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は
じ
め
に

　
一
般
に
「
吉
祥
図
案
」
「
吉
祥
モ
チ
ー
フ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、

中
国
伝
統
文
化
に
お
け
る
「
幸
福
」
を
目
に
見
え
る
よ
う
に
表
し
た

も
の
で
あ
る
。
吉
祥
モ
チ
ー
フ
を
分
析
し
て
い
く
と
、
人
々
が
何
を

理
想
と
し
、
追
求
し
て
い
た
の
か
が
見
え
て
く
る
。
吉
祥
と
は
、
中

華
民
族
の
生
活
の
様
々
な
場
面
の
「
装
飾
」
を
支
配
す
る
最
大
の
要

素
で
あ
る
と
考
え
る
。
現
在
で
も
「
福
」
の
字
を
逆
さ
ま
に
吊
る
し

た
装
飾
を
よ
く
見
か
け
る
が
、
こ
れ
は
「
逆
さ
ま
」
と
い
う
意
味
の

「
倒
」
と
、
「
や
っ
て
く
る
」
と
い
う
意
味
の
「
到
」
を
か
け
て
、

「
福
が
や
っ
て
く
る
」
よ
う
に
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
吉
祥
を
テ
ー
マ
と
し
た
装
飾
芸
術
は
、
常
に

人
々
の
生
活
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
数
は
豊
富
で
、

絵
画
、
版
画
、
陶
磁
器
、
勢
紙
（
切
り
絵
）
、
服
飾
な
ど
多
く
の
分

野
に
渡
っ
て
い
る
が
、
本
論
文
で
は
絵
画
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
と

す
る
。

　
　
第
一
章
　
中
国
絵
画
に
お
け
る
吉
祥
モ
チ
ー
フ
の
研
究
史

　
中
国
絵
画
史
の
中
で
吉
祥
モ
チ
ー
フ
の
研
究
は
極
め
て
乏
し
い
。

花
鳥
・
草
虫
画
研
究
で
は
技
法
や
装
飾
性
の
高
さ
を
述
べ
た
も
の
が

多
く
、
描
か
れ
た
も
の
の
意
味
に
注
目
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

一
方
、
民
間
版
画
・
陶
磁
器
・
工
芸
品
の
文
様
に
つ
い
て
は
吉
祥
意

の
解
明
が
進
ん
で
い
る
。
花
鳥
や
草
虫
の
モ
チ
ー
フ
は
、
数
多
の
動
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植
物
か
ら
選
ば
れ
て
描
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に

は
単
な
る
写
意
以
外
の
意
味
が
存
在
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
九
六
年
、
宮
崎
法
子
氏
の
論
文
（
－
）
で
、
モ
チ
ー
フ
の
意
味
に

触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
中
国
絵
画
は
文
人
中
心
の

芸
術
観
が
支
配
的
で
あ
っ
た
た
め
、
絵
画
の
精
神
性
が
特
に
重
視
さ

れ
、
具
体
的
な
場
に
飾
ら
れ
る
と
い
う
絵
画
の
側
面
は
看
過
さ
れ
る

傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
花
鳥
・
草
虫
図
に
描
か
れ
る

多
く
の
モ
チ
ー
フ
は
吉
祥
の
意
味
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ

た
。
宮
崎
氏
に
よ
れ
ば
、
花
鳥
画
の
モ
チ
ー
フ
の
吉
祥
的
意
味
が
確

認
で
き
る
の
は
、
宋
代
ま
で
遡
る
と
い
う
。
従
来
、
花
鳥
画
の
評
価

で
は
、
宋
代
は
写
生
的
な
表
現
が
高
み
に
達
し
芸
術
的
価
値
が
高

く
、
明
か
ら
清
に
至
る
と
装
飾
性
が
重
ん
じ
ら
れ
俗
性
を
帯
び
る
と

言
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
宋
代
の
花
鳥
画
も
吉
祥
の
意
が
込
め

ら
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
に
は
少
な
か
ら
ず
抵
抗
が
あ
る
よ
う
だ

が
、
宮
崎
氏
は
藻
魚
図
や
蓮
池
水
禽
図
と
い
っ
た
例
を
挙
げ
な
が

ら
、
宋
代
の
花
鳥
画
が
写
実
性
だ
け
で
な
く
吉
祥
を
意
図
し
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　
ま
た
王
耀
庭
氏
は
、
こ
れ
ま
で
の
花
鳥
画
研
究
は
、
文
人
画
に
お

け
る
南
北
二
宗
論
に
似
た
、
風
格
上
の
区
分
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き

た
と
指
摘
し
た
（
2
）
。
例
え
ば
「
没
骨
」
か
「
鉤
勒
」
か
と
い
っ

た
技
法
の
違
い
や
、
「
徐
黄
異
体
（
徐
煕
は
野
逸
、
黄
家
は
富
貴
）
」

と
い
っ
た
趣
の
違
い
で
あ
る
。
花
鳥
画
研
究
は
そ
こ
で
留
ま
っ
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
り
、
花
鳥
画
が
本
来
持
っ
て
い
る
画
外
の
意
に
つ

い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
王
氏
は
さ
ら
に
、
「
そ
も
そ

も
モ
チ
ー
フ
を
描
く
と
き
に
は
、
純
粋
な
作
者
の
主
観
（
1
1
『
見
た

も
の
を
描
く
』
）
で
は
な
く
、
『
要
る
も
の
を
描
く
』
の
で
あ
っ
て
、

何
を
描
く
か
と
い
う
選
択
に
は
モ
チ
ー
フ
の
寓
意
が
最
先
の
条
件
で

あ
っ
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
花
鳥
画
は
写
生
を
建
前
と
し
て
い

る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
社
会
的
に
作
ら
れ
た
審
美
思
想
を
反
映
し
て

お
り
、
固
定
化
・
類
型
化
し
た
要
求
（
願
望
）
に
応
え
た
も
の
で
あ

る
。
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
王
氏
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
明
代

の
宮
廷
画
の
多
く
が
吉
祥
を
寓
意
し
て
い
る
こ
と
を
例
証
し
て
い

る
。　

以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
に
基
づ
き
、
第
二
章
で
は
具
体
的
に
草

虫
画
に
描
か
れ
る
モ
チ
ー
フ
の
吉
祥
的
意
味
を
分
析
す
る
。
第
三
章

で
は
、
文
人
画
家
の
作
品
に
吉
祥
的
意
味
が
含
ま
れ
る
可
能
性
に
つ

い
て
述
べ
て
い
く
。

第
一
一
章
草
虫
図
の
中
の
蟷
螂
と
蝉
の
意
味
に
つ
い
て

　
本
章
で
は
、
明
代
か
ら
清
代
の
草
虫
図
の
中
で
繰
り
返
し
描
か
れ

て
い
る
、
蟷
螂
が
蝉
を
捕
え
る
モ
チ
ー
フ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
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か
を
問
題
と
す
る
。
作
品
例
を
挙
げ
る
と
、
図
一
は
明
代
の
朱
郎
筆

「
蟷
螂
捕
蝉
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
扇
面
に
描
か
れ
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
図
二
の
沈
鐙
筆
「
餐
香
宿
艶
図
巻
」
の
よ
う
に
画
巻
の
一
部

に
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
図
三
は
蒋
廷
錫
「
臨
元
人
捕
蝉

図
」
の
よ
う
な
作
品
も
あ
る
。

　
…
蟷
螂
が
蝉
と
セ
ッ
ト
で
は
な
い
状
態
の
場
合
、
そ
の
発
音

（け

a
⇒
ひ
q
　
一
鋤
口
σ
q
）
は
「
当
郎
（
匹
碧
σ
q
一
讐
σ
q
）
」
に
通
じ
る
。
「
郎
」
と

は
官
名
で
、
漢
代
は
尚
書
郎
、
階
代
は
侍
郎
、
唐
代
は
郎
中
と
い
う

役
職
が
あ
り
、
明
・
清
時
代
に
は
六
品
以
下
の
文
官
を
指
し
た
言
葉

で
あ
る
。
従
っ
て
「
当
郎
」
は
官
位
に
就
く
と
い
う
意
味
に
な
り
、

蟷
螂
が
吉
祥
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
蝉
を

捕
え
る
図
様
の
場
合
、
す
ぐ
に
吉
祥
と
は
判
断
し
難
い
。
も
し
蟷
螂

が
捕
え
て
い
る
も
の
が
蝉
で
は
な
く
、
蜂
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
「
蜂

（h

W
ひ
q
）
」
は
「
封
（
け
昌
α
q
）
」
と
同
音
で
あ
る
か
ら
、
「
官
位
に
封
じ

ら
れ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
得
る
。
だ
が
「
蝉
（
O
ゴ
四
＝
）
」
で

は
、
そ
の
発
音
か
ら
吉
祥
の
意
味
を
持
つ
漢
字
や
語
句
を
連
想
で
き

な
い
。

　
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
現
時
点
で
二
通
り
の
解
釈
が
出
さ
れ
て

い
る
。
ま
ず
≦
⑦
P
O
閃
o
昌
ひ
q
氏
が
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
『
荘
子
』

を
踏
ま
え
て
お
り
、
政
治
的
状
況
、
す
な
わ
ち
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
下

に
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
行
っ
た
（
3
）
。

そ
の
『
荘
子
』
（
4
）
の
一
節
と
は
、
次
の
部
分
で
あ
る
。

　
荘
周
、
離
陵
の
奨
に
遊
ぶ
。
一
異
鵠
の
南
方
自
り
来
た
る
者
を
観

る
。
翼
の
広
さ
七
尺
、
目
の
大
き
さ
運
寸
、
周
の
顛
に
感
れ
て
栗
林

に
集
う
。
荘
周
曰
く
、
「
此
れ
何
の
鳥
哉
。
翼
殿
い
な
れ
ど
逝
か
ず
、

目
大
な
れ
ど
観
ず
。
」
裳
を
寮
げ
て
躍
歩
し
、
弾
を
執
り
て
之
を
留

う
。
一
蝉
の
方
に
美
蔭
を
得
て
其
の
身
を
忘
る
る
を
観
る
。
蟷
娘
窮

を
執
り
て
之
を
搏
た
ん
と
し
、
得
を
見
て
其
の
形
を
忘
る
。
異
鶴
従

り
て
之
を
利
と
し
、
利
を
見
て
其
の
真
を
忘
る
。
荘
周
慌
然
と
し
て

曰
く
、
「
臆
、
物
は
固
よ
り
相
累
し
、
二
類
は
相
召
す
。
」
弾
を
掲
て

て
反
走
す
。
虞
人
逐
い
て
之
を
評
る
。

蝉
の
背
後
を
蟷
螂
が
狙
い
、
蟷
螂
は
自
分
を
狙
う
鳥
が
い
る
こ
と
に

気
づ
か
な
い
…
…
と
い
う
説
話
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢

民
族
を
支
配
し
た
モ
ン
ゴ
ル
は
蟷
螂
の
よ
う
な
も
の
だ
、
と
風
刺
し

た
表
現
で
あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。

　
も
う
一
方
の
解
釈
は
宮
崎
氏
に
よ
る
も
の
で
、
他
の
草
虫
図
の
モ

チ
ー
フ
の
意
味
か
ら
見
て
も
、
政
治
的
状
況
の
反
映
と
い
う
解
釈
で

は
あ
ま
り
に
浮
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
『
荘
子
』
に
基
づ
く
も
の
と

し
て
も
何
ら
か
の
吉
祥
あ
る
い
は
厄
除
け
的
な
意
味
に
解
釈
で
き
る

の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い
る
（
5
）
。
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筆
者
も
、
何
ら
か
の
吉
祥
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
、
か

つ
ぎ
Φ
コ
゜
○
閃
o
口
ひ
q
氏
の
解
釈
も
同
時
に
当
て
は
ま
る
、
二
重
の
意

味
を
持
つ
モ
チ
ー
フ
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

確
か
に
政
治
的
状
況
の
反
映
と
い
う
の
は
草
虫
図
の
中
で
は
異
色
で

は
あ
る
も
の
の
、
『
荘
子
』
に
由
来
す
る
「
蟷
螂
捕
蝉
、
黄
雀
在
後
」

と
い
う
句
は
成
語
化
し
て
お
り
、
知
識
人
で
あ
れ
ば
蟷
螂
が
蝉
を
捕

え
る
図
を
見
て
こ
の
説
話
を
思
い
出
さ
な
い
は
ず
は
な
い
。
蟷
螂
捕

蝉
の
故
事
か
ら
、
社
会
に
対
し
て
風
刺
的
な
意
味
を
発
し
て
い
た
可

能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
吉
祥
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
と

考
え
る
理
由
は
、
花
鳥
・
草
虫
画
は
装
飾
性
の
高
さ
が
大
き
な
特
徴

で
あ
り
、
「
装
飾
」
機
能
を
前
提
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
れ
ば
モ

チ
ー
フ
は
好
ま
し
い
意
味
を
持
つ
も
の
が
選
ば
れ
る
と
想
像
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
蟷
螂
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
、
吉
祥
的
意
味

が
明
白
で
あ
る
。
蝉
は
、
そ
の
発
音
か
ら
は
吉
祥
的
意
味
が
見
出
せ

な
い
も
の
の
、
文
様
と
し
て
は
か
な
り
早
い
時
代
か
ら
現
わ
れ
て
い

る
。
周
代
に
は
す
で
に
銅
器
に
蝉
文
鼎
が
み
ら
れ
、
漢
代
の
玉
器
に

も
蝉
を
象
っ
た
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
吉
祥
図
案
を
解
説

す
る
書
の
ほ
と
ん
ど
は
、
蝉
の
項
目
を
設
け
て
い
な
い
。
伝
統
吉
祥

図
案
の
中
に
は
一
般
に
含
ま
れ
な
い
図
像
の
よ
う
で
あ
る
。
古
代
に

お
け
る
蝉
の
意
味
に
つ
い
て
は
高
浜
秀
氏
が
、
漢
代
の
玉
器
は
死
者

の
口
に
含
ま
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
蝉
の
羽
化
に
新
た
な
生

命
を
得
る
意
を
託
し
て
お
り
、
ま
た
宮
廷
で
は
侍
従
官
の
冠
の
装
飾

に
使
わ
れ
た
、
と
解
説
し
て
い
る
（
6
）
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

宮
廷
で
侍
従
官
の
冠
の
装
飾
に
蝉
が
使
わ
れ
た
と
い
う
所
で
あ
り
、

も
し
そ
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
蝉
が
高
官
に
就
く
こ

と
を
寓
意
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
後
漢

書
志
』
（
7
）
を
引
い
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

侍
中
、
中
常
侍
は
黄
金
を
加
へ
、

飾
と
為
す
。

蝉
を
附
し
て
文
と
為
し
、
　
尾
を

こ
の
古
代
の
服
飾
制
度
が
、
明
代
に
入
っ
て
復
活
し
て
い
る
。

史
』
（
8
）
の
「
與
服
」
の
部
分
に
は
次
の
記
事
が
あ
る
。

『
明

一
品
か
ら
九
品
に
至
る
は
、
冠
上
の
梁
数
を
も
っ
て
差
を
為
す
。
公

の
冠
は
八
梁
、
篭
巾
　
蝉
を
加
へ
、
立
筆
五
折
、
四
柱
、
香
草
五

段
、
前
後
に
玉
蝉
。

　
《
大
漢
語
字
典
》
（
9
）
を
引
い
て
み
る
と
、
確
か
に
蝉
は
「
蝉

冠
」
の
略
称
と
い
う
字
義
を
持
つ
と
書
か
れ
て
い
る
。
「
蝉
冠
」
は
、

《
漢
語
大
詞
典
》
（
1
0
）
に
よ
れ
ば
元
来
高
官
の
服
飾
を
指
し
、
後
に

広
く
高
官
を
指
す
語
と
な
っ
た
。
ま
た
古
代
御
史
大
夫
の
冠
服
の
意



味
で
「
蝉
冠
秀
繍
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
た
だ
し
、
現
代
中
国
語

で
こ
れ
ら
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
難
く
、
い
つ
頃
ま
で

そ
の
意
味
が
通
用
し
て
い
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
だ
が
《
漢
語

大
詞
典
》
は
文
学
作
品
か
ら
例
文
を
出
し
て
お
り
、
「
蝉
冠
劣
繍
」

が
『
柳
斎
志
異
』
（
1
1
）
「
夢
狼
」
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。

発
音
か
ら
官
位
に
就
く
こ
と
を
暗
喩
す
る
蟷
螂
が
、
高
官
の
衣
裳
を

指
し
示
す
蝉
を
捕
え
る
、
こ
れ
は
十
分
に
吉
祥
祈
願
の
意
を
表
し
て

い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
場
を
飾
る
も
の
と
し
て
好

ま
し
い
吉
祥
的
意
味
を
持
ち
つ
つ
、
故
事
を
想
起
さ
せ
、
社
会
的
状

況
の
反
映
を
試
み
て
い
る
の
が
「
蟷
螂
捕
蝉
」
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る

と
結
論
し
た
い
。
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…
…
丁
、
一
門
を
指
し
て
曰
く
“
此
の
間
、
君
家
の
甥
な
り
。
”
時

に
翁
は
晋
令
た
り
し
姉
子
あ
り
、
謁
し
ん
で
曰
く
”
烏
ん
ぞ
此
に
在

る
や
”
丁
曰
く
“
伯
ほ
信
ぜ
ず
ん
ば
、
入
り
て
便
ち
之
を
知
る
べ

し
”
翁
入
り
て
、
果
た
し
て
甥
を
見
る
に
、
蝉
冠
勿
繍
し
て
堂
上
に

坐
し
、
戟
憧
行
列
し
て
通
す
べ
き
人
無
し
。
…
…

ま
た
、
同
様
の
意
味
の

十
五
回
に
見
え
る
。

「
　
蝉
」
の
語
が
『
紅
楼
茜
ダ
』
（
1
2
）
第
八

…
…
這
裡
に
は
接
し
連
な
り
て
親
戚
族
中
の
人
来
来
去
去
し
、
闊
闇

穣
穣
と
し
て
、
車
馬
は
門
を
填
め
、
　
蝉
は
座
に
満
つ
る
。
…
…

　
以
上
の
用
例
か
ら
、
高
官
を
意
味
す
る
「
蝉
冠
勿
繍
」
「
　
蝉
」

と
い
っ
た
単
語
が
、
清
代
ま
で
は
通
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章

文
人
画
の
中
の
吉
祥
モ
チ
ー
フ

　
ー
沈
周
筆
「
写
生
冊
」
を
例
と
し
て
ー

　
本
章
で
は
、
沈
周
（
一
四
二
七
－
一
五
〇
九
）
の
「
写
生
冊
」
を

取
り
上
げ
、
文
人
画
家
が
描
く
モ
チ
ー
フ
の
吉
祥
意
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
く
。
「
写
生
冊
」
は
一
四
九
四
年
、
沈
周
が
六
十
八
歳
の
時

に
描
か
れ
た
も
の
で
、
全
十
六
図
か
ら
成
る
。
沈
周
の
作
品
の
中

で
、
こ
の
「
写
生
冊
」
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
か
を
簡
略

に
記
す
と
、
劉
梅
琴
氏
は
、
沈
周
の
花
鳥
画
は
、
「
写
生
冊
」
な
ど

何
で
も
自
然
界
に
あ
る
生
意
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
伝
達
し
、
現
実
世

界
に
あ
る
実
景
を
生
き
生
き
と
描
き
出
し
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る

（
1
3
）
。
同
様
の
評
価
は
中
村
茂
夫
氏
に
も
あ
り
、
「
周
の
描
く
自
然

は
い
つ
も
嘱
目
す
る
即
事
の
景
を
自
分
の
目
で
経
験
し
た
か
ぎ
り
の

も
の
を
描
い
た
の
で
あ
っ
て
、
特
定
の
思
想
や
宗
教
観
念
を
前
提
と
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し
て
選
択
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
（
中
略
）
則
ち
『
無
心
』
の
心

で
自
然
に
対
し
、
個
別
の
自
然
か
ら
受
け
た
感
動
を
言
語
や
画
に
表

現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
自
然
が
存
在
す
る
こ
と
の
一
つ
の
意

味
又
は
目
的
を
達
成
す
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
（
1
4
）
。
こ
の
よ
う

に
、
「
写
生
冊
」
を
含
め
、
こ
れ
ま
で
沈
周
の
作
品
の
吉
祥
的
な
意

味
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
に
は
、
沈

周
が
「
文
人
画
家
」
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
て
き
た
こ
と
が
深
く

関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
吉
祥
画
を
描
く
の
は
職
業
画
家
で
あ
り
、

文
人
画
家
の
作
品
に
俗
気
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ

っ
た
。

　
一
、
絵
画
史
に
お
け
る
沈
周
の
位
置
づ
け

　
明
代
後
期
、
何
良
俊
・
董
其
昌
ら
に
よ
っ
て
南
北
二
宗
論
が
作
ら

れ
る
過
程
で
、
沈
周
は
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。

何
良
俊
『
四
友
齋
書
論
』
（
1
5
）

我
が
朝
書
を
善
く
す
る
者
甚
だ
多
し
。
行
家
の
若
く
ん
ば
當
に
戴
文

進
を
以
て
第
一
と
為
す
べ
し
。
而
し
て
呉
小
仙
（
呉
偉
）
、
杜
古
狂

（
杜
董
）
、
周
東
村
（
戴
恒
）
は
其
の
次
な
り
。
利
家
は
則
ち
沈
石
田

（
沈
周
）
を
以
て
第
一
と
為
す
。
而
し
て
唐
六
如
（
唐
寅
）
、
文
衡
山

（
文
徴
明
）
、
陳
白
陽
（
陳
淳
）
は
其
の
次
な
り
。

董
其
昌
『
書
眼
』
（
1
6
）

文
人
の
書
は
王
右
丞
（
王
維
）
自
り
始
ま
る
。
其
の
後
、
董
源
、
巨

然
、
李
成
、
萢
寛
、
嫡
子
と
為
る
。
李
龍
眠
、
王
晋
卿
、
米
南
宮

（
米
荒
）
及
び
虎
児
（
米
友
仁
）
、
皆
董
巨
（
董
源
・
巨
然
）
從
り
得

来
た
り
て
、
直
に
元
四
大
家
、
黄
子
久
、
王
淑
明
、
侃
元
鎮
、
呉
仲

圭
に
至
る
。
皆
其
の
正
伝
な
り
。
吾
が
朝
の
文
沈
（
文
徴
明
・
沈

周
）
は
又
是
れ
遠
く
衣
鉢
を
接
ぐ
。
馬
夏
及
び
李
唐
、
劉
松
年
の
若

き
は
又
是
れ
大
李
将
軍
の
派
、
吾
が
曹
の
當
に
学
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ざ

る
な
り
。

　
何
良
俊
は
行
家
（
職
業
画
家
・
専
門
画
家
）
と
利
家
（
専
門
で
は

な
い
が
善
く
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
文
人
画
家
）
の
二
派
に
分
け
、

沈
周
を
明
代
利
家
の
第
］
と
し
て
い
る
。
ま
た
董
其
昌
は
、
沈
周
を

王
維
に
始
ま
る
南
宗
画
の
正
統
派
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
評
価
は
現
代
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ

て
い
な
い
。
沈
周
は
呉
派
の
始
祖
で
あ
り
、
弟
子
の
文
徴
明
に
よ
っ

て
大
成
さ
れ
た
そ
の
書
風
が
当
時
の
文
人
社
会
に
お
い
て
も
て
は
や

さ
れ
た
、
と
い
う
通
説
が
、
明
代
か
ら
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
例
え
ば
空
o
げ
母
魁
国
匹
≦
費
α
ω
氏
は
、
沈
周
は
呉
派
の

指
導
者
で
あ
る
と
い
う
の
が
中
国
に
お
け
る
伝
統
的
評
価
で
あ
り
、

今
日
で
も
そ
の
作
品
の
高
い
歴
史
的
価
値
は
揺
る
ぎ
な
い
と
し
、
当
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時
は
彼
一
人
が
真
の
独
創
性
を
持
っ
た
天
才
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い

る
（
1
7
）
。
従
来
、
明
代
絵
画
史
で
は
、
南
宗
画
の
流
れ
を
く
む
呉

派
を
文
人
画
家
の
グ
ル
ー
プ
と
見
な
し
、
北
宗
画
の
流
れ
を
汲
む
漸

派
、
す
な
わ
ち
職
業
画
家
の
グ
ル
ー
プ
と
対
立
さ
せ
、
結
論
と
し
て

文
人
画
で
あ
る
呉
派
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
呉

派
と
そ
の
後
の
発
展
、
董
其
昌
に
至
る
ま
で
、
そ
の
中
心
に
い
る
の

が
沈
周
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
多
数
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
鈴
木
敬
氏
は
、
「
中
国
に
お
け
る
沈
周
評
価
が
異
常
に
高

い
の
は
迷
信
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
（
1
8
）
。
そ
し
て
、
「
沈
周
以
降

の
呉
派
は
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
画
家
た
ち
の
集
合
体
で
あ
り
、
呉
派

と
い
う
単
一
の
概
念
で
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
複
雑
さ
を
単
純
化
し
、
先
祖
を
遡
っ

て
行
け
ば
行
き
着
く
と
こ
ろ
に
は
沈
周
が
い
る
と
い
う
の
が
、
中
国

絵
画
史
家
の
到
達
し
た
結
論
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。
だ
が
、

そ
の
問
い
直
し
に
関
連
づ
け
た
個
々
の
作
品
に
対
す
る
研
究
は
ほ
と

ん
ど
進
ん
で
い
な
い
。
宮
崎
法
子
氏
は
、
「
文
人
の
描
く
花
卉
雑
画

の
モ
チ
ー
フ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
吉
祥
性
が
明
ら
か
な
も
の
で
あ
る
。

本
当
に
無
名
の
花
を
偶
然
に
ス
ケ
ッ
チ
風
に
描
く
こ
と
な
ど
、
絵
画

史
上
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
」
と
述
べ
、
文
人
の
描
く
花
鳥
画
草

虫
画
に
は
、
吉
祥
的
な
俗
の
意
味
と
、
文
人
精
神
を
表
す
雅
の
意
味

の
、
二
重
の
要
素
が
存
在
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
（
1
9
）
。
以
下
、

宮
崎
氏
の
論
に
基
づ
い
て

ー
フ
を
検
討
す
る
。

「
写
生
冊
」
全
十
六
図
に
描
か
れ
た
モ
チ

　
二
、
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て

第
一
図
・
玉
蘭

　
玉
蘭
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
あ
る
。
例
え
ば
、
霊
芝
と
組
み
合

わ
せ
れ
ば
、
霊
芝
の
芝
と
玉
蘭
の
蘭
で
「
芝
蘭
（
立
派
な
文
人
ご

と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
。
ま
た
玉
蘭
の
玉
と
海
巣
の
堂
で
「
玉

堂
」
、
す
な
わ
ち
裕
福
な
家
を
表
す
。
こ
の
よ
う
に
玉
蘭
は
、
他
の

モ
チ
ー
フ
と
組
み
合
わ
せ
て
吉
祥
意
を
成
す
こ
と
が
多
い
。
玉
蘭
だ

け
描
か
れ
た
場
合
は
意
味
の
特
定
は
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
吉
祥

的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
推
測
す
る
。

第
二
図
・
胡
蝶
花
（
三
色
ス
ミ
レ
）

　
胡
蝶
花
の
場
合
は
、
そ
の
名
の
「
胡
蝶
」
が
重
要
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
と
い
え
る
。
「
蝶
（
島
Φ
）
」
は
「
壼
（
臼
Φ
）
」
と
音
通
で
あ

る
こ
と
か
ら
長
寿
を
表
し
て
い
る
。

第
三
図
。
萱
草
（
図
四
）

　
萱
草
は
別
名
「
忘
憂
草
」
と
も
い
い
、
憂
い
を
忘
れ
さ
せ
る
と
い

う
好
ま
し
い
意
味
を
持
つ
。
ま
た
、
「
宜
男
草
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

こ
れ
は
妊
娠
中
の
婦
人
が
こ
の
花
を
侃
び
る
と
男
の
子
が
生
ま
れ
る

と
い
う
意
味
で
、
吉
祥
モ
チ
ー
フ
と
な
る
（
2
0
）
。
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第
四
図
・
蓮
（
図
五
）

　
蓮
は
泥
の
中
に
生
え
て
い
て
も
美
し
く
、
「
廉
」
と
発
音
が
通
じ
、

仏
教
に
お
い
て
も
菩
薩
の
仏
性
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
人
に

非
常
に
好
ま
れ
た
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
蓮

（
ぎ
巳
」
と
い
う
字
は
「
連
（
ぎ
コ
）
」
と
発
音
が
同
じ
で
あ
る
の

で
、
他
の
モ
チ
ー
フ
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
連
続
し
て

～
す
る
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
そ
こ
で
蛙
の
意
味
だ
が
、
「
蛙

（
≦
四
）
」
と
い
う
字
は
、
赤
ん
坊
を
意
味
す
る
「
娃
（
≦
即
）
」
と
発

音
が
同
じ
で
あ
る
。
従
っ
て
蓮
と
カ
エ
ル
の
組
み
合
わ
せ
は
、
連
続

し
て
子
供
が
産
ま
れ
る
と
い
う
意
味
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
図
・
蒲
桃
（
ブ
ド
ウ
）
（
図
六
）

　
ブ
ド
ウ
は
蔓
を
伸
ば
し
て
成
長
し
、
た
く
さ
ん
の
実
を
付
け
る
性

質
か
ら
、
子
孫
繁
栄
の
意
味
で
描
か
れ
て
き
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

第
六
図
・
雁
来
紅
（
ハ
ゲ
イ
ト
ウ
）

　
雁
来
紅
は
、
「
雁
（
K
鎖
5
）
」
の
字
が
「
延
（
《
き
）
」
字
と
音
通
で

あ
る
こ
と
か
ら
「
延
年
」
、
つ
ま
り
長
寿
を
表
す
吉
祥
モ
チ
ー
フ
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
七
図
・
鶏
冠
（
ケ
イ
ト
ウ
）
（
図
七
）

　
鶏
冠
は
、
冠
の
発
音
が
、
官
僚
の
官
と
同
じ
な
の
で
、
官
位
に
就

く
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

第
八
図
・
菊

　
菊
は
長
寿
を
表
す
モ
チ
ー
フ
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
そ
の
由
来
は

不
明
だ
が
、
『
太
平
広
記
』
に
長
寿
に
効
果
が
あ
る
と
し
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
（
2
1
）
た
め
、
そ
の
成
立
の
九
七
七
年
頃
に
は
す
で
に
長

寿
の
花
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

第
九
図
・
蟹
蝦

　
蟹
も
蝦
も
、
甲
殻
を
持
っ
て
い
る
。
甲
を
持
つ
も
の
が
二
つ
で
二

甲
と
な
り
、
「
二
甲
伝
臆
」
と
い
う
吉
祥
語
を
連
想
さ
せ
る
の
に
十

分
で
あ
る
。
伝
櫨
と
は
、
学
位
授
与
式
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
二
甲

か
ら
科
挙
に
合
格
す
る
と
い
う
意
味
を
暗
示
し
て
い
る
。

第
十
図
・
蠣
房
畔
蛤
（
カ
キ
と
ハ
マ
グ
リ
）

　
「
蠣
（
＝
）
」
と
い
う
字
は
、
子
供
が
産
ま
れ
る
と
い
う
意
味
の

「
立
（
ε
」
と
同
音
で
あ
る
。
ま
た
「
蛤
（
α
q
Φ
）
」
は
、
兄
と
い
う

意
味
の
「
寄
（
σ
q
①
）
」
と
よ
く
似
て
い
る
（
声
調
の
異
な
る
同
音
）
。

従
っ
て
カ
キ
と
蛤
を
合
わ
せ
て
「
長
兄
出
産
」
の
意
味
に
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
十
一
図
・
蛾
鉾
（
カ
ニ
）
（
図
八
）

　
カ
ニ
の
甲
羅
の
甲
と
い
う
字
は
、
甲
乙
丙
の
甲
で
あ
る
し
、
科
挙

に
首
席
合
格
し
た
も
の
を
指
す
語
で
も
あ
る
。

第
十
二
図
・
白
鵠
（
ハ
ト
）
（
図
九
）

　
「
鵠
」
は
左
側
に
「
合
」
と
い
う
字
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
「
和
合
」
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を
連
想
さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
ま
た
「
鳩
」
と
書
け
ば
左
側
は

「
九
（
〕
≡
）
」
と
な
り
、
「
久
（
旨
ロ
）
」
と
発
音
が
通
じ
る
こ
と
か
ら

長
寿
の
意
を
暗
示
す
る
。

第
十
三
図
・
鶏
（
図
十
）

　
「
鶏
（
⇒
）
」
は
「
吉
（
さ
」
に
通
じ
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
に
吉
祥

の
意
を
表
し
て
い
る
が
、
第
七
図
の
鶏
冠
と
組
み
合
わ
せ
て
考
え
る

と
「
官
上
加
冠
」
と
い
う
吉
祥
句
に
な
る
。
鶏
の
ト
サ
カ
（
冠
1
1

官
V
に
鶏
冠
の
官
が
加
わ
り
、
官
の
上
に
官
を
重
ね
る
、
す
な
わ
ち

官
位
の
昇
進
を
意
味
し
て
い
る
。

第
十
四
図
・
鴨

　
鴨
の
場
合
は
、
鴨
と
い
う
字
の
左
側
に
甲
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
、
蟹
と
同
様
、
科
挙
合
格
の
意
味
を
持
つ
。
第
四
図
の
蓮
と
合
わ

せ
て
考
え
れ
ば
（
兄
弟
な
ど
が
）
連
続
し
て
科
挙
に
首
席
合
格
す
る

と
い
う
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

第
十
五
図
・
猫
（
図
十
一
）

「
猫
（
∋
倉
。
o
）
」
は
、
八
十
歳
を
意
味
す
る
「
毫
（
ヨ
鋤
o
）
」
と
発
音

が
同
じ
で
、
長
寿
を
表
す
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
こ
の
猫
の
場
合
、
お

そ
ら
く
は
真
ん
丸
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
ま
た
吉
祥
の
意
味
に
つ

な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
真
ん
丸
と
い
う
意
味
の
「
圓
（
《
轟
巳
」

と
い
う
字
は
「
縁
（
《
β
鋤
昌
）
」
や
、
科
挙
合
格
の
意
味
に
つ
な
が
る

「
元
（
団
二
四
コ
）
」
と
音
通
で
あ
る
。

第
十
六
図
・
騙

　
騙
馬
は
「
騙
（
ζ
」
の
発
音
が
「
禄
（
ζ
」
に
良
く
似
て
い

る
。
ま
た
、
労
の
部
分
が
「
臆
」
と
共
通
で
あ
り
、
発
音
も
似
て
い

る
た
め
、
第
九
図
・
蟹
蝦
で
出
て
き
た
吉
祥
句
「
二
甲
伝
臆
」
の

「
臆
」
が
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
部
に
や
や
不
明
な
点
の
あ
る
も
の
も
含
ま
れ

る
が
、
こ
の
沈
周
の
「
写
生
冊
」
は
総
じ
て
吉
祥
の
意
味
を
有
し
て

い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
一
般
に
文
人
画
家
は
金
銭
を
得
る
た
め
に
絵
を
描
い
た
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
特
に
沈
周
は
、
祖
父
も
父
も
文
人

の
名
家
の
生
ま
れ
で
仕
官
も
せ
ず
、
悠
々
自
適
の
生
活
を
送
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。
林
樹
中
氏
は
、
出
土
墓
誌
な
ど
か
ら
沈
周
の
家

柄
、
家
学
及
び
そ
の
他
を
論
じ
た
論
文
（
2
2
）
で
、
沈
周
の
芸
術
活

動
は
仕
官
し
な
か
っ
た
た
め
に
高
度
の
完
成
を
成
し
遂
げ
た
と
述
べ

て
い
る
。
内
山
和
也
氏
も
同
様
に
沈
家
の
家
法
、
弟
子
に
よ
る
詩
や

記
録
か
ら
、
沈
周
は
金
銭
の
多
寡
で
画
を
売
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た

と
主
張
し
て
い
る
（
2
3
）
。

　
し
か
し
新
藤
武
弘
氏
は
、
沈
周
や
文
徴
明
で
さ
え
も
書
画
の
制
作

を
経
済
的
手
段
と
し
で
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

（
2
4
）
。
ま
た
鈴
木
敬
氏
は
、
い
わ
ゆ
る
「
文
人
画
」
と
い
う
括
り
そ
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の
も
の
に
関
し
て
も
疑
問
を
呈
し
て
い
る
（
2
5
）
。
「
職
業
画
家
を
何

等
か
の
形
で
絵
画
制
作
を
生
活
の
糧
の
一
部
に
し
て
い
た
者
と
し
、

文
人
画
家
を
金
銭
と
は
無
関
係
、
世
俗
に
超
然
と
生
き
て
い
た
画
家

と
意
味
づ
け
れ
ば
、
文
人
画
家
は
大
土
地
所
有
者
か
、
裕
福
な
商
工

業
者
、
官
僚
、
上
級
の
僧
侶
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
」
と
述

べ
、
実
際
の
と
こ
ろ
画
家
の
収
入
が
ど
の
よ
う
に
得
ら
れ
て
い
た
の

か
は
不
明
な
場
合
が
多
く
、
少
な
く
と
も
明
末
の
文
人
画
家
と
い
わ

れ
る
も
の
の
多
く
は
売
画
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
と
推
測
し

て
い
る
。
「
写
生
冊
」
が
誰
に
向
け
て
描
か
れ
た
も
の
な
の
か
と
い

う
受
容
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
。
だ
が
、
沈
周
自
身
は
生
涯
仕
官
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
科
挙
合
格
や
仕
官
を
意
味
す
る
モ
チ
ー
フ
が
何
度
も
描
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
世
俗
の
価
値
観
を
取
り
入
れ
、
市
井
の
需
要
に

応
じ
て
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
吉
祥
モ
チ
ー
フ
ば

か
り
を
集
め
た
「
写
生
冊
」
の
存
在
は
、
沈
周
の
よ
う
な
所
謂
「
文

人
画
家
」
で
さ
え
も
、
売
画
、
も
し
く
は
金
銭
以
外
の
礼
品
を
受
け

取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
的
豊
か
さ
を
得
て
い
た
、
と
い
う
ひ
と

つ
の
根
拠
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
本
論
文
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
第
一
章
で
は
、
中
国

絵
画
の
中
の
吉
祥
モ
チ
ー
フ
に
関
す
る
先
行
研
究
の
流
れ
を
追
っ

た
。
第
二
章
で
は
、
具
体
的
な
吉
祥
モ
チ
ー
フ
の
意
味
の
解
明
を
行

っ
た
。
特
に
、
宮
崎
氏
の
論
文
で
不
明
で
あ
っ
た
「
蟷
螂
と
蝉
」
を

組
み
合
わ
せ
た
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
考
察
の
結
果
、

『
荘
子
』
を
基
に
し
た
社
会
風
刺
と
も
取
れ
る
文
人
的
意
味
に
加
え
、

官
位
の
獲
得
と
い
う
吉
祥
的
意
味
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
続
い
て

第
三
章
は
、
沈
周
を
例
に
文
人
画
に
も
吉
祥
モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
て

い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
現
在
で
は
意
味
の
分
か
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
吉
祥
モ
チ
ー
フ
は
花
鳥
画
・
草
虫
画
の
中
に
多
数
存
在
し

て
い
る
。
特
に
従
来
文
人
画
と
い
う
枠
の
中
に
収
め
ら
れ
て
き
た
作

品
は
、
今
後
の
研
究
に
よ
り
吉
祥
意
が
あ
ら
た
め
て
発
見
さ
れ
て
い

く
と
思
わ
れ
る
。

〔
注
〕

（
1
）
　
宮
崎
法
子
「
中
国
花
鳥
画
の
意
味
（
上
）
」
『
美
術
研
究
三

六
三
号
』
一
九
九
六
年
一
月
　
「
中
国
花
鳥
画
の
意
味
（
下
）
」

　
『
美
術
研
究
三
六
四
号
』
一
九
九
六
年
三
月

（
2
）
　
王
耀
庭
く
装
飾
性
與
吉
祥
意
　
試
説
明
代
宮
廷
花
鳥
書
風

　
一
隅
V
《
呂
紀
花
鳥
画
特
展
》
台
北
故
宮
博
物
院
、
二
〇
〇
一

年
、
一
五
四
頁

（
3
）
芝
①
コ
゜
○
「
。
薦
”
じ
U
①
《
○
邑
幻
8
お
ω
①
葺
①
け
δ
P
Z
Φ
≦
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唄
o
蒔
］
≦
Φ
嘗
8
0
＝
け
き
冨
ロ
の
Φ
⊆
∋
o
｛
》
芦
一
〇
〇
N

（
4
）
　
陳
鼓
磨
注
訳
《
中
国
古
典
名
著
訳
注
叢
書
　
荘
子
　
今
注

今
訳
》
、
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年

　
〈
原
文
”
荘
周
遊
於
離
陵
之
奨
。
観
一
異
鶴
自
南
方
来
者
。
翼

　
広
七
尺
、
目
大
運
寸
、
感
周
之
穎
而
集
於
栗
林
。
荘
周
日
、

　
「
此
何
鳥
哉
。
翼
股
不
逝
、
目
大
不
観
。
」
寮
裳
躍
歩
、
執
弾
而

　
留
之
。
観
一
蝉
方
得
美
蔭
而
忘
其
身
。
蟷
娘
執
磐
而
搏
之
見
得

　
而
忘
其
形
。
異
鵠
従
而
利
之
、
見
利
而
忘
其
真
。
荘
周
慌
然

　
日
、
「
臆
、
物
固
相
累
、
二
類
相
召
也
。
」
掲
弾
而
反
走
。
虞
人

　
逐
而
諄
之
。
〉

（
5
）
　
前
掲
論
文
（
－
）

（
6
）
　
高
浜
秀
「
中
国
古
代
の
吉
祥
文
」
『
特
別
展
　
吉
祥
　
中

　
国
美
術
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
』
東
京
国
立
博
物
館
一
九
九
八
年

（
7
）
　
司
馬
彪
撰
・
劉
昭
注
補
《
後
漢
書
志
》
中
華
書
局
、
一
九

　
六
五
年

　
く
原
文
一
侍
中
、
中
常
侍
加
黄
金
　
、
附
蝉
為
文
、
　
尾
為
飾
、

　
謂
之
「
趙
恵
文
冠
」
。
V

（
8
）
　
張
廷
玉
等
撰
《
明
史
》
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年

　
〈
原
文
H
一
品
至
九
品
、
以
冠
上
梁
数
為
差
。
公
冠
八
梁
、
加

　
篭
巾
　
蝉
、
立
筆
五
折
、
四
柱
、
香
草
五
段
、
前
後
玉
蝉
。
〉

（
9
）
　
大
漢
語
字
典
編
輯
委
員
会
編
《
大
漢
語
字
典
》
四
川
辞
書

出
版
社
・
湖
北
辞
書
出
版
社
、
一
九
八
六
年

（
1
0
）
　
漢
語
大
詞
典
編
輯
委
員
会
編
《
漢
語
大
詞
典
》
上
海
辞
書

　
出
版
社
、
一
九
八
六
年

（
1
1
）
　
蒲
松
齢
著
・
朱
其
鎧
主
編
《
中
国
古
典
文
学
読
本
叢
書

　
全
本
新
注
　
柳
斎
志
異
》
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
九
八
年

　
〈
原
文
∵
：
…
丁
指
一
門
日
…
”
此
問
君
家
甥
也
。
”
時
翁
有
姉

　
子
為
晋
令
、
認
日
　
”
鳥
在
此
”
丁
日
　
“
倫
不
信
、
入
便
知

　
之
。
”
翁
入
、
果
見
甥
、
蝉
冠
秀
繍
坐
堂
上
、
戟
瞳
行
列
、
無

　
人
可
通
。
…
…
〉

（
1
2
）
　
曹
雪
芹
著
・
中
国
芸
術
研
究
院
校
注
《
中
国
古
典
文
学
読

　
本
叢
書
　
紅
楼
夢
》
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
九
八
年

　
〈
原
文
∵
…
：
這
裡
接
連
着
親
戚
族
中
的
人
来
来
去
去
、
闇
闇

　
穣
穣
、
車
馬
填
門
、
　
蝉
満
座
、
…
…
〉

（
1
3
）
　
劉
梅
琴
「
沈
周
の
隠
逸
生
活
と
そ
の
芸
術
」
『
藝
叢
』
十

　
号
、
筑
波
大
学
芸
術
学
系
芸
術
学
研
究
室
、
一
九
九
三
年

（
1
4
）
　
中
村
茂
夫
『
沈
周
－
人
と
芸
術
1
』
、
文
華
堂
書
店
、
一

　
九
八
二
年
、
三
三
二
頁

（
1
5
）
　
黄
賓
虹
・
郵
実
編
《
美
術
叢
書
》
、
江
蘇
古
籍
出
版
社
、

　
一
九
八
六
年

（
1
6
）
　
黄
賓
虹
・
郵
実
編
《
美
術
叢
書
》
、
江
蘇
古
籍
出
版
社
、

　
一
九
八
六
年
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（
1
7
）
匹
。
ぎ
a
臣
≦
鋤
a
°
。
』
，
冨
〉
二
。
h
乏
窪
9
Φ
轟
ー
ヨ
冒
σ
q
一

　
C
三
く
°
o
h
竃
8
三
α
q
的
P
一
㊤
濾

（
1
8
）
　
鈴
木
敬
『
中
国
絵
画
史
　
下
（
明
）
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一

　
九
九
四
年
、
一
八
四
頁

（
1
9
）
　
前
掲
論
文
（
1
）

（
2
0
）
　
『
博
物
志
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
萱
草
。
食
之

　
令
人
好
歓
忘
憂
思
。
故
謂
忘
憂
草
。
婦
人
有
孕
。
侃
其
花
則
生

　
男
。
亦
名
宜
男
草
。
故
称
母
萱
草
。
」
（
張
華
撰
・
萢
寧
校
謹

　
《
博
物
志
校
諦
》
中
華
書
局
、
】
九
八
〇
年
）

（
2
1
）
　
『
太
平
広
記
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
菊
能
軽
身

　
蓋
気
令
人
久
壽
徴
。
」
（
孫
潜
手
校
談
《
太
平
廣
記
u
校
補
本
》

　
中
文
出
版
社
、
一
九
七
二
年
）

（
2
2
）
　
林
樹
中
「
研
究
資
料
　
新
発
見
の
沈
周
史
料
（
上
）
」
『
国

　
華
』
】
＝
四
号
、
↓
九
九
八
年
六
月
「
研
究
資
料
　
新
発
見

　
の
沈
周
史
料
（
下
）
」
『
国
華
』
】
一
一
五
号
、
一
九
八
八
年
七

　
月（

2
3
）
　
内
山
知
也
『
明
代
文
人
論
』
、
木
耳
社
、
一
九
八
六
年

（
2
4
）
　
新
藤
武
弘
『
山
水
画
と
は
何
か
ー
中
国
の
自
然
と
芸
術

　
1
』
、
福
武
書
店
、
】
九
八
九
年

（
2
5
）
　
鈴
木
敬
「
文
人
画
の
問
題
－
董
源
に
つ
い
て
の
一
試
論

　
ー
」
『
国
華
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