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文
字
と
輪
郭
の
交
響

綿　

引　
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）

　

今
作
は
論
語
・
子
路
よ
り
「
居
處
恭
、
執
事
敬
」
を
摘
句
し
た
も
の
で
あ
る
。

六
字
と
も
各
代
に
特
徴
の
あ
る
字
例
が
あ
り
、
素
材
と
し
て
は
申
し
分
な
い
。

筆
者
は
か
つ
て
、
前
の
三
字
を
「
處
」
と
「
恭
（
龔
）」
を
生
か
し
た
西
周
金

文
で
、
後
の
三
字
を
甲
骨
文
、
印
篆
、
秦
印
風
で
も
試
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
ほ
か
、
近
人
の
刻
風
か
ら
発
展
さ
せ
て
も
よ
い
が
、
と
り
わ
け
、
河
井
荃
廬

先
生
の
「
居
」「
事
」「
敬
」
を
含
む
刻
印
（
図
①
〜
③
）
が
す
ぐ
さ
ま
脳
裏
を

よ
ぎ
り
、
以
前
か
ら
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
試
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
こ
こ

に
效
法
し
た
印
影
を
あ
げ
、
構
思
の
過
程
を
述
べ
て
み
た
い
。

　

周
知
の
と
お
り
、
荃
廬
翁
は
二
十
代
で
浙
派
の
風
を
消
化
し
て
以
降
、
徐
三

庚
の
風
を
経
て
呉
昌
碩
に
心
酔
し
、
並
行
し
て
漢
印
や
趙
之
謙
に
も
傾
倒
し
た
。

三
十
歳
で
渡
清
し
て
呉
の
門
に
入
り
、
三
十
三
歳
で
東
京
に
移
住
。
そ
の
前
後

か
ら
漢
印
趙
呉
を
融
合
し
た
独
自
の
様
式
を
確
立
し
て
い
く
。
図
①
は
三
十
六

歳
の
刻
、
図
②
が
三
十
八
歳
、
③
④
が
三
十
九
歳
、
⑤
が
四
十
歳
の
刻
で
あ
る
。

既
に
呉
風
か
ら
脱
却
し
一
家
の
風
で
あ
る
。
こ
の
若
さ
で
こ
の
高
境
に
達
し
て

い
る
の
か
と
、
そ
の
英
才
ぶ
り
に
は
、
今
更
な
が
ら
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
う
。

図
③
「
少
年
居
」

　

荃
廬
翁
の
遺
印
と
言
え
ば
、
漢
印
の
渾
厚
を
狙
っ
た
白
文
大
印
の
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
が
、
こ
こ
で
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
が
図
③
「
少
年
居
」
で
あ
る
。

　

三
字
と
も
に
直
線
的
な
構
成
で
、
四
方
の
輪
郭
と
界
格
ま
で
文
字
を
一
杯
に

拡
げ
、
外
に
押
し
出
そ
う
な
と
こ
ろ
を
グ
ッ
と
抑
え
て
い
る
。
そ
れ
で
い
て
苦

し
く
見
え
な
い
の
は
、
文
字
の
懐
を
広
く
と
っ
て
い
る
た
め
で
、
足
元
の
空
間

に
も
余
裕
を
持
た
せ
て
明
る
い
印
象
で
あ
る
。

　

線
は
太
目
な
が
ら
、「
年
」
の
稲
穂
の
た
れ
の
ゆ
ら
り
と
し
た
さ
ま
、
控
え

め
の
「
小
」
の
縦
画
、「
居
」
の
脚
の
中
央
部
な
ど
、
細
く
引
き
締
め
て
強
弱

も
豊
か
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
年
」
の
斜
画
の
よ
う
に
切
れ
味
を
み
せ
、
起
収
筆
を
鋭
く
切
り
尖

ら
せ
て
ひ
と
い
き
強
い
。
思
え
ば
、
翁
の
刻
印
は
朱
文
・
白
文
に
限
ら
ず
、
起
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収
筆
の
処
理
に
細
や
か
な
神
経
が
行
き
届
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
収
筆
な
ど
は
、

徐
々
に
細
く
穂
先
を
効
か
せ
た
り
、
一
刀
で
切
り
落
と
し
た
り
、
穂
先
を
抜
き

出
し
て
筆
意
を
み
せ
た
り
、
ま
る
く
お
っ
と
り
収
め
る
な
ど
多
様
で
あ
る
。
起

筆
も
同
様
で
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
し
て
前
述
の
通
り
、
文
字
と
輪
郭
界
格
と
の
関
係
が
絶
妙
で
あ
る
。
筆
画

を
ワ
ク
に
ぶ
つ
け
、
一
体
化
さ
せ
た
り
、
窮
屈
で
あ
れ
ば
ワ
ク
を
欠
い
て
筆
画

に
そ
の
代
わ
り
を
さ
せ
、
或
い
は
残
欠
の
余
韻
を
残
し
つ
つ
文
字
を
生
か
す
。

　
「
居
」
の
左
辺
、「
小
」
の
右
辺
、「
年
」
の
上
辺
が
そ
れ
で
あ
る
。
界
線
と

の
関
係
も
同
様
で
、「
年
」
と
「
居
」
の
間
の
そ
れ
は
密
を
の
が
れ
る
よ
う
に

細
く
欠
き
な
が
ら
二
字
の
力
を
受
け
止
め
て
い
る
。
こ
の
緊
張
感
の
演
出
に
よ

り
、
広
く
た
た
え
た
空
間
が
よ
り
美
し
く
際
立
つ
。
下
辺
は
太
く
残
し
て
足
元

の
空
間
を
受
け
止
め
て
い
る
。

　

輪
郭
に
文
字
及
び
全
体
構
成
の
一
部
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
せ
る
、
こ
の
処

理
法
は
呉
昌
碩
に
は
じ
ま
り
、
翁
は
こ
れ
を
得
て
発
展
さ
せ
た
。
輪
郭
と
文
字

と
の
多
彩
な
交
響
が
荃
廬
刻
印
の
魅
力
の
一
つ
で
あ
る
。

　

こ
の
「
少
年
居
」
印
に
は
翁
の
技
法
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
小
印
で
あ
り
な
が
ら
実
に
逞
し
く
生
命
感
に
溢
れ
て
い
る
。
こ

の
気
象
を
是
非
と
も
取
り
入
れ
た
い
。

図
①
「
安
事
一
室
」

　

十
字
の
界
格
を
施
し
た
構
成
。「
安
」
は
呉
昌
碩
常
習
の
形
を
借
用
し
て
い

図
①

図
②

図
④

河
井
荃
廬
刻

安
事

一
室

図
③

少年居

吉
羊

金
剛

敬
圓

游
于
藝

図
⑤

大
吉

兮
多

所
宜
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る
。
こ
の
「
事
」
の
縦
長
に
引
き
締
ま
っ
た
姿
態
が
印
象
的
で
あ
る
。
吹
き
流

し
を
加
え
た
毛
公
鼎
に
み
ら
れ
る
特
徴
的
な
字
形
（
図
⑥
）。
中
央
の
器
の
尖

っ
た
さ
ま
は
師

簋
の
趣
を
加
味
し
た
も
の
か
。

図
②
「
吉
羊
金
剛
敬
圓
」

　

滋
賀
県
圓
城
寺
の
直
林
敬
圓
老
師
の
用
印
の
ひ
と
つ
。
老
師
は
荃
廬
翁
の
刻

印
を
酷
愛
し
、
三
十
八
歳
か
ら
四
十
歳
に
か
け
て
四
十
六
面
を
刻
し
た
と
い
う
。

代
表
作
の
大
印
を
含
め
、
荃
廬
翁
の
傑
出
し
た
作
品
群
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

印
は
③
「
少
年
居
」
の
一
年
前
の
刻
。
③
と
比
べ
る
と
硬
質
な
線
条
で
界
格
は

や
や
軽
快
で
あ
る
。
③
と
同
様
に
、
文
字
を
左
右
を
い
っ
ぱ
い
に
拡
げ
、
上
下

に
や
や
ゆ
と
り
を
取
り
、
文
字
と
ワ
ク
と
の
筆
触
が
好
ま
し
い
。
文
字
は
金
文

で
も
戦
国
期
の
味
で
あ
ろ
う
。「
敬
」
の
形
は
図
⑦
の
ご
と
く
、
い
ま
で
い
う

楚
系
古
璽
独
特
の
も
の
で
あ
る
。

④
「
游
于
藝
」

　

こ
の
三
字
は
石
鼓
の
味
で
あ
る
（
図
⑧
）。「
藝
」
の
「
丮
」、
ち
ょ
っ
と
頭

を
下
げ
て
両
手
を
差
し
出
し
た
表
情
が
お
も
し
ろ
い
。
跪
い
た
足
先
を
左
に
突

き
出
し
て
古
意
を
ひ
と
味
加
え
て
い
る
。

⑤
「
大
吉
兮
多
所
宜
」

　

壮
年
期
の
代
表
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
②
と
同
じ
様
式
だ
が
、

鑄
印
を
み
る
よ
う
な
渾
樸
な
味
は
前
作
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
弧
線

を
効
か
せ
て
大
ら
か
に
、
文
字
と
輪
郭
と
の
響
き
あ
い
、
線
質
の
強
弱
な
ど
、

見
ど
こ
ろ
が
多
い
。
刀
の
切
れ
味
を
み
せ
つ
つ
渾
厚
樸
茂
た
る
線
質
を
狙
う
、

筆
者
が
常
に
目
標
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
印
に
つ
い
て
、
西
川
寧
氏
が
「
大
篆
と
も
い
う
べ
き
結
體
を
方
格
に
入

れ
て
高
古
の
う
ち
に
華
麗
な
感
を
も
り
上
げ
た
（
中
略
）
克
鼎
な
ど
の
印
象
に

基
く
も
の
か
も
し
れ
ぬ
」
と
解
説
を
残
し
て
い
る
。
大
克
鼎
の
銘
文
に
見
ら
れ

る
界
格
の
様
式
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
界
格
を
用
い
る
の
は
、
呉
昌
碩
常
習
の
様
式
で
あ
る
か
ら
、
翁
と
し
て

は
自
然
な
発
想
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
呉
が
古
印
、
封
泥
、
金
文
、
泉
幣

な
ど
を
博
渉
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
瓦
甓
な
ど
を
基
に

し
た
作
も
多
く
、
呉
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
漢
塼
な
ど
に
み
ら
れ
る
一
字
一
格

の
様
式
を
応
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。　

　

拙
作
は
こ
の
一
字
一
格
の
様
式
で
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
印
面
章
法
の
観

点
で
い
う
と
、
方
格
に
配
す
る
手
法
は
、
疎
画
の
文
字
の
場
合
に
よ
り
効
果
的

で
あ
る
。
空
間
を
引
き
締
め
、
緊
張
感
を
増
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
密
に

な
り
過
ぎ
な
い
よ
う
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
あ
る
い
は
窮
屈
に
な
ら
な
い
印

文
を
選
ぶ
こ
と
も
条
件
で
あ
る
。

　

字
中
に
如
何
に
空
間
を
確
保
す
る
か
、
ま
た
は
空
間
を
設
け
る
た
め
に
字
形

の
選
択
と
筆
画
の
処
理
を
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
有
機
的
な
調

和
の
た
め
に
は
、
輪
郭
処
理
の
効
用
に
配
慮
す
る
。
界
格
が
増
え
る
ぶ
ん
、
文
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字
と
の
呼
応
は
よ
り
複
雑
と
な
る
。

居
─
─ 

正
字
の
「
凥
」
の
形
（
図
⑨
）
で
、
人
が
几
に
座
っ
た
姿
を
表
す
。

図
③
の
お
お
ら
か
さ
を
そ
の
ま
ま
借
用
。

處
─
─ 
虎
頭
の
人
物
が
、
同
じ
く
几
に
腰
掛
け
る
字
形
で
、
図
⑩
の

鐘

の
形
が
特
徴
的
だ
が
、
戦
国
古
璽
の
字
形
を
選
択
。「
居
」
と
同

様
に
大
き
く
空
間
を
抱
え
込
ん
で
、
二
字
相
互
の
呼
応
を
狙
っ
た
。

「
居
」
と
同
様
背
勢
に
構
え
る
。

恭
─
─ 

も
と
は
「
共
」。
共
と
心
の
形
声
字
で
戦
国
時
代
以
降
に
見
ら
れ

る
。
共
（
図
⑪
）
は
両
手
で
も
の
を
を
奉
ず
る
形
で
あ
る
が
、
殷

代
で
は

（
器
）
西
周
期
は

形
の
も
の
、
戦
国
期
で
は

を
両

手
に
も
つ
形
に
作
る
。
戦
国
期
の
形
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
が
、
こ

こ
で
は
上
部
の
空
き
を
確
保
す
る
た
め
、
思
い
切
っ
て
古
形
に
寄

せ
て
み
た
。「
心
」（
図
⑫
）
は
西
周
期
で
は
な
く
、
戦
国
期
の
足

を
延
ば
し
た
形
を
融
合
し
、
大
き
く
右
の
界
格
ま
で
振
り
、
左
に

振
っ
た
「
執
」
の
足
の
動
き
と
照
応
さ
せ
た
。

執
─
─ 

図
④
の
「
藝
」
の
「
丮
」
の
味
を
借
用
。
こ
れ
を
生
か
す
た
め

「
幸
」
は
少
し
控
え
て
上
下
を
空
け
る
。

事
─
─ 

図
①
の
姿
態
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
さ
ら
に
吹
き
流
し
を
右
の
界
格
に

押
し
や
り
、
手
の
三
横
画
、
微
か
に
間
を
引
き
締
め
な
が
ら
、
大

き
く
空
間
を
切
っ
て
輪
郭
左
辺
に
ぶ
つ
け
る
。
手
首
の
下
垂
は
立

図
⑥
事

図
⑦
敬　
戦
国　

楚
璽

図
⑨
尻

図
⑪
共

図
⑫
心

図
⑩
處

図
⑧
石
鼓
文

執

西
周
晩
期

毛
公
鼎

戦
国　

鄂
君
啓
舟
節

殷父
乙
簋

西
周
中
期

史
牆
盤

戦
国

陶
文

西
周
中
期

善
鼎

戦
国

楚
王
酓
前

戦
国

犢
共
卑
戟

西
周
中
期　

鐘

戦
国
古
璽

西
周
晩
期

師

簋
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て
気
味
に
、
全
体
重
を
支
え
る
よ
う
に
下
辺
の
界
格
に
つ
け
る
。

　
　
　

結
果
、
左
下
の
空
間
に
緊
張
感
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

敬
─
─
図
②
の
処
理
を
借
用
。
横
画
の
分
間
を
一
息
つ
め
、
筆
画
を
方
格

内
中
央
に
集
め
る
。
上
下
は
や
や
空
け
て
窮
し
な
い
よ
う
に
配
慮
、

　
　
　

縦
画
は
右
旁
の
み
上
辺
に
つ
け
、
下
辺
は
そ
っ
と
離
す
。

外
郭
（
輪
郭
）
と
内
郭
（
界
格
）

　

六
字
と
も
懐
を
広
く
と
り
、
内
外
格
ま
で
い
っ
ぱ
い
に
拡
げ
て

布
置
、
内
格
は
細
め
に
処
理
し
、
窮
せ
ず
に
文
字
の
力
を
受
け
止

め
る
。
外
郭
は
上
辺
を
細
く
、
下
辺
を
太
く
し
て
立
体
感
を
出
し
、

左
右
の
外
郭
を
更
に
太
く
し
て
重
厚
感
を
加
味
し
た
。

　
「
處
」、
文
字
の
右
上
部
を
外
郭
に
着
け
、
左
の
内
郭
に
対
し
て

は
、
縦
画
を
寄
せ
つ
つ
も
上
部
は
離
し
、
代
わ
り
に
「
執
」
の
右

旁
を
上
部
で
受
け
止
め
る
。「
執
」
の
横
画
は
着
け
た
り
離
し
た

り
左
内
郭
に
あ
ず
け
、
相
対
す
る
「
敬
」
の
右
旁
は
そ
っ
と
離
し

て
苦
し
さ
を
緩
和
。
一
方
「
敬
」
の
左
偏
は
左
に
ぶ
つ
け
、
外
郭

を
欠
い
て
風
を
通
し
た
。「
居
」
の
左
内
郭
と
「
事
」
の
右
内
郭
、

と
も
に
隣
接
す
る
「
恭
」
と
の
接
点
を
避
け
て
接
触
さ
せ
る
。

　

今
作
の
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
文
字
と
輪
郭
と
の
交
響
に
つ
い

て
は
、
あ
る
程
度
の
成
果
は
得
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

荃
廬
先
生
の
業
績
は
、
門
弟
で
あ
る
西
川
寧
先
生
と
先
師
小
林
斗
盦
先
生
の

著
録
に
よ
っ
て
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
斗
盦
先
生
は
荃
廬
先
生
よ
り
四

十
五
歳
年
少
で
、
孫
に
接
す
る
よ
う
な
懇
篤
な
指
授
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し

て
筆
者
も
先
師
の
四
十
五
歳
年
少
で
あ
る
。
門
流
の
末
端
に
つ
ら
な
る
も
の
と

し
て
常
に
顕
彰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
九
十
載
を
隔
て
た
追
慕
の

結
果
が
本
作
で
あ
る
が
、
先
覚
の
偉
業
に
敬
仰
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

・
印
文　
　
　
　

居
處
恭
執
事
敬
（
論
語
・
子
路
）　　
　
　

・
側
款　
　
　
　

見
于
論
語
子
路
。
摘
刻
（
此
）
六
字
。
以
追
慕
荃
廬
先
生
意
。

癸
卯
十
月
既
望
。
滔
天
（
刻
）
并
記
。

・
印
材

ラ
オ
ス
産
凍
石　

双
龍
鈕

・
印
泥

石
泉
式
熊
珍
品
印
泥
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【
印
影
】
6.2
×
6.2
㎝


