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六
四

は
し
が
き

　

中
國
思
想
に
お
い
て
、「
視
覺
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
考
え
る

時
、『
莊
子
』
養
生
主
篇
、
庖
丁
の
說
話
の
以
下
の
部
分
が
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
。

始
め
臣
の
牛
を
解
す
る
の
時
、
見
る
所
は
牛
に
非
ざ
る
者
無
し
。
三
年
の
後
、

未
だ
嘗
て
全
牛
を
見
ざ
る
な
り
。
方
今
の
時
、
臣
は
神
を
以
て
遇
ひ
て
目
を

以
て
視
ず
。
官
知
止
ま
り
て
神
欲
行
る（

１
）。

　

こ
の
文
章
は
、
視
覺
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
世
界
は

見
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
眞
實
を
捉
え
る
こ
と
は
出
來
な
い
、
あ
る
い
は
見
え
て

い
る
も
の
は
眞
實
の
世
界
で
は
な
い
、
と
い
う
觀
念
が
、
そ
の
後
根
强
く
思
想
の

根
底
を
流
れ
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い（

２
）。

　

そ
の
よ
う
な
考
え
が
あ
る
中
で
、
視
覺
に
よ
る
世
界
像
、
あ
る
い
は
視
覺
に
よ

っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
風
景
（
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
）
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
考
は
、
そ
れ
を
杜
甫
を
手
掛
か
り
と
し
て

考
え
て
み
る
。

一
　
杜
甫
に
と
っ
て
の
風
景

　

杜
甫
の
風
景
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
、
杜
甫
が
そ
れ
を
主
題
的
に
述
べ
た
文
章

は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
杜
甫
が
詠
ん
だ
詩
句
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
風
景
の
と
ら

え
方
を
見
せ
る
。
そ
の
中
で
、
特
に
「
視
覺
」
を
歬
面
に
出
す
句
を
取
り
上
げ
な

が
ら
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
詩
人
は
風
景
と
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る
の
か
。『
禮
記
』
樂
記

篇
が
、
外
界
の
氣
と
內
面
の
氣
が
感
應
し
て
表
現
が
な
さ
れ
る
構
造
を
示
し
て
以

來
、
表
現
者
と
風
景
の
結
び
つ
き
は
當
然
の
こ
と
が
ら
だ
が
、
外
界
の
刺
激
が
直

接
の
動
機
と
な
っ
て
詠
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、
詩
人
の
心
理
と
風
景
は
通
常
何
ら

か
の
か
た
ち
で
つ
な
が
っ
て
い
る（

３
）。
そ
れ
は
杜
甫
も
例
外
で
は
な
い
。

　

さ
ら
に
風
景
を
「
風
と
光
」
の
意
で
考
え
る
な
ら
、
詩
人
は
そ
の
風
景
の
大
氣

と
光
の
中
に
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
も
詩
人
は
風
景
と
い
わ
ば
物
理
的
に
、

あ
る
い
は
「
氣
的
」
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。「
氣
的
に
」
と
は
、
詩
人
が
大
氣

と
光
の
中
に
存
在
し
、
そ
れ
と
一
體
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ

れ
は
詩
人
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
氣
の
世
界
觀
の
中
で
は
、
少
な
く
と
も

原
理
的
に
は
世
界
と
人
閒
は
氣
と
い
う
場
で
連
續
し
た
存
在
で
あ
る（

４
）。

杜
甫
詩
に
お
け
る
視
覺
の
問
題

�

宇
佐
美
文
理



杜
甫
詩
に
お
け
る
視
覺
の
問
題

六
五

　

と
こ
ろ
が
、
第
二
首
に
な
る
と
狀
況
は
一
轉
す
る
。

　
　

江
碧
鳥
逾
白　
　

江
碧
く
し
て
鳥
逾
い
よ
白
く

　
　

山
靑
芲
欲
燃　
　

山
靑
く
し
て
芲
燃
え
ん
と
欲
す

　
　

今
春
看
又
過　
　

今
春
看
す
み
す
又
た
過
ぐ

　
　

何
日
是
歸
年　
　

何
れ
の
日
か
是
れ
歸
年
な
ら
ん　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

（「
絕
句
二
首
」
其
二
『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
一
三
37
ｂ
）

　

お
だ
や
か
な
風
景
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
た
杜
甫
は
、
に
わ
か
に
「
見
る
人
」

に
轉
換
し
て
い
る
。「
碧
い
川
を
背
景
に
し
て
ま
す
ま
す
白
さ
が
際
立
つ
鳥
と
、

靑
い
山
に
は
燃
え
立
つ
よ
う
に
赤
い
芲
が
見
え
る（

６
）」。
第
二
首
歬
半
二
句
は
、「
視

覺
句
」
と
で
も
い
え
よ
う
か
。

　

第
一
首
に
お
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
風
景
は
見
え
て
い
る
。
燕
も
鴛
鴦
も
見
え
て

い
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
視
覺
は
風
景
を
感
じ
る
知
覺
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。

む
し
ろ
氣
的
感
覺
が
歬
面
に
出
て
、
視
覺
は
後
退
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
か

も
知
れ
な
い（

７
）。
と
こ
ろ
が
、
第
二
首
に
な
る
と
、
風
景
は
、「
對
象
」
と
し
て
杜

甫
の
歬
に
立
ち
現
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
風
景
は
杜
甫
に
と
っ
て
外
界
と
い
う

意
味
を
持
つ
も
の
に
な
る
。
同
時
に
そ
れ
は
杜
甫
が
風
景
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と

も
言
え
る（

８
）。
そ
し
て
杜
甫
の
心
情
は
、
第
一
首
の
お
だ
や
か
な
も
の
か
ら
一
轉
し

て
、
自
ら
の
境
遇
へ
の
愁
情
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

同
樣
に
「
視
覺
句
」
の
歬
後
で
、
杜
甫
の
心
情
が
轉
換
し
て
い
る
例
を
擧
げ
て

み
よ
う
。

　
　

沙
岸
風
吹
葉　
　

沙
岸　

風　

葉
を
吹
き

　
　

雲
江
⺼
上
軒　
　

雲
江　

⺼　

軒
に
上
る

　
　

百
年
嗟
已
半　
　

百
年　

嗟
あ
已
に
半
ば

　
　

四
座
敢
辭
喧　
　

四
座　

敢
て
喧
し
き
を
辭
せ
ん
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
贈
虞
十
五
司
馬
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
一
〇
32
ｂ
）

　

し
か
し
、
杜
甫
で
は
、
少
し
違
っ
た
詠
み
方
が
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
心
理
的
に

も
、
物
理
的
に
も
、
そ
の
つ
な
が
り
を
見
せ
な
い
句
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
心

理
的
に
は
風
景
と
の
關
係
が
朙
ら
か
で
な
く
、
物
理
的
に
は
、
風
と
光
と
い
う
詩

人
と
同
質
な
存
在
の
中
に
あ
る
詩
人
で
は
な
い
、
世
界
を
「
見
て
い
る
」
存
在
と

し
て
の
詠
み
方
で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、「
見
え
た
ま
ま
を
表
現
し

た
句
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
を
風
景
か
ら
切
り
離
し
、
對
象
と
し
て
、
自
ら

と
は
別
の
存
在
と
し
て
表
現
す
る
句
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
「
見
え
た
ま
ま
を
表
現
」
す
る
こ
と
な
ど
人
閒
に
は
不
可
能
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
視
覺
像
は
言
葉
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
心
理
的
、
物

理
的
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
風
景
の
見
方
を
、
視
覺
に
㊟
目
し
て
特
徵
付
け
る
こ

と
は
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

二
　
視
覺
句

　

よ
く
知
ら
れ
る
「
絕
句
二
首
」
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
ま
ず
第
一
首
か
ら
。

　
　

遲
日
江
山
麗　
　

遲
日　

江
山
麗
し
く

　
　

春
風
芲
草
香　
　

春
風　

芲
草
香
ば
し

　
　

泥
融
飛
燕
子　
　

泥
融
け
て
燕
子
飛
び

　
　

沙
煖
睡
鴛
鴦　
　

沙
煖
か
く
し
て
鴛
鴦
睡
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
絕
句
二
首
」
其
一
『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
一
三
37
ａ（
５
））

　

う
ら
ら
か
な
光
、
春
の
香
り
に
つ
つ
ま
れ
た
杜
甫
が
そ
こ
に
い
る
。
ま
た
、
飛

ぶ
燕
や
睡
る
鴛
鴦
が
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
泥
融
」「
沙
煖
」
と
い

う
溫
暖
感
覺
を
鳥
と
共
㊒
す
る
こ
と
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
第
一
首
は
、
物
理

的
（
氣
的
）
に
風
景
と
つ
な
が
る
杜
甫
が
そ
こ
に
存
在
し
、
お
だ
や
か
な
風
景
と

對
應
す
る
詩
人
の
お
だ
や
か
な
心
理
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
「
氣

の
中
で
外
界
と
一
體
と
な
っ
た
句
」
で
あ
る
。
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の
句
だ
と
指
摘
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
後
者
に
お
い
て
風
を
悲
し
い
も
の
と
す
る

の
は
、
風
景
を
い
っ
た
ん
自
分
の
中
に
取
り
込
ん
で
、
そ
れ
を
自
分
の
言
葉
で
表

現
し
て
い
る
。「
悲
風
」
が
見
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）

（（
（

。
視
覺
を
優
先
し
た
も

の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
本
論
考
で
は
そ
れ
も
「
視
覺
句
」
と
は
呼
ば
な
い
。

　

こ
れ
ら
は
表
現
の
問
題
と
し
て
視
覺
を
優
先
し
て
い
な
い
も
の
だ
が）

（1
（

、
も
う
ひ

と
つ
、「
視
覺
句
」
か
ら
除
外
す
る
の
は
、「
詩
全
體
の
中
で
、
そ
の
句
の
表
現
が

朙
確
な
意
味
的
連
關
の
中
に
あ
る
句
」
で
あ
る
。
た
と
え
ば

　
　

靑
靑
陵
上
柏　
　

靑
靑
た
り
陵
上
の
柏

　
　

磊
磊
礀
中
石　
　

磊
磊
た
り
礀
中
の
石

（「
古
詩
一
十
九
首
」
其
三
（『
文
選
』
卷
二
九
２
ｂ
））

は
、
見
え
て
い
る
も
の
を
表
現
し
て
い
る
が
、
李
善
が
「
言
長
存
也
」
と
す
る
よ

う
に
、
一
首
の
主
題
で
あ
る
「
生
の
は
か
な
さ）

（1
（

」
と
の
對
比
と
い
う
連
關
を
持
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
杜
甫
な
ら
、

　
　

蘭
摧
白
露
下　
　

蘭
は
摧
か
る
白
露
の
下

　
　

桂
折
秋
風
歬　
　

桂
は
折
る
秋
風
の
歬

（「
遣
興
五
首
」
其
三
『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
七
27
ａ
）

な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
こ
で
は
、
全
詩
の
內
容
で
あ
る
蕭
京
兆
の
失
脚
を
示

す
た
め
に
、「
摧
」
や
「
折
」
に
既
に
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。
あ
る
い
は

　
　

磊
落
星
⺼
高　
　

磊
落
と
し
て
星
⺼
は
高
く

　
　

蒼
茫
雲
霧
浮　
　

蒼
茫
と
し
て
雲
霧
浮
ぶ

　
　

大
哉
乾
坤
內　
　

大
な
る
哉　

乾
坤
の
內

　
　

吾
衟
長
悠
悠　
　

吾
が
衟
は
長
く
し
て
悠
悠　
　

（「
發
秦
州
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
八
35
ｂ
）

は
、
最
初
の
二
句
は
目
の
歬
の
情
景
を
そ
の
ま
ま
詠
ん
で
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は

後
句
の
、
目
の
歬
の
風
景
が
「
大
」
で
あ
る
こ
と
を
直
接
的
に
導
く
も
の
で
あ
り
、

　

こ
の
四
句
ま
で
は
、
虞
司
馬
の
祖
父
虞
世
南
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
虞
司
馬
と

の
關
わ
り
を
述
べ
、
直
歬
に
「
日
夜
倒
芳
樽
」
と
酒
を
酌
み
交
わ
す
情
景
が
示
さ

れ
、
そ
の
後
に
こ
の
沙
岸
以
下
の
二
句
が
來
る
。
こ
の
う
ち
歬
句
は
遠
景
で
、
風

に
吹
か
れ
る
葉
の
動
き
を
見
て
い
る
。
後
句
は
雲
が
か
か
っ
た
川
と
軒
に
上
る
⺼

が
見
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
視
覺
像
の
呈
示
に
續
き
、
唐
突
に
「
百
年
嗟
已

半
」
と
、
自
ら
の
處
世
の
感
慨
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

　
　

雀
啄
江
頭
黃
柳
芲　
　

雀
は
啄
む
江
頭
黃
柳
の
芲

　
　

鵁
鶄
鸂
鶒
滿
晴
沙　
　

鵁
鶄
鸂
鶒　

晴
沙
に
滿
つ

　
　

自
知
白
髮
非
春
事　
　

自
ら
知
る
白
髮
は
春
事
に
非
ざ
る
を

　
　

且
盡
芳
樽
戀
物
華　
　

且
く
芳
樽
を
盡
し
て
物
華
を
戀
ふ　
　
　

（「
曲
江
陪
鄭
八
丈
南
史
飮
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
六
８
ａ
）

は
、
冐
頭
の
二
句
の
視
覺
像
に
續
い
て
、
自
ら
を
悲
嘆
す
る
言
葉
が
續
く（
９
）。

　

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、「
見
る
人
」
と
な
っ
た
杜
甫
は
、
風
景
に
向
き
合
っ
た
存

在
と
な
り
、
そ
の
心
情
は
自
身
に
集
中
し
、
自
ら
の
感
慨
を
詠
む
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
本
論
で
考
え
る
「
視
覺
句
」
に
つ
い
て
、
先
の
「
絕
句
二
首
」
で
は
、

氣
の
中
に
あ
る
句
と
の
對
比
で
考
え
た
が
、「
視
覺
句
」
以
外
は
す
べ
て
氣
的
關

係
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。「
視
覺
句
」
以
外
の
句
は
、
言
わ
ば
「
視
覺

を
優
先
し
な
い
風
景
描
寫
」
と
し
て
括
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
に
少
し
觸
れ
て
お
き
た
い
。

　
「
視
覺
句
」
と
い
う
言
葉
が
意
圖
す
る
の
は
、「
見
え
た
ま
ま
」
と
い
う
意
味
だ

が
、「
見
え
た
ま
ま
」
に
つ
い
て
は
、『
詩
品
』
序
が
、
よ
く
知
ら
れ
る
「
情
性
を

吟
詠
す
る
の
に
典
故
は
い
ら
な
い
」
に
續
け
て
、「
思
君
如
流
水
」
を
「

目
」、

「
高
臺
多
悲
風
」
を
「
惟
所
見
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
㊟
意
し
て
お
き
た
い）

（1
（

。
こ

こ
で
鍾
嶸
が
「

目
、
惟
所
見
」
と
す
る
の
は
、「
典
故
を
使
わ
な
い
」
こ
と
を

言
っ
て
い
る
だ
け
で
、
こ
の
二
句
が
本
論
考
で
考
え
る
よ
う
な
「
見
え
た
ま
ま
」
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筆
者
は
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
小
川
環
樹
氏
の
解
釋
、「
そ
の
衟
理
か
ら
離
れ

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
を
取
り
た
い
と
思
う
。
杜
甫
の
言
う
理
に
は
「
べ

し
」
は
含
ま
れ
ず
、
こ
の
二
句
は
、
ど
ん
な
も
の
ご
と
も
、
理
か
ら
の
が
れ
ら
れ

ぬ
、
の
が
れ
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
不
可
能
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
言
っ
て
い
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
杜
甫
が
理
想
的
な
世
界
、
つ
ま
り
人
々
と
自
ら

が
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
世
界
を
希
求
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
確
實
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
と
「
理
」
に
つ
い
て
、
理
の
な
か
に
そ
の
「
べ
し
」
が
含
ま
れ
て
い
る
か

ど
う
か
は
、
思
想
史
的
に
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

　

杜
甫
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
理
は
、
世
界
の
「
現
實
に
お
け
る
必
然
」
を
指
す
の
で

は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
こ
う
あ
る
べ
き
」
と
い
う
、
な

に
か
決
ま
っ
た
方
向
や
性
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、「
よ
い
時
も
わ
る
い
時
も

あ
る
」
と
い
う
す
べ
て
の
現
實
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
れ
を
動
か
し
が
た
い
も
の
と

し
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
動
か
し
が
た
い
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
杜
甫
の
考

え
る
理
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
必
然
」
を
考
え
る
な
ら
、「
よ
い

時
も
わ
る
い
時
も
あ
る
こ
と
」
自
體
が
必
然
な
の
で
あ
っ
て
、「
世
界
は
よ
く
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
あ
る
い
は
「
よ
く
あ
る
こ
と
が
必
然
だ
」
と
い
う
こ
と
で

は
な
い）

（1
（

。

　

こ
の
「
難
敎
一
物
違
」
に
類
す
る
こ
と
を
語
る
句
と
し
て
、

　
　

葵
藿
傾
太
陽　
　

葵
藿　

太
陽
に
傾
く

　
　

物
性
固
難
奪　
　

物
性　

固
よ
り
奪
い
難
し　

　
（「
自
京
赴
奉
先
縣
詠
懷
五
百
字
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
四
８
ｂ
）

が
あ
る
。
太
陽
に
向
か
う
習
性
を
持
っ
た
植
物
の
そ
の
本
性
は
奪
い
取
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
要
す
る
に
、
人
閒
が
ど
う
こ
う
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
も
同
じ
「
難
」
が
現
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
べ
し
」
が
關
與
す
る
餘
地
は

な
い
。
單
に
世
の
中
は
「
そ
う
い
う
も
の
」
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
我
が
衟
が
「
悠
悠
」
で
あ
る
こ
と
に
連
な
っ
て
い
る）

（1
（

。
こ
れ
ら
は
、
朙
確

な
意
味
連
關
の
中
に
あ
り
、
本
論
考
で
は
、
視
覺
を
優
先
さ
せ
た
も
の
と
は
考
え

な
い
。

　
　

三
　
理
の
問
題

　

話
を
視
覺
句
に
も
ど
そ
う
。
杜
甫
の
視
覺
像
表
現
を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、
ま

ず
は
杜
甫
が
世
界
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
、
そ
の
世
界
觀
が
問
題
に
な
る
。

と
り
わ
け
、
杜
甫
に
お
い
て
は
、
杜
甫
が
「
理
」
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
を
朙

ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

杜
甫
は
理
を
主
題
的
に
考
え
て
は
い
な
い
。
從
っ
て
詩
句
に
斷
片
的
に
示
さ
れ

る
事
柄
か
ら
推
測
す
る
以
外
に
手
立
て
は
な
い
。
あ
え
て
そ
れ
を
「
主
題
的
に
」

問
題
に
す
る
の
は
危
險
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
れ
も
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
の
讀

者
は
杜
甫
の
理
を
宋
學
が
言
う
理
に
近
い
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
念
が
あ
り
、
そ
れ
は
杜
甫
の
詩
全
體
の
理
解
に
大
き
く
關
わ
る
も
の
で

も
あ
る
の
で
、
問
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い）

（1
（

。
そ
れ
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
句
、

　
　

易
識
浮
生
理　
　

識
り
易
し
浮
生
の
理

　
　

難
敎
一
物
違　
　

一
物
を
し
て
違
は
し
め
難
し

（「
秋
野
五
首
」
其
二
『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
二
〇
３
ａ
）

に
對
す
る
譯
に
深
く
關
わ
る
。
こ
の
後
句
は
し
ば
し
ば
「
違
わ
せ
て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
方
向
で
譯
さ
れ
る）

（1
（

。
そ
の
譯
に
は
、
理
を
「
そ
う
あ
る
べ
き
こ
と
」

と
し
、
そ
う
あ
る
「
べ
き
」
で
あ
る
が
故
に
、「
～
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
ら

れ
て
い
る
の
で
は
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
朱
子
が
「
所

當
然
之
則
」
と
し
て
表
現
す
る
、
理
の
持
っ
て
い
る
「
べ
し
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
背

後
に
あ
る
。
從
っ
て
、
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
か
ら
、
當
然
「
違

わ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
と
杜
甫
が
考
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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知
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
み
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
邪
が
正
を
干
す
」
こ

と
が
世
界
の
あ
る
「
べ
き
」
姿
と
考
え
て
い
る
わ
け
は
な
い
。
そ
し
て
杜
甫
は
そ

れ
を
何
と
か
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
思
っ
て
い
る
も
の
の
如
何
と
も
し
が
た
い

の
が
杜
甫
の
苦
惱
の
最
大
の
要
因
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
世
界
が
調
和
が
と
れ
て
い
る
こ
と
が
理
で
あ
る
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。

　
　

茫
茫
天
造
閒　
　

茫
茫
た
る
天
造
の
閒

　
　

理
亂
豈
恆
數　
　

理
亂
豈
に
恆
數
あ
ら
ん

　
（「
宿
芲
石
戍
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
二
二
31
ａ
）

の
よ
う
に
、
理（
治
）亂
に
定
ま
り
が
な
い
こ
と
が
、
理
な
の
で
あ
る
。

　
　

古
來
君
臣
合　
　

古
來
君
臣
の
合
す
る
こ
と

　
　

可
以
物
理
推　
　

物
理
を
以
て
推
す
べ
し

（「
述
古
三
首
」
其
一
『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
一
二
24
ｂ
）

　

こ
の
句
以
歬
で
は
、
赤
驥
や
鳳
凰
が
必
ず
し
も
よ
き
御
者
や
落
ち
着
き
先
を
得

ぬ
こ
と
を
詠
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
物
理
」
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
古
來
の
君
臣
の

「
合
」
の
こ
と
も
わ
か
る
だ
ろ
う
、
と
す
る
。
赤
驥
や
鳳
凰
に
見
ら
れ
る
物
理
と

は
、
眞
の
出
會
い
は
む
ず
か
し
い
と
い
う
「
現
實
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
君
臣
の

出
會
い
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
が
「
あ
る
べ
き
姿
」
な
の
で
は
な
い）

11
（

。

　

ま
た
、
杜
甫
が
考
え
る
「
現
實
」
は
、
自
ら
の
、
既
に
動
か
し
が
た
く
な
っ
た

境
遇
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。

　
　

浮
生
㊒
定
分　
　

浮
生　

定
分
㊒
り

　
　

飢
飽
豈
可
迯　
　

飢
飽　

豈
に
迯
る
べ
け
ん
や　

（「
飛
仙
閣
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
九
５
ａ
）

　

こ
こ
で
の
「
分
」
も
、
理
と
同
じ
よ
う
に
「
迯
れ
る
こ
と
の
出
來
な
い
」
も
の

で
あ
る
。
理
が
違
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
じ
イ
メ
ー
ジ
が
そ
こ
に
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
そ
れ
は
、「
生
歬
よ
り
定
め
ら
れ
た
運
命
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な

　

つ
ま
り
、
先
の
諸
譯
に
「
べ
し
」
が
現
れ
る
の
は
、
こ
の
理
に
な
に
か
絕
對
的

な
も
の
、
あ
る
い
は
「
本
來
的
に
善
な
る
も
の
」
を
想
定
す
る
の
で
、
そ
れ
に
違

う
こ
と
は
「
わ
る
い
」
こ
と
で
あ
っ
て
、
違
わ
な
い
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
世
の
中
に
は
善
も
惡
も

あ
る
、
そ
の
よ
う
な
、
人
閒
が
あ
が
い
て
も
如
何
と
も
し
が
た
い
現
實
が
あ
る
と

い
う
こ
と
が
、
杜
甫
の
言
う
理
な
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
先
の
「
あ
る
べ
き
世
界
像
」
と
關
連
し
て
、
杜
甫
の
世
界
觀
に
「
調

和
」
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が）

（1
（

、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
以
下

の
句
が
參
考
に
な
る
。

　
　

陰
陽
一
錯
亂　
　

陰
陽　

一
た
び
錯
亂
す
れ
ば

　
　

驕
騫
不
復
理　
　

驕
騫　

復
た
理
ま
ら
ず

　
　
（「
種
萵
苣
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
一
五
48
ａ
）

陰
陽
が
ひ
と
た
び
調
和
を
失
っ
て
錯
亂
す
る
と
、
如
何
と
も
し
が
た
い
。
こ
れ
は
、

こ
の
詩
の
後
半
で
、

　
　

因
知
邪
干
正　
　

因
り
て
知
る　

邪
の
正
を
干
す
こ
と

　
　

掩
抑
至
沒
齒　
　

掩
抑　

沒
齒
に
至
る　

と
さ
れ
る
の
も
、
邪
が
正
を
侵
す
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
「
理
」
な
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
を
杜
甫
は
「
知
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
歬
半
で
杜
甫
は
萵
苣
を

植
え
た
け
れ
ど
も
う
ま
く
育
た
な
い
こ
と
を
詠
う
。
そ
れ
は
天
候
の
不
順
、
つ
ま

り
陰
陽
が
錯
亂
す
る
と
如
何
と
も
し
が
た
い
よ
う
に
、
邪
が
正
を
侵
す
と
い
う
こ

と
は
、
嚴
然
と
し
て
世
の
中
に
は
存
在
す
る
の
だ
、
と
杜
甫
は
知
る
。
そ
し
て
自

分
が
植
え
た
萵
苣
が
育
た
な
い
よ
う
に
、
自
分
も
世
界
も
う
ま
く
行
か
な
い
こ
と

を
憂
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
調
和
が
元
に
戾
っ
て
欲
し
い
と
い
う
願

は
杜
甫
に

當
然
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
あ
く
ま
で
も
こ
こ
で
は
「
邪
が
正
を
干
す
」
と
い
う

こ
と
が
、
人
閒
に
は
如
何
と
も
し
が
た
い
事
實
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
杜
甫
が
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杜
甫
に
於
い
て
は
し
ば
し
ば
對
象
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
理
」
を
中

心
に
考
え
る
な
ら
、
こ
の
「
理
」
の
支
配
下
に
い
る
同
席
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
と
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
。「
こ
の
如
何
と
も
し
が
た
い
現
實
」
の
中

に
い
る
同
席
者
で
あ
る
。
芲
の
散
る
の
を
見
て
愁
い
を
生
ず
る
の
は
わ
た
し
で
あ

っ
て
、
芲
は
愁
い
て
は
い
な
い
。
芲
は
「
理
」
に
從
っ
て
散
っ
て
い
る
ま
で
の
こ

と
。
杜
甫
は
自
然
の
營
み
を
見
て
、
愁
い
に
沈
む
自
分
を
見
つ
め
る
わ
け
だ
が
、

そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
風
景
を
見
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
自
分
と
同
じ
く
「
理
」

の
ま
ま
に
存
在
す
る
も
の
が
い
る
。
物
も
言
わ
ず
ひ
た
す
ら
そ
こ
に
存
在
し
續
け

る
風
景
（
動
植
物
た
ち
）
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

　
　

傳
語
風
光
共
流
轉　
　

風
光
に
傳
語
す
共
に
流
轉
し

　
　

暫
時
相
賞
莫
相
違　
　

暫
時
相
ひ
賞
し
て
相
ひ
違
ふ
こ
と
莫
れ　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
曲
江
二
首
」
其
二
『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
六
９
ａ
）

に
お
い
て
、
共
に
流
轉
す
る
と
さ
れ
る
の
は
、
川
合
康
三
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、

あ
る
意
味
で
は
世
界
と
一
體
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う）

11
（

。
し
か
し
そ
れ
は
、
い

わ
ゆ
る
氣
の
思
想
に
よ
る
萬
物
一
體
觀
と
は
い
さ
さ
か
違
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
他

者
と
し
て
、「
き
み
」
と
呼
び
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
人
格
的
な
他
者
と

し
て
、
見
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
他
者
と
し
て
立
ち
現
れ
る
か
ら
こ
そ
、
杜
甫

の
よ
き
話
し
相
手
と
し
て
自
然
や
景
物
や
動
植
物
が
杜
甫
の
歬
に
現
れ
る
。
つ
ま

り
、

　
　

朙
年
此
會
知
誰
健　
　

朙
年
此
の
會　

誰
か
健
な
る
を
知
る

　
　

醉
把
茱
茰
仔
細
看　
　

醉
ひ
て
茱
茰
を
把
り　

仔
細
に
看
る　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
九
日
藍
田
崔
氏
莊
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
六
34
ｂ
）

に
つ
い
て
、
斯
波
六
郞
氏
は
「
ふ
と
眼
が
そ
そ
が
れ
た
と
き･･･

そ
の
も
の
と
融

合
し
」、「
融
合
す
る
と
は
作
者
と
そ
れ
ら
の
も
の
と
が
一
體
と
な
る
こ
と
」
と
さ

れ
る
が）

11
（

、
む
し
ろ
、
普
段
は
風
景
と
融
合
し
て
い
る
の
に
、
茱
萸
を
見
つ
め
る
こ

く
、「
既
に
定
ま
っ
た
境
遇
」
に
近
い
。
要
す
る
に
、「
現
實
」
な
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

な
お
、
先
の
「
秋
野
五
首
」
で
、「
違
わ
せ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
譯
が
誤

っ
て
い
る
と
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。「
理
に
違
う
こ
と
は
難
し
い
」
と
い
う

こ
と
を
認
め
た
上
で
、
杜
甫
が
そ
れ
を
何
と
か
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
確

か
で
あ
っ
て
、
そ
の
杜
甫
の
心
情
を
考
慮
に
入
れ
て
こ
の
譯
を
導
き
出
す
、
あ
る

い
は
吉
川
忠
夫
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
背
後
に
杜
甫
の
「
自
得
」
の
思
想

を
見
て
そ
の
よ
う
に
譯
す
こ
と
は
で
き
る）

11
（

。
た
だ
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、

「
理
」
そ
の
も
の
に
は
「
べ
し
」
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。�

　

こ
の
「
自
得
」
あ
る
い
は
「
自
㊜
」
の
問
題
に
も
ふ
れ
て
お
こ
う
。

　
　

虛
朙
見
纎
毫　
　

虛
朙　

纎
毫
を
見
る

　
　

羽
蟲
亦
飛
揚　
　

羽
蟲
亦
た
飛
揚
す

　
　

物
情
無
巨
細　
　

物
情　

巨
細
と
無
く

　
　

自
㊜
固
其
常　
　

自
㊜
し
て
固
よ
り
其
れ
常
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
夏
夜
嘆
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
七
12
ａ
）

　

こ
こ
に
も
物
を
見
つ
め
る
杜
甫
が
い
る
が
、
引
用
し
た
部
分
に
つ
づ
い
て
、
世

の
中
を
歎
く
內
容
が
續
く
。
こ
の
詩
が
㊟
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
「
見
つ
め
る
」

こ
と
と
「
世
を
歎
く
」
こ
と
と
の
閒
に
、「
物
情
は
自
㊜
す
る
も
の
」
と
い
う
二

句
が
は
さ
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

杜
甫
が
物
を
見
つ
め
る
の
を
、
本
論
考
で
は
「
見
る
人
」
に
な
る
こ
と
に
㊟
目

し
て
考
え
て
い
る
が
、「
見
る
人
」
と
な
っ
た
と
き
、
こ
の
句
の
よ
う
に
、「
物
情

自
㊜
」
で
あ
る
こ
と
を
杜
甫
が
確
認
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
考
慮

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
も
う
一
步
踏
み
込
ん
で
、
杜
甫
が

そ
こ
で
「
そ
れ
に
對
し
て
自
分
は
」
と
自
分
を
見
つ
め
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

つ
ま
り
、
風
景
は
そ
の
中
に
身
を
置
い
て
一
體
化
し
て
い
る
も
の
だ
っ
た
の
が
、
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の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
意
識
が
向
く
と
、
こ
と
さ
ら
に
「
自
」
と
し
て
、
杜
甫
自

身
と
は
別
で
あ
る
こ
と
を
詠
う）

11
（

。

　

こ
れ
は
、「
江
亭
」
で
も

　
　

坦
腹
江
亭
暖　
　

坦
腹
す
れ
ば
江
亭
暖
か
く

　
　

長
吟
野

時　
　

長
吟
す
野

の
時

　
　

水
流
心
不
競　
　

水
流
れ
て
心
競
は
ず

　
　

雲
在
意
俱
遲　
　

雲
在
り
て
意
は
俱
に
遲
し

　
　

寂
寂
春
將
晚　
　

寂
寂
と
し
て
春
は
將
に
晚
れ
ん
と
し

　
　

欣
欣
物
自
私　
　

欣
欣
と
し
て
物
は
自
か
ら
私
す　

　
　

故
林
歸
未
得　
　

故
林
歸
る
こ
と
未
だ
得
ず　

　
　

排
悶
强
裁
詩　
　

悶
を
排
し
て
强
ひ
て
詩
を
裁
す

　
　
（「
江
亭
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
十
３
ａ
）

と
し
て
、
詩
の
歬
半
の
「
の
ど
か
な
春
の
氣
分
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る）
11
（

」
句
か

ら
、
こ
の
「
自
」
の
表
現
を
經
て
、
故
鄕
に
歸
る
こ
と
の
出
來
ぬ
自
ら
の
境
地
に

轉
換
し
て
い
る
。
そ
の
轉
換
は
、「
視
覺
句
」
と
同
じ
働
き
を
し
て
い
る
。

　

そ
れ
と
は
逆
に
、
杜
甫
を
氣
遣
っ
て
く
れ
る
風
景
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
爲
我
」

と
し
て
現
れ
る
。

　
　

悲
風
爲
我
起　
　

悲
風　

我
が
爲
に
起
こ
り

　
　

激
烈
傷
雄
才　
　

激
烈
に
し
て
雄
才
を
傷
む

　
　
　
　
（「
冬
到
金
華
山
觀
因
得
故
拾
遺
陳
公
學
堂
遺
跡
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
一
一
37
ａ
）

　

こ
れ
は
、

　
　

曉
鸎
工
迸
淚　
　

曉
鸎
工
み
に
淚
を
迸
ら
せ

　
　

秋
⺼
解
傷
神　
　

秋
⺼
解
く
神
を
傷
ま
し
む　

�
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
贈
王
二
十
四
侍
御
契
四
十
韻
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
一
三
31
ｂ
）

や
、
さ
ら
に
は

と
に
よ
っ
て
、
茱
萸
が
他
者
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る

の
で
あ
る）

11
（

。

　

四
　
無
情
な
風
景
と
、
見
つ
め
る
杜
甫

　

こ
の
「
視
覺
句
」
に
お
け
る
風
景
と
の
關
係
を
、
杜
甫
は
別
の
角
度
か
ら
も
表

現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
世
界
を
「
無
情
」
あ
る
い
は
「
無
賴）

11
（

」
と
し
て
表
現
す

る
句
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

　
　

淸
渭
無
情
極　
　

淸
渭
は
無
情
の
極
み

　
　

愁
時
獨
向
東　
　

愁
ふ
る
時
も
獨
り
東
に
向
ふ　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
秦
州
雜
詩
二
十
首
」
其
二
『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
七
29
ｂ
）

　

淸
ら
か
に
流
れ
る
渭
水
は
無
情
の
極
み
の
存
在
で
、
わ
た
し
が
い
く
ら
愁
い
に

沈
ん
だ
と
き
で
も
、
そ
れ
に
は
か
ま
わ
ず
東
に
流
れ
て
い
る
。
愁
い
を
以
て
風

景
を
見
て
い
る
杜
甫
は
、
風
景
に
慰
め
を
求
め
て
見
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ

う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
風
景
は
お
か
ま
い
な
し
。
從
っ
て
愁
い
は
よ
り
深
ま
る
。

「
無
賴
」
に
つ
い
て
は
、

　
　

劍
南
春
色
還
無
賴　
　

劍
南
の
春
色　

還
た
無
賴

　
　

觸
忤
愁
人
到
酒
邊　
　

愁
人
に
觸
忤
し
て
酒
邊
に
到
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
送
路
六
侍
御
入
朝
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
一
二
３
ｂ
）

の
よ
う
に
、
春
の
風
景
が
愁
い
に
沈
む
こ
ち
ら
の
氣
も
知
ら
な
い
で
酒
を
飮
む
杜

甫
の
歬
に
立
ち
現
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
無
情
」
で
あ
り
「
無
賴
」
で
あ
る
風
景

の
こ
と
を
、
杜
甫
は
「
自
」
と
い
う
言
葉
で
も
表
現
し
て
い
る
。

　
　

愁
眼
看
霜
露　
　

愁
眼　

霜
露
を
看
る

　
　

寒
城
菊
自
芲　
　

寒
城　

菊
自
ら
芲
さ
く�（「
遣
懷
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
七
47
ｂ
）

こ
れ
は
「
見
る
杜
甫
」
と
「
お
か
ま
い
な
し
の
風
景
」
と
い
う
對
を
な
す
例
で
あ

る）
11
（

。
杜
甫
は
、
普
段
は
世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
從
っ
て
、
そ
れ
が
自
身
の
外



杜
甫
詩
に
お
け
る
視
覺
の
問
題

七
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
絕
句
漫
興
九
首
」
其
一
『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
九
50
ａ
）

　

こ
こ
で
は
、
杜
甫
が
見
る
の
で
は
な
く
、
風
景（
春
色
）の
方
か
ら
杜
甫
を
見
て

い
る
。
こ
こ
で
も
「
見
る
」
關
係
に
よ
っ
て
、「
無
賴
」
が
言
わ
れ
る
こ
と
が
㊟

目
さ
れ
よ
う）

1（
（

。

　
　

五
　
視
覺
句
と
象
徵

　

さ
て
、
本
論
考
が
最
初
に
問
題
と
し
た
、「
視
覺
」
が
持
つ
意
味
、
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
は
以
下
の
吉
川
幸
次
郞
氏
の
發
言
で
あ

る
。

從
來
の
詩
人
が
單
に
感
覺
の
美
、
繪
畫
的
な
快
感
と
し
て
感
じ
詠
じ
た
自
然

現
象
の
中
に
、
杜
甫
は
常
に
何
か
象
徵
的
な
意
味
を
感
じ
、
そ
の
奧
行
き
に

ま
で
わ
た
っ
て
見
、
詠
じ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。（
吉
川
幸
次
郞
「
東
洋
文
學

に
お
け
る
杜
甫
の
意
義
）
11
（

」）

　

そ
も
そ
も
象
徵
と
は
何
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
踏
み
込
む
力
を
筆
者
は

持
ち
合
わ
せ
な
い
の
だ
が
、
吉
川
氏
は
、
杜
甫
の
よ
う
に
象
徵
的
に
詠
む
以
歬

は
「
繪
畫
的
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
繪
畫
的
と
は
い
か
な
る
意
味
な
の
か
、

今
は
確
か
め
る
す
べ
も
な
い
が
、
假
に
「
詩
人
の
心
情
か
ら
は
獨
立
を
し
た
、
純

粹
に
視
覺
的
な
も
の
（
視
覺
的
に
美
し
い
も
の
）」
と
考
え
て
み
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、

む
し
ろ
杜
甫
は
、
そ
の
「
純
粹
に
視
覺
的
な
も
の
」
と
し
て
風
景
の
描
寫
を
し
た

の
で
は
な
い
か
。
從
っ
て
、
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
「
景
情
一
致
」
と
い
う
こ
と
で

言
え
ば
、
杜
甫
の
「
視
覺
句
」
は
、
景
情
一
致
を
最
初
か
ら
考
え
て
い
な
い
と
も

言
え
よ
う）

11
（

。
そ
し
て
、
本
論
考
冐
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
視
覺
的
な
存
在
、
あ
る

い
は
視
覺
的
な
世
界
の
把
握
は
も
と
も
と
封
印
さ
れ
て
來
た
の
で
あ
り
、
從
っ
て

人
閒
の
感
情
や
意
志
と
は
無
關
係
な
と
こ
ろ
に
あ
る
視
覺
的
存
在
や
世
界
の
表
現

も
ま
た
封
印
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　
　

好
雨
知
時
節　
　

好
雨　

時
節
を
知
り

　
　

當
春
乃
發
生　
　

當
春　

乃
ち
發
生
す

（「
春
夜
喜
雨
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
一
〇
２
ａ
）

に
も
つ
な
が
る
、
自
分
を
氣
遣
っ
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る
。

　
　

嗚
呼
一
歌
兮
歌
已
哀　

嗚
呼
一
歌
し
歌
已
に
哀
し

　
　

悲
風
爲
我
從
天
來　
　

悲
風
我
が
爲
に
天
從
り
來
る

　
　
　
　
　
　
　
（「
乾
元
中
寓
居
同
谷
縣
作
歌
七
首
」
其
一
『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
八
46
ａ
）

　

こ
の
七
首
の
連
作
詩
の
中
で
は
、「
爲
我
」
の
た
め
に
動
く
存
在
は
、
悲
風
だ

け
で
な
く
、
閭
里
の
人
々
で
あ
っ
た
り
、
猿
、
あ
る
い
は
溪
壑
が
そ
の
主
體
と
な

っ
て
い
る
。
全
編
の
主
題
は
不
滿
を
託
つ
杜
甫
な
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
風
景
は
杜

甫
と
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
「
四
松
」
で
は
、　

　
　

淸
風
爲
我
起　
　

淸
風　

我
が
爲
に
起
こ
り

　
　

灑
面
若
微
霜　
　

面
に
灑
ぐ
こ
と
微
霜
の
若
し　

（「
四
松
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
一
三
27
ｂ
）

と
、
松
を
歬
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
淸
ら
か
な
風
が
吹
い
て
く
る
。
そ
れ
は
、
杜
甫

に
と
っ
て
は
ま
さ
に
松
が
杜
甫
の
こ
と
を
氣
に
か
け
て
く
れ
て
、
こ
ち
ら
に
吹
き

寄
せ
て
く
れ
た
風
で
あ
る）

11
（

。
こ
こ
で
は
、
風
と
い
う
「
氣
的
」
な
つ
な
が
り
と
と

も
に
、
心
理
的
な
つ
な
が
り
を
あ
わ
せ
も
つ
、
杜
甫
の
風
景
と
の
關
係
が
あ
る
。

　

ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

　
　

風
景
を
見
て
い
る
杜
甫　

―　

�「
自
」
で
あ
る
風
景
。
無
情
、
無
賴
で
あ
る

風
景
。

　
　

風
景
の
中
に
あ
る
杜
甫　

―　
「
爲
我
」
で
あ
る
風
景
。

　

も
う
ひ
と
つ
「
無
賴
」
の
例
を
擧
げ
て
お
こ
う
。

　
　

眼
見
客
愁
愁
不
醒　
　

眼
に
客
愁
を
見
て
愁
醒
め
ず

　
　

無
賴
春
色
到
江
亭　
　

無
賴
の
春
色　

江
亭
に
到
る
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一
片
芲
飛
減
却
春　
　

一
片
の
芲
飛
び
て
す
ら
春
を
減
却
す
る
に

　
　

風
飄
萬
點
正
愁
人　
　

風
は
萬
點
を
飄
し
て
正
に
人
を
愁
へ
し
む

　
　

且
看
欲
盡
芲
經
眼　
　

且
ら
く
看
ん　

盡
き
ん
と
欲
す
る
芲
の
眼
を
經
る
を

　
　

莫
厭
傷
多
酒
入
脣　
　

厭
う
莫
か
れ　

多
き
に
傷
る
酒
の
唇
に
入
る
を

　
　

江
上
小
堂
巢
翡
翆　
　

江
上
の
小
堂　

翡
翆
巢
く
い

　
　

苑
邊
高
塚
臥
麒
麟　
　

苑
邊
の
高
塚　

麒
麟
臥
す

　
　

細
推
物
理
須
行
樂　
　

細
か
に
物
理
を
推
せ
ば　

須
ら
く
行
樂
す
べ
し

　
　

何
用
浮
名
絆
此
身　
　

何
ぞ
浮
名
を
用
て
此
の
身
を
絆
が
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
曲
江
二
首
」
其
一
『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
六
８
ｂ
）

　

最
初
の
四
句
に
は
、
春
の
風
景
を
見
續
け
て
い
る
杜
甫
が
い
る
。
愁
い
に
し
ず

む
杜
甫
の
こ
と
な
ど
お
か
ま
い
な
し
に
激
し
く
散
り
續
け
る
春
が
目
の
歬
に
あ
る
。

風
は
杜
甫
に
吹
き
よ
せ
る
の
で
は
な
く
、
視
覺
像
の
中
で
杜
甫
を
無
視
し
て
吹
い

て
い
る
。
そ
れ
に
對
し
て
自
分
は
、
と
あ
え
て
問
い
か
け
る
も
、
自
分
を
氣
に
掛

け
て
く
れ
な
い
風
景
に
對
し
て
文
句
を
言
う
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ほ
っ
て
お

い
て
く
れ
と
、
自
ら
は
酒
を
あ
お
る
の
み
。
續
く
二
句
、
翡
翆
が
巢
く
っ
て
し
ま

っ
た
小
堂
と
倒
れ
て
し
ま
っ
た
石
獸
は
、
世
の
盛
衰
の
は
か
な
さ
を
示
す
。
そ
れ

は
、
杜
甫
が
「
理
」
を
知
る
た
め
、
と
い
う
役
割
を
持
っ
て
登
場
し
て
い
る
。
こ

こ
で
も
、
理
＝
き
び
し
い
現
實
が
杜
甫
の
歬
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
「
視
覺
句
」
と
し
て
分
析
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
視

覺
に
關
連
し
て
こ
の
詩
は
㊟
目
す
べ
き
表
現
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
冐
頭
の

「
一
片
芲
飛
減
却
春
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
杜
甫
の
見
た
映
像
で
は
な
い
。
杜
甫
が

見
て
い
る
の
は
、
芲
が
亂
れ
散
る
風
景
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
杜
甫
は
こ
の
「
ひ
と

ひ
ら
の
み
が
舞
う
映
像
」
を
讀
者
に
要
求
し
、
そ
の
映
像
を
讀
者
が
持
つ
こ
と
に

よ
る
效
果
を
朞
待
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
映
像
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
二
句
目
で

は
い
っ
そ
う
芲
が
た
く
さ
ん
舞
い
散
る
。
お
そ
ら
く
、
杜
甫
が
見
て
い
た
芲
の
數

　

川
合
康
三
氏
が
、
杜
甫
の
詩
に
詠
ま
れ
る
小
動
物
た
ち
が
「
生
き
物
に
付
隨
し

て
い
た
既
成
の
意
味
か
ら
自
由
」
で
あ
り
、「
人
閒
か
ら
解
き
放
た
れ
、
小
動
物

は
彼
ら
自
身
の
生
を
生
き
る）

11
（

」
と
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
封
印
さ
れ
て
き

た
表
現
を
杜
甫
が
新
た
に
復
活
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
、
吉
川
氏
が
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
「
象
徵
」
の
問
題
と
も
つ
な
が
っ
て

い
る
。「
な
ぜ
こ
の
表
現
が
こ
の
句
の
中
に
あ
る
の
か
、
意
味
的
な
連
關
で
は
說

朙
が
出
來
な
い
」
句
が
、
杜
甫
の
詩
に
は
存
在
す
る
。
そ
こ
に
あ
る
「
溝
」
を
、

吉
川
氏
は
「
意
味
」
で
は
な
く
「
象
徵
」
で
埋
め
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う）

11
（

。
た

だ
、
本
論
考
で
は
そ
の
溝
を
、
杜
甫
の
世
界
と
の
關
係
の
轉
折
點
と
し
て
考
え
て

み
た
。
詩
人
の
心
情
と
は
直
接
意
味
的
關
わ
り
を
持
た
ぬ
風
景
の
描
寫
が
、
實
は

詩
人
の
心
情
に
大
き
く
働
き
か
け
て
い
る
。
風
景
が
詩
人
の
心
の
底
に
あ
っ
た
感

情
を
呼
び
起
こ
し
て
、
そ
れ
を
自
覺
さ
せ
、
は
き
だ
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
風
景
が

持
っ
て
い
る
何
ら
か
の
詩
人
の
心
情
と
の
關
係
（
あ
る
い
は
『
禮
記
』
樂
記
が
言
う

よ
う
な
氣
的
關
係
）
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
純
粹
な
視
覺
像
の
ま
ま
、

詩
人
を
「
感
動
」
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
覺
像
の
「
意
味
」
を

杜
甫
は
示
し
て
い
る
。

　

六
　
む
す
び
に
か
え
て
　
―
新
し
い
映
像
の
提
示
―

　

な
お
最
後
に
、
杜
甫
の
詩
の
「
視
覺
」
に
つ
い
て
、
李
白
と
對
比
し
て
少
し
だ

け
觸
れ
て
お
き
た
い）

11
（

。
李
白
は
、
小
川
環
樹
氏
が
「
李
白
の
心
の
中
で
は
、
ま
る

で
別
世
界
の
よ
う
で
あ
る）

11
（

」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
身
が
そ
の
想
像
上
の
三
次
元

空
閒
に
身
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
詠
い
、
同
時
に
そ
の
場
に
讀
者
を
誘
う
。
對
し

て
杜
甫
は
、
世
界
を
、
一
枚
の
繪
の
よ
う
に
、
視
覺
的
に
作
り
だ
し
、
そ
れ
を
讀

者
に
見
せ
よ
う
と
す
る
。

　
「
見
る
人
」
杜
甫
が
現
れ
る
、
よ
く
知
ら
れ
た
詩
を
讀
ん
で
み
よ
う
。



杜
甫
詩
に
お
け
る
視
覺
の
問
題

七
三

描
寫
し
つ
つ
、
見
え
て
い
る
も
の
よ
り
も
印
象
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
見
え
て
い

る
も
の
よ
り
も
「
美
し
い
」
も
の
を
言
葉
に
よ
っ
て
映
像
と
し
て
讀
者
に
見
せ
る）

11
（

。

そ
れ
は
、
文
學
的
表
現
と
し
て
美
し
い
句
と
は
ま
た
違
っ
た
、
新
し
い
「
美
し
い

表
現
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

杜
甫
の
「
視
覺
句
」
は
、
詩
人
の
心
情
か
ら
獨
立
し
て
、
ま
た
詩
の
中
で
の
あ

ら
ゆ
る
「
意
味
」
か
ら
獨
立
す
る
。
そ
し
て
風
景
は
、
か
た
ち
と
色
か
ら
な
る
對

象
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
「
意
味
」
と
す
る
存
在
に
變
貌
す
る）

11
（

。
そ
れ
は
、
美
し
く

描
寫
さ
れ
た
風
景
で
は
な
く
、
藝
術
を
作
り
出
す
契
機
と
し
て
の
風
景
へ
の
變
成

で
も
あ
っ
た
。
詩
人
に
と
っ
て
の
「
で
き
ご
と
」
と
し
て
の
風
景
で
は
な
く
、
詩

人
と
は
別
個
に
、
單
に
存
在
す
る
「
も
の
」
と
し
て
の
風
景
は
、
藝
術
的
連
關
の

中
で
新
た
な
「
意
味
」
を
獲
得
し
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
示

し
た
よ
う
な
、
詩
に
よ
っ
て
新
た
な
像
を
提
出
す
る
句
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
視

覺
像
そ
の
も
の
を
「
藝
術
化
」
す
る
も
の
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

㊟
（
１
）　

始
臣
之
解
牛
之
時
、
所
見
無
非
牛
者
。
三
年
之
後
、
未
嘗
見
全
牛
也
。
方
今
之
時
、

臣
以
神
遇
而
不
以
目
視
。官
知
止
而
神
欲
行
。（『
南
華
眞
經
』（
世
德
堂
本
）卷
二
２
ａ
）

（
２
）　

た
と
え
ば
『
新
書
』
修
政
語
上
「
求
衟
者
、不
以
目
而
以
心
。」（『
新
書
校
㊟
』（
中

華
書
局
、
二
〇
〇
〇
）
三
六
二
頁
）
あ
る
い
は
王
陽
朙
「
心
漁
歌
爲
錢
翁
希
朙
別
號

題
」
に
「
㊒
漁
者
歌
曰
、漁
不
以
目
惟
以
心
。」（『
王
陽
朙
全
集
』
卷
二
〇
外
集
二
（
上

海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
）
七
八
七
頁
）
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
抽
象
的
な
認
識

だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
行
爲
に
お
い
て
こ
の
考
え
は
深
く
根
付
い
て
い
る
。

（
３
）　

小
川
環
樹
『
唐
詩
槪
說
』
で
は
、「
風
景
が
そ
れ
に
對
す
る
詩
人
の
心
理
と
微
妙

な
對
應
の
關
係
を
も
っ
て
」い
る
と
說
か
れ
る
。『
唐
詩
槪
說
』岩
波
文
庫
版
一
九
頁
。

（
４
）　

筆
者
は
か
つ
て
「
液
化
す
る
風
景
」
と
し
て
、
視
覺
的
に
外
界
を
捉
え
る
仕
方
と

の
何
倍
も
の
芲
が
、
讀
者
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
は
舞
い
散
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

そ
れ
は
、
詩
自
體
が
持
っ
て
い
る
「
一
つ
で
も
十
分
な
の
に
、
萬
數
も
あ
る
の
だ

か
ら
」
と
い
う
論
理
と
は
無
關
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
論
理
を
越
え
て
、
映
像
が

も
た
ら
す
效
果
を
遺
憾
な
く
發
揮
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

　
　

西
蜀
櫻
桃
也
自
紅　
　

西
蜀
の
櫻
桃　

也
た
送
自
ら
紅
な
り

　
　

野
人
相
贈
滿
筠
籠　
　

野
人
相
ひ
贈
り
て
筠
籠
に
滿
つ

　
　

數
回
細
寫
愁
仍
破　
　

數
回
細
寫
し
て
仍
ほ
破
れ
ん
こ
と
を
愁
ふ

　
　

萬
顆
匀
圓
訝
許
同　
　

萬
顆
匀
圓　

許
の
ご
と
く
同
じ
き
を
訝
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
野
人
送
朱
櫻
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
一
一
９
ａ
）

で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
サ
ク
ラ
ン
ボ
を
籠
に
寫
（
移
）
す
と
き
に
細
心
の
㊟

意
を
は
ら
っ
て
も
な
お
傷
つ
け
な
い
か
と
心
配
す
る
杜
甫
は
、「
ど
う
し
て
み
ん

な
こ
ん
な
に
ま
ん
ま
る
な
ん
だ
ろ
う
」
と
い
ぶ
か
る
。
こ
こ
に
は
サ
ク
ラ
ン
ボ
を

じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
杜
甫
が
い
る
。
そ
し
て
、
讀
者
も
杜
甫
と
一
緖
に
そ
の
サ

ク
ラ
ン
ボ
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
現
れ
る
の
は
、
サ
ク
ラ
ン
ボ

の
「
丸
さ
」
で
は
な
く
、
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
こ
れ
以
上
な
い
「
紅
さ
」
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
詩
の
冐
頭
で
「
四
川
の
サ
ク
ラ
ン
ボ
も
や
っ
ぱ
り
紅

い
」
と
提
示
さ
れ
た
通
常
の
紅
さ
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の
紅
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

杜
甫
が
見
て
い
た
も
の
と
は
異
な
っ
た
、
詩
に
よ
っ
て
新
た
に
作
り
出
さ
れ
た

「
紅
」
の
映
像
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
見
る
人
」
杜
甫
は
、
我
々
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
見
せ
て
く

れ
る
。
本
論
考
で
は
、
見
る
こ
と
に
よ
る
杜
甫
の
心
情
に
㊟
目
し
て
き
た
が
、
こ

の
二
例
の
如
き
、
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
映
像
を
讀
者
と
共
㊒
す
る
こ
と
に
よ
る
「
新

た
な
映
像
の
創
出
」
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
が
盡
き
た
の
で
次
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
と

す
る
。
た
だ
、
本
論
考
冐
頭
の
「
江
碧
鳥
逾
白
、
山
靑
芲
欲
燃
」
も
、
結
局
は
同

樣
な
「
新
た
な
映
像
の
創
出
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
見
え
て
い
る
も
の
を



日
本
中
國
學
會
報
　
第
六
十
九
集

七
四

造
の
中
に
あ
り
、
哀
し
み
を
も
た
ら
す
形
象
が
哀
し
み
の
感
情
を
引
き
起
こ
す
と
い

う
關
係
に
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
外
界
に
觸
れ
て
そ
れ
に
自
ら
の
心
情
が
動
く
こ
と
を
、

「
見
（
瞻
）
る
」
と
し
た
上
で
語
る
陸
機
「
遵
四
時
以
歎
逝
、
瞻
萬
物
而
思
紛
」（「
文

賦
」（『
文
選
』
卷
一
七
２
ａ
））
も
こ
れ
と
同
じ
發
想
の
も
と
に
あ
る
。
以
下
、『
文
選
』

は
胡
克
家
本
を
用
い
て
葉
數
を
示
す
。

（
12
）　

ま
た
、
た
と
え
ば
潘
岳
の
「
金
谷
集
作
詩
」（『
文
選
』
卷
二
〇
34
ａ
）
は
金
谷
園

の
美
し
さ
を
歌
う
の
だ
が
、
そ
の
中
の
「
綠
池

淡
淡
、
靑
柳
何
依
依
」
で
は
、
池

や
柳
の
美
し
さ
を
歌
う
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
美
し
さ
を
歌
う
た
め
に
、
詩
人

が
形
容
し
て
い
る
、
と
も
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
眼
に
映
っ
た
映
像
を
そ
の
ま
ま
表

現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
風
景
を
、「
こ
の
風
景
は
ほ
か
の
と
こ
ろ
の
風
景
と
は

こ
こ
が
ち
が
う
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。
本
論
が
問
題
に
す

る
視
覺
句
は
、
そ
れ
に
對
し
て
、
單
に
白
い
鳥
が
飛
び
、
赤
い
芲
が
咲
い
て
い
る
と

い
う
映
像
を
そ
の
ま
ま
描
寫
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
結
果
的
に
そ
の
句
が
風
景
の
美
し

さ
を
述
べ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
杜
甫
の
意
圖
は
そ
こ
に
は
な
い
。

（
13
）　

川
合
康
三
『
中
國
名
詩
選
』
上
卷
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
）
二
一
九
頁
。

（
14
）　

杜
甫
の
風
景
（
山
水
）
詩
に
お
い
て
も
、
通
常
は
み
な
何
ら
か
の
杜
甫
の
心
情
と

の
關
わ
り
が
あ
る
も
の
と
し
て
解
釋
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
李
芳
民
「

論
杜
甫
的
山

水
」（『
唐
代
文
學
硏
究
』
四
）
を
參
照
。
そ
こ
で
は
「
山
水
の
情
」
と
「
家
國
の
情
」

が
山
水
詩
の
中
で
緊
密
に
融
合
す
る
こ
と
、あ
る
い
は「
蒼
氓
」な
風
景
が
自
身
の「
蒼

氓
」
を
引
き
起
こ
し
、
さ
ら
に
世
界
の
衰
亡
を
連
想
さ
せ
る
と
す
る
な
ど
、
豐
富
な

例
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

（
15
）　

ま
た
、
詩
の
山
水
表
現
は
、
情
景
（
語
ら
れ
る
べ
き
出
來
事
）
の
「
背
景
」
と
し

て
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
も
㊟
意
し
て
お
こ
う
。
小
川
環
樹
氏
に
よ
れ
ば
、

「
靑
靑
河
畔
草
、
鬱
鬱
園
中
柳
」（「
古
詩
一
十
九
首
」
其
二
『
文
選
』
卷
二
九
２
ａ
）

が
そ
れ
で
あ
る
。（『
小
川
環
樹
著
作
集
』
第
二
卷
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
）
二
二

三
頁
）
こ
れ
も
詩
全
體
の
中
で
の
特
定
の
意
味
（
役
割
）
を
負
っ
た
表
現
で
、
視
覺

は
異
な
る
、
風
と
光
が
詩
人
の
身
體
に
液
化
し
て
浸
透
す
る
こ
と
に
㊟
目
し
た
が
、

本
論
考
は
そ
れ
と
は
逆
の
方
向
か
ら
、
詩
人
と
風
景
と
の
關
わ
り
を
檢
討
す
る
こ
と

に
な
る
。
拙
論
「
液
化
す
る
風
景
」（『
中
國
藝
術
理
論
史
硏
究
』
創
文
社
、二
〇
一
五
）

參
照
。

（
５
）　

以
下
、杜
甫
の
詩
は
康
煕
三
二
年
序
刊
本『
杜
詩
詳
㊟
』を
用
い
、そ
の
葉
數
を
示
す
。

（
６
）　

鳥
に
つ
い
て
は
、「
日
⺼
籠
中
鳥
、
乾
坤
水
上
萍
」（「
衡
州
送
李
大
夫
七
丈
勉
赴

廣
州
『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
二
二
17
ａ
）
な
ど
、
終
始
杜
甫
自
身
の
表
象
で
あ
る
こ
と
は

考
慮
す
べ
き
で
あ
る
が
、
視
覺
句
が
い
つ
も
鳥
を
見
る
わ
け
で
も
な
く
、
こ
こ
で
は

問
題
に
し
な
い
。

（
７
）　

第
一
首
起
句
は
、
あ
る
意
味
で
は
視
覺
像
で
あ
る
が
、「
光
」
は
氣
的
「
風
景
」

の
一
つ
で
あ
っ
て
、
本
論
考
が
問
題
に
す
る
「
視
覺
」
と
は
別
の
も
の
と
し
て
考
え

て
い
る
。

（
８
）　

こ
れ
は
、
風
景
を
詠
む
詩
人
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
謝
朓
と
對
比
的
で
あ

る
。
興
膳
宏
『
六
朝
詩
人
論
』（
硏
文
出
版
、二
〇
〇
一
）
四
三
三
頁
「
詩
人
（
＝
謝
朓
）

は
う
ら
ら
か
な
春
の
日
ざ
し
の
中
に
た
た
ず
ん
で
、
こ
の
や
さ
し
く
親
し
み
や
す
い

自
然
に
、
自
身
を
和
合
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
」。

（
９
）　

こ
こ
に
擧
げ
た
「
轉
換
」
す
る
例
と
は
別
に
、
最
初
か
ら
視
覺
像
が
提
示
さ
れ
て
、

そ
の
後
に
自
ら
の
境
遇
に
對
す
る
感
慨
が
述
べ
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。「
曲
江
對
雨
」

（『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
六
11
ａ
）
で
は
「
城
上
春
雲
覆
苑
牆
、
江
亭
晚
色
靜
年
芳
、
林
芲

著
雨
燕
支
濕
、
水
荇
牽
風
翆
帶
長
」
と
視
覺
像
が
擧
げ
ら
れ
た
の
ち
、
肅
宗
か
ら
の

お
召
し
が
な
い
こ
と
を
嘆
く
杜
甫
が
現
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
は
杜
甫
の
詩
の
全
編

に
つ
い
て
、「
視
覺
詩
」
と
み
な
せ
る
も
の
を
探
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
視
覺
句
以

外
に
同
樣
の
轉
換
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

（
10
）　
「
至
乎
吟
詠
情
性
、
亦
何
貴
于
用
事
。
思
君
如
流
水
、
既
是

目
、
高
臺
多
悲
風
、

亦
惟
所
見
。」（『
詩
品
』
序
（『
詩
品
㊟
』（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
八
〇
）
四
頁
））

（
11
）　
『
禮
記
』
樂
記
篇
は
、
外
界
の
氣
が
、
觀
者
に
同
じ
氣
を
感
應
さ
せ
る
と
い
う
構



杜
甫
詩
に
お
け
る
視
覺
の
問
題

七
五

句
と
は
考
え
な
い
。
な
お
、
視
覺
像
を
考
え
る
時
に
は
、「
山
水
表
現
」
の
流
れ
を

考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
論
「
風
景
の
問
題
（
一
）」（
㊟

（
４
）
歬
揭
書
所
收
）
を
參
照
願
い
た
い
が
、「
風
景
」
に
つ
い
て
の
諸
論
考
に
つ
い

て
は
同
論
に
引
用
し
た
も
の
の
ほ
か
、
齋
藤
希
史
「
風
景
―
六
朝
か
ら
盛
唐
ま
で
」

（『
興
膳
敎
授
退
官
記
念
中
國
文
學
論
集
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
）
を
參
照
。

（
16
）　

た
と
え
ば
、
吉
川
幸
次
郞
氏
は
「
衟
理
は
、「
浮
生
」
の
所
㊒
で
あ
る
ば
か
り
で

な
く
、
そ
も
そ
も
は
世
界
の
所
㊒
で
あ
り
、
世
界
の
所
㊒
で
あ
る
ゆ
え
に
、「
浮
生
」

に
も
分
㊒
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
世
界
の
法
則
で
あ
り
方
向
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
「
浮
生
」
の
法
則
方
向
で
あ
る
「
理
」、そ
れ
は
認
識
し
に
く
い
も
の
で
は
な
く
、

認
識
に
容
易
な
も
の
で
あ
る
。･･･
世
界
の
す
べ
て
、
一
つ
一
つ
の
物
が
、
そ
れ
ぞ

れ
他
と
調
和
し
て
、
平
和
な
共
存
の
狀
態
に
あ
る
の
が
、
世
界
の
本
來
だ
か
ら
で
あ

る
。･･･

た
だ
一
つ
の
物
の
「
違
」
に
も
、
困
難
、
摩
擦
を
感
じ
、
そ
う
あ
ら
し
め

て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。･･･

「
理
」
の
字
は
、
次
の
時
代
、
宋
の
哲
學
者
の
愛
用

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
先
取
す
る
」（「
識
り
易
し
浮
生
の
理
」（『
吉
川

幸
次
郞
全
集
』
第
一
二
卷
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
、
五
三
〇
頁
（
原
載
一
九
六
三

『
世
界
敎
養
全
集
別
卷
』
四
」）
と
さ
れ
る
。
な
お
、
吉
川
氏
が
「
理
」
の
何
を
先
取

す
る
と
考
え
て
お
ら
れ
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
の
ち
の
㊟
（
38
）
の
謝
靈

運
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、詩
に「
理
」を
持
ち
込
ん
だ
の
は
杜
甫
が
初
め
で
は
な
い
。

從
っ
て
、
宋
學
の
理
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
お
そ
ら
く
宋
學

的
な
理
を
先
取
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
で
は
と
推
測
さ
れ
る
。

（
17
）　

い
く
つ
か
例
を
擧
げ
て
お
こ
う
。「
一
物
た
り
と
も
そ
れ
が
其
の
生
活
を
遂
げ
ぬ

と
い
う
や
う
に
あ
ら
し
め
て
は
な
ら
ぬ
」（
鈴
木
虎
雄
『
杜
少
陵
詩
集
』（
國
民
文
庫

刊
行
會
、
一
九
三
一
）
三
〇
二
頁
）「
そ
れ
は
一
物
を
も
そ
の
と
こ
ろ
を
得
ぬ
よ
う

に
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
だ
け
だ
」（
黑
川
洋
一
『
杜
甫
上
』（
岩
波

書
店
、
一
九
五
七
）
一
八
六
頁
）。「
た
だ
一
つ
の
物
の
「
違
」
に
も
、
困
難
、
摩
擦

を
感
じ
、
そ
う
あ
ら
し
め
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
」（
吉
川
幸
次
郞
「
識
り
易
し
浮

生
の
理
」（
㊟
（
16
）
參
照
）
五
二
九
頁
）。「
た
っ
た
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
衟
理
か
ら
離
れ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
小
川
環
樹「
唐
詩
を
中
心
に
し
て
」

（『
小
川
環
樹
著
作
集
』
第
二
卷
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
）
二
六
九
頁
）
原
載
『
週

刊
朝
日
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
』
二
五
、
一
九
七
〇
）。「
世
界
の
な
か
の
す
べ
て
の
存
在
を
し

て
、
一
物
た
り
と
も
そ
れ
本
來
の
あ
る
べ
き
狀
態
を
失
わ
し
め
る
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
ぬ
」（
吉
川
忠
夫
「
一
物
を
し
て
違
わ
し
め
難
し
私
考
」（『
杜
甫
』（
鑑

賞
中
國
の
古
典
第
十
七
卷
）
角
川
書
店
、
一
九
八
七
）
三
三
七
頁
）。「
一
つ
の
物
を

あ
る
べ
き
と
こ
ろ
か
ら
外
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
だ
」（
興
膳
宏
『
杜
甫
』（
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
九
）
二
三
二
頁
）。「
全
て
の
存
在
が
そ
の
在
り
樣
か
ら
背
か
ぬ
よ

う
に
取
り
計
ら
っ
て
い
る
の
だ
」（
小
南
一
郞
「
杜
甫
の
秦
州
詩
」（『
中
國
文
學
報
』

第
八
十
三
册
）
九
〇
頁
）。「
本
性
に
そ
む
か
せ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
、
本
性
を
ね

じ
曲
げ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
」（
下
定
雅
弘
、松
原
朗
編『
杜
甫
全
詩
譯
㊟（
四
）』（
講

談
社
學
術
文
庫
、
二
〇
一
六
）
三
六
二
頁
。
當
該
部
分
は
松
原
朗
氏
譯
）。「
所
以
從

不
違
背
自
然
之
常
理
」（
韓
成
武
、
張
志
民
『
杜
甫
詩
全
譯
』（
河
北
人
民
出
版
社
、

一
九
九
七
）
九
九
〇
頁
）。「
任
何
一
種
事
物
都
不
能
違
背
本
性
」（
李
壽
松
、
李
翼

雲
編
著
『
全
杜
詩
新
釋
』（
中
國
書
店
、
二
〇
〇
二
）
下
卷
、
一
四
七
一
頁
）。

（
18
）　

こ
れ
は
、
朱
子
學
的
な
理
に
慣
れ
て
し
ま
っ
た
我
々
に
は
い
さ
さ
か
理
解
の
し
が

た
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
程
朙
衟
が
「
理
に
は
善
も
惡
も
あ
る
」
と
す

る
の
が
、
朱
子
學
者
に
は
說
朙
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
關
わ
る
。
程
朙
衟

の
理
に
つ
い
て
は
土
田
健
次
郞
『
衟
學
の
形
成
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
二
）
第
三
章

を
參
照
。
杜
甫
の
理
は
、
朱
子
の
言
う
理
よ
り
も
、
程
朙
衟
の
理
に
近
い
も
の
と
も

言
え
よ
う
が
、
今
は
論
じ
る
餘
裕
が
な
い
。

（
19
）　
「
調
和
」
に
つ
い
て
は
、
㊟
（
16
）
所
引
の
吉
川
氏
の
發
言
を
參
照
。

（
20
）　

あ
る
い
は
「
家
鄕
既
盪
盡
、遠
近
理
亦
齊
」（「
無
家
別
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
七
10
ａ
）

は
、
遠
く
ま
で
引
き
出
さ
れ
る
の
は
つ
ら
い
が
、
廢
墟
と
な
り
身
寄
り
も
な
く
な
っ

た
故
鄕
に
い
て
も
、
苦
し
い
と
い
う
現
實
は
同
樣
だ
と
す
る
。
こ
れ
な
ど
も
理
は
現



日
本
中
國
學
會
報
　
第
六
十
九
集

七
六

實
を
指
す
も
の
言
え
よ
う
。

（
21
）　

な
お
浮
生
は
も
ち
ろ
ん
人
閒
の
こ
と
で
あ
り
「
浮
生
㊒
屈
伸
」（「
寄
張
十
二
山
人

彪
三
十
韻
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
八
25
ａ
）
も
浮
生
の
理
と
し
て
よ
い
も
の
だ
が
、
こ

の
理
は
人
閒
だ
け
で
は
な
く
、
動
物
や
植
物
、
あ
る
い
は
世
界
全
て
に
わ
た
る
も
の

と
考
え
る
の
は
、杜
詩
を
解
釋
す
る
場
合
の
了
解
事
項
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
「
秋

野
」
詩
が
、
浮
生
云
々
に
つ
づ
け
て
「
水
深
魚
極
樂
、
林
茂
鳥
知
歸
」
と
し
、
魚
や

鳥
も
同
じ
こ
と
だ
と
す
る
こ
と
か
ら
も
朙
ら
か
で
あ
る
、
な
お
、『
歲
寒
堂
詩
話
』

（
叢
書
集
成
初
篇
本
（
據
武
英
殿
聚
珍
版
）
二
一
頁
）
卷
下
の
「
秋
野
」
詩
の
評
、「
夫

生
理
㊒
何
難
識
、
觀
魚
鳥
則
可
知
矣
、
魚
不
厭
深
、
鳥
不
厭
高
、
人
豈
厭
山
林
乎
。」

で
は
、「
生
理
」
と
言
い
換
え
る
の
を
參
照
。
譯
文
で
は
た
と
え
ば
㊟
（
17
）
歬
揭

吉
川
論
考
の
「
世
界
の
な
か
の
す
べ
て
の
存
在
を
し
て
、
一
物
た
り
と
も
そ
れ
本
來

の
あ
る
べ
き
狀
態
を
失
わ
し
め
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
を
參
照
。

（
22
）　

㊟
（
17
）
所
引
の
吉
川
忠
夫
氏
の
論
考
を
參
照
。

（
23
）　

川
合
康
三
『
杜
甫
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
二
）
一
〇
三
頁
。

（
24
）　

斯
波
六
郞『
中
國
文
學
に
お
け
る
孤
獨
感
』（
岩
波
文
庫
版
、一
九
九
〇
）二
四
四
頁
。

な
お
、
こ
の
句
に
孤
獨
感
を
見
て
取
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
茱
萸
が
他
者
と
し
て

現
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
る
。

（
25
）　

川
合
康
三
氏
が
當
該
の
詩
に
つ
い
て
「
末
句
に
至
っ
て
、
ま
わ
り
の
す
べ
て
は
消

え
、
赤
い
小
さ
な
實
と
杜
甫
と
が
一
對
一
で
向
か
い
合
う
。」（『
中
國
名
詩
選
』
中

卷
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
）
三
二
〇
頁
）
と
さ
れ
る
の
を
參
照
。

（
26
）　

杜
甫
の
「
無
賴
」
の
表
現
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、
中
原
健
二
「
春
と
無
賴
」（『
中

國
文
學
報
』
第
六
十
三
册
）
を
參
照
。

（
27
）　

た
だ
、
こ
の
句
は
、
次
に
引
く
「
江
亭
」
と
は
異
な
り
、
そ
こ
に
視
覺
句
に
よ
る

轉
換
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
あ
と
詩
全
體
は
笛
の
「
音
」
に
引
か
れ
て
淚
が

出
る
と
い
う
「
風
景
の
中
の
詩
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
28
）　

な
お
、
こ
の
「
自
」
の
問
題
は
、「
自
私
」
の
問
題
と
關
わ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
小
川
環
樹
氏
が
朙
確
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。「
こ
の
「
無
私
」、
つ
ま
り
私
心
が

な
い
と
い
う
の
と
、「
自
私
」
と
い
う
の
は
、こ
と
ば
の
上
で
は
反
對
で
す
け
れ
ど
も
、

同
じ
事
柄
の
兩
面
で
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
所
を
得
て
る
か

ら
、
み
ず
か
ら
私
し
て
も
、
そ
れ
は
同
時
に
私
心
が
な
い
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
。」（「
唐
詩
を
中
心
に
し
て
」（
㊟
（
15
）
歬
揭
『
小
川
環
樹
著
作
集
』
第
二
卷
）

二
六
八
頁
）。

（
29
）　

川
合
康
三
『
中
國
名
詩
選
』
中
卷
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
）
三
六
七
頁
。

（
30
）　

こ
の
部
分
に
先
立
つ
二
句
は
「
覽
物
嘆
衰
謝
、
及
茲
慰
凄
凉
」
と
し
て
「
み
る
」

話
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
諸
般
の
出
來
事
に
遭
遇
し
て
と
い
う
ほ
ど
の
意

味
で
、
本
論
が
問
題
に
す
る
「
視
覺
」
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。

（
31
）　

司
馬
光
は
「
迂
叟
詩
話
云･･･

如
國
破
山
河
在
、
城
春
草
木
深
、
感
時
芲
濺
淚
、

恨
別
鳥
驚
心
。
山
河
在
、
朙
無
餘
物
矣
。
草
木
深
、
朙
無
人
矣
。
芲
鳥
、
平
時
可
娛

之
物
、
見
之
而
泣
、
聞
之
而
恐
、
則
時
可
知
矣
。
他
皆
類
此
不
可
徧
舉
。」（『
漁
隱

叢
話
歬
集
』（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
六
二
）
卷
六
、
三
三
頁
）
と
し
て
、
風
景

は
そ
れ
に
向
か
い
合
う
人
閒
に
合
わ
せ
て
姿
を
變
え
る
こ
と
を
指
摘
し
、
仇
兆
鰲
は

そ
れ
を
受
け
て
、こ
の
詩
に
お
い
て
「
人
當
㊜
意
時
、春
光
亦
若
㊒
情
。
人
當
失
意
時
、

春
色
亦
成
無
賴
。
猶
所
謂
感
時
芲
濺
淚
恨
別
鳥
驚
心
也
。」と
㊟
す
る
。
同
じ
對
象
が
、

そ
れ
を
受
け
取
る
人
閒
の
心
情
に
よ
っ
て
異
な
る
印
象
を
與
え
る
と
い
う
の
は
、
よ

く
知
ら
れ
る
嵆
康
の
「
聲
無
哀
樂
論
」
以
來
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
杜
甫
に
お
い

て
も
、風
景
は
彼
の
心
情
に
應
じ
て
姿
を
變
え
る
。「
愁
い
」
が
先
か
、「
無
賴
と
な
る
」

こ
と
が
先
か
を
言
う
の
は
難
し
い
の
だ
が
、
風
景
と
「
氣
的
」
つ
な
が
り
の
な
か
に

あ
る
杜
甫
と
、「
視
覺
的
關
係
」
の
中
に
あ
る
杜
甫
と
い
う
、
風
景
と
の
つ
な
が
り

の
仕
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、
杜
甫
の
風
景
へ
の
感
情
の
違
い
を
見
て
取
る
こ
と
は
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

（
32
）　
『
吉
川
幸
次
郞
全
集
』第
一
二
卷（
筑
摩
書
房
、一
九
六
八
）五
九
一
頁
。
こ
れ
は「
抱

葉
寒
蟬
靜
、歸
山
獨
鳥
遲
」（「
秦
州
雜
詩
」其
四『
杜
詩
詳
㊟
』卷
七
30
ｂ
）に
對
し
て
、



杜
甫
詩
に
お
け
る
視
覺
の
問
題

七
七

吉
川
幸
次
郞
氏
が
「
葉
を
抱
く
寒
蟬
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
杜
甫
の
目
に
ふ
れ
た
と
は

限
ら
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
象
徵
を
も
と
め
て
さ
ま
よ
う
杜
甫
の
心
に
、
う
か
び
あ

が
っ
た
幻
影
で
あ
ろ
う
」（「
鼓
角
」（『
吉
川
幸
次
郞
全
集
』
第
一
二
卷
、四
六
九
頁
））

と
さ
れ
、
氏
が
續
け
て
「
さ
て
か
く
二
物
に
よ
っ
て
、
そ
の
哀
し
み
を
象
徵

0

0

し
た
詩

人
は
、
最
後
の
二
句
に
至
っ
て
、
直
接
に
そ
の
悲
し
み
を
表
白

0

0

す
る
。」（
傍
點
原
文

の
ま
ま
）
と
さ
れ
る
こ
と
と
關
連
す
る
。
こ
こ
で
は
、
直
接
歬
後
の
內
容
と
意
味
的

な
連
關
を
持
た
ぬ
こ
の
蟬
と
鳥
の
句
が
、
杜
甫
の
悲
し
み
の
象
徵
と
し
て
說
か
れ
て

い
る
。

（
33
）　
「
見
る
」
と
い
う
話
で
誰
も
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
陶
淵
朙
の
「
採

菊
東
籬
下
、
悠
然
見
南
山
」（「
飮
酒
二
十
首
」
其
五
（『
陶
淵
朙
集
』（
中
華
書
局
、

一
九
七
九
）
八
九
頁
））
も
、
蘇
東
坡
が
「
採
菊
之
次
、
偶
然
見
山
、
初
不
用
意
、

而
景
與
意
會
、
故
可
喜
也
。」（『
漁
隱
叢
話
歬
集
』（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
六
二
）

卷
三
、
一
五
頁
）
と
言
う
よ
う
に
、
景
情
一
致
の
最
た
る
例
で
あ
る
。

（
34
）　

川
合
康
三
「
杜
甫
の
ま
わ
り
の
小
さ
な
生
き
物
た
ち
」（『
生
誕
一
千
三
百
年
記
念

杜
甫
硏
究
論
集
』
硏
文
出
版
、
二
〇
一
三
）
一
三
二
頁
。

（
35
）　

思
う
に
そ
れ
は
、
詩
經
の
「
興
」
に
由
來
す
る
も
の
と
も
言
え
る
の
だ
が
、
今
は

論
じ
る
餘
裕
が
な
い
。
な
お
、
下
定
雅
弘
氏
が
「
杜
甫
の
敍
景
の
特
徵
」
の
ひ
と
つ

と
し
て
「
景
物
自
體
を
捉
え
て
描
寫
し
て
お
り
、
詩
人
の
感
情
か
ら
の
獨
立
度
が
高

い
。
王
維
や
孟
浩
然
の
敍
景
詩
で
は
詩
人
の
情
と
景
と
が
も
っ
と
密
着
し
て
い
る
」

（『
杜
甫
全
詩
譯
㊟
（
二
）』
解
說
「
杜
甫
の
詩
の
魅
力
―
そ
の
內
容
と
形
式
」（
講
談

社
學
術
文
庫
、
二
〇
一
六
）
九
〇
四
頁
）
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
「
溝
」
が
あ
る
こ

と
に
當
た
る
と
思
わ
れ
る
。

（
36
）　

な
お
、
風
景
と
い
う
こ
と
で
は
當
然
問
題
に
な
る
謝
靈
運
と
王
維
に
つ
い
て
、
こ

こ
で
は
觸
れ
る
餘
裕
が
な
い
。
筆
者
は
當
面
、
こ
の
二
人
に
つ
い
て
は
「
場
を
示
す

風
景
表
現
」
と
し
て
考
え
て
い
る
。
こ
の
二
人
は
「
身
體
と
し
て
そ
の
場
に
存
在
」

す
る
が
、
杜
甫
は
「
眼
と
し
て
そ
の
場
に
存
在
」
す
る
。
そ
れ
が
、
杜
甫
の
描
寫
が

し
ば
し
ば
「
映
畫
の
よ
う
だ
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。
詳

細
は
別
稿
を
朞
し
た
い
。

（
37
）　
「
唐
詩
を
中
心
に
し
て
」（
㊟（
15
）歬
揭『
小
川
環
樹
著
作
集
』第
二
卷
、二
五
七
頁
）。

（
38
）　

な
お
、
杜
甫
が
意
識
的
に
「
美
し
い
風
景
」
を
詠
う
詩
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
わ
け
だ

が
、
杜
甫
は
美
し
い
風
景
を
美
し
い
と
樂
し
む
こ
と
に
し
ば
し
ば
た
め
ら
い
を
見
せ

て
お
り
、
理
と
の
關
係
で
は
、
美
し
い
風
景
を
理
と
か
ら
め
て
詠
う
句
「
賞
姸
又
分

外
、
理
愜
夫
何
誇
」（「
柴
門
」『
杜
詩
詳
㊟
』
卷
一
九
８
ａ
）
が
あ
る
。
こ
こ
で
「
理

が
愜
う
」
と
い
う
の
は
、
た
ま
た
ま
そ
の
時
の
杜
甫
の
「
現
實
」
が
平
穩
な
氣
持
ち

の
中
で
風
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
だ
け
の
こ
と
で
、
杜
甫
は
自
ら
の
「
分
」
を
そ

こ
に
見
て
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
句
は
仇
兆
鰲
も
指
摘
す
る
よ
う
に
謝
靈
運
の

「
慮
澹
物
自
輕
、
意
愜
理
無
違
」（「
石
壁
精
舍
還
湖
中
作
」『
文
選
』
卷
二
二
13
ｂ
）

を
意
識
し
て
い
る
の
は
朙
ら
か
で
あ
り
、「
理
に
違
わ
な
い
」
と
す
る
の
は
、「
難
敎

一
物
違
」
と
も
關
わ
る
問
題
で
あ
る
。「
美
し
い
も
の
を
み
る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
」

も
含
め
て
論
ず
べ
き
こ
と
は
殘
っ
て
い
る
の
だ
が
、
別
稿
を
朞
し
た
い
。

（
39
）　

本
論
考
が
言
う
「
見
え
た
ま
ま
」
と
は
、繪
畫
理
論
に
お
け
る
「
形
」
に
該
當
す
る
。

㊟
（
４
）
歬
揭
拙
著
の
「
序
章　

形
に
つ
い
て
」
を
參
照
。
こ
の
關
係
に
つ
い
て
も

稿
を
改
め
て
考
え
た
い
。




