
書

�

宇
佐
美
�
理

著

中
國
藝
�
理
論
�
硏
究

塚

本

�

閏

一

從
來
の
大
學
を
中
心
と
し
た
學
�
活
動
に
お
い
て
︑
視
覺
�
形
に
關
す
る
硏
究
は
︑﹁
美
�
�
﹂
と
呼
ば
れ
る
分
野
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
︒
美
�
�
は
一
八
世
紀
中
ご
ろ
の
ド
イ
ツ
で
そ
の
初
	


な
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
︑
そ
の
後
︑
先
行
す
る
硏
究
分
野
で
あ
る
美
學
と
の

分
離
鬭
爭
を
經
て
︑
一
九
世
紀
頃
に
成
立
し
た
比
�


怨
し
い
學
問
分
野
で
あ
る
︒
�
治
以
影
の
先
學
た
ち
は
歐
州
に
留
學
︑
ま
た
は
書
物
を


じ
て
方
法
論
を
學
ぶ
こ
と
で
︑
そ
れ
を
東
洋
藝
�
に
熱
心
に
應
用
し
よ
う
と
し
︑
長
い
時
閒
を
か
け
て
試
行
錯
�
を
繰
り
�
し
な
が
ら
︑
現

在
に
見
る
よ
う
な
日
本
・
中
國
の
美
�
�
の
言
說
を
生
み
出
し
︑
そ
れ
は
戰
後
に
は
大
學
や
美
�
館
︑
�
物
館
な
ど
へ
そ
の
職
業
と
し
て
の
場

を
展
開
す
る
こ
と
で
︑
學


な
自
立
性
を
强
め
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
︒

｢美
�
�
﹂
の
﹁
樣
式
論
﹂
を
基
礎
と
す
る
こ
の
方
法
論
は
︑
當
然
な
が
ら
︑
�
形
と
そ
の
視
覺
形
式
の
存
在
を
�
提
と
し
て
い
た
︒
樣
式

論
は
作
品
を
社
會
の
な
か
で
の
價
値
と
し
て
說
�
す
る
上
で
︑
と
て
も
�
利
な
方
法
論
で
は
あ
る
︒
し
か
も
考
古
學
と
同
樣
に
︑
人
閒
が
視
覺
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で
き
る
世
界
中
す
べ
て
の
�
形
︑
す
な
わ
ち
作
品
に
應
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
︑
そ
の
學
問
と
し
て
の
成
立
當
初
か
ら
强
固
に
內
�
す
る
槪
念

で
あ
っ
た
た
め
︑
東
洋
美
�
�
硏
究
の
初
	
に
あ
っ
て
は
ま
ず
︑
西
洋
美
�
と
の
�
形


︑
槪
念


な
比
�
か
ら
そ
の
藝
�


特
性
を
�
き
出

そ
う
と
す
る
硏
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
︑
�
第
に
そ
れ
は
︑
東
洋
藝
�
自
身
の
個
々
の
樣
式


變
�
を
�
う
精
緻
な
個
別
の
作
品
硏
究
へ
と
展
開

し
て
い
っ
た
︒
そ
れ
は
そ
の
こ
と
で
︑﹁
樣
式
論
﹂
自
身
が
そ
の
�
 


!
效
性
を
持
つ
こ
と
を
立
證
で
き
た
と
と
も
に
︑
東
洋
の
藝
�
活
動

も
ま
た
西
洋
と
同
じ
“
藝
�
”
と
し
て
の
價
値
を
持
つ
こ
と
を
︑
世
界
に
�
言
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
で
あ
る
︒
$
代
の
美
�
硏
究
と
は
す

な
わ
ち
︑
樣
式
論
が
%
世
界
︑
地
域


に
�
 


に
應
用
さ
れ
︑
鋭
用
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る(1

)
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
こ
で
奇
妙
な
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
で
は
︑
私
た
ち
が
見
て
い
る
と
い
う
行
爲
や
︑
�
形
︑
す
な
わ
ち
形
︑

そ
れ
自
身
と
は
一
體
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
︑
と
い
う
疑
問
で
あ
る
︒﹁
美
�
�
﹂
に
よ
る
﹁
樣
式
論
﹂
が
東
ア
ジ
ア
世
界
に
傳
播
す
る
以
�
に

も
﹁
か
た
ち
﹂
は
あ
っ
た
わ
け
で
︑
彼
ら
が
保
持
し
て
い
た
視
覺
の
形
式
す
な
わ
ち
世
界
宴
に
つ
い
て
︑
作
品
の
個
々
の
形
式
の
分
析
を
(
と

し
︑
作
品
の
年
代
︑
眞
僞
︑
品
質
︑
そ
し
て
�
形
の
)
味
を
問
う
こ
と
を
得
)
と
し
て
き
た
樣
式
論
か
ら
そ
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
は
︑
や

は
り
甚
だ
困
難
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
彼
ら
は
一
體
�
形
を
ど
の
よ
う
に
考
え
︑
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
か
︑

と
い
う
個
別
の
疑
問
に
︑
�
 


鋭
用
性
を
�
提
と
す
る
樣
式
論
で
は
︑
答
え
る
こ
と
が
か
え
っ
て
難
し
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

本
書
は
こ
の
よ
う
な
︑
樣
式
論
に
抑
え
+
ま
れ
て
し
ま
っ
た
�
形
へ
の
$
代


思
惟
を
︑
怨
た
な
方
向
に
切
り
開
く
書
物
で
あ
る
︒
著
者
が

﹁
は
じ
め
に
﹂
で
営
べ
る
よ
う
に
﹁﹁
形
あ
る
も
の
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
考
え
て
い
る
こ
の
世
界
﹂
に
關
し
て
︑
彼
ら

の
世
界
の
把
握
の
仕
方
︑
あ
る
は
世
界
の
記
営
の
特
-
の
仕
方
﹂
を
�
ら
か
に
す
る
こ
と
は
︑
從
來
ま
で
の
樣
式
論
を
中
心
と
し
た
�
形
へ
の

分
析
で
は
︑
問
う
こ
と
の
で
き
な
い
“
問
い
”
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
こ
そ
が
︑
�
形
の
根
幹
に
か

か
わ
る
�
も
重
.
で
本
質


な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
︑
誰
も
が
首
肯
す
る
事
實
で
あ
ろ
う
︒

本
書
%
體
は
﹁
は
じ
め
に
﹂
と
﹁
序
違
﹂
に
は
じ
ま
る
九
違
で
/
成
さ
れ
︑
四
部
に
分
割
さ
れ
た
後
︑
個
別
の
問
題
が
織
物
の
模
樣
を
織
り

上
げ
る
よ
う
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
く
︒
單
な
る
單
獨
論
�
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
︑
綿
密
に
計
算
さ
れ
た
本
書
の
/
成
は
以
下
の
と
お
り
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と
な
る
︒

は
じ
め
に

序
違

形
に
つ
い
て

第
一
部

氣
と
形
象
の
問
題

第
一
違

氣
の
問
題

第
二
違

形
象
の
問
題

第
三
違

氣
象
の
問
題

第
二
部

藝
�
に
關
わ
る
諸
槪
念
の
檢
討

第
四
違

快
の
問
題

第
五
違

醜
の
問
題

第
六
違

模
倣
の
問
題

第
三
部

思
想
と
圖
宴

第
七
違

思
想
と
圖
宴

第
四
部

風
景
の
問
題

第
八
違

風
景
の
問
題

(一
)

第
九
違

風
景
の
問
題

(二
)

結

論
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二

以
下
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
論
點
を
ま
と
め
な
が
ら
︑
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
︒
ま
ず
﹁
第
一
部

氣
と
形
象
の
問
題
﹂
で
は
︑
本
書
を

底
す

る
�
も
根
幹
の
問
題
で
あ
る
｢氣
｣
と
｢
形
象
｣
に
つ
い
て
の
思
考
が
開
示
さ
れ
︑
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
問
題
に
各
一
違
が
割
か
れ
て
い
る
︒

｢第
一
違

氣
の
問
題
﹂
で
は
ま
ず
︑
本
來
﹁
無
形
﹂
で
あ
っ
た
﹁
氣
﹂
が
漢
代
に
は
︑
そ
れ
が
無
形
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
特
別
な
も
の
と

し
て
視
覺


に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
こ
の
思
考
は
�
の
六
4
時
代
に
大
き
く
飛
5
す
る
こ
と
が
営
べ
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
謝
赫
や
6
愷

之
に
よ
っ
て
そ
れ
が
﹁
雲
氣
﹂
で
は
な
く
︑﹁
生
き
生
き
と
し
た
﹂﹁
物
體
の
形
象
﹂
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
張
彥
9
に
な
る
と

筆
の
動
き
の
な
か
に
氣
の
液
れ
・
動
き
を
見
よ
う
と
す
る
傾
向
が
濃
厚
と
な
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
氣
と
形
似
の
關
係
性
が
︑
書
論
・
�
學
論
と
の

關
聯
の
も
と
で
說
�
さ
れ
︑
さ
ら
に
﹃
禮
記
﹄
樂
記
:
に
あ
る
︑﹁
何
ら
か
の
存
在
が
︑﹁
氣
﹂
に
よ
っ
て
人
閒
に
働
き
か
け
︑
そ
れ
に
よ
っ
て

人
閒
の
氣
が
影
;
を
<
け
︑
そ
の
氣
が
知
覺
可
能
な
も
の
と
し
て
現
れ
た
も
の
が
作
品
で
あ
る
と
い
う
/
�
﹂
が
中
國
の
藝
�
論
を
荏
	
す
る

﹁
メ
カ
ニ
カ
ル
﹂
な
/
�
で
あ
り
︑
實
は
そ
の
な
か
に
﹁
=
を
比
し
て
之
を
樂
と
し
﹂
と
い
う
�
>


に
人
爲
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
部
分
が
あ
り
︑

そ
こ
に
中
國
の
藝
�
論
が
思
考
を
發
展
さ
せ
る
餘
地
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
し
て
﹁﹁
描
か
れ
る
對
象
の
性
格
﹂
に
左
右
さ
れ

な
い
で
藝
�
作
品
を
?
價
で
き
る
﹂
と
考
え
た
嵆
康
を
︑﹁
樂
記
:
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
對
す
る
反
論
﹂
と
し
て
?
價
し
︑
謝
赫
︑
6
愷
之
の
繪

畫
論
も
︑
樂
記
:
に
反
し
て
繪
畫
の
本
質
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
議
論
と
し
て
位
置
附
け
て
い
る
︒﹁
第
二
違

形
象
の
問
題
﹂
で
は
︑﹁
形
な

き
も
の
が
い
か
に
し
て
形
を
形
成
す
る
か
﹂
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
︑
宋
代
の
繪
畫
理
論
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
る
︒
ま
ず
﹁
�
A
の
跡
﹂
に
つ

い
て
︑
そ
れ
が
﹁
液
れ
る
氣
﹂
が
B
動
し
て
い
る
狀
態
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
︑﹁
は
や
さ
﹂
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
︑
さ
ら

に
﹁
筆
鯵
﹂﹁
精
﹂﹁
游
﹂
が
そ
れ
と
密
接
に
關
聯
す
る
槪
念
で
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
物
體
の
形
象
が
心
に
あ
ら
わ
れ
︑
そ
れ

が
技
�
を
D
う
こ
と
で
畫
面
に
現
れ
出
る
と
い
う
蘇
東
坡
の
考
え
と
︑
畫
面
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
作
者
の
﹁
心
の
狀
態
﹂
で
あ
る
と
い
う
米
芾
︑

そ
し
て
﹁﹁
逸
氣
﹂
と
い
う
︑
い
わ
ば
﹁
形
象
無
き
存
在
﹂
を
形
象
A
﹂
し
た
こ
と
を
�
言
す
る
倪
瓚
の
思
惟
を
對
比


に
論
じ
︑
さ
ら
に
こ

― 107 ―

479



の
﹁
無
形
な
る
氣
か
ら
!
形
な
る
形
象
﹂
を
生
み
出
す
H
I
に
あ
る
﹁
混
成
し
た
形
象
﹂
に
J
目
し
た
畫
家
と
し
て
郭
煕
を
位
置
附
け
て
い
る
︒

著
者
は
こ
こ
で
郭
煕
﹁
早
春
圖
﹂
(一
〇
七
二
年
︑
臺
北
・
國
立
故
宮
�
物
院
)
を
あ
げ
る
︒
そ
し
て
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
﹁
混
成
し
た
筆

跡
﹂
す
な
わ
ち
︑﹁
�
確
に
形
象
を
と
る
以
�
の
形
象
﹂﹁
固
定
し
て
い
な
い
形
象
﹂
こ
そ
が
︑
郭
煕
が
目
指
そ
う
と
し
た
表
現
で
あ
っ
た
と
す

る
︒
こ
れ
は
す
な
わ
ち
︑
輪
郭
線
に
よ
っ
て
固
定
A
さ
れ
た
形
象
の
否
定
で
あ
り
︑
人
爲
の
否
定
で
あ
る
︒
�
A
を
奪
お
う
と
し
た
郭
煕
は
︑

形
象
が
﹁
か
た
ま
る
﹂
こ
と
を
�
も
恐
れ
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
世
界
解
釋
の
仕
方
が
﹁
早
春
圖
﹂
に
は
表
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
︒

美
�
�
硏
究
に
お
い
て
は
︑
小
川
裕
閏
氏
に
よ
っ
て
﹁
早
春
圖
﹂
の
�
形


特
質
が
︑
イ
メ
ー
ジ
を
鑑
賞
者
の
な
か
に
生
K
さ
せ
て
い
く
﹁
イ

マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹂
を
自
覺


に
M
用
し
た
こ
と
に
あ
り
︑
そ
れ
こ
そ
が
中
N
の
潑
墨
家
か
ら
郭
煕
が
繼
承
し
た
�
も
重
.
な
繪
畫


表
現
で

あ
っ
た
こ
と
︑
ま
た
單
な
る
墨
象
か
ら
具
體


な
形
象
が
生
成
し
て
い
く
﹁
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹂
作
用
こ
そ
が
﹁
氣
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
︑
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
て
い
た
が(2

)
︑
本
書
の
出
現
に
よ
っ
て
そ
の
具
體


・
思
想
�


な
位
置
づ
け
が
�
ら
か
に
さ
れ
た
と
言
え

よ
う
︒

｢第
三
違

氣
象
の
問
題
﹂
で
は
い
よ
い
よ
︑
そ
の
氣
と
形
の
關
係
︑
お
よ
び
﹁
氣
象
﹂
に
つ
い
て
の
考
察
が
行
わ
れ
る
︒
ま
ず
︑﹁
胸
中
の

丘
壑
﹂
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
︑
そ
れ
が
理
想


な
イ
メ
ー
ジ
を
畫
面
に
表
現
す
る
︑
と
い
う
)
味
で
は
な
く
︑
本
來
は
﹁
境
地
﹂
を
指
し
て

い
た
こ
と
が
�
ら
か
に
さ
れ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
が
畫
面
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
︑﹁
歷
歷
と
し
て
胸
中
に
羅
列
﹂
し
た
も
の
で
あ
り
︑
あ
る
方
向

か
ら
の
︑
あ
る
一
瞬
の
映
宴
︑
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
郭
煕
の
(
張
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
郭
煕
が
そ
の
よ
う
に
(

張
す
る
の
は
︑
本
來
形
が
な
い
氣
象
を
表
現
す
る
こ
と
が
繪
畫
表
現
と
し
て
可
能
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
り
︑
そ
れ
が
﹁
畫
面
%
體
で
一
つ

の
作
品
で
あ
る
﹂
と
す
る
こ
と
で
︑
%
體
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
氣
象
を
表
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
郭
煕
山
水
畫
の
)
味
で
あ
る
と
す
る
︒
そ

し
て
�
後
に
︑
で
は
こ
こ
ま
で
考
察
し
て
き
た
﹁
氣
﹂
と
﹁
形
﹂
の
關
係
性
に
つ
い
て
︑
再
び
思
考
が
め
ぐ
ら
さ
れ
る
︒

す
な
わ
ち
そ
れ
は
︑﹁
ど
の
段
階
で
形
象
が
あ
ら
わ
れ
る
の
か
﹂
と
い
う
問
い
︑
そ
れ
自
體
へ
の
問
い
で
あ
る
︒
著
者
は
こ
の
よ
う
な
﹁
か

た
ち
﹂
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
�
提
と
し
た
﹁
問
い
﹂
こ
そ
は
︑﹁
繪
畫
の
發
生
と
と
も
に
生
じ
て
き
た
怨
し
い
疑
問
﹂
な
の
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だ
と
論
じ
る
︒
私
た
ち
は
﹁
か
た
ち
﹂
を
Q
っ
て
世
界
を
切
り
刻
み
︑
)
味
を
付
與
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
︒
繪
畫
は
そ
の
こ
と
で
生
ま
れ
た

の
だ
が
︑
今
度
は
繪
畫
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
實
は
世
界
に
無
形
の
﹁
氣
﹂
と
は
別
の
﹁
か
た
ち
﹂
が
存
在
し
て
い
る
も
の
と
思

い
+
み
︑
そ
の
兩
者
の
關
係
性
を
考
え
始
め
て
し
ま
っ
た
︒
し
か
し
實
は
﹁
氣
﹂
と
﹁
形
﹂
は
連
續
し
た
も
の
で
あ
り
︑
斷
絕
は
し
て
い
な
い
︒

こ
の
連
續
性
こ
そ
が
�
も
重
.
な
實
感
な
の
で
あ
る
︑
と
す
る
︒
こ
こ
で
說
か
れ
て
い
る
の
は
︑
中
國
藝
�
の
根
幹
に
か
か
わ
る
思
想
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
﹁﹁
氣
に
は
形
を
と
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
﹂
と
い
う
︑
氣
自
體
が
持
っ
て
い
る
﹁
形
に
な
ろ
う
と
す
る
力
﹂﹂
が
あ
る
︒
そ
し
て
そ

れ
は
﹁
心
が
繪
畫
を
生
み
出
す
と
い
う
經
驗


事
實
と
い
う
も
の
が
︑
ま
さ
に
そ
の
﹁
よ
り
形
あ
る
も
の
を
め
ざ
し
て
動
い
て
い
る
﹂
世
界
と

い
う
も
の
を
表
現
し
て
い
る
﹂︒
こ
れ
こ
そ
が
中
國
の
畫
家
た
ち
が
好
ん
で
Q
う
﹁
�
A
と
一
體
に
な
る
﹂
と
い
う
)
味
で
あ
り
︑
そ
れ
を
成

立
さ
せ
る
﹁
天
工

(自
然
な
技
�
)
﹂
の
)
味
で
も
あ
る
︑
と
︒

し
ば
し
ば
中
國
藝
�
は
對
象
の
再
現
性
へ
の
)
欲
が
低
い
藝
�
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
︒
從
來
そ
れ
ら
は
︑
東
洋
畫
の
精
神
性
と
い
う
漠
然
と

し
た
槪
念
で
說
�
さ
れ
て
き
た(3

)
の
だ
が
︑
こ
こ
で
よ
う
や
く
︑
そ
の
世
界
把
握
の
仕
組
み
か
ら
︑
繪
畫
の
發
生
の
根
源
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
︒
郭
煕
が
そ
こ
ま
で
﹁
固
定
し
た
形
象
﹂
を
作
り
出
す
こ
と
を
U
け
た
の
も
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
氣
﹂
と
﹁
形
﹂
の
閒
に
あ
る
無
限
の
連

續
し
た
�
形


な
﹁
力
﹂
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
︑
美
�
�
學
が
そ
の
時
代


な
特
-
と
し
て
(
張
し
て
き
た
︑
宋
畫
の

持
つ
纖
細
な
時
閒
や
移
ろ
い
ゆ
く
光
の
表
現
︑
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
の
卓
越
し
た
描
寫
力(4

)
も
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
氣
﹂
が
﹁
形
﹂
を
生
み
出
し

て
い
こ
う
と
す
る
﹁
力
﹂
の
存
在
と
そ
の
生
成
H
I
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
本
書
を
貫
く
︑
も
っ
と
も
重
.
な
氣
の
思
想

が
開
示
さ
れ
た
部
分
で
あ
り
︑
こ
の
部
分
が
書
物
の
堅
牢
な
經
糸
と
な
っ
て
議
論
は
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

續
い
て
﹁
第
二
部

藝
�
に
關
わ
る
諸
槪
念
の
檢
討
﹂
で
は
︑﹁
快
﹂﹁
醜
﹂﹁
模
倣
﹂
と
い
う
三
つ
の
槪
念
に
つ
い
て
檢
討
が
加
え
ら
れ
る
︒

こ
の
三
つ
の
槪
念
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
$
代
西
洋
美
學
の
成
立
に
と
も
な
っ
て
︑
多
く
議
論
さ
れ
て
き
た
槪
念
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
著
者
は

こ
こ
で
あ
え
て
︑
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
中
國
の
藝
�
思
想
�
で
は
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
そ
れ
ら
の
槪
念
に
つ
い
て
再
考
し
て
み
せ
る
︒
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｢第
四
違

快
の
問
題
﹂
で
は
︑﹁
快
﹂
に
は
﹁
肉
體


な
も
の
﹂
と
﹁
精
神


な
も
の
﹂
が
あ
り
︑
儒
は
�
者
を
園
底


に
否
定
し
て
き
た

が
︑﹁
精
神


な
快
﹂
に
對
し
て
も
︑﹁
肉
體


・
感
性


な
快
﹂
を
以
て
し
か
說
�
で
き
な
い
と
言
う
矛
盾
を
V
え
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
︑

﹁
藝
�
作
品
は
﹁
快
を
以
て
享
<
﹂
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑﹁
理
解
﹂
す
べ
き
存
在
と
な
っ
た
と
い
う
︒

こ
こ
で
議
論
は
さ
ら
に
一
段
深
め
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
�
 


美


W
斷
﹂
の
問
題
で
あ
る
︒
西
洋
美
學
で
も
カ
ン
ト
以
來
︑
感
性
や
快

の
�
 
性
に
つ
い
て
は
そ
の
議
論
の
中
心


な
課
題
で
あ
っ
た
︒
で
は
中
國
で
は
ど
う
な
の
か
︑
と
い
う
疑
問
に
對
し
て
著
者
は
︑﹁
ち
が
う

よ
う
に
見
え
て
も
同
じ
X
の
荏
	
下
に
あ
る
﹂
と
い
う
の
は
中
國
で
は
自
�
の
こ
と
で
あ
り
︑﹁
感
性
が
<
け
取
る
も
の
は
︑
ま
っ
た
く
ち
が

う
も
の
な
の
に
︑
感
性
は
%
く
同
じ
一
つ
の
W
斷
を
す
る
﹂︑
つ
ま
り
﹁
そ
う
い
う
能
力
を
感
性
は
持
っ
て
い
る
﹂
と
し
︑
こ
の
美


W
斷
力

と
い
う
も
の
を
︑
人
閒
が
共

し
て
持
っ
て
い
る
能
力
と
考
え
る
こ
と
は
︑
中
國
の
藝
�
思
想
�
を
/
築
す
る
上
で
も
�
も
重
.
な
�
提
で
あ

る
と
さ
れ
る
︒

續
い
て
﹁
第
五
違

醜
の
問
題
﹂
に
お
い
て
は
﹁
醜
﹂
を
め
ぐ
る
槪
念
が
議
論
さ
れ
る
︒
こ
れ
も
從
來
ま
で
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
槪
念
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
ま
ず
﹁
醜
﹂
と
は
︑﹁
生
理


な
不
快
﹂
を
と
も
な
う
槪
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
営
べ
ら
れ
た
後
︑
そ

れ
ゆ
え
に
X
德


な
美
と
﹁
た
す
き
掛
け
﹂
で
論
じ
ら
れ
る
も
の
と
な
り
得
た
こ
と
が
営
べ
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
た
す
き
掛
け
﹂
の
理
論

は
宋
代
の
﹁
枯
木
怪
石
﹂
と
い
っ
た
︑
變
わ
っ
た
か
た
ち
そ
れ
自
體
を
描
く
の
で
は
な
く
︑﹁
畫
家
自
ら
﹂
が
﹁
怪
衣
な
形
象
を
石
に
付
與
す

る
﹂
と
い
う
宋
代
の
繪
畫
創
作
の
原
理
と
も
關
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
淸
の
劉
熙
載
が
︑
韓
·
や
梅
堯
臣
を
﹁
醜
を
以
て
美
と
し
た
﹂

と
い
う
點
を
あ
げ
︑
そ
れ
ら
は
決
し
て
﹁
醜
﹂
な
る
も
の
を
﹁
美
﹂
と
W
斷
し
た
の
で
は
な
く
︑﹁
醜
﹂
な
る
も
の
を
�
學
と
い
う
手
段
で
私

た
ち
に
﹁
<
容
可
能
な
も
の
﹂
と
し
て
提
示
し
た
の
だ
と
解
釋
す
る
︒
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
︑
著
者
が
�
後
に
擧
げ
る
の
が
�
末
の
山
水
で

あ
る
︒

�
末
の
奇
怪
な
山
水
畫
は
︑
戰
後
の
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
中
國
美
�
�
硏
究
の
中
で
再
?
價
さ
れ
︑
そ
も
そ
も
美
し
く
︑
善
な
る
も
の

を
描
く
べ
き
繪
畫
が
︑
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
奇
怪
な
�
形
を
生
み
出
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑
從
來
の
硏
究
で
も
樣
々
な
見
解
が
営
べ
ら
れ
て
き
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た(
5
)

︒
著
者
は
こ
こ
で
︑
こ
の
よ
う
な
奇
怪
な
山
水
を
描
い
た
人
物
と
し
て
董
其
昌
を
あ
げ
︑
そ
の
山
水
畫
の
成
立
の
理
由
が
︑
山
水
畫
を
﹁
視

覺


に
捉
え
さ
せ
る
﹂
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
︑
と
す
る
︒
生
理


不
快
を
D
わ
な
い
﹁
醜
﹂
が
先
に
�
學
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た

よ
う
に
︑﹁
視
覺
の
高
]
性
﹂
を
示
す
た
め
の
﹁
醜
﹂
は
︑
作
者
の
﹁
�
形
﹂
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
い
う
﹁
ち
か
ら
﹂
に
よ
っ
て
︑
山
水
畫
と

し
て
現
れ
出
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
畫
は
自
然
の
﹁
奇
怪
さ
﹂
に
は
%
く
^
ば
な
い
の
だ
が
︑
繪
畫
と
し
て
の
﹁
視
覺


形
象
﹂
と
し
て
の
優
位

性
を
_
說


に
說
�
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
言
う
︒

そ
し
て
極
め
て
重
.
な
﹁
第
六
違

模
倣
の
問
題
﹂
で
は
︑
中
國
藝
�
の
性
格
を
決
定
づ
け
る
重
.
な
.
素
で
あ
る
模
寫
の
價
値
觀
に
つ
い

て
論
営
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
に
關
し
て
は
︑
美
�
�
學
で
も
た
び
た
び
そ
の
�
形


特
質
に
つ
い
て
は
議
論
さ
れ
て
は
き
た
が(6

)
︑
そ
の
價

値
が
ど
の
よ
う
な
世
界
觀
に
基
づ
い
て
變
�
し
て
き
た
の
か
が
思
考
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
著
者
は
︑
例
え
ば
6
愷
之
は
基
本


に

﹁
模
寫
の
名
手
﹂
で
あ
っ
た
が
︑﹃
世
說
怨
語
﹄
で
は
そ
れ
が
﹁
`
宴
畫
家
﹂
と
し
て
作
り
替
え
ら
れ
︑
後
世
そ
ち
ら
の
方
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

液
布
し
て
い
き
︑﹃
歷
代
名
畫
記
﹄
の
時
代
ま
で
は
﹁
模
寫
で
き
る
作
品
﹂
こ
そ
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︒
こ
れ
に
對
し
て
大
き
な
轉

奄
が
K
き
る
の
が
宋
代
で
︑﹁
作
品
を
制
作
と
い
う
行
爲
の
な
か
で
﹂
考
え
よ
う
と
し
た
米
芾
は
︑﹁
再
生
可
能
な
繪
畫
は
價
値
が
な
い
﹂
と
�

言
す
る
に
至
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
完
%
な
切
り
替
え
が
行
わ
れ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
︑﹁
形
と
氣
が
連
續
し
て
い
る
﹂
こ
と
︑

つ
ま
り
﹁
同
じ
形
象
な
の
だ
か
ら
同
じ
氣
が
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
︑
�
確
に
否
定
す
る
理
論
は
中
國
で
は
つ
い
に
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
さ

れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
複
數
の
考
え
方
が
a
存
し
︑
作
品
の
發
展
と
と
も
に
變
A
し
て
い
く
こ
と
が
︑
中
國
の
藝
�
理
論
と
創
作
を
さ
ら
に
複
雜

な
狀
態
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

一
方
︑
書
に
お
い
て
も
同
樣
で
︑
六
4
︑
N
代
に
は
%
く
同
じ
も
の
が
あ
り
う
る
︑
す
な
わ
ち
模
書
す
る
こ
と
や
そ
の
技
能
は
高
く
?
價
さ

れ
て
い
た
の
に
︑
董
其
昌
に
お
い
て
は
︑﹁
變
﹂
を
求
め
る
立
場
か
ら
模
本
の
價
値
を
否
定
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒
謝
赫
の
當
時
︑
作
品
に

あ
っ
た
の
は
作
者
の
氣
韻
で
は
な
く
︑
作
品
に
描
か
れ
た
對
象
の
氣
韻
で
あ
っ
た
た
め
︑﹁
誰
が
描
い
た
か
﹂
は
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
︑

後
世
に
作
者
(
體
の
價
値
?
價
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
模
寫
の
價
値
は
後
b
し
て
い
く
︒
こ
こ
に
は
︑
作
品
の
價
値
を
決
め
る
﹁
品
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第
﹂
が
作
者
ご
と
に
行
わ
れ
た
と
い
う
シ
ス
テ
ム
自
體
の
c
d
が
あ
る
と
︑
著
者
は
営
べ
て
い
る
︒
模
寫
は
中
國
藝
�
を
特
-
づ
け
る
非
常
に

重
.
な
營
爲
で
あ
り
︑
$
代
美
�
の
價
値
觀
で
は
單
な
る
學
e
や
僞
物
と
い
っ
た
角
度
か
ら
し
か
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
に
對
し
て
︑
こ

こ
で
は
中
國
に
お
け
る
作
品
の
價
値
づ
け
の
%
體
宴
か
ら
そ
の
)
味
が
考
察
さ
れ
て
い
る
︒

｢第
三
部

思
想
と
圖
宴
﹂
で
は
﹁
第
七
違

思
想
と
圖
宴
﹂
の
一
違
を
閏
て
︑
こ
れ
ら
の
氣
と
形
象
を
f
る
思
想
が
︑
ど
の
よ
う
に
具
體



に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
る
︒
ま
ず
︑
中
國
古
代
の
死
生
觀
に
つ
い
て
︑
陰
陽
の
氣
の
結
合
︑
分
離
に
よ
っ
て
說

�
さ
れ
る
﹁
男
女
モ
デ
ル
﹂
と
︑
氣
の
聚
散
に
よ
っ
て
說
�
す
る
﹁
呼
g
モ
デ
ル
﹂
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
を
鯵
單
に
紹
介
さ
れ
︑
墓
や
宗
í
︑

そ
こ
で
の
儀
禮
に
つ
い
て
槪
觀
さ
れ
た
後
︑
議
論
は
﹁
天
門
﹂
に
つ
い
て
の
考
察
に
入
っ
て
い
く
︒
魂
は
飛
び
囘
る
も
の
で
︑
祟
る
こ
と
の
な

い
よ
う
︑
ど
こ
か
落
ち
着
く
場
h
を
見
つ
け
な
く
て
は
い
け
な
い
︒
そ
し
て
﹁
天
門
﹂
と
は
そ
の
奧
に
あ
る
︑
本
來
﹁
無
形
の
世
界
﹂
の
入
り

口
で
あ
る
た
め
︑
そ
れ
自
體
が
か
た
ち
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
︑
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
︑
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
本
質
と
な
る
の
は

堂
室
で
は
な
く
︑
天
門
そ
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
)
味
で
長
ら
く
議
論
さ
れ
て
き
た
﹁
i
人
j
門
﹂
圖
に
つ
い
て
も
︑
そ

の
後
ろ
に
あ
る
無
形
の
世
界
に
招
き
入
れ
る
た
め
の
圖
宴
と
解
釋
さ
れ
る
︒

�
に
問
題
と
な
る
の
が
︑
死
に
臨
ん
だ
時
の
魂
と
肉
體
の
關
係
で
あ
る
︒
肉
體
を
も
っ
た
ま
ま
昇
仙
す
る
尸
解
仙
の
よ
う
な
存
在
も
考
え
出

さ
れ
た
が
︑
人
は
死
後
︑
墓
中
で
暮
ら
す
と
い
う
思
想
も
生
み
出
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
ま
ず
︑
人
の
死
後
の
﹁
魂
﹂
が
し
っ
か
り
と
﹁
天
に
歸

る
﹂
た
め
の
圖
宴

(天
門
)
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
が
﹁
游
魂
﹂
と
な
ら
な
い
よ
う
な
仕
組
み
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
︑
地
上
に
殘
さ
れ
た

﹁
形
體
﹂
も
墓
中
に
作
ら
れ
た
世
界
で
生
き
て
も
い
い
︑
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
︑
墓
室
の
な
か
に
あ
た
か
も
西
王
母
と
生
き
て
い
る
よ
う
な

﹁
疑
似
天
界
﹂
が
作
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
﹁
天
界
と
い
う
﹁
死
後
に
い
く
世
界
﹂
を
)
味
す
る
と
同
時
に
︑﹁
形
體
を
D
っ
た
靈
魂
が
存
在
す
る
世

界
﹂
と
し
て
の
天
界
﹂
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
性
を
持
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
�
後
に
問
題
と
な
る
の
が
︑
こ
の
よ
う
な
思
想
の
液
れ
と
個
々
の

作
品
に
殘
さ
れ
た
豐
富
な
圖
宴
世
界
は
ど
の
よ
う
に
聯
關
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
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著
者
は
そ
れ
を
﹁
圖
宴
A
に
よ
る
思
想
の
變
容
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
說
�
を
加
え
る
︒
魂
や
死
後
の
世
界
は
︑
思
想
で
い
え
ば
﹁
ナ
ニ
モ

ナ
イ
﹂
世
界
な
の
で
︑
視
覺


に
イ
メ
ー
ジ
A
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
﹁﹁
個
﹂
の
存
續
﹂
と
い
う
觀
點
か
ら
考
え
て
み
た

時
︑
一
般
人
に
と
っ
て
は
︑
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
﹁
死
﹂
に
對
し
て
不
安
な
イ
メ
ー
ジ
し
か
持
ち
え
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
そ
の
不
安
を
拂
拭

す
る
た
め
に
.
k
さ
れ
た
の
が
︑
死
後
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
體
で
表
す
﹁
視
覺
イ
メ
ー
ジ
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑

﹁
思
想
の
內
部
で
何
か
し
ら
の
變
A
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
﹂︑﹁
圖
宴
A
と
い
う
作
業
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
﹂
怨
し
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
︑

怨
し
い
思
想
で
あ
っ
た
の
だ
と
說
く
︒
つ
ま
り
廣
大
な
墓
室
の
う
ち
︑
細
長
く
物
理


な
壁
面
を
埋
め
る
た
め
に
︑
從
來
の
思
想
︑
テ
キ
ス
ト

A
さ
れ
た
思
想
で
は
說
�
で
き
な
か
っ
た
怨
し
い
圖
宴

(車
馬
行
列
に
よ
る
天
界
へ
の
旅
立
ち
な
ど
)
が
成
立
す
る
︑
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
實

際
︑
い
く
ら
思
想
�
を
考
究
し
て
も
墓
室
內
の
畫
宴
石
や
︑
そ
れ
が
大
量
に
制
作
さ
れ
た
)
味
に
つ
い
て
十
%
に
說
�
で
き
な
い
こ
と
は
︑
數

多
い
︒
中
國
の
圖
宴
は
そ
れ
ほ
ど
多
樣
性
に
滿
ち
︑
生
產
力
に
あ
ふ
れ
て
い
る
︒
こ
の
︑
中
國
美
�
�
家
が
必
ず
直
面
す
る
難
問
に
對
し
て
︑

從
來
ま
で
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
圖
宴
へ
と
い
う
一
方


な
液
れ
で
は
な
く
︑
テ
キ
ス
ト
と
思
想
︑
そ
し
て
圖
宴
が
相
互


に
聯
關
し
な
が
ら
成
立

し
て
い
く
と
い
う
︑
怨
し
い
可
能
性
を
切
り
開
い
た
重
.
な
指
摘
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

�
後
の
﹁
第
四
部

風
景
の
問
題
﹂
で
は
︑
二
違
が
あ
て
ら
れ
︑
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
た
具
體


な
世
界
宴
の
m
識
に
つ
い
て
論
じ

ら
れ
て
い
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑
中
國
繪
畫
の
中
心
(
題
は
山
水
畫
で
あ
り
︑
こ
の
(
題
を
中
國
で
は
n
く
こ
と
な
く
描
き
續
け
て
き
た
︒

著
者
は
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
︑﹁﹁
風
景
﹂
は
形
を
持
た
ぬ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
繪
畫
と
な
っ
て
︑
形
象
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
﹂
か
ら

で
あ
る
と
さ
れ
︑
こ
こ
で
單
な
る
對
象
の
再
現
と
し
て
で
は
な
い
︑﹁
氣
﹂
の
廣
が
る
空
閒
と
し
て
の
﹁
風
景
﹂
を

じ
て
︑
い
か
に
﹁
外



世
界
m
識
の
あ
り
よ
う
﹂
が
/
築
さ
れ
て
い
た
の
か
が
考
察
さ
れ
て
い
る
︒
ま
ず
﹁
第
八
違

風
景
の
問
題

(一
)﹂
で
は
︑﹁
風
景
﹂
の
語
を

め
ぐ
る
先
學
の
硏
究
を
振
り
�
っ
た
後
︑
六
4
	
に
成
熟
し
た
山
水
詩
が
對
象
を
凝
視
し
︑
空
閒


に
も
時
空


に
も
世
界
を
切
り
取
っ
て
そ

の
﹁
光
と
風
﹂
を
う
た
う
分
野
で
あ
っ
た
と
さ
れ
︑
同
時
	
の
山
水
畫
と
の
世
界
m
識
に
つ
い
て
︑
そ
の
/
�


な
類
似
點
と
表
現


な
差
衣
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に
つ
い
て
論
じ
る
︒
山
水
詩
は
﹁
氣
の
存
在
を
﹁
身
體
感
覺
﹂
を
と
も
な
っ
て
讀
者
に
訴
え
か
け
る
﹂
の
に
p
し
て
い
た
の
に
對
し
て
︑﹁
形

象
﹂
の
再
現
に
こ
だ
わ
る
繪
畫
は
︑
こ
の
時
	
の
繪
畫
技
�
と
し
て
は
ま
だ
そ
れ
を
な
し
得
な
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
重
.
な
の
は
︑﹁
山

水
畫
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
︑
あ
く
ま
で

(山
水
と
い
う
)
形
象
で
は
な
く
︑﹁
非
形
象


﹂
な
も
の
で
あ
っ
た
﹂
こ
と
で
あ
り
︑
こ
の

﹁﹁
非
形
象


な
も
の
が
求
め
ら
れ
た
﹂
か
ら
こ
そ
︑
山
水
畫
﹂
も
求
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
だ
と
い
う
︒
こ
こ
に
は
﹁
形
象
﹂
と
﹁
風
景
﹂
を

め
ぐ
る
共

す
る
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒

｢第
九
違

風
景
の
問
題

(二
)﹂
は
︑
身
體
感
覺


世
界
把
握
の
一
例
と
し
て
︑﹁
液
A
﹂
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
著
者
は
︑
光
が

水
と
な
っ
て
身
體
へ
q
r
す
る
よ
う
な
︑﹁
視
覺


﹂
で
は
な
い
﹁
實
感
﹂
を
う
た
っ
た
詩
に
分
析
を
加
え
る
︒
こ
こ
で
は
︑﹁
氣
は
物
體
に
し

み
こ
ん
で
い
く
﹂
の
で
あ
り
﹁
風
景
は
液
體


な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
﹂︑
對
象
と
詩
人
は
﹁
精
神


︑
觀
念


な
結
び
つ
き
﹂

か
ら
︑
さ
ら
に
﹁
具
體


な
感
覺
と
イ
メ
ー
ジ
﹂
に
よ
っ
て
﹁
身
體
の
內
部
に
q
r
﹂
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
液
A
し
た
風

景
﹂
と
は
﹁
無
形
な
る
氣
を
そ
の
ま
ま
把
握
﹂
す
る
と
い
う
點
に
特
-
が
あ
り
︑﹁
散
っ
て
い
る
氣
﹂﹁
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
﹂
氣
の
世
界
に
入
る

や
い
な
や
︑
觀
賞
者
は
そ
の
な
か
を
漂
う
こ
と
に
な
る
︒﹁
こ
こ
で
は
﹁
感
覺
器
官
﹂
の
出
る
幕
は
な
い
﹂
の
で
あ
り
︑
ま
っ
た
く
﹁
t
っ
た

�
元
で
の
世
界
と
の
つ
き
あ
い
方
﹂
が
は
じ
ま
る
︒
こ
こ
に
︑
李
公
年
﹁
山
水
圖
﹂
(
北
宋
︑
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
學
美
�
館
)
の
よ
う
な
︑
風
景
が

身
體
に
q
r
し
て
い
く
感
覺
を
覺
え
る
繪
畫
作
品
を
思
い
K
こ
す
こ
と
は
難
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
れ
は
︑
北
宋
末
	
に
液
行
す
る
﹁
小
景

畫
﹂
と
い
う
槪
念
を
め
ぐ
る
著
者
の
思
想
と
も
連
續
し
て
い
く
問
題
と
な
っ
て
い
る(7

)
︒

三

本
書
%
體
の
閲
め
く
く
り
と
し
て
の
﹁
結
論
﹂
に
は
︑﹁
形
﹂
は
﹁
我
々
が
世
界
を
把
握
す
る
た
め
の
︑
あ
る
い
は
考
え
る
た
め
の
︑
一
つ

の
基
礎


な
X
具
﹂
で
あ
り
﹁
人
閒
に
�
 


な
/
�
﹂
で
あ
る
と
す
る
︒
そ
し
て
﹁﹁
形
﹂
と
は
︑
す
で
に
そ
れ
が
一
つ
の
思
想
﹂
で
あ
り
︑

中
國
繪
畫
は
﹁
形
象
を
超
え
た
も
の
を
�
求
せ
よ
と
い
う
.
k
﹂
と
﹁
形
と
は
根
本


に
か
み
あ
わ
な
い
氣
の
思
想
﹂
と
い
う
﹁
二
つ
の
重
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荷
﹂
を
背
u
っ
て
き
た
が
︑
そ
れ
は
﹁
混
成
す
る
形
象
﹂
や
﹁
風
景
﹂
へ
の
志
向
と
い
っ
た
世
界
把
握
の
方
法
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑

か
え
っ
て
樣
々
な
名
品
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
こ
と
が
営
べ
ら
れ
る
︒﹁﹁
形
﹂
の
思
想
と
氣
の
思
想
と
い
う
二
つ
の
思
想
﹂
の
分
裂
︑
融
合
の

歷
�
こ
そ
が
中
國
藝
�
理
論
の
歷
�
で
あ
る
と
い
う
本
書
の
結
論
と
そ
の
論
営
の
H
I
は
︑
樣
々
な
﹁
名
品
﹂
た
ち
が
生
み
出
さ
れ
︑
?
價
さ

れ
︑
傳
承
さ
れ
て
き
た
﹁
中
國
﹂
と
い
う
藝
�
空
閒
の
特
性
を
考
え
る
際
に
︑
�
も
根
本


な
視
點
を
與
え
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

從
來
ま
で
著
者
の
發
表
し
て
き
た
︑
そ
れ
ま
で
の
ど
の
藝
�
論
や
畫
論
硏
究
に
も
な
い
獨
自
の
觀
點
か
ら
の
論
�
に
は
︑
常
に
驚
か
さ
れ
續

け
て
き
た
︒
そ
れ
と
︑
個
々
の
作
品
硏
究
や
そ
れ
を
鑑
賞
し
て
い
る
自
分
自
身
の
立
場
を
反
省
︑
相
對
A
し
︑
さ
ら
に
大
き
な
﹁
世
界
把
握
の

仕
方
を
﹁
形
を
用
い
て
﹂﹂﹁
抽
象
し
て
示
し
て
い
る
﹂
も
の
と
し
て
視
覺


な
作
品
群
を
再
定
義
し
て
い
く
こ
と
は
︑
本
書
が
美
�
�
硏
究
に

も
た
ら
す
�
も
重
.
な
福
=
と
な
る
に
t
い
な
い
︒

從
來
ま
で
の
中
國
藝
�
論
の
硏
究
と
言
え
ば
︑﹃
藝
�
論
集
﹄
(中
國
�
�
w
︑
福
永
光
司
︑
4
日
怨
聞
社
︑
一
九
七
一
年
)
や
﹃
畫
論
﹄
(中
國
古

典
怨
書
︑
古
原
宏
伸
︑
一
九
七
三
年
)
︑
Susan
B
ush
and
H
sio-yen
Shih,E
arly
C
h
in
ese
texts
on
pain
tin
g,H
arvard
U
niversity
P
ress,

1985︑
の
よ
う
な
譯
J
︑
ま
た
は
︑
傅
V
石
﹃
中
國
繪
畫
理
論
﹄
商
務
印
書
館
︑
一
九
三
六
年
︑
の
よ
う
な
創
作
に
役
に
立
つ
基
本
知
識
を
ま

と
め
た
書
物
や
︑
徐
復
觀
﹃
中
國
藝
�
精
神
﹄
臺
灣
學
生
書
局
︑
一
九
六
〇
年
︑
中
村
茂
夫
﹃
中
國
畫
論
の
展
開

晉
N
宋
元
:
﹄
中
山
�
華

堂
︑
一
九
六
五
年
︑
な
ど
の
思
想
�
や
特
に
�
人
畫
�
觀
の
發
展
の
な
か
か
ら
位
置
附
け
る
も
の
︑
陳
傳
席
﹃
六
4
畫
論
硏
究
﹄
江
蘇
美
�
出

版
社
︑
一
九
八
五
年
︑
同
﹃
中
國
繪
畫
理
論
�
﹄
東
大
圖
書
︑
一
九
九
七
年
︑
な
ど
の

�


理
解
と
い
っ
た
︑
優
れ
た
著
作
が
現
れ
て
き
た
︒

し
か
し
︑﹁
か
た
ち
﹂
そ
の
も
の
が
中
國
に
お
け
る
世
界
の
m
識
と
ど
の
よ
う
に
關
係
す
る
の
か
︑
そ
の
根
源
に
ま
で
X
っ
て
論
じ
る
硏
究
は

な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
本
書
の
背
景
に
は
︑
漢
代
の
畫
宴
石
か
ら
六
4
	
の
稀
少
な
繪
畫
作
品
︑
北
宋
の
郭
煕
﹁
早
春

圖
﹂
を
へ
て
趙
令
穰
﹁
秋
塘
圖
﹂︑
元
�
の
�
人
畫
か
ら
奇
想
 
に
至
る
︑
細
や
か
な
繪
畫
表
現
と
そ
こ
に
現
れ
た
世
界
m
識
︑
す
な
わ
ち
氣

と
形
の
關
係
性
の
變
�
を
想
定
し
た
極
め
て
�
快
な
作
品
觀
が
存
在
し
て
い
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
も
す
で
に
︑
同
氏
﹃
中
國
繪
畫
入
門
﹄

(岩
波
怨
書
︑
二
〇
一
四
年
)
に
お
い
て
︑
そ
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
き
た
い
︒
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私
た
ち
が
作
品
を
觀
察
し
分
析
す
る
と
き
︑
必
ず
そ
こ
に
は
︑﹁
言
葉
﹂
を
介
さ
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
し
て
︑
本
書
第
五
違
の
b
53
に
︑
二

十
世
紀
の
中
國
美
�
硏
究
の
先


を
つ
け
た
ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ケ
イ
ヒ
ル
の
議
論
と
し
て
︑
naturalistic
ま
た
は

real︑
abstract
と
い
う
槪

念
か
ら
董
其
昌
の
畫
風
分
析
す
る
こ
と
へ
の
疑
義
が
営
べ
ら
れ
て
い
る

り
︑
$
代
の
東
洋
美
�
�
が
多
く
M
用
し
て
き
た
の
も
︑
西
洋
の
美

�
�
硏
究
が
Q
用
し
て
き
た
﹁
言
葉
﹂
と
﹁
槪
念
﹂
で
あ
っ
た
︒
で
は
私
た
ち
が
こ
れ
以
外
に
︑
そ
れ
ら
の
繪
畫
の
﹁
か
た
ち
﹂
を
分
析
す
る

怨
し
い
用
語
︑
そ
し
て
で
き
れ
ば
そ
れ
が
日
本
だ
け
で
は
な
く
︑
中
國
や
ア
メ
リ
カ
の
學
界
に
も
共
!
で
き
る
よ
う
な
怨
し
い
言
葉
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
と
い
う
と
︑
現
時
點
で
そ
の
“
解
答
”
を
持
っ
て
い
る
學


集
團
は
︑
や
は
り
非
常
に
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
し
︑
そ
れ
が

今
後
ど
こ
に
向
か
う
の
か
も
不
�
な
ま
ま
で
あ
る
︒
こ
こ
に
︑
$
代
の
學
と
し
て
始
ま
っ
た
美
�
�
學
の
限
界
が
あ
る
と
も
言
え
る
の
だ
が
︑

本
書
の
提
示
し
た
﹁
か
た
ち
﹂
に
よ
る
怨
し
い
世
界
把
握
の
方
法
は
︑
そ
の
よ
う
な
國
際


な
藝
�
作
品
を
め
ぐ
る
﹁
言
葉
﹂
の
な
か
で
︑
怨

し
い
示
唆
を
與
え
て
く
れ
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

本
書
は
中
國
思
想
�
と
中
國
美
�
�
の
$
代


h
¤
の
な
か
で
拔
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
︑
怨
し
い
︑
そ
し
て
よ
り
根
源


な
作
品
の
見
方
や

語
り
方
を
敎
え
て
く
れ
る
書
物
で
あ
る
︒﹁
形
﹂
を
め
ぐ
る
思
想
�
で
あ
り
︑﹁
形
﹂
を
め
ぐ
る
世
界
m
識
の
在
り
方
を
敎
え
て
く
れ
る
︒
そ
の

)
味
で
ま
さ
に
︑﹁
怨
し
い
﹁
か
た
ち
﹂
の
學
﹂
で
あ
る
︑
そ
の
よ
う
に
も
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒

�(1
)

こ
の
よ
う
な
�
 


﹁
樣
式
論
﹂
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
初
	



<
容
と
�
A


h
¤
の
H
I
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
$
代
に
お
け
る

﹁
中
國
美
�
�
﹂
の
成
立
と
そ
の
m
識
︱
︱
矢
代
幸
雄
・
滕
固
・

シ
ッ
ク
マ
ン
︱
︱
﹂﹃
北
宋
繪
畫
�
の
成
立
﹄
中
央
公
論
美
�
出
版

社
︑
二
〇
一
六
年
︒

(2
)

小
川
裕
閏
﹁
N
宋
山
水
畫
�
に
お
け
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン

︱
︱
潑
墨
か
ら
﹁
早
春
圖
﹂﹁
瀟
湘
臥
¦
圖
卷
﹂
ま
で

(上
︑
中
︑

下
)
︱
︱
﹂﹃
國
華
﹄
一
〇
三
四
～
三
六
號
︑
一
九
八
〇
年
︒

(3
)

こ
の
よ
う
な
東
洋
畫
の
精
神
性
︑
と
い
う
漠
然
と
し
た
槪
念
と
︑

﹁
樣
式
論
﹂
の
鬭
爭
の
歷
�
に
つ
い
て
は
︑﹁
第
六
違

東
ア
ジ
ア
美

�
�
家
﹂
ウ
ォ
レ
ン
・
I
・
コ
ー
エ
ン
︑
川
嶌
一
穗

(譯
)﹃
ア
メ

リ
カ
が
見
た
東
ア
ジ
ア
美
�
﹄
ス
カ
イ
ド
ア
︑
一
九
九
九
年
︑
を
參
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照
︒

(4
)

宋
畫
の
表
現


特
質
に
つ
い
て
は
︑
戶
田
禎
佑
﹁
色
と
光
︱
︱

水
墨
畫
發
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
關
す
る
一
提
言
﹂﹃
M
useum
﹄
四

三
九
︑
一
九
八
七
年
︑
同
﹁
南
宋
院
體
畫
に
お
け
る
﹁
金
﹂
の
Q
用

に
つ
い
て
﹂﹃
國
華
﹄
一
一
一
六
號
︑
一
九
八
八
年
︒

(5
)

代
表


な
も
の
に
︑﹁
怪
﹂
を
﹁
古
﹂
と
解
釋
す
る
︑
石
守
«

﹁
由
奇
趣
到
復
古
︱
︱
十
七
世
紀
金
陵
繪
畫


一
個
切
面
﹂﹃
故
宮

學
�
季
刊
﹄
第
一
五
卷
第
四
	
︑
一
九
九
八
年

(
同
﹃
從
風
格
到
畫

)
︱
︱
反
思
中
國
繪
畫
�
﹄
石
頭
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
h
收
)

な
ど
が
あ
る
︒

(6
)

戶
田
禎
佑
﹁
模
寫
性
に
つ
い
て
︱
︱
宋
元
畫
を
中
心
に
﹃
M
u-

seum
﹄
三
八
〇
︑
一
九
八
二
年
︑
な
ど
︒

(7
)

宇
佐
美
�
理
﹁
小
景
畫
小
考
﹂
﹃
四
大
の
感
性
論
﹄
科
學
硏
究
費

補
助
金
基
盤
硏
究

(A
)
(
1
)
硏
究
報
吿
書
﹄
二
〇
〇
五
年
︒

二
〇
一
五
年
二
®

東
京

創
�
社

二
二
糎

一
〇+

二
八
七+

一
一
頁

六
八
〇
〇
圓+

稅
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