吾 

『
書
品
』
〔
法
二
〕 

書
名
起
於
玄
洛
、
字
勢
‧
‧

發
於
倉
史
。 

日
以
君
道
、
則
字
勢
‧
‧

圓
。
月
以
臣
輔
、
則
文
體
缺
。 

草
勢
‧
‧

起
於
漢
時
。 

若
探
妙
測
深
、
盡
形
得
勢‧
、
煙
華
落
紙
將
動
、
風
彩
帶
字
欲
飛
、
疑
神
化
之
所
為
、

非
人
世
之
所
學
。 

孟
皇
功
盡
筆
勢
‧
‧

、
字
入
帳
中
。 

 

南
朝
梁 

庾
肩
吾 

『
上
東
宮
古
迹
啓
』〔
墨
十
一
〕（
参
照
１
） 

芝
英
雲
氣
之
巧
、
未
損
松
鉛
。
鵲
反
鸞
驚
之
勢‧
、
不
侵
蒲
竹
。 

【
参
照
】 

（
１
）
書
苑
精
華
に
、『
謝
東
宮
古
跡
啟
』
と
な
す
。 

 

南
朝
梁 

梁
元
帝 

『
上
東
宮
古
迹
啓
』〔
墨
十
一
〕 

師
宜
八
分
之
巧
、
元
常
三
體
之
妙
、
史
籒
、
李
斯
之
篆
。
梁
鵠
、
曹
喜
之
書
、
莫

不
總
華
桂
宮
（
参
照
１
）
、
盈
滿
甲
舘
。
竊
以
鸞
驚
之
勢‧
、
旣
聞
之
於
索
靖
。
鷹
跱
之

巧
。 

【
参
照
】 

（
１
）
書
苑
精
華
巻
十
五
に
、
莫
不
總
萃
桂
宮
、
と
な
す
。 

 

南
朝
梁 

袁
昂 

『
古
今
書
評
』〔
法
二
〕 

蕭
思
話
書
走
墨
連
綿
、
字
勢
‧
‧

屈
强
、
若
龍
跳
天
門
、
虎
臥
鳳
闕
。
薄
紹
之
書
字
勢
‧
‧

蹉

（
参
照
１
）
、
如
舞
女
低
腰
、
仙
人
嘯
樹
。
乃
至
揮
毫
振
紙
、
有
疾
閃
飛
動
之

勢‧
。 

【
参
照
】 

（
１
）
書
苑
精
華
巻
五
に
、「
虎
臥
鳳
閣
、
薄
紹
之
書
字
勢
蹉
跎
」
と
な
す
。 

 

唐 

虞
世
南 

『
筆
髓
論
』〔
書
一
〕 

釋
真 

然
則
體
約
八
分
、
勢‧
同
章
草
、
而
各
有
趣
。 

釋
草 
或
體
雄
而
不
可
抑
、
或
勢
逸
‧
‧

而
不
可
止
。（
参
照
１
）〔
中
略
〕
故
兵
無
常
陣
、

字
無
常
體
矣
、
謂
如
水
火
、
勢
多
不
定
、
故
云
字
無
常
定
也
（
参
照
２
）
。 
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【
参
照
】 

（
１
）
墨
池
編
巻
二
『
筆
髓
論
』
に
、
「
或
氣
雄
不
可
抑
、
或
勢
逸
不
可
止
」
と

な
す
。 

（
２
）
墨
池
編
巻
二
『
筆
髓
論
』
、
「
亦
如
陣
兵
。
故
兵
無
常
陣
、
字
無
常
體
矣
」

と
な
す
。
水
火
の
喩
え
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

唐 

虞
世
南 

『
勸
学
篇
』〔
書
二
十
〕 

今
立
以
君
臣
之
體
、
類
以
攻
戰
之
勢‧
。
將
以
近
而
喻
遠
、
必
因
筌
而
得
兔
。 

 

唐 

李
嗣
眞 

『
書
後
品
』〔
法
三
〕 

上
下
品
一
十
二
人 

欧
陽
草
書
、
難
與
競
爽
。
如
旱
蛟
得
水
、
饞
兎
走
穴
、
筆
勢
‧
‧

恨
少
。
至
於
鐫
勒
及
飛
白
諸
勢‧
、
如
武
庫
矛
戟
、
雄
劎
森
森
（
参
照
１
）
。 

中
上
品
七
人 

阮
交
州
、
蕭
國
子
、
陶
隱
居
。
各
得
右
軍
一
體
。
故
稱
當
時
之
冠

絕
。
然
蕭
公
力
薄
。
終
不
迨
阮
。
漢
王
（
元
昌
）
作
獻
之
氣
勢
‧
‧

。
或
如
舞
劎
。
往

無
隣
幾
（
参
照
２
）
。 

中
中
品
十
二
人 

右
謝
公
縱
任
自
在
、
有
螭
盤
虎
踞
之
勢‧
。 

下
上
品
十
三
人 

錢
氏
（
錢
毅
）
小
篆
飛
白
、
寬
博
敏
麗
、
太
宗
貴
之
。
斛
斯
（
斛

斯
彥
明
）
筆
勢
‧
‧

、
咸
有
由
來
。 

 

【
参
照
】 

（
１
）
墨
池
編
巻
六
『
書
後
品
』
に
、「
至
於
鑴
勒
及
飛
白
諸
勢
。
如
武
庫
矛
戟
。

雄
劒
欲
飛
」
と
な
す
。 

 
 

 

書
苑
精
華
巻
四
『
書
後
品
』
に
、
「
至
於
鐫
勒
及
飛
白
諸
勢
。
如
武
庫
矛

戟
。
雄
劍
森
森
」
と
な
す
。 

（
２
）
墨
池
編
巻
六
『
書
後
品
』
に
、
「
漢
王
作
獻
之
氣
勢
。
或
如
劒
舞
。
往
往

隣
幾
」
と
な
す
。 

 
 

 

書
苑
精
華
巻
四
『
書
後
品
』
に
「
漢
王
作
獻
之
勢
氣
。
或
如
舞
劎
。
往
無

隣
幾
」
と
な
す
。 

 

唐 

徐
浩 

『
論
書
』〔
墨
二
〕 

右
軍
行
法
、
小
令
破
體
、
皆
一
時
之
妙
。
近
古
蕭
永
歐
虞
、
頗
傳
筆
勢
‧
‧

。
褚
薛
已

降
、
自
鄶
不
譏
矣
。 

用
筆
之
勢‧
、
特
須
藏
鋒
。
鋒
若
不
藏
、
字
則
有
病
、
病
且
未
去
。 

 

『
伝
授
訣
』〔
墨
二
〕 

當
審
字
勢
‧
‧

、
四
面
停
均
、
八
邊
俱
備
。 

 

『
用
筆
論
』〔
墨
二
〕 

其
墨
或
灑
或
淡
、
或
浸
或
燥
、
遂
其
形
勢
‧
‧

、
隨
其
變
巧
。 

 

唐 

『
唐
朝
敘
書
録
』〔
法
四
〕 
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今
吾
臨
古
人
書
、
殊
不
學
其
形
勢
‧
‧

、
惟
在
求
其
骨
力
。
及
得
其
骨
力
、
而
形
勢

．
．
自

生
耳
（
参
照
１
）
。 

【
参
照
】 

（
１
）
墨
池
編
巻
二
唐
太
宗
『
論
書
』
に
、
「
今
吾
臨
古
人
之
書
、
殊
不
學
其
形

勢
、
唯
在
求
其
骨
力
、
而
形
勢
自
生
」
と
な
す
。 

 

唐 

『
王
羲
之
伝
贊
』
〔
墨
十
一
〕 

獻
之
雖
有
父
風
、
殊
非
新
巧
。
觀
其
字
勢
‧
‧

疏
瘦
、
如
隆
冬
之
枯
樹
（
参
照
１
）
。 

其
唯
王
逸
少
乎
。
觀
其
點
曳
之
功
、
裁
成
之
妙
。
煙
霏
露
結
、
狀
若
斷
而
還
連
。

鳳
翥
龍
盤
、
勢‧
如
斜
而
反
直
（
参
照
２
）
。 

【
参
照
】 

（
１
）
書
苑
精
華
巻
二
十
に
、『
書
王
羲
之
伝
後
』
に
、「
觀
其
字
勢
踈
瘦
、
如
隆

冬
之
枯
樹
」
と
な
す
。 

（
２
）
書
苑
精
華
巻
二
十
に
、『
書
王
羲
之
伝
後
』
に
、「
其
惟
王
逸
少
乎
。
觀
其

點
曳
之
功
、
裁
成
之
妙
、
煙
霏
露
結
、
狀
若
斷
而
還
連
。
鳳
翥
龍
蟠
、
勢

如
斜
而
反
直
」
と
な
す
。 

 

唐 

孫
過
庭 

『
書
譜
』
〔
故
宮
真
蹟
釈
文
〕 

觀
夫
懸
針
垂
露
之
異
、
奔
雷
墜
石
之
奇
、
鴻
飛
獸
駭
之
資
、
鸞
舞
蛇
驚
之
態
、
絕

岸
頹
峰
之
勢‧
、
臨
危
據
槁
之
形
。 

好
異
尚
奇
之
士
、
玩
體
勢
‧
‧

之
多
方
。
窮
微
測
妙
之
夫
、
得
推
移
之
奧
赜
。 

意
違
勢
屈
‧
‧

、
二
乖
也
。 

 

唐 

褚
遂
良 

『
搨
本
樂
毅
記
』〔
法
三
〕 

筆
勢
‧
‧

精
妙
、
備
盡
楷
則
。 

 

唐 

李
約 

『
壁
書
飛
白
蕭
字
贊
』〔
法
三
〕 

余
每
閱
翫
此
迹
、
而
圖
書
之
光
、
如
逢
古
人
、
似
得
良
友
。
加
以
琴
酒
靜
暢
、
書

齋
晝
閒
、
榮
富
賤
貧
、
是
日
何
在
。
至
若
尋
翰
墨
輕
濃
之
勢‧
、
窮
點
畫
分
布
之
能
。

與
日
彌
深
、
隨
見
逾
妙
。 

昔
創
飛
白
、
蔡
氏
所
得
。
起
於
堊
帚
、
播
於
翰
墨
。
張
王
繼
作
、
子
雲
精
極
。
壁

昏
蜃
素
、
墨
古
池
色
。
翻
飛
露
白
、
乍
輕
乍
濃
。
翠
箔
映
雪
、
羅
衣
從
風
。
崩
雲

委
地
、
游
霧
縈
空
。
撥
剌
勢
動
‧
‧

、
蟉
蟠
氣
雄
。 

 

唐 

李
約 

『
高
平
公
蕭
斎
記
』〔
法
三
〕 

隴
西
李
君
約
、
於
江
南
得
蕭
子
雲
壁
書
飛
白
蕭
字
。
以
筆
勢
‧
‧

驚
絕
、
遂
匣
而
寶
之
。 

復
本
書
之
意
、
得
遙
覩
之
美
。
寂
對
虛
牖
、
勢‧
若
飛
驚
。
雖
烟
霧
交
飛
、
龍
鸞
縈

動
、
輕
旆
翻
揚
、
微
雲
卷
舒
、
不
能
狀
也
。 

 

唐 

張
諗 
『
蕭
齋
記
』〔
墨
十
三
〕 
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復
本
書
之
意
、
得
遙
覩
之
美
。
寂
對
虛
牖
、
勢‧
若
飛
驚
。
雖
煙
露
交
飛
、
龍
鸞
縈

動
。
輕
旆
翻
揚
、
微
雲
卷
舒
。
不
能
狀
也
。 

 

唐 

欧
陽
詹 
『
弔
九
江
驛
碑
材
文
幷
序
』
〔
墨
十
三
〕 

 

州
南
有
湖
、
湖
東
有
山
、
蛟
奔
螭
引
、
直
到
湖
心
、
頓
趾
之
處
、
則
茂
林
峭
石
、

勢‧
環
氣
勝
、
非
往
時
所
睇
。 

 

唐 

懐
素 

『
自
敘
』
〔
書
十
八
〕 

仰
書
此
以
冠
諸
篇
首
、
其
後
繼
作
不
絶
。
溢
乎
箱
篋
、
其
述
形
似
則
有
張
禮
部
云
、

奔
虵
走
虺
勢‧
入
座
、
驟
雨
旋
風
聲
滿
堂
（
参
照
１
）
。 

戴
御
史
叔
倫
云
、
心
手
相
師
勢‧
轉
奇
、
詭
形
恠
狀
飜
合
宜
。
人
人
欲
問
此
中
妙
、

懷
素
自
云
初
不
知
。 

【
参
照
】 

（
１
）
墨
池
編
巻
十
二
に
、「
驚
虵
飛
龍
勢
入
座
、
驟
雨
狂
風
聲
滿
堂
」
と
な
す
。 

 

唐 

王
邕 

『
懐
素
上
人
草
書
歌
』
〔
書
十
七
〕 

一
縱
又
一
橫
、
一
敧
又
一
傾
。
臨
江
不
羨
飛
帆
勢

‧
‧
‧

、
下
筆
長
為
驟
雨
聲
。 

 

唐 

魯
收 

『
懐
素
上
人
草
書
歌
』
〔
書
十
七
〕 

風
聲
吼
烈
隨
手
起
、
龍
虵
迸
落
空
壁
飛
。
連
掃
數
行
勢‧
不
絕
、
藤
懸
查
蹙
生
奇
節
。 

 

唐 

任
華 

『
懐
素
上
人
草
書
歌
』〔
書
十
七
〕 

擲
華
山
巨
石
以
為
點
、
掣
衡
嶽
陣
雲
以
為
畫
。
興
不
盡
、
勢‧
轉
雄
。 

 

唐 

蘇
渙 

『
懐
素
上
人
草
書
歌
』〔
書
十
七
〕 

又
如
吳
生
畫
鬼
神
、
魑
魅
魍
魉
驚
本
身
。
鈎
鎖
相
連
勢‧
不
絕
、
倔
強
毒
蛇
爭
屈
鐵
。 

 

唐 

貫
休 

『
懐
素
上
人
草
書
歌
』〔
書
十
七
〕 

羅
剎
石
上
坐
伍
子
胥
、
蒯
通
八
字
立
對
漢
高
祖
。 

勢‧
崩
騰
兮
不
可
止
、
天
機
暗

轉
鋒
鋩
裏
。 

 

唐 

皎
然 

『
張
伯
高
草
書
歌
』〔
書
十
七
〕 

有
時
凝
然
筆
空
握
、
情
在
寥
天
獨
飛
鶴
。
有
時
取
勢
‧
‧

氣
更
高
、
憶
得
春
江
千
里
濤
。

張
生
奇
絕
難
再
遇
、
草
罷
臨
風
展
輕
素
。 

 

唐 

皎
然 

『
陳
氏
童
子
草
書
歌
』〔
書
十
七
〕 

龍
爪
狀
奇
鼠
鬚
銳
、
冰
牋
白
皙
越
人
惠
。
王
家
小
令
草
最
狂
、
為
予
揮
灑
驚
騰
勢
‧
‧

。 

 

唐 

沈
亞
之 

『
敘
草
書
送
山
人
王
傳
父
』〔
書
十
八
〕 

豈
余
之
文
以
感
王
生
之
志
乎
、
於
皷
噪
劍
氣
之
勢‧
乎
、
顧
不
敏
誠
以
孤
生
之
望
也
。 
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唐 
張
懐
瓘 

『
書
議
』
〔
法
四
〕 

何
爲
取
象
其
勢‧
、
彷
彿
其
形
、
似
知
其
門
、
而
未
知
其
奧
。 

然
草
與
眞
有
異
。
眞
則
字
終
意
亦
終
、
草
則
行
盡
勢‧
未
盡
。
或
煙
收
霧
合
、
或
電

激
星
流
、
以
風
骨
爲
體
、
以
變
化
爲
用
。
有
類
雲
霞
聚
散
、
觸
遇
成
形
、
龍
虎
威

神
、
飛
動
增
勢
。 

子
敬
之
法
、
非
草
非
行
、
流
便
於
行
草
、
又
處
其
中
間
。
無
藉
因
循
、
寧
拘
制
則
、

挺
然
秀
出
、
務
於
簡
易
、
情
馳
神
縱
、
超
逸
優
游
、
臨
事
制
宜
。
從
意
適
便
、
有

若
風
行
雨
散
、
潤
色
開
花
、
筆
法
體
勢
‧
‧

之
中
、
最
爲
風
流
者
也
。 

今
僕
雖
不
能
其
事
、
而
輒
言
其
意
。
諸
子
亦
有
所
不
足
、
或
少
運
動
及
峻
險
、
或

少
波
勢
‧
‧

及
縱
逸
、
學
者
宜
自
損
益
也
。
異
能
殊
美
、
莫
不
備
矣
。 

 

唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
序
』
〔
法
七
〕 

流
芳
液
於
筆
端
、
忽
飛
騰
而
光
赫
。
或
體
殊
而
勢‧
接
、
若
雙
樹
之
交
葉
、
或
區
分

而
氣
運
。
似
兩
井
之
通
泉
、
庥
蔭
相
扶
。
津
澤
潛
應
、
離
而
不
絕
。 

 

唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
上
』
〔
法
七
〕 

八
分 

龍
騰
虎
踞
兮
勢‧
非
一
、
交
戟
橫
戈
兮
氣
雄
逸
、
楷
之
爲
妙
兮
備
華
實
。 

章
草 

史
游
製
草
、
始
務
急
就
、
婉
若
廻
鸞
、
攖
若
舞
袖
、
遲
廻
縑
簡
、
勢‧
欲
飛

透
、
敷
華
垂
實
。 

飛
白 

飛
白
、
變
楷
製
也
。
本
是
宮
殿
題
署
。
勢‧
旣
徑
丈
、
字
宜
輕
微
不
滿
、
名

爲
飛
白
。 

 
 

 

劉
彥
祖
飛
白
贊
云
、
蒼
頡
觀
鳥
、
悟
迹
興
文
。〔
中
略
〕
直
凖
箭
飛
、
屈

擬
蠖
勢
‧
‧

。 

草
書 

字
之
體
勢
‧
‧

、
一
筆
而
成
。
偶
有
不
連
、
而
血
脉
不
斷
。
及
其
連
者
、
氣
候

通
而
隔
行
。
唯
王
子
敬
明
其
深
指
。
故
行
首
之
字
、
往
往
繼
前
行
之
末
。

世
稱
一
筆
書
者
。 

 

唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
中
』〔
法
八
〕 

張
芝 

今
草
、
若
淸
澗
長
源
、
流
而
無
限
。
縈
廻
崕
谷
、
任
於
造
化
。
至
於
蛟
龍

駭
獸
、
奔
騰
拏
攫
之
勢‧
、
心
手
隨
變
、
窈
冥
而
不
知
其
所
如
、
是
謂
達
節

也
。 

索
靖 

章
草
、
幼
安
善
章
草
書
。
出
於
韋
誕
、
峻
險
過
之
。
有
若
山
形
中
裂
、
水‧

勢‧
懸
流
。
雪
嶺
孤
松
、
氷
河
危
石
、
其
堅
勁
則
古
今
不
逮
。
或
云
、
楷
法

則
過
於
瓘
、
然
窮
兵
極
勢
‧
‧

、
揚
威
耀
武
。
觀
其
雄
勇
、
欲
陵
於
張
、
何
但

於
衛
。 

韋
誕 

若
用
張
芝
筆
、
左
伯
紙
及
臣
墨
、
兼
此
三
具
、
又
得
臣
手
。
然
後
可
以
建

勁
丈
之
勢‧
、
方
寸
千
言
。
然
眞
迹
之
妙
、
亞
乎
索
靖
也
。 

張
華 
善
章
草
書
、
體
勢
‧
‧

尤
古
。
度
德
比
義
、
稽
叔
夜
之
倫
也
。 

王
洽 

書
兼
諸
法
、
於
草
尤
工
。
落
簡
揮
毫
、
有
郢
匠
乘
風
之
勢‧
、
雖
卓
然
孤
秀
、
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未
至
運
用
無
方
。 

孔
琳
之 

善
草
行
、
師
於
小
王
。
稍
露
筋
骨
、
飛
流
懸
勢
‧
‧

。 

歐
陽
詢 
彼
觀
其
迹
、
固
謂
其
形
魁
梧
耶
。
飛
白
冠
絕
、
峻
於
古
人
。
有
龍
蛇
戰

鬭
之
象
、
雲
霧
輕
濃
之
勢‧
。 

 

唐 

張
懐
瓘 

『
書
断
・
下
』
〔
法
九
〕 

徐
幹 

得
伯
張
書
藁
、
勢‧
殊
工
。
知
識
讀
之
、
莫
不
嘆
息
。 

張
超 

工
章
草
、
擅
名
一
時
、
字
勢
‧
‧

甚
峻
。 

蕭
思
話 

工
書
、
學
於
羊
欣
、
得
其
體
法
、
行
草
連
岡
盡
望
、
勢‧
不
斷
絕
。
雖
無

奇
峰
壁
立
之
秀
、
亦
可
謂
有
功
矣
。 

此
皆
天
下
之
聞
人
、
入
於
品
列
、
其
有
不
遭
明
主
以
展
其
材
、
不
遇
知
音
以
揚
其

業
、
葢
不
知
矣
。
亦
猶
道
雖
貴
、
必
得
時
而
後
動
、
有
勢‧
而
後
行
、
況
瑣
瑣
之
勢‧

哉
。 

逸
少
至
於
學
鍾
勢‧
巧
、
及
其
獨
運
、
意
疎
字
緩
。
譬
猶
楚
音
夏
習
、
不
能
無
楚
。 

子
敬
之
不
逮
眞
、
亦
劣
章
草
。
然
觀
其
行
草
之
會
、
則
神
勇
葢
世
。
況
之
於
父
、

猶
擬
抗
行
、
比
之
鍾
張
。
雖
勍
敵
、
仍
有
擒
猛
之
勢‧
。 

衛
恒
兼
精
體
勢
‧
‧

、
時
人
云
得
伯
英
之
骨
。 

 

唐 

張
懐
瓘 

『
文
字
論
』〔
法
四
〕 

其
草
諸
賢
未
盡
之
得
。
惟
張
有
道
創
意
物
象
、
近
於
自
然
、
又
精
熟
絕
倫
、
是
其

長
也
。
其
書
勢
‧
‧

不
斷
絕
、
上
下
鈎
連
。 

或
若
擒
虎
豹
、
有
強
梁
拏
攫
之
形
。
執
蛟
螭
、
見
蚴
蟉
盤
旋
之
勢‧
。
探
彼
意
象
、

如
此
規
模
。
忽
若
電
飛
、
或
疑
星
墜
。
氣
勢
‧
‧

生
乎
流
便
、
精
魄
出
於
鋒
芒
。 

 

唐 

張
懐
瓘 

『
六
体
書
論
』〔
書
十
二
〕 

臣
聞
形
見
曰
象
、
書
者
法
象
也
。
心
不
能
妙
探
於
物
、
墨
不
能
曲
盡
於
心
。
慮
以

圖
之
、
勢‧
以
生
之
、
氣
以
和
之
、
神
以
肅
之
、
合
而
栽
成
、
隨
變
所
適
。 

小
篆
者
、
李
斯
造
也
。
或
鏤
纖
屈
盤
、
或
懸
針
狀
貌
、
鱗
羽
參
差
而
互
進
、
珪
璧

錯
落
以
爭
明
、
其
勢‧
飛
騰
、
其
形
端
儼
。 

隸
書
者
、
程
邈
造
也
。
〔
中
略
〕
鍾
繇
法
于
大
篆
、
措
思
神
妙
、
得
其
古
風
、
亦

有
不
足
、
傷
于
疎
瘦
。
王
羲
之
比
鍾
繇
、
鋒
芒
峻
勢
‧
‧

、
多
所
不
及
、
於
增
損
則
骨

肉
相
稱
、
潤
色
則
婉
態
妍
華
、
是
乃
過
也
。 

草
書
者
、
張
芝
造
也
。
草
乃
文
字
之
末
、
而
伯
英
創
意
、
庶
乎
文
字
之
先
、
其
功

鄰
乎
篆
籀
、
探
於
萬
象
、
取
其
元
精
、
至
於
形
似
、
最
為
近
也
。
其
功
探
於
萬
象
、

取
其
元
精
、
至
於
形
似
、
最
為
近
也
。
字
勢
‧
‧

生
動
、
宛
若
天
然
、
實
得
造
化
之
姿
、

神
變
無
極
。 

夫
得
射
法
者
、
箭
則
中
物
而
深
入
、
為
勢‧
有
餘
矣
。
不
得
法
者
、
箭
乃
掉
而
近
、

物
且
不
中
、
入
固
不
深
、
為
勢‧
已
盡
矣
。
然
執
筆
亦
有
法
、
若
執
筆
淺
而
堅
、
掣

打
勁
利
、
掣
三
寸
而
一
寸
著
紙
、
勢‧
有
餘
矣
。
若
執
筆
深
而
束
、
牽
三
寸
而
一
寸

著
紙
、
勢‧
已
盡
矣
。
其
故
何
也
。
筆
在
指
端
則
掌
虛
、
運
動
適
意
、
騰
躍
頓
挫
、
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生
氣
在
焉
。
筆
居
半
則
掌
實
、
如
樞
不
轉
、
制
豈
自
由
。
轉
能
旋
回
、
乃
成
棱
角
、

筆
既
死
矣
、
寧
望
字
之
生
動
。 

 

唐 

張
懐
瓘 
『
論
用
筆
十
法
』
〔
書
二
〕 

偃
仰
向
背 

謂
兩
字
並
為
一
字
、
須
求
點
畫
上
下
、
偃
仰
、
離
合
之
勢‧
。 

真
草
偏
枯 

謂
兩
字
成
三
字
、
不
得
真
草
合
成
一
字
、
謂
之
偏
枯
、
須
求
映
帶
、

字
勢
‧
‧

雄
媚
。 

遲
澀
飛
動 

謂
勒
鋒
磔
筆
、
字
須
飛
動
、
無
凝
滯
之
勢‧
、
是
得
法
。 

遲
筆
法
在
於
疾
、
疾
筆
法
在
於
遲
、
逆
入
倒
出
、
取
勢
‧
‧

加
攻
、
診
候
調
停
、
偏
宜

寂
靜
。
其
於
得
妙
、
須
在
功
深
、
草
草
求
玄
、
終
難
得
也
。 

 

唐 

張
懐
瓘 

『
玉
堂
禁
經
』
〔
墨
三
〕 

夫
人
工
書
、
須
從
師
授
、
必
先
識
勢‧
、
乃
可
加
功
。
功
勢
‧
‧

既
明
、
則
務
遲
澀
。
遲

澀
分
矣
、
無
係
拘
跔
。
拘
跔
既
亡
、
求
諸
變
態
。
變
態
之
旨
、
在
於
奮
研
。
奮
研

之
理
。
資
於
異
狀
。
異
狀
之
變
、
無
溺
荒
僻
。
荒
僻
去
矣
、
務
於
神
彩
。
神
彩
之

至
、
幾
於
玄
微
。
則
宕
逸
無
方
矣
。 

「
用
筆
法
」 

夫
書
之
為
體
、
不
可
專
執
。
用
筆
之
勢‧
、
不
可
一
概
。 

八
法
起
於
隸
字
之
始
、
後
漢
崔
子
玉
歷
鍾
、
王
已
下
、
傳
授
所
用
。
八
體
該
於
萬

字
、
墨
道
之
最
、
不
可
不
明
也
。
又
先
達
八
法
之
外
，
更
相
五
勢
‧
‧

以
備
制
度
。 

一
曰
鉤
裹
勢

‧
‧
‧

、
須
圓
而
憿
鋒
、
罔
、
閔
二
字
用
之
。 

二
曰
鉤
努
勢

‧
‧
‧

、
須
圓
角
而
趯
、
均
、
勻
、
旬
、
勿
字
用
之
。 

三
曰
袞
筆
勢

‧
‧
‧

、
須
按
鋒
上
下
衄
之
、
今
、
令
字
下
點
用
之
。 

四
曰
抬
筆
勢

‧
‧
‧

、
緊
策
之
、
鍾
法
上
字
用
之
。 

五
曰
奮
筆
勢

‧
‧
‧

、
須
險
策
之
、
草
書
一
、
二
、
三
字
用
之
。 

又
有
用
筆
腕
下
起
伏
之
法
、
用
則
有
勢‧
、
字
無
常
形
。 

一
曰
頓
筆
、
摧
鋒
驟
衄
是
也
、
則
努
法
下
腳
用
之
。 

二
曰
挫
筆
、
挨
鋒
捷
進
是
也
、
下
三
點
皆
用
之
。 

三
曰
馭
鋒
、
直
撞
是
也
、
有
點
連
物
則
名
暗
築
、
目
、
其
是
也
。 

四
曰
蹲
鋒
、
緩
毫
蹲
節
、
輕
重
有
準
是
也
、
一
、
乙
等
用
之
。 

五
曰
足存
鋒
、
駐
筆
下
衄
是
也
。
夫
有
趯
者
、
必
先
足存
之
、
刀
、
是
也
。 

六
曰
衄
鋒
、
住
鋒
暗
挼
是
也
。
烈
火
用
之
。 

七
曰
趯
鋒
、
緊
御
澀
進
、
如
錐
畫
石
是
也
。 

八
曰
按
鋒
、
囊
鋒
虛
闊
、
章
草
磔
法
用
之
。 

九
曰
揭
筆
、
側
鋒
平
發
。
人
、
天
腳
是
也
、
如
鳥
爪
形
。 

「
烈
火
異
勢
」 

此
名
烈
火
勢

‧
‧
‧

、
出
於
正
體
、
書
於
銘
石
時
、
或
用
之
。
法
以
發
勢
‧
‧

築
、
迅
激
而
勁

側
、
從
字
頭
、
愈
字
腳
用
之
。 

此
名
各
自
立
勢

‧
‧
‧

、
勢‧
則
抵
背
潛
衄
、
視
之
不
見
、
考
之
則
彰
、
乃
鍾
法
、
即
繇
白

然
字
下
是
耳
。
後
王
逸
少
用
之
不
怠
、
隸
用
之
。 
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此
名
聯
飛
勢

‧
‧
‧

、
似
連
綿
相
顧
不
絕
。
法
以
暗
衄
而
微
著
、
勢‧
以
輕
揭
而
潛
趯
、
乃

右
軍
變
於
鍾
法
而
參
諸
行
法
、
則
樂
毅
論
燕
字
、
無
字
、
時
或
用
之
、
為
後
遵
用
、

守
而
不
替
、
至
於
今
矣
。 

此
名
布
棋
俗
勢

‧
‧
‧
‧

、
凡
拙
不
可
為
也
。 

「
散
水
異
法
」 

此
名
遞
相
顯
異
、
意
以
或
藏
或
露
、
狀
類
不
同
。
法
以
剛
側
而
中
偃
、
下
潛
挫
而

趯
鋒
、
則
右
軍
黃
庭
經
、
樂
毅
論
用
此
也
。 

此
名
潛
相
矚
視
、
外
雖
解
摘
、
內
則
相
附
。
此
蓋
鍾
法
、
上
、
下
以
潛
鋒
暗
衄
、

下
以
迅
趯
而
捷
遣
。
右
軍
遵
用
之
、
於
真
隸
常
為
之
。 

此
行
書
、
法
以
微
按
而
餉
揭
、
意
以
輕
利
為
美
。
鍾
、
張
、
二
王
行
書
、
並
用
此

法
。 

此
草
書
、
法
以
借
勢
‧
‧

捷
遣
而
已
、
若
失
之
以
緩
滯
、
即
其
為
病
甚
矣
。
不
可
不
慎

也
。 

「
勒
法
異
勢
」 

此
名
鱗
勒
。
鱗
勒
之
中
、
勢‧
存
仰
策
、
而
收
雖
云
仰
收
、
無
使
芒
角
、
芒
角
則
失

於
遒
潤
矣
。
鍾
、
王
以
下
常
用
之
。 

此
名
借
勢
‧
‧

。
法
以
不
仰
策
及
鱗
勒
、
但
取
古
勁
枯
澀
、
無
求
銛
利
、
則
其
妙
也
。

右
軍
通
變
以
避
駢
勢
‧
‧

、
夫
為
真
隸
必
先
用
之
。 

此
名
草
勢
‧
‧

、
法
以
險
策
捷
挫
、
鋒
露
飛
動
而
己
。 

此
名
平
布
、
凡
俗
不
可
用
也
。 

「
策
變
異
勢
」 

此
名
遞
相
顯
異
、
法
以
上
背
筆
而
仰
策
、
下
緊
趯
而
覆
收
。
則
鍾
書
常
用
此
、
王

逸
少
參
而
行
之
。 

此
名
借
勢
‧
‧

、
不
務
策
、
勒
、
但
取
古
澀
而
已
。
雖
云
古
澀
、
用
筆
之
意
、
不
忘
仰

覆
之
理
。 

此
名
章
草
、
草
書
之
勢‧
、
法
以
險
勁
飛
動
。
鍾
、
張
、
二
王
章
草
、
草
書
、
常
用

此
法
也
。 

此
名
布
算
、
時
俗
所
貴
、
非
墨
家
之
態
、
戒
之
。 

「
三
畫
異
勢
」 

此
名
遞
相
解
摘
。
三
畫
用
筆
、
勢‧
相
類
、
不
求
變
異
、
則
涉
凡
淺
。
法
以
上
畫
潛

鋒
平
勒
、
中
畫
背
筆
仰
策
、
下
畫
緊
趯
覆
收
。
此
蓋
王
法
、
則
黃
庭
經
「
三
門
」

「
三
」
字
用
之
。 

此
名
遞
相
竦
峙
、
蓋
行
書
用
之
。
法
以
上
勒
側
而
中
策
、
下
奮
筆
橫
飛
。
鍾
、
張
、

二
王
行
草
、
並
依
此
法
。 

此
名
峭
峻
勢

‧
‧
‧

、
亦
草
書
之
法
、
險
利
為
勝
。 

此
名
畫
卦
勢

‧
‧
‧

、
俗
鄙
不
可
用
。 

「
啄
展
異
勢
」 

此
人
、
入
等
法
、
法
以
左
罨
略
而
迅
利
、
右
潛
趯
而
戰
行
、
行
勢‧
盡
而
微
著
摘
、

出
而
暗
收
。
脫
若
便
拋
、
下
虞
流
滑
、
則
冥
於
凡
淺
。
梁
庚
肩
吾
書
論
云
、
將
欲

放
而
更
留
、
謂
此
。 
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此
名
交
爭
勢

‧
‧
‧

、
蓋
行
草
法
也
。
法
以
衄
鋒
啄
掣
、
捷
速
疾
進
、
為
勢‧
若
交
急
、
意

存
力
敵
、
失
之
於
鈍
滑
、
斯
可
慎
也
。
陳
沙
門
智
永
常
用
此
法
。 

此
名
章
草
之
法
。
法
以
潛
按
而
微
進
、
輕
揭
而
暗
收
、
趯
之
欲
利
、
按
之
欲
輕
、

輕
則
滑
勁
而
神
清
、
肥
乃
質
滯
而
俗
鈍
。
王
濛
草
善
於
此
法
。 

「
乙
腳
異
勢
」 

此
名
外
略
法
、
蹲
鋒
緊
略
、
徐
擲
之
。
不
欲
速
、
速
則
失
勢
‧
‧

。
不
欲
遲
、
遲
則
緩

怯
。
此
法
蓋
鍾
法
、
稍
涉
於
八
分
、
散
隸
、
則
歐
陽
詢
守
而
不
替
。 

此
名
蠆
毒
法
、
法
以
引
過
其
曲
、
微
以
輕
足存
其
鋒
、
又
以
徐
收
而
趯
之
。
不
欲
出
、

欲
出
則
暗
收
、
如
芒
刺
為
善
。
梁
庾
肩
吾
書
論
云
、
欲
挑
還
置
、
謂
駐
鋒
而
後
趯

也
。 

「
宀
頭
異
勢
」 

此
名
若
足存
、
夫
上
點
既
駐
筆
挫
鋒
、
左
右
亦
須
挫
鋒
、
橫
畫
亦
須
挫
筆
。
何
者
、

勢‧
須
順
、
戒
在
及
異
、
則
王
書
告
誓
實
字
之
是
也
。 

此
名
各
相
顯
異
、
上
點
既
側
、
橫
畫
則
勒
、
左
衄
筆
而
擺
鋒
、
右
峻
啄
以
輕
揭
、

則
王
書
告
誓
容
字
之
是
也
。 

此
行
書
法
、
法
以
圓
而
飛
動
為
妙
。 

此
章
草
書
之
法
、
其
於
險
側
、
務
在
露
鋒
、
其
於
勾
裹
、
忌
於
緩
滯
。
人
不
得
法
、

則
失
之
忽
微
耳
、
切
慎
之
。 

「
倚
戈
異
勢
」 

此
名
折
芒
勢

‧
‧
‧

、
法
以
潛
鋒
緊
趯
、
趯
意
盡
、
乃
潛
收
之
、
而
趯
走歷
之
。
鍾
繇
哉
字

是
也
。 

此
名
禿
出
、
上
下
縮
鋒
。
雖
言
縮
鋒
、
亦
須
潛
趯
而
頓
衄
、
則
虞
世
南
常
用
斯
法

也
。 

此
名
借
勢
‧
‧

、
既
不
潛
趯
、
而
暗
趯
、
法
以
勁
利
而
捷
遣
、
則
虞
少
監
、
歐
陽
率
更

用
此
法
也
。 

此
名
背
、
趯
時
用
之
。
蓋
所
以
失
之
於
前
、
正
之
於
後
、
故
右
軍
有
言
曰
、
上
俯

而
過
矣
、
下
衄
勾
而
就
之
。
則
告
誓
後
載
字
是
也
。 

「
頁
腳
異
勢
」 

此
狀
上
畫
平
勒
而
仰
收
、
其
次
暗
築
而
憿
鋒
、
左
右
謂
之
鉤
裹
、
其
中
布
點
相
顧

以
更
稱
美
。
夫
以
上
竦
之
而
仰
策
、
則
中
偃
而
平
收
、
夫
以
策
而
再
竦
、
則
左
啄

而
右
側
。
故
鍾
、
張
、
二
王
應
從
頁
並
用
之
。 

此
名
斗
、
折
不
仰
不
策
、
點
不
偃
不
收
、
謂
之
壘
塹
、
張
長
史
名
之
總
櫺
、
非
書

家
所
為
也
。 

「
垂
針
異
勢
」 

此
名
頓
筆
、
以
摧
挫
為
工
。
此
乃
古
法
、
鍾
元
常
守
而
不
失
、
改
為
垂
露
。 

此
名
懸
針
、
古
無
此
法
、
右
軍
書
曲
江
序
、
年
字
緣
向
下
頓
筆
、
歲
字
三
畫
藏
鋒
，

與
年
字
頓
相
逼
、
遂
改
為
垂
露
頓
筆
直
下
垂
針
。
後
人
立
懸
針
相
承
、
遵
此
也
。 

「
三 
結
裹
法
」 

夫
言
抑
左
升
右
者
、
圖
、
國
、
圓
、
冏
等
字
是
也
。 

附章 〈勢〉の術語の一覧 



- 203 - 

 

夫
言
舉
左
低
右
者
、
崇
、
豈
、
耑
等
字
是
也
。 

夫
言
促
左
展
右
者
、
尚
、
勢
、
常
、
宣
、
寡
等
字
是
也
。 

夫
言
實
左
虛
右
者
、
月
、
周
、
用
等
字
是
也
。 

夫
言
左
右
揭
腕
之
勢
者
、
令
、
人
、
入
等
字
是
也
。 

夫
言
一
上
一
下
不
齊
之
勢
者
、
行
、
何
、
川
等
字
是
也
。 

夫
言
用
鉤
裹
之
勢

‧
‧
‧
‧

者
、
罔
、
岡
、
白
、
田
等
字
是
也
。 

夫
言
欲
挑
還
置
之
勢

‧
‧
‧
‧
‧
‧

者
、
元
、
行
、
乙
、
寸
等
字
是
也
。 

夫
言
用
鉤
努
之
勢

‧
‧
‧
‧
‧

者
、
均
、
勻
、
旬
、
勿
等
字
是
也
。 

夫
言
將
欲
放
而
更
留
者
、
人
、
入
、
木
、
火
等
字
是
也
。 

凡
工
書
、
點
畫
體
理
精
玄
、
約
象
立
名
、
究
之
可
悟
。
豈
不
以
點
如
利
鑽
鏤
金
、

畫
如
長
錐
界
石
、
仿
玆
用
筆
、
坐
進
千
里
。 

夫
書
第
一
用
筆
、
第
二
識
勢
‧
‧

、
第
三
裹
束
。
三
者
兼
備
、
然
後
為
書
。
茍
守
一
途
、

即
為
未
得
。 

夫
用
筆
起
止
、
偏
旁
向
背
、
其
要
在
蹲
馭
。
起
伏
失
勢
‧
‧

、
豈
止
於
散
水
、
烈
火
。

其
要
在
權
變
、
改
置
裹
束
、
豈
止
於
虛
實
展
促
。
其
要
歸
於
互
出
。
曉
此
三
者
、

始
可
言
書
。 

 

唐 

李
陽
氷 

『
上
李
大
夫
論
古
篆
書
』〔
墨
一
〕（
参
照
１
） 

於
天
地
山
川
、
得
方
圓
流
峙
之
形
。
於
日
月
星
辰
、
得
經
緯
昭
回
之
度
。
於
雲
霞

草
木
、
得
霏
布
滋
蔓
之
容
。
於
衣
冠
文
物
、
得
揖
讓
周
旋
之
禮
。
於
鬢
眉
口
鼻
、

得
喜
怒
、
慘
舒
之
分
。
於
蟲
魚
禽
獸
、
得
屈
伸
飛
動
之
理
。
於
骨
角
齒
牙
、
得
擺

拉
咀
嚼
之
勢‧
。 

霜
深
筆
冷
、
未
窮
體
勢
‧
‧

、
儻
歸
奏
之
日
、
一
使
聞
天
、
非
小
人
之
已
務
、
是
大
夫

之
功
業
。 

【
参
照
】 

（
１
）
書
苑
精
華
巻
十
六
に
、『
上
採
訪
李
大
夫
書
』
と
な
す
。 

 

唐 

唐
玄
度 

『
十
体
書
』
〔
墨
一
〕 

八
分 

後
漢
章
帝
時
上
谷
王
次
仲
所
造
。
以
古
書
字
形
少
波
勢
‧
‧

、
乃
作
八
分
楷

法
、
始
有
楷
法
也
。 

垂
露 

漢
曹
喜
所
造
。
喜
以
工
篆
聞
於
京
師
、
章
帝
見
而
善
之
、
又
作
垂
露
法
。

字
如
懸
針
而
勢‧
不
纖
、
阿
那
若
濃
露
之
垂
。 

 

唐 

竇
臮 

『
述
書
賦
・
上
』
〔
法
五
〕 

處
約
、
道
胤
（
参
照
１
）
、
家
之
後
俊
。
狂
草
勢‧
而
兄
優
、
謹
正
書
而
弟
潤
。 

幼
子
子
敬
、
創
草
破
正
。
雍
容
文
經
、
踴
躍
武
定
。
態
遺
妍
而
多
狀
、
勢‧
繇
已
而

靡
罄
（
参
照
２
）
。 

高
利
迅
薄
、
連
屬
欹
傾
。
猶
鳥
避
羅
而
勢‧
側
、
泉
激
石
而
分
橫
。
即
王
述
也
。 

長
茂
草
勢
‧
‧

、
旣
捷
而
疎
（
参
照
３
）。
慕
王
不
及
、
獨
斷
所
如
。
猶
鷙
鳥
擊
搏
而
失
中
、

因
蹭
蹬
於
古
墟
。
沈
嘉
、
字
長
茂
、
吳
郡
人
、
晉
吳
興
太
守
。 
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文
海
緊
快
、
勢
逸
‧
‧

氣
高
。
未
忘
俗
格
、
銳
意
操
刀
。
猶
樂
成
名
於
朝
野
、
嗤
遁
跡

於
蓬
蒿
。
王
籍
、
字
文
海
、
瑯
琊
人
、
僧
虔
子
、
梁
左
塘
令
。 

仲
倫
則
快
速
無
度
。
馳
突
不
疎
。
尺
題
已
終
。
筆
勢
‧
‧

仍
餘
。
似
逸
籠
檻
之
衆
鳥
。

恣
飛
鳴
之
所
如
。
沈
君
理
字
仲
倫
、
吳
興
人
、
陳
尚
書
吏
部
郎
中
駙
馬
都
尉
（
参
照

４
）
。 

【
参
照
】 

（
１
）
墨
池
編
巻
十
一
は
同
じ
で
あ
る
。
書
苑
精
華
巻
九
に
、「
道
允
」
と
な
す
。 

（
２
）
墨
池
編
と
書
苑
精
華
に
、
「
勢
由
己
而
靡
罄
」
と
な
す
。 

（
３
）
墨
池
編
は
同
じ
で
あ
る
。
書
苑
精
華
に
、
「
長
茂
草
勢
、
旣
捷
而
疎
」
と

な
す
。 

（
４
）
こ
の
句
は
、
法
書
要
録
と
墨
池
編
の
『
述
書
賦
・
上
』
に
収
録
さ
れ
て
い

る
が
、
書
苑
精
華
の
『
述
書
賦
・
下
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
述
書
賦
・
下
』
〔
法
六
〕 

延
安
君
則
快
速
不
滯
、
若
懸
流
得
勢

‧
‧
‧
‧

。
三
原
君
則
婉
媚
巧
密
、
似
垂
楊
應
律
、
吾

舅
諱
繪
、
彭
城
人
也
、
延
安
都
督
。 

 

唐 

蔡
希
綜 

『
法
書
論
』
〔
書
十
二
〕 

夫
始
下
筆
、
須
藏
鋒
轉
腕
、
前
緩
後
急
、
字
體
形
勢
‧
‧

、
狀
如
蟲
蛇
相
鈎
連
、
意
莫

令
斷
。
乃
須
簡
略
為
尚
、
不
貴
繁
冗
。
至
如
棱
側
起
伏
、
隨
勢
‧
‧

所
立
、
大
抵
之
意
、

圓
規
最
妙
。
其
有
誤
發
、
不
可
再
摹
。
恐
失
其
筆
勢
‧
‧

。
若
字
有
點
處
、
須
空
中
遙

擲
下
、
其
勢‧
猶
高
峰
墜
石
。
又
下
筆
意
如
放
箭
、
箭
不
欲
遲
、
遲
則
中
物
不
入
。

然
則
思
於
草
跡
、
亦
須
時
時
象
其
篆
勢
‧
‧

。 

 

唐 

徐
浩 

『
論
書
』
〔
書
十
一
〕 

近
世
蕭
永
歐
虞
、
頗
傳
筆
勢
‧
‧

、
褚
薛
已
降
、
自
鄶
不
譏
矣
。 

初
學
之
際
、
宜
先
筋
骨
、
筋
骨
不
立
、
肉
何
所
附
。
用
筆
之
勢‧
、
特
須
藏
鋒
。
鋒

若
不
藏
、
字
則
有
病
。
病
且
未
去
、
能
何
有
焉
。 

 

唐 

李
華 

『
二
字
訣
』
〔
書
二
十
〕 

蓋
用
筆
在
乎
虛
掌
而
實
指
、
緩
衄
而
急
送
、
意
在
筆
前
、
字
居
筆
後
、
其
勢‧
如
舞

鳳
翔
鸞
、
則
其
妙
也
。 

 

唐 

張
弘
靖 

『
蕭
斎
記
』
〔
書
十
三
〕 

隴
西
李
君
約
、
于
江
南
得
蕭
子
雲
壁
書
飛
白
蕭
字
。
以
筆
勢
‧
‧

驚
絕
、
遂
匣
而
寶
之
。 

 

唐 

権
徳
輿 

『
唐
太
宗
文
皇
帝
飛
白
書
記
』
〔
書
十
三
〕 

至
若
缥
緲
鴻
翥
之
勢‧
、
輕
濃
蟬
翼
之
狀
。 

 

唐 

権
徳
輿 
『
馬
秀
才
草
書
歌
』
〔
書
十
七
〕 
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三
春
并
向
指
下
生
、
萬
象
爭
分
筆
端
勢

‧
‧
‧

、
有
時
當
暑
如
清
秋
、
滿
堂
風
雨
寒
颼
颼
、

乍
疑
崩
崖
瀑
水
落
、
又
見
古
木
飢
鼯
愁
、
變
化
縱
橫
出
新
意
。 

 

唐 

賈
躭 

『
虞
書
歌
』
〔
書
十
七
〕 

衆
書
之
中
虞
書
巧
、
體
法
自
然
歸
大
道
。 

不
同
懷
素
只
攻
顛
、
豈
類
張
芝
惟
札

草
。
形
勢
‧
‧

素
奇
筋
骨
老
、
父
子
君
臣
相
揖
抱
。 

 

唐 

岑
文
本 

『
奉
述
飛
白
書
勢
』
〔
書
十
七
〕 

六
文
開
玉
篆
、
八
體
曜
銀
書
。
飛
毫
列
錦
綉
、
拂
素
起
龍
魚
。
鳳
舉
崩
雲
絕
、
鸞

驚
遊
霧
踈
。
別
有
臨
池
草
、
恩
霑
垂
露
餘
。 

 

唐 

韓
方
明 

『
授
筆
要
說
』
〔
書
二
十
〕 

徐
公
曰
、
執
筆
於
大
指
中
節
前
、
居
動
轉
之
際
、
以
頭
指
齊
中
指
、
兼
助
爲
力
、

指
自
然
實
、
掌
自
然
虛
。
雖
執
之
使
齊
、
必
須
用
之
自
在
。
今
人
皆
置
筆
當
節
、

礙
其
轉
動
、
拳
指
塞
掌
、
絕
其
力
勢
‧
‧

。 

始
宏
八
法
、
次
演
五
勢
‧
‧

、
更
備
九
用
、
則
萬
字
無
不
該
于
此
。
墨
道
之
妙
、
無
不

由
之
以
成
也
。
夫
把
筆
有
五
種
、
大
凡
管
長
不
過
五
六
寸
、
貴
用
易
便
也
。 

第
一
執
管
〔
中
略
〕。
第
二
扌族
管
〔
中
略
〕。
第
三
撮
管
〔
中
略
〕。
第
四
握
管
〔
中

略
〕
。
第
五
搦
管
。 

 

唐 

盧
携 

『
臨
池
妙
訣
』〔
書
十
九
〕 

第
一
、
用
紙
筆
。
第
二
、
認
勢
‧
‧

。
第
三
、
裹
束
。
第
四
、
真
如
立
行
如
行
。
第
五
、

草
如
走
。
第
六
、
上
稀
。
第
七
、
中
勻
。
第
八
、
下
密
。 

 

唐 

顏
真
卿 

『
筆
法
十
二
意
』〔
墨
二
〕（
参
照
１
） 

曰
、
損
謂
有
餘
、
子
知
之
乎
。
曰
、
豈
不
謂
趣
長
筆
短
、
常
使
意
勢
‧
‧

有
餘
（
参
照
２
）
、

點
畫
若
不
足
之
謂
乎
。 

曰
、
巧
謂
布
置
、
子
知
之
乎
。
曰
、
豈
不
謂
欲
書
先
預
想
字
形
布
置
、
令
其
平
穩
、

或
意
外
生
體
、
令
有
異
勢
‧
‧

、
是
謂
之
巧
乎
。 

【
参
照
】 

（
１
）
書
苑
精
華
巻
十
九
に
、『
述
張
長
史
筆
法
十
二
意
』
と
な
す
。 

（
２
）
書
苑
精
華
に
は
、「
使
意
氣
有
餘
」
と
な
す
。 

 

唐 

韋
續 

『
墨
藪
・
上
』〔
墨
一
〕 

「
五
十
六
種
書
第
一
」 

三
十
一
、
氣
候
直
時
書
。
漢
文
帝
圉
令
蜀
郡
司
馬
長
卿
。
採
日
辰
之
禽
屈
伸
其
體
、

升
伏
其
勢‧
、
象
四
時
爲
書
也
（
参
照
１
）
。 

「
書
品
優
劣
第
三
」 

眞
行
書
二
十
二
人 

顏
真
卿
如
鋒
絕
劍
摧
、
驚
飛
逸
勢
‧
‧

（
参
照
２
）
。 

草
書
十
二
人 
孫
過
庭
、
丹
崖
絕
壑
、
筆
勢
‧
‧

堅
勁
。 
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「
又
評
書
第
四
」 

孔
琳
之
書
、
放
縱
快
健
、
筆
勢
‧
‧

流
利
（
参
照
３
）
。 

【
参
照
】 

（
１
）
書
苑
精
華
巻
三
『
五
十
六
種
書
並
序
』
に
、
「
三
十
一
、
氣
候
時
書
、
漢

文
帝
令
蜀
郡
司
馬
長
卿
、
採
日
辰
會
屈
伸
之
體
、
升
伏
之
勢
、
象
四
時
爲

書
也
」
と
な
す
。 

（
２
）
書
苑
精
華
巻
五
の
呂
総
『
続
書
評
』
に
、
「
真
行
書
二
十
二
人
、
顏
真
卿

書
、
鋒
絕
劍
摧
、
驚
飛
逸
勢
」
と
な
す
。 

（
３
）『
唐
人
書
評
』〔
書
五
〕
と
同
じ
で
あ
る
。
法
書
要
録
巻
一
王
僧
虔
の
『
論

書
』
に
、
「
孔
琳
之
書
、
放
縱
快
健
、
筆
道
流
便
」
と
な
す
。 

 

唐 

林
韞 

『
撥
鐙
序
』
〔
書
十
六
〕 

大
凡
點
畫
、
不
在
拘
之
長
短
遠
近
、
但
無
遏
其
勢‧
。
俾
令
筋
骨
相
連
、
意
在
筆
前
、

然
後
作
字
。 
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あ
と
が
き 

  

本
論
文
は
、
中
国
書
論
に
お
け
る
〈
勢
〉
に
関
し
て
稿
者
が
発
表
し
て
き
た
次

の
論
考
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 

⑴
、
「
〈
勢
〉
―
蔡
邕
、
衛
夫
人
、
王
羲
之
の
用
筆
論
」
『
書
道
学
論
集
』
七
、
大

東
文
化
大
学
大
学
院
書
道
学
専
攻
院
生
会
、
二
〇
一
〇
年 

⑵
、
「
静
態
の
〈
形
〉
と
動
態
の
〈
勢
〉
―
漢
代
か
ら
唐
ま
で
の
中
国
書
論
を
中

心
に
―
」
同
右
第
八
号
、
二
〇
一
一
年 

⑶
、
「
筆
勢
の
美
―
運
筆
速
度
の
緩
急
遅
速
を
中
心
に
―
魏
晋
か
ら
唐
ま
で
の
書

論
―
」
同
右
第
九
号
、
二
〇
一
二
年
（
平
成
二
十
三
年
度
大
東
書
道
学
会
に

て
口
頭
発
表
） 

⑷
、
「
筆
力
の
構
築
―
〈
骨
〉〈
筋
〉
〈
肉
〉
の
概
念
よ
り
―
漢
魏
晋
六
朝
の
書
論

を
中
心
に
―
」
『
書
学
書
道
史
研
究
』
二
十
三
、
書
学
書
道
史
学
会
、
二
〇

一
三
年
（
第
二
十
三
回
書
学
書
道
史
学
会
に
て
口
頭
発
表
） 

⑸
、
「
〈
勢
〉
の
特
性
―
漢
よ
り
唐
ま
で
の
書
論
を
基
礎
と
し
て
―
」『
書
道
学
論

集
』
前
掲
書
第
十
一
号
、
二
〇
一
四
年 

 

本
論
文
の
第
二
章
「
〈
象
〉
と
〈
勢
〉
」
は
、
右
の
⑴
と
⑶
を
ま
と
め
、
他
の
文

章
と
合
わ
せ
て
新
た
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
章
「
〈
形
〉
と
〈
勢
〉」
は
、

⑵
を
も
と
に
し
て
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
四
章
「
〈
力
〉
と
〈
勢
〉」
は
、
⑷

を
も
と
に
し
て
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
五
章
「
〈
勢
〉
の
特
性
」
は
、
⑸
を

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 

 

本
論
文
は
、
私
が
二
〇
〇
九
年
四
月
よ
り
本
学
の
文
学
研
究
科
書
道
学
専
攻
博

士
後
期
課
程
に
入
学
し
、
二
〇
一
四
年
三
月
ま
で
の
間
に
完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ

る
。
本
論
文
の
主
査
、
指
導
教
授
河
内
利
治
先
生
、
副
査
の
澤
田
雅
弘
先
生
と
安

達
直
哉
先
生
、
筑
波
大
学
の
中
村
伸
夫
先
生
か
ら
、
本
論
文
に
つ
い
て
の
貴
重
な

ご
指
導
を
賜
り
、
心
よ
り
感
謝
の
気
持
ち
を
申
し
上
げ
る
。
先
生
方
の
ご
指
導
に

よ
り
、
こ
の
論
文
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
五
年
間
に
、
博
士
論
文

を
完
成
し
た
こ
と
は
、
自
身
に
と
っ
て
貴
重
な
経
験
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
河
内

利
治
先
生
を
は
じ
め
、
書
道
学
専
攻
の
先
生
方
の
ご
指
導
の
下
で
、
充
実
し
た
留

学
生
活
を
過
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
心
を
込
め
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。 

           

あとがき 
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主
要
参
考
文
献 

 

主
要
参
考
文
献
に
は
、
《
辞
書
事
典
》
、
《
美
学
思
想
》
、
《
書
法
理
論
》、
《
学
術

論
文
》
が
あ
り
、
中
国
語
を
〔
中
〕
、
日
本
語
を
〔
日
〕
と
標
記
す
る
。
著
書
を

『 

』
、
論
文
を
「 
」
に
よ
り
分
け
、
出
版
の
年
代
順
に
従
っ
て
取
り
上
げ
る
。 

 《
辞
書
事
典
》 

〔
中
〕 

『
中
文
大
辭
典
』
中
文
大
辞
典
編
纂
委
員
会
（
中
華
学
術
院
、
一
九
七
三
年
） 

『
中
国
書
法
大
辞
典
』
梁
披
雲
主
編
（
書
譜
出
版
社
、
一
九
八
四
年
） 

『
中
国
書
画
辭
典
』
劉
萬
朗
主
編
（
華
文
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
） 

『
中
国
書
法
論
著
辭
典
』
張
潜
超
主
編
（
上
海
書
画
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
） 

『
中
国
書
学
論
著
提
要
』
陳
滞
冬
著
（
成
都
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
） 

『
中
国
書
論
辞
典
』
陶
明
君
編
著
（
湖
南
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
） 

『
漢
語
大
詞
典
』
漢
語
大
詞
典
編
輯
委
員
会
（
漢
語
大
詞
典
出
版
社
、
二
〇
〇
一

年
） 

『
美
学
大
辞
典
』
朱
立
元
主
編
（
上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
） 

『
書
学
史
料
学
』
陳
志
平
著
（
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
） 

『
字
源
』
李
学
勤
主
編
（
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
） 

〔
日
〕 

『
大
漢
和
辭
典
〔
縮
寫
版
〕』
諸
橋
轍
次
著
（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
六
年
） 

『
中
国
学
芸
大
事
典
』
近
藤
春
雄
著
（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八
年
） 

『
美
学
事
典
〔
増
補
版
〕』
竹
内
敏
雄
（
弘
文
堂
、
一
九
八
五
年
） 

『
書
道
基
本
用
語
詞
典
』
春
名
好
重
編
著
（
中
教
出
版
、
一
九
九
一
年
） 

『
美
学
辞
典
』
佐
々
木
健
一
著
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
） 

『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
溝
口
雄
三
、
丸
山
松
幸
、
池
田
知
久
編
著
（
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
） 

『
中
国
美
学
範
疇
辞
典
訳
注
』
成
復
旺
主
編
、
大
東
文
化
大
学
人
文
科
学
研
究
所

訳
注
（
二
〇
〇
三
年
） 

『
中
国
書
道
文
化
辞
典
』
西
林
昭
一
著
（
柳
原
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
） 

 

《
美
学
思
想
》 

〔
中
〕 

『
中
国
美
学
史
大
綱
』
葉
朗
著
（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
） 

『
中
国
美
学
思
想
史
』
敏
澤
著
（
斉
魯
書
法
出
版
社
、
一
九
八
九
年
） 

『
中
国
美
学
史
』
李
澤
厚
、
劉
綱
紀
主
編
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
〇

年
） 

『
意
象
探
源
』
汪
裕
雄
著
（
安
徽
教
育
出
版
社
、
一
九
九
六
年
） 

『
芸
境
』
宗
白
華
著
（
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
） 

『
華
夏
美
学
』
李
澤
厚
著
（
合
肥
安
徽
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
九
年
） 

主要参考文献 
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『
中
国
芸
術
的
表
現
性
動
作
―
従
書
法
到
絵
画
』
高
建
平
著
、
張
冰
訳(

安
徽
教

育
出
版
社
、
二
〇
一
二
年) 

〔
日
〕 

『
芸
術
論
集
』
福
永
光
司
著
（
中
国
文
明
選
一
四
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
一
年
） 

『
東
洋
美
術
論
考
』
谷
口
鉄
雄
著
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
三
年
） 

『
文
学
芸
術
論
集
』
目
田
加
誠
編
（
中
国
古
典
文
学
大
系
五
四
、
平
凡
社
、
一
九

七
四
年
） 

『
東
洋
の
美
学
』
今
道
友
信
著
（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
〇
年
） 

『
中
国
宗
教
思
想
一
・
二
』
長
尾
雅
人
、
井
筒
俊
彦
、
福
永
光
司
、
上
山
春
平
、

福
部
正
明
、
梶
山
雄
一
、
高
崎
直
道
編
（
岩
波
講
座
東
洋
思
想
第
十
三
巻
、
第
十

四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
） 

『
東
西
美
術
史
―
交
流
と
相
反
―
』
中
村
二
柄
著
（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
九
四
年
） 

『
美
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
吉
岡
健
二
郎
編
（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
四
年
） 

『
中
国
の
伝
統
美
学
』
李
澤
厚
著
、
興
膳
宏
、
中
純
子
、
松
家
裕
子
訳
（
平
凡
社
、

一
九
九
五
年
） 

『
東
洋
美
術
研
究
』
谷
口
鉄
雄
著
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
五
年
） 

『
芸
術
学
〔
改
定
版
〕
』
渡
辺
護
著
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
） 

『
新
版 

中
国
の
文
学
理
論
』
興
膳
宏
著
（
中
国
文
学
理
論
研
究
集
成
一
、
清
文

堂
、
二
〇
〇
八
年
） 

『
中
国
文
学
理
論
の
展
開
』
興
膳
宏
著
（
中
国
文
学
理
論
研
究
集
成
二
、
清
文
堂
、

二
〇
〇
八
年
） 

 

《
書
法
理
論
》 

〔
中
〕 

『
説
文
解
字
六
書
疏
証
』
馬
叙
倫
著
（
科
学
出
版
社
、
一
九
五
六
年
） 

『
歴
代
名
家
学
書
経
験
談
輯
要
釈
義
』
沈
尹
默
著
（
上
海
教
育
出
版
社
、
一
九
六

三
年
） 

『
書
法
美
学
』
史
紫
忱
著
（
藝
文
印
書
館
、
一
九
七
六
年
） 

『
書
法
研
究
』
王
壮
為
著
（
台
湾
商
務
印
書
館
、 

一
九
七
九
年
） 

『
中
国
書
法
文
化
大
観
』
金
開
誠
、
王
岳
川
主
編
（
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九

六
年
） 

『
中
国
書
法
理
論
史
』
王
鎮
遠
著
（
黄
山
書
社
、
一
九
九
六
年
） 

『
中
国
古
文
字
学
通
論
』
高
明
著
（
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
） 

『
中
国
書
法
思
想
史
』
姜
澄
清
著
（
河
南
美
術
出
版
社
、
一
九
九
七
年
） 

『
書
法
美
学
思
想
史
』
陳
方
既
、
雷
志
雄
著
（
河
南
美
術
出
版
社
、
一
九
九
七
年
） 

『
中
国
書
法
風
格
史
』
徐
利
明
著
（
河
南
美
術
出
版
社
、
一
九
九
七
年
） 

『
中
国
書
法
美
学
』
金
学
智
著
（
江
蘇
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
七
年
） 

『
中
国
書
画
論
叢
書
』
潘
運
告
編
著
（
湖
南
美
術
出
版
社
、
一
九
九
七
年
） 

『
中
国
書
法
理
論
体
系
』
熊
秉
明
著
（
雄
師
美
術
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）╲

河

内
利
治
訳
（
白
帝
社
、
二
〇
〇
六
年
） 
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『
風
骨
的
意
味
』
汪
湧
豪
著
（
『
中
国
美
学
範
疇
叢
書
』
百
花
洲
文
芸
出
版
社
、

二
〇
〇
一
年
） 

『
中
国
書
法
史
・
両
漢
巻
』
華
人
徳
著
（
江
蘇
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
） 

『
中
国
書
法
史
・
魏
晋
南
北
朝
巻
』
劉
濤
著
（
江
蘇
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
） 

『
中
国
書
法
史
・
隋
唐
五
代
巻
』
朱
関
田
著
（
江
蘇
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
） 

『
書
法
美
学
引
論
―
「
新
二
十
四
書
品
」
探
析
』
金
学
智
、
沈
海
牧
著
（
湖
南
美

術
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
） 

『
中
国
書
法
芸
術
学
』
白
鶴
著
（
学
林
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
） 

『
気
的
思
想
与
中
国
書
法
』
崔
樹
強
著
（
人
民
美
術
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
） 

〔
日
〕 

『
国
譯
書
論
集
成
』
巻
一
・
漢
魏
六
朝 

角
田
貫
次
訳
（
東
学
社
、
一
九
三
七
年
） 

『
書
の
芸
術
学
』
平
山
観
月
著
（
有
朋
堂
、
一
九
六
七
年
） 

『
中
国
書
論
大
系
』
第
一
巻
～
第
三
巻 

中
田
勇
次
郎
編
集
（
二
玄
社
、
一
九
八

二
年
） 

『
書
の
美
学
と
書
教
育
』
井
島 

勉
著
（
墨
美
社
、
一
九
八
二
年
） 

『
書
道
用
語
事
典
』
永
井
敏
男
著
（
「
書
学
大
糸 

研
究
篇
二
」
、
一
九
八
六
年
） 

『
中
国
書
論
史
概
説
』
杉
村
邦
彦
著
（「
書
学
大
糸 

研
究
篇
四
」、
一
九
八
六
年
） 

『
精
萃
図
説
書
法
論
』
第
一
巻
・
漢
魏
六
朝
、
第
二
巻
・
唐
、
平
井
雨
邨
（
西
東

書
房
、
一
九
八
八
年
） 

『
書
論
と
中
国
文
学
』
大
野
修
作
著
（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
一
年
） 

『
中
国
書
法
史
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
杉
村
邦
彥
編
（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
二

年
） 

『
書
法
美
学
の
研
究
』
河
内
利
治
著
（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
） 

『
述
書
賦
全
注
釈
』
大
野
修
作
著
（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年
） 

『
梧
竹
堂
書
話
の
研
究
』
内
村
嘉
秀
著
（
木
耳
社
、
二
〇
一
三
年
） 

 

《
学
術
論
文
》 

〔
中
〕 

「
力
感
初
探
」
張
鉄
英
著
（『
書
法
研
究
』、
上
海
書
畫
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
第

四
期
） 

「
試
談
中
国
画
的
気
」
魯
慕
迅
著
（『
美
術
』
第
十
期
第
十
一
期
、
一
九
八
二
年
） 

「
唐
代
論
書
詩
研
究
」
蔡
顯
良
著
（
『
書
法
研
究
』
総
第
一
二
四
期
、
上
海
書
畫

出
版
社
、
一
九
八
〇
年
第
四
期
） 

「
書
法
藝
術
中
的
取
象
與
通
感
」
白
鶴
、
李
雯
著
（『
書
法
研
究
』、
上
海
書
畫
出

版
社
、
一
九
八
〇
年
第
一
期
） 

「
中
国
古
代
美
学
簡
介
」
朱
光
潜
著
（
『
中
国
古
代
美
学
芸
術
論
文
集
』
上
海
古

籍
出
版
社
、
一
九
八
一
年
） 

「
説
書
法
上
的
全
身
力
到
法
」
祝
嘉
著
（『
書
法
研
究
』、
上
海
書
畫
出
版
社
、
一

九
八
四
年
第
一
期
） 

「
〝
六
書
〟
中
的
象
形
精
神
」
金
学
智
著
（『
蘇
州
教
育
学
院
学
報
』
社
会
科
学
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版
、
一
九
九
四
年
） 

「
談
書
法
的
勢
」
韓
盼
山
著
（
『
書
法
研
究
』
総
第
一
〇
二
輯
、
上
海
書
畫
出
版

社
、
二
〇
〇
一
年
） 

「
書
法
芸
術
的
審
美
範
疇
」
韓
盼
山
著
（
『
河
北
大
学
成
人
教
育
学
院
学
報
』
第

四
巻
第
四
期
、
二
〇
〇
二
年
） 

「
〝
体 

勢
〟 

辨
ー
古
代
文
芸
理
論
学
習
札
記
」
魏
宏
遠
著
（『
上
海
大
学
学
報
』

社
会
科
学
版
、
第
十
巻
第
六
期
、
二
〇
〇
三
年
） 

「
〝
勢
〟
論
研
究
」
陳
正
俊
著
（
『
東
南
大
学
学
報
』
哲
学
社
会
科
学
版
第
五
巻

第
二
期
、
二
〇
〇
三
年
） 

「
崔
瑗
草
書
勢
法
象
論
思
想
初
探
」
劉
星
著
（
『
書
法
研
究
』
総
第
一
二
〇
期
、

上
海
書
畫
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
） 

「
東
漢
、
両
晋
書
論
中
的
『
勢
』
論
浅
探
」
張
百
軍
著
（
『
書
法
世
界
』
第
八
期
、

二
〇
〇
四
年
） 

「
論
〝
勢
〟
―
体
勢
、
気
勢
、
理
勢
」
盧
佑
誠
著
（
『
北
京
聨
合
大
学
学
報
』
人

文
社
会
科
学
版
総
第
六
期
、
第
二
巻
第
四
期
、
二
〇
〇
四
年
） 

「
書
勢
論
的
審
美
巡
禮
」
王
玉
龍
著
（
『
書
法
研
究
』
総
第
一
二
四
期
、
上
海
書

画
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
） 

「
書
法
「
觀
物
取
象
」
理
論
之
形
成
―
漢
魏
六
朝
書
論
之
考
察
」
陳
文
豪
著
（
『
応

華
学
報
』
第
一
期
、
二
〇
〇
六
年
） 

「
書
法
芸
術
中
的
取
象
與
通
感
」
白
鶴
、
李
雯
著
（
『
書
法
研
究
』
総
第
一
三
九

期
、
上
海
書
画
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
） 

「
書
法
教
育
中
的
美
学
意
象
問
題
研
究
―
以
漢
唐
書
論
為
中
心
」
謝
建
軍
著
（『
華

中
師
範
大
学
研
究
生
学
報
』
第
十
五
巻
第
二
期
、
二
〇
〇
八
年
） 

「
〝
象
形
〟
〝
会
意
〟
思
維
与
《
周
易
》」
岳
山
岳
著(

『
周
易
研
究
』
総
第
八
十

期
、
二
〇
〇
八
年
第
一
期) 

「〝
勢
〟
範
疇
研
究
総
述
」
程
敏
著
（『
斉
斉
哈
爾
師
範
高
等
専
科
学
校
学
報
』
総

第
一
〇
一
期
、
二
〇
〇
八
年
第
一
期
） 

「
漢
魏
六
朝
書
論
中
『
勢
』
與
『
法
』
関
係
的
弁
証
」
譚
学
念
著
（『
中
国
書
法
』

総
一
八
九
期
、
二
〇
〇
九
年
） 

「
論
書
法
勢
的
美
学
內
涵
」
徐
志
興
著
（
『
徐
州
工
程
学
院
学
報
』
社
会
科
学
版

第
二
十
四
巻
第
一
期
、
二
〇
〇
九
年
） 

「〝
勢
〟
文
体
考
論
」
彭
礪
志
著
（『
古
典
文
献
研
究
』
第
十
三
輯
、
二
〇
一
〇
年
） 

「
釈
〝
勢
〟
―
一
個
経
典
範
疇
的
形
成
」
孫
立
著
（
『
北
京
大
学
学
報
』
哲
学
社

会
科
学
版
、
第
四
八
巻
第
六
期
、
二
〇
一
一
年
） 

「
中
国
古
代
〝
文
勢
〟
論
」
呉
建
民
著
（
『
学
術
論
壇
』
総
二
五
四
期
、
二
〇
一

二
年
第
三
期
） 

「
説
〝
勢
〟
」
楊
国
栄
著
（『
文
史
哲
』
総
第
三
三
一
期
、
二
〇
一
二
年
第
四
期
） 

〔
日
〕 

「「
書
」
の
生
成
と
評
論─

中
国
書
論
史
序
説─

」
杉
村
邦
彥
著
（『
東
洋
史
研
究
』

第
二
十
五
巻
第
二
号
、
一
九
六
六
年
） 

主要参考文献 
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「
法
書
要
録
注
釋
（
一
）
（
二
）
（
三
）
（
四
）
（
五
）
（
六
）
」
杉
村
邦
彦
著
（
『
書

論
』
第
一
号
一
九
七
二
年
、
第
二
号
一
九
七
三
年
、
第
五
号
一
九
七
四
年
、
第
九

号
一
九
七
六
年
、
第
一
〇
号
一
九
七
七
年
、
第
一
二
号
一
九
七
年
） 

「
書
の
品
等
論
の
成
立
に
つ
い
て
」
谷
口
鉄
雄
著
（
『
東
洋
美
術
論
考
』、
中
央
公

論
美
術
出
版
社
、
一
九
七
三
年
） 

「
六
朝
の
書
論
と
文
論
―
「
骨
」
を
中
心
と
し
て
」
釜
谷
武
志
著
（
『
書
論
』
第

二
十
一
号
、
一
九
八
三
年
） 

「
中
国
の
書
品
論
」
中
田
勇
次
郎
著
（
『
中
田
勇
次
郎
著
作
集
』
第
一
巻
、
二
玄

社
、
一
九
八
四
年
） 

「
書
論
に
お
け
る
比
喩
の
自
然
観
と
思
惟
方
法
」
松
清
秀
一
著
（
『
和
洋
女
子
大

学
大
学
紀
要
』
第
二
十
一
号
、
一
九
七
八
年
） 

「
六
朝
文
芸
論
に
お
け
る
「
神
」「
気
」
の
問
題
」
目
田
加
誠
著
（『
中
国
の
文
芸

思
想
』
、
講
談
社
、
一
九
九
一
年
） 

「
梁
武
帝
と
陶
弘
景
を
め
ぐ
る
書
論
―
往
復
書
簡
を
中
心
に
―
」
大
野
修
作
著

（
『
研
究
紀
要
』
第
九
号
、
京
都
女
子
大
学
宗
教
文
化
研
究
所
、
一
九
九
五
年
） 

「
中
国
書
論
に
展
開
す
る
正
・
奇
に
つ
い
て
」
古
川
徹
著
（
『
愛
知
論
叢
』
第
七

十
四
号
、
愛
知
大
学
大
学
院
編
、
二
〇
〇
三
年
） 

「
六
朝
の
書
論
に
お
け
る
「
媚
」
」
森
野
繁
夫
著
（
『
中
國
學
論
集
』
第
四
十
一
号
、

安
田
女
子
大
學
中
國
文
學
研
究
会
、
二
〇
〇
五
年
） 

「
書
論
に
お
け
る
「
遒
」
字
」
森
野
繁
夫
著
（
『
安
田
女
子
大
学
紀
要
』
第
三
十

五
巻
、
二
〇
〇
七
年
） 

「
〈
筆
勢
〉
の
生
ま
れ
と
こ
ろ
―
魏
晋
よ
り
唐
初
に
至
る
書
論
を
中
心
に
―
」
成

田
健
太
郎
著
（『
中
國
文
學
報
』
第
七
十
七
冊
、
二
〇
〇
九
年
） 
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