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張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

谷

口

鉄

土佐

1 

張
彦
遠
の
「
自
然
」
の
位
置

唐
の
張
彦
遠
の
著
「
歴
代
名
画
記
」
（
大
中
元
年
八
四
七
）
は
、
そ
の
巻
第
二
の
「
画
体
の
工
用
と
揚
写
を
論
ず
」
の
項
に
お
い
て
、
品
第

の
最
高
の
も
の
と
し
て
「
自
然
」
を
立
て
て
い
る
。

夫
弐
於
自
供
而
後
神
、
決
一
於
羽
而
後
妙
、
位
一
一
於
砂
市
後
精
、
精
之
渦
病
也
、
而
誠
一
護
調
。
自
然
者
為
一
上
品
之
よ
、
神
者
u
A
1
品
之
中
一

妙
者
為
一
上
品
之
J
、
精
者
為
市
品
之
上
一
謹
而
細
者
為
一
中
品
之
中
一
余
、
今
五
此
五
店
、
以
舟
六
法
一
以
貨
不
説
。
其
間
詮
量
一
川
有
一
数

百
等
一
執
組
一
周
尽
－
。
見
古
人
神
遁
識
高
、
情
超
心
恵
者
一
宣
間
待
－
乎
知
画
一
（
学
津
一
討
原
本
の
第
二
巻
六
丁
の
裏
。
以
下
E
的
の
ご
と
く
略
す
。
）

す
な
わ
ち
彦
遠
は
、
自
然
、
神
、
妙
、
精
、
謹
細
の
五
等
を
立
て
、
そ
れ
を
上
品
の
上
か
ら
中
品
の
中
ま
で
に
当
て
て
、
品
第
の
基
準

張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

二
六
九



張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

二
七
O

と
し
て
い
る
。

（
張
彦
遠
が
、
九
品
等
の
中
の
上
か
ら
五
等
ま
で
に
名
称
を
与
え
、
な
ぜ
九
品
等
の
全
部
に
名
称
を
与
え
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
の

ち
に
述
べ
る
。
）
こ
こ
に
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
が
み
え
る
が
、

自
然
と
い
う
概
念
が
品
第
法
の
陀
史
の
上
に
現
わ
れ
た
の
は
こ
れ
が
は
じ

め
て
で
あ
り
、
し
か
も
神
、
妙
な
ど
の
よ
に
置
か
れ
て
最
高
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
特
別
の
注
目
に
値
す
る
と
思
う
。

も
っ
と
も
彦
遠
は
、
同
書
の
巻
第
四
以
下
の
「
歴
代
能
画
の
人
名
を
殺
ぶ
」
の
各
画
家
の
列
伝
の
条
に
お
い
て
は
、
上
品
の
上
か
ら
下

品
の
下
に
至
る
三
品
九
等
法
に
よ
っ
て
実
際
の
品
第
を
行
っ
て
い
て
、
自
然
、
神
、
妙
、
精
、
謹
細
と
い
う
彼
自
身
の
挙
げ
た
実
質
的
な

概
念
を
使
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
が
、
今
は
そ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
し
て
、
と
に

か
く
彼
が
品
等
の
最
高
位
に
自
然
と
い
う
概
念
を
立
て
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

彦
遠
以
前
に
お
け
る
品
等
法
を
み
る
と
、

だ
い
た
い
六
朝
時
代
に
お
い
て
は
三
品
九
等
法
が
一
般
で
あ
り
、

初
庸
の
李
嗣
真
（
永
国

〔
六
八
九
l
六
九
O
〕
中
、
右
御
史
中
震
）
の
「
画
後
品
」
に
至
っ
て
、

品
九
等
の
上
に
さ
ら
に
「
逸
品
」
を
立
て
る
に
至
っ
た
。

（
品
等

法
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
島
田
修
二
郎
氏
の
論
文
「
逸
品
扇
風
に
つ
い
て
」

〔
美
術
研
究
、

二
ハ
一
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
〕
を
参
照
。
）
李
嗣
真
の
「
画

後
品
」
は
侠
書
で
あ
る
が
、
彼
の
著
の
「
害
後
品
」

（
張
彦
遠
撰
「
法
書
要
録
」
巻
三
所
収
）
の
序
の
中
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
彼
が
書
家
に
つ

い
て
と
同
様
に
画
家
に
つ
い
て
も
逸
晶
画
家
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
彼
は
、
三
品
九
等
法
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
そ

の
ち
の
朱
景
玄
の
「
唐
朝
名
画

の
上
に
逸
品
の
目
を
立
て
、

い
わ
ば
十
等
法
を
立
て
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
李
嗣
真
の
い
う
逸
品
は
、

録
」
や
宋
の
黄
休
復
の
「
益
州
名
画
録
」
の
挙
げ
る
「
逸
品
」
や
「
逸
格
」
と
は
異
な
っ
て
、
た
だ
三
品
九
等
の
枠
内
に
納
ま
ら
な
い
特

別
に
傑
出
し
た
品
等
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、

い
わ
ば
三
品
九
等
と
同
じ
連
続
線
上
の
特
別
の
高
さ
を
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

盛
唐
時
代
に
入
る
と
、
張
懐
擢
（
関
元
円
七
一
三
l
七
四
一
U

中
、
翰
林
待
詔
）
が
そ
の
著
「
書
断
」

（
関
元
十
五
年
、

七
二
七
）
に
お
い
て



は
じ
め
て
「
神
、
妙
、
能
」
と
い
う
実
質
的
な
名
称
の
三
品
を
立
て
た
。
彼
の
「
画
断
」
は
侠
書
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
と
に
か
く
張
懐
M
に
よ
っ
て
品
第
の
名
称
が
実
質
的
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
品
第
の
立

て
方
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
、
従
来
の
三
品
法
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。

次
い
で
中
唐
か
ら
晩
唐
に
か
け
て
の
朱
景
玄
（
元
和
門
八
O
六
｜
八
二
O
〕
の
進
士
）
に
至
っ
て
、

そ
の
著
「
唐
朝
名
画
録
」
に
お
い
て

神
、
妙
、
能
の
他
に
、
別
格
と
し
て
「
逸
品
」
の
目
を
立
て
た
。
朱
景
玄
の
挙
げ
る
逸
品
は
、
李
嗣
真
の
逸
品
が
三
品
九
等
の
上
に
い
わ

ば
そ
の
延
長
線
上
の
傑
出
し
た
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
た
の
と
異
な
っ
て
、
常
法
に
拘
ら
な
い
格
外
の
、
奇
逸
な
画
法
を
指
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
彼
は
具
体
的
に
三
名
の
画
家
を
挙
げ
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
彼
は
神
妙
能
の
正
統
的
な
画
風
の
三
品
に
対
し
て
、
逸

品
を
そ
れ
ら
の
下
位
に
別
格
と
し
て
位
置
さ
せ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
こ
に
一
つ
の
奇
逸
な
画
風
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
逸
品
画
」
が
、
そ

の
芸
術
的
価
値
を
認
め
ら
れ
る
端
緒
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
萄
の
仁
顕
や
宋
初
の
勾
爽
龍
を
経
て
、

つ
い
に
宋
の
黄
休
復
の
「
益

州
名
画
録
」

（一

O
O
四
｜
七
）
に
至
っ
て
、

「
逸
格
」

（
内
容
的
に
は
朱
景
玄
の
逸
品
と
同
じ
）
が
神
妙
能
の
上
に
位
置
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
品
等
の
最
高
位
を
占
め
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
張
彦
遠
以
前
か
ら
そ
の
前
後
に
至
る
聞
の
品
等
法
の
概
要
を
記
し
た
が
、
彦
遠
の
品
等
法
に
み
え
る
「
自
然
」
と
い
う

名
称
は
、
こ
の
歴
史
を
通
じ
て
み
て
全
く
独
特
の
も
で
あ
り
、
孤
立
し
た
概
念
で
あ
る
。

し
か
し
彦
遠
の
「
自
然
」
と
い
う
品
目
は
、

そ
の
位
置
か
ら
み
る
と
、
李
嗣
真
の
逸
品
に
も
っ
と
も
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
李
嗣
真

は
、
三
品
九
等
の
上
に
さ
ら
に
そ
れ
を
越
え
る
傑
出
し
た
も
の
と
し
て
逸
品
を
立
て
た
が
、
そ
れ
は
実
質
的
に
は
、
次
の
張
懐
捕
の
立
て

た
神
、
妙
、
能
の
三
品
の
中
の
神
品
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
張
彦
遠
も
「
自
然
」
を
三
品
九
等
の
最
上
位
の
上
品
の
上
に
当
て

張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

二七



張
彦
選
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

ニ
七
二

て
い
る
。
彦
遠
の
い
う
精
と
謹
細
と
を
従
来
の
三
品
法
の
能
の
更
に
細
分
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
従
来
の

神
妙
能
の
三
品
の
上
に
自
然
を
立
て
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
形
式
的
に
は
李
嗣
真
の
逸
品
、
張
懐
棋
の
神
品
、
張
彦
遠
の
自
然
は
ほ
ぼ

相
蔽
う
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
彦
遠
が
上
品
の
上
（
す
な
わ
ち
自
然
）
に
当
て
て
い
る
画
家
は
、
晋
の
王
康
と

顧
憎
之
、
宋
の
陸
探
微
の
三
人
だ
け
で
あ
り
、
上
品
の
中
（
す
な
わ
ち
神
）
に
当
て
で
い
る
画
家
は
梁
の
張
僧
樹
、
惰
の
孫
尚
子
と
楊
契

丹
の
三
人
で
あ
り
、
上
品
の
下
（
す
な
わ
ち
妙
）
に
当
て
て
い
る
画
家
は
、
晋
の
衛
協
と
史
道
碩
、
唐
の
闇
立
徳
と
闘
立
本
の
四
人
で
あ

る
。
こ
れ
か
ら
み
て
も
、
彦
遠
の
自
然
は
、

李
嗣
真
の
逸
品
、

張
懐
魂
の
神
品
と
ほ
ぼ
位
置
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る。
し
か
し
品
等
上
の
位
置
こ
そ
ほ
ぽ
同
じ
で
あ
る
と
は
い
え
、
彦
遠
の
自
然
が
李
嗣
真
の
逸
品
や
張
懐
曜
の
神
品
と
そ
の
意
味
内
容
、
少

〈
と
も
彦
遺
が
自
然
と
い
う
概
念
に
含
ま
せ
よ
う
と
し
た
意
図
ま
で
同
じ
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彦

遺
が
実
際
に
三
品
九
等
の
品
第
を
適
用
し
て
い
る
の
は
、
初
唐
の
閤
立
徳
、
開
立
本
兄
弟
の
前
後
の
画
家
ま
で
で
あ
っ
て
、
す
で
に
県
道

玄
や
李
恩
訓
な
ど
に
至
っ
て
は
品
等
を
下
し
て
い
な
い
。

（
何
故
に
張
彦
遠
が
唐
初
以
後
の
画
家
に
対
し
て
品
等
を
下
さ
な
か
っ
た
か

は
、
別
に
追
求
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
J

も
し
仮
り
に
彦
遠
の
い
う
自
然
と
い
う
概
念
が
、

朱
景
玄
や
黄
休
復
の
い
う
逸
品
・
逸
格
の

概
念
と
い
く
ら
か
で
も
内
容
に
お
い
て
相
通
ず
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
中
唐
以
後
の
一
群
の
特
異
な
画
家
に
つ
い
て

品
第
が
適
用
さ
れ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

朱
景
玄
が
挙
げ
た
三
人
の
逸
晶
画
家
の
中
、
張
志
和
は
大
暦
（
七
六
六
｜
七
七
九
）

中
、
顔
真
卿
と
交
遊
が
あ
り
、
王
墨
は
貞
元
（
七
八
五
｜
八
O
四
）
の
末
に
捜
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

い
ず
れ
も
中
唐
の
画
家
で
あ
り
、
中

唐
の
こ
ろ
か
ら
奇
逸
な
、
朱
景
玄
の
い
わ
ゆ
る
逸
晶
画
家
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
張
彦
遠
は
、
も
は
や
中
唐
の
画
家
に
対
し



て
は
品
等
を
下
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
品
等
と
い
う
形
式
的
な
面
か
ら
は
、
必
ず
し
も
彦
遠
の
自
然
と
い
う
概
念
が
、
具
体
的
な
画
家
と

の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
内
容
を
持
た
せ
ら
れ
て
い
た
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。

一
般
的
に
み
て
彦
遠
は
、
中
唐
以
後
に
現
わ
れ
た
異
端
的
な
、

い
わ
ゆ
る
逸
品
画
家
の
新
し
い
画
風
に
対
し
て
必
ず
し
も
同
情
的
、
同

調
的
で
な
い
と
い
っ
て
い
い
。
彼
は
筆
法
を
重
ん
じ
、
筆
述
、
筆
力
を
重
視
す
る
伝
統
的
な
書
画
同
体
論
の
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
朱
景

玄
に
比
べ
て
む
し
ろ
保
守
的
な
両
論
家
と
み
ら
れ
得
る
面
が
あ
る
。
両
絹
を
ぬ
ら
し
て
そ
れ
に
軽
粉
を
点
綴
し
、
そ
れ
を
口
で
吹
き
ま
く

っ
て
雲
気
を
描
く
、

い
わ
ゆ
る
「
吹
雲
法
」
に
対
し
て
は
、

そ
れ
が
筆
迩
を
示
さ
な
い
が
故
に
画
で
な
い
と
い
い
、

山
水
両
家
の
「
滋

墨
」
に
対
し
て
も
、
こ
れ
を
画
と
い
わ
ず
と
評
し
て
い
る
（
E
向
）
。

し
か
し
彦
遠
は
、
果
し
て
そ
の
よ
う
に
中
唐
以
後
の
革
新
的
な
画
風
に
対
し
て
全
く
無
理
解
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
自
然
と

い
う
言
葉
の
中
に
は
、
中
唐
以
後
の
新
し
い
画
風
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
態
度
、
関
係
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
は
歴
代

名
画
記
の
中
で
、
自
然
と
い
う
言
葉
を
、
上
に
挙
げ
た
箇
所
（
E
伯
）
以
外
に
は
全
く
使
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

彦
遠
自
身
の
自

然
と
い
う
言
葉
の
使
用
法
そ
の
も
の
か
ら
、
そ
の
概
念
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
彼
を
し
て
自
然
と
い
う
言

葉
を
使
わ
せ
る
に
至
っ
た
な
ん
ら
か
の
動
機
、
あ
る
い
は
周
囲
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
こ
で
は
彦
遠
に
お
け
る
自
然

と
い
う
概
念
の
意
味
内
容
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
を
し
て
自
然
と
い
う
言
葉
を
使
わ
せ
る
に
至
っ
た
事
情
を
彼

の
教
養
、
交
友
と
い
っ
た
範
囲
か
ら
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
彦
遠
の
自
然
と
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に
あ
る
逸
品
と
い
う
言
葉
を
は
じ
め
て
品

等
法
に
使
っ
た
李
嗣
真
は
、
そ
の
「
書
後
品
」
の
序
の
中
で
、
詩
品
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
逸
品
の
芸
術
家
を
「
神
に
合
し
自
然
と
交
わ

り
冥
契
す
る
者
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
自
然
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
い
ま
だ
神
と
分
離
さ
せ
て
い
な
い
。
張
彦
遠

張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

二
七
三



張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

二
七
四

は
明
ら
か
に
自
然
と
神
と
を
分
離
さ
せ
て
自
然
を
神
の
上
に
置
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
を
し
て
そ
の
よ
う
に
自
然
を
高
く
位
置
さ
せ
る

に
至
っ
た
な
ん
ら
か
の
事
情
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

以
上
に
お
い
て
張
彦
遠
の
品
等
論
に
お
け
る
自
然
の
位
置
に
つ
い
て
だ
い
た
い
述
べ
て
き
た
が
、
自
然
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
言
葉
だ

け
を
取
り
上
げ
て
み
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
彦
遠
以
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
。
寡
見
に
し
て
画
論
の
方
面
で
は
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
み
な
い
が
、

書
論
の
方
面
で
は
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
書
論
の
分
野
で
自
然
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、

そ
れ
は
或
る
書
家

あ
る
い
は
そ
の
書
風
を
形
容
す
る
形
容
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
、
彦
遠
の
場
合
の
よ
う
に
特
定
の
品
等
を
指
す
言
葉
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
大
き
な
謹
庭
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
彦
遠
の
自
然
の
品
目
の
先
駆
と
み
ら
れ

る
よ
う
な
使
用
法
が
あ
る
。

今
、
自
然
と
類
語
の
「
天
然
」
と
い
う
言
葉
を
も
含
め
て
先
例
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
と
、
す
で
に
南
斉
の
王
僧
度
（
四
二
六
l
四
八
五
）
の

「
論
番
」

（
張
彦
遠
撰
「
法
書
要
録
」
巻
一
所
収
）
に
、

宋
文
帝
書
、
自
謂
、
不
滅
一
壬
子
敬
（
献
之
）
一
時
議
者
云
、
天
然
勝
羊
虫
、

功・
夫・

:I 

宋
の
文
帝
の
書
が
、
当
時
の
評
者
の
言
葉
に
よ
る
と
、

天
然
に
お
い
て
は
羊
欣
（
字
は
敬
元
、
三
七
O
l四
一
一
二
）
に
勝
り
、

功
夫
に
お

い
て
は
学
欣
に
及
ば
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
天
然
」
と
「
功
夫
」
と
が
対
立
的
あ
る
い
は
相
関
的
な
概
念
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。
次
い
で
梁
の
虞
鰐
の
「
論
書
表
」
（
法
書
要
録
巻
二
）
に
、
後
漢
の
張
芝
（
字
は
伯
英
、
初
平
〔
一
九
O
l
一
九
三
〕
年
間
残
）

と
視
の
鍾
鏑
（
字
は
元
常
、
一
五
一

l
一
一
一
ニ
O
）
と
晋
の
二
王
と
の
香
を
比
較
論
評
す
る
と
こ
ろ
で
、
羊
欣
の
言
葉
を
引
い
て
、

（
羊
）
欣
叉
云
、
張
（
芝
）
字
形
不
及
右
寧
（
王
義
之
）
、
自
然
不
如
小
王
（
王
献
之
）
。

レ

ニ

一

レ

ニ

一



と
い
っ
て
い
る
。
張
芝
が
字
形
で
は
王
義
之
に
及
ば
ず
、
自
然
と
い
う
点
で
は
王
殿
之
に
及
ば
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
自

然
と
字
形
と
が
対
照
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
字
形
は
、
先
き
の
功
夫
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

梁
の
庚
肩
吾
（
字
は
子
慎
ま
た
は
叔
慎
、
慎
之
、
号
は
玄
静
先
生
、
五
五
O
残
か
）
の
「
書
品
」

（
法
書
要
録
巻
二
）
に
至
る
と
、

は
じ
め
て

品
九
等
法
を
書
家
に
適
用
し
て
、
上
品
の
上
に
張
芝
と
鍾
錨
と
晋
の
王
義
之
（
字
は
逸
少
、
三
O
七
？
i
一
二
六
五
？
）
の
一
二
人
を
当
て
、
そ
の

三
人
を
比
較
し
て
、

張
（
芝
）
工
夫
第
一
、
天
然
次
之
（
略
）
。

然
不
及
鍾
、
工
夫
過
之
。

レ

レ

レ

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
天
然
で
は
鍾
締
が
第
一
で
、
王
義
之
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
最
後
に
張
芝
と
い
う
順
に
な
り
、
工
夫

鍾
（
締
）
天
然
第
一
、
功
夫
次
之
（
略
）
。

王
（
義
之
）
工
夫
不
及
張
、
天
然
過
之
、
天

で
は
張
芝
が
第
一
で
主
義
之
、
鍾
舗
の
順
に
な
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
上
品
の
上
に
挙
げ
ら
れ
た
三
人
の
書
家
を
、
自
然
と
功

夫
と
の
こ
面
か
ら
比
較
論
評
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
高
の
書
家
を
、
自
然
と
功
夫
（
虞
餅
の
字
形
は
功
夫
に

当
た
る
で
あ
ろ
う
）
と
の
二
面
か
ら
論
評
す
る
の
が
、
王
僧
慶
、
虞
財
以
来
の
伝
統
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
庚
肩
一
吾
の
「
書
品
」
に
至
っ
て

定
式
化
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
伝
統
が
初
唐
の
李
嗣
真
の
「
書
後
品
」
に
も
受
け
つ
が
れ
て
い
る
。
李
嗣
真
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
三
品
九
等
の
上
に
逸

品
の
目
を
立
て
、
逸
品
書
家
と
し
て
、

庚
肩
吾
の
挙
げ
た
上
品
の
上
の
書
家
三
人
の
他
に
更
に
秦
の
李
斯
（
字
は
通
古
、
前
二
O
八
夜
）
と

晋
の
王
献
之
（
字
は
子
敬
、
三
四
四
l
三
八
八
）
の
二
人
を
加
え
て
五
人
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
逸
品
書
家
を
通
じ
て
そ
の
も
っ
と
も

重
要
な
素
質
と
し
て
、
李
嗣
真
は
恐
ら
く
「
自
然
」
を
考
え
て
い
た
も
の
と
思
う
。
李
嗣
真
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

一
般
的
に
逸
品

張
彦
速
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

二
七
五



張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
づ
い
て

ナ
七
六

の
芸
術
家
に
つ
い
て
「
神
に
合
し
自
然
と
交
わ
り
冥
契
す
る
者
」
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
、
特
別
に
逸
品
の
書
家
に
つ
い
て
自
然
と
い
う

こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
彼
が
逸
品
以
外
の
書
家
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
内
容
か
ら
推
し
て
、
逸
品
書
家
の
特
質
と
し
て
自

然
を
重
視
し
て
い
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。

例
え
ば
上
下
品
の
項
で
唐
の
祷
遂
良
（
字
は
登
善
、
五
九
六
l
六
五
八
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

諸
氏
時
宜

J

右
耳
（
王
義
之
）
、
亦
為
一
高
品
。
豊
一
騎
離
刻
、
盛
為
一
当
今
一
説
情
。
但
恨
之
官
然
、
功
勤
精
悉
耳
。

逸
品
書
家
の
王
義
之
に
比
べ
て
、
そ
の
自
然
に
乏
し
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
中
中
品
の
項
で
は
、
総
評
し
て
次
の
ご
と
く
い

っ
て
い
る
。

評
目
、
古
之
学
者
、
皆
有
師
法
。
今
之
学
者
、
但
任
胸
懐
無
自
然
之
逸
気
。

昔
に
比
べ
て
今
の
書
家
に
は
自
然
の
逸
気
が
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
「
自
然
に
乏
し
」
と
か
「
自
然
の
逸
気
な
し
」
と
か
い
う
評
は
、

す
べ
て
逸
品
書
家
の
特
質
と
し
て
の
自
然
を
念
頭
に
置
い
て
、

そ
れ
と
の
比
較
で
下
し
た
評
語
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

」
の
伝
統
を
継
い
で
盛
唐
の
張
懐
曜
は
、
そ
の
著
「
文
字
論
」

（
法
書
要
録
巻
四
）
の
中
で
、
彼
が
神
品
に
挙
げ
る
張
芝
、
鍾
締
、
王
議

之
の
書
を
論
じ
て
自
然
の
語
を
便
っ
て
い
る
。

（
遂
良
）

而
己
。
其
草
、

一
ム
ユ
古
、
各
有
自
然
天
骨
。
猶
千
里
之
述
、

諸
賢
未
尽
之
得
。
惟
張
有
道
創
意
、
物
象
近
於
自
然
、

レ

ニ

一

議翠
語：ヨ倫理

是今
其之
長自
也量
。＝可
一以

ー比
一於
廃

世
南

諸

夫
鍾
（
鮎
）
王
（
靖
之
）
真
行
、

錨
・
耐
と
主
義
之
の
真
行
に
は
自
然
の
天
骨
が
あ
り
、

張
芝
の
草
書
は
自
然
に
近
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

張
懐
U
U

が
ま
た
そ
の
著
「
議
書
」

（
法
書
要
録
巻
四
）
の
中
で
、
草
書
を
論
じ
て
「
自
然
の
功
と
同
じ
」
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
草
書
が



そ
の
性
格
に
お
い
て
こ
の
評
語
に
も
っ
と
も
近
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

草
（
略
）
、
雄
至
貴
不
能
抑
其
高
、
雌
妙
算
不
能
量
其
力
。
是
以
無
為
而
用
同
自
然
之
功
。
物
類
其
形
得
造
佑
之
盟
、
皆
不
知
其
然
也
。

ニ

－

νν

一

一

一

二

一

ν
ν

二

－

ニ

一

二

一

－

－

－

レ

ニ

－

さ
ら
に
張
懐
棋
は
、
そ
の
著
「
書
断
」
（
法
書
要
録
巻
七
、
八
、
九
）
の
中
で
、
彼
が
神
品
に
挙
げ
る
周
の
史
・
柑
（
大
家
の
創
始
者
と
伝

え
ら
れ
る
）

に
つ
い
て
「
自
然
機
発
」
と
い
い
、
や
は
り
神
品
の
張
芝
に
つ
い
て
は
、

其
草
書
急
就
章
字
、
皆
一
筆
間
成
、
ム
4
一
於
自
然
一
川
調
変
化
至
極
一

と
い
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
張
懐
曜
は
妙
品
の
欝
康
に
つ
い
て
も
「
そ
の
（
草
書
の
）
体
勢
を
み
る
に
、
こ
れ
を
自
然
に
得
て
、
意
は
筆

墨
に
在
ら
ず
」
と
か
「
天
質
自
然
」
と
か
、
或
は
「
自
然
意
遠
」
と
か
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
む
し
ろ
智
康
の
書
そ
の
も
の
の
評

と
い
う
よ
り
も
、
普
康
の
体
質
や
気
風
に
対
す
る
張
懐
曜
の
歎
美
が
、
書
の
評
価
へ
と
転
じ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
こ
と

は
、
張
懐
曜
が
「
議
書
」
の
中
で
帯
康
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。

脅
叔
夜
身
長
七
尺
六
寸
、
長
官
官
店
店
溶
色
一
品
土
木
形
政
而
龍
章
鳳
姿
、
天
質
自
然
。
加
点
草
友
温
恭
一
吾
恭
一
共
為
引
八
。

ま
た
張
慢
棋
は
「
書
断
」
の
中
で
、
妙
晶
の
宋
の
文
帝
の
書
に
つ
い
て
も
「
天
然
」
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
‘
こ
れ
は
王

僧
虚
の
「
論
書
」
以
来
の
時
論
を
採
っ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
特
別
の
意
味
は
な
い
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
張
懐
璃
に
お
い
て
も
「
自
然
」
と
い
う
評
語
は
、
最
高
の
品
等
（
神
品
）

の
書
家
に
つ
い
て
そ
の
最
も
重

要
な
特
質
を
現
わ
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
梁
の
虞
鯨
、
殊
に
梁
の
贋
肩
吾
以
来
、
初
唐
の
李
嗣
真
を
過
し
て
盛
唐
の
張

懐
曜
に
至
る
ま
で
、

「
自
然
」
は
最
高
の
品
等
の
書
家
に
対
す
る
評
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

張
彦
遠
は
、
書
論
史
上
の
一
大
宝
庫
と
も
い
う
べ
き
「
法
書
要
録
」
十
巻
を
編
集
し
た
人
で
あ
る
か
ら
、
書
論
に
も
っ
と
も
精
通
し
た

張
彦
遠
の
回
同
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

一
一
七
七



張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

二
七
八

人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
彼
が
こ
の
書
論
の
伝
統
の
上
に
立
っ
て
、
そ
れ
を
活
か
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
彼
が
更
に
一
歩
を
進
め
て
「
自
然
」
を
は
っ
き
り
と
品
第
の
最
高
の
も
の
と
し
て
立
て
、
そ
れ
を
画
の
品
等
に
用
い
た
と
い

う
こ
と
も
、
極
め
て
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
張
彦
遠
の
画
の
品
等
論
に
お
け
る
「
自
然
」
の
源
流
は
、
直
接
に
は
こ
の
書
論
の

伝
統
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

し
か
し
、
張
彦
遠
が
書
論
の
伝
統
か
ら
最
高
の
品
目
の
「
自
然
」
の
概
念
を
得
て
き
た
に
し
て
も
、
彼
の
よ
う
に
自
然
を
特
定
の
品
目

と
し
て
立
て
た
と
い
う
こ
と
と
、

彼
以
前
の
よ
う
に
単
に
そ
れ
を
評
語
と
し
て
使
っ
た
と
い
う
こ
と
と
の
聞
に
は
、

大
き
な
謹
庭
が
あ

る
。
し
か
も
、
先
に
引
い
た
よ
う
に
庚
肩
吾
は
、
最
高
の
品
等
の
張
芝
と
鍾
締
と
王
義
之
の
三
人
を
比
較
す
る
場
合
に
、
天
然
を
工
夫
と

対
立
さ
せ
て
使
っ
て
い
る
し
、
李
嗣
真
は
逸
品
の
芸
術
家
を
評
し
て
「
神
に
合
し
自
然
と
交
わ
り
冥
契
す
る
者
」
と
い
っ
て
、

い
ま
だ
自

然
と
神
と
を
分
離
さ
せ
て
い
な
い
。

そ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

や
は
り
彦
遠
が
自
然
の
品
目
を
最
高
の
品
等
と
し
て
立
て
た
背
後
に

は
、
単
な
る
書
論
の
伝
統
だ
け
で
す
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
更
に
別
に
も
っ
と
直
接
の
動
機
あ
る
い
は
誘
因
に
な
る
も
の
が
寄
在
し

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
彦
遠
の
教
養
、
あ
る
い
は
彼
の
周
辺
の
事
情
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

2 

張
彦
遠
と
李
約

六
朝
以
来
の
書
論
や
張
彦
遠
の
画
論
に
み
え
る
自
然
と
い
う
言
葉
が
、
「
老
子
」
か
ら
出
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
張
彦

遠
の
自
然
が
、
そ
の
背
後
に
書
論
の
伝
統
を
も
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
彼
を
し
て
あ
の
よ
う
に
自
然
の
品
目
を
最
高
の
品
等
と
し
て
立
て

さ
せ
た
事
情
に
は
、
更
に
淵
源
的
に
「
老
子
」
そ
の
も
の
へ
と
彼
を
導
き
、

「
老
子
」
に
お
け
る
自
然
を
強
く
意
識
さ
せ
る
機
縁
に
な
っ



た
も
の
が
存
在
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
先
に
張
彦
遠
が
自
然
の
品
目
を
立
て
た
文
章
を
引
い
た
が
、
そ
の
文
章
、
す
な
わ
ち

夫
失
於
自
ぷ
而
後
神
、
失
於
神
－
而
後
妙
、
失
於
妙
一
而
後
精
、
精
之
皆
川
病
也
、
而
成
謹
畑
。

と
い
う
語
法
は
「
老
子
」
第
三
十
八
章
の

故
失
道
而
後
徳
、
失
徳
而
後
仁
、
失
仁
而
後
義
、
失
義
而
後
礼
。
夫
礼
者
忠
信
薄
而
乱
之
首
也
。

レ

レ

レ

レ

の
語
法
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
て
い
る
。
「
老
子
」
が
道
、
徳
、
仁
、
義
、
礼
の
順
位
に
五
等
の
価
値
づ
け
を
な
し
た
の
に
対
し
て
、
張
彦
遠

は
自
然
、
神
、
妙
、
精
、
謹
細
の
五
等
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
彼
が
九
品
等
の
中
の
上
か
ら
五
等
ま
で
に
だ
け
名
称
を
与
え
た
の
も
、
こ

こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
と
思
う
。

「
老
子
」
に
は
、
そ
の
第
二
十
五
掌
に

道
大
、
天
大
、
地
大
、
王
亦
大
。
域
中
有
四
大
、
而
王
居
其
一
意
。
人
法
地
、
地
法
天
、
天
法
道
、
道
法
自
然
。

ニ

－

ニ

一

レ

レ

レ

＝

｝

と
あ
り
、
そ
の
他
第
二
十
三
章
、
第
六
十
三
章
な
ど
に
も
自
然
の
語
が
み
え
る
。
こ
れ
を
張
彦
遠
が
ど
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
か
は
、
直

接
に
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
彼
を
「
老
子
」
へ
と
導
く
有
力
な
機
縁
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
人
物
が
い
る
。
そ
れ
は
彼
の
家

と
親
し
か
っ
た
李
約
（
字
は
寄
博
、
号
は
粛
斎
）
で
あ
る
。
李
約
に
は
「
道
徳
真
経
新
註
」

（
道
蔵
洞
神
部
玉
訣
類
所
収
、
全
唐
文
五
一
四
に

序
文
の
み
収
録
）
の
著
が
あ
り
、
そ
れ
が
彦
遠
を
し
て
「
老
子
」
に
親
し
ま
せ
る
有
力
な
機
縁
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

李
約
は
研
国
公
李
勉
（
字
は
玄
卿
、
七
一
七
l
七
八
八
）
の
子
で
、
張
彦
遠
（
元
和
十
年
〔
八
一
五
〕
ご
ろ
生
ま
れ
、
乾
符
〔
八
七
四
｜
八
七
九
E

中
、
大
理
卿
）
よ
り
二
世
代
前
の
人
で
あ
る
が
、

彦
遠
の
家
と
李
約
の
家
と
は
古
く
よ
り
親
し
く
、

彦
遠
は
当
然
李
約
の
こ
と
を
詳
し
く

知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
李
約
の
家
系
は
唐
の
宗
室
よ
り
出
で
、
唐
高
組
の
第
十
三
子
の
鄭
王
李
元
龍
が
そ
の
祖
で
、
元
議
の
曽
孫
の

張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

二
七
九



張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

二
八
O

李
勉
が
李
約
の
父
で
あ
る
。
勉
に
は
二
子
が
あ
り
、
長
子
が
織
、
次
子
が
約
で
あ
る
。

（
旧
唐
書
六
回
、
；
二
、
唐
書
七
九
、
一
三
一
）
。

唐
高
祖
l
元

量態

キ キ
｜｜｜  
訳 察希

言言

｜｜  
自

仙

夷

闘

ー
宗

関簡

I I 
1賃 1昆

百

勉

｜｜  
約綴

張
彦
遠
の
家
は
晋
の
張
華
よ
り
出
で
、
宰
相
の
家
柄
で
、
書
画
の
収
蔵
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
。

（
旧
唐
書
九
九
、

一
二
九
、

唐
書
七

二
、
一
二
七
）
。

l
文
規
’
｜
｜
彦
遠

r司、
普
LJ 

張
華

「、
惰
LJ 

尚
子

r、
唐
LJ 

長
度

俊
興

恩
義

ーーし
I I 

霊童
延
賞

稔弘

千

着

天
保

ー
嗣
慶
｜
｜
彦
僑

次
刀て

「寸一一｜
茂彦憂
枢困容

張
彦
遠
の
高
祖
父
の
張
嘉
貞
（
河
東
公
、
六
六
六
｜
七
ニ
九
）
と
、

李
約
の
祖
父
の
李
抗
言
と
の
親
交
は
世
人
の
評
判
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
（
旧
唐
書
一
三
一
）
、
彦
遠
の
曽
祖
父
の
張
延
賞
（
貌
国
公
、
主
主
丁
七
八
七
）

は

李
約
の
父
の
李
勉
（
研
国
公
、
七
一
七
｜
七
八
八
）
と

同
時
代
で
あ
り
、
と
も
に
行
軍
司
馬
と
し
て
王
思
礼
（
震
国
公
）

の
寧
幕
下
に
あ
り
、

の
ち
に
共
に
宰
相
の
位
に
居
る
に
至
る
ま
で
終
生

交
誼
の
厚
か
っ
た
こ
と
は
彦
遠
自
身
の
詳
し
く
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
I
h
）
。
李
勉
は
琴
を
よ
く
す
る
の
み
で
な
く
、

み
ず
か
ら
琴
を
製



作
し
、
そ
れ
が
天
下
の
宝
と
せ
ら
れ
、
そ
の
最
も
善
き
も
の
は
響
泉
、
韻
磐
と
命
名
さ
れ
て
楽
家
の
聞
に
伝
え
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
を
李
勉
は
張
延
賞
に
贈
っ
た
と
い
う
ほ
ど
に
胸
襟
相
照
ら
す
交
友
で
あ
っ
た
。

（
唐
書
一
一
二
一
、

I
伯）。

張
彦
遠
の
祖
父
の
張
弘
靖
（
高
平
公
）

は
、
そ
の
弟
の
張
誌
と
共
に
、
李
勉
の
二
子
の
李
績
及
ぴ
李
約
と
旧
交
を
温
め
、
李
約
が
江
南

で
梁
の
背
子
雲
の
壁
書
の
飛
白
の
鷲
字
を
得
て
洛
陽
の
仁
風
里
の
第
に
運
ぴ
、
斎
を
粛
斎
と
名
づ
け
る
と
、
弘
靖
は
「
粛
斎
記
」
の
一
文

を
作
っ
て
李
約
に
贈
っ
て
い
る
。

（
驚
子
雲
の
薪
字
の
顕
末
に
つ
い
て
は
、
張
彦
遠
撰
「
法
書
要
録
」
巻
三
に
収
録
さ
れ
て
い
る
糧
備
の
「
壁
書
飛
白

帯
刷
字
記
」
、
李
約
の
「
壁
書
飛
自
粛
字
賛
」
、
張
弘
靖
の
「
粛
斎
記
」
を
参
照
）
。
歴
代
名
画
記
（
E
的
）
に
よ
る
と
、

李
約
は
そ
の
粛
字
を
さ
ら
に

彦
遠
の
叔
祖
の
張
誌
に
贈
り
、
張
稔
は
こ
れ
を
洛
陽
の
修
善
盟
の
第
に
遷
し
て
一
亭
を
構
え
、

そ
こ
を
や
は
り
粛
斎
と
名
づ
け
た
よ
う
で

あ
る
。こ

の
よ
う
に
張
彦
遠
の
一
家
と
親
し
か
っ
た
李
約
の
著
書
や
そ
の
思
想
に
つ
い
て
彦
遠
が
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。
李
約
の
著
書
「
道

徳
真
経
新
註
」
が
「
老
子
」
の
解
釈
史
上
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
、

ど
の
よ
う
な
思
想
を
根
本
に
も
っ
て
い
る
も
の
か
、
今
に
わ
か
に

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
私
に
は
で
き
な
い
が
、
た
だ
李
約
は
、
先
に
挙
げ
た
「
老
子
」
第
二
十
五
章
の
解
釈
に
お
い
て
全
く
独
特
の
説
を

立
て
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
文
の
後
半
は
、
彼
以
前
に
お
い
て
は
一
般
に
先
に
挙
げ
た
よ
う
に

の
っ
と

人
は
地
に
法
り
、
地
は
天
に
法
り
、
天
は
地
に
法
り
、
道
は
自
然
に
法
る
。

と
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
李
約
は
こ
れ
を
、

と
読
ん
で
い
る
（
新
註
序
）
。

人
法
地
地
、
法
天
天
、
法
道
道
。
法
自
然
。

レ

レ

レ

二

一

さ
ら
に
そ
の
義
を
説
い
て
次
の
ご
と
く
い
っ
て
い
る
。

（
人
は
地
に
法
っ
て
地
、
天
に
法
っ
て
天
、
道
に
法
っ
て
道
な
り
。
自
然
に
法
れ
。
）

張
彦
選
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

ニ
八



張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

二
八

其
義
云
、

法
地
地
、
如
地
之
無
私
載
。
法
天
天
、
如
天
之
無
私
覆
。

レ

＝

－

－

一

－

レ

日

ニ

ニ

一

子
子
之
例
也
。
後
之
学
者
、
不
得
聖
人
之
旨
謬
妄
相
伝
。

中
五
大
実
。
与
経
文
希
謬
而
失
教
之
意
也
。

疎
遠
実
。
源
流
既
境
、
支
脈
遂
昏
。

法
道
道
、
如
道
之
無
私
生
成
而
己
実
。
如
君
君
、
臣
臣
、
父
父
、

ν

－

－

一

二

｝

ニ

凡
二
十
家
注
義
皆
云
「
人
法
地
、
地
法
天
、
天
法
道
、
道
法
自
然
。
即
域

レ

レ

レ

二

予

宣
王
者
只
得
法
地
、
而
不
得
法
天
法
道
乎
。
文
況
地
法
天
、
天
法
道
、
道
法
自
然
、

レ

レ

レ

ニ

レ

一

レ

レ

レ

二

一

義
理

（
新
註
序
）

こ
の
解
釈
は
全
く
独
特
の
も
の
で
あ
っ
た
と
み
え
、

日
本
で
は
大
田
晴
軒
（
一
七
九
六
｜
一
八
七
四
）

の
著
「
老
子
全
解
」

（
関
儀
一
郎
編

「
老
子
諸
注
大
成
」
所
収
）
が
こ
の
説
を
採
っ
て
李
約
の
解
釈
を
称
場
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
独
特
の
解
釈
を
も
っ
た
李
約
の
説
を
、
張
彦
遠
が
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
否
む
し
ろ
李
約
の
こ
の
新
し
い
解
釈
を

通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
挙
げ
た
「
老
子
」
の
道
、
徳
、
仁
、
義
、
礼
の
五
等
と
、
張
彦
遠
の
自
然
、
神
、
妙
、
精
、
謹
細
の
五
等
と

が
、
斉
合
的
に
併
行
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
る
し
、
張
彦
遠
が
何
故
に
五
等
に
と
ど
め
た
か
も
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
李
約

の
こ
の
新
し
い
解
釈
に
よ
っ
て
「
自
然
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
意
味
内
容
の
変
容
を
与
え
ら
れ
る
も
の
か
、
に
わ
か
に

知
り
難
い
が
、
少
く
と
も
張
彦
遠
の
周
辺
に
こ
の
よ
う
な
独
特
の
老
子
解
釈
を
も
っ
た
人
物
が
い
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
し
て
い
い
。

こ
れ
が
直
ち
に
彦
遺
を
し
て
品
第
の
最
高
位
に
自
然
を
立
て
さ
せ
る
原
因
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
少
く
と
も
こ
れ
が
彦

遠
を
し
て
「
老
子
」
へ
と
淵
源
さ
せ
、
自
然
の
品
目
を
立
て
さ
せ
る
有
力
な
機
縁
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
得
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。

3 

張
彦
遠
と
張
藤



李
約
と
の
関
係
だ
け
で
は
、
張
彦
遠
が
自
然
と
い
う
品
目
を
立
て
る
に
至
っ
た
機
縁
の
一
端
は
う
か
が
わ
れ
る
に
し
て
も
、
彦
遠
が
自

然
の
品
目
に
よ
っ
て
具
体
的
に
ど
う
い
う
画
家
を
考
え
、

ど
う
い
う
画
風
を
想
定
し
て
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
具
体
的
に
画
家

と
の
関
係
に
お
い
て
彦
遠
が
自
然
の
品
目
に
よ
っ
て
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
推
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ

う
に
、
彦
遠
は
初
唐
以
前
の
画
家
に
つ
い
て
こ
そ
自
然
の
品
目
に
相
当
す
る
上
品
の
上
の
画
家
を
三
人
立
て
て
い
る
が
、
初
唐
以
後
の
画

家
に
対
し
て
は
品
等
を
下
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
初
唐
以
後
、
殊
に
新
し
い
異
端
的
な
画
風
の
現
わ
れ
た
中
唐
か
ら
の
ち
の
画
家

に
対
し
て
は
、

そ
れ
ら
と
自
然
の
品
目
と
の
関
係
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、
表
面
的
に
は
明
ら
か
で
な
い
。

一
般
的
に
は
、
彦
遠
は

中
庸
以
後
の
新
し
い
画
風
に
対
し
て
は
非
同
調
的
で
あ
り
、

む
し
ろ
反
接
的
で
す
ら
あ
っ
て
、

保
守
的
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る

し
、
事
実
そ
う
い
う
面
が
多
い
。
し
か
し
彦
遠
の
自
然
と
い
う
品
目
に
は
、
そ
の
言
葉
の
ニ
ュ

l
ア
ン
ス
や
、

い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
む
し
ろ
中
唐
以
後
の
新
し
い
画
風
に
適
用
す
べ
く
掲
げ
ら
れ
た
概
念
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
予
感
す
ら
伴
な
う

「
老
子
」
か
ら
の
出
典
と

の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彦
遠
の
自
然
の
品
目
は
、

一
方
で
は
（
初
唐
以
前
の
画
家
に
つ
い
て
）
李
嗣
真
の
逸
品
と
相

通
じ
る
し
、
他
方
で
は
（
中
唐
以
後
の
画
家
に
つ
い
て
）
朱
景
玄
の
い
う
逸
品
と
相
通
じ
る
こ
と
に
な
る
。
彦
遠
の
自
然
の
品
目
に
は
、

こ
の
二
重
の
性
格
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
感
が
す
る
し
、

そ
の
後
者
の
性
格
の
有
無
の
如
何
を
、
こ
こ
に
張
操
と
い
う
一
人

の
画
家
を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
と
の
関
係
で
検
討
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

張
喋
（
或
は
張
藻
）
は
、
歴
代
名
画
記
（
X
加
）
に
よ
れ
ば
、
字
を
文
通
と
い
い
、
呉
郡
（
江
蘇
省
呉
県
）

劉
畏
（
七
一
五
l
七
八
O
）
に
知
ら
れ
、

の
人
で
、

は
じ
め
宰
相
の

王
維
の
弟
で
代
宗
朝
（
七
六
コ
丁
七
七
九
）
の
宰
相
の
王
締
（
七
O
O

七
八
一
）
の
推
薦
で
検
校
洞

部
員
外
郎
、
塩
鉄
判
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、

の
ち
事
に
坐
し
て
衡
州
（
湖
南
省
）

の
武
陵
郡
の
司
馬
に
既
さ
れ
、

次
い
で
忠
州
（
四
川

張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

二
八



張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

ニ
八
四

省
）
の
司
馬
に
移
さ
れ
た
。

（
な
お
唐
文
粋
九
七
に
所
収
の
符
載
〔
字
は
厚
之
】
の
「
江
陵
陸
侍
御
宅
議
集
観
張
員
外
商
松
石
序
」
を
参
照
。
）
代
宗

朝
か
ら
徳
宗
朝
（
七
八
O
l八
O
四
）
に
か
け
て
活
曜
し
た
画
家
で
、
彦
遠
が
父
老
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
張
喋
は
彦
遠
の
宗
族

に
当
た
り
、

い
つ
も
彦
遠
の
家
に
い
た
の
で
、
彦
遠
の
家
に
は
張
喋
の
画
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
い
う
。
か
つ
て
張
喋
が
も
っ
と
も
意
を

用
い
た
八
幅
の
山
水
の
障
子
が
長
安
の
平
原
里
の
彦
遠
の
家
に
あ
っ
た
が
、

破
墨
が
ま
だ
終
ら
な
い
う
ち
に
朱
批
の
乱
（
七
八
三
）
に
会

い
、
京
城
が
騒
然
と
な
っ
た
た
め
に
、
張
喋
も
直
ち
に
避
難
し
て
逃
げ
去
っ
た
。
ま
だ
画
架
に
張
っ
た
ま
ま
の
画
が
あ
る
の
を
家
人
が
み

て
、
急
ぎ
は
ぎ
落
し
た
と
彦
遠
は
記
し
て
い
る
。

張
喋
は
、
彦
遠
よ
り
ほ
ぼ
二
世
代
前
の
人
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
彦
遠
と
同
族
関
係
に
あ
り
、
彦
遠
は
そ
の
画
風
を
よ
く
知
っ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
上
に
張
喋
の
画
と
、
先
に
述
べ
た
李
約
と
が
ま
た
深
い
関
係
に
あ
る
。
名
画
記
（
x
h
）
に
よ
る
と
、

李
約
は
癖

に
な
る
ど
画
が
好
き
で
、

か
つ
て
或
る
士
人
の
家
に
張
鳴
の
松
石
の
障
子
の
あ
る
こ
と
を
知
り
、
こ
れ
を
買
わ
ん
と
し
た
が
、
そ
の
家
の

若
い
妻
が
す
で
に
練
っ
て
衣
の
裏
に
し
て
い
た
た
め
に
、
た
だ
両
幅
を
得
た
の
み
で
暖
歎
す
る
こ
と
久
し
く
、

「
絵
練
紀
」
を
作
っ
て
張

喋
の
画
意
を
述
べ
尽
し
た
と
い
う
。

（
な
お
太
平
広
記
二
一
二
、
図
面
見
関
誌
五
を
参
照
）
。

』
の
「
絵
練
紀
」
は
「
李
兵
部
員
外
郎
集
」
に
収

め
て
あ
っ
た
と
彦
遠
み
ず
か
ら
記
し
て
い
る
か
ら
、

も
ち
ろ
ん
彦
遺
は
そ
れ
を
読
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。

惜
し
い
こ
と
に
今
は
侠
文
で
あ

り

「
全
唐
文
」
に
も
そ
の
片
鱗
を
う
か
が
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。

張
喋
は
、
こ
の
よ
う
に
彦
遠
と
同
族
関
係
に
あ
り
、
し
か
も
李
約
が
張
喋
の
画
意
を
述
べ
た
一
文
を
作
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彦
遠
に

は
張
操
の
画
風
は
全
〈
身
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
思
う
。
殊
に
張
嘩
は
み
ず
か
ら
「
絵
境
」

一
篇
を
撰
し
て
画
の
要
訳
を
述
べ
た
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

い
っ
そ
う
で
あ
る
。



張
喋
は
誰
を
師
と
し
た
か
分
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
彼
の
故
郷
で
あ
る
呉
郡
（
江
南
）
地
方
の
画
風
を
受
け
て
、
彼
独
特
の
画
境
へ

と
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
張
彦
遠
の
家
で
彼
の
描
い
た
山
水
の
障
子
は
破
墨
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
彼
は
盛
唐
の
王
維
や
呉
道
玄
な
ど
の
山
水
画
家
の
聞
い
た
破
墨
の
法
を
心
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

彼
は
両
手
に
筆
を
執
り
、
同
時
に
筆
を
下
し
て
、

一
筆
は
生
枝
を
描
き
、

一
筆
は
枯
枝
を
描
く
と
い
う
、
遊
戯
的
な
用
筆
法
ま
で
能
く
し

た
。
朱
景
玄
の
「
唐
朝
名
画
録
」

（
神
品
下
）
に
は
そ
の
こ
と
を
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

張
藻
員
外
、

一
店
一
松
石
山
水
一
当
代
周
価
、
惟
松
樹

A
I
A。
能
一
宵
筆
法
一
、
嘗
門
学
者
支
管
一
、

一
為
枯
枝
。
気
倣
煙
霞
、
勢
凌
風
雨
、
様
何
之
形
、
鱗
妓
之
状
、
随
意
縦
横
、
応
手
間
出
。
生
枝
則
潤
含
春
沢
、
枯
枝
則
惨

衣
冠
文
学
、

時
之
名
流
。

一
時
斉
下
、

為
生
枝
、

同
秋
色
。

し
か
し
、
こ
れ
は
余
技
的
な
、
曲
芸
的
な
用
筆
法
で
あ
っ
て
、

彼
の
本
質
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
な
か
っ
た
。

彼
の
斬
新
な
特
色
は

「
た
だ
に
禿
筆
を
用
う
る
の
み
で
な
く
、
或
は
手
を
も
っ
て
絹
素
を
摸
す
る
」

（X
出
）
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

手
で
も
っ
て
絹
地
に
墨
や

色
彩
を
な
す
っ
て
煙
雨
や
樹
石
を
表
わ
す
の
で
あ
る
。
名
画
記
の
「
山
水
樹
石
を
画
く
こ
と
を
論
ず
」

（

I
m）

 

の
項
で
も
、
次
の
よ
う

に
い
っ
て
い
る
。

樹
石
之
状
、
妙
於
章
嶋
、
窮
於
張
通
雌
明

そ
う
い
う
新
奇
な
山
水
の
あ
り
さ
ま
を
、
朱
景
玄
の

通
能
用
紫
事
禿
鋒
、

ー「

唐
朝
名
画
録
Lー
は
次
の

* 1 
返ニ雪
"' ー州 a

て
h 外

るニ喜
一成

以
掌
摸
色
、

レ

レ

其
山
水
之
状
、
則
高
低
秀
麗
、
用
尺
重
深
、
石
尖
欲
落
、
泉
噴
如
肌
。
其
近
也
若
逼
人
而
寒
、
其
遠
也
若
極
天
之
尽
。

レ

レ

＝

レ

一

＝

レ

一

当
時
、
樹
石
を
描
い
て
有
名
で
あ
っ
た
畢
宏
（
大
暦
二
年
門
七
六
七
〕
給
事
中
、
の
ち
太
子
庶
子
）
は
、
こ
の
張
喋
の
禿
筆
と
手
摸
の
新
奇

張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

二
八
五



張
彦
選
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

一
八
六

な
画
風
を
一
見
し
て
驚
歎
し
、

張
喋
に
そ
の
師
受
す
る
と
こ
ろ
を
問
う
た
が
、
張
喋
は
、

「
外
は
造
佑
を
師
と
し
、

内
は
心
源
に
得
た

り
」
と
答
え
た
。
そ
の
独
自
な
境
地
の
ほ
ど
が
う
か
が
わ
れ
る
。
畢
宏
は
こ
の
た
め
に
筆
を
摘
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
畢
宏
は
樹
木

の
描
法
に
お
い
て
古
風
を
一
変
し
た
と
い
わ
れ
る
画
家
で
あ
る
が
、
そ
の
畢
・
宏
す
ら
張
喋
の
こ
の
新
奇
な
画
法
に
は
全
く
驚
歎
し
た
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
な
張
喋
の
山
水
樹
石
は
、
当
時
に
お
い
て
は
全
く
新
奇
響
抜
な
手
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
代
の
符
載
（
字
は
厚
之
、

上
柱
国
李
巽
円
七
四
七
｜
八
O
九
〕
の
書
記
）
は
、
そ
の
「
江
陵
陸
侍
御
宅
議
集
観
官
員
外
画
松
石
序
」

一
文
に
お
い
て
、
張
喋
の
手
法
を
眼
の
あ
た
り
み
て
そ
の
感
動
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
張
藻
は
は
じ
め
尚
書
調
部
員
外
郎
と

（
唐
文
粋
九
七
、
全
唐
文
六
九
O
）
な
る

し
て
長
安
に
お
り
、
画
名
が
高
か
っ
た
が
、

間
も
な
く
（
恐
ら
く
朱
枇
の
乱
〔
七
八
三
〕
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
諦
選
さ
れ
て
武
陵
郡

司
馬
と
な
っ
た
。
或
る
年
の
秋
七
月
、
荊
州
従
事
監
察
御
史
の
陸
漣
（
字
は
深
源
）
が
士
人
を
招
い
て
宴
会
を
仙
慣
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
に

列
席
し
て
い
た
張
喋
は
忽
然
と
し
て
画
想
の
濁
出
す
る
を
覚
え
、
主
人
に
絹
素
を
請
う
て
客
入
注
視
の
中
に
筆
を
揮
い
は
じ
め
た
。

公
（
張
藻
）
天
縦
之
思
、
激
有
所
詣
暴
、
請
霜
素
願
掲
奇
縦
。
主
人
（
陸
措
）
奮
裾
鳴
呼
相
和
。
是
時
座
客
声
聞
士
凡
二
十
四
人
、
在

其
左
右
、
皆
挙
立
注
視
市
観
之
。
員
外
（
張
穣
）
居
中
箕
坐
鼓
気
、
神
機
始
発
、
其
巌
人
也
、
若
流
電
激
空
、
驚
雌
戻
天
、
擢
挫
斡
型
、

ニ

レ

一

一

魚
輩
、
官
賞
壁
、
掌
萄
離
合
、
欄
悦
忽
議
状
一
会
話
、
則
松
隣
、
披
石
、
襲
、
水
湛
湛
、
雲
罰
砂
。
投
嘩
市

起
、
為
之
回
顧
、
若
雷
雨
之
澄
舞
見
万
物
之
性
情
。

彼
は
ま
ず
箕
坐
し
て
深
呼
吸
を
激
し
く
し
、
よ
う
や
く
神
機
が
発
動
す
る
と
、
人
を
驚
か
す
ほ
ど
の
激
し
い
体
当
た
り
の
制
作
活
動
を

は
じ
め
る
。
筆
を
な
ら
べ
て
墨
を
飛
ば
す
と
噴
出
し
て
砕
け
散
る
が
如
く
、
掌
は
裂
け
る
が
如
く
に
離
合
し
、
忽
ち
に
し
て
怪
状
を
生
み



出
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

な
お
符
載
の
ー「

江
陵
府
惨
曲目

寺雪＂
＂＂尾

上
入
院
壁
張
王呆
員
外
活
隻
松
讃
Lー

〔
全
唐
文
六
九
O
〕
参
照
）
符
載
の
表
現
を
借
り

る
と
、
技
巧
を
棄
て
去
っ
て
、
そ
の
意
は
玄
化
に
冥
合
し
、
物
は
心
霊
に
あ
っ
て
耳
目
に
な
い
。
そ
れ
故
に
ま
さ
に
「
心
に
得
て
手
に
応

ず
る
」
の
で
あ
る
。
符
載
は
張
喋
の
芸
を
「
画
に
あ
ら
ず
、
真
道
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
伝
統
的
な
画
法
か
ら
み
れ
ば
、
こ
う
い
う
制

作
法
は
「
画
に
あ
ら
ず
」
で
あ
り
、

そ
れ
で
い
て
他
面
か
ら
み
れ
ば
こ
れ
こ
そ
「
真
道
」
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
「
自
然
」
で
あ
っ
た
の
で

土
よ
、
、
。

l
f
L
カ

こ
う
い
う
制
作
態
度
は
、
朱
景
玄
が
「
唐
朝
名
画
録
」
に
挙
げ
る
中
庸
の
逸
晶
画
家
、
王
墨
、
張
志
和
た
ち
の
画
法
と
相
通
ず
る
も
の

で
あ
り
、
島
田
修
二
郎
氏
の
説
く
ご
と
く
、
ま
さ
に
張
喋
は
そ
う
い
う
逸
品
画
家
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
張

喋
が
張
彦
遠
の
同
族
で
あ
り
、
張
彦
遠
の
祖
父
や
父
の
時
代
に
は
彦
遠
の
家
に
し
ば
し
ば
出
入
り
し
て
画
を
制
作
し
、
破
墨
な
ど
の
新
し

い
手
法
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
張
喋
自
身
に
「
絵
境
」
と
い
う
画
の
要
訣
を
述
べ
た
一
文
が
あ
り
、
彦
遠
の
家
と
親
し
か
っ

た
李
約
に
も
張
喋
の
画
意
を
述
べ
た
「
絵
練
紀
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彦
遠
が
そ
う
い
う
張
喋
の
新
奇
警
抜
な
画
法
を
知
悉
し
て
い
な

か
っ
た
は
ず
は
な
い
。

そ
れ
で
は
彦
遠
は
、
張
喋
の
画
に
対
し
て
ど
う
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
張
喋
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
破
墨
法
を

よ
く
し
た
画
家
で
あ
る
。
彦
遠
の
家
で
張
喋
の
描
い
た
八
幅
の
山
水
障
子
は
、
朱
批
の
乱
に
会
っ
た
た
め
に
破
墨
が
ま
だ
終
ら
な
い
う
ち

に
逃
げ
去
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
破
墨
法
を
用
い
た
山
水
画
で
あ
っ
た
。
破
墨
法
が
ど
う
い
う
画
法
で
あ
っ
た
か
に
つ

い
て
は
諸
家
の
説
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
彦
遠
自
身
が
王
維
の
破
墨
山
水
に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

余
曽
見
破
墨
山
水
、
筆
迩
勤
爽
。

張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

（

X
U）

 

－
一
八
七



張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

二
八
八

と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
筆
迩
を
と
ど
め
る
商
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
名
画
記
に
は
、
ま
だ
水
墨
と
い
う
言
葉
が
全
く
み
ら

れ
な
い
。
彦
遠
の
い
う
破
墨
は
、

の
ち
の
水
墨
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
）
と
に
か
く
筆
遮
を
と
ど
め
る
画
法
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

筆
遮
を
重
ん
ず
る
彦
遠
に
と
っ
て
は
、

張
喋
の
破
墨
山
水
は
そ
れ
ほ
ど
意
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

。
、っ

し
か
し
張
喋
の
画
法
は
、
破
墨
の
域
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
彦
遠
が
み
ず
か
ら
張
喋
の
画
法
を
「
紫
一
電
の
禿
鋒
を
用
い
、
掌
を

以
て
色
を
摸
す
」
と
記
し
、
符
載
が
「
事
を
列
ね
墨
を
飛
ば
し
て
噴
持
し
、
掌
は
裂
け
る
が
如
く
に
離
合
す
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

張
喋
の
画
法
は
破
墨
の
域
を
起
え
、
中
唐
の
い
わ
ゆ
る
逸
晶
画
家
の
画
法
に
甚
だ
近
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
彦
遠
は
、

一
般
的
に
、
中
唐
の
逸
晶
画
家
、
朱
景
玄
の
挙
げ
る
主
塁
、
李
霊
省
、
張
志
和
ら
に
対
し
て
ど
う
い
う
評
価
の
態

度
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
彦
遠
は
、
そ
う
い
う
逸
品
画
家
の
新
奇
異
体
の
画
風
に
対
し
て
必
ず
し
も
同

調
的
で
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
伝
統
的
な
、
古
典
的
な
教
養
が
根
本
に
お
い
て
そ
う
い
う
新
奇
異
体
の
画
風
に
同
調
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
の
周
辺
の
事
情
、
張
喋
や
李
約
の
存
在
は
、
新
し
い
画
風
に
対
し
て
も
理
解
と
同
調

を
強
要
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

朱
景
玄
の
挙
げ
る
王
墨
、
李
霊
省
、
張
志
和
の
三
人
の
逸
品
画
家
の
中
、
李
霊
省
に
つ
い
て
は
張
彦
遠
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
張

志
和
（
字
は
子
閥
、
本
名
亀
齢
、
号
は
姻
波
釣
徒
、
粛
宗
の
朝
〔
七
五
六
｜
七
六
二
〕
左
金
吾
衛
録
事
参
軍
）
に
つ
い
て
は
（
凶
由
国
）
、

彼
に
「
玄
真

子
」
十
巻
の
著
が
あ
り
、
顔
真
卿
や
陸
羽
と
交
友
の
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
画
風
に
つ
い
て
は
、
甚
だ
「
逸
思
」
が
あ

っ
た
と
記
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
逸
思
」
と
い
う
評
語
の
中
に
、

い
く
ぶ
ん
の
反
擾
と
異
端
視
の
語
調
が
あ
る
に
し
て
も
、

そ



れ
ほ
ど
非
難
の
語
気
は
強
く
出
て
い
な
い
。
王
墨
（
王
黙
）

に
つ
い
て
は
宗
由

g
、
彼
が
風
顕
酒
狂
で
、

松
石
山
水
を
描
く
の
に
、

酔

後
に
頭
髪
を
も
っ
て
墨
を
取
り
、

絹
に
い
た
っ
て
画
く
と
い
う
奇
麗
な
画
法
を
紹
介
し
て
い
る
が
、

た
だ
「
落
筆
に
奇
趣
あ
り
」
と
か

「
高
奇
に
乏
し
」
と
評
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
彦
遺
は
、
従
兄
の
張
厚
と
王
黙
の
画
を
論
じ
た
と
き
の
結
論
と
し
て
、

「
甚
し

く
は
黙
の
画
に
奇
あ
る
を
覚
え
ず
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
張
志
和
の
場
合
に
お
け
る
と
同
様
に
、
積
極
的
に
同
調
的
で
は
な
い

に
し
て
も
、
非
難
の
語
気
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
い
。
む
し
ろ
「
甚
し
く
は
奇
あ
る
を
覚
え
ず
」
と
い
う
風
に
、
こ
の
奇
抜
な
画
風
に
対
し

て
ど
こ
か
冷
淡
で
す
ら
あ
る
。
そ
う
い
う
態
度
を
彦
遠
に
と
ら
せ
た
の
は
、
彼
が
す
で
に
張
喋
に
つ
い
て
そ
う
い
う
画
法
を
知
悉
し
て
い

た
か
ら
で
は
な
い
か
。
王
黙
の
異
様
な
画
法
も
、
彦
遠
に
と
っ
て
は
張
操
と
い
う
先
駆
者
を
通
し
て
、
す
で
に
周
知
の
画
法
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
す
で
に
張
操
に
み
ら
れ
、

い
わ
ゆ
る
逸
品
画
家
に
お
い
て
顧
著
に
な
っ
た
異
体
の
商
法
を
、
彦
遠
の
い
う
液
墨
（
あ
る
い

は
そ
れ
を
す
ら
更
に
逸
脱
し
た
画
法
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彦
遠
は
す
で
に
漉
墨
を
「
画
に
あ
ら
ず
」
と
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
の
で

あ
る
（
同
邑
）
。
こ
の
彦
遠
の
態
度
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

「
画
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
評
価
は
、

先
に
引
い
た
よ
う
に
、
す

で
に
符
載
が
下
し
て
い
る
。
し
か
し
符
載
の
場
合
に
は
、

「
画
に
あ
ら
ず
」
と
評
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
れ
を
「
真
道
な
り
」
と
規
定

し
て
い
る
。

「
真
道
」
と
い
う
言
葉
は
、
や
が
て
自
然
に
通
ず
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。
符
載
の
評
価
に
は
、
張
喋
の
画
法
を
自
然
と
い
う
万

向
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
傾
き
が
み
ら
れ
る
。
彦
遠
に
は
全
く
そ
れ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

彦
遠
が
張
喋
あ
る
い
は
逸
晶
画
家
の
画
法
を
「
画
に
あ
ら
ず
」
と
規
定
す
る
態
度
の
背
後
に
は
、
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
ρ

’コ

は
、
広
〈
い
っ
て
、
彼
の
伝
統
的
、
古
典
的
な
教
養
の
せ
い
で
あ
る
。
彼
の
書
画
同
体
論
に
発
す
る
古
典
的
な
教
養
は
、
新
し
い
画
法
を

張
彦
遣
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

ニ
八
九



援
彦
選
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て
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率
直
に
そ
の
ま
ま
認
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
素
地
で
あ
っ
た
と
い
甲
て
い
い
。
今
↓
つ
は
、
彼
の
山
水
画
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。
こ
れ
も

被
の
古
典
的
、
伝
統
的
教
養
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
も
と
も
と
山
水
画
そ
の
も
の
を
高
〈
評
価
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ

が
新
し
い
画
風
の
画
家
の
主
題
と
し
た
と
こ
ろ
は
、
多
く
は
山
水
画
で
あ
る
。
彦
遺
自
身
も
「
山
水
家
の
滋
墨
あ
る
が
如
き
も
、
ま
た
こ

れ
を
画
と
い
わ
ず
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
離
墨
画
は
ほ
と
ん
ど
山
水
画
家
の
画
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

山
水
画
に
つ
い
て
は
晋
の
顧
催
之
が
「
お
よ
そ
画
は
、
人
も
っ
と
も
難
〈
、
次
に
は
山
水
、
次
に
は
狗
馬
、
台
樹
は
一
定
の
器
の
み
」

と
い
っ
て
、
山
水
画
を
人
物
画
の
次
に
位
置
さ
せ
て
い
る

2
2）
。
そ
の
伝
統
を
受
け
て
彦
遠
は
、

画
の
六
法
の
気
韻
生
動
を
説
く
に

当
た
っ
て
、

「
台
閣
・
樹
石
・
車
輿
・
器
物
に
至
り
て
は
生
動
の
擬
す
べ
き
な
く
、
気
韻
の
伴
う
べ
き
な
し
」

「
鬼
神
・
人
物
に
至
り
て

は
生
動
の
状
す
べ
き
あ
り
、

坤
韻
を
ま
っ
て
後
全
し
」

（
同
区
画
）
と
い
っ
て
い
る
）
鬼
神
人
物
に
つ
い
て
は
気
韻
生
動
が
可
能
で
あ
る

が
、
台
閣
・
樹
石
・
車
興
・
器
物
に
つ
い
て
は
気
韻
生
動
の
表
現
の
し
ょ
う
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
樹
石
と
い
っ
て
山
水
と

は
い
っ
て
い
な
い
が
、
樹
石
は
山
水
の
一
部
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山
水
と
い
う
言
葉
を
こ
こ
に
使
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に

む
し
ろ
彦
遠
の
微
妙
な
立
場
が
あ
る
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
樹
石
は
山
水
の
一
部
で
あ
る
と
は
い
え
、
山
水
と
は
別
に
樹
石
だ
け
が
一
つ
の

独
立
の
画
題
上
の

H

ジ
ャ
ン
ル
を
な
し
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
面
も
あ
る
。
し
か
し
彦
遠
自
身
が
名
画
記
の
巻
一
の
「
山
水
樹
石

を
画
く
こ
と
を
論
ず
」
の
項
で
は
、
す
で
に
山
水
と
樹
石
を
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
分
離
し
て
論
じ
て
い
な
い
。
も
は
や
山
水
と
樹
石
と
を
分

離
し
て
論
ず
る
に
は
、
両
者
は
あ
ま
り
に
も
接
近
し
融
合
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彦
遺
は
、
先
に
引
い

た
よ
う
に
、
気
韻
生
動
を
説
く
に
当
っ
て
山
水
に
は
全
く
触
れ
ず
、
樹
石
を
台
閣
な
ど
と
共
に
「
生
動
の
援
す
べ
き
な
く
、
気
韻
の
伴
う

ぺ
き
な
き
」
部
類
に
入
れ
て
い
る
。



こ
の
顧
惜
之
か
ら
伝
統
を
引
く
気
韻
生
動
論
は
、
描
く
べ
き
対
象
（
客
体
）

の
気
韻
生
動
と
、
そ
れ
を
描
く
画
家
あ
る
い
は
画
そ
の
も

の

（
主
体
）

の
気
韻
生
動
と
を
混
同
し
た
素
朴
な
見
万
で
あ
る
。
彦
遠
は
こ
の
伝
統
を
受
け
て
樹
石
を
台
閣
器
物
な
ど
と
共
に
低
く
評
価

し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
彼
自
身
も
説
く
よ
う
に
、
呉
道
玄
に
始
ま
る
「
山
水
の
変
」

（
己
苫
）
を
高
く
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
が
気
韻
生
動
を
説
く
に
当
っ
て
、
樹
石
に
触
れ
な
が
ら
山
水
に
全
く
言
及
し
な
か
っ
た
と
い
う
微
妙
な
態
度
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

彦
遠
は
名
画
記
の
巻
二
の
「
顧
・
陸
・
張
・
呉
の
用
筆
を
論
ず
」
の
項
で
呉
道
玄
の
用
筆
を
論
じ
、
界
筆
・
直
尺
を
用
い
る
死
画
に
対

し
て
呉
道
玄
の
画
を
「
真
由
」
と
評
し
、
呉
達
玄
が
「
そ
の
神
を
守
り
、
そ
の
一
を
専
ら
に
し
、
造
化
の
功
と
合
す
る
」
が
故
に
真
画
で

あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
死
画
と
真
画
と
を
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

夫
運
思
揮
事
、

則
愈
失
於
画
実
。

則
界
筆
直
尺
宣
得
入
於
其
問
実
。

そ
れ
に
次
い
で
さ
ら
に
疎
密
ニ
体
論
を
展
開
し
、

自
以
為
画
、

レ

連
思
揮
事
、

不
在
於
画
、

故
得
於
画
突
。

不
滞
於
手
、
不
凝
於
心
、

レ

ニ

一

レ

ニ

一

レ不・
叩．

レ然・
而・
然・

（略）

顧
憎
之
や
陸
探
微
の
周
密
な
画
体
に
対
し
て
、

張
僧
錨
や
呉
道
玄
の
画
風
を
疎
体
と

説
き
、
疎
体
の
画
は
「
筆
わ
ず
か
に
一
二
に
し
て
、
像
す
で
に
応
ず
る
」
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
点
画
を
離
披
し
、
時
に
依

落
あ
り
、
筆
は
周
か
ら
ず
と
い
え
ど
も
、

し
か
も
意
は
周
き
」
画
体
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
疎
体
の
画
が
、
中
唐
以
後
の
い
わ
ゆ

る
逸
品
画
風
を
導
き
出
す
萌
芽
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
諸
家
の
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
呉
道
玄
が
山
水
を
一
変
し
た
人
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
呉
道
玄
を
彦
遠
が
極
力
称
揚
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彦
遠
は
、
呉
道
玄
を
称
揚
す
る
に
し
て
も
、
依
然
と
し
て
書
と
画
と
が
そ
の
用
筆
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
と

張
彦
遠
の
話
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

二
九



張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

ニ
九
二

い
う
前
提
を
確
認
し
た
上
で
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
わ
ざ
わ
ざ
書
画
同
体
論
を
再
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、

す
で
に
彦
遠
に
と
っ
て
呉
道
玄
の
疎
体
の
画
が
彼
の
伝
統
的
教
養
の
理
解
の
範
囲
を
逸
脱
し
よ
う
と
す
る
傾
き
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
彦
遺
は
呉
道
玄
を
通
し
て
山
水
画
の
位
置
を
改
め
て
高
く
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
情
に
迫
ら
れ
つ
つ
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
が
、
画
の
六
法
を
論
じ
た
あ
と
で
、
わ
ざ
わ
ざ
「
山
水
樹
石
を
画
く
こ
と
を
論
ず
」
と
い
う
一
項
を
立

て
て
山
水
画
を
論
じ
た
の
は
、
こ
う
い
う
事
情
の
反
映
で
は
な
か
っ
た
か
。

し
か
も
彦
遠
は
、
呉
道
玄
の
画
を
評
し
て
「
手
に
滞
ら
ず
、
心
に
凝
ら
ず
、
然
る
を
知
ら
ず
し
て
然
れ
ば
（
中
略
）
則
ち
界
筆
・
直
尺

の
量
に
そ
の
聞
に
入
る
を
得
ん
や
」
と
評
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
然
る
を
知
ら
ず
し
て
然
る
」
と
い
う
表
現
は
、
ま
さ
に
自
然
に
相
当
す

ベ
き
語
で
あ
る
。
例
え
ば
西
膏
の
郭
象
は
そ
の
「
荘
子
注
」
に
お
い
て
「
自
然
と
は
、
為
さ
ず
し
て
お
の
ず
か
ら
然
る
も
の
」

（
遭
遇
遊

篇）、

「
然
る
ゆ
え
ん
を
知
ら
ず
し
て
然
る
も
の
」
（
斉
物
論
篇
）
と
い
っ
て
い
る
。
彦
遠
の
呉
道
玄
評
は
、
ま
さ
に
自
然
の
概
念
を
適
用

す
べ
き
一
歩
手
前
で
あ
り
、
彼
の
「
自
然
」

（
上
品
の
上
）

の
品
等
は
ま
さ
に
呉
道
玄
に
も
当
て
て
然
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
彦
遠
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
呉
道
玄
な
ど
に
対
し
て
は
も
は
や
品
等
を
下
し
て
い
な
い
。
呉
道
玄
の
筆
法
を
，

一
方
で
は
「
然

る
を
知
ら
ず
し
て
然
る
も
の
」

（
自
然
）
と
評
し
な
が
ら
、
自
然
の
晶
第
を
下
さ
な
か
っ
た
の
は
県
道
玄
の
疎
体
の
画
が
、
他
方
で
は
す

で
に
中
唐
の
逸
晶
画
家
た
ち
の
滋
墨
な
ど
の
画
法
へ
と
展
開
す
る
萌
芽
で
あ
る
こ
と
を
感
知
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。
呉
道
玄

に
対
し
て
自
然
（
上
品
の
上
）

の
品
等
を
下
せ
ば
、
そ
の
勢
い
の
お
の
ず
か
ら
な
延
長
と
し
て
中
唐
以
後
の
逸
晶
画
家
に
対
し
て
も
自
然

の
品
等
を
下
さ
ざ
る
を
得
な
い
趨
勢
に
お
ち
い
る
。
そ
こ
に
張
彦
遠
の
、
新
し
い
時
代
の
動
向
に
対
す
る
理
解
と
、
彼
の
古
典
的
な
教
養

と
の
聞
の
矛
盾
が
生
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

新
し
い
画
風
に
対
し
て
も
彦
遠
は
張
喋
や
李
約
を
適
し
て
十
分
の
理
解
を
も
ち
な
が



ら
、
そ
れ
の
承
認
と
同
調
へ
と
踏
み
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
彼
の
「
自
然
」
の
品
目
が
暖
昧
な
性
格
に
終
わ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
し
か
も
彼
の
「
然
る
を
知
ら
ず
し
て
然
る
も
の
」
と
い
う
自
然
の
評
語
は
、
山
水
を
一
変
し
た
呉
道
玄
の
疎
体
の
画
法
に
対
し

て
下
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
張
喋
や
逸
品
画
家
に
対
し
て
自
然
の
評
語
を
下
す
一
歩
手
前
ま
で
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
彦
遠
は
中
唐
の
奇
逸
な
逸
晶
画
に
対
し
て
も
、
必
ず
し
も
反
援
的
、
否
定
的
に
ば
か
り
評
価
を
下
し
た
の

で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
彼
の
根
本
の
態
度
が
伝
統
的
、
古
典
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
変
り
は
な
い
に
し
て
も
‘
張
藻
を

通
し
て
新
し
い
画
風
へ
の
理
解
と
同
感
を
強
要
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
画
風
こ
そ
「
自

然
」
の
名
に
価
す
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
彦
遠
自
身
の
言
葉
で
は
な
い
が
、
朱
景
玄
が
こ
の
逸
品
画
家
の
一
人
、
李
霊
省
の
画

風
を
述
べ
た
言
葉
の
中
に
自
然
と
い
う
語
が
み
え
る
。

若
一
姐
山
水
竹
制
調
、
皆
一
点
一
抹
、
便
得
現
象
一
。
物
勢
皆
出
百
点
、
成
品
一
雲
中
雲
路
、
成
品
一
島
興
江
辺
一
。
持
一
非
常
之
体
一
府
沼
化
之
功
一

非
常
の
体
で
あ
る
が
造
化
の
功
に
合
し
、
物
勢
は
皆
「
自
然
」
に
出
づ
と
い
う
の
で
あ
る
。
彦
遠
も
、
彼
の
品
等
の
自
に
「
自
然
」
を

立
て
た
と
き
、
暗
々
裡
に
こ
の
逸
晶
画
風
を
そ
の
背
後
に
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

し
か
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彦
遠
の
周
辺
に
は
彼
を
「
老
子
」

へ
と
導
く
に
足
る
李
約
の
ご
と
き
人
物
が
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
。
張
操
の
弟
子
の
中
に
は
、
道
教
へ
走
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
物
す
ら
い
る
。
張
操
に
は
出
寧
と
劉
商
（
字
は
子
夏
、
大
歴
〔
七
六
六
｜
七

七
九
〕
の
進
士
）
の
二
人
の
弟
子
が
あ
る
が
（
M
m
g
、
劉
商
は
、

の
ち
に
道
術
を
得
た
と
い
わ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
し
か
も
劉
商
は
、

張
喋
が
衡
州
の
司
馬
に
左
遷
さ
れ
た
と
き
、

慢
然
と
し
て
「
張
喋
を
懐
う
」
と
い
う
詩
（
全
唐
文
三
O
四
）
を
賦
し
た
ほ
ど
の
間
柄
で
あ

り
、
張
喋
自
身
の
周
辺
に
も
そ
う
い
う
雰
囲
気
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
と
察
せ
ら
れ
る
。

張
彦
遠
の
品
等
論
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

ニ
九
三



張
彦
速
の
品
等
諭
に
み
え
る
「
自
然
」
に
つ
い
て

二
九
四

と
に
か
く
彦
遠
の
周
囲
に
は
、
彼
が
自
然
の
品
目
を
立
て
る
だ
け
の
条
件
が
、
画
風
に
お
い
て
も
思
想
に
お
い
て
も
生
活
振
り
に
お
い

て
も
一
応
整
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
推
測
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彦
遠
は
彼
の
自
然
の
品
目
を
、
彼
の
周
囲
の

事
情
に
迫
ら
れ
て
立
て
た
も
の
と
み
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
彦
遠
は
自
然
の
品
目
を
、
推
測
さ
れ
る
よ
う
な
動
機
と
は
無
関
係
に
、
三
品
九
等
の
中
の
上
品
の
上
に
当
て
、

初
唐
以
前
の
画
家
三
人
を
こ
れ
に
該
当
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
に
彦
遠
の
絵
画
評
価
に
お
け
る
二
重
の
性
格
、
す
な
わ
ち
彼
の
伝
統
的
、
古

典
的
な
教
養
と
、
彼
の
現
在
立
っ
て
い
る
環
境
か
ら
の
影
響
と
、
こ
の
ニ
つ
の
面
か
ら
く
る
折
衷
的
な
性
格
が
生
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
せ
っ
か
く
現
在
の
情
況
の
上
に
立
っ
て
自
然
の
品
目
を
立
て
な
が
ら
、
そ
れ
を
彼
自
身
の
伝
統
的
教
養
の
重
さ
の
た
め
に
李
嗣
真
的

方
向
に
適
用
さ
せ
て
し
ま
い
、
朱
景
玄
的
方
向
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
「
自
然
」
の
品
目
の
本
来
的
な
性

格
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
こ
れ
を
初
唐
以
後
、
殊
に
中
唐
以
後
の
新
奇
な
画
風
の
画
家
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
に

彼
の
自
然
の
品
目
の
あ
い
ま
い
さ
が
生
じ
、
結
局
こ
れ
を
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
の
浩
満
な
歴

代
名
画
記
の
全
篇
を
通
じ
て
、
自
然
の
語
を
掲
げ
る
の
は
上
述
の
た
だ
一
箇
所
だ
け
で
あ
り
、
他
の
ど
こ
に
も
そ
れ
を
直
接
敷
街
し
た
筒

所
が
見
当
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
事
情
か
ら
生
じ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

以
上
が
‘
張
彦
遠
に
み
え
る
自
然
の
品
目
の
位
置
と
、
そ
の
設
定
の
事
情
と
、
そ
の
二
重
の
性
格
と
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。


