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は
じ
め
に

　
本
研
究
は
︑
仮
名
の
﹁
散
ら
し
書
き
﹂
の
二
次
元
的
構
成
を
構
図
に
よ
っ
て

把
握
し
︑
分
析
す
る
方
法
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
︒
散
ら
し
書
き
は
平
安
時

代
に
生
起
し
た
表
現
で
あ
り
︑
各
行
の
文
字
の
書
き
出
し
（
行
頭
）
と
書
き
終

わ
り
（
行
脚
）
の
位
置
︑
行
の
長
さ
︑
行
と
行
と
の
間
隔
（
行
間
）
等
に
変
化

が
つ
け
ら
れ
た
書
き
振
り
の
こ
と
で
あ
る
︒

　
仮
名
の
空
間
は
︑
線
や
字
形
︑
線
や
文
字
の
連
続
に
よ
る
流
れ
︑
墨
量
の
変

化
︑
散
ら
し
書
き
な
ど
の
目
に
見
え
る
造
形
に
加
え
て
︑
流
れ
の
切
断
や
行
と

行
と
の
関
係
な
ど
か
ら
生
じ
る
﹁
間
﹂
や
響
き
と
い
っ
た
感
覚
的
な
所
与
な
ど

が
︑
時
間
の
推
移
を
伴
い
な
が
ら
相
互
に
関
連
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
従
っ

て
仮
名
の
美
と
い
う
時
︑
仮
名
文
字
自
体
の
美
し
さ
を
示
す
場
合
に
限
ら
ず
︑

仮
名
が
書
さ
れ
た
空
間
全
体
の
美
し
さ
を
表
す
こ
と
も
多
い
︒
本
研
究
の
対
象

と
す
る
散
ら
し
書
き
は
︑
美
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
諸
要
素
の
う
ち
︑
空
間
の
意

匠
性
に
も
っ
と
も
関
与
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
散
ら
し
書
き
に
よ
る
変
化
に
富
ん
だ
空
間
が
︑
仮
名
の
美
を
構
成
す
る
重
点

の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
︑
種
々
の
文
献
で
な
さ
れ
て
き
た
散

ら
し
書
き
へ
の
言
及
か
ら
確
認
で
き
る
︒
特
に
そ
の
二
次
元
的
構
成
に
つ
い
て

は
鎌
倉
以
降
の
書
論
や
今
日
の
解
説
書
な
ど
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
そ
れ
ら
の

視
点
は
︑
自
然
の
景
観
を
型
に
よ
っ
て
教
示
し
た
も
の
や
︑
散
ら
し
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
る
行
頭
行
脚
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
よ
る
分
類
︑
あ
る
い
は
書
写
空
間

散
ら
し
書
き
の
構
図
論

平
田
光
彦
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を
図
形
に
よ
っ
て
提
示
す
る
等
の
方
法
で
実
践
の
工
夫
へ
と
結
び
つ
け
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

　
本
研
究
で
提
示
す
る
構
図
法
は
︑
補
助
線
を
用
い
る
こ
と
で
二
次
元
的
構
成

に
潜
在
す
る
行
と
行
と
の
関
係
や
視
線
の
流
れ
を
客
観
的
に
分
析
す
る
も
の
で

あ
る
︒
客
観
化
さ
れ
た
構
図
は
︑
空
間
の
変
化
と
統
一
を
形
成
す
る
具
体
的
要

因
や
︑
書
き
手
が
散
ら
し
書
き
に
あ
た
っ
て
感
覚
的
に
見
定
め
て
い
た
も
の
な

ど
を
分
析
的
に
推
察
す
る
た
め
の
情
報
と
な
る
︒
従
来
の
構
図
論
と
は
異
な
る

視
点
か
ら
散
ら
し
書
き
の
構
成
を
読
み
解
く
こ
の
構
図
法
は
︑
仮
名
表
現
の
研

究
や
創
作
︑
お
よ
び
そ
の
教
育
や
指
導
場
面
に
お
い
て
有
効
に
活
用
で
き
る
も

の
で
あ
り
︑
仮
名
の
構
図
論
に
新
た
な
地
平
を
も
た
ら
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
︒

　
本
研
究
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
一
章
で
は
︑
散
ら
し
書
き
の
歴
史
的

な
経
緯
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
で
︑
散
ら
し
書
き
が
本
来
的
に
有
す
る
性
質

を
確
認
す
る
︒
な
お
一
章
第
一
段
落
は
︑
拙
稿
（
平
田
︑
二
〇
一
六

（
1
）

）
の
要
約

で
あ
る
︒
二
章
で
は
︑
ま
ず
南
北
朝
期
の
書
論
で
あ
る
﹃
麒
麟
抄
﹄
か
ら
散
ら

し
書
き
に
関
す
る
理
論
を
抽
出
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
後
︑
現
代
に
入

る
ま
で
引
き
継
が
れ
て
き
た
散
ら
し
書
き
理
論
の
実
態
を
把
握
す
る
と
と
も
に
︑

散
ら
し
書
き
表
現
と
自
然
と
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
す
る
︒
次
に
︑
現
代
の
書

論
や
解
説
書
・
技
法
書
に
み
ら
れ
る
散
ら
し
書
き
理
論
に
つ
い
て
検
討
し
︑
中

世
書
論
か
ら
の
変
化
を
把
握
す
る
と
と
も
に
︑
今
後
に
向
け
て
の
基
本
理
論
と

な
る
部
分
を
各
論
か
ら
帰
納
す
る
︒
三
章
で
は
︑
新
し
い
構
図
法
を
提
示
し
︑

そ
れ
を
用
い
た
古
筆
の
分
析
研
究
を
お
こ
な
う
︒
こ
の
三
章
が
本
研
究
の
核
と

な
る
部
分
で
あ
り
︑
一
章
と
二
章
で
得
た
知
見
と
未
開
拓
の
課
題
を
踏
ま
え
つ

つ
分
析
と
考
察
を
進
め
る
︒
四
章
は
︑
総
合
考
察
と
し
て
︑
本
研
究
を
ま
と
め

る
︒

一
　
散
ら
し
書
き
の
芽
生
え
︱
︱
行
書
き
と
散
ら
し
書
き
の
狭
間

　
一
般
に
散
ら
し
書
き
と
は
︑
一
定
の
書
式
に
従
っ
て
表
記
さ
れ
る
﹁
行
書

き
﹂
に
対
置
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
が
︑
一
方
で
﹁
散
ら
し
書
き
﹂
と
﹁
行
書

き
﹂
の
境
目
は
峻
別
さ
れ
な
い
連
続
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
︒
行
書
き
書
式
の

履
行
に
あ
た
っ
て
は
︑
手
書
き
に
よ
る
ゆ
ら
ぎ
（
分
散
）
や
墨
継
ぎ
の
位
置
の

自
然
な
散
布
が
生
じ
る
︒
ま
た
設
定
し
た
書
式
が
や
が
て
解
け
て
散
ら
し
書
き

の
様
相
を
示
す
場
面
︑
更
に
は
冊
子
や
巻
子
の
途
中
︑
あ
る
い
は
末
尾
に
お
い

て
︑
明
確
な
意
図
の
も
と
に
行
書
き
か
ら
散
ら
し
書
き
へ
と
移
行
す
る
こ
と
も

あ
る
︒
つ
ま
り
行
書
き
の
行
為
や
そ
の
視
覚
性
の
う
ち
に
も
︑
散
ら
し
書
き
へ

の
契
機
が
潜
在
し
て
い
る
の
で
あ
る（

2
）

︒

　
実
際
に
散
ら
し
書
き
の
萌
芽
を
示
す
筆
跡
を
見
つ
め
る
と
︑
行
書
き
か
ら
散

ら
し
書
き
へ
と
移
行
す
る
様
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
最
も
古
い
資
料
と

し
て
︑
石
山
寺
伝
来
﹁
虚
空
蔵
菩
薩
念
誦
次
第
﹂
の
紙
背
に
見
え
る
仮
名
消
息

が
あ
り
︑
伊
東
卓
治
に
よ
る
実
見
調
査
の
報
告
と
考
察
が
提
供
さ
れ
て
い
る（

3
）

︒

　
虚
空
蔵
菩
薩
念
誦
次
第
の
草
稿
が
し
た
た
め
ら
れ
た
こ
の
一
巻
は
︑
紙
背
に

仮
名
消
息
八
片
を
含
む
断
簡
十
八
片
を
継
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
で
︑
こ
の
う
ち
の
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解
文
二
片
に
小
野
道
風
の
没
年
に
あ
た
る
康
保
三
年
（
九
六
六
）
の
年
紀
が
記

さ
れ
て
い
る
︒

　
伊
東
は
こ
の
仮
名
消
息
八
片
を
書
風
に
よ
っ
て
三
種
に
分
類
し
︑
女
手
と
し

て
の
字
体
の
完
成
度
︑
連
綿
の
具
合
︑
消
息
の
書
式
を
観
点
に
考
察
を
加
え
た（

4
）

︒

そ
の
書
式
に
関
す
る
言
及
の
中
で
︑
第
二
種
と
し
た
消
息
を
天
地
が
揃
い
︑
行

が
真
直
ぐ
で
あ
る
こ
と
か
ら
﹁
最
も
平
坦
﹂
と
評
し
つ
つ
︑
第
三
種
の
消
息
端

書
き
に
見
ら
れ
る
散
ら
し
書
き
（
図
1
）
に
つ
い
て
︑﹁
散
ら
し
書
き
を
美
し

く
入
れ
よ
う
と
す
る
心
組
み
﹂
が
あ
る
と
し
た
︒
そ
し
て
こ
の
第
三
種
の
消
息

が
︑
文
字
の
あ
り
方
も
含
め
て
︑
第
一
種
︑
第
二
種
の
筆
跡
を
貫
い
て
更
に
進

展
す
る
新
し
い
美
的
︑
瀟
洒
へ
の
志
向
が
あ
る
と
述
べ
て
︑
約
三
十
年
後
に
続

く
﹁
北
山
抄
紙
背
仮
名
消
息
﹂
の
散
ら
し
書
き
（
図
2
）
へ
と
連
な
る
も
の
で

あ
る
と
指
摘
し
た
︒
文
字
の
あ
り
方
お
よ
び
散
ら
し
書
き
を
め
ぐ
る
伊
東
の
考

察
は
︑
の
ち
に
小
松
茂
美
も
同
様
の
見
解
を
重
ね
る
な
ど（

5
）

︑
時
宜
紹
介
さ
れ
る

説
と
な
っ
て
い
る（

6
）

︒

　
一
方
︑
第
一
種
消
息
の
書
式
に
関
す
る
言
及
は
殆
ど
見
ら
れ
ず
︑﹁
前
二
者

（
第
一
種
︑
第
二
種
）
を
貫
い
て
︙
﹂
と
触
れ
ら
れ
た
の
み
で
あ
る
︒
そ
こ
で
改

図1　虚空蔵菩薩念誦次第紙背仮名消息：第三種　
石山寺蔵   重文（部分）

図2　稿本北山抄紙背仮名消息　京都国立博物館蔵　
国宝（部分）
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め
て
行
書
き
と
散
ら
し
書
き
と
の
連
続
関
係
に
注
目
し
て
こ
れ
を
見
る
と
︑
実

際
に
は
断
片
番
号
18
︑
10
の
行
や
連
綿
の
あ
り
方
に
︑
散
ら
し
書
き
へ
の
契
機

と
な
る
書
き
振
り
が
既
に
表
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
（
図
3
︑
4
）︒

　
端
的
に
そ
れ
が
見
え
る
の
は
︑
書
き
進
め
る
ご
と
に
順
次
下
が
っ
て
い
く
行

頭
で
あ
る
︒
第
三
種
お
よ
び
﹁
北
山
抄
紙
背
仮
名
消
息
﹂
の
追
而
書
き
に
見
え

る
散
ら
し
書
き
も
︑
同
じ
く
行
頭
を
順
次
下
げ
て
い
く
書
き
振
り
で
共
通
し
て

い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
行
頭
の
な
だ
ら
か
な
逐
次
下
降
が
︑
行
書
き
か
ら
散
ら

し
書
き
へ
と
移
行
し
て
い
く
過
程
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
村
上
翠
亭
は
︑

行
頭
が
順
次
左
下
が
り
に
な
っ
て
ま
と
ま
っ
て
い
く
書
き
振
り
に
つ
い
て
︑

﹁
散
ら
し
書
き
本
来
の
︑
ご
く
自
然
な
美
し
い
ス
タ
イ
ル
で
は
な
い
か
﹂
と
述

べ
た（

7
）

︒
こ
の
自
然
と
い
う
言
葉
は
︑
行
頭
の
変
化
の
素
朴
さ
を
表
現
す
る
と
同

時
に
︑
行
書
き
か
ら
散
ら
し
書
き
が
生
じ
て
く
る
段
階
に
表
れ
た
書
き
振
り
と

い
う
意
味
で
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
第
一
種
で
は
こ
の
行
頭
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
︑
行
の
左
傾
も
表
れ
て
お
り
︑

と
り
わ
け
断
片
番
号
18
に
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
︒
こ
の
左
傾
も
第
三
種
︑
お
よ

び
﹁
北
山
抄
紙
背
仮
名
消
息
﹂
と
共
通
す
る
書
き
振
り
で
あ
る
︒
行
の
左
傾
に

は
︑
文
字
自
体
の
左
傾
を
伴
う
も
の
と
︑
連
綿
の
あ
り
方
か
ら
導
出
さ
れ
る
も

の
の
二
要
因
が
あ
る
が
︑
第
一
種
︑
第
三
種
︑﹁
北
山
抄
紙
背
仮
名
消
息
﹂
の

い
ず
れ
も
︑
こ
の
二
要
因
が
絡
み
合
っ
た
左
傾
で
あ
る
︒

　
連
綿
の
あ
り
方
に
つ
い
て
︑
一
字
一
字
の
文
字
を
書
く
意
識
と
文
字
群
を
書

く
意
識
と
の
二
側
面
か
ら
捉
え
る
と
︑
い
ず
れ
に
比
重
が
お
か
れ
た
書
き
振
り

で
あ
る
か
に
よ
っ
て
︑
そ
の
表
現
に
違
い
が
表
れ
る
︒
前
者
で
は
︑
先
行
す
る

文
字
の
終
筆
部
分
や
後
続
す
る
文
字
の
始
筆
部
分
の
造
形
が
︑
連
綿
線
の
関
与

に
よ
っ
て
崩
さ
れ
る
こ
と
が
比
較
的
少
な
い
︒
表
意
文
字
の
表
記
に
よ
る
中
国

の
筆
跡
も
お
よ
そ
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
あ
る
種
規
則
的
な
動
き
に
よ
る
こ
の

連
綿
の
あ
り
方
は
︑
行
の
左
傾
を
抑
え
る
意
図
が
あ
る
場
合
に
も
そ
れ
を
実
現

図3　虚空蔵菩薩念誦次第紙背仮名消息：
第一種18
図中補助線内を「図3A」とする（補助線は筆者）

図4　虚空蔵菩薩念誦
次第紙背仮名消息：
第一種10
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し
や
す
い
︒
他
方
︑
後
者
の
あ
り
方
で
は
︑
前
者
ほ
ど
文
字
と
連
綿
と
の
意
識

が
截
然
と
区
別
さ
れ
ず
︑
先
行
す
る
文
字
の
終
筆
部
分
や
後
続
す
る
文
字
の
始

筆
部
分
の
意
識
と
造
形
が
連
綿
と
溶
け
合
う
形
で
︑
文
字
群
と
し
て
の
結
び
つ

き
が
表
現
さ
れ
や
す
い
（
図
3
A
）︒
こ
の
後
者
の
連
綿
の
あ
り
方
は
︑
行
の

左
傾
を
導
出
し
や
す
く
︑
ま
た
表
音
文
字
の
纏
ま
り
と
し
て
言
葉
を
表
記
す
る

日
本
語
仮
名
表
現
と
の
親
和
性
も
高
い
︒﹁
虚
空
蔵
菩
薩
念
誦
次
第
﹂
紙
背
仮

名
消
息
の
筆
跡
で
言
え
ば
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
第
二
種
は
前
者
に
寄
っ
た
書

き
振
り
で
︑
字
形
の
習
熟
の
み
な
ら
ず
︑
一
字
ず
つ
を
整
え
る
意
識
と
行
を
直

立
す
る
意
識
が
窺
え
る
の
に
対
し
て
︑
第
一
種
で
は
︑
散
見
さ
れ
る
怱
卒
な
書

き
振
り
の
箇
所
で
連
綿
に
よ
る
左
傾
の
気
配
も
現
れ
て
︑
後
者
の
意
識
に
近
い

筆
記
感
覚
が
僅
か
に
見
受
け
ら
れ
る
︒

　
な
お
︑
第
三
種
お
よ
び
﹁
北
山
抄
紙
背
仮
名
消
息
﹂
の
紙
面
右
側
に
見
え
る

散
ら
し
書
き
は
︑
所
謂
﹁
返
し
書
き
﹂
に
よ
っ
て
本
文
書
き
出
し
よ
り
右
側
に

配
置
さ
れ
る
追
而
書
き
︑
袖
書
き
と
目
さ
れ
て
い
る
︒
紙
面
全
体
が
散
ら
し
書

き
と
な
り
︑
ま
た
追
而
書
き
の
書
き
込
み
位
置
が
更
に
複
雑
化
し
た
消
息
に
は
︑

先
に
読
む
べ
き
行
と
︑
後
か
ら
読
む
追
而
書
き
と
の
区
別
を
明
示
的
に
す
る
意

図
を
も
っ
て
︑
極
端
に
強
い
左
傾
や
小
粒
の
文
字
に
よ
る
追
而
書
き
も
現
れ
た

（
図
5
）︒

　
と
こ
ろ
で
︑
漢
文
消
息
で
は
最
澄
と
空
海
の
や
り
と
り
が
伝
え
ら
れ
︑
そ
の

う
ち
最
澄
の
﹁
久
隔
帖
﹂
と
空
海
の
﹁
風
信
帖
﹂
が
伝
存
す
る
︒
厳
密
に
は
︑

最
澄
か
ら
の
消
息
は
空
海
の
弟
子
で
あ
る
泰
範
あ
て
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る

が
︑
空
海
に
示
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
﹁
久
隔
帖
﹂
と
﹁
風
信
帖
﹂
第
二
通

﹁
忽
披
帖
﹂
の
う
ち
に
︑
ご
く
僅
か
な
が
ら
行
頭
の
漸
次
下
降
や
行
の
左
傾
を

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
6
︑
図
7
）︒
こ
れ
ら
は
手
書
き
に
よ
っ
て
生
じ

た
ゆ
ら
ぎ
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
自
然
に
表
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
様
々
な
書
き
振

り
が
︑
そ
の
後
の
仮
名
消
息
で
次
第
に
生
じ
て
き
た
散
ら
し
書
き
へ
の
潜
在
的

な
契
機
と
な
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
︒

　
漢
文
消
息
か
ら
散
ら
し
書
き
へ
と
繋
が
る
よ
り
具
体
的
な
先
行
例
と
し
て
︑

端
書
き
︑
追
而
書
き
を
︑
本
文
書
き
出
し
よ
り
右
に
配
置
し
た
﹁
袖
書
き
﹂
も

見
え
る
︒
草
書
の
流
麗
な
連
綿
の
う
ち
に
漢
字
か
ら
女
手
へ
の
繋
が
り
を
感
じ

さ
せ
る
藤
原
佐
理
の
﹁
恩
命
帖
﹂
は
︑
本
文
書
き
出
し
よ
り
右
に
袖
書
き
が
あ

る
（
図
8
）︒
天
元
五
年
（
九
八
二
）
の
筆
跡
で
︑
袖
書
き
を
有
す
る
最
古
の
漢

文
消
息
と
さ
れ
る
︒
一
方
︑
平
安
三
蹟
の
嚆
矢
で
あ
る
小
野
道
風
晩
年
の
筆
跡

（
模
刻
）
と
さ
れ
る
﹃
集
古
浪
華
帖
﹄
所
収
の
書
状
第
七
通
に
見
え
る
端
書
き

で
は
︑
草
仮
名
か
ら
女
手
へ
の
移
行
を
示
す
書
き
振
り
が
本
文
末
尾
（
左
側
）

図5　三寳感應要錄紙背仮
名消息：第一通　個人蔵　
国宝（部分）
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に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
︒
道
風
晩
年
か
ら
二
十
年
ほ
ど
の
間
に
﹁
返
し
書
き
﹂

が
追
而
書
き
の
新
し
い
書
き
様
と
し
て
芽
生
え
た
︒
ま
た
︑
行
の
意
図
的
な
左

傾
や
小
書
き
を
交
え
た
散
ら
し
書
き
な
ど
が
後
の
王
朝
仮
名
古
筆
に
も
見
ら
れ

る
な
ど
︑
ゆ
ら
ぎ
も
含
め
た
様
々
な
書
き
振
り
が
先
行
し
て
︑
散
ら
し
書
き
の

着
想
に
関
与
し
て
い
っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
︒

二
　
中
世
か
ら
現
代
ま
で
の
散
ら
し
書
き
理
論

︵
一
︶
中
世
書
論
に
み
る
散
ら
し
書
き

　
広
く
書
に
つ
い
て
論
じ
た
著
作
を
書
論
と
い
う（

8
）

︒
ま
た
︑﹁
一
定
の
審
美
の

哲
学
基
礎
を
有
し
て（

9
）

﹂
い
る
の
が
︑
歴
代
の
中
国
書
論
の
性
質
と
い
え
る
︒
中

田
勇
次
郎
は
そ
の
体
系
に
つ
い
て
︑
近
代
の
中
国
書
論
に
お
け
る
分
類
を
ふ
ま

え
て
︑
文
字
学
︑
書
体
︑
書
法
︑
書
品
︑
書
評
が
あ
り
︑
さ
ら
に
総
括
的
な
書

学
︑
そ
し
て
伝
記
︑
鑑
識
︑
収
蔵
︑
購
求
︑
閲
玩
が
あ
る
と
ま
と
め
た（

10
）

︒

図6　久隔帖　奈良国立博物館蔵　国宝

図8　恩命帖　御物（部分）

図7　忽披帖　東寺蔵　国宝
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中
国
の
書
論
は
日
本
に
も
舶
載
さ
れ
︑
寛
平
年
間
（
八
八
九
︱
八
九
八
）
当

時
に
伝
存
し
た
漢
籍
の
目
録
と
さ
れ
る
﹃
日
本
国
見
在
書
目
録
﹄
の
小
学
家
に

は
︑
文
字
学
︑
書
法
︑
書
論
に
関
す
る
文
献
が
記
録
さ
れ
る（

11
）

︒
ま
た
中
国
書
論

の
受
容
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
描
か
れ
る
書
話
に
︑

梁
の
庾
肩
吾
が
﹃
書
品
﹄
に
お
い
て
示
し
た
﹁
天
然
と
工
夫
﹂
の
概
念
の
影
響

が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る（

12
）

︒

　
日
本
の
書
論
で
は
︑
空
海
の
漢
詩
文
集
﹃
遍
照
発
揮
性
霊
集
﹄
に
書
に
関
す

る
論
述
の
見
え
る
の
が
古
く
︑
蔡
邕
の
﹃
筆
論
﹄
等
︑
中
国
の
書
論
を
ふ
ま
え

た
書
法
観
や
詩
作
に
通
じ
る
書
表
現
の
個
性
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る（

13
）

︒

し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
の
中
世
に
お
け
る
書
論
は
︑
世
尊
寺
家
第
六
代
の
藤
原

伊
行
が
息
女
に
与
え
た
﹃
夜
鶴
庭
訓
抄
﹄
を
嚆
矢
と
し
て
︑
家
学
・
家
芸
の
相

伝
︑
継
承
を
目
的
と
し
た
も
の
が
執
筆
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
中
国
由
来
の
そ

れ
と
は
性
質
を
異
に
す
る
傾
向
と
な
っ
た（

14
）

︒

　
こ
れ
ら
秘
伝
書
と
し
て
の
書
論
に
は
︑
教
条
的
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
性
格

が
︑
そ
の
具
体
的
な
記
述
の
上
に
表
れ
る
︒
例
え
ば
書
式
に
つ
い
て
の
記
述
を

見
る
と
︑﹃
夜
鶴
庭
訓
抄
﹄
で
は
﹁
哥
書
様
﹂
に
﹁
二
行
な
ら
ば
五
七
五
︒
一

行
︒
七
々
︒
一
行
︒
三
行
な
ら
ば
五
七
︒
一
行
︒
五
七
︒
一
行
︒
七
︒
一
行
︒

ま
で
三
く
だ
り
に
あ
る
べ
し
︒﹂
と
︑
和
歌
一
首
を
二
行
な
い
し
三
行
に
書
く

こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
け
る
各
行
の
字
数
ま
で
が
規
範
的
に
教

示
さ
れ
て
い
る（

15
）

︒
こ
れ
は
行
書
き
を
示
す
書
式
で
あ
る
が
︑
こ
う
し
た
伝
承
の

あ
り
方
は
︑
間
接
的
で
あ
れ
後
続
す
る
書
論
へ
の
下
敷
き
に
な
っ
た
面
も
見
受

け
ら
れ
る
︒
南
北
朝
時
代
ま
で
の
書
法
・
書
論
・
伝
記
の
集
成
と
目
さ
れ
る

﹃
麒
麟
抄
﹄（
一
三
四
一
年
成
立
か

（
16
）

）
巻
第
八
に
は
︑
散
ら
し
書
き
の
構
成
が
︑

同
じ
く
各
行
の
字
数
を
示
し
な
が
ら
具
体
的
に
教
示
さ
れ
て
い
る
︒

　﹃
麒
麟
抄
﹄
の
﹁
又
書
歌
事
﹂
で
は
︑
冒
頭
に
﹁
立
石
︒
藤
花
︒
木
立
︒
三

樣
︒﹂
と
し
て
︑
歌
を
書
く
に
あ
た
り
三
つ
の
書
き
様
の
あ
る
こ
と
が
ま
ず
示

さ
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
順
次
示
さ
れ
た
書
き
様
が
︑
散
ら
し
書
き
の
構
成
を
具
体

的
に
教
示
す
る
内
容
で
あ
る
︒
以
下
︑﹁
立
石
﹂
か
ら
順
を
追
っ
て
引
用
し
︑

確
認
す
る（

17
）

︒

立
石
ハ
五
七
等
ノ
句
ヲ
九
一
行
︒
七
一
行
︒
一
字
一
行
︒
下
ヲ
同
ク
頭
不

同
也
︒
一
字
一
行
者
鴨
居
ル
形
也
︒
墨
乹
墨
續
ヲ
不
可
書
︒
字
姿
ハ
風
情

可
書
出
︒
如
何
者
︒
岩
ノ
體
ヲ
表
歟
︒
以
之
立
石
ト
名
付
︒
喩
バ
是
ヲ
四

行
木
立
ト
モ
云
︒

　
　
ほ
の
〳
〵
と
あ
か
し
の
　
九

　
　
　
　
う
ら
の
あ
さ
き
り
　
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
一

　
　
　
　
し
ま
か
く
れ
ゆ
く
　
七

　
　
　
　
ふ
ね
を
し
そ
お
も
　
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
一

﹇
後
略
﹈
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立
石
に
つ
い
て
︑
本
邦
最
古
の
庭
園
書
と
さ
れ
る
﹃
作
庭
記
﹄（
十
一
世
紀

後
半
に
成
立
か
）
五
条
目
の
枯
山
水
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
の
終
わ
り
に
︑﹁
す

べ
て
石
ハ
︑
立
る
事
ハ
す
く
な
く
︑
臥
る
こ
と
は
お
ほ
し
︒
し
か
れ
ど
も
石
ぶ

せ
と
は
い
は
ざ
る
か
︒

（
18
）

﹂
と
あ
り
︑
立
石
と
い
え
ど
も
総
じ
て
臥
せ
て
使
う
場

面
の
多
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
が
︑
水
中
の
石
立
て
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
四
条

目
に
は
﹁
池
の
石
は
︑
そ
こ
よ
り
つ
よ
く
も
た
え
た
る
つ
め
い
し
を
を
き
て
︑

た
て
あ
げ
つ
れ
ば
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒
同
箇
所
に
は
ま
た
︑﹁
凡
滝
□
左

右
︑
嶋
の
さ
き
︑
山
の
ほ
と
り
の
ほ
か
は
︑
た
か
き
石
を
た
つ
る
事
︑
ま
れ
な

る
べ
し
﹂﹁
は
な
れ
い
し
ハ
︑
あ
ら
い
そ
の
お
き
︑
山
の
さ
き
︑
島
の
さ
き
に
︑

た
つ
べ
き
と
か（

19
）

﹂
と
の
記
述
が
あ
り
︑
水
辺
に
あ
っ
て
は
こ
れ
を
聳
え
て
立
て

る
様
も
記
さ
れ
て
い
る
︒﹃
麒
麟
抄
﹄
に
見
え
る
﹁
立
石
﹂
の
構
図
は
︑
聳
え

た
行
の
近
傍
足
下
に
添
え
た
一
字
を
鴨
居
る
形
に
擬
え
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
ま

さ
に
こ
の
水
辺
に
石
を
立
て
た
様
子
が
彷
彿
と
さ
れ
︑
か
な
り
具
体
的
な
景
観

を
想
起
し
た
教
示
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
れ
を
四
行
木
立
と
呼
ぶ
際
に
は
︑

聳
え
た
立
石
の
四
行
を
木
立
に
見
立
て
て
い
る
︒
こ
の
場
合
︑
鴨
に
見
立
て
ら

れ
た
一
字
も
相
対
的
に
鴨
よ
り
も
大
き
な
も
の
に
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒

　
次
に
﹁
藤
花
﹂
で
あ
る
︒

藤
花
者
五
七
五
句
一
行
︒
七
七
句
一
行
︒
頭
同
ク
下
不
同
也
︒
朗
詠
之
山

紙
筆
等
如
此
可
書
︒
是
ヲ
二
本
木
立
ト
モ
伝
︒

　
　
　 

ほ
の
〳
〵
と
あ
か
し
の
浦
の
あ
さ
き
り
に

　
　
　
し
ま
か
く
れ
ゆ
く
ふ
ね
を
し
そ
思
ふ

五
行
ニ
カ
ク
︒
藤
花
ノ
樣
ア
リ
︒
是
ハ
沓
冠
等
ノ
歌
ヲ
カ
ク
時
ノ
風
情
也
︒

是
ヲ
五
行
木
立
ノ
藤
花
ト
云
︒

　
　
　
か
ら
こ
ろ
も
　
五

　
　
　
　
き
つ
ゝ
な
れ
に
し
　
七

　
　
　
　
　
つ
ま
し
あ
れ
は
　
五

　
　
　
　
　
　
は
る
〳
〵
き
ぬ
る
　
七

　
　
　
　
　
　
　
た
ひ
を
し
そ
お
も
ふ
　
七

　
藤
花
は
︑
行
頭
の
高
さ
を
揃
え
た
二
つ
の
長
い
行
を
︑
行
脚
で
長
さ
の
変
化

を
つ
け
る
こ
と
で
︑
藤
の
花
が
垂
れ
下
が
っ
た
よ
う
な
景
観
に
擬
え
た
表
現
で

あ
る
︒
ま
た
五
行
に
し
て
︑
一
行
目
か
ら
順
次
行
頭
行
脚
を
下
げ
て
︑
行
を
斜

め
に
配
列
し
た
書
き
様
も
示
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
を
五
行
木
立
ノ
藤
花
と
し
て

い
る
︒
こ
の
五
行
木
立
の
藤
花
に
見
え
る
構
成
は
︑
後
に
書
や
建
築
な
ど
日
本

の
空
間
芸
術
に
お
い
て
﹁
雁
行
﹂
と
呼
ば
れ
る
構
成
と
同
じ
で
あ
る（

20
）

︒
こ
こ
に

例
示
さ
れ
る
﹁
か
ら
こ
ろ
も
︙
﹂
の
歌
は
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
第
九
の
羇
旅

歌
に
見
え
る
︒
そ
の
詞
書
に
﹁
あ
づ
ま
の
方
へ
︙
﹇
中
略
﹈
︙
み
か
は
の
く
に

や
つ
は
し
と
い
ふ
所
に
︙
﹇
中
略
﹈
︙
か
き
つ
ば
た
と
い
う
い
つ
も
じ
を
く
の

か
し
ら
に
す
へ
て
︑
た
び
の
心
を
よ
ま
ん
と
て
よ
め
る（

21
）

﹂
と
あ
る
通
り
︑
各
句

の
始
め
に
﹁
か
き
つ
ば
た
﹂
が
読
み
込
ま
れ
た
折
句
の
歌
と
し
て
知
ら
れ
る
︒

沓
冠
の
歌
と
は
︑
更
に
各
句
の
始
め
（
冠
）
と
終
わ
り
（
沓
）
に
言
葉
を
読
み
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込
ん
だ
歌
で
あ
る
こ
と
か
ら（

22
）

︑
こ
の
歌
を
沓
冠
と
す
れ
ば
︑
各
句
の
終
わ
り

（
沓
）
は
﹁
ふ
る
は
し
も
﹂
と
し
て
古
橋
と
藻
を
読
み
と
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒

い
ず
れ
に
し
ろ
行
頭
行
脚
に
凹
凸
を
つ
け
ず
に
︑
行
を
斜
め
に
下
げ
な
が
ら
展

開
す
る
構
成
が
︑
沓
冠
の
可
読
性
を
高
め
つ
つ
︑
読
み
込
ま
れ
た
機
知
を
瀟
洒

な
風
情
で
表
現
す
る
︒

　
次
に
﹁
木
立
﹂
で
あ
る
︒

木
立
者
體
立
石
ノ
樣
ニ
可
書
散
︒
雖
然
字
數
各
別
也
︒
其
數
ハ
初
句
七
一

行
︒
七
一
行
︒
三
一
行
︒
後
句
七
一
行
︒
五
一
行
︒
二
一
行
︒
三
字
一
行
︒

二
字
一
行
ノ
字
ヲ
ハ
︒
ソ
ヒ
エ
テ
風
情
ヲ
可
書
︒

　
　
　
や
を
か
ゆ
く
は
ま
　
七

　
　
　
の
ま
さ
こ
と
わ
か
　
七

　
　
　
　
　
　
　
こ
ひ
は
　
三

　
　
　
い
つ
れ
ま
さ
れ
り
　
七

　
　
　
　
　
を
き
つ
し
ま
　
五

　
　
　
　
　
　
　
　
も
り
　
二

　﹁
木
立
者
體
立
石
ノ
樣
ニ
﹂
と
あ
る
が
︑
各
行
の
字
数
が
立
石
と
異
な
る
と

い
う
︒
先
頭
の
二
行
の
字
数
を
揃
え
て
い
る
点
に
も
相
違
は
あ
る
が
︑
特
に
立

石
で
﹁
一
字
一
行
者
鴨
居
ル
形
﹂
と
さ
れ
て
い
た
足
下
の
行
が
︑
木
立
で
は
三

字
一
行
と
二
字
一
行
に
聳
え
て
風
情
を
書
く
と
す
る
点
に
違
い
を
表
し
て
い
る
︒

三
字
や
二
字
の
短
い
行
に
﹁
ソ
ヒ
エ
テ
﹂
と
い
う
語
感
を
あ
て
て
い
る
こ
と
か

ら
察
し
て
︑
こ
れ
ら
の
行
に
は
木
立
の
元
に
添
え
ら
れ
た
立
石
が
想
起
さ
れ
て

い
る
か
も
知
れ
な
い
︒
尤
も
立
石
の
項
の
﹁
是
ヲ
四
行
木
立
ト
モ
云
﹂
と
い
う

記
述
で
も
分
か
る
よ
う
に
︑
木
立
と
立
石
の
両
者
は
同
じ
よ
う
な
考
え
方
の
散

ら
し
で
あ
り
︑
い
ず
れ
の
景
観
に
見
立
て
る
か
の
違
い
と
も
言
え
る
が
︑
詳
細

な
字
数
の
違
い
を
立
て
て
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

　
こ
こ
ま
で
に
冒
頭
の
︑
立
石
︑
藤
花
︑
木
立
の
三
様
が
示
さ
れ
た
が
︑
続
け

て
﹁
立
藤
花
（
立
花
）﹂﹁
分
秀
石
﹂
が
次
の
通
り
示
さ
れ
る
︒

或
又
立
藤
花
ノ
樣
ト
分
秀
石
ノ
樣
ト
二
樣
ア
リ
︒
立
花
ノ
樣
ト
ハ
上
句
九

字
一
行
上
テ
書
︒
八
字
一
行
下
テ
書
︒
下
句
七
字
一
行
上
テ
書
︒
七
字
一

行
下
テ
書
︒
四
行
ノ
行
首
ハ
不
同
︒
下
ヲ
齊
ク
書
也
︒
次
分
秀
石
ノ
樣
ト

ハ
︒
十
二
字
一
行
︒
八
字
一
行
︒
七
字
一
行
︒
二
字
二
行
︒

立
花
ノ
樣

　
　
　
か
す
か
の
ゝ
わ
か
む
ら
　
九

　
　
　
　
さ
き
の
す
り
こ
ろ
も
　
八

　
　
　
し
の
ふ
の
み
た
れ
　
七

　
　
　
　
　
か
き
り
し
ら
れ
す
　
七

分
秀
ノ
樣

　
　
　
か
す
か
の
に
わ
か
な
つ
み
つ
ゝ
　
十
二

　
　
　
　
　
　
　
き
み
か
代
を
い
は
ふ
　
八
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こ
ゝ
ろ
は
か
み
そ
　
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
る
　
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ん
　
二

以
上
雖
事
廣
︒
六
樣
ノ
書
樣
迄
ト
云
々
︒

　
立
石
︑
木
立
で
は
︑
い
ず
れ
も
高
い
行
が
﹁
主
﹂
と
な
り
︑
足
元
の
短
い
行

が
﹁
従
﹂
と
な
る
主
従
関
係
が
行
立
て
の
中
に
潜
在
し
つ
つ
︑
主
と
な
る
高
い

行
の
書
き
出
し
が
左
下
が
り
に
降
り
て
い
く
構
成
で
あ
っ
た
︒
一
方
︑
立
花
は

七
～
九
字
の
長
い
行
の
み
で
構
成
さ
れ
︑
そ
の
行
頭
が
︑
上
・
下
・
上
・
下
の

順
に
往
来
し
な
が
ら
下
降
す
る
書
き
様
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
鎌
倉
中
期
の
﹃
右

筆
条
々
﹄（
一
二
七
五
年
）
に
﹁
低
昂
テ
可
被
散
書
﹂
と
表
現
さ
れ
て
い
る
散
ら

し
書
き
に
該
当
す
る（

23
）

︒

　
分
秀
石
に
つ
い
て
︑﹃
山
水
并
野
形
図
﹄（
一
四
四
八
年

（
24
）

）
に
は
﹁
秀
石
﹂﹁
水

分
石
﹂
と
い
う
言
葉
が
見
え
る
︒
秀
石
は
︑﹁
万
石
︑
余
石
︑
秀
石
ハ
一
石
ト

云
事
ア
リ
︒﹂
と
さ
れ
︑
余
る
ほ
ど
多
く
の
石
に
あ
っ
て
も
一
石
し
か
な
い
ほ

ど
稀
有
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
︒
ま
た
︑﹁
水
分
石
︑
此
石
ハ
ナ
ゝ
メ
石
也
﹂

と
述
べ
ら
れ
る
通
り
︑
横
・
斜
・
径
の
三
種
あ
る
石
の
う
ち
︑
水
分
石
は
斜
石

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

　
斜
石
は
︑
連
石
や
風
雨
石
と
も
言
わ
れ
︑﹁
風
雨
石
︑
此
石
ハ
庭
中
ノ
ヨ
キ

所
ニ
立
石
也
︒
此
石
ノ
形
ハ
上
キ
リ
メ
斜
石
也
︒﹂
や
﹁
一
庭
ニ
一
處
︑
斜
石

ト
云
所
一
處
立
ヘ
シ
︒﹂
と
さ
れ
る
よ
う
に
︑
庭
中
で
一
際
重
要
な
石
で
あ
る

と
言
う
︒
ま
た
斜
石
は
︑
連
石
と
い
う
別
称
も
示
す
様
に
︑
一
石
の
形
状
を
指

す
ば
か
り
で
な
く
︑
四
︑ 

五
石
を
徐
々
に
低
く
な
る
よ
う
横
長
に
連
ね
た
配
置

も
表
し
て
い
る
︒
実
際
に
︑
斜
石
を
構
成
す
る
各
石
の
大
き
さ
や
並
べ
方
が

﹁
ナ
カ
石
ヲ
ナ
ゝ
メ
石
ト
イ
ヘ
リ
︒
四
五
モ
タ
テ
流
シ
タ
ル
ヲ
云
也
︒
先
ツ
始

ニ
大
ナ
ル
石
ヲ
立
始
ヘ
シ
︒
立
始
ノ
石
ノ
髙
サ
ハ
一
尺
五
寸
也
︒
其
後
ハ
次
第

ニ
一
尺
或
八
寸
六
寸
四
寸
二
寸
ニ
立
ト
イ
ヘ
リ
︒﹂
と
具
体
的
に
教
示
さ
れ
て

い
る
︒
こ
の
様
子
は
︑
分
秀
石
（
分
秀
）
と
し
て
示
さ
れ
る
行
の
長
さ
の
構
成

に
重
な
る
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
分
秀
石
は
︑
庭
中
に
立
て
ら
れ
た
秀
れ
た
斜

石
の
景
観
に
擬
え
た
表
現
で
あ
る
︒

　
以
上
︑
見
て
き
た
通
り
﹃
麒
麟
抄
﹄
に
示
さ
れ
た
散
ら
し
書
き
は
︑
い
ず
れ

も
自
然
の
景
観
・
景
物
に
擬
え
た
書
き
様
で
あ
る
︒
そ
れ
は
お
そ
ら
く
散
ら
し

書
き
が
生
じ
て
く
る
中
で
︑
書
字
行
為
の
結
果
と
し
て
想
起
さ
れ
た
自
然
の
景

観
と
︑
ま
た
一
方
で
︑
自
然
の
景
観
か
ら
着
想
さ
れ
て
描
か
れ
た
構
成
と
の
両

面
が
あ
り
︑
そ
の
往
還
の
う
ち
に
展
開
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
例
え
ば

﹃
作
庭
記
﹄
に
も
﹁
品
文
字
ノ
石
ハ
フ
ス
﹂
と
あ
り
︑﹁
品
﹂
の
字
形
に
見
立
て

た
石
の
配
置
に
は
石
を
臥
せ
る
よ
う
伝
承
さ
れ
る（

25
）

︒
こ
う
し
た
見
立
て
が
﹁
平

家
納
経
﹂
序
品
見
返
し
絵
で
庭
中
の
山
水
に
潜
ん
で
描
き
こ
ま
れ
た
葦
手
の
文

字
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
に
︑
景
観
と
筆
跡
の
い
ず
れ
も
が
も
う
一
方
を
想
起

さ
せ
る
契
機
と
な
り
う
る
︒
屢
々
日
本
芸
術
は
︑
自
然
と
芸
術
と
の
﹁
さ
か
い

を
ま
ぎ
ら
か
す
﹂
こ
と
で
︑
自
然
と
芸
術
と
が
融
合
し
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が

あ
る
と
言
わ
れ
る（

26
）

︒
ま
た
︑﹁
立
石
﹂﹁
藤
花
﹂﹁
五
行
木
立
ノ
藤
花
﹂﹁
木
立
﹂
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﹁
立
花
﹂﹁
分
秀
石
﹂
の
六
様
の
書
き
様
に
は
文
字
数
ま
で
具
体
的
に
教
示
さ
れ

た
︑
所
謂
﹁
型
﹂
と
し
て
の
概
念
や
分
類
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
点
に
も
注
目

さ
れ
る（

27
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
中
世
書
論
に
お
け
る
﹁
散
ら
し
書
き
の
構
成
﹂
に
関
す
る
理
論

は
︑
自
然
の
景
観
に
仮
託
し
︑
そ
れ
を
﹁
型
﹂
と
し
て
分
類
す
る
に
至
っ
た
︒

以
降
近
世
ま
で
︑
書
式
を
め
ぐ
る
記
述
の
傾
向
と
な
り
︑
理
論
的
な
根
拠
と

な
っ
た
︒
小
松（

28
）

も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
本
来
﹁
型
﹂
は
精
神
的
な
要
素
を
含
む

も
の
で
あ
り
︑
そ
の
鍛
錬
が
人
間
を
形
成
し
︑
最
高
の
美
を
発
揮
す
る
と
考
え

ら
れ
た
︒
し
か
し
や
が
て
単
な
る
形
式
︑
形
骸
的
な
﹁
型
﹂
と
し
て
受
け
止
め

ら
れ
る
面
も
生
じ
て
︑
流
派
に
お
け
る
没
個
性
的
な
書
に
も
結
び
つ
い
て
い
っ

た
︒

︵
二
︶
散
ら
し
書
き
理
論
の
現
在

　
現
代
の
書
家
で
あ
る
桑
田
笹
舟
（
一
九
〇
〇
︱
一
九
八
九
）
も
ま
た
﹁
型
﹂

に
つ
い
て
︑
エ
ッ
セ
ン
ス
を
煮
詰
め
た
型
も
存
在
し
︑
日
本
芸
能
の
中
に
尊
ば

れ
る
も
の
が
存
在
す
る
と
認
め
た
上
で
︑
散
ら
し
書
き
の
型
に
つ
い
て
は
︑
自

由
に
個
性
的
に
新
し
い
空
間
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
阻
ん
で
き
た
こ
と
︑

そ
し
て
そ
の
状
況
が
昭
和
初
期
に
至
る
ま
で
前
進
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

た（
29
）

︒
　
桑
田
は
︑
散
ら
し
書
き
の
本
質
を
﹁
多
様
の
変
化
と
そ
れ
を
ま
と
め
る
統

一
﹂
に
あ
る
と
説
い
た
︒
今
日
︑
こ
の
﹁
変
化
と
統
一
﹂
と
い
う
観
点
は
︑
散

ら
し
書
き
の
要
諦
を
説
明
す
る
言
葉
と
し
て
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
が
︑
桑
田

に
よ
る
と
︑
こ
れ
は
師
で
あ
る
安
東
聖
空
（
一
八
九
三
︱
一
九
八
三
）
か
ら
の

啓
蒙
で
あ
り
︑
安
東
以
前
に
は
﹁
誰
一
人
そ
れ
ま
で
に
言
わ
な
か
っ
た
こ
と
﹂

だ
っ
た
と
述
懐
す
る（

30
）

︒
実
際
こ
の
捉
え
方
は
︑
自
然
の
景
観
・
景
物
に
擬
え
た

把
握
や
字
数
の
規
矩
に
よ
り
分
類
し
た
﹁
型
﹂
に
よ
る
散
ら
し
書
き
の
理
論
︑

お
よ
び
そ
の
形
骸
化
し
た
相
伝
の
あ
り
方
に
対
し
て
全
く
一
線
を
画
す
も
の
で

あ
っ
た
︒
ま
た
安
東
は
︑
こ
の
変
化
が
も
っ
と
も
現
れ
る
の
は
﹁
行
﹂
で
あ
る

と
し
て
︑
そ
の
長
短
と
納
め
る
位
置
︑
ま
ず
は
こ
の
二
つ
の
変
化
に
よ
っ
て
散

ら
し
書
き
の
変
化
が
表
れ
る
と
し
た（

31
）

︒
書
表
現
に
つ
い
て
︑
そ
れ
を
構
成
す
る

要
素
へ
と
分
解
し
︑
そ
の
効
果
的
な
組
み
合
わ
せ
や
配
置
を
考
え
る
と
い
う
視

点
が
︑
現
代
に
お
い
て
生
じ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
︒

　
桑
田
は
︑
こ
う
し
た
現
代
的
な
視
点
を
も
っ
て
散
ら
し
書
き
の
理
論
を
さ
ら

に
押
し
広
げ
た
︒﹃
笹
舟
か
な
教
室
﹄
に
ま
と
め
ら
れ
た
散
ら
し
書
き
の
理
論

は
七
十
二
頁
に
も
及
び
︑
構
成
に
関
す
る
記
述
は
十
六
に
分
節
さ
れ
て
︑
実
践

的
︑
実
験
的
︑
理
論
的
な
検
討
や
考
察
が
述
べ
ら
れ
て
い
る（

32
）

︒
十
六
の
節
は
︑

ま
ず
構
成
一
～
四
の
そ
れ
ぞ
れ
に
イ
と
ロ
が
立
て
ら
れ
て
四
節
八
項
目
︑
続
い

て
構
成
五
～
十
二
に
﹁
三
角
法
構
成
﹂
一
～
八
︑
構
成
十
三
と
十
四
に
線
的
構

成
︑
十
五
に
線
的
塊
的
構
成
︑
十
六
に
塊
的
構
成
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
散

ら
し
書
き
理
論
の
最
後
は
﹁
ま
と
め
る
﹂
と
い
う
節
で
結
ば
れ
る
︒

　
構
成
一
で
は
︑
変
化
と
統
一
に
つ
い
て
ま
ず
問
題
提
起
が
あ
り
︑
変
化
に
は

行
と
墨
色
（
墨
つ
ぎ
の
濃
淡
）
と
い
う
観
点
が
︑
統
一
に
は
最
下
部
︑
行
の
正
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斜
︑
最
後
の
造
形
と
最
後
の
字
の
最
後
の
形
線
と
い
う
観
点
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

行
の
変
化
は
︑
長
短
︑
広
狭
︑
高
低
︑
正
斜
︑
強
弱
（
細
太
）
で
あ
り
︑
こ
の

う
ち
長
短
︑
広
狭
︑
高
低
は
︑
安
東
が
行
の
長
短
と
行
を
納
め
る
位
置
に
要
約

し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
書
き
手
が
自
ら
実
践
的
な
試
行
を
通
し
て
こ
れ

ら
を
掴
む
た
め
に
︑
例
え
ば
和
歌
一
首
を
五
七
五
七
七
の
五
句
五
行
で
そ
の
長

短
を
つ
け
る
と
し
て
︑
全
て
の
行
頭
を
揃
え
る
︑
い
ず
れ
か
一
行
の
み
行
頭
が

下
が
る
︑
い
ず
れ
か
二
行
の
行
頭
が
下
が
る
︙
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
に

よ
る
基
礎
研
究
の
方
法
を
提
案
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
書
き
手
が
実
例
の
揮

毫
や
鑑
賞
を
通
し
て
︑
そ
の
視
覚
的
な
印
象
を
自
ら
感
受
し
な
が
ら
︑
散
ら
し

書
き
の
理
論
を
其
々
が
開
拓
し
発
見
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
志
し
た
︒

　
構
成
二
は
長
短
二
行
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
︑
行
を
線
に
抽
象
化
し
て

表
現
し
︑
長
い
行
に
添
え
ら
れ
た
短
い
行
の
位
置
の
変
化
に
よ
る
関
係
性
の
違

い
が
述
べ
ら
れ
る
（
図
9
）︒
行
の
長
さ
や
位
置
︑
強
弱
を
線
で
抽
象
化
し
て

表
現
す
る
方
法
も
ま
た
今
日
で
は
一
般
的
で
あ
る
が
︑
こ
う
し
た
事
例
は
早
く

か
ら
あ
り
︑
例
え
ば
近
世
の
﹃
本
朝
字
府
秘
伝
﹄（
一
七
〇
九
年
）
に
も
見
え
る（

33
）

︒

桑
田
は
︑
幾
何
学
的
な
線
分
を
用
い
る
こ
と
で
︑
各
文
字
の
働
き
を
一
旦
捨
象

し
て
構
成
の
み
を
抽
出
・
検
討
で
き
る
よ
う
に
し
︑
行
と
行
の
関
係
を
示
す
最

小
単
位
と
な
る
二
行
間
の
関
係
か
ら
基
礎
付
け
る
︒
そ
し
て
図
9
A
︑
C
︑
D
︑

F
で
は
︑
二
行
間
の
関
係
は
失
わ
れ
な
い
と
す
る
一
方
で
︑
図
9
B
と
E
で
は
︑

添
え
ら
れ
た
行
が
短
く
な
る
程
に
二
行
間
の
関
係
は
絶
縁
す
る
と
考
察
し
た
︒

桑
田
の
指
摘
は
︑
視
覚
心
理
学
で
い
う
群
化
で
あ
り
︑
図
9
A
︑
C
︑
D
︑
F

で
は
二
行
間
の
行
頭
な
い
し
行
脚
の
近
接
性
を
要
因
と
す
る
群
化
が
作
用
し
て

い
る
と
言
え
る（

34
）

︒

　
構
成
三
は
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
︑
和
歌
一
首
を
三
行
と
二
行
の
﹁
集
団
﹂
に
分

け
た
展
開
を
例
示
し
つ
つ
︑
各
集
団
が
一
体
と
な
る
た
め
の
配
慮
︑
そ
し
て
右

上
か
ら
左
下
へ
︑
あ
る
い
は
右
下
か
ら
左
上
が
り
に
昇
っ
て
ま
た
降
る
な
ど
の

配
置
︑
す
な
わ
ち
行
の
移
行
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
︒

　
構
成
四
も
ま
た
群
化
の
作
用
が
基
礎
に
あ
る
と
言
え
る
︒
墨
の
配
列
と
し
て
︑

（
イ
）
濃
淡
濃
淡
︑（
ロ
）
淡
濃
淡
濃
︑（
ハ
）
濃
淡
淡
濃
︑（
ニ
）
淡
濃
濃
淡
︑

（
ホ
）
濃
濃
淡
淡
︑（
へ
）
淡
淡
濃
濃
が
例
示
さ
れ
︑
こ
の
う
ち
（
ハ
）
と

（
ニ
）
の
よ
う
に
濃
な
い
し
淡
を
集
中
し
て
配
列
す
る
効
果
に
つ
い
て
検
討
さ

れ
る
︒
こ
れ
は
類
同
の
要
因
と
呼
ば
れ
る
群
化（

35
）

を
活
用
し
た
視
点
で
あ
り
︑
さ

図9　桑田笹舟による「長短二行」の関係図
桑田（1973）を元に筆者が作図・再現した
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ら
に
濃
か
ら
淡
へ
と
移
行
す
る
視
覚
の
特
性
も
こ
こ
に
加
え
て
︑（
ハ
）
と

（
ニ
）
に
関
す
る
考
察
が
実
例
と
と
も
に
展
開
さ
れ
て
い
る
︒

　
桑
田
は
︑
散
ら
し
に
は
﹁
数
学
の
よ
う
に
定
理
公
理
に
当
た
る
よ
う
な
基
本

的
な
法
則
﹂
が
あ
る
と
述
べ
る
が
︑
例
え
ば
こ
の
構
成
二
～
四
で
基
礎
付
け
ら

れ
た
内
容
も
そ
れ
に
あ
た
り
︑
実
際
に
構
成
十
三
～
十
六
は
︑
こ
れ
ら
の
流
れ

に
あ
る
応
用
で
も
あ
る
︒

　
一
方
で
︑
構
成
五
～
十
二
で
提
案
さ
れ
る
﹁
三
角
法
構
成
﹂
は
︑
こ
こ
ま
で

の
理
論
を
基
礎
に
ふ
ま
え
つ
つ
も
︑
全
く
別
の
観
点
か
ら
構
成
を
捉
え
る
こ
と

に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
三
角
法
構
成
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
︑

そ
の
考
え
を
丁
寧
に
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
︑
三
角
形
と
い
う
﹁
型
﹂
の
提
示
が

な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
向
き
が
あ
る
か
も
知
れ
ず
︑
真
意
を
ふ
ま

え
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒

　
桑
田
は
︑
三
角
法
構
成
を
提
案
す
る
ね
ら
い
に
つ
い
て
︑
散
ら
し
書
き
に
定

型
が
な
く
︑
総
て
の
人
に
と
っ
て
自
由
で
あ
る
書
面
空
間
が
﹁
個
性
的
独
自
の

ま
と
ま
り
﹂
に
至
る
ま
で
の
拠
所
に
︑
杓
子
定
規
な
も
の
で
な
く
そ
れ
ぞ
れ
が

考
え
工
夫
発
展
さ
せ
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
︑
三
角
形
と
い
う
空
間
を

利
用
す
る
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
主
体
と
な
る
べ
き
空
間
と
し
て
大
体
三
角

形
の
外
形
を
設
定
し
た
の
で
あ
り
︑
中
世
の
型
の
よ
う
に
総
て
が
定
め
ら
れ
た

も
の
で
な
く
︑
そ
こ
へ
の
配
置
は
自
由
で
各
人
独
自
の
世
界
が
あ
る
と
説
明
し

て
い
る（

36
）

︒
つ
ま
り
型
で
は
な
く
︑
ま
と
ま
り
の
拠
所
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で

あ
り
︑
実
際
に
設
定
さ
れ
た
外
形
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
る
性
質
や
傾
向
と
し

て
の
表
現
効
果
に
つ
い
て
考
察
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
図
10
に
示
し

た
三
角
法
の
各
構
成
が
有
す
る
性
質
な
い
し
表
現
効
果
に
つ
い
て
︑
以
下
に
順

次
概
観
す
る（

37
）

︒

　
三
角
法
一
は
︑
変
化
に
富
み
︑
安
定
感
の
強
い
構
成
が
で
き
る
と
さ
れ
︑
中

央
部
に
主
体
を
作
り
︑
左
右
に
副
部
を
大
小
や
位
置
を
変
え
て
変
化
を
生
む
こ

と
が
で
き
る
と
述
べ
ら
れ
る
︒

　
三
角
法
二
は
︑
従
来
最
も
多
く
使
わ
れ
る
空
間
と
さ
れ
る
︒
ま
た
右
上
か
ら

書
き
始
め
て
次
第
に
漸
減
す
る
︑
こ
の
狭
く
な
る
と
い
う
感
じ
が
広
く
な
る
と

い
う
時
よ
り
ま
と
ま
る
と
い
う
こ
と
に
繋
が
る
と
指
摘
さ
れ
る
︒
こ
れ
が
書
写

の
習
慣
︑
安
定
感
︑
ま
と
め
易
さ
に
結
び
︑
散
ら
し
の
空
間
と
し
て
圧
倒
的
に

多
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

　
三
角
法
三
は
︑
三
角
法
二
の
変
形
と
さ
れ
︑
巻
物
等
の
横
長
作
品
で
起
伏
集

団
に
お
け
る
移
行
に
あ
っ
て
出
て
く
る
形
で
あ
り
︑
三
角
法
二
に
比
べ
て
や
や

ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
動
的
空
間
が
現
代
人
に
興
味
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か

と
述
べ
ら
れ
る
︒

　
三
角
法
四
は
︑
重
心
が
高
く
︑
空
間
に
お
け
る
広
が
り
を
暗
示
す
る
と
さ
れ

る
︒
ま
た
そ
の
際
た
る
も
の
が
三
角
法
八
で
あ
り
︑
共
に
倒
立
三
角
形
で
不
安

定
の
空
間
で
あ
る
が
動
的
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
︒

　
三
角
法
五
は
︑
重
心
が
低
く
堅
固
で
あ
る
が
︑
次
第
に
拡
が
る
た
め
に
ま
と

ま
り
が
難
し
く
︑
と
り
と
め
な
く
感
じ
る
と
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
雅
印
の

働
き
︑
な
い
し
左
に
く
る
長
行
の
更
に
左
に
数
字
を
書
く
な
ど
が
空
間
処
理
の
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方
法
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
︒

　
三
角
法
六
は
︑
三
角
法
三
と
同
様
に
や
や
安
定
感
を
欠
く
︒
ま
た
三
角
法
五

と
同
様
に
左
に
進
む
に
従
っ
て
拡
が
る
た
め
に
ま
と
め
る
事
に
困
難
が
あ
る
こ

と
か
ら
︑
三
角
法
五
と
同
様
の
ま
と
め
方
が
必
要
と
さ
れ
る
︒
横
披
作
品
で
小

字
数
で
終
わ
っ
た
集
団
を
受
け
る
際
︑
あ
る
い
は
紋
様
の
あ
る
料
紙
と
と
も
に

生
き
る
こ
と
を
考
え
る
際
の
構
成
に
な
る
と
述
べ
ら
れ
る
︒

　
三
角
法
七
は
︑
一
種
の
倒
立
三
角
形
の
動
的
な
空
間
で
あ
る
こ
と
︑
左
に
移

行
す
る
に
つ
れ
て
拡
が
っ
て
い
く
形
式
に
あ
る
最
後
の
長
い
行
の
処
理
に
つ
い

て
既
述
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
高
い
位
置
に
あ
る
行
脚
の
文
字
の

選
定
や
墨
の
配
分
︑
終
筆
の
表
情
の
付
け
方
な
ど
に
注
意
す
べ
き
と
述
べ
ら
れ

る
︒

　
三
角
法
八
は
︑
空
間
に
お
け
る
広
が
り
を
暗
示
し
︑
無
限
の
展
開
に
対
す
る

驚
き
が
こ
の
一
見
単
純
な
空
間
の
中
に
あ
る
と
さ
れ
る
︒
ま
た
中
心
部
に
主
体

を
置
い
て
そ
の
左
右
に
副
部
的
小
集
団
を
置
い
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
つ
つ
︑
副

集
団
の
小
大
軽
重
︑
配
字
︑
墨
の
配
分
等
に
デ
リ
ケ
ー
ト
さ
が
必
要
で
あ
る
と

述
べ
ら
れ
る
︒

　
こ
れ
ら
三
角
法
の
各
考
察
を
ま
と
め
る
と
︑
こ
こ
に
も
散
ら
し
書
き
の
構
成

に
関
す
る
﹁
基
本
的
な
法
則
﹂
が
顕
在
化
さ
れ
て
く
る
の
が
分
か
る
︒
各
論
か

ら
帰
納
さ
れ
る
の
は
次
の
四
点
で
あ
る
︒

　
一
︑ 

行
頭
が
順
次
下
が
っ
て
い
く
︑
あ
る
い
は
短
く
な
っ
て
い
く
と
ま
と
ま

図10　桑田笹舟による「三角法構成」の概念図
桑田（1973）を元に筆者が作図・再現した
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り
に
つ
な
が
る

　
二
︑ 
行
が
順
次
長
く
拡
が
っ
て
い
く
と
と
り
と
め
な
く
感
じ
ら
れ
︑
ま
と
ま

り
が
難
し
く
な
る
た
め
︑
工
夫
・
配
慮
が
必
要
と
な
る

　
三
︑ 

底
辺
の
広
さ
や
重
心
の
低
さ
は
安
定
に
つ
な
が
る

　
四
︑ 

底
辺
が
狭
く
重
心
が
高
く
な
る
程
に
不
安
定
に
な
る
が
︑
動
的
で
空
間

の
広
が
り
を
暗
示
す
る

　
右
の
三
と
四
は
視
覚
的
な
重
心
感
覚
と
そ
の
均
衡
が
も
た
ら
す
安
定
感
の
問

題
で
あ
る
︒
そ
し
て
一
と
二
は
﹁
ま
と
ま
り
と
拡
が
り
﹂
に
関
す
る
内
容
で
あ

る
︒
こ
の
ま
と
ま
り
と
拡
が
り
は
︑
収
束
と
展
開
︑
あ
る
い
は
終
末
と
継
続
等

に
換
言
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
時
間
性
と
空
間
性
を
伴
う
性
質
で

あ
り
︑
縦
書
き
に
よ
っ
て
右
か
ら
左
へ
と
書
き
進
め
る
日
本
語
の
表
記
と
関
連

す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
構
成
十
三
～
十
六
で
は
︑﹁
線
﹂
と
﹁
塊
﹂
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
︒

ま
ず
線
的
構
成
と
は
︑
行
の
長
短
や
行
間
に
激
し
い
変
化
を
つ
け
な
い
こ
と
に

よ
っ
て
︑
行
が
線
の
よ
う
に
明
瞭
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
︑﹁
寸
松
庵
色
紙
﹂

が
そ
の
範
と
示
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
線
的
塊
的
構
成
で
述
べ
ら
れ
る
塊
と
は
︑

行
の
集
ま
り
で
あ
る
集
団
が
よ
り
強
固
に
︑
時
に
重
な
り
あ
う
程
に
接
近
し
︑

且
つ
そ
の
外
形
が
円
や
方
形
に
近
い
も
の
と
説
明
さ
れ
る
︒
線
的
塊
的
構
成
は

塊
と
線
（
長
い
行
）
と
の
関
係
で
あ
り
︑
塊
的
構
成
は
塊
同
士
の
大
小
・
距
離

を
含
め
た
関
係
で
あ
る
︒

　﹁
ま
と
め
る
﹂
と
さ
れ
た
節
で
は
︑
文
字
や
行
の
関
連
の
必
要
と
︑
関
連
に

と
っ
て
類
似
が
最
も
大
切
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
ま
た
行
脚
の
い
ず
れ
か
を
最
下

部
に
位
置
し
て
統
一
の
拠
点
と
す
る
こ
と
︑
さ
ら
に
主
体
と
な
る
長
い
行
に
対

し
て
他
の
行
が
傾
斜
し
て
︑
行
脚
な
い
し
そ
の
延
長
が
一
点
に
集
ま
る
よ
う
に

す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
︒

　
桑
田
が
述
べ
た
散
ら
し
書
き
に
関
す
る
理
論
は
︑
中
世
か
ら
の
形
式
化
し
た

型
と
そ
の
相
伝
の
あ
り
方
へ
の
疑
問
を
出
発
点
と
し
︑
現
代
に
お
い
て
書
き
手

が
夫
々
の
実
践
に
よ
り
自
ら
の
空
間
構
成
を
開
拓
し
て
い
く
こ
と
︑
実
作
へ
と

展
開
し
て
い
く
こ
と
が
念
願
さ
れ
て
い
た（

38
）

︒

　
こ
の
桑
田
の
理
論
を
︑
古
筆
の
散
ら
し
書
き
な
ど
︑
書
か
れ
た
も
の
の
分
析

と
い
う
視
点
で
捉
え
返
し
て
み
る
と
︑
三
角
法
二
が
︑﹁
従
来
最
も
多
い
﹂﹁
圧

倒
的
に
多
い
﹂
空
間
と
自
ら
述
べ
る
通
り
︑
散
ら
し
書
き
の
性
質
を
語
る
上
で

ま
ず
重
要
と
な
る
︒
本
稿
第
一
章
で
散
ら
し
書
き
の
萌
芽
に
つ
い
て
確
認
し
た

よ
う
に
︑
右
上
か
ら
順
次
左
下
が
り
に
行
が
短
く
な
る
書
き
振
り
は
︑
行
書
き

か
ら
散
ら
し
書
き
が
発
生
し
て
き
た
最
初
期
の
姿
で
も
あ
り
︑
ま
た
第
二
章
前

節
で
確
認
し
た
分
秀
石
も
三
角
法
二
に
収
ま
る
構
成
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

こ
の
他
︑﹁
継
色
紙
﹂
や
俵
屋
宗
達
下
絵
に
よ
る
本
阿
弥
光
悦
の
和
歌
巻
に
お

け
る
散
ら
し
書
き
に
も
三
角
法
構
成
（
三
角
法
二
）
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
箇
所

が
あ
る（

39
）

︒
次
に
構
成
十
三
と
さ
れ
た
線
的
構
成
は
︑
例
示
さ
れ
た
﹁
寸
松
庵
色

紙
﹂
の
他
に
︑﹃
麒
麟
抄
﹄
に
見
え
る
﹁
立
花
ノ
樣
﹂
が
該
当
す
る
︒
桑
田
の

言
う
﹁
基
本
的
な
法
則
﹂
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
う
ち
︑
長
短
二
行
の
関
係
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も
古
筆
の
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
の
中
に
見
つ
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

　
古
筆
の
散
ら
し
書
き
を
分
析
す
る
と
い
う
観
点
で
は
︑
同
じ
く
現
代
の
書
家

で
あ
る
杉
岡
華
邨
（
一
九
一
三
︱
二
〇
一
二
）
が
﹁
寸
松
庵
色
紙
﹂
の
散
ら
し

書
き
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
い
る
︒
杉
岡
は
︑
書
き
出
さ
れ
た
散
ら
し
書
き

を
元
に
︑
そ
の
構
成
の
あ
り
方
を
七
つ
の
形
式
に
分
類
整
理
し
た
（
図
11 （
40
）

）︒

こ
れ
ら
の
形
式
は
︑
高
低
式
︑
逓
下
式
︑
混
合
式
︑
左
右
分
裂
式
︑
右
下
左
上

分
裂
式
︑
上
下
分
裂
式
︑
虚
実
式
と
名
付
け
ら
れ
︑
混
合
式
ま
で
の
三
つ
が
基

本
形
︑
左
右
分
裂
式
か
ら
の
四
つ
は
応
用
形
と
さ
れ
た
︒
ま
た
同
時
に
︑
散
ら

し
書
き
の
行
を
線
で
表
し
て
︑
そ
の
行
頭
や
行
脚
を
更
に
線
で
結
ん
だ
図
解
が

示
さ
れ
た
︒

　
形
式
の
名
称
と
提
示
さ
れ
た
図
は
分
析
の
観
点
を
表
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
杉

岡
は
散
ら
し
書
き
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
か
ら
外
形
を
把
握
す
る
方
法
を
採
り
︑
基

本
形
で
は
特
に
行
頭
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン（

41
）

に
︑
応
用
形
で
は
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
で
囲

ま
れ
た
集
団
の
配
置
に
着
目
し
て
︑
そ
の
要
点
を
抽
出
し
て
言
語
化
し
た
︒
七

つ
の
形
式
へ
の
分
類
は
︑
中
世
以
来
継
承
さ
れ
た
字
数
の
規
矩
に
よ
る
規
範
的

な
型
と
は
異
な
り
︑
表
現
の
傾
向
を
把
握
す
る
た
め
の
視
点
の
一
つ
と
し
て
汎

用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

　
現
代
に
至
り
︑
散
ら
し
書
き
の
理
論
は
中
世
以
来
の
そ
れ
と
手
法
や
視
点
を

変
え
て
い
く
こ
と
で
︑
新
し
い
展
開
を
見
せ
た
︒
今
後
も
諸
課
題
に
対
し
て
有

効
な
分
析
を
立
て
て
︑
散
ら
し
書
き
の
研
究
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
︒
本

研
究
の
主
体
と
な
る
次
章
で
は
︑
従
来
に
な
い
視
点
と
方
法
に
よ
る
散
ら
し
書

図11　杉岡華邨による「寸松庵色紙の分類図」より抄出
杉岡（1976）を元に筆者が作図・再現した
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き
の
理
論
を
提
示
す
る
︒

三
　
散
ら
し
書
き
の
構
図
論
︱
︱
構
成
を
読
み
解
く
新
し
い
視
点

︵
一
︶
構
図
論
の
概
要
︱
︱
目
的
と
方
法

　
桑
田
は
変
化
と
統
一
に
つ
い
て
︑﹁
ま
と
め
る
﹂
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
を

説
き
︑
文
字
や
行
の
関
連
と
統
一
の
拠
点
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
た
︒
ま
た
杉

岡
は
散
ら
し
書
き
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
着
目
し
て
︑
そ
の
あ
り
方
を
﹁
高
低

式
﹂
な
ど
の
名
称
で
言
語
化
し
た
︒

　﹁
ま
と
ま
り
﹂
に
は
統
一
の
他
に
調
和
や
秩
序
が
あ
る
︒
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

教
授
で
解
析
学
を
専
門
と
し
た
G
・
D
・
バ
ー
コ
フ
は
︑
美
し
さ
は
︑
複
雑
さ

に
お
け
る
秩
序
の
関
係
で
あ
る
と
し
た（

42
）

︒
本
研
究
で
は
︑
複
雑
な
行
と
行
の
関

連
に
お
い
て
︑
桑
田
の
挙
げ
た
類
似
の
手
法
以
外
の
秩
序
や
相
互
関
係
に
着
目

し
︑
そ
れ
が
も
た
ら
す
視
覚
的
な
印
象
（
表
現
の
効
果
）
も
含
め
て
検
討
を
お

こ
な
う
︒
そ
の
方
法
は
︑
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
観
照
で
は
な
く
︑
そ
の
奥
で
同
時

に
感
受
し
て
い
る
行
の
関
連
︑
言
わ
ば
潜
在
的
な
視
覚
性
を
客
観
化
す
る
も
の

で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
本
研
究
の
視
点
と
方
法
は
︑
散
ら
し
書
き
の
二
次
元
的
構
成
を

分
析
す
る
た
め
の
新
し
い
手
立
て
と
な
る
︒
本
研
究
の
具
体
的
方
法
は
︑
絵
画

空
間
の
構
図
分
析
で
用
い
ら
れ
る
手
法
を
散
ら
し
書
き
の
研
究
に
援
用
す
る
も

の
で
あ
る
︒

　
日
本
の
空
間
表
現
を
構
図
に
よ
っ
て
研
究
し
た
実
例
に
︑
龍
安
寺
石
庭
の
分

析
が
あ
る
︒
龍
安
寺
石
庭
は
︑
日
本
の
枯
山
水
を
代
表
す
る
庭
園
の
一
つ
で
あ

り
︑
大
小
十
五
の
石
が
配
さ
れ
た
空
間
の
意
匠
性
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
︒

鋭
敏
な
美
的
感
覚
に
よ
っ
て
︑
変
化
と
調
和
が
高
度
に
止
揚
さ
れ
た
石
庭
の
空

間
に
構
図
を
引
く
こ
と
で
︑
複
雑
で
変
化
に
富
ん
だ
石
の
配
置
の
中
か
ら
︑
石

群
同
士
が
二
本
の
直
線
の
お
よ
そ
延
長
上
に
関
係
を
結
び
︑
一
つ
の
秩
序
を
形

成
し
て
い
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
（
図
12（43）
）︒﹁
間
﹂
の
響
き
渡
る
空

間
を
形
成
し
て
い
る
石
の
配
置
は
︑
散
ら
し
書
き
の
空
間
構
成
に
通
じ
る
も
の

で
あ
る
︒
近
接
す
る
芸
術
領
域
か
ら
書
に
も
通
底
す
る
理
論
や
表
現
を
援
用
す

る
こ
と
は
︑
研
究
の
有
効
な
手
立
て
と
な
り
得
る
︒
構
図
に
よ
っ
て
空
間
を
捉

え
る
こ
と
は
︑
複
雑
な
表
象
の
う
ち
に
潜
在
し
て
い
る
視
覚
性
か
ら
︑
研
究
視

点
の
も
と
で
︑
あ
る
事
象
を
顕
在
化
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
︒

　
一
方
で
︑
書
は
空
間
性
の
他
に
︑
一
回
性
の
も
と
に
時
間
性
や
身
体
運
動
を

伴
う
表
現
で
あ
る
︒
下
絵
に
推
敲
や
構
図
を
描
く
こ
と
が
可
能
で
あ
り
︑
一
回

性
に
縛
ら
れ
な
い
絵
画
や
デ
ザ
イ
ン
と
は
特
質
を
異
に
す
る
︒
従
っ
て
本
研
究

の
方
法
も
︑
絵
画
や
デ
ザ
イ
ン
に
み
ら
れ
る
構
図
法
を
そ
の
ま
ま
全
て
適
用
す

る
も
の
で
は
な
い
︒
例
え
ば
紙
面
に
グ
リ
ッ
ド（

44
）

を
重
ね
て
図
学
的
な
計
測
を
お

こ
な
う
こ
と
で
黄
金
比
等
を
見
出
す
分
析
は
︑
本
研
究
の
目
的
と
は
異
な
る
︒

本
研
究
は
︑
あ
く
ま
で
行
と
行
と
の
関
係
を
客
観
化
す
る
手
立
て
と
し
て
︑
直

線
や
弧
に
よ
る
構
図
の
線
を
活
用
す
る
も
の
で
あ
る
︒

　
本
研
究
の
目
的
は
︑
古
筆
の
空
間
を
構
図
に
よ
っ
て
客
観
的
に
分
析
し
︑
顕
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在
化
さ
れ
た
行
と
行
と
の
関
係
か
ら
︑
書
き
手
が
無
意
識
の
う
ち
に
感
受
し
︑

見
定
め
て
い
た
も
の
を
推
察
す
る
こ
と
︑
ま
た
そ
の
関
係
が
も
た
ら
す
視
覚
的

印
象
（
表
現
効
果
）
を
考
察
し
︑
調
和
や
秩
序
の
在
り
処
と
合
わ
せ
て
︑
散
ら

し
書
き
の
構
成
に
お
け
る
新
し
い
知
見
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
得
ら
れ
た

成
果
は
︑
実
作
や
教
育
の
場
面
で
︑
我
々
の
書
写
空
間
に
活
か
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
︒

︵
二
︶
分
析
の
視
点
と
方
法
︱
︱
潜
在
す
る
視
覚
性
と
効
果

　
古
筆
の
分
析
を
お
こ
な
う
に
あ
た
り
︑
ま
ず
は
分
析
の
観
点
や
考
え
方
に
つ

い
て
簡
単
に
説
明
す
る
︒
こ
こ
で
は
分
か
り
や
す
さ
を
考
慮
し
て
︑
行
が
線
で

表
さ
れ
た
前
掲
杉
岡
の
概
念
図
（
図
11
）
よ
り
二
つ
の
図
を
抽
出
し
て
活
用
す

る
（
図
13
︑
図
14
）︒
ま
た
︑
構
図
と
し
て
引
く
補
助
線
は
︑
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

が
同
じ
場
合
は
平
行
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
︑
そ
こ
に
付
し
た
数
字
は
︑
関

係
が
生
じ
た
順
序
を
表
し
て
い
る
（
以
下
︑
全
て
の
構
図
分
析
に
つ
い
て
同
様
と

す
る
）︒

　
図
13
は
︑﹁
混
合
式
﹂
と
名
付
け
ら
れ
た
散
ら
し
書
き
の
図
で
あ
る
︒
こ
れ

は
行
頭
が
上
が
っ
て
か
ら
下
が
る
﹁
逓
下
式
﹂
と
︑
行
頭
の
上
下
が
一
行
お
き

に
表
れ
る
﹁
高
低
式
﹂
と
の
混
合
と
い
う
意
味
で
︑
行
頭
が
二
行
以
上
連
続
し

て
下
が
る
箇
所
を
ど
こ
か
に
挟
ん
で
か
ら
一
旦
上
が
り
︑
そ
の
後
再
び
下
が
る

と
い
う
動
き
に
な
る
︒

　
図
13
を
見
る
時
︑
視
線
は
ま
ず
行
頭
の
推
移
を
素
直
に
た
ど
り
︑
図
13 

図12 龍安寺の石庭空間の構図
ジョージ・ドーチ（2014）を元に筆者が作図した
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Panel 1
に
描
か
れ
た
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
通
り
に
把
握
す
る
︒﹁
混
合
式
﹂
と
い

う
名
称
も
こ
れ
を
如
実
に
表
し
て
い
る
︒
し
か
し
一
方
で
︑
こ
れ
と
同
時
に
二

～
四
行
目
の
行
頭
か
ら
誘
導
さ
れ
る
視
線
は
︑
お
お
よ
そ
左
下
へ
向
か
う
と
い

う
行
頭
の
推
移
の
指
向
性
も
感
受
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
ま
ま
五
行
目
を
通
り
越

し
て
六
行
目
の
行
頭
へ
と
向
か
う
動
き
も
併
せ
持
つ
︒
こ
こ
で
感
受
し
て
い
る

行
の
指
向
性
を
描
い
た
の
が
︑Panel 2

の
補
助
線
A
で
あ
る
︒
こ
の
補
助
線

A
は
︑
二
～
四
行
目
行
頭
と
六
行
目
行
頭
と
の
関
連
を
示
す
も
の
と
な
り
︑
五

図14　行頭の位置関係による視覚的印象（効果）の違い
杉岡（1976）の「逓下式」を元に筆者が作図・再現して補助線を加筆した。
Panel 2は、2行目と4行目行頭の高さの関係をPanel 1と逆転させた

図13　Panel 1：アウトラインによる分類、Panel 2：補助線を用いた構図分析
杉岡（1976）の分類図を元に筆者が作図・再現し、Panel 2に補助線を加筆した
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行
目
を
ま
た
ぐ
形
で
︑
こ
れ
ら
の
行
の
書
き
出
し
位
置
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
︒
つ
ま
り
こ
の
図
で
は
︑
六
行
目
の
行
頭
の
位
置
は
︑
補
助

線
A
に
示
さ
れ
る
二
～
四
行
目
行
頭
の
位
置
か
ら
指
向
さ
れ
て
決
定
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
︒

　
ま
た
こ
こ
で
五
行
目
の
高
さ
は
︑
補
助
線
A
の
左
下
へ
と
向
か
う
動
き
に
対

す
る
表
現
上
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て
働
く
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ

れ
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
桑
田
が
︑
漸
増
・
漸
減
の
法
則
と
し
て
述
べ
る
中
で
︑

直
線
で
描
い
た
幾
何
学
的
な
図
形
（
図
15
）
を
用
い
な
が
ら
︑
図
中
イ
︱
ロ
の

斜
線
に
つ
い
て
︑﹁
画
一
的
な
機
械
的
な
増
減
が
な
く
︑
そ
の
行
頭
に
多
少
の

高
低
を
つ
け
る
︑
或
い
は
時
に
漸
減
の
中
に
あ
る
所
で
僅
か
に
行
頭
を
高
く
す

る
が
全
体
感
を
こ
の
法
則
に
準
拠
す
る
場
合
が
あ
っ
て
︑
よ
り
一
層
そ
の
美
し

さ
を
強
調
す
る
﹂
と
述
べ
て
い
る（

45
）

︒

　
次
に
︑
補
助
線
B
1
と
B
2
は
右
か
ら
左
へ
六
・
一
度
の
角
度
で
上
が
る
平

行
線
で
あ
る
︒
二
～
五
行
目
を
書
い
た
書
き
手
が
六
行
目
を
書
き
始
め
る
際
に
︑

補
助
線
A
の
動
き
か
ら
更
に
潜
在
す
る
形
で
︑
補
助
線
B
1
に
示
さ
れ
る
左
上

へ
の
動
き
も
無
意
識
の
う
ち
に
感
受
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
一
方
で
︑
こ

れ
に
気
付
き
︑
敢
え
て
こ
の
調
和
や
秩
序
を
外
し
て
更
な
る
変
化
を
指
向
す
る

こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

　
こ
の
構
成
が
も
た
ら
す
視
覚
的
な
印
象
は
︑
ま
ず
補
助
線
A
が
示
す
左
下
へ

の
動
き
か
ら
︑
終
わ
り
へ
と
向
か
っ
て
段
々
と
ま
と
ま
り
収
束
す
る
︑
静
か
に

落
ち
着
い
て
い
く
印
象
を
感
じ
さ
せ
る
︒
他
方
︑
補
助
線
B
1
と
B
2
の
動
き

は
︑
二
行
目
行
頭
に
対
す
る
五
行
目
行
頭
︑
そ
し
て
一
行
目
行
頭
に
対
す
る
六

行
目
行
頭
が
高
く
位
置
す
る
こ
と
で
︑
視
線
を
左
上
に
も
誘
導
す
る
︒
特
に
こ

の
五
行
目
の
動
き
は
︑
紙
面
上
で
最
も
高
い
頂
点
に
位
置
し
て
お
り
︑
補
助
線

A
の
左
下
へ
の
動
き
に
対
し
て
︑
左
上
へ
と
空
間
を
持
ち
上
げ
て
い
く
張
力
も

有
し
て
い
る
︒
左
上
へ
の
動
き
は
︑
更
に
展
開
し
広
が
る
よ
う
な
印
象
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
で
︑
複
雑
で
緊
張
感
の
あ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
︒

　
同
様
の
考
え
方
で
︑
図
14
も
確
認
す
る
︒
図
14 Panel 1

は
︑
図
11
の
﹁
逓

下
式
﹂
か
ら
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
削
除
し
て
︑
二
行
目
と
四
行
目
を
結
ぶ
補
助
線

A
を
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
︒
図
14 Panel 2

は
︑
図
14 Panel 1

を
元
に
し
て
︑

二
行
目
と
四
行
目
の
高
さ
の
み
に
変
化
を
加
え
て
補
助
線
B
を
加
筆
し
た
も
の

で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
三
行
目
は
表
現
上
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て
捉
え
ら
れ
︑

潜
在
す
る
視
点
と
し
て
重
要
な
働
き
を
示
す
の
は
︑
二
行
目
と
四
行
目
の
高
さ

の
相
対
関
係
で
あ
る
︒
つ
ま
り
図
14 Panel 1

で
は
︑
補
助
線
A
の
通
り
左
下

図15　桑田笹舟による「漸増漸
減」の図
桑田（1973）を元に筆者が作
図・再現した
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へ
の
動
き
を
誘
出
し
︑
ま
と
ま
り
へ
と
向
か
う
落
ち
着
い
た
印
象
を
与
え
る
︒

一
方
で
図
14 Panel 2

で
は
︑
三
～
五
行
目
行
頭
︑
及
び
二
行
目
行
頭
と
五
行

目
行
頭
と
の
位
置
関
係
に
よ
る
左
下
へ
の
動
き
の
背
後
に
︑
補
助
線
B
が
示
す

左
上
へ
の
動
き
が
潜
在
し
て
︑
展
開
や
広
が
り
も
醸
し
出
し
て
い
る
︒
一
行
目

と
五
行
目
の
行
頭
が
水
平
で
あ
る
た
め
︑
補
助
線
A
と
B
と
で
示
さ
れ
る
違
い

が
よ
り
感
じ
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
︒

︵
三
︶
分
析
一
　﹁
寸
松
庵
色
紙
﹂
︱
︱
リ
ズ
ム
、
直
線
と
弧
線

　
分
析
一
と
し
て
﹁
寸
松
庵
色
紙
﹂
の
散
ら
し
書
き
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
︒

﹁
寸
松
庵
色
紙
﹂
は
︑
散
ら
し
書
き
の
代
表
的
な
古
筆
﹁
三
色
紙
﹂
に
数
え
ら

れ
る
名
品
の
一
つ
で
︑
お
よ
そ
一
三
セ
ン
チ
四
方
の
紙
面
に
和
歌
一
首
が
散
ら

し
書
き
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
元
は
古
今
和
歌
集
が
書
か
れ
た
粘
葉
装
の
冊
子

本
で
あ
っ
た
が
︑
現
在
は
断
簡
と
な
り
︑
模
写
も
含
め
た
四
十
三
首
が
確
認
さ

れ
て
い
る
︒

　
図
16
は
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄
よ
り
歌
番
号
二
一
五
番
の
和
歌
一
首（

46
）

が
書
か
れ

た
紙
面
に
構
図
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
︒
補
助
線
A
1
と
A
2
は
左
下
に

二
〇
・
二
度
の
角
度
で
下
が
る
平
行
線
で
あ
る（

47
）

︒
一
︑ 

二
行
目
を
書
き
終
え
た

後
︑
そ
の
行
頭
の
位
置
が
形
成
す
る
左
下
が
り
の
動
き
が
視
覚
性
や
身
体
感
覚

の
う
ち
に
反
復
さ
れ
る
形
で
︑
三
行
目
を
書
い
た
後
の
四
行
目
行
頭
が
決
定
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
繰
り
返
し
の
リ
ズ
ム
は
平
面
芸
術
に
屢
々

見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
歌
が
書
か
れ
て
い
る
和
歌
の
散
ら
し
書
き
に
お

い
て
は
︑
ま
さ
に
リ
フ
レ
イ
ン
と
し
て
体
感
を
伴
う
よ
う
な
心
地
よ
い
リ
ズ
ム

を
表
出
し
て
い
る
︒

　
行
頭
の
動
き
に
は
こ
の
反
復
の
リ
ズ
ム
の
背
景
で
︑
補
助
線
C
と
D
に
よ
る

視
線
の
誘
導
も
潜
在
す
る
︒
C
の
動
き
は
A
1
と
A
2
に
よ
る
左
下
へ
の
動
き

を
補
足
す
る
よ
う
に
左
下
に
五
・
一
度
下
が
り
︑
そ
の
一
方
で
D
は
左
上
に

二
・
四
度
上
が
る
関
係
と
な
っ
て
い
る
︒
四
行
目
行
頭
は
︑
一
行
目
と
三
行
目

の
行
頭
よ
り
低
く
︑
全
体
と
し
て
は
左
に
下
が
っ
て
い
く
動
き
を
示
す
が
︑
補

助
線
の
角
度
の
通
り
︑
そ
の
動
き
は
小
さ
い
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
同
じ
く
角
度

は
小
さ
い
な
が
ら
も
四
行
目
行
頭
は
二
行
目
行
頭
よ
り
高
く
位
置
し
て
左
上
に

図16　「寸松庵色紙」の構図分析（補助線は筆者）
三井文庫蔵
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視
線
を
誘
導
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
行
も
長
い
こ
と
か
ら
︑
広
が
り
や
展
開

も
同
時
に
醸
し
出
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
本
稿
第
二
章
（
二
）
で
桑
田
の
三
角
法

か
ら
帰
納
し
た
基
本
的
な
法
則
と
重
な
る
視
覚
性
で
あ
る
︒

　
補
助
線
B
1
と
B
2
は
︑
左
に
一
〇
・
七
度
の
角
度
で
上
が
る
水
平
線
で
あ

る
︒
こ
の
脚
部
の
空
間
に
お
い
て
︑
書
き
手
は
ま
ず
二
～
四
行
目
行
脚
の
B
1

の
動
き
を
そ
れ
と
な
く
感
受
し
て
︑
五
行
目
に
添
え
ら
れ
た
﹁
き
﹂
の
一
字
の

位
置
を
見
定
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
四
行
目
最
後
の
﹁
那
し
﹂
の
左

下
に
生
じ
た
間
隙
に
﹁
き
﹂
を
嵌
め
る
動
き
で
も
あ
る
︒
ま
た
︑
B
1
と
平
行

に
上
が
る
B
2
の
視
覚
性
も
﹁
き
﹂
の
書
き
出
し
の
高
さ
を
無
意
識
の
う
ち
に

導
き
出
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
こ
こ
で
は
更
に
︑
平
行
関
係
に
あ
る
B
1
と

B
2
の
線
分
間
の
距
離
が
︑
二
行
目
一
番
下
﹁
可
﹂︑
三
行
目
一
番
下
﹁
所
﹂

と
い
う
文
字
の
高
さ
と
同
じ
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
︑
脚
部
の
文
字
の
大
き
さ
の

感
覚
が
そ
の
ま
ま
﹁
き
﹂
の
書
字
へ
と
推
移
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
紙
面
最

終
の
一
字
は
︑
様
々
な
感
覚
が
輻
輳
し
て
︑
こ
こ
し
か
な
い
と
い
う
一
点
が
決

定
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
書
き
手
が
ど
こ
ま
で
を
感
受
し
︑
そ
の
う
ち
の
ど
こ

ま
で
が
意
識
下
に
あ
り
︑
ど
こ
ま
で
が
無
意
識
の
う
ち
に
あ
る
の
か
ま
で
を
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
い
ず
れ
に
し
ろ
鋭
敏
な
感
覚
の
所
与
で
あ
る
こ
と
が

垣
間
見
え
る
︒

　
次
に
図
17
に
つ
い
て
︑Panel 1 –2

の
順
に
分
析
す
る
︒
図
17
は
﹃
古
今
和

歌
集
﹄
四
六
番（

48
）

の
和
歌
が
書
か
れ
た
紙
面
で
あ
る
︒
視
線
は
︑
変
化
が
大
き
く

表
れ
る
箇
所
や
空
間
の
上
部
に
ま
ず
注
視
し
や
す
い
︒
一
～
三
行
目
行
頭
を
結

図17　「寸松庵色紙」の構図分析（補助線は筆者）
遠山記念館蔵　重文
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ぶ
補
助
線
A
は
︑
視
線
の
推
移
と
行
の
指
向
を
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら

五
行
目
と
し
て
予
期
さ
れ
る
位
置
に
最
終
の
一
字
﹁
志
﹂
は
配
置
さ
れ
て
お
ら

ず
︑
四
行
目
脚
部
の
近
傍
に
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
は
最
終
行
が
一
字
で
あ

る
こ
と
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
︒

　
最
終
の
一
字
を
仮
に
補
助
線
A
で
示
さ
れ
た
位
置
に
書
い
た
場
合
︑
四
行
目

の
長
い
行
に
対
し
て
中
央
よ
り
の
高
さ
と
な
り
︑
桑
田
が
指
摘
し
た
よ
う
に
長

短
二
行
の
関
係
に
お
い
て
孤
立
し
そ
う
で
あ
る
︒
実
際
に
四
行
目
行
頭
か
ら
補

助
線
A
の
位
置
に
﹁
志
﹂
を
書
い
た
場
合
の
距
離
と
︑
四
行
目
行
脚
か
ら
現
在

の
﹁
志
﹂
の
距
離
（
そ
れ
ぞ
れ
高
さ
の
差
）
と
を
対
比
す
る
と
一
一
二
：
五
七

と
な
り
︑
延
長
線
上
に
お
い
た
場
合
の
方
が
約
一
・
九
六
倍
遠
く
な
る
︒
ま
ず

は
近
接
の
要
因
に
よ
る
群
化
の
観
点
か
ら
も
補
助
線
A
の
位
置
よ
り
現
在
の
位

置
が
望
ま
し
い
と
確
認
さ
れ
る
︒

　
で
は
﹁
志
﹂
は
何
に
導
か
れ
て
こ
こ
に
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
ず
古

筆
の
散
ら
し
書
き
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
そ
し
て
補
助
線
A
の
比
較
的
強

い
角
度
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
︑
紙
面
全
体
の
指
向
と
し
て
左
下
へ
と
ま

と
め
て
い
く
動
き
が
あ
り
︑
最
終
の
一
文
字
も
自
然
と
下
方
に
導
か
れ
る
︒
一

行
目
か
ら
四
行
目
に
か
け
て
次
第
に
左
傾
し
て
い
っ
た
行
に
よ
っ
て
︑
紙
面
左

下
に
は
左
上
よ
り
も
広
い
空
間
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
紙
面
左
下
で
は
更
に
︑
四

行
目
の
脚
部
﹁
那
﹂
か
ら
﹁
ら
万
﹂
へ
の
連
綿
で
︑﹁
那
﹂
の
﹁
阝
﹂
の
下
に

﹁
ら
万
﹂
が
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
空
間
が
生
じ
︑﹁
志
﹂
を
書
く
た
め
の
よ
り

具
体
的
な
契
機
が
表
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
那
ら
万
﹂
に
よ
っ
て
生
じ
た
空
間
は
︑

或
い
は
書
き
手
が
最
後
の
﹁
志
﹂
を
書
く
た
め
に
︑
連
綿
の
位
置
取
り
と
幅
の

狭
い
文
字
の
選
択
（
用
字
）
に
よ
っ
て
準
備
し
た
と
推
察
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
和

歌
を
書
く
前
に
心
積
も
り
し
た
の
で
は
な
く
︑
書
き
進
め
る
中
で
の
即
応
的
な

行
為
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

　
た
だ
し
︑
以
上
の
観
点
か
ら
す
る
と
﹁
志
﹂
が
や
や
高
く
位
置
す
る
こ
と
が

気
に
な
る
︒
そ
こ
で
各
行
の
脚
部
の
関
係
を
み
る
と
︑
三
行
目
行
脚
﹁
と
﹂
か

ら
四
行
目
行
脚
﹁
万
﹂
へ
と
上
昇
し
て
き
た
視
線
の
流
れ
が
﹁
志
﹂
の
位
置
取

り
を
持
ち
上
げ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
こ
の
行
脚
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
︑
紙
面
右

上
方
に
中
心
点
を
お
く
弧
線
D
を
補
助
線
と
し
て
引
い
た
︒
舟
底
と
形
容
さ
れ

る
膨
ら
み
を
持
っ
た
行
脚
の
処
理
で
あ
る
が
︑﹁
寸
松
庵
色
紙
﹂
で
は
行
頭
に

も
円
弧
を
描
く
よ
う
に
布
置
さ
れ
た
構
成
が
見
受
け
ら
れ
る
︒
補
助
線
C
は
︑

円
弧
を
想
起
さ
せ
る
構
成
を
視
覚
化
す
る
た
め
に
︑
紙
面
右
下
方
に
中
心
点
を

お
い
て
引
い
た
弧
線
で
あ
る
︒

　
円
の
上
部
に
一
～
三
行
目
の
行
頭
が
︑
円
の
左
側
に
五
行
目
の
左
端
が
お
よ

そ
位
置
取
ら
れ
て
お
り
︑
書
き
手
が
弧
を
描
く
よ
う
な
膨
ら
み
を
も
っ
た
紙
面

を
そ
れ
と
な
く
イ
メ
ー
ジ
し
て
書
い
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
は

恰
も
紙
面
右
下
方
か
ら
開
い
た
扇
面
の
よ
う
で
も
あ
る
︒

　
ま
た
行
頭
で
は
な
い
が
︑
三
行
目
﹁
盤
る
﹂
の
連
綿
線
は
︑
割
合
強
く
左
下

へ
と
働
き
か
け
て
︑﹁
志
﹂
の
位
置
と
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒
こ

の
斜
画
の
延
長
を
表
現
し
た
の
が
補
助
線
B
で
あ
る
︒

　
図
17 Panel 2
は
︑
ア
ク
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
四
行
目
の
高
さ
に
つ
い
て
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分
析
し
た
も
の
で
あ
る
︒
一
︑ 

四
行
目
の
行
頭
を
結
ん
だ
補
助
線
E
1
は
左
下

に
五
・
九
度
下
が
る
線
分
で
あ
り
︑
E
2
～
E
7
は
E
1
の
平
行
線
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
線
の
角
度
は
︑
例
え
ば
E
2
が
二
行
目
二
字
目
﹁
つ
﹂︑
お
よ
び
三

行
目
一
字
目
﹁
盤
﹂
の
横
画
と
︑
E
3
が
二
行
目
四
字
目
﹁
て
﹂
の
横
画
と
重

な
る
な
ど
︑
こ
の
紙
面
の
多
く
の
横
画
の
右
上
が
り
の
角
度
と
重
な
る
の
が
分

か
る
︒
横
画
に
表
れ
る
角
度
を
書
写
教
育
研
究
の
領
域
で
は
書
写
角
と
呼
ん
で

い
る
が
︑
こ
の
紙
面
を
書
い
て
い
る
際
の
書
き
手
の
右
上
が
り
の
感
覚
が
︑
四

行
目
を
書
き
出
す
際
の
位
置
取
り
に
も
無
意
識
の
う
ち
に
関
与
し
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
︒

　
図
18
は
︑
こ
れ
ま
で
の
分
析
や
考
察
を
他
頁
で
検
討
し
た
図
例
で
あ
る
︒

﹁
寸
松
庵
色
紙
﹂
の
筆
者
が
︑
直
線
の
延
長
を
感
じ
と
る
だ
け
で
な
く
︑
時
に

は
自
ら
弧
を
描
く
よ
う
な
膨
ら
み
の
あ
る
世
界
を
書
き
出
そ
う
と
イ
メ
ー
ジ
し

た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
︒
そ
れ
が
分
か
り
や
す
く
客
観
化
さ
れ
る
よ

う
に
︑
図
18 Panel 1

に
は
︑
円
弧
の
み
を
補
助
線
で
示
し
た（

49
）

︒
図
18 Panel 2

は
︑
す
で
に
書
い
た
行
と
行
と
の
関
係
が
︑
後
に
続
く
書
字
行
為
に
関
連
を
及

ぼ
し
た
可
能
性
を
直
線
の
延
長
や
弧
線
の
水
平
線
で
示
し
た
︒
補
助
線
A
1
～

A
3
は
平
行
関
係
の
線
分
で
あ
る
︒
弧
線
C
1
と
C
2
は
同
心
円
の
関
係
で
あ

る
︒
補
助
線
B
は
三
行
目
の
一
︑ 

二
文
字
目
﹁
と
﹂
か
ら
﹁
つ
﹂
へ
の
連
綿
や

﹁
つ
﹂
の
横
画
か
ら
生
じ
る
左
方
向
へ
の
働
き
か
け
を
表
し
た
︒
弧
線
D
は
二

～
六
行
目
の
行
脚
を
お
よ
そ
結
ん
だ
補
助
線
で
︑
舟
底
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
︒

図18　「寸松庵色紙」の構図分析（補助線は筆者）
Panel 1：野村美術館蔵　重文、Panel 2：個人蔵
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︵
四
︶
分
析
二
　﹁
継
色
紙
﹂
︱
︱
散
布
さ
れ
る
行
、
架
橋
さ
れ
る
関
係

　
分
析
二
で
は
︑
同
じ
く
三
色
紙
に
数
え
ら
れ
る
﹁
継
色
紙
﹂
に
つ
い
て
検
討

を
行
う
︒
元
は
粘で
っ

葉
ち
ょ
う

装そ
う

の
冊
子
本
で
あ
っ
た
が
︑
後
に
分
割
さ
れ
た
︒
縦

一
三
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
︑
横
二
六
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
紙
面（

50
）

を
半
分

に
谷
折
り
し
て
︑
折
り
目
の
背
面
を
貼
り
合
わ
せ
た
冊
子
で
︑
紙
面
内
側
の
み

が
書
写
面
と
な
る
内
面
書
写
の
古
筆
で
あ
る
︒
糊
付
け
面
は
書
写
を
し
な
い
空

白
と
な
る
た
め
︑
書
写
面
と
空
白
と
が
見
開
き
交
互
に
表
れ
る
︒
左
右
見
開
き

に
和
歌
一
首
で
︑
右
頁
に
上
の
句
︑
左
頁
に
下
の
句
の
配
置
を
基
調
と
す
る
が
︑

中
に
は
右
頁
な
い
し
左
頁
の
み
に
和
歌
一
首
を
集
め
て
︑
残
る
片
側
に
は
部
立

て
の
み
︑
あ
る
い
は
空
白
と
し
た
見
開
き
も
あ
る
︒
ま
た
左
頁
か
ら
書
き
始
め

て
右
頁
に
戻
る
返
し
書
き
や
︑
右
頁
を
空
け
て
左
頁
に
上
の
句
を
書
い
た
後
︑

次
の
外
面
（
糊
付
け
面
）
を
飛
ば
し
︑
更
に
次
の
内
面
右
頁
に
下
の
句
を
書
い

て
左
頁
を
空
白
と
し
た
渡
り
書
き
も
見
ら
れ
る
︒
冊
子
か
ら
分
割
さ
れ
た
後
の

姿
は
様
々
で
︑
二
紙
に
渡
り
書
き
さ
れ
た
紙
面
か
ら
上
の
句
が
書
か
れ
た
左
頁

と
下
の
句
が
書
か
れ
た
右
頁
と
を
隣
り
合
わ
せ
や
上
下
に
貼
り
合
わ
せ
た
も
の

も
伝
わ
る
︒
そ
の
際
に
︑
真
横
な
い
し
真
上
真
下
で
は
な
く
︑
敢
え
て
ず
ら
し

て
配
置
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
︒
こ
の
二
紙
を
貼
り
合
わ
せ
た
場
合
に
は
︑
左
右
︑

な
い
し
上
下
で
料
紙
の
色
彩
が
異
な
る
組
み
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

る
︒
ま
た
元
々
︑
見
開
き
一
紙
に
和
歌
一
首
が
書
か
れ
て
い
た
書
面
で
は
︑
元

の
書
面
空
間
を
保
持
す
る
形
で
糊
を
は
が
し
た
ま
ま
の
一
紙
を
仕
立
て
た
も
の

も
あ
れ
ば
︑
右
頁
と
左
頁
と
に
一
度
切
断
さ
れ
た
後
に
左
右
そ
れ
ぞ
れ
の
紙
面

空
間
を
小
さ
く
裁
断
し
て
か
ら
貼
り
合
わ
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
︑
伝
承
の
形
式

が
多
様
で
あ
る
︒

　
継
色
紙
の
構
図
分
析
に
あ
た
っ
て
は
︑
ま
ず
こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
る
必
要

が
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
右
頁
と
左
頁
と
の
裁
断
が
な
い
一
丁
と
し
て
現
存
す
る
紙

面
で
は
︑
書
き
手
が
散
ら
し
書
き
の
紙
面
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
感
受
し
て

い
た
も
の
を
推
察
す
る
手
が
か
り
と
し
て
も
本
稿
の
構
図
分
析
が
活
用
さ
れ
る
︒

一
方
で
︑
一
丁
の
紙
面
が
右
頁
と
左
頁
と
を
一
旦
分
け
離
す
形
で
裁
断
さ
れ
て
︑

右
頁
と
左
頁
と
の
行
間
に
改
変
が
生
じ
て
い
る
場
合
︑
あ
る
い
は
紙
面
を
ず
ら

し
た
貼
り
合
わ
せ
︑
上
下
へ
の
貼
り
合
わ
せ
な
ど
が
後
世
の
手
に
よ
っ
て
加
え

ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
︑
本
稿
の
構
図
分
析
は
︑
こ
の
仕
立
て
直
し
を
行
っ
た

人
物
が
ど
の
よ
う
な
感
覚
を
も
っ
て
右
頁
と
左
頁
と
を
貼
り
合
わ
せ
る
位
置
を

決
定
し
た
の
か
を
推
察
す
る
手
法
の
一
つ
と
な
り
得
る
︒
こ
れ
は
書
か
れ
た
も

の
の
鑑
賞
を
経
た
空
間
の
再
構
築
に
あ
た
っ
て
の
視
点
で
あ
る
︒
本
稿
﹁
継
色

紙
﹂
の
分
析
で
は
︑
ま
ず
書
き
手
の
感
覚
の
推
察
も
試
み
る
た
め
︑
元
の
姿
が

見
開
き
一
紙
に
和
歌
が
書
さ
れ
て
い
た
散
ら
し
書
き
か
ら
分
析
を
始
め
る（

51
）

︒

　
図
19
と
図
20
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
一
〇
九
五
番
の
和
歌
が
書
か

れ
た
紙
面
で
あ
る（

52
）

︒
図
19
は
︑
左
下
へ
と
指
向
す
る
関
係
に
補
助
線
を
引
き
︑

加
え
て
紙
面
中
央
の
折
り
目
（
な
い
し
切
れ
目
）
が
表
出
す
る
垂
線
に
対
し
て

垂
直
と
な
る
水
平
線
を
引
い
た
も
の
︑
図
20
は
左
上
へ
と
指
向
す
る
関
係
に
補

助
線
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
︒
色
紙
二
面
分
の
横
長
の
空
間
に
和
歌
一
首
が
書

か
れ
て
い
る
た
め
︑
行
数
が
多
く
︑
ま
た
文
字
の
書
か
れ
て
い
な
い
空
間
が
広
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い
︒
従
っ
て
恰
も
行
を
散
布
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
︑
文
字
数
が
少
な
く
短
い

行
も
複
数
配
置
さ
れ
る
︒
行
数
が
増
え
る
分
︑
行
と
行
と
の
関
係
も
複
雑
に

な
っ
て
い
る
︒
更
に
右
頁
と
左
頁
の
間
に
も
広
い
空
間
が
あ
り
︑
こ
れ
を
挟
ん

で
二
集
団
が
横
に
並
ぶ
構
成
と
な
っ
て
い
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
ま
と
ま
り
を
難
し
く
す
る
要
因
が
様
々
揃
っ
て
い
る
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
が
︑
図
19
︑
図
20
に
引
い
た
補
助
線
を
見
る
と
︑
書
き
手
が
行
と

行
と
の
関
係
を
緊
密
に
構
築
し
て
︑
多
彩
な
変
化
の
中
に
あ
っ
て
緻
密
な
秩
序

を
潜
ま
せ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
ま
た
︑
桑
田
の
述
べ
る
統
一
の
拠
点

も
巧
み
に
形
成
さ
れ
て
い
る
︒
図
19
右
頁
で
は
補
助
線
A
1
と
A
2
︑
お
よ
び

B
1
と
B
2
と
で
表
さ
れ
る
動
き
が
視
線
を
集
約
し
て
五
行
目
﹁
あ
れ
ど
﹂
が

統
一
の
拠
点
と
な
り
︑
図
19
左
頁
で
は
A
3
と
A
4
︑
お
よ
び
C
1
と
C
2
と

が
集
約
さ
れ
る
最
終
行
（
左
頁
の
四
行
目
）﹁
者
な
し
﹂
が
同
じ
く
拠
点
と
な
っ

て
い
る
︒

　
行
頭
と
行
脚
の
動
き
を
小
気
味
よ
く
つ
け
な
が
ら
も
︑
ど
こ
か
横
に
向
か
っ

て
ゆ
っ
た
り
と
展
開
す
る
様
な
印
象
も
受
け
る
の
は
︑
横
長
の
紙
面
に
よ
る
だ

け
で
な
く
︑
図
20
補
助
線
F
1
～
F
4
に
よ
る
左
上
へ
の
動
き
が
図
19
に
見
え

る
左
下
へ
の
動
き
を
抑
え
る
よ
う
に
働
き
つ
つ
︑
図
20
補
助
線
E
1
～
E
5
の

緩
や
か
な
左
上
へ
の
動
き
と
図
19
D
1
に
示
さ
れ
る
水
平
の
関
係
が
左
横
へ
の

大
ら
か
な
推
移
を
表
出
し
て
い
る
︒

　
こ
の
左
方
向
へ
の
展
開
に
お
い
て
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
右
頁
と
左
頁
と

の
関
係
の
結
び
方
で
あ
る
︒
右
頁
の
最
終
五
行
目
へ
と
向
か
う
動
き
は
︑
図

図19　「継色紙」の構図分析（補助線は筆者）
藤田美術館蔵　重文
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19
B
1
の
急
峻
な
左
下
へ
の
指
向
性
に
よ
っ
て
落
と
し
込
む
よ
う
に
﹁
あ
れ

ど
﹂
へ
と
一
旦
集
約
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
行
脚
を
結
ぶ
A
2
と
B
2
の
動
き
も

相
俟
っ
て
︑
収
束
感
を
強
く
表
出
し
て
お
り
︑
続
く
左
頁
へ
の
展
開
は
一
般
的

に
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
し
か
し
書
き
手
は
B
1
の
急
峻
な
角
度
を
左
頁

一
︑ 

二
行
目
の
行
脚
の
関
係
で
再
現
す
る
こ
と
で
呼
応
し
て
受
け
止
め
て
い
る
︒

そ
の
様
子
は
︑
図
19
B
1
と
B
2
と
平
行
に
引
か
れ
た
補
助
線
B
3
に
可
視
化

さ
れ
て
い
る
︒

　
ま
た
左
頁
の
行
頭
は
︑
図
19
D
1
で
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
右
頁
二
行
目
﹁
こ

の
无
﹂
と
お
よ
そ
同
じ
高
さ
と
な
る
よ
う
配
意
さ
れ
つ
つ
︑
図
20
F
3
に
示
さ

れ
る
左
上
へ
の
視
線
の
延
長
か
ら
潜
在
的
に
導
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

こ
の
D
1
と
F
3
の
結
び
つ
く
位
置
か
ら
左
頁
が
書
き
出
さ
れ
る
こ
と
で
︑
右

頁
と
左
頁
と
の
結
び
目
が
ま
ず
は
生
じ
て
︑
そ
こ
か
ら
前
述
の
補
助
線
B
に
表

さ
れ
る
呼
応
な
ど
︑
様
々
な
関
係
が
結
ば
れ
て
い
る
︒
ま
た
左
頁
は
単
に
右
頁

を
受
け
止
め
る
だ
け
で
な
く
︑
図
19
C
1
︑
C
2
に
可
視
化
さ
れ
る
行
頭
の
動

き
を
B
1
︑
B
2
の
角
度
よ
り
も
緩
や
か
に
し
つ
つ
︑
右
頁
最
終
行
﹁
あ
れ

ど
﹂
よ
り
も
左
頁
最
終
行
﹁
者
な
し
﹂
の
位
置
ど
り
が
高
く
な
る
よ
う
に
視
線

を
誘
導
し
︑
尚
且
つ
﹁
あ
れ
ど
﹂
よ
り
﹁
者
な
し
﹂
の
行
を
長
く
す
る
こ
と
で
︑

終
末
感
を
表
出
し
な
が
ら
も
ま
だ
紙
面
の
左
外
へ
と
暫
く
続
い
て
い
く
よ
う
に

も
感
じ
さ
せ
る
︒
こ
の
視
覚
性
は
︑
本
稿
の
補
助
線
に
は
表
現
し
て
い
な
い
が
︑

左
頁
一
︑ 

三
行
目
の
行
頭
を
結
ぶ
視
線
よ
り
も
左
頁
二
︑ 

四
行
目
の
行
頭
を
結

ぶ
視
線
の
角
度
を
緩
め
て
い
る
こ
と
も
潜
在
的
な
効
果
と
し
て
同
時
に
働
い
て

図20　「継色紙」の構図分析（補助線は筆者）
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い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
図
21
︑
22
は
︑
こ
れ
ま
で
の
分
析
や
考
察
を
他
頁
で
検
討
し
た
図
例
で
あ
る
︒

﹁
継
色
紙
﹂
に
構
図
と
し
て
表
さ
れ
た
補
助
線
の
多
さ
に
加
え
て
︑
そ
れ
ら
が

二
行
︑
三
行
を
超
え
て
︑
或
い
は
右
頁
か
ら
左
頁
へ
と
集
団
を
架
橋
し
て
行
と

行
と
の
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
書
き
手
の
感
覚
の
鋭
さ
や
隙
の

な
い
緊
張
感
が
表
さ
れ
て
い
る
︒

　
こ
こ
ま
で
﹁
継
色
紙
﹂
の
紙
面
を
構
図
に
よ
っ
て
分
析
し
︑
散
ら
し
書
き
に

あ
た
っ
て
の
書
き
手
の
感
覚
を
推
察
し
つ
つ
︑
散
ら
し
書
き
が
も
た
ら
す
視
覚

的
効
果
を
考
察
し
た
が
︑
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
︑
仮
に
こ
の
紙
面
が
右
頁
と

左
頁
と
で
一
旦
切
り
離
さ
れ
て
︑
両
者
の
中
央
に
あ
る
行
間
に
改
変
が
な
さ
れ

て
い
る
場
合
︑
な
い
し
左
右
の
紙
面
の
高
さ
の
相
対
関
係
が
︑
化
粧
裁
ち
に

よ
っ
て
例
え
ば
右
頁
で
は
上
部
を
︑
左
頁
で
は
下
部
を
広
め
に
裁
断
す
る
な
ど

し
て
改
変
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
︑
左
右
を
美
的
に
統
一
す
べ
く
仕
立
て
直
し

た
人
物
の
感
覚
を
推
察
す
る
手
立
て
と
な
り
得
る
︒

　
な
お
︑
右
頁
と
左
頁
と
を
切
り
離
し
て
そ
の
間
の
行
間
に
改
変
が
加
え
ら
れ

た
場
合
で
は
︑
右
頁
か
ら
延
長
さ
れ
る
動
き
の
感
受
に
よ
っ
て
左
頁
の
行
頭
行

脚
の
位
置
を
見
定
め
て
い
く
様
子
を
推
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
右
頁
と

左
頁
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
に
収
ま
る
散
ら
し
書
き
の
分
析
に
つ
い
て
は
︑
書
き
手

の
感
覚
を
推
察
す
る
手
が
か
り
と
な
る
︒
ま
た
︑
右
頁
と
左
頁
の
上
部
下
部
が

同
じ
だ
け
化
粧
裁
ち
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
行
間
に
改
変
が
な
け
れ
ば
︑

高
さ
の
相
対
関
係
に
変
化
は
生
じ
て
お
ら
ず
補
助
線
が
表
現
す
る
左
右
の
頁
の

図21　「継色紙」の構図分析（補助線は筆者）
東京国立博物館蔵
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関
係
は
書
き
手
の
感
覚
を
推
察
す
る
手
立
て
と
し
て
有
効
で
あ
る
︒

　
そ
こ
で
次
に
︑
こ
こ
ま
で
の
分
析
対
象
に
比
べ
て
元
の
冊
子
か
ら
の
改
変
の

可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
紙
面
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
︒﹃
古
今
和
歌
集
﹄

三
三
五
番
の
和
歌（

53
）

が
書
さ
れ
た
図
23
︑
図
24
で
︑
図
23
は
左
下
へ
と
指
向
す
る

関
係
に
補
助
線
を
引
い
た
も
の
︑
図
24
は
左
上
へ
と
指
向
す
る
関
係
に
補
助
線

を
引
い
た
も
の
で
あ
る

　
こ
の
紙
面
は
縦
一
一
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
︑
横
は
右
頁
一
一
・
一
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
︑
左
頁
九
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
︑
右
頁
と
左
頁
と
も
に
︑

上
ま
た
は
下
︑
お
よ
び
左
ま
た
は
右
の
空
間
の
切
断
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

紙
面
の
大
き
さ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒
た
だ
し
右
頁
と
左
頁
と
の
間
の
行
間
に

改
変
が
あ
っ
た
か
は
定
か
で
な
く
︑
そ
の
検
討
に
は
糊
代
の
跡
や
切
れ
目
を
確

認
す
る
な
ど
の
方
策
を
要
す
る
︒
な
お
︑
桑
田
笹
舟
﹃
粘
葉
本
染
紙
私
歌
集

（
継
色
紙
）﹄
で
は
︑
こ
の
紙
面
の
右
頁
と
左
頁
の
行
間
は
現
状
と
同
じ
に
復
元

さ
れ
て
い
る（

54
）

︒
同
本
は
︑
紙
面
の
一
部
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
場
合
に
﹁
そ
の

余
白
を
加
え
た
料
紙
に
そ
の
空
間
を
あ
る
と
し
て
﹂
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

　
分
析
に
あ
た
り
︑
ま
ず
は
こ
の
紙
面
に
お
け
る
墨
量
の
変
化
の
あ
り
方
に
つ

い
て
注
視
し
て
お
き
た
い（

55
）

︒
墨
が
あ
り
潤
っ
た
箇
所
を
潤
筆
︑
墨
が
少
な
く
か

す
れ
た
箇
所
を
渇
筆
と
い
う
︒
通
常
は
墨
を
つ
け
て
一
行
目
を
書
き
始
め
︑
次

第
に
墨
量
が
漸
減
し
て
渇
筆
と
な
り
︑
ま
た
墨
継
ぎ
を
お
こ
な
う
と
い
う
時
間

的
推
移
が
墨
量
の
変
化
の
上
に
表
れ
る
︒
し
か
し
こ
の
頁
で
は
一
行
目
﹁
者
那

の
﹂
が
墨
の
少
な
い
渇
筆
で
書
き
始
め
ら
れ
︑
下
に
続
く
﹁
い
ろ
﹂
で
墨
を
継

図22　「継色紙」の構図分析（補助線は筆者）
畠山記念館蔵　重文
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い
で
潤
筆
に
な
っ
た
後
︑
二
行
目
冒
頭
﹁
盤
遊
﹂
で
再
び
渇
筆
と
な
り
︑
そ
の

下
﹁
き
尓
万
﹂
で
墨
を
継
い
で
潤
筆
︑
三
行
目
は
更
に
墨
を
継
ぎ
足
し
て
太
く

﹁
可
悲
氐
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
一
行
目
冒
頭
か
ら
渇
筆
で
あ
る
こ
と
︑
一
行

目
脚
部
で
墨
を
継
ぎ
墨
量
に
余
裕
が
あ
る
筈
の
二
行
目
行
頭
が
再
び
渇
筆
で
あ

る
こ
と
︑
同
じ
く
墨
量
に
ま
だ
余
裕
が
あ
る
と
こ
ろ
に
三
行
目
で
更
に
墨
を
継

ぎ
足
し
て
い
る
点
が
︑
通
常
の
書
字
行
為
か
ら
す
る
と
不
自
然
で
あ
る
︒
こ
の

墨
色
の
変
化
に
つ
い
て
︑
桑
田
は
﹁
後
人
の
入
手
と
見
ら
れ
る
﹂
と
指
摘
し
て

い
る（

56
）

︒
桑
田
の
指
摘
す
る
通
り
に
後
世
の
補
筆
入
墨
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
︑

書
き
手
は
一
行
目
か
ら
渇
筆
で
紙
面
を
書
き
出
し
て
お
り
︑
そ
こ
に
あ
る
種
の

作
為
的
な
美
的
表
現
が
投
影
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
推
察
さ
れ
る
︒
ま
た
後
世

の
補
筆
入
墨
が
な
く
書
き
手
の
書
字
の
ま
ま
で
あ
る
場
合
に
は
︑
一
行
目
行
頭

の
渇
筆
に
よ
る
書
き
出
し
︑
そ
し
て
一
行
目
行
脚
で
墨
を
継
い
だ
ば
か
り
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
行
目
の
行
頭
で
す
ぐ
に
渇
筆
と
な
っ
て
い
る
点
に
墨
量

に
関
す
る
主
体
的
な
意
図
が
窺
え
る
よ
う
で
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
渇
筆
で
書

き
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
潤
渇
の
差
が
も
た
ら
す
視
覚
性
は
︑
紙

面
の
奥
行
き
や
遠
近
の
知
覚
に
作
用
す
る
も
の
で
︑
絵
画
の
領
域
で
空
気
遠
近

法
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
該
当
す
る（

57
）

︒

　
絵
画
の
構
図
論
で
は
︑﹁
最
も
明
る
い
部
分
と
最
も
暗
い
部
分
の
接
す
る
と

こ
ろ
が
︑
ア
ー
ト
作
品
の
メ
イ
ン
の
焦
点
で
あ
る（

58
）

﹂
と
言
わ
れ
る
︒
図
24
の
補

助
線
C
1
は
︑
潤
渇
に
よ
っ
て
一
～
三
行
目
に
明
暗
が
接
し
て
い
る
箇
所
を
繋

い
だ
線
分
で
あ
る
︒
仮
に
用
墨
が
書
き
手
の
書
字
の
ま
ま
で
あ
る
場
合
︑
こ
の

図23　「継色紙」の構図分析（補助線は筆者）　個人蔵



散らし書きの構図論

39

左
上
に
視
線
を
持
ち
上
げ
る
働
き
と
角
度
が
︑
二
︑ 

三
行
目
行
脚
の
位
置
と
︑

四
︑ 

五
行
目
行
頭
の
位
置
を
定
め
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒
ま
た
右
頁
と
左
頁

の
間
の
行
間
に
改
変
が
な
か
っ
た
場
合
︑
空
間
を
遠
く
隔
て
た
左
頁
書
き
出
し

の
位
置
を
導
く
要
因
と
な
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
一
方
で
︑
後
人
に
よ
る

補
筆
入
墨
が
あ
っ
た
場
合
︑
逆
に
二
︑ 

三
行
目
行
脚
と
四
︑ 

五
行
目
行
頭
の
位

置
か
ら
導
か
れ
る
図
24
C
2
の
動
き
が
先
行
し
て
︑
一
行
目
行
脚
や
二
行
目
行

脚
︑
あ
る
い
は
三
行
目
行
頭
な
ど
の
補
墨
の
位
置
︑
つ
ま
り
図
24
C
1
の
動
き

を
見
定
め
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
右
頁
と
左
頁
の

間
の
行
間
に
改
変
が
あ
っ
た
場
合
︑
左
右
を
貼
り
合
わ
せ
た
人
物
が
図
24
C
2

か
ら
左
頁
書
き
出
し
の
位
置
を
見
定
め
つ
つ
︑
他
の
補
助
線
に
示
さ
れ
た
動
き

を
感
受
し
な
が
ら
左
右
の
散
ら
し
書
き
を
統
一
す
る
感
覚
を
も
っ
て
仕
立
て
た

可
能
性
も
示
唆
さ
れ
る
︒
行
間
改
変
の
有
無
の
い
ず
れ
に
し
ろ
︑
右
頁
と
左
頁

に
お
け
る
書
き
手
の
感
覚
と
し
て
︑
右
頁
で
は
図
23
A
2
に
示
さ
れ
た
動
き
が

四
行
目
行
頭
の
位
置
を
導
い
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
図
24
C
2
に
示
さ
れ
る
動

き
か
ら
も
書
き
手
が
四
行
目
の
位
置
を
見
定
め
つ
つ
︑
五
行
目
行
頭
の
位
置
が

導
か
れ
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒
ま
た
右
頁
で
図
23
A
2
に
示
さ
れ
た
感

覚
が
左
頁
で
図
23
A
3
の
動
き
と
し
て
リ
フ
レ
イ
ン
さ
れ
て
︑
左
頁
二
行
目
の

位
置
を
導
く
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
推
察
さ
れ
る
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑﹁
継
色
紙
﹂
の
構
図
分
析
で
は
︑
右
頁
と
左
頁
の

間
の
裁
断
が
無
い
場
合
に
は
︑
書
き
手
の
感
覚
を
推
察
す
る
手
が
か
り
と
な
り
︑

右
頁
と
左
頁
の
間
の
裁
断
を
含
む
行
間
等
の
改
変
が
あ
る
場
合
に
は
︑
書
き
手

図24　「継色紙」の構図分析（補助線は筆者）
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の
感
覚
の
推
察
は
右
頁
や
左
頁
に
お
け
る
散
ら
し
書
き
の
中
に
限
定
さ
れ
る
代

わ
り
に
︑
右
頁
と
左
頁
を
結
び
つ
け
た
人
物
が
何
を
見
定
め
て
仕
立
て
直
し
た

の
か
を
推
察
す
る
手
が
か
り
と
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒

　
第
二
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
︑
中
世
書
論
に
お
け
る
散
ら
し
書
き
の
理
論
は
︑

自
然
の
景
観
に
そ
の
構
成
を
擬
え
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
は
形
式
的
な
型

の
記
述
と
な
っ
て
い
た
が
︑
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
姿
は
﹁
継
色
紙
﹂
が
描

き
出
し
て
い
る
よ
う
な
︑
ま
さ
に
自
然
と
重
な
り
あ
い
一
体
と
な
っ
た
散
ら
し

書
き
の
世
界
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
実
際
︑
中
世
の
型
の
中
に
も
部
分
に
お
い
て
︑

特
に
行
頭
の
変
化
で
﹁
継
色
紙
﹂
と
重
な
る
よ
う
な
景
観
の
描
写
が
見
え
隠
れ

す
る
が
︑﹁
継
色
紙
﹂
の
散
ら
し
書
き
は
見
開
き
毎
に
自
由
で
多
彩
な
変
化
を

見
せ
て
お
り
︑
ま
た
部
分
に
お
い
て
も
短
い
行
の
散
布
的
な
配
置
に
︑
中
世
の

型
と
は
異
な
る
自
然
な
動
き
が
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
︒

　﹃
麒
麟
抄
﹄
を
は
じ
め
︑
南
北
朝
期
以
降
の
書
論
が
理
想
と
し
た
よ
う
な
自

然
と
一
体
化
し
た
表
現
を
見
せ
る
﹁
継
色
紙
﹂
で
あ
る
が
︑
一
方
で
図
23
︑
図

24
で
確
認
し
た
潤
渇
表
現
︑
更
に
は
返
し
書
き
や
渡
り
書
き
と
い
っ
た
冊
子
全

体
の
構
成
に
お
け
る
変
化
な
ど
︑
表
現
効
果
へ
の
明
確
な
意
識
も
窺
え
て
︑
主

体
的
で
意
図
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
も
同
時
に
示
し
て
い
る
︒

︵
五
︶
分
析
三
　﹁
元
永
本
古
今
集
﹂
︱
︱
行
書
き
と
散
ら
し
書
き
、
意
匠
性

　
分
析
三
と
し
て
﹁
元
永
本
古
今
集
﹂
の
散
ら
し
書
き
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
︒

﹁
元
永
本
古
今
集
﹂
は
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄
の
完
本
と
し
て
伝
わ
る
最
古
の
写
本

で
︑
筆
者
は
藤
原
定
実
と
考
証
さ
れ
て
い
る（

59
）

︒
絢
爛
た
る
装
飾
料
紙
が
使
用
さ

れ
て
お
り
︑
和
製
唐
紙
の
表
面
と
金
銀
で
装
飾
さ
れ
た
染
紙
を
主
と
す
る
裏
面

と
が
︑
見
開
き
交
互
に
表
れ
る
︒
上
下
巻
か
ら
な
る
冊
子
本
で
糸
で
綴
じ
ら
れ

て
い
る（

60
）

︒
各
巻
と
も
始
め
は
行
書
き
で
あ
る
が
︑
後
半
に
な
る
と
次
第
に
散
ら

し
書
き
の
頁
が
表
れ
て
︑
や
が
て
多
彩
で
意
匠
的
な
散
ら
し
書
き
が
展
開
さ
れ

る
冊
子
構
成
と
な
っ
て
い
る
︒

　
図
25
は
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄
三
八
〇
番
の
和
歌（

61
）

が
右
頁
に
︑
三
八
一
番
の
詞

書
と
和
歌
が
左
頁
に
書
か
れ
た
紙
面
に
構
図
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
︒
一
見
し

て
驚
く
よ
う
な
構
成
の
散
ら
し
書
き
で
あ
る
が
︑
こ
の
矩
形
に
収
め
た
構
成
が

冊
子
の
各
所
に
見
ら
れ
る
︒
前
述
し
た
通
り
︑
上
下
巻
と
も
行
書
き
で
書
き
始

め
ら
れ
て
お
り
︑
行
書
き
の
部
分
で
は
︑
和
歌
や
詞
書
の
特
に
行
頭
が
揃
え
て

書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
矩
形
に
収
め
る
書
き
振
り
は
︑
観
念
的
に
は
行
書

き
に
近
い
も
の
と
言
え
る
︒
た
だ
し
紙
面
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
こ
の
矩

形
に
収
め
ら
れ
た
集
団
を
配
置
す
る
と
い
う
意
匠
空
間
で
あ
り
︑
こ
の
矩
形
も

散
ら
し
書
き
で
あ
る
︒
補
助
線
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
矩
形
は
水
平
垂
直
を

指
向
し
た
も
の
で
︑
理
知
的
な
印
象
を
与
え
る
が
︑
中
央
部
に
大
胆
に
︑
一
方

で
控
え
め
に
配
さ
れ
た
僅
か
二
行
の
叙
情
的
な
散
ら
し
書
き
が
︑
右
頁
の
矩
形

を
受
け
取
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
桑
田
の
言
う
統
一
の
拠
点
と

し
て
補
助
線
B
1
と
B
2
で
表
し
た
視
線
の
推
移
に
よ
っ
て
︑
右
頁
と
中
央
部

を
繋
い
だ
状
態
と
言
え
る
︒

　
こ
れ
に
対
し
て
左
頁
の
矩
形
と
は
繋
が
る
関
係
が
な
い
こ
と
か
ら
︑
具
体
的
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に
は
右
︑
中
︑
左
の
三
集
団
で
あ
る
が
︑
大
き
く
見
る
と
実
際
に
は
右
と
中
で

一
つ
の
集
団
と
見
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
︒
左
頁
の
集
団
は
矩
形
の
面
積

や
行
間
も
狭
く
︑
文
字
も
や
や
小
さ
い
︒
ま
た
水
平
な
補
助
線
A
1
と
A
3
か

ら
も
確
認
で
き
る
通
り
︑
右
頁
の
矩
形
に
対
し
て
行
頭
︑
行
脚
の
位
置
も
明
確

に
ず
ら
し
つ
つ
︑
少
し
高
い
位
置
に
浮
く
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ

う
に
し
て
左
頁
集
団
は
少
し
遠
景
に
見
え
る
よ
う
巧
妙
に
遠
近
感
が
表
出
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
図
26
は
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄
三
八
五
番
の
和
歌
が
左
頁
に
︑
そ
の
詞
書
が
右

頁（
62
）

に
書
か
れ
た
紙
面
に
構
図
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
︒
右
頁
の
詞
書
は
︑
行
書

き
と
言
っ
て
よ
い
形
式
で
あ
る
が
︑
意
図
的
に
矩
形
に
収
め
た
現
代
的
な
散
ら

し
書
き
の
意
匠
の
一
部
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
実
際
に
大
小
長
短
様
々
な

矩
形
が
他
頁
に
表
れ
て
︑
自
然
の
景
観
を
描
く
よ
う
で
あ
っ
た
﹁
三
色
紙
﹂
の

散
ら
し
書
き
と
は
異
な
っ
て
︑
人
為
的
な
印
象
を
与
え
る
︒
こ
う
し
た
矩
形
集

団
の
配
置
に
よ
る
散
ら
し
と
従
来
か
ら
の
行
頭
行
脚
に
変
化
を
つ
け
た
叙
情
的

な
散
ら
し
と
が
一
つ
の
紙
面
で
も
共
存
し
︑
ま
た
冊
子
の
中
も
自
由
に
行
き
来

し
て
い
る
︒

　
実
際
に
上
巻
で
は
︑
同
三
三
六
番
歌
で
初
め
て
散
ら
し
書
き
（
従
来
の
散
ら

し
）
が
表
れ
る
が
︑
そ
の
隣
の
左
頁
で
は
す
ぐ
に
行
書
き
に
戻
り
︑
そ
の
後
︑

同
三
六
二
番
か
ら
三
六
四
番
歌
ま
で
の
四
頁
で
再
び
散
ら
し
書
き
を
見
せ
つ
つ
︑

ま
た
す
ぐ
に
行
書
き
に
戻
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
て
行
書
き
か
ら
交
互
に
︑
そ
し

て
徐
々
に
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
し
て
散
ら
し
書
き
へ
と
移
行
し
︑
ま
た
そ
の
構
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成
も
行
書
き
と
の
判
別
が
つ
き
に
く
い
よ
う
な
矩
形
の
も
の
が
混
在
さ
れ
て
い

る
︒
行
書
き
と
散
ら
し
書
き
と
の
境
目
を
時
に
紛
ら
わ
す
よ
う
に
︑
従
来
の
叙

情
的
な
散
ら
し
書
き
と
︑
前
衛
的
な
散
ら
し
と
が
大
胆
に
融
合
し
た
極
め
て
意

匠
性
の
強
い
︑
仕
掛
け
に
富
ん
だ
表
現
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
図
26
に
戻
る
と
︑

右
頁
の
矩
形
と
左
頁
の
叙
情
的
な
散
ら
し
と
が
並
ん
で
い
る
が
︑
通
常
の
行
書

き
に
お
け
る
詞
書
と
和
歌
と
の
バ
ラ
ン
ス
と
は
や
や
異
な
っ
て
︑
詞
書
の
文
字

も
や
や
大
き
く
︑
ま
た
矩
形
が
少
し
浮
い
た
よ
う
な
位
置
に
配
置
さ
れ
て
︑
詞

書
の
矩
形
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
通
例
︑
和
歌
が
よ
く
視
線
に

と
ま
る
よ
う
に
︑
詞
書
は
低
く
抑
え
ら
れ
て
︑
脚
部
の
空
間
に
も
工
夫
は
な
い

が
︑
こ
の
よ
う
に
直
線
で
区
画
し
て
脚
部
に
整
然
と
明
る
い
空
間
が
生
じ
る
と
︑

自
然
と
右
頁
に
目
が
と
ま
る
︒
左
頁
が
仕
掛
け
の
少
な
い
シ
ン
プ
ル
な
散
ら
し

書
き
と
な
っ
て
い
る
の
も
意
図
的
で
あ
ろ
う
か
︒
行
と
行
と
の
関
連
に
︑
特
に

注
視
す
る
も
の
は
少
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
︑
左
頁
一
行
目
の
﹁
不
ち
は
ら
の

兼
茂
﹂
は
︑
右
頁
最
終
行
の
﹁
て
よ
め
る
﹂
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
配
置
さ
れ

つ
つ
︑
足
下
を
矩
形
の
下
線
よ
り
下
げ
て
ア
ク
セ
ン
ト
を
付
け
︑
さ
り
気
な
く

瀟
洒
な
感
覚
を
見
せ
て
い
る
︒

　
図
27
は
︑﹃
古
今
和
歌
集
﹄
三
九
七
番
の
和
歌
が
右
頁
に
︑
そ
の
返
歌
で
あ

る
三
九
八
番
の
和
歌
が
左
頁（

63
）

に
書
か
れ
た
紙
面
に
構
図
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
︒

図
25
と
同
じ
よ
う
に
︑
紙
面
の
重
心
が
高
い
位
置
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
間

隔
も
広
く
角
度
も
八
・
七
度
と
弱
い
た
め
微
か
な
動
き
で
は
あ
る
が
︑
補
助
線

B
に
表
さ
れ
た
左
上
へ
の
指
向
性
を
持
っ
た
紙
面
空
間
で
︑
そ
れ
を
左
頁
に
描

図26　「元永本古今集」の構図分析（補助線は筆者）
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か
れ
た
叙
情
的
な
散
ら
し
書
き
で
受
け
止
め
て
下
方
へ
と
落
と
し
込
む
よ
う
な

展
開
で
あ
る
︒
ま
た
一
︑ 

二
行
目
が
少
し
離
れ
て
︑
少
し
ず
ら
し
て
散
布
さ
れ

た
後
︑
矩
形
に
囲
ま
れ
た
三
つ
の
集
団
が
集
ま
っ
て
い
る
︒
こ
の
矩
形
の
集
団

は
︑
一
つ
目
と
二
つ
目
の
集
団
が
︑
補
助
線
A
3
と
A
2
と
の
幅
で
重
な
り
を

持
っ
て
い
る
︒
ま
た
二
つ
目
と
三
つ
目
の
集
団
は
補
助
線
A
4
で
揃
え
た
一
ま

と
ま
り
で
も
あ
り
︑
一
方
で
︑
二
つ
目
の
集
団
の
高
さ
A
3
と
三
つ
目
の
集
団

の
高
さ
A
5
の
高
さ
の
差
︑
お
よ
び
三
つ
目
の
集
団
二
行
目
が
二
つ
目
の
集
団

と
重
な
る
部
分
を
僅
か
し
か
持
た
な
い
こ
と
で
︑
別
の
集
団
で
あ
る
こ
と
も
明

示
し
て
い
る
︒
ま
た
三
つ
目
の
集
団
二
行
目
の
脚
部
が
補
助
線
A
2
で
揃
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
︑
意
匠
的
な
配
慮
の
高
さ
を
感
じ
さ
せ
る
︒

　
図
25
や
図
27
の
よ
う
な
重
心
の
高
い
空
間
構
成
が
表
出
す
る
奥
行
き
感
に
つ

い
て
︑
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
矢
萩
喜
従
郎
が
実
証
的
な
研
究
を
お
こ

な
っ
て
い
る
︒
矢
萩
は
︑
国
内
外
の
様
々
な
ポ
ス
タ
ー
を
実
験
材
料
と
し
て
︑

そ
れ
ら
の
重
心
を
数
値
化
し
た
︒
そ
し
て
平
面
作
品
か
ら
受
け
る
奥
行
き
感
を
︑

平
面
的
世
界
︑
空
間
的
世
界
︑
宇
宙
的
世
界
と
に
分
類
し
た
上
で
︑
重
心
の
高

さ
と
視
覚
的
な
印
象
と
の
関
連
を
分
析
し
た
︒
検
討
の
結
果
︑
図
25
や
図
27
の

よ
う
に
重
心
が
か
な
り
高
い
構
成
で
は
︑
有
限
の
奥
行
き
を
感
じ
さ
せ
る
空
間

的
世
界
︑
ま
た
は
無
限
の
奥
行
き
を
感
じ
さ
せ
る
宇
宙
的
世
界
に
な
る
と
報
告

さ
れ
て
い
る（

64
）

︒
重
心
は
黒
み
の
量
か
ら
算
出
さ
れ
て
お
り
︑
一
見
し
た
と
こ
ろ

で
は
︑
図
25
よ
り
図
27
の
方
が
全
体
に
細
い
線
を
多
用
し
つ
つ
太
い
線
が
上
部

に
集
ま
っ
て
︑
や
や
重
心
が
高
い
か
も
知
れ
な
い
︒
重
心
の
感
覚
と
は
別
に
な

図27　「元永本古今集」の構図分析（補助線は筆者）
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る
が
︑
中
心
に
空
間
が
あ
る
こ
と
や
︑
図
25
と
は
異
な
り
︑
文
字
や
行
が
中
空

に
漂
う
よ
う
に
散
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
図
27
の
方
が
よ
り
奥
行
き
を

感
じ
さ
せ
る
空
間
に
見
受
け
ら
れ
る
︒

　
以
上
︑﹁
元
永
本
古
今
集
﹂
か
ら
三
つ
の
見
開
き
を
抽
出
し
て
︑
分
析
を
試

み
た
︒﹁
寸
松
庵
色
紙
﹂
や
﹁
継
色
紙
﹂
と
明
ら
か
に
違
っ
て
︑
水
平
線
や
矩

形
の
補
助
線
が
多
く
︑
理
知
的
な
構
成
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
た
︒
ま
た
補
助
線

同
士
の
関
連
も
﹁
寸
松
庵
色
紙
﹂
や
﹁
継
色
紙
﹂
の
よ
う
に
神
経
を
張
り
巡
ら

せ
た
よ
う
に
行
と
行
と
の
関
係
を
感
受
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
︑
構
想
や
意

図
の
働
き
が
強
く
︑
知
的
な
操
作
に
よ
っ
て
配
置
や
配
列
が
決
定
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
推
察
さ
れ
た
︒﹁
継
色
紙
﹂
も
同
じ
く
︑
冊
子
全
体
を
通
し
て
の
構
想

や
表
現
効
果
へ
の
意
識
と
い
う
意
味
も
含
め
て
主
体
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
が

窺
え
た
が
︑﹁
元
永
本
古
今
集
﹂
で
は
︑
矩
形
を
活
用
し
た
幾
何
学
的
な
構
成

や
︑
行
書
き
と
散
ら
し
書
き
と
の
間
を
敢
え
て
往
来
し
な
が
ら
展
開
さ
せ
る
企

画
力
な
ど
︑
よ
り
明
確
な
意
匠
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
前
掲
村

上
は
︑﹁
元
永
本
古
今
集
の
散
ら
し
だ
け
は
︑
突
出
し
て
作
為
的
﹂
で
あ
る
と

述
べ
て
︑
そ
の
筆
者
を
バ
ラ
ン
ス
感
覚
の
優
れ
た
︑
現
代
感
覚
を
も
っ
た
書
き

手
と
評
し
て
い
る（

65
）

︒

　
構
図
に
よ
る
分
析
と
考
察
を
通
し
て
み
た
結
果
︑﹁
寸
松
庵
色
紙
﹂﹁
継
色

紙
﹂﹁
元
永
本
古
今
集
﹂
の
い
ず
れ
も
が
︑
イ
メ
ー
ジ
や
構
想
を
持
っ
て
書
き

始
め
つ
つ
も
︑
前
二
者
が
自
然
と
一
体
と
な
る
よ
う
な
無
意
識
の
感
覚
を
研
ぎ

澄
ま
せ
て
書
い
た
よ
う
に
見
え
る
の
に
対
し
て
︑﹁
元
永
本
古
今
集
﹂
で
は
︑

意
識
下
の
働
き
︑
頭
の
中
で
考
え
た
世
界
を
知
的
な
操
作
を
働
か
せ
な
が
ら
書

い
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
︒
そ
の
意
味
で
﹁
元
永
本
古
今
集
﹂
の
書
き

手
は
︑
よ
り
耽
美
的
な
態
度
で
独
自
の
世
界
観
を
創
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
︒

四
　
ま
と
め

　
現
代
を
代
表
す
る
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ァ
ー
で
あ
る
エ
ミ
ー
ル
・
ル
ー
ダ
ー
は
︑

タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
に
お
け
る
リ
ズ
ム
感
（
ヴ
ァ
リ
ュ
ー
）
へ
の
取
り
組
み
方
の

可
能
性
と
し
て
︑
次
の
三
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
を
提
示
し
た（

66
）

︒

一
．
意
識
さ
れ
な
い
リ
ズ
ム
感

二
．
あ
る
程
度
意
識
さ
れ
た
リ
ズ
ム
感

三
．
意
識
的
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
リ
ズ
ム
感

　
こ
れ
は
︑
一
つ
の
表
現
に
お
い
て
︑
常
に
意
識
と
無
意
識
の
働
き
が
存
在
す

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
あ
る
表
現
の
全
て
が
意
識
に
よ
っ
て
統
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
考
え
に
く
く
︑
推
敲
や
検
討
を
重
ね
︑
周
到
な
用
意
の
元

に
意
匠
を
凝
ら
し
︑
自
ら
の
意
図
を
具
現
化
し
た
表
現
で
あ
っ
て
も
︑
ど
こ
か

に
自
ら
が
意
識
し
な
か
っ
た
部
分
は
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
前
掲
安
東
も

ま
た
︑
こ
の
無
意
識
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
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心
の
働
き
の
中
に
は
︑
目
に
見
え
る
も
の
︑
い
わ
ゆ
る
現
在
す
ぐ
わ
か

る
も
の
と
︑
奥
の
方
に
隠
れ
た
何
か
と
が
あ
る
︒
潜
在
意
識
と
い
う
も
の

が
あ
る
︒
こ
の
潜
在
意
識
が
ど
う
働
く
か
と
い
う
こ
と
が
︑
非
常
に
美
を

左
右
す
る（

67
）

︒

　
書
き
出
さ
れ
た
表
現
は
︑
こ
の
意
識
と
無
意
識
の
所
与
で
あ
り
︑
残
さ
れ
た

表
現
は
︑
書
き
手
が
何
を
意
図
し
て
︑
ま
た
何
を
感
じ
な
が
ら
書
い
て
い
た
の

か
︑
書
か
れ
た
も
の
が
与
え
る
印
象
や
効
果
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を

知
る
手
が
か
り
で
も
あ
る
︒
本
研
究
は
散
ら
し
書
き
の
空
間
構
成
に
つ
い
て
︑

こ
れ
ら
を
研
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
優
れ
た
表
現
か
ら

学
び
︑
自
ら
の
表
現
や
共
有
さ
れ
る
知
見
と
し
て
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
︒

　
本
研
究
は
︑
散
ら
し
書
き
の
二
次
元
的
構
成
を
分
析
す
る
方
法
と
し
て
︑
補

助
線
を
用
い
た
構
図
分
析
の
方
法
を
提
示
し
︑
実
際
の
古
筆
を
対
象
と
し
て
解

析
と
考
察
を
加
え
た
︒
補
助
線
に
よ
っ
て
顕
在
化
さ
れ
た
行
と
行
と
の
関
係
か

ら
見
え
て
き
た
の
は
︑
時
々
の
必
然
性
の
元
に
次
の
書
字
行
為
が
導
か
れ
︑
配

置
さ
れ
た
行
と
行
と
が
秩
序
や
緊
張
感
を
持
っ
て
繋
が
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
っ
た
︒

　
抽
象
絵
画
の
創
造
や
発
展
に
寄
与
し
た
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
︑﹁
外
的
に

は
︑
す
べ
て
の
線
描
あ
る
い
は
彩
画
の
形
態
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
要
素
で
あ
る
︒

内
的
に
は
︑
こ
の
形
態
そ
れ
自
体
で
な
く
︑
そ
こ
に
生
き
て
い
る
内
的
な
緊
張

が
要
素
で
あ
る
﹂
と
し
て
︑﹁
絵
画
作
品
の
内
容
を
具
体
化
す
る
の
は
外
的
な

形
態
で
は
な
く
︑
こ
の
形
態
の
内
に
生
き
て
い
る
力
＝
緊
張
で
あ
る（

68
）

﹂
と
述
べ

た
︒
書
き
出
し
の
字
数
か
ら
規
矩
さ
れ
た
中
世
の
型
の
よ
う
な
﹁
形
の
た
め
の

形
﹂
で
は
な
く
︑
内
的
に
必
然
的
に
生
じ
て
き
た
結
果
と
し
て
の
形
で
あ
る
こ

と
が
︑
表
現
に
お
け
る
最
も
大
切
な
要
素
の
一
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
書
画
の

領
域
で
は
古
来
よ
り
︑﹁
意
先
筆
後
﹂﹁
心
手
無
間
﹂
な
ど
様
々
に
論
じ
ら
れ
て

き
た
︒
心
や
意
図
︑
構
想
と
書
く
こ
と
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
は
︑
今
後

に
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
︒

　
本
研
究
の
分
析
方
法
か
ら
︑
書
き
手
が
何
を
感
受
し
判
断
し
︑
そ
し
て
意
図

し
な
が
ら
書
き
及
ん
で
い
た
の
か
を
客
観
的
に
推
察
す
る
手
が
か
り
が
示
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
散
ら
し
書
き
の
構
成
が
も
た
ら
す
視
覚
的
な
効
果
に

つ
い
て
も
客
観
的
な
考
察
が
可
能
と
な
っ
た
︒
散
ら
し
書
き
に
関
す
る
教
育
の

場
面
に
お
い
て
︑
鑑
賞
や
分
析
の
手
立
て
と
な
る
理
論
の
不
足
︑
お
よ
び
模
倣

や
定
型
化
に
頼
り
が
ち
で
あ
っ
た
従
来
の
実
践
に
対
し
て
汎
用
性
や
客
観
性
の

高
い
理
論
が
得
ら
れ
た
こ
と
は
︑
書
教
育
や
書
道
文
化
の
様
々
な
場
面
で
有
効

に
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
︒

　
こ
れ
と
併
せ
て
︑
散
ら
し
書
き
の
発
生
か
ら
︑
現
代
の
散
ら
し
書
き
理
論
ま

で
を
通
覧
し
要
点
を
抽
出
し
た
こ
と
で
︑
散
ら
し
書
き
本
来
の
性
質
︑
お
よ
び

表
現
が
も
た
ら
す
印
象
や
効
果
に
関
す
る
知
見
が
整
理
さ
れ
た
︒
本
研
究
の
構

図
論
は
︑
こ
う
し
た
先
人
か
ら
の
知
見
を
考
察
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能

で
あ
り
重
要
で
も
あ
っ
た
︒
そ
の
意
味
で
︑
こ
れ
ま
で
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
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た
散
ら
し
書
き
の
理
論
も
ま
た
︑
今
後
の
研
究
発
展
に
対
し
て
有
効
で
あ
り
続

け
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
︒
中
世
の
書
論
が
︑
そ
の
形
骸
化
し
た
型
の
教
示
で

は
な
く
︑
自
然
と
重
な
り
あ
お
う
と
す
る
日
本
人
の
感
性
や
表
現
と
い
う
意
味

に
お
い
て
︑
い
か
に
現
代
の
理
論
へ
と
こ
れ
を
捉
え
直
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
の
か
︑
そ
の
学
書
の
あ
り
方
も
含
め
て
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒

注（
1
）  

平
田
光
彦
﹁
散
ら
し
書
き
に
つ
い
て
︱
︱
大
字
仮
名
・
中
字
仮
名
﹂﹃
書
の
美
﹄
第

一
七
二
号
︑
二
〇
一
六
年
︑
〇
︱
一
頁
︒

（
2
）  

同
前
︒
な
お
︑
増
田
孝
﹃
日
本
近
世
書
跡
成
立
史
の
研
究
﹄
文
献
出
版
︑
一
九
九
六
年
︑

一
一
五
︱
一
一
六
頁
に
お
い
て
も
︑﹁
延
べ
書
き
﹂
と
﹁
散
ら
し
書
き
﹂
の
中
間
の
よ
う

な
例
が
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
︑﹁
散
ら
し
書
き
﹂
と
い
う
言
葉
が
示
す
実
態
の
不
明
確

さ
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
増
田
の
言
う
﹁
延
べ
書
き
﹂
と
は
︑
行
の
上
下
を
揃

え
た
書
き
振
り
を
差
し
︑
行
書
き
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
︒
以
上
を
ふ
ま
え
て
前
掲
平
田

で
は
︑﹁
散
ら
し
書
き
﹂
と
﹁
行
書
き
﹂
の
語
の
運
用
に
際
し
て
は
︑
畢
竟
︑
そ
の
表
現

が
ど
ち
ら
の
性
格
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
掴
み
︑
要
に
応
じ
て
部
分
的
な

付
言
が
な
さ
れ
れ
ば
良
い
と
ま
と
め
た
︒

（
3
）  

伊
東
卓
治
﹁
石
山
寺
蔵
虚
空
蔵
菩
薩
念
誦
次
第
と
そ
の
紙
背
文
書
﹂﹃
美
術
研
究
﹄
第

一
七
六
号
︑
一
九
五
四
年
︑
一
︱
二
八
頁
︒

（
4
）  

同
前
︒
伊
東
は
︑
第
一
種
﹇
一
﹈
と
さ
れ
た
断
片
番
号
15
︑
18
︑
お
よ
び
同
﹇
二
﹈

と
さ
れ
た
断
片
番
号
10
︑
12
︑
14
︑
17
の
筆
跡
を
︑﹁
さ
う
﹂
よ
り
脱
化
し
て
続
け
書
き

へ
と
移
っ
て
い
る
過
渡
期
で
あ
り
︑
貫
之
風
の
古
い
時
代
の
書
風
と
し
た
︒
ま
た
第
二

種
と
さ
れ
た
断
片
番
号
5
の
筆
跡
を
︑﹁
大
分
假
名
ら
し
く
整
え
ら
れ
﹂
た
文
字
で
﹁
つ

づ
け
書
き
の
體
が
出
來
て
﹂
お
り
︑﹁
落
着
い
て
﹂
い
る
等
と
分
析
し
た
︒

（
5
）  

小
松
茂
美
﹃
か
な
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
六
八
年
︑
一
六
四
︱
一
七
二
頁
︒

（
6
）  

た
と
え
ば
萱
の
り
子
﹁「
散
ら
し
書
き
」
考
﹂（﹃
日
本
の
芸
術
論
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑

二
〇
〇
〇
年
︑
一
五
八
︱
一
五
九
頁
）︑
平
田
光
彦
﹁
王
朝
仮
名
古
筆
に
あ
ら
わ
れ
た
美

の
諸
相
﹂（﹃
岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
﹄
第
七
五
巻
︑
二
〇
一
六
年
︑
三
︱
四
頁
）

な
ど
︒

（
7
）  

村
上
翠
亭
﹁
散
ら
し
書
き
の
魅
力
﹂﹃
墨
﹄
一
二
九
号
︑
芸
術
新
聞
社
︑
一
九
九
七
年
︑

一
四
︱
一
五
頁
︒
専
門
誌
巻
頭
特
集
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
言
及
︒

（
8
）  

中
田
勇
次
郎
﹁
中
國
書
論
史
（
一
）﹂﹃
中
国
書
論
大
系
﹄
第
一
巻
︑
二
玄
社
︑

一
九
七
〇
年
︑
八
頁
︒

（
9
）  

熊
秉
明
著
︑
河
内
利
治
訳
﹃
中
国
書
論
の
体
系
﹄
白
帝
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
ⅳ
頁
︒

（
10
）  

中
田
勇
次
郎
﹁
中
國
書
論
史
（
一
）﹂︑
八
︱
九
頁
︒

（
11
）  

長
澤
規
矩
ほ
か
編
﹁
日
本
国
見
在
書
目
録
﹂﹃
日
本
書
目
大
成
﹄
第
一
巻
︑
汲
古
書
院
︑

一
一
︱
一
四
頁
︒
な
お
小
学
は
文
字
学
の
こ
と
︒
神
田
喜
一
郎
﹁
奈
良
朝
時
代
に
傳
來

し
た
漢
籍
に
就
い
て
﹂﹃
神
田
喜
一
郎
全
集
﹄
第
八
巻
︑
一
九
八
七
年
︑
二
二
︱
二
三
頁

に
は
︑
奈
良
朝
末
期
に
伝
来
し
て
い
た
文
字
学
の
文
献
に
つ
い
て
考
察
が
あ
る
︒
他
に

春
名
好
重
﹃
日
本
書
道
新
史
﹄
淡
交
社
︑
七
六
︱
七
七
頁
も
参
照
︒

（
12
）  

橋
本
貴
朗
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
絵
合
巻
に
見
る
中
国
書
論
の
受
容
（
上
）﹂﹃
若
木
書
法
﹄

一
〇
号
︑
國
學
院
大
学
︑
二
〇
一
一
年
︑
三
七
︱
四
五
頁
︑
お
よ
び
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
絵

合
巻
に
見
る
中
国
書
論
の
受
容
（
下
）﹂﹃
若
木
書
法
﹄
一
一
号
︑
二
〇
一
二
年
︑
三
九

︱
四
七
頁
︒

（
13
）  

﹃
三
教
指
歸 

性
霊
集
﹄
日
本
古
典
文
学
大
系
七
一
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
五
年
︑

二
一
〇
︱
二
一
二
頁
︒

（
14
）  

た
だ
し
中
国
に
も
︑
唐
代
の
一
部
の
書
論
に
︑
書
法
を
秘
訣
と
し
て
子
孫
に
伝
え
る

た
め
の
通
俗
な
伝
授
書
が
存
在
す
る
︒
春
名
好
重
ほ
か
編
︑﹃
書
道
基
本
用
語
詞
典
﹄
中

教
出
版
︑
一
九
九
一
年
︑
四
七
三
頁
（
杉
村
邦
彦
執
筆
項
）︒

（
15
）  

﹁
夜
鶴
庭
訓
抄
﹂﹃
群
書
類
従
﹄
第
二
八
輯
︑
訂
正
三
版
︑
続
群
書
類
従
完
成
会
︑

一
九
八
六
年
︑
一
四
三
頁
︒
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（
16
）  
小
松
茂
美
﹃
日
本
書
流
全
史
﹄
上
︑
講
談
社
︑
一
九
七
〇
年
︑
四
四
頁
︒

（
17
）  

﹁
麒
麟
抄
﹂﹃
続
群
書
類
従
﹄
第
三
一
輯
下
︑
訂
正
三
版
︑
続
群
書
類
従
完
成
会
︑

一
九
八
九
年
︑
一
九
七
︱
一
九
九
頁
︒

（
18
）  

﹁
作
庭
記
﹂
林
屋
辰
三
郎
校
注
﹃
古
代
中
世
芸
術
論
﹄
日
本
思
想
大
系
二
三
︑
岩
波
書

店
︑
一
九
七
三
年
︑
二
二
六
頁
︒

（
19
）  

同
前
︑
二
二
五
︱
二
二
六
頁
︒

（
20
）  

磯
崎
新
﹃
建
築
に
お
け
る
﹁
日
本
的
な
も
の
﹂﹄
新
潮
社
︑
二
〇
〇
三
年
︑
一
五
〇
︱

一
五
四
頁
で
は
︑
二
条
城
が
建
築
空
間
に
お
け
る
雁
行
配
置
の
先
行
例
と
い
う
︒

（
21
）  

﹃
古
今
和
歌
集
﹄
佐
伯
梅
友
校
注
︑
日
本
古
典
文
学
大
系
八
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
五
八

年
︑
一
八
五
頁
︒

（
22
）  

﹁
俊
頼
髄
脳
﹂
橋
本
不
美
男
校
注
・
訳
﹃
歌
論
集
﹄
日
本
古
典
文
学
全
集
五
〇
︑
小
学

館
︑
一
九
七
五
年
︑
四
七
頁
︒

（
23
）  

﹁
右
筆
条
々
﹂﹃
続
群
書
類
従
﹄
第
三
一
輯
下
︑
訂
正
三
版
︑
続
群
書
類
従
完
成
会
︑

一
九
八
九
年
︑
二
六
二
︱
二
六
三
頁
︒

（
24
）  

﹃
山
水
并
野
形
圖
﹄
尊
經
閣
叢
刊
庚
午
歳
配
本
︑
育
德
財
團
︑
一
九
三
〇
年
︒

（
25
）  

﹁
作
庭
記
﹂
二
三
八
頁
︒

（
26
）  

林
屋
辰
三
郎
﹁
古
代
中
世
の
芸
術
思
想
﹂﹃
古
代
中
世
芸
術
論
﹄︑
七
一
三
頁
︒

（
27
）  

小
松
茂
美
﹃
日
本
書
流
全
史
﹄︑
八
七
頁
︒

（
28
）  

同
前
︑
三
七
九
頁
︒

（
29
）  

桑
田
笹
舟
﹃
笹
舟
か
な
教
室
﹄
基
礎
上
︑
内
山
松
魁
堂
︑
一
九
七
三
年
︑
一
一
一
頁
︒

（
30
）  

安
東
聖
空
﹃
か
な
古
筆
美
の
研
究
﹄
第
七
巻
︑
同
朋
舎
︑
一
九
八
六
年
︑
一
六
二
頁
︒

生
前
の
安
東
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
座
談
会
で
の
述
懐
︒
桑
田
は
︑
安
東
が
﹁
散
ら
す
と

い
う
こ
と
は
︑
本
当
は
ま
と
め
る
と
い
う
こ
と
﹂
だ
と
門
弟
に
教
え
て
い
た
こ
と
を
明

か
し
つ
つ
︑
こ
れ
が
安
東
の
心
の
一
番
の
源
で
あ
り
︑
桑
田
自
身
を
貫
い
て
き
た
も
の

で
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒

（
31
）  

同
前
︑
七
二
︱
七
三
頁
︒

（
32
）  

桑
田
笹
舟
﹃
笹
舟
か
な
教
室
﹄︑
一
一
〇
︱
一
八
一
頁
︒

（
33
）  

﹁
本
朝
字
府
秘
伝
﹂
附
録
︑
人
文
学
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
共
同
利
用
セ
ン
タ
ー
︑

二
〇
一
七
年
︑http://codh.rois.ac.jp/pm

jt/book/200022017/

（
参
照 

二
〇
二
一
年
五

月
一
日
）︒
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）︑
前
田
圖
南
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
︒
巻
一
～
五
と

附
録
か
ら
な
る
︒
用
例
は
︑
祝
言
状
の
墨
継
ぎ
や
書
式
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
︑
文
章

墨
ツ
ギ
大
略
︑
猶
々
書
之
事
の
項
に
見
え
る
︒

（
34
）  

仲
谷
洋
平
・
藤
本
浩
一
編
著
﹃
美
と
造
形
の
心
理
学
﹄
北
大
路
書
房
︑
一
九
九
三
年
︑

一
四
︱
一
五
頁
︑
お
よ
び
日
本
図
学
会
編
﹃
図
の
美
学
﹄
森
北
出
版
︑
一
九
九
八
年
︑

四
三
︱
四
四
頁
︒

（
35
）  

同
前
二
書
︒

（
36
）  

桑
田
笹
舟
﹃
笹
舟
か
な
教
室
﹄︑
一
五
一
頁
︒

（
37
）  

同
前
︑
一
四
七
︱
一
六
三
頁
︒

（
38
）  

同
前
︑
一
一
二
頁
︒

（
39
）  

継
色
紙
に
つ
い
て
︑
例
え
ば
文
部
科
学
省
検
定
教
科
書
﹃
新
編
書
道
Ⅰ
﹄
教
育
出
版
︑

二
〇
一
七
年
︑
一
〇
二
︱
一
〇
三
頁
な
ど
︒
本
阿
弥
光
悦
筆
和
歌
巻
に
つ
い
て
︑
森
岡

隆
﹁
鶴
下
絵
・
鹿
下
絵
等
和
歌
巻
三
巻
に
見
る
光
悦
ス
タ
イ
ル
﹂
書
学
書
道
史
学
会
編

﹃
書
学
書
道
史
論
叢
／
二
〇
一
一
﹄
萱
原
書
房
︑
二
〇
一
一
年
︑
四
九
五
︱
五
二
二
頁
︒

（
40
）  

杉
岡
華
邨
﹃
書
道
技
法
講
座
︿
か
な
﹀
寸
松
庵
色
紙
﹄
二
玄
社
︑
一
九
七
六
年
︑

七
二
︱
九
六
頁
︒

（
41
）  

同
前
︒
各
形
式
の
解
説
で
は
行
脚
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
り
︑﹁
行
脚
の
点
を
結
ぶ
線

が
示
す
よ
う
に
﹂
と
い
う
表
現
も
見
え
る
︒

（
42
）  Birkhoff, G

. D
. Aesthetic M

easure. C
am

bridge: H
arvard U

niversity Press, 1933, pp. 

3–4.
（
43
）  
次
の
文
献
を
参
照
し
た
︒

 
 

ジ
ョ
ー
ジ
・
ド
ー
チ
著
︑
多
木
浩
二
訳
﹃
デ
ザ
イ
ン
の
自
然
学
︱
︱
自
然
・
芸
術
・

建
築
に
お
け
る
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
﹄
青
土
社
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
二
四
︱
一
二
五
頁
︒

 
 

関
西
剛
康
﹁
枯
山
水
の
景
観
構
成
に
み
る
山
水
画
の
影
響
に
関
す
る
一
考
察
﹂﹃
ラ
ン

ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
：
日
本
造
園
学
会
誌
﹄
六
九
巻
五
号
︑
二
〇
〇
六
年
︑
六
八
七
︱
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六
九
〇
頁
︒

 
 

細
野
透
﹃
謎
深
き
庭 

龍
安
寺
石
庭
︱
︱
十
五
の
石
を
め
ぐ
る
五
十
五
の
推
理
﹄
淡
交

社
︑
二
〇
一
五
年
︑
一
七
一
︱
一
七
二
頁
︒

（
44
）  

ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
・
ア
リ
ス
テ
ィ
デ
ス
著
︑
平
谷
早
苗
編
﹃
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
レ
ッ
ス

ン
︱
︱
古
典
に
学
ぶ
リ
ア
リ
ズ
ム
絵
画
の
構
図
と
色
﹄
ボ
ー
ン
デ
ジ
タ
ル
︑
二
〇
一
四

年
︑
二
六
︱
四
一
頁
︒
長
方
形
の
構
図
線
や
ル
ー
ト
長
方
形
な
ど
︑
様
々
な
パ
タ
ー
ン

が
あ
る
︒

（
45
）  

桑
田
笹
舟
﹃
笹
舟
か
な
教
室
﹄︑
一
七
八
頁
︒

（
46
）  

本
稿
の
歌
番
号
は
全
て
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
よ
る
︒﹃
古
今
和
歌
集
﹄
二
一
五
番
は

﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
第
一
巻
︑﹁
新
編
国
歌
大
観
﹂
編
集
委
員
会
︑
角
川
書
店
︑

一
九
八
三
年
︑
一
四
頁
︒

（
47
）  

参
考
値
と
な
る
角
度
はAdobe Photoshop 2021

を
用
い
て
計
測
し
た
︒

（
48
）  

﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄︑
一
一
頁
︒
た
だ
し
寸
松
庵
色
紙
で
は
﹁
梅
が
ゝ
を
﹂
が
﹁
梅
の

香
を
﹂
と
書
写
さ
れ
︑﹁
と
ゝ
め
て
は
﹂
が
﹁
と
め
た
ら
ば
﹂
と
書
写
さ
れ
て
い
る
︒
前

者
は
関
戸
本
︑
高
野
切
な
ど
に
︑
後
者
は
元
永
本
︑
筋
切
な
ど
に
同
例
が
あ
る
︒
校
異

に
つ
い
て
は
︑
片
桐
洋
一
﹃
古
今
和
歌
集
全
評
釈
﹄
上
︑
講
談
社
︑
一
九
九
八
年
︑

四
八
六
頁
を
参
照
し
た
︒
な
お
︑
筋
切
と
元
永
本
は
同
筆
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
本
文

も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
（
片
桐
同
書
︑
四
三
頁
）︒

（
49
）  

図
18 Panel 1

の
紙
面
（
野
村
美
術
館
蔵
品
）
に
お
け
る
散
ら
し
書
き
に
つ
い
て
は
︑

笠
島
忠
幸
﹁
散
ら
し
書
き
表
現
の
展
開
﹂﹃
日
本
美
術
に
お
け
る
書
の
造
形
史
﹄
笠
間
書

院
︑
二
〇
一
三
年
︑
一
六
五
︱
一
六
六
頁
に
も
論
考
が
あ
る
︒
笠
島
は
本
紙
に
雲
母
刷

り
さ
れ
た
花
菱
調
（
花
襷
）
の
下
絵
文
様
が
形
成
す
る
斜
め
格
子
に
調
子
を
合
わ
せ
つ

つ
︑
本
紙
の
散
ら
し
書
き
が
階
段
状
に
各
行
頭
を
下
げ
て
い
く
と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ

の
論
で
特
に
注
視
さ
れ
る
の
は
︑
一
行
目
の
﹁
す
が
は
ら
の
あ
そ
ん
﹂
と
い
う
歌
の
詠

み
手
の
名
と
和
歌
本
文
と
を
書
く
際
と
で
書
写
意
識
の
切
り
替
わ
り
が
な
い
と
い
う
指

摘
で
あ
る
︒
詠
み
手
の
名
を
本
文
と
同
じ
意
識
で
書
く
と
い
う
こ
と
は
︑
散
ら
し
書
き

に
あ
た
っ
て
も
書
式
と
し
て
切
り
替
え
る
意
識
の
無
い
こ
と
を
意
味
す
る
︒
こ
れ
に

よ
っ
て
詠
み
手
の
名
が
書
さ
れ
た
一
行
目
が
本
文
よ
り
も
高
く
位
置
取
り
す
る
こ
と
を

大
胆
に
も
可
能
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
下
絵
や
文
様
と
書
き
手
の
書
字
行
為
と

の
関
係
に
は
︑
直
接
な
い
し
緩
や
か
に
関
与
す
る
場
合
と
︑
下
絵
や
文
様
を
感
受
し
な

が
ら
も
全
く
関
与
し
な
い
場
合
と
が
あ
る
︒
例
え
ば
同
じ
花
襷
文
様
で
あ
る
近
傍
の

二
七
四
番
歌
紙
面
は
︑
文
様
の
影
響
を
全
く
受
け
ず
に
書
写
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
寸

松
庵
色
紙
﹂
で
は
︑
杉
岡
に
よ
る
﹁
左
右
分
裂
式
﹂
に
お
け
る
左
右
の
各
集
団
は
︑
行

頭
を
素
直
に
下
げ
て
い
く
構
成
が
多
い
︒
な
お
下
絵
と
書
写
行
為
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
他
に
も
屢
々
言
及
が
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
前
掲
森
岡
︑
五
〇
三
︱
五
一
〇
頁
の
論

考
︑
仮
名
の
散
ら
し
書
き
を
テ
ー
マ
に
執
筆
さ
れ
た
技
法
書
で
あ
る
︑
横
山
煌
平
﹃
プ

ロ
に
学
ぶ
書
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
4
　
散
ら
し
﹄︑
可
成
屋
︑
二
〇
〇
一
年
︑
八
〇
︱
八
一
頁

な
ど
︒

（
50
）  

一
九
〇
六
年
ま
で
石
川
県
前
田
家
に
十
六
首
半
の
零
本
が
原
装
の
ま
ま
伝
存
し
︑
現

在
は
田
中
親
美
の
複
製
本
に
よ
っ
て
原
形
が
伝
え
ら
れ
る
︒﹃
繼
色
紙
﹄
日
本
名
跡
叢
刊 

平
安
六
十
選
一
二
︑
島
谷
弘
幸
解
説
︑
二
玄
社
︑
二
〇
〇
一
年
︑
七
五
頁
参
照
︒
ま
た

後
に
は
桑
田
笹
舟
に
よ
る
復
元
本
﹃
粘
葉
本
染
紙
私
歌
集
（
継
色
紙
）﹄
笹
波
出
版
︑

一
九
八
八
年
︑
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
桑
田
に
よ
る
同
復
元
本
の
解
説
に
︑
寸
法

は
伝
存
資
料
の
最
大
の
も
の
を
原
寸
と
し
て
復
元
し
た
由
︑
補
記
さ
れ
て
い
る
︒

（
51
）  

前
述
の
前
田
家
蔵
零
本
に
お
い
て
見
開
き
一
紙
と
な
っ
て
い
た
紙
面
か
ら
選
定
し
た
︒

選
定
に
は
︑
桑
田
笹
舟
﹃
粘
葉
本
染
紙
私
歌
集
（
継
色
紙
）
解
説
﹄
笹
波
出
版
︑

一
九
八
八
年
︑
三
四
︱
三
八
頁
の
復
元
表
を
参
照
し
た
︒
復
元
表
に
は
︑
同
零
本
の

十
六
首
半
を
含
め
た
紙
面
情
報
が
一
覧
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
︒

（
52
）  

﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄︑
三
二
頁
︒
た
だ
し
継
色
紙
で
は
﹁
か
の
も
﹂
が
﹁
か
の
お
も
﹂

と
書
写
さ
れ
て
い
る
︒

（
53
）  
同
前
︑
一
七
頁
︒
た
だ
し
継
色
紙
で
は
﹁
雪
に
ま
じ
り
て
﹂
が
﹁
雪
に
ま
が
ひ
て
﹂

と
書
写
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
同
例
は
元
永
本
︑
筋
切
な
ど
に
も
確
認
さ
れ
る
︒
校
異
に

つ
い
て
は
︑
前
掲
片
桐
︑
一
〇
七
九
頁
を
参
照
し
た
︒

（
54
）  

桑
田
笹
舟
﹃
粘
葉
本
染
紙
私
歌
集
（
継
色
紙
）﹄︒
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（
55
）  
平
田
光
彦
﹁
王
朝
仮
名
古
筆
に
あ
ら
わ
れ
た
美
の
諸
相
﹂︑
一
一
︱
一
二
頁
も
参
照
︒

（
56
）  
桑
田
笹
舟
﹃
粘
葉
本
染
紙
私
歌
集
（
継
色
紙
）
解
説
﹄︑
二
四
頁
︒

（
57
）  

﹃
図
の
美
学
﹄︑
四
六
︱
四
七
頁
︒

（
58
）  

ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
・
ア
リ
ス
テ
ィ
デ
ス
﹃
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
レ
ッ
ス
ン
﹄︑
六
四
頁
︒

（
59
）  

小
松
茂
美
﹁
元
永
本
・
公
任
本
古
今
和
歌
集
の
研
究
﹂﹃
小
松
茂
美
著
作
集
﹄
第
六
巻
︑

旺
文
社
︑
一
九
九
八
年
︑
一
四
五
︱
二
七
五
頁
︒

（
60
）  

糸
で
綴
じ
ら
れ
た
和
本
装
訂
の
名
称
は
諸
説
混
乱
し
て
お
り
用
語
が
一
定
し
な
い
︒

こ
こ
で
は
糸
で
綴
じ
ら
れ
て
い
る
と
の
み
記
す
こ
と
と
し
た
︒
用
語
に
つ
い
て
は
書
道

や
書
誌
学
に
お
け
る
諸
賢
の
論
考
を
参
照
し
た
︒
例
え
ば
︑
小
松
茂
美
﹁
古
筆
学
聚
稿

一
﹂﹃
小
松
茂
美
著
作
集
﹄
第
二
一
巻
︑
旺
文
社
︑
一
九
九
八
年
︑
五
一
九
︱
五
二
四
頁
︑

山
中
康
行
﹁
20
世
紀
に
お
け
る
和
装
本
装
訂
名
称
研
究
の
展
開
︱
︱
和
本
の
装
訂
呼
称

に
関
す
る
一
考
察
﹂﹃
京
都
女
子
大
学
図
書
館
情
報
学
研
究
紀
要
﹄
第
三
号
︑
二
〇
一
六

年
︑
一
︱
七
一
頁
︑
ほ
か
︒

（
61
）  

﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄︑
一
八
頁
︒
た
だ
し
元
永
本
で
は
﹁
人
を
﹂
が
﹁
人
に
﹂︑﹁
わ
か

れ
け
る
時
﹂
が
﹁
わ
か
れ
侍
る
時
﹂
と
書
写
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
同
例
は
筋
切
に
も
確

認
さ
れ
る
︒
校
異
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
片
桐
︑
中
︑
八
六
頁
を
参
照
し
た
︒

（
62
）  

同
前
︑
一
八
頁
︒
た
だ
し
元
永
本
で
は
﹁
つ
か
ひ
﹂
が
﹁
つ
か
ゐ
﹂
と
書
写
さ
れ
て

い
る
︒
ま
た
﹁
つ
ご
も
り
が
た
に
﹂
が
﹁
つ
ご
も
り
に
﹂
と
書
写
さ
れ
て
お
り
︑
同
例

が
筋
切
な
ど
に
確
認
さ
れ
る
︒
ほ
か
﹁
さ
け
た
う
び
け
る
﹂
が
﹁
さ
け
た
う
べ
け
る
﹂

と
書
写
さ
れ
て
お
り
︑
同
例
が
筋
切
︑
建
久
二
年
俊
成
本
な
ど
に
確
認
さ
れ
る
︒
校
異

に
つ
い
て
は
︑
前
掲
片
桐
︑
中
︑
九
三
頁
を
参
照
し
た
︒

（
63
）  

同
前
︑
一
八
頁
︒
た
だ
し
元
永
本
で
は
﹁
と
よ
め
り
け
る
か
へ
し
﹂
が
﹁
か
へ
し
﹂

と
書
写
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
同
例
は
筋
切
に
も
確
認
さ
れ
る
︒
校
異
に
つ
い
て
は
︑
前

掲
片
桐
︑
中
︑
一
一
六
頁
を
参
照
し
た
︒

（
64
）  

矢
萩
喜
従
郎
﹃
平
面 

空
間 

身
体
﹄
誠
文
堂
新
光
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
四
五
︱
七
二
頁
︒

（
65
）  

村
上
翠
亭
﹁
散
ら
し
書
き
の
魅
力
﹂︑
一
四
頁
︒

（
66
）  

エ
ミ
ー
ル
・
ル
ー
ダ
ー
著
︑
雨
宮
郁
江
・
室
賀
清
徳
訳
﹃
本
質
的
な
も
の
﹄
誠
文
堂

新
光
社
︑
二
〇
一
三
年
︑
六
六
頁
︒

（
67
）  

安
東
聖
空
﹃
か
な
古
筆
美
の
研
究
﹄︑
六
五
頁
︒

（
68
）  

W
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
著
︑
宮
島
久
雄
訳
﹃
点
と
線
か
ら
面
へ
﹄
中
央
公
論
美
術

出
版
︑
一
九
九
五
年
︑
二
七
頁
︒

図
版
出
典
一
覧

1
︑
小
松
茂
美
監
修
﹃
仮
名
消
息
﹄
日
本
名
跡
叢
刊 

平
安
六
十
選
八
︑ 

二
玄
社
︑
二
〇
〇
一

年
︑
一
二
頁

2
︑
同
前
︑
一
五
頁

3
︑
同
前
︑
一
一
頁

4
︑
同
前
︑
一
三
頁

5
︑
同
前
︑
三
五
頁

6
︑ ﹃
光
明
皇
后
　
空
海
　
最
澄
集
﹄
日
本
名
筆
選
三
六
︑ 

二
玄
社
︑
一
九
九
五
年
︑
八
四
︱

八
五
頁

7
︑
同
前
︑
一
五
頁

8
︑
横
山
煌
平
編
﹃
和
様
の
書
美
﹄
二
玄
社
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
八
頁

9
︑ 

桑
田
笹
舟
﹃
笹
舟
か
な
教
室
﹄
基
礎
上
（
内
山
松
魁
堂
︑
一
九
七
三
年
︑
一
三
五
︱

一
三
七
頁
）
を
元
に
︑
筆
者
が
作
図
・
再
現
し
た

10
︑
同
前
（
一
四
七
︱
一
六
三
頁
）
を
元
に
︑
筆
者
が
作
図
・
再
現
し
た

11
︑ 

杉
岡
華
邨
﹃
書
道
技
法
講
座
︿
か
な
﹀
寸
松
庵
色
紙
﹄（
二
玄
社
︑
一
九
七
六
年
︑
七
五

頁
）
を
元
に
︑
筆
者
が
作
図
・
再
現
し
た

12
︑ 
ジ
ョ
ー
ジ
・
ド
ー
チ
著
︑
多
木
浩
二
訳
﹃
デ
ザ
イ
ン
の
自
然
学
︱
︱
自
然
・
芸
術
・
建

築
に
お
け
る
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
﹄（
青
土
社
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
二
五
頁
）
を
元
に
︑
筆

者
が
作
図
し
た

13
︑ 

杉
岡
華
邨
﹃
書
道
技
法
講
座
︿
か
な
﹀
寸
松
庵
色
紙
﹄（
七
五
頁
）
を
元
に
︑
筆
者
が
作

図
・
再
現
し
補
助
線
を
加
筆
し
た

14
︑
同
前
を
元
に
︑
筆
者
が
作
図
・
再
現
し
補
助
線
を
加
筆
し
た
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15
︑
桑
田
笹
舟
﹃
笹
舟
か
な
教
室
﹄（
一
七
七
頁
）
を
元
に
︑
筆
者
が
作
図
・
再
現
し
た

16
︑ ﹃
寸
松
庵
色
紙
﹄
日
本
名
筆
選
一
二
（
二
玄
社
︑
一
九
九
三
年
︑
一
三
頁
）
に
筆
者
が
補

助
線
を
加
筆
し
た

17
︑
同
前
（
三
頁
）
に
筆
者
が
補
助
線
を
加
筆
し
た

18
︑
同
前
（
五
︑ 
一
八
頁
）
に
筆
者
が
補
助
線
を
加
筆
し
た

19
・
20
︑﹃
継
色
紙
﹄
日
本
名
跡
叢
刊 

平
安
六
十
選
一
二
（
二
玄
社
︑
二
〇
〇
一
年
︑
三
〇
頁
）

に
筆
者
が
補
助
線
を
加
筆
し
た

21
︑
同
前
（
一
九
頁
）
に
筆
者
が
補
助
線
を
加
筆
し
た

22
︑
同
前
（
二
九
頁
）
に
筆
者
が
補
助
線
を
加
筆
し
た

23
・
24
︑﹃
継
色
紙
﹄
日
本
名
筆
選
一
三
（
二
玄
社
︑
一
九
九
三
年
︑
一
二
︱
一
三
頁
）
に
筆

者
が
補
助
線
を
加
筆
し
た

25
︑ ﹃
元
永
本
古
今
集
　
上
﹄
日
本
名
筆
選
三
一
（
二
玄
社
︑
一
九
九
四
年
︑
一
〇
二
︱

一
〇
三
頁
）
に
筆
者
が
補
助
線
を
加
筆
し
た

26
︑
同
前
（
一
〇
八
︱
一
〇
九
頁
）
に
筆
者
が
補
助
線
を
加
筆
し
た

27
︑
同
前
（
一
二
八
︱
一
二
九
頁
）
に
筆
者
が
補
助
線
を
加
筆
し
た


