
「
形
」
と
氣
象

宇
佐
美
文
理

は
し
が
き

　
本
稿
が
基
本
的
に
關
心
を
持
つ
の
は
、
「
形
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
「
氣
象
」
と
の
關
係
か

ら
考
え
る
こ
と
と
す
る
が
、
ま
ず
最
初
に
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
三
黙
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
黙
。
形
と
い
う
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
こ
の
言
葉
は
、
前
近
代
の
中
國
の
文
鰍
の
中
で
は
、
二
つ
の
意
昧
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
。

ひ
と
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
フ
ォ
ル
ム
と
か
フ
ィ
ギ
ュ
ア
と
か
よ
ん
で
い
る
、
日
本
語
の
「
か
た
ち
」
の
意
味
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
ボ
デ
ィ
と

で
も
課
す
よ
り
仕
方
が
な
い
、
人
間
な
ら
「
か
ら
だ
」
だ
が
、
こ
の
「
ボ
デ
ィ
」
「
か
ら
だ
」
に
あ
た
る
意
味
を
も
持
っ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
黙
は
、
形
に
つ
い
て
何
が
問
題
に
な
る
の
か
が
、
西
洋
と
は
恐
ら
く
決
定
的
に
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
國
で
は
そ
も
そ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
形
」
を
主
題
的
に
問
題
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
中
國
の
場
合
に
は
、
「
氣
」
と
い
う
畿
想
が
ベ
ー
ス
に
あ
る
の
で
、
西
洋
の
「
形
」

に
關
わ
る
議
論
と
は
、
基
本
的
に
か
み
あ
わ
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
を
な
ん
と
か
か
み
あ
わ
せ
よ
う
、
比
較
し
て
な
に
か
新
し
い
議
論
が
出
來

る
よ
う
に
考
え
て
み
よ
う
、
と
い
う
ふ
う
に
は
こ
こ
で
は
考
え
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
中
戸
思
想
の
文
脈
の
中
で
の
み
考
え
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
次
の
黙
と
も
連
繧
す
る
。
第
三
黙
は
、
中
蓋
絡
叢
は
す
ば
ら
し
い
作
品
を
残
し
て
い
る
と
い
う
事
實
で
あ
る
。
そ
の
す
ぼ

「
形
」
と
無
象

三
三
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三
四

ら
し
さ
は
、
だ
れ
で
も
享
受
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
縛
書
は
形
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
本
稿
は
西
洋
の
「
形
」
と
の
連
關

に
は
手
を
出
さ
な
い
が
、
こ
の
事
實
を
説
明
す
る
た
め
に
、
「
形
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
考
え
る
。

　
さ
て
、
で
は
主
題
的
に
問
題
に
な
ら
な
い
「
形
」
が
、
な
ぜ
問
題
に
な
る
の
か
。

　
所
謂
「
形
而
上
」
と
い
う
言
葉
が
『
周
黒
戸
繋
僻
上
町
に
基
づ
く
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
形

と
形
な
き
存
在
と
の
境
界
で
あ
る
。
形
而
上
と
形
而
下
を
わ
け
る
そ
の
境
界
を
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の
か
。

　
道
は
形
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
形
あ
る
も
の
は
道
が
は
た
ら
く
場
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
、
と
し
て
し
ま
え
ば
話
は
簡

軍
な
の
だ
が
、
こ
の
二
者
の
境
界
を
ど
う
考
え
る
の
か
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
年
若
上
傳
に
封
ず
る
唖
正
義
葡
も
、
こ
の
形
と
い

う
存
在
が
、
「
形
而
上
」
な
る
「
道
」
と
「
形
而
下
」
な
る
「
器
」
の
境
界
の
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
の
、
結
局
形
は
器
の
世
界
の
も
の
で
あ

っ
て
、
道
の
世
界
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
お
よ
そ
存
在
は
形
質
が
あ
っ
て
始
め
て
な
ん
ら
か
の
は
た
ら
き
を
も
つ
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
形
」
は
形
而
下
の
も
の
と
す
る
。
が
、
結
局
こ
の
「
境
界
」
に
つ
い
て
は
判
漸
を
中
止
し
て
い
る
。

　
こ
の
問
題
は
、
後
世
の
敏
感
な
記
者
に
は
問
題
と
し
て
残
り
綾
け
る
。
た
と
え
ば
若
鳥
は
「
知
り
が
た
い
」
と
、
そ
の
境
界
に
興
味
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
V

ち
、
思
考
が
そ
こ
に
一
鷹
向
い
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
は
進
ん
で
い
な
い
。
な
お
張
載
は
、
形
の
存
在

を
生
成
論
的
に
考
え
て
い
る
。
生
成
論
的
に
考
え
た
場
舎
に
は
、
そ
の
生
成
の
時
間
の
流
れ
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
流
れ
の
中

で
の
「
結
節
鮎
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
「
形
と
無
形
」
が
設
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
不
形
以
上
（
要
せ
ざ
る
以
上
）
」
と
し

て
、
「
形
」
を
い
わ
ば
動
詞
的
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
明
を
つ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
封
し
て
朱
子
は
こ
れ
を
存
在
論
的
に
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
う
ま
く
言
い
逃
れ
て
い
る
。
「
有
形
無
形
と
し
て
し
ま
う
と
、
有
形
で
あ
る
「
物
」
と
無
形
で
あ
る
「
理
」
の
あ
い
だ
に
「
断
絶
」
が
で

き
て
し
ま
う
」
が
、
こ
の
「
形
而
上
、
形
而
下
」
と
い
う
雷
い
方
な
ら
ぽ
、
そ
の
「
連
績
性
」
（
時
間
的
連
綾
性
で
は
な
い
。
い
わ
ぽ
存
在
論

的
連
綾
性
。
）
が
確
保
さ
れ
る
、
と
朱
子
は
考
え
た
。
理
と
物
、
そ
し
て
道
と
器
は
、
は
っ
き
り
塵
帯
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
の

だ
が
、
あ
く
ま
で
も
一
灘
の
も
の
と
し
て
「
存
在
」
し
て
い
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
朱
子
は
、
理
は
形
而
上
の
も
の
、
氣
は
形



而
下
の
も
の
と
し
て
、
そ
の
匪
別
を
う
る
さ
く
雷
う
。
理
氣
二
元
論
と
し
ば
し
ぼ
稻
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
確
か
に
存
在
論
的
に
考
え
る
な
ら
、
朱
子
の
如
く
、
問
題
は
解
決
し
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
形
あ
る
も
の
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と

を
登
幽
す
る
場
合
（
絡
書
は
ま
さ
に
そ
れ
な
の
だ
が
）
、
即
ち
張
載
の
如
く
生
成
論
的
に
考
え
る
時
に
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
疑
念
が
残

　
　
（
5
）

り
績
け
る
。

　
つ
ま
り
氣
は
界
面
性
を
そ
の
獲
想
の
根
本
と
し
て
持
っ
て
い
る
の
だ
が
、
形
は
そ
れ
に
零
し
て
、
閉
じ
よ
う
、
個
別
化
し
よ
う
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

從
っ
て
、
形
を
氣
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。

　
話
を
重
書
に
向
け
て
み
よ
う
。
糟
書
は
形
象
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
從
っ
て
、
維
豊
は
形
象
を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、

形
象
を
越
え
た
も
の
を
志
向
し
た
。
そ
れ
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
「
氣
韻
生
動
」
が
「
霊
の
六
法
」
の
筆
頭
に
學
げ
ら
れ
、
言
責
の
最
重
要
課

題
と
す
る
、
と
い
う
六
朝
時
代
の
畿
雷
に
代
表
さ
れ
、
北
宋
時
代
の
郭
若
虚
が
、
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
る
「
氣
韻
生
知
論
」
を
唱
え
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

が
近
代
ま
で
重
要
な
考
え
方
と
し
て
力
を
持
ち
績
け
た
。
「
氣
韻
生
知
論
」
は
、
早
急
に
於
い
て
表
現
さ
れ
る
べ
き
氣
韻
と
い
う
も
の
は
、

絡
を
勉
強
し
て
表
現
出
來
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
壷
家
が
生
ま
れ
つ
き
持
っ
て
い
る
氣
が
そ
の
ま
ま
蕾
薗
に
出
て
く
る
も
の
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

で
、
要
す
る
に
絡
董
の
品
格
を
決
定
す
る
の
は
、
鑑
家
の
晶
格
、
人
品
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
浮
苔
や
「
氣
韻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

生
知
論
」
を
支
え
て
い
る
獲
想
は
、
「
氣
象
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
目
に
見
え
な
い
氣
が
、
我
々
の
感
費
に
と
ら
え
ら
れ
る
形
で
現
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

て
き
た
も
の
が
氣
象
で
あ
る
と
い
う
こ
の
護
想
は
、
醤
學
の
文
献
に
は
頻
出
し
て
い
た
の
だ
が
、
譜
代
に
な
っ
て
思
想
文
献
、
と
り
わ
け
朱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

子
學
の
文
鰍
に
顔
を
出
す
よ
う
に
な
る
。
從
っ
て
思
想
史
的
に
も
重
要
な
概
念
な
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
目
に
す
る
人
間
や
山
や
川
の
形
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

形
象
、
あ
る
い
は
人
物
書
や
山
水
壷
の
豊
富
に
現
れ
た
形
象
と
、
人
間
や
山
や
川
の
氣
と
は
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る
の
か
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
は
ふ
た
通
り
の
獲
想
を
持
っ
て
い
る
。

　
ひ
と
つ
は
氣
の
思
想
に
基
づ
く
畿
想
。
要
す
る
に
、
そ
の
存
在
が
持
っ
て
い
る
氣
の
性
格
が
、
そ
の
存
在
の
あ
り
よ
う
す
べ
て
を
決
定
し
、

外
面
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
性
格
が
、
内
容
を
含
め
て
そ
の
存
在
の
性
格
全
騰
を
表
わ
す
と
い
う
長
島
で
あ
る
。
先
の
「
氣
象
」
の
畿
想
は
こ

「
形
」
と
事
象

三
五
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れ
に
基
づ
く
。
毒
し
て
も
う
一
つ
は
、
外
面
は
外
面
と
し
て
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
内
面
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
、
と
い
う
獲
想
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

れ
を
筆
者
は
箱
モ
デ
ル
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
が
、
要
す
る
に
外
形
は
箱
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
中
身
の
こ
と
は
箱
を
開
け
て
み
な
い
と

分
か
ら
な
い
、
と
い
う
獲
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
些
事
作
品
を
考
え
る
と
き
に
問
題
と
な
る
。
形
象
だ
け
を
そ
っ
く
り
爲
し
た
作
品
が
、
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

た
し
て
も
と
の
作
品
が
持
っ
て
い
た
氣
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
實
は
こ
の
二
つ
の
モ
デ
ル
、
箱
モ
デ
ル
と
非
一
箱
モ
デ
ル
は
、
あ
る
思
想
家
は
ど
ち
ら
の
モ
デ
ル
で
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
彼
ら
は
状
況
に
鷹
じ
て
こ
の
モ
デ
ル
を
使
い
分
け
て
い
る
。
こ
う
や
っ
て
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
自
艦
が
重
要
だ
と
は
思
う
の
だ
が
、

と
も
か
く
、
こ
こ
で
は
、
形
と
氣
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
考
え
方
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
魔
え
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

氣
と
形
…
…
胸
中
の
丘
墾

　
さ
て
、
本
稿
が
問
題
に
す
る
の
は
、
こ
の
事
象
と
形
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
そ
れ
を
「
胸
中
の
丘
堅
」
と
い
う
考
え
方
を
手
が
か
り
に
し
て
考
え
よ
う
と
思
う
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
胸
中
の
丘
墾
と

は
、
書
家
の
心
の
中
に
丘
整
、
あ
る
い
は
山
水
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
も
と
に
な
っ
て
、
山
水
蕾
が
描
か
れ
る
と
い
う
、
画
家
の
心
の
中
の
山

水
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
く
よ
く
知
ら
れ
る
、
胸
中
の
竹
、
つ
ま
り
、
書
家
の
心
の
中
に
現
れ
た
竹
の
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
平

家
の
心
の
あ
り
よ
う
（
氣
そ
の
も
の
）
が
界
面
に
現
れ
た
も
の
が
、
理
想
的
な
墨
哲
豊
で
あ
り
、
軍
に
外
界
で
見
え
て
い
る
竹
の
形
象
を
譜

面
に
罵
し
取
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　
こ
の
胸
中
の
丘
墾
や
、
胸
中
の
逸
氣
が
竹
の
形
象
を
取
っ
て
蓋
面
に
表
現
さ
れ
る
と
い
う
獲
言
は
、
あ
る
い
は
「
文
學
的
な
表
現
」
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
V

ぎ
な
い
と
い
う
見
方
も
出
漁
よ
う
。
た
だ
、
氣
象
の
獲
想
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ご
く
當
た
り
蔚
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
胸
中
の
丘

整
あ
る
い
は
胸
繋
の
竹
だ
が
、
胸
中
の
哲
に
つ
い
て
は
、
蘇
東
披
の
胸
中
の
竹
と
侃
贋
の
胸
中
の
竹
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
こ
と
が
あ
る
。
即
ち
、
蘇
東
披
は
胸
中
に
竹
の
イ
メ
：
ジ
を
あ
ら
か
じ
め
持
っ
て
そ
れ
を
叢
面
に
表
す
と
し
、
挽
墳
は
胸
中
の
「
形
を



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

持
た
ぬ
」
氣
を
竹
と
い
う
形
象
を
持
っ
た
存
在
に
形
象
化
し
て
表
す
と
い
う
違
い
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
こ
れ
に
似
た
構
造
が
胸
中
の
丘
堅
に
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
ま
ず
注
目
し
て
お
き
た
い
。
さ
し
あ
た
り
、
千
言
堅

の
直
言
を
考
察
す
る
。
繕
豊
に
お
い
て
こ
の
胸
中
の
丘
整
が
問
題
に
な
る
の
は
、
黄
庭
堅
の
温
言
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
の
胸
中
の
丘
整
だ
が
、
現
在
、
胸
中
の
丘
整
、
あ
る
い
は
胸
中
の
山
水
は
、
心
に
（
理
想
的
な
）
山
水
を
思
い
浮
か
べ
て
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

を
書
面
に
表
現
す
る
、
と
野
壷
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
こ
の
言
葉
は
、
胸
中
に
山
水
の
イ
メ
ー

ジ
を
も
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。

折
衝
儒
墨
陣
堂
堂

書
入
顔
楊
鴻
鷹
行

胸
中
元
自
有
丘
整

故
作
老
木
幡
風
霜

　
こ
の
黄
庭
堅
の
「
胸
中
に
丘
整
有
り
」

つ
く
よ
う
に
、
こ
れ
は
枯
木
の
給
に
射
す
る
題
二
丁
で
あ
っ
て
、

の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
、

の
言
葉
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
　
明
帝
　
謝
鰻
に
問
ふ
、
君
自
ら
庚
亮
に
言
忌
と
謂
ふ
と
。
答
へ
て
曰
く
、
廟
堂
に
端
委
た
り
て
、
百
僚
の
準
則
た
ら
し
む
る
は
、
臣
は

　
　
亮
に
如
か
ざ
る
も
、
　
丘
」
堅
は
、
自
ら
謂
へ
ら
く
之
に
過
ぎ
た
り
と
。
（
『
世
説
新
語
騙
品
藻
）

　
こ
の
「
一
丘
一
整
、
自
謂
過
之
」
は
、
顧
底
心
が
二
皮
を
山
の
中
に
描
い
た
と
き
に
、
こ
の
文
章
を
引
用
し
て
、
「
彼
に
は
そ
れ
が
ふ
さ

「
形
」
と
氣
象

　
儒
墨
を
折
衝
し
て
陣
は
堂
堂

　
書
は
顔
楊
に
入
り
て
鴻
鷹
行
た
り

　
　
　
も
　
と

　
胸
中
元
自
よ
り
丘
墾
有
り

　
故
に
老
木
の
風
霜
に
蠕
ま
る
を
作
る

　
　
　
　
（
噸
山
谷
詩
集
注
』
巻
九
「
題
子
謄
枯
木
」
）

　
　
　
　
　
　
と
い
う
こ
と
ぽ
が
、
後
世
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
す
ぐ
氣
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
水
書
の
話
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
黄
庭
瀬
の
こ
の
詩
は
、
胸
中
に
山
水

そ
れ
を
書
面
に
描
き
出
す
と
い
う
話
で
は
あ
り
え
な
い
。
實
は
こ
こ
で
雷
う
丘
堅
と
は
、
以
下
の
『
世
説
新
語
』

三
七
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三
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

わ
し
い
」
と
し
た
と
い
う
有
名
な
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
「
一
丘
一
墾
」
は
、
以
下
の
文
章
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
理
り
師
は
造
化
を
友
と
し
て
世
俗
の
役
す
る
所
と
爲
ら
ざ
る
者
な
り
。
一
驚
に
漁
下
し
て
は
則
ち
萬
物
も
其
の
志
を
妊
さ
ず
、
一
溜
に

　
　
栖
逞
し
て
は
則
ち
天
下
も
其
の
樂
し
み
を
易
へ
ず
。
（
『
漢
書
撫
叙
傳
）

　
世
俗
か
ら
離
れ
て
山
水
に
身
を
置
い
た
生
活
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　
黄
庭
堅
は
、
こ
の
胸
中
の
丘
整
に
つ
い
て
は
よ
く
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
黄
庭
堅
が
胸
中
の
丘
墾
を
山
水
書
に
表
わ
す
の
だ
と
い
っ

て
い
る
畿
言
に
は
出
會
え
な
い
。
こ
の
丘
墾
を
黄
庭
堅
は
例
え
ば
、

　
　
或
ひ
と
言
ふ
、
聖
旨
は
當
に
伯
時
を
隠
し
て
前
身
は
鑑
師
と
爲
す
べ
か
ら
ず
と
。
流
俗
の
人
は
領
せ
ず
。
便
ち
騰
れ
語
病
な
り
。
伯
時

　
　
は
一
丘
一
堅
、
古
人
を
減
ぜ
ず
。
誰
か
當
に
此
の
癖
計
を
作
す
べ
け
ん
。
子
謄
の
此
の
語
は
是
れ
翼
に
相
い
知
る
。
（
『
豫
章
黄
先
生
文

　
　
集
舳
巻
二
十
七
「
題
李
伯
時
憩
寂
國
偏
）

の
よ
う
に
使
う
。
こ
れ
も
、
李
伯
時
（
公
麟
）
が
前
身
は
軍
師
だ
っ
た
と
い
う
蘇
東
波
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
て
、
「
蘇
東
披
は
李

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

公
麟
の
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
前
身
は
（
文
人
で
は
な
く
）
專
門
豊
家
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
な
ど
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
い

う
俗
人
の
誤
っ
た
見
解
に
細
し
、
李
公
言
も
「
一
子
一
鞭
」
と
い
う
黙
で
は
、
す
な
わ
ち
「
胸
中
に
丘
墾
あ
る
人
物
と
し
て
は
」
誰
に
も
ひ

け
を
取
ら
ぬ
と
し
、
蘇
東
披
を
弁
護
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
確
か
に
影
壁
麟
も
山
水
謹
を
描
く
叢
々
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
一
丘
一
墾
は

山
水
豊
に
限
定
し
た
表
現
で
は
な
い
。

　
さ
ら
に
、
黄
庭
堅
の
表
現
で
注
目
す
べ
き
は
、
胸
申
の
「
韻
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
　
陳
元
達
は
千
載
の
人
な
り
。
惜
む
ら
く
は
、
籾
業
に
叢
を
作
る
者
、
胸
中
に
千
載
の
韻
無
き
の
み
。
（
『
豫
章
黄
先
生
文
集
』
巻
一
　
十
七

　
　
「
題
慕
鎖
諌
癒
」
）

　
鎖
重
圏
と
い
う
車
種
で
始
め
て
絡
を
か
い
た
書
家
が
、
胸
中
に
「
韻
」
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
の
黄
庭
堅
の
見
た
模
本
の
鎖
諌
圖
も
韻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

が
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
お
け
で
あ
る
。



　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
斎
庭
堅
が
胸
中
に
求
め
た
の
は
、
特
に
山
水
（
豊
）
に
限
定
さ
れ
な
い
、
文
人
と
し
て
の
あ
る
べ
き
精
神
的
「
境

地
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
彼
以
降
、
山
水
叢
に
こ
の
胸
中
の
丘
墾
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
登
場
し
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
も
窪
た
實
は
黄
庭
希
な
の
だ
が
、
以
下
の
詩
の
意
味
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

丹
青
王
右
轄

詩
句
妙
九
州

物
外
常
濁
往

人
間
無
所
求

袖
手
南
山
雨

輌
川
桑
柘
秋

胸
中
有
佳
庭

漣
溜
看
同
流

　
王
春
の
給
に
つ
い
て
の
題
言
詩
で
あ
り
、

黄
庭
堅
の
「
胸
中
」

ジ
す
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
こ
こ
で
野
庭
堅
が
「
有
佳
庭
」
と
す
る
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
以
下
の
司
馬
承
禎
の
話
が
關
面
し
て
い
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
胸
中
の

丘
堅
が
、
山
水
叢
（
王
維
の
）
と
關
係
づ
け
て
話
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
盧
器
用
始
め
終
南
山
中
に
隠
る
。
中
宗
朝
、
累
り
に
要
職
に
居
る
に
、
道
士
司
馬
承
禎
な
る
者
有
り
、
容
器
迎
へ
て
京
へ
至
ら
し
む
。

　
　
將
に
還
ら
ん
と
す
る
に
、
藏
用
、
終
南
山
を
指
し
て
之
に
謂
ひ
て
曰
く
、
此
の
中
に
大
い
に
佳
庭
有
り
。
何
ぞ
必
ず
し
も
遠
き
に
在
ら

丹
青
王
右
轄

詩
句
　
九
州
に
妙
だ
り

物
外
常
に
濁
往
し

　
人
間
に
求
む
る
所
無
し

　
手
を
袖
に
す
る
南
山
の
雨

輌
川
桑
柘
の
秋

胸
中
に
佳
慮
有
り

　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

浬
溜
　
同
流
と
看
る

　
　
　
　
　
　
（
『
山
谷
外
集
注
』
巻
十
三
「
摩
詰
軍
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
名
な
王
三
二
と
さ
れ
る
「
輌
川
圖
」
と
の
關
わ
り
も
恭
さ
れ
る
の
で
、
山
水
書
と
關
落
し
た

に
諾
す
る
善
言
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
以
上
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
も
や
は
り
、
山
水
を
胸
中
に
イ
メ
ー

　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

「
形
」
と
氣
象

三
九
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ん
、
と
。
承
禎
徐
う
に
答
へ
て
臼
く
、

　
唐
新
語
幅
巻
十
）

實
は
、
こ
の
「
胸
中
に
佳
庭
あ
り
」
は
、

山
人
昔
與
雲
倶
出

俗
駕
今
随
水
不
圏

頼
我
胸
中
有
佳
慮

一
尊
時
樹
叢
圖
開

胸
中
有
佳
虜

海
痺
不
能
腓

以
僕
の
観
る
所
を
以
て
す
れ
ぽ
、
乃
ち
仕
富
の
捷
樫
な
る
の
み
、
と
。

四
〇

血
温
懸
色
有
り
。

（『

　
い
ず
れ
も
、
胸
中
に

　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

が
出
來
る
こ
と
を
詠
う
の
で
あ
っ
て
、

　
で
は
胸
中
に
形
象
的
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

あ
る
。

　
　
密
宗
は
好
漢
多
し
…
…
天
台
…
…
武
當
は
、
皆
な
天
下
の
名
山
巨
篇
、
天
地
蜜
藏
の
出
だ
す
所
、
仙
墾
影
干
の
隠
る
る
所
に
し
て
、
奇

　
　
蠣
神
秀
、
其
の
奇
妙
を
窮
め
、
其
の
造
化
を
奪
ふ
べ
き
は
莫
し
。
則
ち
好
む
よ
り
急
な
る
は
莫
く
、
勤
よ
り
精
な
る
は
帯
く
、
游
ぶ
に

　
　
飽
き
看
る
に
飯
く
よ
り
大
な
る
は
等
し
。
歴
歴
と
し
て
胸
中
に
羅
列
し
、
目
に
絹
素
を
見
ず
、
手
に
筆
墨
を
知
ら
ず
、
嘉
嘉
礒
酸
、
杏

　
　
杳
漠
漠
、
吾
が
蓋
に
非
ざ
る
は
莫
し
。
此
れ
筆
管
夜
に
嘉
陵
の
江
水
の
聲
を
聞
き
て
草
聖
益
ま
す
佳
、
毒
魚
公
孫
大
鷺
の
劔
器
を
舞
ふ

　
　
　
　
　
　
　
蘇
東
披
も
何
度
か
使
っ
て
い
る
表
現
で
あ
る
。

　
　
山
入
　
昔
　
雲
と
倶
に
出
で

　
　
俗
駕
　
今
　
水
に
随
ひ
て
回
ら
ず

　
　
さ
い
は

　
　
頼
ひ
に
我
が
胸
中
に
佳
威
有
り

　
　
　
一
尊
　
時
に
蓋
圖
に
劃
し
て
開
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
　
　
（
㎎
蘇
文
忠
詩
合
最
下
　
巻
三
十
三
「
次
韻
子
由
書
王
野
阜
叢
山
水
二
首
其
一
こ
）

胸
中
に
佳
腿
有
れ
ぽ

海
痙
も
腓
す
る
能
は
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
　
　
（
『
蘇
文
忠
詩
合
註
』
巻
四
十
二
「
和
陶
王
青
鷺
座
送
客
」
）

「
佳
塵
」
が
あ
る
の
で
、
世
間
に
あ
っ
て
も
精
神
的
に
は
清
澄
な
氣
持
ち
を
、
あ
る
い
は
健
康
な
精
神
を
保
つ
こ
と

　
　
　
　
　
や
は
り
「
胸
中
の
佳
塵
」
は
由
水
の
形
象
的
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
「
山
水
を
」
描
く
と
言
っ
た
の
は
誰
な
の
か
。
ま
ず
學
げ
る
べ
き
は
書
誌
の
『
林
泉
高
鷲
』
で



　
　
を
見
て
筆
勢
益
ま
す
俊
な
る
者
な
り
。
墨
筆
を
執
る
者
、
養
ふ
所
の
擾
大
な
ら
ず
、
覧
る
所
の
淳
熟
な
ら
ず
、
穿
る
所
の
衆
多
な
ら
ず
、

　
　
求
む
る
所
の
精
粋
な
ら
ず
し
て
、
紙
を
得
て
壁
に
梯
ひ
、
水
墨
遽
か
に
下
す
せ
ば
、
何
を
以
て
景
を
燗
霞
の
表
に
綴
し
、
興
を
漢
山
の

　
　
顯
に
獲
す
る
や
を
知
ら
ず
。
（
『
林
泉
高
致
』
山
水
訓
）

　
郭
煕
は
明
確
に
「
歴
歴
と
し
て
山
水
が
胸
中
に
羅
列
」
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
よ
り
明
確
に
表
明
し
た
の
は
、

『
宣
和
書
譜
』
の
山
水
序
論
で
あ
る
。

　
　
嶽
鎭
全
盤
、
海
は
酒
み
地
は
負
ひ
、
造
化
の
神
里
、
陰
陽
の
明
晦
に
至
る
ま
で
、
萬
里
の
遠
き
も
、
之
を
腿
尺
の
問
に
得
べ
し
。
其
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
胸
中
に
自
ら
丘
堅
有
り
て
諸
を
形
容
に
獲
見
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
未
だ
必
ず
し
も
此
を
知
ら
ず
。
（
『
熱
雲
董
譜
輪
山
水
叙
論
）

　
さ
て
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
郭
煕
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
「
氣
象
」
に
つ
い
て
の
二
言
。
も
う
ひ
と
つ
は
「
混
成
し
た
形
象
」
に
つ

い
て
の
獲
言
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
じ

　
　
山
水
は
大
物
な
り
。
人
の
看
る
者
は
、
須
ら
く
遠
く
よ
り
し
て
之
を
観
て
、
方
め
て
一
夕
の
山
川
の
形
勢
氣
象
を
見
得
べ
し
。
（
『
林
泉

　
　
高
致
』
山
水
訓
）

　
離
れ
て
延
う
と
い
う
か
ら
に
は
、
全
艦
か
ら
受
け
る
印
象
、
あ
る
い
は
全
艦
の
形
象
か
ら
受
け
取
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

氣
象
は
原
理
的
に
は
見
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
氣
象
は
我
々
の
感
豊
に
訴
え
る
檬
相
を
持
っ
て
い
る
も
の
の
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、

純
粋
に
形
と
は
お
そ
ら
く
奮
い
切
れ
ず
、
し
か
も
、
部
分
か
ら
で
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
が
重
要
で
あ
る
。
書
面
全
髄
を
見
な
け
れ
ば
い
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

な
い
の
で
あ
っ
て
、
早
春
圖
な
ら
、
主
山
の
う
ね
り
だ
と
か
、
中
景
の
鰯
な
ど
も
含
め
て
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
最
古
に
は
、
郭
煕
の
基

準
作
、
『
早
春
圖
』
（
台
北
故
富
博
物
院
藏
V
を
掲
げ
て
お
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
そ
し
て
、
こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
が
「
混
成
し
た
形
象
」
で
あ
る
。

　
　
筆
　
の
混
成
せ
ざ
る
之
を
疏
と
謂
ふ
。
疏
な
れ
ぽ
則
ち
眞
意
無
し
。
墨
色
の
滋
潤
な
ら
ざ
る
之
を
枯
と
謂
ふ
。
枯
な
れ
ば
則
ち
生
意
無

　
　
し
。
（
『
林
泉
高
致
』
山
水
訓
）

　
　
　
　
「
形
」
と
氣
象
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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四
二

　
た
だ
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
「
歴
歴
羅
列
於
胸
中
」
で
あ
る
か
ら
に
は
、
山
水
の
イ
メ
ー
ジ
は
既
に
心
の
中
で
作
ら
れ
た
と
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
。
い
わ
ぽ
、
「
理
想
的
山
水
の
イ
メ
ー
ジ
」
が
作
ら
れ
た
後
で
、
制
作
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
山
川
の
形
勢
氣

象
」
は
、
書
家
の
そ
れ
で
は
な
く
、
山
水
が
持
っ
て
い
る
氣
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
つ
ま
り
、
氣
象
は
こ
こ
で
、
郭
三
号
の
雷
う
叢
家
の
氣
象
か
ら
、
封
象
の
側
聞
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
歴
歴
羅
列
」
と
い
い
な
が
ら
「
混
成
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
郭
煕
の
事
情
で
あ
る
。
郭
煕
は
、
山
水

は
時
間
に
よ
っ
て
、
ま
た
見
る
方
向
に
よ
っ
て
、
姿
を
攣
え
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
は
わ
か
る
と
し
て
、
で
は
ど
ん
な
姿

を
蓋
け
ば
い
い
の
か
、
七
会
は
「
大
象
」
と
い
う
『
老
子
鰍
の
言
葉
を
使
っ
て
ぼ
ん
や
り
と
し
た
獲
言
で
す
ま
せ
て
い
る
の
だ
が
、
と
も
か

く
そ
の
結
果
が
早
春
圖
で
あ
る
。
輩
純
に
一
方
向
か
ら
特
定
の
避
難
の
映
像
を
切
り
取
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
の
が
、
彼
の
主
張
で
あ

る
。
形
と
い
う
も
の
の
持
っ
て
い
る
一
つ
の
特
性
、
あ
る
方
向
か
ら
の
、
あ
る
一
瞬
の
映
像
、
と
い
う
特
性
を
拒
否
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

　
結
局
、
「
形
」
と
は
、
郭
煕
の
野
面
に
現
れ
て
い
る
も
の
（
筆
と
墨
で
つ
く
ら
れ
た
車
争
）
と
比
べ
る
と
、
封
局
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

い
さ
さ
か
異
な
る
側
面
を
持
っ
た
言
葉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
郭
煕
が
目
指
し
た
の
は
、
い
わ
ぽ
「
形
な
ら
ぬ
形
」
で
あ
っ
た
。

　
黄
即
身
が
理
想
的
精
神
状
態
と
し
て
「
丘
墾
」
を
持
ち
出
し
、
そ
れ
が
山
水
を
示
す
も
の
だ
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
都
合
が
い
い
と
、
山
水

叢
は
そ
れ
に
飛
び
つ
い
た
。
し
か
し
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
温
麺
の
護
想
は
、
確
か
に
彼
ら
の
基
本
的
獲
想
で
は
あ
る
も
の
の
、
氣
象
と

形
を
結
び
つ
け
る
論
理
は
準
備
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
悲
し
げ
な
音
樂
を
聴
け
ば
悲
し
く
な
り
、
悲
し
い
と
き
に
歌
を
歌

う
、
あ
る
い
は
歌
を
作
る
と
悲
し
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
纒
験
則
か
ら
出
営
し
た
氣
象
の
獲
想
は
、
あ
く
ま
で
も
音
樂
の
話

　
（
3
0
V

だ
っ
た
。

　
悲
し
い
形
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
か
、
問
題
は
そ
こ
に
も
ど
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。

　
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
氣
象
は
形
を
持
た
な
い
。
し
か
し
、
我
々
の
目
前
に
そ
れ
は
あ
る
。
北
宋
期
、
郭
煕
に
至
っ
て
、
そ
れ
を
な
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四
四

ん
と
か
し
て
表
現
し
て
み
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
文
章
に
お
け
る
氣
象

　
さ
て
、
上
文
で
も
と
り
あ
げ
た
が
、
帯
代
に
こ
の
氣
象
と
い
う
言
葉
は
朱
子
學
系
統
の
文
獄
に
頻
出
す
る
。
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
の
話
と
ど

の
よ
う
に
關
わ
る
の
か
、
少
し
燭
れ
て
お
き
た
い
。

　
　
口
琴
曾
子
の
如
き
、
善
く
聖
人
の
氣
象
を
形
容
し
て
曰
く
、
子
は
温
に
し
て
属
、
威
に
し
て
猛
な
ら
ず
、
恭
に
し
て
安
、
と
。
（
三
程

　
　
遺
書
輪
巻
十
八
）

形
に
な
っ
て
い
な
い
氣
象
を
、
形
あ
る
（
よ
り
我
々
の
直
接
的
な
把
握
に
近
づ
い
た
）
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
し
た
の
が
こ
こ
で
い
う
「
形
容
」

で
あ
る
。
三
富
的
に
は
、
文
章
化
し
た
こ
と
と
も
雷
え
る
。
そ
し
て
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
氣
象
」
と
い
う
言
葉
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

宋
代
に
「
人
物
の
ト
ー
タ
ル
な
評
領
」
を
述
べ
る
と
き
に
使
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
例
え
ば
朱
子
の
師
で
あ
る
李
延
平
が
、
先
に
問
題
に

し
た
黄
庭
堅
と
關
連
さ
せ
て
述
べ
た
文
章
が
あ
る
。

　
　
嘗
て
黄
魯
直
の
作
れ
る
灘
漢
詩
序
を
愛
す
。
云
ひ
え
ら
く
、
春
陵
の
周
茂
叔
、
入
品
甚
だ
高
く
、
胸
中
獲
麟
、
光
風
鐸
月
の
如
し
、
と
。

　
　
此
の
句
、
有
道
者
の
氣
象
を
形
容
し
て
絶
佳
、
胸
中
漉
落
な
れ
ぽ
、
即
ち
作
爲
は
蓋
く
濯
落
な
り
。
學
ぶ
者
は
此
に
至
る
こ
と
甚
だ
遠

　
　
し
と
錐
も
、
亦
た
常
に
此
の
艦
段
を
存
し
て
胸
中
に
在
ら
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
庶
幾
く
は
事
に
遇
ひ
て
は
廓
然
と
し
て
、
道
理
に
於

　
　
て
は
方
に
少
進
し
、
願
は
く
は
更
に
存
養
す
る
こ
と
此
の
如
き
を
。
（
『
延
平
答
問
』
巻
上
）

　
要
す
る
に
、
胸
中
の
洒
落
は
、
作
品
に
な
っ
て
も
酒
落
（
と
い
う
金
諾
）
の
ま
ま
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
光
風
舞
月
と
表
現
し
た
黄
身
堅
が

ほ
め
ら
れ
て
い
る
。
裏
庭
堅
が
い
な
け
れ
ぽ
、
身
受
願
の
胸
中
も
作
品
に
表
わ
れ
る
氣
象
も
、
「
聖
人
の
氣
象
」
の
ま
ま
で
、
形
容
不
能
な

も
の
と
し
て
存
在
す
る
。

　
こ
の
「
氣
象
を
形
容
す
る
」
と
い
う
嚢
想
は
、
郭
煕
の
傾
向
と
軌
を
一
に
す
る
。
氣
象
そ
の
も
の
は
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
（
と
ら



え
ら
れ
る
か
ら
氣
象
な
の
だ
が
）
、
そ
れ
を
形
を
取
っ
て
表
現
（
再
現
）
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
つ
ま
り
、
氣
象
が
、
人
間
が
表
現
す
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
。
も
の
が
も
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
た
形

象
を
再
現
す
る
の
で
は
な
く
、
山
や
川
が
持
っ
て
い
る
彰
徳
を
、
絡
叢
と
い
う
形
式
で
表
現
す
る
こ
と
に
郭
煕
は
挑
ん
だ
の
で
あ
る
。
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

り
、
先
ほ
ど
問
題
に
し
た
郭
煕
の
言
う
「
歴
々
た
る
」
存
在
は
「
学
寮
」
で
あ
っ
て
、
山
水
の
形
象
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　
つ
ま
り
、
氣
象
と
い
う
も
の
は
、
「
固
定
的
な
形
が
な
い
」
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
上
で
、
そ
れ
を
「
表
現
」
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
段
階
に
進
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
丸
煮
を
描
け
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
に
ま
で
、
山
水
叢

の
技
法
が
進
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
叢
家
の
螢
爲
を
造
物
と
同
じ
に
す
る
、
即
ち
書
家
が
絡
を
描
く
の
は
造
物
者
が
世
界
を
生
成
攣
化
さ
せ
て
い
く
の
と
同
じ
、
と
い
う
理
想

的
状
態
を
観
念
的
に
考
え
る
時
に
は
、
胸
中
の
丘
墾
が
自
然
に
形
象
化
す
る
と
い
う
「
メ
カ
ニ
カ
ル
な
シ
ス
テ
ム
」
つ
ま
り
、
氣
象
と
い
う

畿
想
が
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
旦
、
万
言
的
創
造
と
い
う
行
爲
を
極
暑
的
に
考
え
た
場
合
、
こ
の
氣
象
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
ど
れ
ほ
ど

有
効
性
を
持
つ
の
か
。
つ
ま
り
、
墨
家
が
自
嚢
的
に
形
象
を
作
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
時
貼
で
氣
象
の
シ
ス
テ
ム
は
う
ま
く
機
能
し

な
い
。
東
漸
の
胸
中
の
竹
は
、
脚
絆
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
獲
想
で
あ
っ
た
。
封
し
て
米
墨
や
侃
贋
の
胸
中
の

竹
は
、
あ
く
ま
で
こ
の
写
象
の
シ
ス
テ
ム
を
有
効
に
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
れ
が
併
存

し
つ
つ
、
彼
ら
は
「
形
象
化
」
を
す
す
め
て
い
き
、
そ
の
一
方
で
、
郭
煕
の
若
き
、
「
非
形
象
化
」
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

文
學
的
連
想
の
問
題

　
最
初
に
、
こ
の
氣
象
の
絡
壼
理
論
は
、
決
し
て
文
學
的
表
現
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
氣
の
理
論
か
ら
す
れ
ぽ
、

し
く
合
理
的
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
が
、
實
は
文
學
の
場
に
於
い
て
も
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

　
黄
庭
堅
に
は
以
下
の
よ
う
な
句
が
あ
る
。

「
形
」
と
立
論

四
五

ま
さ
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平
生
四
海
蘇
太
史
　
　
平
生
四
海
の
蘇
太
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
そ

　
酒
澆
不
下
胸
崔
蒐
　
　
酒
澆
ぐ
も
胸
の
崔
蒐
を
下
さ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
由
谷
詩
集
注
』
露
出
「
次
韻
子
爵
武
豊
西
山
」
）

蘇
太
史
は
蘇
東
披
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
黄
庭
藤
が
、
東
披
が
「
胸
の
叢
雲
」
に
酒
を
澆
ぐ
と
表
現
し
た
時
、
黄
庭
堅
が
意
識
し
た
の
は

『
世
説
新
語
臨
の
以
下
の
記
事
で
あ
る
。

　
王
孝
伯
、
至
大
に
問
ふ
、
理
解
は
司
馬
相
中
に
何
如
と
。
王
大
曰
く
、
国
籍
は
胸
中
墾
塊
、
故
に
須
ら
く
酒
も
て
之
に
澆
ぐ
べ
し
。

　
　
（
『
世
説
新
語
』
任
誕
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

こ
の
よ
う
に
文
學
的
連
想
の
中
で
は
、
こ
の
よ
う
に
胸
中
に
あ
る
山
は
山
で
も
あ
り
、
六
実
で
も
あ
る
。

　
黄
庭
堅
の
「
胸
中
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
示
す
も
の
と
し
て
、
黄
庭
堅
が
陳
察
（
陳
太
丘
）
に
見
せ
る
イ
メ
ー
ジ
を
す
こ
し
追
っ
て
み
よ
う
。

陳
建
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
黄
庭
堅
は

　
　
太
丘
胸
量
闊
　
　
太
丘
　
胸
量
闊
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
一
葦
莫
杭
之
　
　
一
葦
　
之
を
杭
す
る
莫
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
山
谷
詩
集
注
』
巻
十
八
「
陳
榮
緒
恵
示
之
字
韻
詩
推
奨
過
實
非
所
敢
當
輕
次
高
韻
三
善
」
其
一
…
）

あ
る
い
は

　
　
太
丘
心
瀧
落
　
　
太
丘
　
心
は
瀧
落

　
　
古
松
韻
清
深
　
　
古
松
　
韻
は
清
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
魍
山
谷
詩
集
注
臨
巻
十
八
「
晩
装
威
寧
行
松
書
癖
薩
子
」
）

と
し
て
い
る
。
陳
太
丘
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
れ
は
『
文
選
匝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
徴
士
陳
君
、
岳
溺
の
精
を
藥
け
、
纒
曜
の
純
を
苞
む
。
（
臓
文
選
甘
薯
五
十
八
「
陳
太
丘
碑
文
」
）



あ
る
い
は
『
世
説
新
語
』
の
、
泰
（
太
）
山
の
阿
（
丘
）
に
立
つ
桂
の
木
の
イ
メ
ー
ジ
、

　
　
客
に
陳
季
方
に
問
ふ
有
り
、
足
下
の
家
君
の
太
丘
、
何
の
功
徳
有
り
て
天
下
の
重
名
を
荷
ふ
か
と
。
三
方
曰
く
、
吾
家
君
は
讐
う
れ
ぽ

　
　
桂
樹
の
泰
由
の
阿
に
生
ず
る
が
如
く
、
上
に
萬
初
の
高
さ
有
り
、
下
に
不
測
の
深
き
有
り
。
上
は
甘
露
の
毒
す
所
と
由
り
、
下
は
淵
泉

　
　
の
潤
す
所
と
爲
る
。
斯
の
時
に
亘
り
、
桂
樹
焉
ぞ
泰
山
の
高
く
淵
泉
の
深
き
を
知
ら
ん
。
功
徳
有
る
と
無
き
と
を
知
ら
ず
。
（
『
世
説
新

　
　
語
』
徳
行
七
條
）

な
ど
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
胸
中
」
と
い
う
言
葉
自
薦
が
、
胸
中
に
由
水
あ
る
い
は
三
次
元
的
空
間
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と

を
含
み
持
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
で
は
司
馬
相
如
の
「
子
鳥
餌
」
の
以
下
の
記
述
が
お
そ
ら
く
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
に
違
い
な
い
。

　
　
雲
夢
の
若
き
者
八
九
を
呑
む
も
、
其
の
胸
中
に
於
い
て
曾
ち
幕
議
せ
ず
。
（
『
文
選
』
二
七
）

　
胸
中
に
重
大
な
空
聞
を
包
み
込
ん
で
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
古
典
を
讃
む
も
の
に
既
に
共
有
さ
れ
た
も
の
と
し
て
出
立
上
が
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
黄
菊
堅
が
語
る
胸
中
の
丘
墾
は
、
こ
の
よ
う
な
文
學
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
に
よ
っ
て
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
群
の
中
に
あ
る
人
々
、
す
な
わ
ち
詩
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
胸
中
の
丘
堅
は
、
理
想
的

境
地
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
表
象
を
も
必
然
的
に
伴
う
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
從
っ
て
、
本
稿
の
如
き
胸
中
の
上
演
の

「
分
析
」
は
、
あ
く
ま
で
「
分
析
可
能
性
」
を
示
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
な
お
ま
た
こ
の
分
析
は
、
す
ぐ
れ
て
「
鑑
賞
者
」
の
護
想
で
あ

る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
「
作
者
」
郭
煕
は
、
ま
た
別
の
こ
と
を
考
え
た
の
だ
っ
た
。

お
わ
り
に

　
道
は
見
え
な
い
も
の
、
見
え
て
い
る
も
の
は
、
道
を
の
せ
た
器
で
あ
る
、
と
観
念
的
に
考
え
る
こ
と
は
簡
軍
だ
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
重

要
な
も
の
は
道
で
あ
っ
て
、
形
で
は
な
い
。
そ
の
基
本
的
な
構
造
の
中
で
、
ど
う
や
っ
て
形
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
形
を
つ
く
っ
て
い
く
の
か
、

「
形
」
と
氣
象

四
七



哲
学
研
究
　
第
五
百
九
十
三
号

鵬
誰

そ
れ
が
絡
董
の
仕
事
だ
っ
た
。

　
胸
中
の
丘
整
は
、
そ
の
な
か
で
、
「
あ
る
べ
き
精
神
状
態
」
を
持
っ
た
作
者
が
作
り
出
す
由
水
の
形
象
と
し
て
、
も
う
一
方
で
「
あ
る
べ

き
山
水
の
形
象
」
を
号
し
だ
し
た
山
水
の
形
象
と
し
て
、
中
甲
山
水
難
史
の
中
で
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
存
在
し
て
ぎ
た
。

　
そ
れ
は
、
理
論
家
の
考
え
た
、
「
形
象
を
超
え
た
山
水
叢
の
あ
る
べ
き
す
が
た
」
と
し
て
、
意
味
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
書
家
で
あ
る
郭

煕
は
、
「
形
な
ら
ぬ
形
」
あ
る
い
は
「
形
を
持
た
な
い
が
知
豊
は
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る
「
氣
象
」
を
「
表
現
」
す
る
と
い
う
こ
と
に
意
を

用
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
で
き
る
ほ
ど
に
、
中
葉
山
水
鑑
は
成
熟
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
豊
家
郭
煕
は
そ
れ
を
可
能
に
す
る
だ
け

の
技
量
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
現
實
に
作
品
と
し
て
示
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
山
水
豊
理
論
は
、
理
論
と
し
て
、
胸
中
の
丘
整
と
い
う
も
の
を
表
現
す
る
意
味
を
示
し
綴
け
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
形
と
氣
象
」

の
問
題
に
封
し
て
現
實
に
解
答
を
示
し
た
の
は
、
男
山
で
あ
り
、
早
春
圖
で
あ
っ
た
、
と
も
「
蓄
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
注

（
1
）
　
も
ち
ろ
ん
、
様
々
な
概
念
を
説
明
す
る
と
き
に
、
「
形
」
と
い
う
こ
と
ば
を
つ
か
う
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
、
「
形
」
そ
の
も
の
を
問
題
に
は
し
な
い
。

　
た
と
え
ば
酉
洋
で
こ
の
「
形
扁
が
問
題
に
な
る
と
き
に
は
、
た
と
え
ぽ
、
「
も
の
」
と
門
か
た
ち
扁
と
の
嗣
係
と
し
て
問
題
に
な
っ
た
り
す
る
。
「
質
量
と

形
椙
」
、
あ
る
い
は
「
材
料
と
二
一
と
し
て
問
題
に
上
る
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
中
國
に
西
洋
的
な
「
も
の
扁
と
い
う
概
念
を
認
め
る
か
ど
う
か
に

　
は
問
題
が
残
る
。
そ
し
て
、
中
國
近
世
で
大
き
な
意
味
を
持
ち
始
め
る
「
理
」
と
い
う
も
の
を
持
ち
出
す
と
、
質
料
を
と
も
か
く
形
成
す
る
は
ず
の

　
「
氣
」
は
、
「
形
」
の
撚
界
へ
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
た
と
え
ば
西
洋
的
に
此
岸
的
な
肉
盤
と
彼
岸
的
な
形
、
と
考
え
る
と
、
中
國
の
場
合
は
、

肉
膿
が
そ
の
ま
ま
「
形
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
さ
さ
え
て
い
る
（
さ
さ
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
ぽ
は
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
が
）
の
が
「
氣
」
だ
と
い
う

　
こ
と
に
な
る
。

（
2
）
　
「
是
故
形
而
上
上
盤
陰
道
、
形
最
下
春
謂
之
器
」
（
鰹
周
易
扁
繋
早
上
傳
）
固
所
『
正
義
晦
「
是
故
形
而
上
者
謂
之
道
形
而
下
下
謂
之
懸
者
、
道
号
元
鰻

　
県
名
、
形
是
有
質
之
稽
、
凡
有
從
莞
而
生
、
形
由
道
構
立
、
是
先
導
薦
後
形
、
是
裏
壁
形
之
上
、
形
在
道
之
下
、
故
自
口
外
已
上
者
謂
之
道
也
、
自
形
内

而
下
者
謂
之
器
也
、
形
錐
威
道
器
爾
畔
之
際
、
形
在
器
不
在
道
也
、
既
有
形
質
可
爲
器
罵
、
無
芯
形
而
下
者
謂
之
器
也
」



（
3
）
　
「
形
而
上
是
元
形
艦
者
也
、
故
形
以
上
者
謂
之
道
也
、
形
而
下
是
有
形
論
者
、
故
意
以
下
者
謂
之
器
、
元
形
遊
者
即
道
也
、
如
大
徳
敦
化
是
也
、
有

　
形
　
者
即
器
也
、
見
於
鼻
繋
、
如
禮
義
是
也
」
「
凡
甲
形
以
上
音
聾
謂
之
道
、
惟
置
銭
莞
相
接
、
與
形
不
形
腱
、
知
之
爲
難
、
須
知
氣
從
此
首
、
蓋
爲
氣

　
能
一
有
元
、
死
則
氣
自
然
生
、
是
道
也
、
交
易
也
」
（
と
も
に
張
載
『
易
説
』
（
『
張
子
全
書
本
』
に
よ
る
）
）

（
4
）
　
「
問
、
形
而
上
下
如
何
以
群
言
、
日
、
此
言
最
的
當
、
島
田
以
有
形
無
形
言
之
、
便
是
物
調
理
相
間
断
了
、
所
以
謂
裁
得
分
明
者
、
二
品
上
下
之
間

　
分
別
得
一
箇
界
止
分
明
、
器
亦
道
、
道
導
器
、
有
分
別
者
不
解
離
也
」
（
『
朱
子
語
類
』
巻
七
十
五
）
「
戴
得
分
明
」
は
程
明
道
の
語
。
『
黒
氏
遺
書
』
十
一

　
に
見
え
る
。
ま
た
『
性
理
大
全
』
は
こ
の
部
分
を
「
所
以
明
道
謂
戴
得
分
明
者
」
に
作
る
。

（
5
）
　
と
も
か
く
、
『
周
易
』
の
繋
僻
上
訴
は
、
こ
の
形
と
い
う
概
念
を
非
常
に
重
要
な
概
念
と
し
て
取
り
込
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
繋
僻
上
傳
は
、
そ
れ
を

　
氣
に
よ
っ
て
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
特
に
意
識
に
上
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
わ
け
だ
が
、
こ
の
繋
僻
上
傳
の
部
分
を
非
常
に
重
要
な
文

　
章
と
し
て
位
置
づ
け
る
丁
霊
者
達
に
と
っ
て
は
、
宋
學
と
い
う
も
の
が
本
來
氣
の
思
想
を
基
礎
に
し
て
構
築
さ
れ
た
髄
室
で
あ
る
か
ら
に
は
、
と
も
か
く

　
説
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
説
明
し
き
る
こ
と
は
出
來
て
い
な
い
。

（
6
）
　
「
形
」
は
そ
も
そ
も
氣
の
護
想
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
檜
蛋
の
畿
生
と
と
も
に
生
ま
れ
た
の
で

　
は
な
い
か
と
も
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
議
論
し
た
こ
と
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
肥
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
關
著
し
て
、
前
近
代
の
中

　
國
に
お
け
る
、
目
に
見
え
な
い
氣
が
い
か
に
し
て
形
あ
る
存
在
に
攣
化
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
水
の
三
態
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
い

　
う
指
摘
が
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
だ
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
も
議
論
し
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
彼
ら
は
氣
髄
と
液
農
と
い
う
も
の

　
を
ど
の
程
度
歴
別
し
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
り
、
光
を
も
液
燈
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
風
景
、
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
風
景
も
含
め

　
て
だ
が
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
形
象
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
、
そ
れ
を
液
盤
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら
え
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
れ
ぽ
、
形
と
液

髄
と
の
金
串
は
そ
れ
は
そ
れ
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
し
ば
ら
く
そ
れ
は
お
く
。
な
お
拙
稿
「
「
形
」
に
つ
い
て
の
小
考
」
（
『
中
黒
文
學
報
繍
第

　
七
十
三
紛
）
参
照
。

（
7
）
　
拙
稿
「
六
朝
藝
術
論
に
お
け
る
氣
の
問
題
」
（
『
東
方
學
報
』
京
都
第
六
十
九
冊
）
参
照
。

（
8
）
　
こ
の
芸
術
作
品
と
人
間
の
品
格
と
の
關
係
は
、
現
代
で
も
生
き
て
い
る
が
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
何
の
根
出
も
な
い
。
と
い
う
か
、
氣
の
思

想
を
背
景
に
し
た
も
の
な
の
だ
か
ら
、
氣
の
思
想
を
認
め
る
な
ら
ぽ
根
糠
は
あ
る
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
日
本
の
藝
術
思
想
は
、
そ
の
氣
の
思
想
を
今
で
も

　
引
き
ず
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
9
）
　
以
下
の
戦
記
篇
の
文
章
に
基
づ
く
考
え
方
で
あ
る
。
「
凡
姦
聲
懸
人
而
零
点
鷹
之
、
逆
氣
成
象
而
淫
至
善
焉
、
正
解
異
人
菰
順
氣
鷹
之
、
順
二
成
象

「
形
」
と
氣
象

四
九
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五
〇

而
和
樂
興
焉
」
（
『
禮
記
臨
樂
記
）

（
1
0
）
　
拙
稿
「
病
と
「
か
た
ち
」
」
（
『
黒
蟻
と
病
理
學
一
人
問
経
験
の
解
繹
學
と
し
て
の
美
學
に
題
す
る
基
盤
研
究
馳
平
成
九
…
一
二
年
度
文
部
雀
科
學

研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
㈹
q
D
（
代
表
者
・
京
都
大
學
文
學
研
究
科
教
授
・
岩
城
見
一
）
研
究
成
果
報
告
書
）
参
照
。

（
1
1
）
　
三
浦
國
雄
岡
朱
子
集
臨
（
朝
日
薪
聞
社
一
九
七
六
年
）
一
七
三
頁
以
下
、
ま
た
垣
内
景
子
「
朱
熟
門
人
・
管
棘
i
「
氣
象
」
と
門
工
夫
ヒ
（
署
心
」

　
と
「
理
」
を
め
ぐ
る
朱
照
思
想
構
造
の
研
究
猛
第
三
章
第
一
節
（
汲
古
書
院
・
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
1
2
）
　
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
言
葉
の
「
課
語
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
「
氣
象
」
は
、
現
代
の
日
本
語
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
と
、

　
「
耕
園
氣
」
な
ど
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
（
三
浦
前
掲
書
四
五
三
頁
参
照
）
貿
は
日
本
語
に
は
「
砂
舟
鷹
」
あ
る
い
は
「
占
象
情
報
」
と
い

　
う
轡
葭
葉
で
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
使
い
方
は
、
こ
の
中
國
の
「
思
想
」
を
あ
る
程
度
受
け
縫
い
で
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
駅
馬
と
い
う
「
課
語
」
を
用

　
い
る
こ
と
は
問
題
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
空
の
氣
（
大
氣
）
の
状
況
は
、
氣
象
衛
星
な
ど
の
観
測
機
械
が
な
い
も
の
と
し
て
考
え
る
と
、

　
そ
の
も
の
自
重
は
把
握
塗
壁
な
い
が
、
そ
の
氣
が
わ
れ
わ
れ
に
知
覧
可
能
な
も
の
と
し
て
、
即
ち
酒
興
れ
た
空
」
や
「
降
霧
」
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
そ

　
し
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
知
鐙
さ
れ
る
「
氣
象
」
に
よ
っ
て
、
氣
（
大
氣
）
の
状
態
を
あ
る
程
度
知
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
前
掲
拙
稿
「
「
形
」
に
つ
い
て
の
小
考
」
参
照
。

（
1
4
）
　
模
窩
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
模
倣
の
償
値
」
（
『
中
國
思
想
史
研
究
㎞
第
三
十
一
號
）
参
照
。

（
1
5
）
　
却
っ
て
「
胸
中
の
山
水
の
イ
メ
ー
ジ
を
叢
颪
に
現
す
」
あ
る
い
は
「
胸
中
に
竹
の
イ
メ
…
ジ
を
作
り
上
げ
て
か
ら
そ
れ
を
欝
面
に
現
す
」
と
い
う
畿

想
の
方
が
、
氣
の
黙
想
か
ら
は
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
「
饗
わ
っ
た
」
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
、
「
形
」
が
先
行
し
た
理
論
で

　
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
あ
る
い
は
門
形
」
と
い
う
も
の
が
繍
議
が
作
り
出
し
た
概
念
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
ま
さ
に
そ
れ
は
総
盤
的
な
獲
想

　
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
に
優
先
し
て
「
形
」
が
存
在
す
る
と
い
う
山
風
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
。

（
1
6
）
　
「
故
談
叢
襟
先
得
成
竹
於
胸
中
、
執
筆
熟
視
、
透
見
其
所
欲
長
者
、
急
起
從
之
、
墨
筆
直
遂
…
…
與
可
之
教
予
如
斜
脚
（
噌
贈
進
憤
嫉
文
集
事
略
撫
巻

　
⑳
十
九
「
文
與
可
叢
籏
蟹
谷
戦
歴
無
偏
）
「
余
之
竹
聯
以
窮
胸
中
逸
氣
耳
、
壼
耳
翼
其
似
幽
翠
、
葉
之
繁
興
疏
、
枝
懸
樋
與
直
哉
」
（
椀
贋
『
藩
王
麟
全
集
臨

巻
九
「
蹟
叢
竹
」
）
な
お
、
こ
れ
に
は
、
米
蓄
の
意
見
が
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
。
「
子
馬
薄
畳
木
、
枝
幹
評
語
無
端
、
石
鐡
硬
亦
怪
怪
奇
奇
無
爵
、
如

　
其
胸
中
盤
響
也
」
（
米
里
『
鑑
門
門
）
拙
稿
「
車
代
紬
鐙
理
論
に
お
け
る
「
形
象
」
の
問
題
」
（
噌
臼
本
中
國
學
會
報
幽
第
五
十
集
）
参
照
。

（
1
7
）
　
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
参
考
ま
で
に
示
し
て
お
く
。
（
文
中
（
）
は
原
文
の
ま
ま
）
「
萢
寛
は
終
日
實
際
の
山
水
に
封
座
し
て
観
察
し
、
そ
の
本
質

　
（
山
な
り
水
な
り
の
「
理
」
）
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
轡
然
を
た
ん
に
そ
の
ま
ま
描
窩
す
る
（
形
似
）
た
め
で
は
な
く
、
室



　
内
に
も
ど
っ
て
、
作
家
の
心
に
生
じ
た
山
水
の
本
質
（
胸
中
の
丘
整
）
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
」
（
『
世
界
歴
史
大
系
・
申
國
史
・
三
瞼
（
山
川
出
版

　
社
・
一
九
九
七
年
）
一
＝
　
二
頁
）

（
1
8
）
　
「
顧
長
康
螢
謝
幼
輿
在
置
石
裏
、
人
間
所
以
、
顧
日
、
一
丘
一
墾
、
脅
謂
過
之
、
此
子
日
置
丘
壷
中
」
（
『
世
説
新
語
』
巧
藝
）

（
1
9
）
　
こ
れ
は
以
下
の
蘇
東
波
の
詩
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
門
衛
披
錐
是
湖
州
派
、
竹
石
風
流
各
　
蒔
、
前
世
雷
撃
韻
書
李
、
不
妨
半
作
欝
欝
詩
」
（
『
蘇
文

　
忠
詩
合
註
騙
巻
三
十
「
次
韻
子
由
題
憩
寂
圖
後
」
）

（
2
0
）
　
な
お
、
胸
中
と
い
う
こ
と
で
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
門
胸
中
に
萬
巻
の
書
有
り
」
に
つ
い
て
も
、
黄
庭
堅
の
以
下
の
文
章
が
よ
く
知
ら
れ
る
。
「
大
年

學
東
披
先
生
作
小
山
叢
竹
、
殊
有
思
至
、
但
置
石
客
畳
筆
意
柔
徽
、
蓋
年
少
豊
野
故
塁
、
使
大
年
岩
宿
自
當
十
倍
於
此
、
若
更
屏
濡
色
筆
墨
、
使
胸
中
有

数
百
巻
書
、
便
當
不
椀
文
與
可
奏
」
（
『
豫
章
黄
先
生
文
集
』
巻
二
十
七
「
題
宗
室
大
年
永
年
書
」
）

（
2
1
）
　
外
集
注
「
詩
谷
風
注
云
、
浬
潤
相
入
漁
有
清
濁
、
杜
詩
、
濁
澄
清
潤
何
當
分
」
。
谷
風
の
詩
は
、
潤
水
は
澄
ん
で
お
り
、
浬
水
は
濁
っ
て
い
る
の
だ

が
、
鵜
島
が
澄
ん
だ
清
水
と
交
わ
る
と
、
そ
の
濁
っ
て
い
る
こ
と
が
余
計
に
わ
か
る
。
容
色
の
衰
え
た
女
性
が
、
若
い
女
性
と
蚊
ぶ
と
よ
け
い
に
そ
の
衰

　
え
が
目
立
つ
こ
と
を
詠
う
と
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
「
直
筋
を
等
し
く
見
る
」
と
い
う
部
分
を
、
黄
庭
面
の
輝
理
解
と
結
び
つ
け
る
解
繹
（
黄
覆
華
咽
黄

庭
堅
選
集
廓
上
海
君
命
出
版
社
・
　
九
九
　
年
）
が
あ
る
が
、
筆
者
は
取
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
黄
庭
堅

　
の
獲
言
の
多
く
を
論
叢
堅
の
佛
教
信
仰
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
島
々
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
そ
の
必
要
は
な
い
と
い
う
見

　
解
を
筆
者
は
持
っ
て
い
る
。

（
2
2
）
　
黄
庭
堅
は
「
胸
中
扁
に
つ
い
て
、
丘
堅
や
韻
の
他
に
も
、
「
墨
」
や
「
書
物
」
な
ど
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
「
風
宿
雨
着
癖
当
面
、
儲
蓄
虎
躇
蒼
蘇

　
石
、
東
披
老
入
翰
林
公
、
醇
暗
吐
出
胸
中
墨
」
（
『
山
谷
詩
集
注
聴
巻
十
五
唱
題
子
謄
叢
竹
石
」
）
終
句
は
、
任
淵
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
韓
昌
黎
文
集
廓

巻
十
九
「
代
張
籍
與
漸
東
観
察
年
中
瓦
書
」
の
な
か
の
コ
吐
出
胸
中
之
奇
」
に
も
と
づ
き
、
書
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
。
ま
た
、
注
2
0
の
よ
う
な
「
胸
中

萬
巻
書
」
の
上
澄
を
使
う
も
の
も
あ
る
。
「
若
使
胸
中
有
画
数
千
巻
、
不
駿
世
羅
録
、
則
書
不
病
韻
扁
（
『
詮
議
黄
先
生
文
集
』
巻
二
十
七
「
蹟
周
子
畿

帖
」
）

（
2
3
）
　
同
詩
『
二
河
入
海
臨
一
二
「
肢
言
ハ
、
我
レ
山
国
騙
ル
コ
ト
ヲ
ハ
不
得
ト
モ
、
幸
二
胸
中
二
江
山
カ
ア
ル
程
二
、
サ
テ
今
寺
前
二
釜
中
ノ
山
水
二
丁

　
シ
テ
胸
中
ノ
江
山
ノ
佳
民
力
相
映
獲
ス
ル
ソ
、
サ
テ
ト
チ
カ
見
事
ナ
ル
ヘ
キ
ソ
、
胸
中
ノ
江
山
ハ
可
勝
欺
ソ
、
ナ
セ
ニ
ナ
レ
ハ
胸
中
ノ
江
山
ハ
無
只
言
ニ

　
ソ
」

（
2
4
）
　
先
の
黄
庭
子
の
樽
詰
輩
の
詩
は
元
豊
六
年
（
　
○
八
三
）
、
こ
ち
ら
の
王
轡
卿
の
六
書
詩
は
元
祐
六
年
（
一
〇
九
一
）
に
編
年
さ
れ
て
お
り
、
（
和
陶

　
　
　
門
形
」
と
氣
象
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
～



　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
九
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

詩
は
無
論
そ
れ
よ
り
も
後
）
蘇
東
波
が
こ
の
黄
庭
堅
の
使
い
方
の
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
想
さ
え
可
能
で
あ
る
。

（
2
5
）
　
軍
に
「
丘
堅
」
「
佳
腱
」
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
蘇
東
波
が
「
胸
中
の
山
水
」
を
ど
う
考
え
た
か
に
つ
い
て
見
て
み
る
な
ら
、
や
は
り
山
水
識
に
關
連
さ

　
せ
て
嚢
言
は
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
胸
中
の
イ
メ
ー
ジ
を
言
霊
に
表
し
た
と
い
う
獲
醤
で
は
な
い
。
「
白
髪
四
老
人
、
何
曾
在
商
号
、
煩
齎
紙
上
影
、
照

我
胸
中
山
、
山
中
亦
何
有
、
木
香
土
石
頑
、
正
曇
天
日
光
、
澗
谷
紛
欄
斑
、
我
心
空
無
物
、
斯
文
定
何
問
、
君
窟
古
井
水
、
萬
象
自
往
還
」
（
欄
蘇
文
忠
詩

　
合
番
』
巻
三
十
一
「
書
王
筆
記
所
演
王
国
卿
盤
三
色
山
二
首
」
其
一
）
所
謂
隠
着
の
代
名
詞
で
あ
る
商
山
の
四
皓
は
、
商
山
だ
け
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
す
な
わ
ち
、
東
披
の
胸
中
の
山
に
も
居
る
、
要
す
る
に
龍
駕
も
自
ら
の
胸
中
の
山
の
な
か
に
翌
春
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
「
山

中
亦
何
有
」
は
陶
器
景
の
詩
「
山
中
何
所
有
、
光
臨
白
雲
多
、
只
史
話
恰
悦
、
不
堪
持
寄
君
」
に
も
と
つ
く
。
こ
れ
は
南
齊
高
帝
薫
道
成
の
「
山
中
何
所

有
」
と
い
う
問
い
に
詩
を
以
て
答
え
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
終
句
は
「
で
す
か
ら
君
の
所
に
持
っ
て
ま
い
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
」
な
お
、
こ
こ
で

　
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
鮮
魚
堅
も
、
墨
竹
に
つ
い
て
は
東
披
の
考
え
（
胸
中
の
竹
の
イ
メ
ー
ジ
）
を
引
き
纈
い
で
畿
無
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
「
蓋
道
人
之
総
軍
、
叢
工
之
所
難
、
雲
量
印
泥
、
霜
枝
風
葉
、
先
成
子
胸
悪
者
歎
」
（
『
豫
章
黄
先
生
文
集
隔
巻
一
・
東
披
居
士
選
挙
賦
）
そ
し
て
、

東
披
は
と
言
え
ば
、
墨
竹
だ
け
で
な
く
、
馬
の
糟
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
を
長
言
す
る
。
「
龍
紅
鶴
中
有
千
駆
、
不
猫
霞
肉
兼
鐙
骨
」
（
『
蘇
文
忠
詩
合
註
晒

　
巻
三
十
六
「
次
韻
呉
傳
正
枯
木
歌
」
）

（
2
6
）
　
『
血
潮
鑑
譜
臨
の
成
立
に
荒
し
て
は
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
あ
り
、
序
論
は
元
に
な
っ
て
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
の
で
（
た
と
え
ば
建
賓

　
「
『
宣
和
盤
譜
』
名
出
金
高
説
」
（
『
宋
毒
茸
學
研
究
隔
二
〇
〇
九
年
・
甘
薯
人
民
出
版
社
）
少
し
慣
重
に
な
る
な
ら
、
あ
る
い
は
高
克
明
の
條
が
参
考
に

　
な
る
。
「
高
克
明
緯
州
入
、
端
懇
謙
厚
、
不
薯
衿
持
、
喜
游
佳
山
水
間
、
捜
面
影
古
、
窮
幽
探
絶
、
終
日
忘
蹄
、
心
髄
得
慮
、
即
齢
、
露
坐
艀
室
、
沈
屏

　
思
慮
、
幾
與
造
化
老
游
、
於
是
落
筆
、
則
胸
中
丘
墾
謎
在
尊
前
」
（
隅
宣
和
欝
譜
㎞
高
克
明
）
さ
ら
に
『
謄
躍
盤
譜
㎞
に
は
、
胸
中
の
氣
を
そ
の
ま
ま
形
象

化
す
る
と
い
う
、
米
董
や
侃
贋
の
謹
製
に
つ
な
が
る
由
水
鐵
に
つ
い
て
の
護
雷
も
あ
る
。
門
一
章
吐
其
胸
中
薦
罵
之
筆
下
」
（
『
宣
和
鑑
譜
』
李
成
）
李
成

　
は
山
水
鐙
と
し
て
名
を
は
せ
て
お
り
、
こ
こ
も
野
竹
で
は
な
く
山
水
鐙
の
話
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
2
7
）
　
呪
林
泉
高
致
臨
に
は
、
「
遠
望
之
以
取
其
勢
、
近
着
三
業
三
舞
質
」
と
い
う
畿
雷
も
あ
る
。

（
2
8
）
　
こ
の
「
混
成
し
た
形
象
」
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
、
固
定
（
神
髄
）
性
、
抽
象
性
の
面
か
ら
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
苗
掲
拙
稿
「
宋
代
二
瀬
理
論

　
に
お
け
る
形
象
の
問
題
」
参
照
。

（
2
9
）
　
そ
れ
は
六
朝
以
來
の
人
々
が
形
象
を
担
撫
し
た
の
と
は
別
の
形
で
の
形
象
の
掘
否
で
あ
る
。
先
に
も
少
し
燭
れ
た
が
、
か
た
ち
と
い
う
の
は
、
絡
叢

　
と
と
も
に
畿
生
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
か
た
ち
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
絡
盤
と
と
も
に
あ
る
。
從
っ
て
、
総
儘
は
形
を
否
定
出
來



　
な
い
の
だ
が
、
中
國
の
緯
叢
理
論
は
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
、
あ
る
意
味
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
だ
っ
た
。
ご
く
ま
っ
と
う
な
思
想
家
は
、
「
か

　
た
ち
な
ど
に
て
い
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
の
は
、
緯
が
へ
た
な
人
間
の
た
わ
ご
と
で
あ
る
」
と
粗
放
な
だ
け
の
文
人
叢
を
喝
破
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

　
す
く
な
く
と
も
こ
の
北
宋
の
時
代
に
は
そ
う
は
考
え
て
い
な
い
。
前
掲
拙
稿
「
模
倣
の
領
値
」
参
照
。

（
鐙
）
　
同
じ
音
樂
を
き
い
て
も
、
宜
し
い
人
は
蒼
し
く
な
り
、
悲
し
い
人
は
悲
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
既
に
稽
康
は
「
聲
上
石
樂
論
」
で
指
摘
し
て
い
る

　
が
。

（
3
1
）
　
三
浦
前
掲
書
一
七
四
頁
。

（
3
2
）
　
そ
し
て
、
郭
煕
が
個
々
の
形
象
で
は
な
く
、
全
盤
か
ら
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
を
氣
象
と
呼
ん
だ
の
は
、
蜜
面
全
髄
で
～
つ
の
作
品
で
あ
る
、
と
い
う

意
味
で
も
ひ
と
つ
の
見
識
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

（
3
3
）
　
こ
こ
で
黄
庭
竃
は
、
も
と
の
「
塁
塊
」
を
、
「
崔
蒐
」
に
置
き
換
え
て
い
る
。
「
崔
鬼
」
は
『
毛
無
』
（
周
南
点
耳
）
の
言
葉
で
、
署
し
い
岩
山
を
指

す
。
な
お
、
東
披
の
胸
中
の
わ
だ
か
ま
り
と
言
え
ば
、
先
に
も
鰯
れ
た
米
蕎
の
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
る
。
注
1
6
参
照
。

（
3
4
）
　
『
毛
詩
喚
河
廣
「
誰
講
河
廣
、
｝
葦
杭
之
」
毛
傳
「
杭
渡
也
」

（
3
5
）
　
李
善
玉
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
岳
渡
の
精
が
人
と
な
る
と
聖
人
、
と
い
う
畿
想
は
緯
書
な
ど
に
見
ら
れ
、
墓
志
下
な
ど
に
も
常
見
す
る
襲
想
で
あ
る
。

（
3
6
）
　
山
水
壷
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ぽ
織
工
之
「
自
署
山
水
留
二
士
大
輔
題
其
上
」
（
『
難
山
集
㎞
巻
二
十
二
）
の
「
胸
中
正
子
霧
雲
夢
、
蓋
裏
何
妨
封
聖

賢
、
有
意
清
秋
入
轟
轟
、
爲
萩
野
盤
篤
江
天
」
、
あ
る
い
は
墨
守
に
つ
い
て
も
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
使
わ
れ
て
い
る
。
「
故
有
田
淡
墨
揮
掃
整
整
斜
斜
、
不
專

於
形
似
而
濁
得
於
象
外
者
、
往
往
不
出
於
螢
史
、
而
多
出
於
詞
人
重
態
之
所
作
蓋
胸
中
所
得
、
固
已
雷
雲
夢
之
八
九
、
而
文
章
翰
墨
形
容
所
不
逮
故
｝
寄

露
量
楮
、
則
携
雲
而
高
擶
、
傲
雪
手
玉
立
、
與
夫
招
月
吟
風
之
状
、
錐
執
熱
使
人
証
擬
績
也
至
於
布
景
致
思
、
不
盈
腿
尺
素
萬
里
暴
論
、
則
又
量
俗
工
所

能
到
哉
」
（
『
宣
和
鑑
譜
』
墨
竹
叙
論
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
う
さ
み
・
ぶ
ん
り
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
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中
国
哲
学
史
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形
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name　of　the　family．　We　may　say　that　both　types　of　familialism　have　failed　in

constructing　a　sustainable　social　system．

Xing「形」and　Qixiang氣象

　　　　　　　　　　　　　Bunri　UsAMI

Professor　of　the　History　of　Chinese　Philosophy

　　　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　This　article　examines　following　two　issues　to　appreciate　the　concepts　of　xing

and　qixiang：the　first　issue　is　about　the　concept　of‘xiongzhongqiuhe胸中丘盤’in

the　theory　of　Chinese　shanshui山水painting，　and　the　second　is　about　Guoxi郭煕，

a　painter　in　Song宋era，　and　his　work　of“Zaochuntu早春圖．”

　　Dao道is　an　invisible　concept．　In　contrast，　qi器is　a　visible　entity．　Xing　is　a

visible　entity　in　the　same　way　as　qi　is，　because　xing　has　its　physical　object．　On　the

other　hand，　qixiang　is　an　invisible　but　perceptible　entity，　and　the　only　painters　who

truly　appreciate　dao　could　draw　qixiang．　For　premodern　Chinese　people，　the

invisible　concept　of　dao　was　much　more　important　than　the　visible　entity　of　qi．

This　thought　has　strongly　affected　the　Chinese　painting　from　ancient　periods．　For

this　reason，　traditionally，　Chinese　painters　attempted　to　draw　essential　images　of

xing　without　being　concerned　to　particular　visible　forms　of　xing，　even　though

painting　is　certainly　the　visual　art．

　　The　Chinese　painting　of　shanshui　is　also　affected　by　the　traditionai　thought．

‘Xiongzhongqiuhe’　has　been　a　very　important　issue　of　Chinese　painting　theory，　and

it　is　related　to　essential　images　of　landscape　beyond　the　reality　of　xing．　Many

theorists　have　been　discussing　about　what　should　be　landscape　images　idealized　by

painters　in　their　mind．　This　article　demonstrates　that　‘xiongzhongqiuhe’　has

another　meaning　of　optimum　and　supreme　mental　attitudes　with　which　painters

draw　their　ideal　landscapes．

　　Regardless　of　these　theoretical　discussion，　Guoxi，　an　outstanding　shanshui

painter　in　Song　era，　succeeded　in　presenting　his　own　ideal　landscape　images．
tt

yaochuntu”　is　one　of　his　greatest　masterpeaces．　He　pursued　to　draw　his　ideal

landscape　images　that　were　faint，　vague　and　without　clear　visible　forms．　His

tt
yaochuntu”　is　quite　different　from　realistic　pictures　of　xing．　lt　seems　to　present
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Guoxi’s　ideal　landscape　which　is　very　close　to　the　concept　of　qixiang，　even　if　not

the　very　qixiang．

写真的芸術作品の様相フレキシビリティ

　　　　　　　　　　　　網谷　祐一

ピッツバーグ大学科学哲学センター（ポスト・ドクトラル・フェロー）

　　　　　　　　　　　　　科学哲学

　文学や音楽、写真のような芸術作晶の存在論では、多くの哲学者がタイプ説と呼ば

れる立場を支持してきた。タイプ説によれば、例えばアルフレッド・スティーグリツ

ツのヂ勲等船室」（The　Steerage）のような芸術作品は個物（individual）ではなく

タイプであり、ネガから現像された一枚一一枚の写真（プリン5）はその事例

（instance）である。そうした写真が他でもない「三等船室」の事例であるのは、そ

れらが共通に持つ本質的性質（例えば構図や色合い）のためである。

　これに対しGuy　Rohrbaughは、タイプ説の問題点として様相フレキシビリティ

（modal　fleXibi王ity）に対応できないことを指摘し、個物説を提唱する。例えば「筆

等船室」が現実の作晶とはやや異なる構図をもつ可能性があったことは真だと思われ

る。しかしこの作品が現にもつ構図を作品の本質的性質としてしまうと、それとは異

なる構図をもつ写真はどの可能世界でもこの作品の事例とはなれない。しかし「三等

船室」が個物であるとすると、構図や色合いはこの作晶の本質的性質とはならないた

め、様相フレキシビリティに対応することが容易になる。これはアル・ゴアのような

個人が様相的性質の豊かなリストをもっている（例えば2000年の選挙で大統領に選

ばれる可能性があった）のと岡様である。

　本論文では、こうした議論を認めた上で、毒物説でも劉種の様相フレキシビリティ

に対応することが困難なことを、特に写真を例にして論じる。この困難はRohr－

baughが、写真家が作品を発表するときに自分のテーマをよりょく表現するような

写真をいくつかの候補から選択することを見逃しているために生じる。これによりス

ティーグリッツが「三等船室」という同じ作晶のために、異なる写真を充てた可能性

が出てくる。こうした可能性はde　dicto様相の可能性であり、個物説が要請するde

re様相の可能性とは異なる。　Rohrbaughが支持するような個物説は、こうしたde

dicto様相にある様相的性質が作品の個別化に関わることを説明できないのである。
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