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字
は
普
通
に
は
紙
に
書
く
。
絹
地
な
ど
も
使
う
。
小
さ
い
形
の
字
は
1
手
紙
、
原
稿
な
ど
の
よ
う
に
…
机
上
で
書
く
。
し
か
し
そ
れ
よ

　
　
り
大
き
い
字
は
床
な
ど
の
よ
う
な
広
い
場
面
の
上
に
、
紙
、
絹
な
ど
を
展
べ
て
書
く
。
そ
の
蒋
の
紙
は
平
ら
に
拡
げ
ら
れ
て
い
る
。
建
物

　
　
に
比
べ
て
云
え
ば
地
盤
の
方
向
で
あ
る
。
建
物
は
こ
の
水
平
の
地
盤
の
上
に
、
そ
れ
に
対
し
て
垂
直
に
建
っ
て
い
る
。
し
か
し
書
に
は
地

　
　
盤
に
対
す
る
高
さ
は
な
い
。
紙
と
と
も
に
地
盤
の
方
向
に
平
ら
に
置
か
れ
て
い
る
。
机
の
上
で
書
か
れ
た
字
も
ふ
つ
う
に
こ
の
状
況
で
読

　
　
ま
れ
る
。
　
「
巻
物
」
は
そ
う
し
て
展
べ
ら
れ
る
。

　
　
　
し
か
し
多
く
の
書
が
「
掛
物
」
に
仕
立
て
て
壁
に
掛
け
ら
れ
る
。
水
平
に
置
い
て
書
か
れ
た
字
が
、
そ
こ
で
は
建
物
の
高
さ
に
沿
い
、

　
　
垂
直
の
方
向
に
眺
め
ら
れ
る
。
書
を
載
せ
て
い
る
紙
の
表
面
が
、
地
盤
か
ら
高
さ
の
方
向
へ
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
そ
の
紙
を
平
ら
に
幸
い
て
字
を
書
く
人
が
、
そ
の
字
を
紙
と
と
も
に
地
盤
の
方
向
に
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
と
見
る
で
あ
ろ
う

　
　
か
。
そ
の
時
書
家
は
顔
を
…
多
く
は
斜
に
一
望
け
て
い
る
。
ま
っ
す
ぐ
に
立
っ
て
見
て
は
い
な
い
。
紙
は
水
平
に
禮
か
れ
て
い
．
て
も
、
彼

　
　
の
目
は
そ
の
字
を
「
立
っ
て
い
る
も
の
」
と
し
て
眺
め
て
い
る
。
彼
の
碍
と
字
の
在
る
紙
の
聞
に
は
距
離
が
あ
る
。
字
は
壁
の
掛
物
と
ひ

　
　
と
し
く
、
高
さ
の
方
向
に
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
さ
の
方
向
に
在
る
も
の
は
立
つ
も
の
で
あ
る
。
根
源
的
に
字
は
立
つ
も
の
と
し
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て
書
か
れ
、
立
つ
も
の
乏
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
横
た
わ
っ
て
い
る
と
判
断
す
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
で
き
る
。
し
か
し
立
つ
も

　
　
の
と
し
て
兇
ら
れ
る
字
は
、
　
一
軒
の
家
、
　
一
本
の
木
の
よ
う
に
、
後
ろ
に
拡
が
る
場
所
、
即
ち
世
界
を
背
景
と
し
て
も
つ
も
の
で
は
な
い
。

　
　
世
界
に
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
さ
ま
ざ
ま
の
背
後
を
も
っ
て
い
る
。
書
に
も
紙
の
地
が
無
限
の
空
間
と
し
て
拡
が
っ
て
い
る
。
し
か
し

　
　
そ
こ
に
は
い
か
な
る
自
然
も
な
い
。
そ
こ
に
は
奥
行
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
空
間
は
無
数
の
方
向
を
も
つ
と
云
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
結
局
は
三
つ
の
根
源
的
な
方
向
に
収
約
せ
ら
れ
る
外
は
な
い
。
高
さ
、

幅
、
奥
行
。
高
さ
と
は
何
か
の
も
の
が
も
つ
高
さ
で
あ
る
。
何
物
も
な
い
高
さ
を
人
間
が
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
見
え
る
の
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
高
さ
の
方
向
に
お
い
て
見
る
の
で
あ
る
。
　
一
つ
の
も
の
が
存
在
す
る
の
は
、
そ

れ
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
何
入
の
意
志
を
も
超
え
て
、
根
源
的
な
「
管
巻
」
が
そ
れ
に
先
き
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
肯

定
に
よ
り
一
つ
の
も
の
の
存
在
が
実
現
す
る
。
そ
れ
が
高
さ
を
も
つ
一
つ
の
も
の
の
成
立
で
あ
る
。
高
さ
は
存
在
へ
の
根
源
的
な
肯
定
で

あ
る
。
人
間
の
意
識
を
超
え
た
存
在
へ
の
肯
定
で
あ
る
。

　
し
か
し
肯
定
は
単
な
る
肯
定
で
あ
る
。
高
さ
の
肯
定
は
高
さ
へ
の
無
限
の
延
長
で
あ
る
外
は
な
い
。
　
　
っ
の
も
の
の
高
さ
で
あ
る
た
め

に
は
、
そ
れ
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
限
定
す
る
も
の
が
予
想
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
限
定
が
「
幅
」
で
あ
る
。

　
高
さ
な
き
存
在
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
存
在
の
た
め
に
は
、
高
さ
は
単
に
方
向
の
名
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
高
さ
を
も
つ

も
の
と
し
て
の
性
格
を
そ
れ
に
附
与
す
る
も
の
が
予
想
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
翼
然
高
さ
の
方
向
に
た
だ
延
び
る
こ
と
と
は
別

の
こ
と
が
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
さ
と
と
も
に
一
つ
の
も
の
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
さ
は
一
つ
の
延

長
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
つ
の
も
の
の
高
さ
で
あ
る
た
め
に
は
、
高
さ
と
と
も
に
一
つ
の
も
の
を
成
立
せ
し
め
る
た
め
の
欄
限
が
加
わ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
　
一
つ
の
も
の
が
そ
れ
を
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
～
面
と
し
て
空
間
に
延
長
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
幅

も
し
く
は
水
平
の
方
向
で
あ
る
。
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高
さ
は
立
ち
上
が
る
こ
と
で
あ
る
ひ
存
在
せ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
α
立
ち
上
が
る
た
め
に
は
、
そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
る
出
発
点
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
に
は
立
ち
上
が
る
動
き
は
な
い
。
根
源
的
な
静
止
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
が
地
盤
で
あ
る
。

　
一
つ
の
も
の
の
存
在
が
二
つ
の
方
向
を
予
想
す
る
。
そ
の
方
薗
に
延
長
す
る
た
め
に
、
空
間
と
い
う
大
き
い
箱
の
よ
う
な
も
の
が
ま
ず

あ
っ
て
、
そ
こ
に
そ
れ
ら
の
方
向
を
区
注
し
て
見
る
と
云
う
の
で
は
な
い
。
一
つ
の
も
の
の
存
在
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
空
間
を
音
心
識
す

る
の
で
あ
る
。
空
間
は
も
の
の
予
想
で
あ
る
。
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
物
の
存
在
に
よ
っ
て
空
間
が
は
じ
め

て
特
異
を
開
…
示
す
る
の
で
あ
る
。
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
固
有
の
形
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
毘
る
臼
の
外
に
、

即
ち
外
界
に
在
る
も
の
と
し
て
、
慮
分
に
対
立
す
る
。
潤
と
物
の
間
に
距
離
が
成
立
す
る
。
そ
れ
が
奥
行
の
方
向
で
あ
る
。
圏
と
物
の
関

連
で
あ
る
。

　
園
は
羅
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
昌
か
ら
物
ま
で
の
距
離
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
見
え
る
の
は
高
さ
と
幅
だ
け
で
あ
る
。
奥
行

が
見
え
る
た
め
に
は
、
別
の
立
場
に
移
り
、
そ
の
幅
を
見
る
外
は
な
い
。
高
さ
と
幅
は
そ
の
両
端
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
高
さ
と
幅
の
、
垂
直
水
平
の
二
つ
の
方
向
は
、
単
に
偶
然
に
発
見
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
欠
い
て
は
何
物
も
存
在
し
得
な
い

根
源
的
な
予
想
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
．
一
つ
の
も
の
が
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
界
に
存
在
す
る
も

の
の
高
さ
は
無
限
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
高
さ
の
意
味
が
そ
れ
を
産
出
す
る
の
で
あ
る
。
幅
も
同
じ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
に
存
在
す
る

す
べ
て
の
も
の
が
、
そ
の
も
の
と
し
て
区
劉
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
古
同
さ
は
幅
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
意
味
は
そ
の
音
心
味
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
脅
分
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
を

産
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
意
味
が
そ
の
意
味
で
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
　
一
つ
の
聖
心
味
が
産
出
せ
ら
れ
る
に
は
そ
の
意
味
を
超

え
た
無
限
の
主
体
性
が
予
想
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
主
体
性
に
よ
り
、
垂
直
、
水
平
の
根
源
的
方
向
が
成
立
し
、
そ
れ
に
続
い
て

「
斜
線
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
垂
線
は
一
つ
だ
け
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
高
さ
へ
立
ち
上
が
る
こ
と
の
方
向
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
し
か
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
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で
き
な
い
。
　
「
首
鼠
両
端
」
は
真
に
立
ち
上
が
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
立
ち
上
が
ら
ん
と
す
る
意
志
の
動
機
は
無
数
に
考
え
ら
れ
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
志
は
す
べ
て
一
つ
の
瞬
発
点
を
予
想
す
る
。
そ
れ
が
地
盤
で
あ
る
。
地
盤
に
は
無
限
の
延
長
が
予
想
せ
ら
れ
ね

　
　
ば
な
ら
な
い
。
垂
線
と
と
も
に
水
平
線
は
一
つ
だ
け
冤
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
無
数
の
出
発
点
か
ら
の
無
数
の
垂
線
が
存
在
す
る
よ
う

　
　
に
、
無
数
の
高
さ
に
概
か
れ
た
水
平
線
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
垂
線
が
す
べ
て
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
、
水
平
線
も
一
つ
で

　
　
あ
る
。
垂
線
と
は
一
本
の
電
柱
を
云
う
の
で
は
な
い
よ
う
に
、
水
平
線
と
は
誰
か
の
領
地
を
云
う
の
で
は
な
い
。
延
長
の
意
味
を
云
う
の

　
　
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
一
つ
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
斜
線
は
無
数
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
垂
線
の
一
つ
の
方
向
が
区
甥
せ
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
か
ら
区
鋼
せ
ら
れ
る
他
の
方
向
が
予
想
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
斜
線

　
　
の
方
向
で
あ
る
。
そ
れ
は
垂
直
、
水
平
の
二
つ
の
方
向
を
同
時
に
も
っ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
数
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

　
　
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
垂
線
は
一
つ
あ
る
。
同
じ
一
点
か
ら
高
さ
の
方
向
へ
立
ち
上
が
る
線
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
垂
線
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ

　
　
れ
は
垂
線
だ
け
が
も
つ
高
さ
以
外
の
方
向
を
予
想
し
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
幅
で
あ
る
。
斜
線
は
高
さ
と
と
も

　
　
に
幅
を
も
つ
。
　
一
点
を
出
発
点
と
し
て
無
数
に
画
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
一
つ
の
斜
線
の
先
端
を
繊
発
点
と
し
て
他
の
斜
線
を
爾
く
こ

　
　
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
「
融
線
」
の
起
、
源
で
あ
る
。
線
の
方
向
を
連
続
的
に
変
え
て
、
患
発
点
に
帰
る
こ
と
も
で
き
る
。
線
の
連
続
が
或

　
　
る
空
閥
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
空
間
の
最
も
単
純
な
形
が
「
三
角
形
」
で
あ
る
。
水
平
線
を
出
発
点
と

　
　
す
る
二
つ
の
斜
線
が
そ
れ
を
作
る
。
斜
線
は
そ
れ
へ
傾
い
て
高
さ
と
幡
を
も
つ
。
そ
の
水
平
線
が
有
限
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
一
辺
と

　
　
す
る
空
間
の
限
定
を
予
想
す
る
。
誰
が
で
も
な
い
、
そ
の
事
実
そ
の
も
の
が
予
想
す
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
一
辺
が
そ
こ
に
在
る
。
そ
の

　
　
両
端
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
写
る
懸
を
共
有
し
て
鵠
発
す
る
斜
線
は
、
ど
ち
ら
も
そ
の
幅
を
共
有
す
る
も
の
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
幅
を
「
内
」

　
　
と
し
て
傾
い
て
い
る
。
内
に
向
っ
て
傾
く
二
つ
の
斜
線
は
、
延
長
が
加
わ
る
に
従
い
、
高
さ
と
幅
が
接
近
す
る
。
　
一
点
で
交
叉
す
る
。
三

　
角
形
が
そ
こ
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
　
～
点
か
ら
出
発
し
た
薩
線
の
方
向
を
二
度
変
え
る
こ
と
と
云
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
ら
ゆ



る
点
で
同
じ
方
式
に
線
の
方
向
を
変
え
る
の
が
「
円
」
で
あ
る
。

　
世
界
に
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
園
有
の
形
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
限
定
す
る
線
は
、
最
も
多
く
曲
線
で
あ
る
。
稀
に
は
一
植
物
の

輪
郭
の
～
部
、
鉱
物
の
或
る
結
贔
の
よ
う
に
1
直
線
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
人
聞
の
渇
は
、
粛
軍
と
円
周
と
、
そ
の
一
部
を
な
す
弧
を

彼
が
製
作
す
る
も
の
の
輪
郭
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
少
く
は
あ
っ
て
も
、
肖
然
が
そ
れ
を
発
見
す
る
こ
と
を
教
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
つ
の
も
の
は
そ
の
も
の
と
し
て
の
特
有
の
延
長
を
示
す
表
灘
即
ち
限
界
を
も
っ
て
い
る
。
限
界
は
も
の
の
延
長
の
終
る
点
、
物
の
端

　
　
で
あ
る
。
そ
の
点
を
離
れ
る
と
無
限
の
空
間
が
そ
の
も
の
を
囲
ん
で
い
る
。
　
一
つ
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
そ
の
細
面
の
延
長
に
沿
う
て
、

　
　
他
の
も
の
の
特
有
の
毯
を
も
つ
表
面
が
廷
長
ず
る
。
前
に
あ
る
も
の
の
形
を
示
す
延
長
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
前
後
の
も
の
の
区
鋼
が

　
　
見
え
る
。
区
別
の
延
長
そ
の
も
の
に
は
色
は
な
い
。
し
か
し
二
つ
の
表
面
の
隈
界
と
し
て
線
の
延
長
が
見
え
る
こ
と
は
、
視
覚
の
明
確
な

　
　
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
数
学
的
線
」
と
云
う
。
私
は
昔
ス
エ
ズ
か
ら
車
で
カ
イ
ロ
へ
行
く
途
中
、
何
度
も
鮮
明
な
湖
水
の
水
面
を
見
た
。

　
　
そ
れ
が
車
の
進
行
に
つ
れ
、
い
っ
と
な
く
消
え
る
。
湖
水
も
何
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
つ
ど
そ
れ
が
単
な
る
欝
気
楼
に
過
ぎ
な
い
こ
と

　
　
を
教
え
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
光
景
も
ま
た
確
か
に
視
覚
の
真
実
で
あ
っ
た
。
数
学
的
線
の
延
長
も
、
　
一
旦
そ
れ
が

　
　
見
ら
れ
た
以
上
、
人
聞
が
そ
れ
を
一
そ
う
明
確
な
視
覚
存
在
と
し
て
表
わ
す
こ
と
は
良
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
線
が
一
般
的
に
多
様
な
方
向

　
　
へ
延
長
す
る
。
延
長
は
一
つ
の
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
が
厨
の
知
覚
表
象
と
し
て
見
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
伴
い
協
力
す
る
、
身
体
の

　
　
種
々
の
部
分
の
動
き
と
し
て
、
紙
の
上
に
墨
も
し
く
は
絵
具
を
も
っ
て
表
わ
さ
れ
る
時
、
そ
こ
に
「
実
線
」
が
成
立
す
る
。
そ
れ
霞
身
の

　
　
輻
を
も
つ
線
の
延
長
で
あ
る
。
人
間
が
そ
れ
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
実
線
が
画
か
れ
る
こ
と
は
、
演
が
数
学
的
線
を
見
る
こ
と
と
も
単
に
手
が
動
く
こ
と
と
も
、
同
じ
こ
と
が
ら
で
は
な
い
。
　
つ
の
色
は

　
　
そ
れ
だ
け
が
宙
に
浮
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
何
か
の
物
の
色
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
で
あ
っ
て
も
、
目
は
そ
の
色
を
見
る
だ
け
で
あ
る
。
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し
か
し
そ
の
爵
と
　
致
し
て
は
た
ら
く
手
は
、
何
か
の
物
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
二
つ
の
は
た
ら
き
が
一
致
す
る
こ
と
は
、

　
　
重
る
色
を
も
つ
物
を
手
が
持
つ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
は
た
ら
き
の
対
象
を
総
括
し
て
「
絵
具
」
と
一
そ
れ
に
墨
も
含
め
て

　
　
一
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
手
は
繊
緬
な
指
の
は
た
ら
き
で
も
絵
具
を
じ
か
に
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
絵
具
が
目
と
指
の
は
た
ら

　
　
き
に
網
応
ず
る
「
道
具
」
と
な
る
た
め
に
、
筆
が
成
立
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
二
つ
の
物
の
限
界
と
し
て
発
見
せ
ら
れ
た
数
学
的
線
の
延

　
　
長
を
、
霞
分
霞
身
の
幅
を
も
つ
実
線
と
し
て
、
人
間
が
新
た
に
産
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
直
線
も
円
も
、
あ
ら
ゆ
る
方
向

　
　
を
さ
す
線
を
自
由
に
画
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
限
界
を
表
わ
す
実
線
が
常
に
墨
1
も
し
く
は
朱
の
1
一
色
で
表
わ
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
物
の
も
つ
表
面
の
色
を
画
く
も
の
で
は
な
い

　
　
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
れ
も
黒
も
し
く
は
朱
の
色
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
は
物
の
表
面
が
も
つ
色
の
意
味
は
な
い
。
限
界
線
の
延

　
　
長
を
表
わ
す
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
素
描
の
輪
郭
が
墨
の
線
で
あ
る
こ
と
も
、
容
易
に
諒
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
ば
し
ば
表
面
の
影
を
表
わ
す
た
め
に
、
墨
の
線
が
敷

　
　
か
れ
て
あ
る
の
は
、
表
面
の
延
長
を
表
わ
す
た
め
の
方
法
で
あ
る
。
線
に
よ
っ
て
延
長
を
画
き
、
そ
れ
を
並
列
し
て
「
平
面
」
を
画
か
ん

　
　
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
実
線
の
も
つ
性
格
は
限
界
の
延
長
を
表
わ
す
こ
と
で
あ
る
。
人
間
が
創
造
し
た
こ
の
線
に
は
、
根
源
的
に
意
味
を
表
わ
す
可
能
性
が
用

意
せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
可
能
性
の
上
に
、
丈
字
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
字
は
実
線
を
も
っ
て
書
く
。
し
か
し
そ
こ
に
は
絵
画
の
よ
う
な
「
も
の
」
は
画
か
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
物
や
事
柄
を
表
わ
し
て
い
る
。

人
と
い
う
字
は
人
間
を
語
る
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
画
の
統
一
は
、
人
間
の
形
で
は
な
い
。
人
間
の
意
味
で
あ
る
。
す
べ
て
の
字
が
そ
う

で
あ
る
。

　
線
と
点
と
が
懸
字
を
作
る
。
そ
れ
が
物
、
事
柄
の
形
を
表
わ
す
か
わ
り
に
そ
の
意
味
を
語
る
。
意
味
は
さ
ま
ざ
ま
の
形
態
で
現
れ
る
。



　
　
感
情
…
の
動
き
と
し
て
現
れ
る
。
悲
し
み
の
た
め
に
泣
く
。
怒
り
に
任
せ
犬
を
追
う
。
し
か
し
丈
字
の
語
る
音
脚
味
は
、
す
べ
て
知
識
と
し
て

　
　
現
れ
る
。
悲
し
み
を
語
る
丈
字
で
も
、
す
べ
て
知
識
と
し
て
語
り
、
知
識
と
し
て
諒
解
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
丁
字
の
語
る
知
識
は
約
束
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
約
束
に
よ
っ
て
字
の
意
味
が
定
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
字
の
意
味
を
知
り
、
ま
た

　
　
そ
れ
を
人
に
語
る
。
そ
れ
に
よ
り
過
去
の
事
実
が
知
識
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
事
実
は
意
味
が
産
済
す
る
。
事
実
は
す
べ
て
そ
れ
に
圃
有
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
構
造
を
も
た
な
い
事
実
は
な
い
。
そ
の
構
造
に
よ

　
　
っ
て
、
　
一
つ
の
事
実
が
他
の
事
実
か
ら
区
別
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
が
根
源
的
に
、
　
一
つ
の
意
味

　
　
が
無
限
に
多
く
そ
の
意
味
を
も
つ
事
実
を
産
繊
す
る
こ
と
を
予
想
す
る
。
意
味
は
事
実
を
産
出
す
る
主
体
性
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
が
ま
た
一
つ
の
意
味
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
こ
と
を
語
る
。
き
ょ
う
は
赤
色
を
、
あ
す
は
青
色
を
意
味
す
る
よ
う
な
意
味
は
考
え
る

　
　
こ
と
が
で
き
な
い
。
意
味
を
語
る
言
葉
や
字
の
構
造
は
ど
う
に
で
も
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
意
味
そ
の
も
の
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な

　
　
い
。
　
つ
の
も
の
の
も
つ
色
は
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
色
そ
の
も
の
が
変
わ
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
青
色
が
永
久
に
青
色
で
あ
る
と
は
、
そ
れ
が
永
久
に
そ
の
色
と
し
て
見
ら
れ
る
色
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
国
が
青
色
と

　
　
い
う
対
象
を
産
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
青
色
が
こ
の
色
と
し
て
区
鋼
せ
ら
れ
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
の
色
が
区
署
せ
ら
れ
る
に

　
　
は
、
他
の
色
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
つ
の
色
が
存
在
す
る
に
は
、
そ
れ
を
存
在
せ
し
め
た
も
の
が
背
後
に
予
想
せ
ら
れ
ね
ば

　
　
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
　
つ
の
色
で
は
な
い
。
　
】
つ
の
色
は
そ
の
色
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
他
の
色
を
存
在
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
二
つ
の
色
を
存
在
せ
し
め
た
も
の
を
我
々
は
「
視
覚
」
と
呼
ぶ
。
視
覚
の
根
源
的
な
主
体
性
が
二
つ
の
色
を
産
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

　
　
産
出
が
二
つ
の
色
だ
け
に
正
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。
止
ま
る
も
の
と
す
れ
ば
そ
の
後
の
視
覚
は
ど
う
な
る
の
か
。
意
味
が
意
味
で
な
く
な
る

　
　
の
か
。
視
覚
は
無
限
に
色
を
産
出
す
る
ほ
か
は
な
い
。
云
い
か
え
る
と
、
人
閲
の
属
は
無
限
に
色
を
見
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
こ
と
は
ま
た
必
然
的
に
、
一
つ
の
色
が
無
限
に
種
々
の
現
れ
方
を
す
る
こ
と
を
予
想
す
る
。
色
が
濃
淡
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
る
。
窓
前
に
赤
い
花
が
一
つ
咲
い
て
い
る
。
夕
暮
が
来
て
そ
の
花
が
暗
く
見
え
る
。
し
か
し
赤
色
で
あ
る
こ
と
は
変
ら
な
い
。
こ
れ
は
赤
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色
が
違
っ
た
現
れ
方
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
赤
色
と
い
う
一
つ
の
色
が
、
即
ち
赤
色
の
一
つ
の
形
態
が
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
か
ら

　
　
区
別
せ
ら
れ
る
他
の
形
態
が
、
根
源
的
に
予
想
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
字
は
実
線
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
単
な
る
線
の
結
合
で
は
な
く
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
言
葉
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
字
は
線
に
よ
っ
て

　
　
記
億
せ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
書
葉
は
そ
の
語
る
対
象
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
も
の
も
し
く
は
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
表
わ
す
音

　
　
が
あ
る
。
　
一
つ
の
言
葉
は
そ
れ
ら
の
対
象
を
自
分
の
意
味
と
し
て
包
む
一
つ
の
音
で
あ
る
。
字
は
そ
の
対
象
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
音
を

　
　
さ
え
、
・
穂
分
の
意
味
と
し
て
包
む
構
成
で
あ
る
。
こ
の
意
味
は
そ
こ
に
語
ら
れ
る
対
象
そ
の
も
の
を
産
出
す
る
意
味
と
は
区
別
せ
ら
れ
ね

　
　
ば
な
ら
な
い
。
字
の
語
る
意
味
は
、
事
実
を
産
出
す
る
根
源
的
な
主
体
性
と
し
て
の
意
味
で
は
な
い
。
作
ら
れ
て
外
に
置
か
れ
，
た
事
実
を

　
　
語
る
音
心
味
で
あ
る
。

　
　
　
書
葉
の
意
味
を
語
る
も
の
と
し
て
字
が
作
ら
れ
た
。
長
い
隠
を
越
え
歴
史
を
と
お
し
て
、
籔
、
隷
、
楷
、
行
、
草
な
ど
の
書
体
と
し
て

　
　
の
種
々
の
統
一
も
成
立
し
た
。
そ
れ
を
細
説
す
る
こ
と
に
は
、
専
門
家
諸
君
の
功
を
仰
ぎ
た
い
。

　
字
は
そ
れ
を
溝
成
す
る
線
と
点
と
を
統
一
す
る
形
と
、
そ
の
方
法
即
ち
墨
－
朱
な
ど
一
の
一
色
を
も
つ
だ
け
で
あ
る
。
絵
画
の
よ
う
な

自
然
の
物
が
も
つ
色
は
な
い
。
云
い
か
え
る
と
、
書
の
抵
界
に
は
物
が
存
在
し
得
る
奥
行
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
字
も
晃
え
る
も
の
と
し
て

外
界
に
在
る
。
見
る
目
と
字
の
書
い
て
あ
る
紙
、
壁
の
掛
物
と
の
間
の
矩
離
は
あ
る
。
し
か
し
掛
物
は
室
内
に
在
る
一
つ
の
物
で
あ
る
。

字
の
書
い
て
あ
る
紙
も
同
じ
く
物
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
距
離
は
測
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
字
が
そ
こ
に
存
在
す
る
世
界
と
し
て
の

紙
の
表
面
に
は
、
奥
行
は
な
い
。
そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
は
純
然
た
る
線
だ
け
で
あ
る
。
線
に
は
奥
行
は
な
い
。
書
に
も
は
じ
め
は
、
歴

史
が
語
る
よ
う
に
、
物
の
輪
郭
が
画
か
れ
た
。
そ
れ
が
線
の
み
の
世
界
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
書
の
世
界
に
は
表
面
は
な
い
。
紙
は
あ
る
。

紙
が
直
ち
に
表
面
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
字
の
在
る
場
所
は
、
高
さ
と
幅
が
あ
る
だ
け
の
、
現
実
か
ら
区
罰
せ
ら
れ
た
特
殊
な
空
間
で
あ

る
。



　
　
　
そ
こ
に
は
い
か
な
る
物
も
存
在
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
た
だ
本
字
だ
け
が
存
在
し
得
る
世
界
で
あ
る
。
そ
う
い
う
世
界
が
偶
然
に
存

　
　
在
し
た
の
で
は
な
い
。
祝
覚
が
人
間
の
醸
を
と
お
し
、
線
の
み
の
世
界
と
し
て
そ
れ
を
産
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
書
を
構
成
す
る
線
の
間
に
も
、
上
下
の
字
の
間
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
紙
の
地
が
、
即
ち
或
る
空
間
が
挾
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
然
の

　
　
も
つ
背
景
で
も
な
く
、
深
い
霧
の
こ
め
る
山
水
で
も
な
い
。
何
も
の
と
も
限
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
無
限
の
空
關
で
あ
る
。
人
間
の
霞

　
　
が
作
っ
た
、
不
思
議
な
し
か
し
歴
然
と
そ
こ
に
存
在
す
る
書
の
世
界
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
世
界
に
は
語
ら
れ
る
意
味
が
あ
っ
た
。
実
用
そ
の
他
の
目
的
を
も
っ
て
、
字
は
読
む
た
め
に
書
く
。
借
金
を
頼
む
手
紙
で
も
あ
ろ

　
　
う
。
詩
で
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
字
は
読
ん
で
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
住
め
な
い
家
が
な
い
よ
う

　
　
に
、
読
め
な
い
字
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
見
え
な
い
字
も
あ
り
得
な
い
。
在
る
も
の
は
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん

　
　
字
も
見
ら
れ
る
。
線
が
構
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。
線
の
最
初
の
性
格
は
廷
長
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
延
長
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
空
虚
な
も
の
の
延
長
は
な
い
。
そ
れ
は
空
間
に
存
在
す
る
も
の
、
即
ち
湿
る
高
さ
と
」
幅
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
線
の
起
頭

　
　
が
そ
れ
で
あ
る
。
線
の
起
頭
が
す
で
に
長
さ
を
も
ち
、
長
さ
の
方
向
の
う
ち
に
在
る
。
線
の
延
長
は
無
限
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

　
　
し
コ
つ
の
も
の
」
の
長
さ
は
、
他
の
方
向
に
お
い
て
と
と
も
に
、
そ
の
も
の
の
長
さ
と
し
て
限
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
云
い
か
え

　
　
る
と
、
　
一
つ
の
丈
字
を
構
成
す
る
線
は
さ
ま
ざ
ま
に
鱗
限
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
字
が
さ
ま
ざ
ま
の
形
と
大
き
さ
を
も
っ
と
い
う
こ
と

　
　
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
つ
の
大
き
い
字
が
書
か
れ
た
。
そ
れ
に
は
多
く
寸
法
の
長
さ
が
カ
を
か
し
て
い
る
。
そ
れ
を
物
尺
で
測
る
の
で
は

　
　
な
い
。
そ
れ
を
目
で
見
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
線
の
太
さ
も
同
じ
。
長
さ
か
ら
区
劉
せ
ら
れ
る
線
の
延
長
が
太
さ
で
あ
る
。
墨
を
含
ん
だ
筆
が
紙
の
上
を
動
い
て
線
が
成
立
す
る
。
線

　
　
の
太
さ
と
長
さ
が
そ
の
運
動
の
痕
跡
で
あ
る
。
何
秒
か
の
時
關
が
そ
の
進
行
の
過
程
と
し
て
流
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
痕
跡
と
し
て
見
ら

　
　
れ
る
も
の
は
、
す
で
に
書
か
れ
た
文
字
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
線
i
点
i
を
す
べ
て
統
一
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
字
で
あ
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
。
す
べ
て
の
部
分
が
「
善
時
に
」
そ
こ
に
あ
る
。
も
し
そ
の
種
々
の
部
分
が
公
時
に
存
在
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
字
で
は
な
く
な
る
で
あ
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ろ
う
。
そ
こ
は
絵
画
と
岡
様
で
あ
る
。

　
　
　
書
に
は
奥
行
が
な
い
。
し
か
し
高
さ
と
幅
は
あ
る
。
そ
の
書
が
も
っ
て
い
る
高
さ
に
も
、
自
然
の
も
の
に
見
る
よ
う
な
、
立
つ
こ
と
の

　
　
緊
張
が
見
え
る
。
重
力
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る
。
そ
う
い
う
力
が
実
際
に
作
用
し
て
い
る
と
云
う
の
で
は
な
い
。
書
は
紙
と
と
も
に
水
平

　
　
に
横
た
わ
る
。
壁
に
掛
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
書
は
紙
の
表
面
に
あ
る
。
重
力
は
紙
に
は
た
ら
く
。
書
に
は
作
用
し
な
い
の
で
あ
る
。
た

　
　
だ
目
の
直
接
の
経
験
と
し
て
、
　
「
立
っ
て
い
る
も
の
」
に
は
立
つ
こ
と
の
緊
張
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
立
つ
こ
と
の
根
源
的
な
状

　
　
況
で
あ
る
。

　
　
　
立
つ
こ
と
は
地
盤
を
予
想
す
る
。
地
盤
に
は
立
つ
こ
と
以
前
の
安
静
が
あ
る
。
し
か
し
地
盤
は
水
平
の
方
向
に
無
限
に
延
長
す
る
。
延

　
　
長
は
運
動
で
あ
る
。
地
盤
の
画
く
水
平
線
に
沿
う
て
動
く
こ
と
も
で
き
る
。
そ
こ
に
は
運
動
に
よ
る
緊
張
が
あ
る
。
地
般
皿
に
見
る
も
の
は

　
動
か
ざ
る
こ
と
の
緊
張
で
あ
る
。
そ
れ
は
立
つ
こ
と
の
緊
張
と
は
、
種
類
の
違
う
緊
張
で
あ
る
。
冷
や
か
な
静
止
で
あ
る
。

　
線
と
点
が
協
力
し
て
丈
字
が
成
立
す
る
。
そ
れ
ま
で
膚
然
界
に
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
を
、
人
間
が
新
た
に
産
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
幾
つ
か
の
線
と
点
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
云
い
か
え
る
と
、
一
つ
の
字
は
種
々
の
部
分
を
も
つ
こ
と
を
予
想
す
る
。
漢
字
も
仮

名
も
す
べ
て
の
字
が
同
様
に
幾
つ
か
の
部
分
を
左
右
と
上
下
に
統
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
多
く
の
字
が
偏
と
作
り
を
も
っ
て

い
る
。
左
右
の
部
分
の
中
間
に
書
か
れ
た
一
も
し
く
は
書
か
れ
な
い
…
中
心
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
部
分
が
、
字
に
よ
っ
て
ま
た
さ

ま
ざ
ま
の
部
分
に
分
か
れ
る
。
し
か
し
こ
う
い
う
部
分
が
な
ぜ
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
高
さ
は
上
と
下
と
の
関
連
と
し
て
成
立
す
ち
。
し
か
し
単
な
る
高
さ
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
見
ら
れ
る
も
の
は
高
さ
を
も
つ
も
の

で
あ
る
。
上
と
下
と
の
関
連
は
、
根
源
的
に
上
に
あ
る
も
の
と
下
に
あ
る
も
の
と
の
関
連
を
予
想
す
る
。
　
一
つ
の
も
の
に
上
下
の
部
分
が

区
別
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
当
然
に
高
い
部
分
は
童
さ
を
も
つ
も
の
と
見
え
る
。
下
の
部
分
に
重
み
を
か
け
る
も
の
と
見
え
る
。
下
の
部

分
は
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
見
え
る
。
そ
れ
を
計
算
す
る
の
で
は
な
い
。
§
が
そ
の
関
連
を
力
の
相
癒
を
求
め
つ
つ
見
る
の
で
あ
る
。
そ



れ
が
高
さ
を
も
つ
も
の
の
根
源
的
な
要
求
で
あ
っ
た
。

　
一
つ
の
も
の
の
高
さ
は
地
盤
か
ら
出
発
す
る
。
地
盤
は
水
平
の
方
向
に
無
限
に
延
長
す
る
。
　
一
つ
の
も
の
は
そ
の
方
向
の
ど
こ
か
に
立

つ
ぼ
か
は
な
い
。
そ
の
一
方
を
左
と
云
い
、
…
方
を
右
と
云
う
の
で
あ
る
。
左
右
の
関
連
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
左
右
の
均
衡
が

要
求
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
上
下
の
梢
応
と
と
も
に
、
そ
れ
が
存
在
す
る
も
の
の
深
い
要
求
で
あ
る
。

　
楷
書
は
そ
の
構
造
の
縦
も
横
も
、
垂
直
、
水
平
の
線
、
斜
の
線
に
点
を
加
え
た
建
築
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
構
造
は
左
右
の

均
衡
と
上
下
の
釣
合
に
よ
っ
て
安
定
を
得
る
。
楷
書
体
の
構
造
か
ら
細
部
の
或
も
の
を
捨
て
、
残
さ
れ
た
画
の
一
部
を
続
け
て
行
書
体
が

成
立
す
る
。
綱
部
が
一
層
多
く
省
略
せ
ら
れ
、
残
っ
た
画
が
続
け
ら
れ
て
、
草
書
体
が
作
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
種
々
の
書
体
が
出
来
る
の

は
落
掌
で
あ
っ
た
。
　
一
字
を
書
く
の
は
、
区
鯛
せ
ら
れ
た
種
々
の
線
、
点
を
次
ぎ
つ
ぎ
に
麗
く
の
で
あ
る
。
筆
の
馴
れ
、
急
ぐ
こ
と
な
ど

の
種
々
の
理
由
が
、
細
部
を
略
し
線
を
続
け
る
の
は
宙
然
で
あ
ろ
う
。

　
書
の
形
態
は
始
め
か
ら
約
束
が
定
め
、
も
し
く
は
永
い
歴
史
を
と
お
し
て
伝
っ
て
い
る
。
そ
の
定
め
ら
れ
た
字
の
形
態
が
、
書
家
に
よ

り
さ
ま
ざ
ま
に
変
る
。
そ
の
宇
と
し
て
読
め
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
認
め
ら
れ
る
。
字
の
形
態
の
領
域
が
無
限
の
可
能
性
を
も
つ
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
を
個
人
の
「
書
風
」
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
書
の
歴
史
の
理
由
が
あ
る
。

　
　
　
唐
朝
の
楷
書
の
大
家
と
し
て
鳴
る
欧
陽
詞
の
（
野
川
寧
氏
「
書
道
」
は
、
こ
の
小
論
に
挙
げ
る
書
家
た
ち
の
伝
、
そ
の
ほ
か
種
々
の
問

　
　
題
に
つ
い
て
、
熟
読
す
べ
き
、
有
益
の
一
書
で
あ
る
。
）
「
九
成
宮
音
盤
銘
」
の
書
は
、
楷
書
体
の
書
の
典
型
的
な
一
例
で
あ
る
。
竪
か
ら

　
　
横
へ
屈
折
す
る
字
の
ほ
か
は
、
原
鮒
的
に
、
ほ
と
ん
ど
薩
線
に
近
い
正
し
い
画
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
竪
の
画
が
多
く
さ
ま
ざ
ま
に
傾
い

　
　
て
い
る
。
横
の
画
も
わ
ず
か
に
右
へ
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
中
」
の
字
の
中
心
が
著
し
く
長
く
伸
び
る
。
　
「
母
」
の
横
の
繭
に
も
長

　
　
く
右
へ
伸
び
る
も
の
が
あ
る
。
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書
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工

　
細
い
字
で
あ
る
。
先
端
が
多
く
尖
っ
て
い
る
。
横
の
爾
が
竪
よ
り
も
著
し
く
細
い
も
の
が
少
く
な
い
。
甲
、
申
の
類
の
竪
の
線
が
わ
ず

か
に
内
へ
傾
い
て
い
る
。
す
べ
て
の
屈
折
が
明
晰
な
角
を
画
く
。
　
部
の
例
に
は
そ
の
角
が
微
か
な
轡
曲
を
も
っ
て
い
る
。
明
晰
な
直
線

と
流
麗
な
繭
線
を
も
っ
て
形
成
せ
ら
れ
る
こ
の
銘
の
楷
書
に
は
、
細
い
線
、
線
の
長
さ
、
竪
と
横
と
の
方
向
の
わ
ず
か
な
動
き
に
よ
っ
て
、

比
類
な
き
書
風
が
作
ら
れ
た
。
試
み
に
「
九
成
宮
醗
墨
筆
」
中
の
一
字
「
載
」
を
取
上
げ
て
見
る
。
上
の
土
を
車
が
受
け
て
支
え
て
い
る
。

横
、
竪
、
横
の
三
画
が
土
を
作
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
長
短
が
あ
る
。
横
の
二
三
が
少
し
右
へ
上
が
る
。
下
の
長
い
画
が
地
盤
の
よ
う
に
こ
の

統
一
を
支
え
て
い
る
。
土
を
冠
に
頂
い
て
立
つ
車
も
ま
た
竪
と
横
、
長
さ
の
違
う
画
が
組
み
立
て
る
。
竪
の
長
い
線
が
中
軸
を
な
し
て
、

上
の
竪
の
画
を
受
け
る
。
土
と
車
が
図
る
距
離
を
置
い
て
、
ひ
と
し
く
高
さ
の
方
向
に
立
っ
て
い
る
。
云
い
か
え
る
と
同
じ
精
神
を
共
有

し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
車
の
横
の
魑
も
み
な
平
行
し
て
、
土
に
心
を
合
わ
し
、
右
へ
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
大
き
く
轡
拝
す
る
長

い
一
線
が
、
土
と
車
の
右
罵
を
高
く
黒
め
て
い
る
。
起
掛
は
土
の
竪
の
画
よ
り
も
高
く
、
終
り
は
車
の
軸
の
終
り
に
達
し
て
い
る
。
斜
の

短
か
い
一
線
が
こ
の
画
と
切
り
合
う
。
　
一
つ
の
点
が
右
へ
飛
ぶ
。
三
つ
の
部
分
が
載
の
字
を
作
る
の
で
あ
る
。

　
竪
の
画
も
横
の
画
も
す
べ
て
平
行
す
る
。
一
つ
の
方
向
に
統
　
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
位
概
に
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
長
さ
を
即
ち

違
っ
た
心
を
も
つ
線
が
、
同
じ
方
向
へ
動
く
よ
う
に
心
を
合
わ
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
字
の
構
造
が
も
つ
精
神
の
基
本
的
形
態
で
あ

る
。
多
く
の
字
が
こ
の
載
の
字
に
共
通
す
る
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
細
い
弱
々
し
く
さ
え
も
見
え
る
竪
の
軸
も
あ
る
。
垂
直
の
光
線
を
見

る
よ
う
に
立
つ
細
く
鋭
い
線
も
あ
る
。
右
へ
わ
ず
か
に
引
き
上
げ
た
、
驚
く
ほ
ど
長
く
右
へ
伸
び
る
横
の
画
。
長
く
高
く
聾
え
る
よ
う
に

大
き
く
簿
署
す
る
斜
め
の
画
の
精
神
も
加
わ
っ
て
、
　
「
通
常
」
の
域
を
遙
か
に
超
え
た
、
高
い
気
晶
の
書
風
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
こ
う
い
う
細
か
い
、
も
し
く
は
煩
わ
し
い
紀
述
を
と
お
し
て
霧
を
想
像
で
再
現
せ
ら
れ
る
こ
と
を
、
私
は
期
待
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
こ
こ
に
書

　
い
て
あ
る
ま
ま
を
、
単
に
知
識
と
し
て
諒
解
せ
ら
れ
る
こ
と
を
希
賦
す
る
だ
け
で
あ
る
。

　
「
海
嶽
名
言
」
に
「
欧
陽
講
書
、
如
新
型
病
人
顔
色
憔
捧
、
挙
動
辛
苦
」
と
あ
り
（
注
残
珊
瑚
網
、
書
鞘
巻
二
十
四
下
六
九
九
）
欧
茂

の
書
風
を
語
り
得
た
も
の
の
よ
う
に
冤
え
る
。
し
か
し
こ
の
種
の
形
容
に
よ
る
解
釈
は
、
人
の
趣
く
に
任
せ
、
私
は
あ
ま
り
触
れ
な
い
こ



と
に
す
る
。
　
「
王
右
軍
書
、
宇
勢
雄
逸
、
如
竜
跳
天
門
、
虎
臥
鳳
闘
」
と
い
う
よ
う
な
例
も
あ
る
。
　
（
同
書
六
六
〇
頁
）

　
宋
代
の
書
の
四
大
家
に
数
え
ら
れ
る
蘇
棄
披
が
、
行
書
で
自
作
の
詩
二
首
を
巻
に
書
い
た
。
そ
れ
が
「
寒
食
帖
」
と
呼
ば
れ
て
、
我
が

国
に
伝
え
ら
れ
て
あ
る
。
（
「
書
品
」
十
四
号
、
松
井
如
流
氏
「
寒
食
帖
」
並
に
図
版
、
真
田
但
馬
馬
「
蘇
東
披
略
年
譜
参
照
）
そ
の
轄
の

中
に
幾
度
も
見
え
る
「
寒
」
の
宇
の
一
つ
は
強
い
筆
勢
で
あ
る
。
ウ
冠
の
上
の
点
が
打
ち
付
け
ら
れ
て
左
へ
傾
い
て
い
る
。
次
の
画
の
左

の
一
点
は
紙
を
強
く
抑
え
て
、
右
へ
傾
い
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
右
へ
伸
び
る
線
は
右
へ
上
が
る
。
こ
の
冠
を
頂
く
横
の
三
線
と
、
二
本
の

竪
の
線
の
構
造
が
、
強
く
庄
へ
片
寄
っ
て
い
る
。
　
瓢
線
は
右
へ
上
が
り
、
竪
の
左
の
線
は
垂
直
に
立
つ
が
、
右
の
線
は
右
へ
傾
い
て
い
る
。

そ
の
左
の
線
の
下
に
そ
れ
を
受
け
る
人
と
、
そ
の
か
げ
の
二
点
が
冠
の
点
か
ら
大
き
く
左
へ
片
寄
っ
て
い
る
。
寒
の
字
の
全
体
が
右
へ
倒

れ
ん
と
し
て
、
危
く
立
つ
よ
う
に
見
え
る
。
冠
の
君
の
角
が
字
の
中
心
か
ら
大
き
く
右
へ
そ
れ
て
、
強
く
不
安
を
感
ぜ
し
め
る
。
も
し
頂

の
点
が
冠
の
中
央
に
在
り
、
下
の
二
点
が
そ
の
直
下
に
在
れ
ば
、
中
間
の
竪
の
線
が
垂
直
に
立
ち
、
不
安
は
感
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
東
披
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
敢
て
こ
の
強
く
傾
く
字
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
宇
の
構
造
と
し
て
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
画
の
方
向
と
長
さ
に
、
東
披
自
身
の
発
見
し
た
、
他
の
何
人
の
も
の
と
も
違
う
新
し
い
形
態

が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
わ
ず
か
な
…
斑
を
見
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
　
「
寒
食
帖
」
に
強
く
現
れ
た
東
芝
の
書
風
は
、
著
し
く
直
線
的
で
あ
る
。
よ
り
古

い
時
代
の
晋
の
王
義
之
の
行
書
が
す
で
に
し
ば
し
ば
直
線
的
で
あ
る
が
、
写
譜
は
一
面
に
強
く
王
義
之
の
影
響
を
受
け
、
一
面
に
慮
分
の

め
ざ
ま
し
い
書
風
を
発
見
し
た
。
王
義
之
の
線
に
は
柔
か
い
力
が
あ
る
。
東
披
の
線
に
は
鋭
さ
が
あ
る
。
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草
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の
遠
い
大
き
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一
例
と
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て
、

よ
う
。
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書
の
論
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

　
　
私
は
こ
の
帖
の
筆
者
が
王
義
之
で
あ
る
と
確
か
に
は
云
え
な
い
。
古
く
京
都
で
得
た
も
の
で
あ
る
が
、
見
馴
れ
た
書
風
と
は
大
き
く
違
い
、
岡
じ

　
書
風
の
複
製
も
見
た
こ
と
が
な
い
。
た
だ
こ
の
小
論
の
冒
的
か
ら
、
書
風
を
闘
う
た
め
に
の
み
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
。
考
註
の
こ
と
な
ら
、
他
に
適

　
才
が
幾
入
も
い
ら
れ
る
。

　
こ
の
法
帖
の
「
永
和
九
年
歳
云
々
」
と
始
め
ら
れ
る
草
書
の
列
の
中
か
ら
、
　
「
所
単
層
浪
」
と
続
く
「
浪
」
の
一
字
を
借
ろ
う
と
思
う
。

左
に
「
シ
」
の
偏
を
置
き
、
右
に
「
良
」
の
字
の
作
り
が
あ
る
。
王
義
之
の
こ
の
浪
は
、
偏
を
楷
書
と
ひ
と
し
く
、
三
画
を
正
し
く
分
け

て
書
い
て
あ
る
。
作
り
の
上
の
一
点
も
あ
る
。
そ
の
下
の
良
の
は
じ
め
の
一
画
が
そ
の
点
に
続
き
、
右
上
り
の
横
の
画
を
垂
直
に
下
ろ
す

代
り
に
、
急
に
左
へ
折
り
、
そ
れ
を
斜
め
に
下
へ
伸
ば
し
、
急
に
右
へ
折
り
、
右
上
り
に
少
し
伸
ば
し
て
、
も
う
一
度
急
に
左
へ
曲
げ
て

筆
を
と
め
て
あ
る
。
驚
く
べ
き
省
略
と
変
形
で
あ
る
。
原
形
が
推
定
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
浪
の
字
の
知
識
を
補
っ
て
は
じ
ぬ
て
読
む

こ
と
が
で
き
る
。

　
§
は
そ
こ
に
書
い
て
あ
る
も
の
だ
け
を
見
る
ほ
か
は
な
い
。
偏
の
は
じ
め
の
一
画
は
、
強
く
打
ち
付
け
る
尖
端
を
左
の
上
へ
向
け
、
そ

こ
か
ら
斜
に
左
へ
離
れ
て
、
尖
頭
を
上
に
向
け
る
点
を
、
下
へ
向
っ
て
打
っ
て
あ
る
。
そ
の
点
の
丸
い
輪
郭
に
平
行
し
て
、
そ
れ
を
受
け

る
第
三
画
の
、
左
か
ら
右
へ
廻
わ
し
た
筆
を
は
ね
上
げ
て
あ
る
。
点
と
線
と
の
三
つ
の
醐
が
そ
れ
ぞ
れ
の
形
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位

置
に
離
れ
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
に
関
連
し
、
斜
に
左
へ
続
く
一
つ
の
統
一
を
形
成
す
る
。
他
の
書
家
の
思
い
鋼
ら
な
い
離
れ
方
に

よ
る
比
類
な
き
統
一
で
あ
る
。

　
そ
の
は
じ
め
の
一
点
と
し
て
、
尖
っ
た
形
を
も
つ
小
平
面
が
、
打
ち
付
け
ら
れ
た
力
を
表
わ
し
て
そ
こ
に
在
る
。
大
き
く
左
へ
離
れ
、

尖
っ
た
頂
き
の
ほ
か
は
、
す
べ
て
柔
か
に
避
噸
す
る
輪
郭
を
も
つ
点
の
表
面
が
そ
れ
に
向
い
合
う
。
短
く
横
た
わ
る
も
の
に
、
長
く
立
つ

も
の
が
柔
い
合
う
の
で
あ
る
。
形
も
違
う
。
し
か
し
ど
ち
ら
も
鋭
く
尖
る
頂
き
の
ほ
か
は
、
柔
か
い
形
を
も
っ
て
い
る
。
長
い
平
面
が
斜

め
に
左
へ
傾
い
て
い
る
。
そ
れ
を
傾
け
る
力
が
加
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
同
時
に
対
抗
す
る
カ
が
見
え
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
下
の
臨
が
下
か
ら
そ
れ
を
守
る
よ
う
に
、
両
端
を
上
げ
て
い
る
。
そ
の
線
の
輪
郭
が
上
の
点
の
輪
郭
に
平
行
す
る
。
平
行
す
る



　
　
と
は
精
神
の
動
き
が
一
致
し
て
、
同
じ
方
向
を
取
る
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
の
も
の
が
同
じ
心
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
浪
の
字
の
偏
だ
け
は
楷
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
立
す
る
作
り
の
強
く
省
略
、
変
形
せ
ら
れ
た
「
良
」
に
も
上
の
点
は
あ
る
。
先
端

　
　
を
左
へ
向
け
て
打
ち
付
け
て
あ
る
。
そ
こ
か
ら
大
き
く
離
れ
、
そ
れ
に
平
行
す
る
よ
う
に
右
へ
強
く
引
き
上
げ
た
次
ぎ
の
画
を
、
急
に
左

　
　
へ
屈
折
し
、
斜
め
に
紳
ぱ
し
、
右
へ
ま
た
左
へ
屈
折
を
繰
り
返
す
線
の
連
続
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
精
神
の
活
濃
な
動
き
の
痕
が
見
え
る
。

　
　
偏
と
作
り
が
そ
れ
ぞ
れ
の
統
一
を
も
ち
、
そ
れ
が
大
き
い
空
間
を
挾
ん
で
対
立
し
、
対
立
に
よ
っ
て
関
連
し
、
浪
の
掌
の
統
一
を
形
成
す

　
　
る
の
で
あ
る
。
淡
の
字
の
新
し
い
形
態
が
誰
に
も
書
か
れ
な
か
っ
た
王
義
之
の
み
の
書
風
の
「
斑
を
こ
こ
に
表
わ
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
以
導
流
般
」
中
の
「
流
」
の
宇
の
7
偏
が
左
へ
離
れ
、
上
の
一
点
は
高
い
位
置
に
在
る
。
作
り
は
そ
れ
に
従
っ
て
、
全
体
が
や
や
左

　
　
へ
傾
い
て
い
る
。
右
へ
引
か
れ
た
最
後
の
画
が
、
そ
の
前
の
画
と
と
も
に
、
少
し
左
へ
傾
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
体
と
し
て
、
こ
の

　
　
字
の
部
分
が
統
一
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
大
き
く
書
か
れ
た
泳
の
字
の
7
偏
も
、
一
点
を
受
け
て
右
へ
簿
曲
す
る
下
の
角
か
ら
、
右
の
上
方
へ
驚
く
ほ
ど
高
く
一
は
ね
上
る
波
の

　
　
末
の
よ
う
に
一
作
り
の
上
の
点
へ
続
い
て
そ
こ
に
軽
く
筆
が
と
め
て
あ
る
。
こ
の
例
は
他
に
も
あ
る
。
そ
の
下
の
画
は
楷
書
の
よ
う
に
正

　
　
し
く
書
か
れ
て
、
偏
か
ら
続
く
流
麗
な
簿
曲
の
旋
律
に
対
立
す
る
。

　
　
　
巻
初
へ
帰
っ
て
見
る
と
、
　
「
永
和
」
は
楷
書
で
あ
る
。
次
の
癸
丑
も
そ
う
で
あ
る
。
　
「
暮
春
之
初
会
」
と
つ
づ
く
会
の
よ
う
に
、
上
半

　
　
は
楷
書
に
近
く
、
下
半
は
日
の
代
り
に
短
い
｝
線
で
あ
る
。
上
が
惹
く
字
が
倒
れ
ん
と
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
上
丁
の
不
釣

　
　
合
な
例
も
少
く
な
い
が
、
享
年
的
に
は
左
右
が
均
衡
を
も
っ
て
い
る
。
細
部
を
小
さ
く
崩
し
、
線
を
思
う
ま
ま
に
轡
幽
し
、
上
下
が
迫
り
、

　
　
そ
の
下
へ
崩
し
た
大
字
が
つ
づ
く
。
　
「
事
」
の
字
が
大
き
く
太
く
、
庭
石
の
線
を
一
部
だ
け
画
い
た
よ
う
な
線
の
末
を
長
く
垂
れ
る
例
も

　
　
あ
る
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
正
し
い
楷
書
と
崩
し
た
行
書
が
曇
り
、
一
線
が
大
き
く
轡
．
曲
し
、
羅
宇
の
輪
郭
の
一
部
の
よ
う
に
見
え
る
。
庭

　
　
石
の
よ
う
に
。
遠
い
連
山
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
似
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
視
覚
の

　
　
創
造
で
あ
る
。
線
の
み
の
世
界
の
存
在
で
あ
る
。
一
筋
の
紐
を
竪
横
に
引
き
廻
わ
し
た
よ
う
に
偏
を
作
り
、
そ
れ
と
均
衡
を
も
つ
作
り
が

珊　
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コ
　
　
の
　
　
払
調
　
　
廻
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
論
ハ

向
い
合
う
。
そ
の
或
も
の
が
「
以
」
の
字
で
あ
り
、
或
も
の
が
「
為
」
で
あ
っ
た
。

　
王
義
之
の
書
風
は
我
が
国
の
弘
法
大
師
に
大
き
く
影
響
し
た
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
書
を
i
中
に
も
行
書
を
一
比
べ
て
見
れ
ば
す
ぐ
分
か

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
字
の
形
に
も
、
筆
が
紙
面
を
柔
か
に
し
か
し
、
力
強
く
呪
え
て
動
く
こ
と
に
も
、
明
白
な
一
致
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
大
師
は
単
な
る
模
倣
老
で
は
な
い
。
比
類
な
き
天
才
に
よ
り
、
重
厚
の
う
ち
に
新
選
な
霞
家
の
書
風
を
大
成
し
た
の
で
あ

る
。　

王
義
之
の
書
風
が
書
の
歴
史
の
中
で
占
め
る
の
と
や
や
似
た
位
置
を
、
わ
が
国
の
歴
史
で
小
野
道
風
が
占
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
風

の
三
体
の
書
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
「
書
品
」
四
十
号
、
田
中
塊
堂
氏
「
道
風
新
居
帖
に
就
い
て
」
並
に
図
版
参
照
）
白
楽
天
の
詩
を

二
首
ず
つ
、
楷
、
行
、
草
三
体
に
書
い
た
も
の
が
鴻
池
氏
に
蔵
せ
ら
れ
る
。
は
じ
め
の
楷
書
を
見
る
と
、
道
風
の
書
風
は
欧
陽
詞
の
楷
書

と
は
大
き
く
違
う
。
ま
ず
そ
の
竪
の
繭
が
し
ば
し
ば
大
き
く
内
へ
向
う
弧
を
画
く
。
門
、
閑
、
朱
な
ど
の
字
に
そ
の
例
を
見
る
。
そ
の
朱

が
一
例
を
示
す
よ
う
に
、
斜
め
の
懸
が
大
き
く
ゆ
る
や
か
に
、
下
へ
平
曲
し
、
終
り
に
ゆ
る
く
力
を
加
え
、
静
か
に
重
く
機
ね
る
。
昔
テ

オ
ド
オ
ル
・
リ
プ
プ
ス
が
「
結
び
の
強
調
」
　
（
シ
ュ
ル
ス
ス
・
ベ
ト
オ
ヌ
ン
グ
）
と
云
っ
た
よ
う
な
線
で
あ
る
。
秋
の
字
の
火
な
ど
に
も

そ
れ
を
見
る
。
水
、
人
、
客
も
そ
れ
。
右
へ
斜
め
に
終
る
字
は
多
く
そ
れ
で
あ
る
。

　
楷
書
の
二
首
に
続
く
「
地
上
」
と
「
秋
晩
」
の
二
善
は
行
書
で
あ
る
。
行
書
も
多
く
竪
の
画
が
、
楷
書
と
ひ
と
し
く
大
き
く
轡
繭
す
る
。

一
部
の
線
が
細
く
一
部
が
太
い
。
そ
の
相
違
に
は
律
動
が
あ
る
。
楷
書
も
そ
れ
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
に
も
し
ば
し
ば
、
一
字
の
全
部
が
他

の
字
よ
り
も
太
く
、
且
つ
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
太
さ
が
違
う
の
は
、
紙
を
抑
え
る
筆
の
力
が
違
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
細
い

字
が
す
べ
て
弱
い
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
し
ば
し
ば
筆
を
浮
か
し
て
窃
に
麦
え
る
力
の
緊
張
が
見
え
る
。
力
の
強
弱
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

字
の
大
き
さ
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
大
き
く
広
く
力
を
伸
ば
す
こ
と
と
、
小
さ
く
収
約
す
る
こ
と
と
の
変
化
に
律
動
が
あ
る
。

　
草
書
の
二
首
の
詩
が
続
く
。
顧
の
省
略
が
著
し
く
、
線
の
太
さ
も
大
き
く
変
る
。
太
く
大
き
い
字
が
続
く
行
も
あ
る
。
屈
折
が
大
き
く
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画
法
す
る
。
多
く
の
宇
は
、
上
下
左
右
の
種
々
の
部
分
が
中
へ
向
っ
て
集
中
し
、
左
右
に
均
衡
を
も
ち
、
上
下
が
釣
り
合
っ
て
い
る
。
中

に
は
吾
の
五
の
下
に
口
の
代
り
に
短
か
い
一
線
が
あ
る
。
宅
の
ウ
冠
が
大
き
過
ぎ
る
。
覚
の
字
の
下
の
見
が
右
へ
片
寄
っ
て
、
字
が
倒
れ

ん
と
す
る
。

　
草
書
の
「
夢
直
垂
」
二
首
の
字
は
、
柔
か
く
轡
面
す
る
太
い
「
和
」
に
、
　
「
水
」
の
字
が
漸
く
な
だ
ら
か
に
旋
律
を
も
つ
竪
の
中
軸
の

左
右
に
、
同
じ
く
な
だ
ら
か
な
両
脚
を
も
つ
「
水
」
が
続
く
。
　
「
小
橋
辺
、
池
唐
草
三
無
佳
句
、
奮
闘
扇
面
夢
阿
蓮
」
の
四
行
は
字
の
大

小
が
著
し
く
、
中
に
も
辺
の
字
は
太
く
、
池
唐
は
細
く
、
太
く
濃
い
草
藤
の
緑
が
大
き
く
、
臥
が
驚
く
べ
く
太
い
偏
に
、
細
く
長
い
作
り

の
線
を
配
し
て
あ
る
。

　
道
風
の
草
書
も
原
話
的
に
種
々
の
部
分
に
明
確
な
均
衡
を
も
っ
て
い
る
。
線
の
進
行
に
は
方
向
の
慮
由
な
転
換
に
、
明
快
な
律
動
が
あ

る
。
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
常
に
丸
ら
か
に
攣
齢
す
る
線
と
、
丸
み
の
柔
か
い
角
が
形
成
す
る
。
実
に
し
ば
し
ば
意
表
に
出
で
る
、
　
一
字
目
形

体
で
あ
り
、
字
の
連
続
で
あ
る
。
嘗
て
何
人
に
も
知
ら
れ
な
か
っ
た
、
書
の
新
し
い
世
界
の
発
見
で
あ
る
。

　
御
物
「
玉
泉
帖
」
（
「
書
贔
」
十
八
号
、
春
名
好
重
筑
、
　
「
小
野
道
風
の
「
玉
泉
帖
」
及
び
図
版
、
武
田
基
一
民
発
行
、
　
「
伝
小
野
道
風

筆
「
玉
泉
帖
し
参
照
）
当
時
人
々
の
愛
律
し
た
白
楽
天
の
詩
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
　
一
紙
面
に
四
行
の
字
が
並
ぶ
。
小
さ
く
細
く
軽
い

字
に
、
突
然
太
く
大
き
い
字
が
続
く
よ
う
な
書
風
が
さ
ま
ざ
ま
に
繰
り
返
さ
れ
る
。
或
る
字
は
行
書
で
あ
る
。
し
か
し
多
く
は
草
書
で
あ

る
。
そ
れ
が
互
に
ま
じ
る
の
で
あ
る
。
は
じ
め
の
一
行
に
あ
る
泉
南
澗
。
次
行
の
花
。
二
枚
め
の
寧
静
辛
苦
な
ど
の
字
は
、
墨
も
濃
く
冒

頭
も
角
も
柔
か
く
宇
が
集
中
す
る
。
偏
と
作
り
の
左
右
の
部
分
が
均
衡
を
保
ち
、
上
下
の
部
分
が
釣
合
っ
て
い
る
。
次
ぎ
の
詩
の
は
じ
め

の
行
、
初
長
南
風
も
そ
れ
で
あ
る
。
墨
の
濃
淡
は
句
の
切
れ
め
に
も
あ
れ
ば
、
字
の
違
い
で
も
変
る
。

　
第
一
行
に
帰
り
、
奇
怪
不
の
奇
は
、
横
の
画
を
特
に
長
く
引
き
、
宇
が
不
安
定
に
見
え
る
。
怪
の
字
の
斜
め
の
線
も
不
釣
合
に
長
く
、

字
の
集
束
が
乱
れ
て
い
る
。
不
の
竪
の
画
が
長
き
に
過
ぎ
、
字
が
倒
れ
ん
と
す
る
。
字
画
が
少
く
緊
密
に
集
束
し
な
い
。

　
・
今
日
多
情
只
我
到
と
小
さ
く
軽
い
列
に
、
毎
年
影
青
と
濃
く
続
く
列
の
、
中
に
も
大
字
の
無
の
下
の
四
点
を
一
列
に
つ
づ
け
た
一
線
は
、
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上
の
部
分
か
ら
遠
く
離
れ
て
、
溺
の
掌
・
の
「
部
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
も
短
か
く
、
釣
合
が
無
視
せ
ら
れ
て
あ
る
。
そ
れ
に
連
ら
な
る

　
　
故
の
字
の
偏
が
や
や
小
さ
く
、
向
い
合
う
作
り
は
大
き
く
ゆ
る
や
か
に
浄
曲
し
安
定
を
保
っ
て
い
る
。
毎
年
の
年
は
、
上
か
ら
大
き
い
弧

　
　
を
画
く
線
に
、
三
つ
の
画
が
蔓
の
よ
う
に
絡
ん
で
い
る
。
驚
く
べ
く
大
き
い
無
心
の
下
に
為
誰
開
と
細
く
軽
く
つ
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
に

　
　
続
く
寧
静
辛
苦
の
太
く
し
っ
か
り
し
た
四
字
を
や
や
細
い
行
三
里
更
与
が
受
け
、
留
連
と
濃
く
、
飲
両
盃
は
軽
く
、
猶
の
字
は
大
き
く
濃

　
　
く
、
有
　
般
孤
は
響
く
軽
く
、
負
事
は
ま
た
驚
く
べ
く
太
く
大
き
く
、
不
謡
歌
は
小
さ
く
枯
れ
、
同
じ
く
枯
れ
た
細
筆
の
大
き
く
長
い

　
　
「
舞
」
の
字
に
、
管
絃
の
太
く
濃
い
字
が
続
き
、
最
後
の
字
の
「
来
」
が
ま
た
思
い
切
っ
て
大
き
く
、
思
い
の
ま
ま
に
紙
を
擦
っ
て
い
る
。

　
　
　
第
二
の
詩
の
終
り
、
飢
寒
解
…
渇
が
細
く
流
麗
を
極
め
、
　
一
蓋
冷
雲
漿
が
濃
く
太
く
大
き
く
続
く
。
漿
の
字
の
筆
が
放
奔
を
き
わ
め
て
廻

　
　
わ
し
て
あ
る
。
一
の
字
が
短
か
く
、
蓋
は
高
く
、
そ
れ
を
自
由
に
く
ず
し
、
最
後
に
丸
く
攣
潔
し
て
擾
ね
る
下
へ
、
大
き
く
太
い
冷
の
字

　
　
が
、
偏
も
作
り
も
強
く
・
石
へ
傾
い
て
、
柔
か
い
轡
曲
を
左
・
石
に
く
り
か
え
し
て
あ
る
。

　
　
第
三
の
宿
天
笠
寺
廻
の
詩
の
よ
う
に
、
ウ
冠
が
下
の
画
に
比
べ
て
著
し
く
大
き
い
例
も
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
天
の
よ
う
に
、
上
の
二
に

　
　
比
べ
て
後
の
二
画
が
不
釣
合
に
太
く
長
い
例
も
あ
る
。
今
の
字
の
よ
う
に
人
が
広
き
に
過
ぎ
る
も
の
も
あ
る
。
す
べ
て
「
通
常
扁
の
構
想

　
　
を
超
え
た
独
自
の
感
覚
で
あ
る
。
原
期
的
に
左
右
の
部
分
が
美
し
い
均
衡
を
も
っ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
そ
れ
が
一
も
ち
ろ
ん
意
識
し
て

　
　
－
破
ら
れ
た
。
上
下
の
釣
合
が
無
視
せ
ら
れ
た
の
も
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
不
安
の
緊
張
が
、
字
の
生
命
を
弔
え
る
よ
う
に
見
え

　
　
る
。
細
く
軽
い
盃
の
字
に
、
突
然
大
き
く
濃
く
猶
の
字
が
続
き
、
そ
の
偏
の
ほ
か
は
作
り
も
、
そ
れ
に
つ
づ
く
有
の
字
も
、
容
易
に
は
読

　
　
み
難
い
ほ
ど
崩
し
て
あ
る
。
有
は
一
筆
の
曲
線
が
、
　
一
本
の
蔓
が
掛
か
る
よ
う
に
、
左
へ
傾
い
て
危
く
立
っ
て
い
る
。
多
く
の
字
が
細
部

　
　
を
強
く
略
し
、
筆
が
走
り
、
ほ
と
ん
ど
読
み
兼
ね
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
　
　
王
義
之
の
「
永
和
九
年
」
の
草
書
に
は
、
一
々
の
字
が
し
ば
し
ば
読
み
難
い
ほ
ど
細
部
を
捨
て
、
釜
中
の
字
の
大
小
に
も
著
し
く
違
う

　
　
も
の
が
少
く
は
な
い
が
、
し
か
し
全
体
の
書
風
と
し
て
は
、
整
然
と
し
て
四
列
の
中
に
収
め
ら
れ
て
あ
る
。
多
く
の
字
が
行
書
も
し
く
は

　
槽
霧
に
近
く
さ
え
も
あ
る
。
一
字
の
構
成
に
美
し
い
形
も
動
き
も
あ
る
。



　
「
玉
泉
帖
」
の
道
風
の
書
は
、
　
一
列
の
構
成
に
も
す
で
に
大
き
い
動
き
が
あ
る
．
列
中
の
字
の
大
小
が
驚
く
べ
く
違
っ
て
い
る
．
こ
こ

に
も
す
で
に
平
仮
名
の
成
立
が
予
感
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
幾
字
を
繋
ぐ
軽
快
に
し
て
流
麗
な
連
続
が
あ
る
。
驚
く
べ
き
書
の

形
態
の
創
見
で
あ
る
。
巻
末
に
「
以
是
不
可
為
褒
愛
縁
非
職
体
耳
」
と
書
き
添
え
て
あ
る
。
こ
れ
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
書

は
例
体
で
は
な
い
書
風
で
書
い
た
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
褒
疑
の
対
象
に
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
道
風
は
こ
の
書
風

が
お
そ
ら
く
遥
遥
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
予
期
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
こ
れ
が
「
例
体
」
を
越
え
た
、
衆
目
を
驚
か
す
ほ
ど
の
新
し

い
書
風
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
王
義
之
を
さ
え
越
し
た
個
性
に
充
ち
た
書
風
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
つ
の
書
を
見
る
と
は
、
厨
が
そ
の
構
造
を
自
分
の
心
の
前
に
成
立
せ
し
め
る
働
き
で
あ
る
。
目
と
そ
の
周
囲
、
身
体
の
そ
れ
に
関
連

　
　
す
る
種
々
の
部
分
が
一
致
し
て
、
面
分
の
前
に
即
ち
外
界
に
在
る
も
の
と
し
て
産
出
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
そ
こ
に
は
じ
め
て
そ
れ
を

　
　
発
見
す
る
の
で
あ
る
ゆ
そ
れ
は
主
観
に
対
立
す
る
】
つ
の
客
観
と
し
て
見
え
る
。
蓑
が
裏
を
予
想
す
る
よ
う
に
、
主
観
と
客
観
は
互
に
他

　
　
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
の
書
に
は
そ
の
形
に
、
そ
れ
を
見
る
心
が
根
源
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
を

　
　
そ
の
書
の
精
神
も
し
く
は
生
命
と
呼
ぶ
。
そ
れ
が
そ
の
書
の
も
つ
美
で
あ
る
。

　
　
　
も
と
よ
り
そ
の
書
は
人
が
書
い
た
。
私
は
あ
と
か
ら
見
る
の
で
あ
る
。
誰
か
が
書
い
た
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
。
書
家
が
書
き
私
が
見

　
　
る
と
い
う
｝
つ
の
連
続
と
し
て
、
視
覚
が
そ
の
書
を
産
出
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
書
の
も
っ
て
い
る
大
き
さ
の
美
に
驚
い
た
。
書
家

　
　
に
は
そ
の
驚
き
は
な
い
。
彼
は
は
じ
め
か
ら
そ
う
い
う
大
き
さ
を
揖
ざ
し
一
或
い
は
意
気
込
み
を
さ
え
も
っ
て
一
そ
の
大
き
さ
を
書

　
　
い
た
の
で
あ
る
。
書
く
者
と
見
る
者
と
の
二
つ
の
は
た
ら
き
と
し
て
、
視
覚
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
書
家
の
産
出
で
あ
り
、
私
の

　
　
産
出
で
も
あ
っ
た
。
二
人
の
見
る
も
の
が
個
性
に
従
っ
て
違
う
こ
と
も
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
書
が
精
神
を
も
つ
と
云
う
の
は
、
書
の
構
造
の
外
に
精
神
と
い
う
も
の
が
洌
に
加
わ
る
と
云
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
字
を
見
る
こ
と
に

　
　
尽
き
る
の
で
あ
る
。
善
を
思
う
心
が
撫
わ
る
の
で
も
な
く
、
仏
を
信
ず
る
心
が
は
た
ら
く
の
で
も
な
い
。
道
徳
的
に
傑
れ
た
人
格
も
、
信
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心
の
深
処
に
達
し
た
心
も
、
す
べ
て
無
縁
で
あ
る
。
．
清
廉
に
し
て
職
を
汚
さ
な
い
の
は
、
道
徳
的
に
正
し
い
人
格
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

道
徳
的
に
明
澄
な
人
間
的
感
覚
に
裏
着
け
ら
れ
た
、
正
確
な
判
断
が
そ
れ
に
無
き
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
正
し
い
行
為
の
根
源
と

し
て
の
、
倫
理
的
主
体
性
で
あ
る
。
正
し
い
行
動
を
実
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
潤
れ
た
精
神
を
も
つ
字
を
書
く
こ
と
と
は
、
そ
れ

は
人
闘
の
別
の
在
り
方
で
あ
る
。
書
に
現
れ
る
精
神
の
或
も
の
は
、
驚
く
べ
き
「
大
き
さ
」
を
も
っ
て
い
る
。
或
る
書
に
は
気
高
い
精
神

が
現
れ
て
い
る
。
量
れ
た
人
間
が
現
れ
る
こ
と
で
は
、
正
し
い
人
格
が
行
為
に
現
れ
る
こ
と
も
、
気
高
い
精
神
が
書
に
現
れ
る
こ
と
も
一

つ
で
あ
る
。
そ
の
精
神
の
意
味
が
違
う
の
で
あ
る
。
混
雑
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
書
が
も
っ
て
い
る
精
神
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
覆
る
も
の
は
大
き
く
、
或
も
の
は
強
く
、
鋭
く
、
或
も
の
は
気
品
が
高
く
。
し
ば
し
ば

こ
れ
ら
の
精
神
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
た
だ
書
に
は
「
深
さ
」
の
精
神
を
表
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
線
と
点
と
の
構
成
す
る
書
が
無
限

の
空
間
の
前
に
立
つ
。
し
か
し
こ
の
空
閥
は
字
の
背
景
と
し
て
警
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
宇
が
在
る
自
然
の
背
崇
を
し
て
画
か
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
何
も
の
と
し
て
も
限
定
せ
ら
れ
な
い
空
間
で
あ
る
。
絵
画
の
盤
界
の
空
で
も
な
く
、
夜
の
自
然
の
暗
で
も
な
い
。
そ
こ
に

は
自
然
の
何
物
も
存
在
し
な
い
。
前
に
立
つ
も
の
と
背
景
と
の
関
連
と
し
て
の
深
さ
は
こ
こ
に
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
幽
玄
、
神
秘

な
ど
の
精
神
が
現
れ
る
た
め
に
は
、
根
源
的
に
「
暗
」
が
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
階
が
画
か
れ
る
た
め
に
は
平
爾
が
予
想
せ
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
書
は
線
の
構
成
で
あ
る
。
平
面
は
線
の
外
に
在
る
。
も
ち
ろ
ん
書
を
見
る
爵
が
単
に
線
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
い
。

紙
の
も
つ
平
面
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
平
面
が
書
の
世
界
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
現
れ
な
い
精
神
が
あ
る
こ
と
を
怪
し
む
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ほ
と
ん
ど
無
限
に
種
々
の
精
神
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
書
家
の
人

間
が
書
に
現
れ
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
人
間
と
は
ど
う
い
う
人
間
で
あ
ろ
う
か
。

　
私
は
図
る
臼
「
木
」
偏
を
｝
つ
書
こ
う
と
し
た
。
は
じ
め
の
画
を
や
や
長
く
右
へ
引
き
上
げ
て
、
そ
の
次
ぎ
の
竪
の
画
を
右
へ
少
し
反

る
よ
う
に
書
く
積
り
で
あ
っ
た
。
書
い
た
結
果
は
、
竪
が
反
り
か
え
る
代
り
に
左
へ
傾
い
て
し
ま
っ
た
。
何
度
も
繰
り
返
し
て
、
よ
う
や

く
胸
中
の
ほ
の
か
な
竪
の
線
に
近
づ
い
た
。
一
度
で
は
筆
を
持
つ
手
妻
の
動
き
が
そ
れ
に
相
応
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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よ
う
や
く
気
の
つ
い
た
こ
と
は
、
手
頸
だ
け
を
動
か
し
て
い
た
の
が
不
用
意
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
肘
と
と
も
に
腕
で
書
く
べ
き
で
あ
る

こ
と
は
、
少
年
の
頃
か
ら
教
え
ら
れ
、
書
法
の
書
で
も
読
ん
だ
。
そ
れ
を
よ
う
や
く
膚
分
の
経
験
と
し
て
得
た
の
で
あ
る
。
不
満
の
嘆
息

を
重
ね
つ
つ
、
よ
う
や
く
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
、
私
の
も
の
と
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
書
こ
う
と
す
る
意
志
と
手
の
運
動
が
し
ば
し
ば
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
書
こ
う
と
思
っ
た
字
は
、
出
来
て
み
て
は
じ
め
て
分
か
る
。

そ
れ
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
書
き
終
る
ま
で
は
そ
の
宇
は
ま
だ
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
見
る
こ
と
も
知
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
一

旦
書
か
れ
た
字
に
彼
が
不
満
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
書
こ
う
と
し
た
宇
が
そ
れ
と
は
鋼
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
語
る
。

そ
れ
を
探
り
、
或
る
見
当
を
着
け
つ
つ
、
彼
は
自
分
の
欲
す
る
書
を
発
見
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
努
力
を
す
る
よ
う
な
彼
の

人
間
が
そ
こ
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　
二
人
は
す
べ
て
違
っ
て
い
る
。
目
の
は
た
ら
き
も
手
と
身
体
の
種
々
の
部
分
の
動
き
方
も
、
す
べ
て
或
る
相
違
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。

才
能
の
相
違
で
あ
る
。
太
く
確
か
な
一
線
に
は
、
そ
う
い
う
線
を
書
こ
う
と
す
る
要
求
が
、
意
識
せ
ら
れ
て
も
し
く
は
意
識
を
超
え
て
先

き
立
っ
て
い
る
。
書
げ
れ
ば
書
家
は
満
足
す
る
。
書
け
な
け
れ
ば
不
満
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
を
書
か
ん
と
す
る
よ
う
な
彼
の
人

閾
が
そ
こ
に
現
れ
た
の
で
あ
る
。
或
る
精
神
を
表
わ
す
よ
う
な
線
を
構
成
す
る
字
を
書
き
た
い
と
思
い
、
そ
れ
を
穆
と
季
の
一
致
し
た
作

業
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
試
み
に
そ
れ
を
名
付
け
る
と
、
そ
こ
に
現
れ
る
の
は
「
書
と
し
て
の
人
閥
」
で
あ
る
。
知
識
的
も
し

く
は
道
徳
的
な
ど
と
は
、
別
の
人
閾
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　
無
数
の
事
実
が
学
闇
、
道
徳
、
宗
教
な
ど
の
生
き
方
に
卓
れ
た
人
々
の
書
が
、
し
ば
し
ば
平
凡
な
形
と
精
神
の
も
の
で
あ
る
例
を
示
し

て
い
る
。
例
を
上
げ
る
こ
と
は
こ
こ
に
は
差
控
え
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
汰
れ
た
学
者
、
徳
行
の
高
い
人
、
信
仰
の
深
い
人
々
で
あ
っ
て
、

同
時
に
卓
越
し
た
書
家
で
あ
る
例
も
少
く
は
な
い
。
こ
れ
は
そ
れ
ら
の
言
々
が
、
同
時
に
し
か
し
偶
然
に
書
に
も
卓
れ
た
才
能
を
も
つ
人

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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絵
画
の
世
界
か
ら
一
例
を
借
り
て
見
る
と
、
カ
ミ
イ
ユ
・
コ
ロ
オ
が
伝
記
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
善
良
に
し
て
他
人
へ
の
好
意
に
充
ち
、

「
ペ
エ
ル
・
コ
ロ
オ
」
　
（
コ
中
綿
お
じ
さ
ん
）
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
の
絵
が
ま
た
極
め
て
柔
和
な
精
神
を
表

わ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
善
良
な
性
格
の
現
れ
で
あ
る
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
善
良
な
性
格
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
た
だ
漠
然
と
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
必
ず
何
か
の
具
体
的
な
事
実
と
し
て
そ
れ
が
現
れ
る
。

コ
μ
オ
は
ミ
レ
エ
の
友
人
の
　
人
で
あ
っ
た
。
ミ
レ
エ
の
没
後
、
ミ
レ
エ
か
ら
買
っ
た
絵
の
代
金
と
画
商
に
云
わ
し
て
、
夫
人
に
金
を
贈

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
濃
か
な
友
情
が
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
。
そ
の
友
情
の
表
現
に
は
、
ミ
レ
エ
の
遺
族
の
事
情
が
洞
察
せ
ら
れ
て
い
る
。

夫
人
の
心
に
負
担
を
感
ぜ
し
め
な
い
た
め
の
緬
心
の
用
意
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
種
々
の
心
づ
か
い
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
深

い
好
音
心
と
濃
か
な
配
慮
が
コ
ロ
オ
の
絵
が
も
っ
て
い
る
柔
稲
な
心
と
ど
う
結
び
着
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
私
は
コ
ロ
オ
が
画
い
た
海
の
絵
を
一
枚
だ
け
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
遠
く
か
ら
眺
め
た
風
景
で
あ
る
。
ラ
フ
ォ
ン
テ
エ
ヌ
の
寓
話
の
一

つ
を
画
い
た
も
の
で
あ
る
。
コ
ロ
オ
は
波
の
音
の
荒
さ
を
好
ま
な
い
の
で
海
を
画
か
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
彼
は
自
分
の
画
布
の
上

に
荒
々
し
い
精
神
を
見
る
こ
と
に
堪
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
心
が
隣
人
の
貧
し
さ
を
傍
観
す
る
に
忍
び
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ロ
オ
は
そ
の
製
作
の
進
行
中
に
、
彼
が
欲
し
た
柔
か
い
心
が
現
れ
て
い
な
い
と
見
れ
ば
、
お
そ
ら
く
画
き

直
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
作
業
と
人
の
不
幸
を
救
う
こ
と
と
は
、
劉
の
行
動
で
あ
る
。
そ
の
行
動
に
よ
っ
て
は
、
好
意
の
み
で
は

な
く
、
い
か
な
る
心
に
み
ち
た
絵
も
画
か
れ
よ
う
は
な
い
の
で
あ
る
。
ど
れ
ほ
ど
親
切
な
心
を
も
っ
て
い
る
人
で
あ
っ
て
も
、
経
験
が
な

け
れ
ば
一
と
筆
の
絵
具
を
塗
る
こ
と
も
一
た
め
し
て
み
る
ま
で
も
な
く
1
不
可
能
で
あ
る
。
逆
も
ま
た
同
じ
。

　
し
か
し
ど
ち
ら
も
同
じ
コ
即
オ
の
生
活
で
あ
る
。
二
様
の
違
っ
た
生
活
が
存
在
し
た
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
よ
り
深
く
統
一
し
た
も
の
が
予

想
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら
と
も
違
う
、
ど
ち
ら
か
ら
も
規
定
せ
ら
れ
な
い
、
錦
っ
て
双
方
を
無
限
の
深
遠
か
ら
統
一
す
る
も
の

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
一
つ
の
意
味
を
も
つ
倫
理
的
行
動
と
し
て
現
れ
、
ま
た
別
に
柔
和
な
精
神
に
み
た
さ
れ
た
コ
ロ
ォ
の
絵

顧
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
倫
理
的
性
格
が
現
れ
て
絵
画
に
な
っ
た
の
で
も
な
く
、
絵
画
の
精
神
が
現
れ
て
好
意
に
み
ち
た
行
動
と
な
っ
た



の
で
も
な
い
。
ど
ち
ら
も
不
可
能
で
あ
る
。
書
も
同
様
で
あ
る
。

　
人
格
は
甚
漠
と
し
て
た
だ
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
現
れ
方
に
一
々
意
味
が
あ
る
。
道
徳
的
に
気
高
い
人
格
は
、
書
に
現
れ
る
気
高
い

精
神
と
は
、
種
類
の
違
う
意
味
を
負
う
て
い
る
。
清
廉
な
行
動
に
正
し
い
高
潔
な
人
格
が
現
れ
る
。
重
要
な
の
は
、
彼
が
正
し
く
行
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
を
自
分
の
行
い
と
し
て
空
想
し
、
徒
ら
に
妄
想
に
酔
う
こ
と
で
は
な
い
。
彼
の
高
潔
な
行
動
を
人
が
知
り
、
彼
を
賞
讃

す
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
賞
讃
を
も
し
く
は
そ
れ
に
伴
う
利
益
を
予
期
し
て
善
を
な
す
の
は
偽
善
者
で
あ
る
。
善
な
る
が
故
に

行
わ
れ
て
は
じ
め
て
善
で
あ
る
。
し
か
し
書
に
現
れ
る
気
高
い
精
神
に
は
、
そ
う
い
う
行
動
が
先
き
立
つ
こ
と
を
予
期
し
な
い
。
書
家
は

字
を
書
く
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
が
彼
の
能
事
で
あ
る
。
彼
が
字
を
書
く
作
業
と
し
て
彼
の
人
間
が
現
れ
る
。
彼
の
目
と
手
の
作
業
を

と
お
し
て
、
書
と
し
て
の
視
覚
が
現
れ
る
。
彼
の
書
風
と
し
て
或
い
は
大
き
さ
の
精
神
が
現
れ
る
。
或
い
は
気
高
さ
の
精
神
が
現
れ
る
の

で
あ
る
。
気
高
さ
の
精
神
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
書
家
の
胸
中
に
隠
さ
れ
て
い
て
、
何
か
の
色
や
形
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
書
の
才
能
と
し
て
の
主
体
性
は
、
字
を
書
く
能
力
と
し
て
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
が
外
に
在
っ
て
見
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
　
「
書
の
精
神
」
と
云
わ
れ
る
も
の
は
、
す
べ
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
見
る
も
の
」
即
ち
「
作
る
も
の
」
で
は
な
い
の
で
あ

る
。　
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・THE・OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　AIRLTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　OZ‘励Z80∫5Zκんσπa7可罰θα5　aPPearsゼ7ZηZO2弓θ疏απ0πθ脚7Zろer　o！オ儒

フπα9禰17z8　is　toゐθ8加8／z　together　xvith漉8　instalηnentげ孟ゐ8　a7’彦icle．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Logik．，der　Kalligraphie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Juzo　Ueda

　　In　der　vorliegenden　Abhandlung　versucht　der　Verfasser，　die　ursprttngliche

Wesensstruktur　der　Kalligraphie　als，　eines　Genres　der　bildenden　Kunst　ans

Licht　zu　・bringen．

　　　　The　R61e　of　the　Coneept　of　Utility　in　Ethical　・Theory

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Keiichiro　Kamino

　　In　view　of　the　fact　that　the　adoption　of　rationalism　cannot　be　justified

by　an　appeal　to　reason　and　experience　alone　but　can　only　be　vindicated

rationally，　critical　rationalism　bases　itself　on　a　dualism　of　fact　and　norm

and　rejects　ethical　naturalism　which　tries　to　reduce　ethical　statements　to

factual　statements．　ln　theorising　and　systematising　rnoral　ideas，　a　critical

rationalist，　therefore，　would　come　to　recommend　a　group　of　methodologica1

rules　as　was　propounded　by　R．　M．　Hare　in　his　Freedom　and　Reason．

1）　Moral　judgements　are　a　1〈ind　of　prescriptive　judgements．　2）　Moral

judgements　are　distinguished　／from　other　judgements　of’　this　class　by　being

universalisable．　3）　lt　is　possible　fer　there　to　be　logical　relatiens　between

prescriptiv．e　judgements．

　　Now，　ethical　theories　viewed　as　a　lcind　of　theory　of　action，　may　be

classified　into　three　types，　namely，　egoistic　tlieory，　teleological　theory　and

deontological　theory．　．　Ethical　egoism，　however，　will　be　rejected　by　the

rules　above　with　the　help　of　the　cQncept　of　people7s　interest．　The　left　two

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1


