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は
じ
め
に

白
と
黒
は
対
極
を
な
す
語
で
あ
る
。「
白
黒
を
決
す
」「
黒
白
を
つ
け
る
」

な
ど
慣
用
句
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
両
者
の
色
彩
は
、
芸
術
分
野
に
お
い

て
は
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
世
界
を
構
築
す
る
色
で
あ
り
、
作
品
制
作
に
お
い

て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
書
画
の
よ
う
な
平
面

芸
術
に
お
い
て
、
白
は
そ
れ
の
み
で
主
体
に
は
な
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
も

墨
塗
ら
れ
て
い
な
い
部
分
…
「
余
白
」
で
し
か
な
い
。
こ
う
考
え
る
と
、

黒
の
主
に
対
し
て
白
は
従
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

し
か
し
主
体
と
な
る
黒
も
ま
た
白
な
く
し
て
そ
の
存
在
を
誇
示
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
色
は
対
立
し
つ
つ
同
時
に
共
存
し
て

い
る
と
い
う
、
一
見
矛
盾
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
関
係
を
保
っ
て
い
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

絵
画
は
さ
て
お
き
、
書
作
品
に
お
け
る
黒
と
白
は
ど
の
よ
う
に
対
立
・

共
存
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
ま
ず
歴
代
の
書
論
を
ひ
も

と
き
な
が
ら
、
白
つ
ま
り
「
余
白
」、
そ
の
美
意
識
の
発
生
時
期
を
さ
ぐ

る
こ
と
に
す
る
。
つ
い
で
近
現
代
の
書
作
品
を
例
に
採
り
上
げ
、
黒
白
の

概
念
と
そ
の
表
現
技
法
を
探
っ
て
み
た
い
。

な
お
、
一
言
付
け
加
え
れ
ば
、
黒
は
書
芸
術
に
お
い
て
は
、
墨
色
の
黒

を
指
す
が
、
し
か
し
、
単
な
る
黒
で
は
な
い
。
漆
黒
や
紫
黒
も
あ
れ
ば
、

蒼
黒
も
あ
る
。
青
墨
や
茶
墨
な
ど
墨
の
微
妙
な
色
合
い
や
濃
淡
に
よ
っ
て

周
囲
の
白
へ
大
き
な
変
化
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
第
三
章
の
作

品
の
中
で
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
。

【
特
集
】

白
と
黒

「
計
白
当
黒
」

横
田
　
恭
三
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「
計
白
当
黒
」

【
特
集
】
白
と
黒

一
．
歴
代
の
書
論
に
み
え
る
「
余
白
」
の
概
念

芸
術
と
は
、
一
般
に
造
形
芸
術
・
表
現
芸
術
・
音
響
芸
術
・
言
語
芸
術

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
、
美
的
価
値
を
創
造
し
、
表
現
し
よ
う

と
す
る
人
間
の
活
動
で
あ
り
、
そ
こ
に
産
生
さ
れ
た
も
の
を
指
す
。
書
は

絵
画
や
彫
刻
と
同
様
に
造
形
芸
術
に
含
ま
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
視
覚

芸
術
で
も
あ
る
が
、
彫
塑
の
よ
う
な
立
体
で
は
な
く
、
文
字
を
題
材
と
し

た
平
面
的
図
像
芸
術
と
い
え
る
。
平
面
芸
術
の
書
と
絵
画
は
、
東
洋
に
お

い
て
「
書
画
同
源
」「
書
画
一
致
」「
書
画
同
工
」「
書
画
同
体
」
な
ど
、

書
と
画
と
の
根
底
に
流
れ
る
も
の
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
き
た
。

こ
れ
は
つ
ま
り
、
書
法
と
画
法
の
表
現
方
法
に
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る

か
ら
で
、「
古
来
よ
り
書
を
善
く
す
る
者
は
多
く
画
を
善
く
し
、
画
を
善

く
す
る
者
は
多
く
書
を
善
く
す
。」

（
１
）

と
い
う
語
で
代
表
さ
れ
る
。

書
が
芸
術
の
域
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
の
は
、
東
晋
の
王
羲
之
が
登
場
し

て
以
後
の
こ
と
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
書
く
行
為
の
中
で
育
ま
れ
て
き
た

美
意
識
は
、
王
羲
之
よ
り
四
〇
〇
年
ほ
ど
遡
っ
た
前
漢
後
期
こ
ろ
に
は
芽

生
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
献
に
拠
れ
ば
、
成
帝
（
在
位
前
三
三
～

前
七
年
）
期
に
実
在
し
た
谷よ

く

永え
い

は
、
筆
札
（
尺
牘
）
の
書
を
善
く
し
た
こ

と
で
評
判
が
高
か
っ
た
と
か
、
陳ち
ん

遵じ
ゅ
んは

幼
少
か
ら
書
に
長
け
て
い
て
、
そ

の
尺
牘
を
も
ら
っ
た
人
は
大
切
に
保
存
し
た
と
か
い
う
逸
話
が
残
さ
れ
て

い
る（

２
）が

、
こ
の
こ
と
か
ら
手
紙
と
い
う
私
文
書（
草
書
で
書
か
れ
て
い
た
）

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
巧
さ
が
す
で
に
鑑
賞
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
。
ま
た
、
前
漢
の
揚
雄
（
前
五
三
～
一
八
）
は
「
言
は
心
の
声
な

り
。
書
は
心
の
画
な
り
。」

（
３
）

と
い
っ
た
。
こ
れ
は
書
く
と
い
う
行
為
に
人

間
の
心
象
表
現
を
も
加
味
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
、

書
が
芸
術
の
一
表
現
と
な
り
う
る
要
素
を
持
ち
始
め
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。

書
も
画
も
骨
法
用
筆
が
重
要
で
「
書
に
虚
実
あ
り
、
疏
密
あ
り
、
参し

ん

差し

あ
り
、
黒
白
あ
り
。
画
も
ま
た
疏
密
あ
り
、
虚
実
あ
り
、
参
差
あ
り
、
黒

白
あ
り
。」
と
い
う（

４
）。
こ
こ
に
記
し
た
虚
実
か
ら
黒
白
ま
で
が
す
べ
て
相

対
す
る
要
素
で
あ
り
、
相
互
に
依
存
し
つ
つ
、
ま
た
一
方
で
作
用
し
合
い
、

妙
趣
を
響
か
せ
る
効
果
を
担
っ
て
い
る
。

書
画
に
お
い
て
構
成
法
を
示
す
語
と
し
て
、「
分
間
布
白
」
が
あ
る
。

書
に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
字
内
の
点
画
に
よ
る
余
白
を
ど
の
よ
う
に
分
割

す
る
の
か
、
一
枚
の
紙
面
上
に
文
字
を
ど
の
よ
う
に
配
置
す
る
の
か
と

い
っ
た
構
成
法
の
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
す
で
に
唐
・
欧
陽
詢
『
八

訣
』
に
「
分
間
布
白
、
偏
側
（
か
た
よ
る
こ
と
）
せ
し
む
る
な
か
れ
」
と
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み
え
る（

５
）。
こ
れ
は
「
黒
と
黒
と
の
間
に
白
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
布
く
べ
き
で
、

偏
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
」
と
い
う
意
で
あ
る
が
、
南
宋
・
趙
孟
堅

は
、
欧
陽
詢
の
こ
の
語
を
「
誠
に
格
言
な
り
」
と
称
え
て
い
る（

６
）。
な
お
、

欧
陽
詢
の
言
と
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
仮
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

清
の
鄧
完
白
は
篆
隷
に
秀
で
た
書
人
だ
が
、
疏
密
や
黒
白
の
配
置
に
心

を
砕
き
、「
計
白
当
黒
（
白
を
計
り
て
黒
を
当
つ
）」
の
理
論
を
展
開
し
た（

７
）。

こ
こ
で
い
う
「
計
白
当
黒
」
は
「
分
間
布
白
」
と
ほ
ぼ
同
義
語
と
い
っ
て

よ
く
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
春
秋
時
代
の
老
子
が
主
張
し
た
「
知

白
守
黒
」
の
哲
学
理
論
を
、
書
論
や
画
論
に
交
え
、
書
芸
術
に
も
応
用
し

た
も
の
と
い
え
よ
う（

８
）。
試
み
に
、
彼
の
篆
書
を
み
て
み
よ
う
。
字
形
は
小

篆
体
に
則
っ
た
謹
厳
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
し
か
し
、
説
文
篆
文
と
比
較

す
れ
ば
、
す
ぐ
に
気
づ
く
よ
う
に
、
鄧
な
り
の
工
夫
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
鄧
が
作
り
出
す
篆
書
の
造
形
は
、
上
半
を
ぐ
っ
と
密
に
し
、
下

半
を
ス
ッ
キ
リ
疎
ら
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
長
脚
に
構
え
た
篆
書

の
姿
態
は
実
に
お
お
ら
か
で
、
そ
の
長
脚
の
周
辺
に
出
来
た
＂
白
＂
は
み

ご
と
に
響
い
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
白
を
計
算
し
た
上
で
黒
を
配
置
し
た
結

果
だ
と
い
え
る
。

図
１　鄧

石
如

光

設
文
篆
文

織

龍

鄧
完
白
に
師
事
し
た
包
世
臣
は
、
鄧
の
こ
の
論
を
引
用
し
て
「
字
画
の

疏
な
る
と
こ
ろ
は
以
て
馬
を
も
走
ら
せ
、
密
な
る
と
こ
ろ
は
風
を
も
透
さ

し
め
ず
。
常
に
白
を
計
り
て
以
て
黒
を
当
て
れ
ば
、
奇
趣
乃
ち
出
ず
」
と

述
べ
、
さ
ら
に
「
完
白
の
＂
計
白
当
黒
＂
論
は
即
ち
少
仲
左
右
、
牝
牡
相

得
の
意
の
如
し
」
だ
と
指
摘
す
る（

９
）。
こ
れ
は
文
字
中
や
行
間
の
虚
白
な
る

と
こ
ろ
を
充
分
に
意
識
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
黒
（
実
画
）
を
配
置
す
る
。

そ
の
配
置
が
相
互
に
響
き
合
う
こ
と
が
書
に
お
い
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

清
の
劉
煕
載
は
「
古
人
の
草
書
は
、
空
白
少
な
け
れ
ば
神
遠
く
、
空
白

多
け
れ
ば
神
密
す
。」）

（（
（

と
い
う
よ
う
に
、
書
作
の
際
、
神
韻
の
追
究
に
は

布
白
（
白
の
配
置
）
の
意
識
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
が
出
来
て
は
じ
め
て
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「
計
白
当
黒
」

【
特
集
】
白
と
黒

「
知
黒
守
白
」「
計
白
当
黒
」
が
実
行
で
き
る
の
で
あ
る
と
み
る
。
墨
で
引

い
た
筆
画
の
内
外
に
生
じ
る
白
を
い
か
に
意
識
す
る
か
が
そ
の
書
を
高
い

境
地
に
至
ら
し
め
る
か
否
か
の
鍵
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
．
古
典
に
み
え
る
実
例

古
代
、
帝
王
の
専
有
物
で
あ
っ
た
文
字
は
、
春
秋
戦
国
時
代
を
迎
え
る

と
、
文
書
行
政
の
発
達
と
相
俟
っ
て
、
記
録
・
伝
達
の
た
め
の
書
と
し
て

の
用
途
が
急
増
し
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
書
体
書
風
に
も
豊
か
な
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
生
じ
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
前
漢
時
代
以
降
、
簡
牘
の
文
字
中

に
、
あ
る
一
画
を
思
い
切
り
強
調
し
た
字
が
み
ら
れ
る
（
図
２
）。
装
飾

的
な
意
識
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
権
威
性
を
強
調
し
た
い
た
め
か
、

そ
の
理
由
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
前
者
の
意
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り

そ
こ
に
「
余
白
」
と
い
う
意
識
が
多
少
と
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
た
い
。

重
厚
な
筆
線
を
、
文
字
の
周
辺
に
あ
る
ス
ペ
ー
ス
へ
力
強
く
一
気
に
引
き

出
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
大
き
な
余
白
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て

何
字
分
も
の
長
さ
の
縦
画
を
引
き
出
す
際
の
懸
針
の
収
筆
部
は
ど
れ
も
や

や
左
方
へ
く
ね
ら
せ
て
い
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
左
側
に
一
つ
の
空
間
を

生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
後
漢
時
代
に
盛
ん
に
制

作
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
漢
碑
の
幾
つ
か
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る（
図
３
）。

ち
な
み
に
、
第
一
章
で
触
れ
た
「
分
間
布
白
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
碑
に

刻
す
際
の
字
配
り
だ
が
、
字
間
を
空
け
た
り
あ
る
い
は
行
間
を
空
け
た
り

な
ど
、
漢
碑
の
全
体
構
成
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
（
図
４
）。

縦
長
の
造
形
で
字
間
を
密
に
し
、
一
方
で
行
間
を
や
や
空
け
る
こ
と
で
、

整
然
か
つ
謹
厳
な
印
象
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
書
に
も
目
を
向
け
て
み
た
い
。
奈
良
～
平
安
前
期
は
、
晋
唐
書

法
の
摂
取
と
追
従
に
最
大
限
の
努
力
を
払
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
が
、

八
九
四
年
、
遣
唐
使
の
廃
止
以
降
、
国
風
文
化
が
進
み
、
仮
名
の
発
展
に

伴
っ
て
日
本
独
自
の
和
様
の
書
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
仮
名
の
書
が
発
展
す
る
過
程
で
、
優
雅
な
散
ら
し
書
き
が
生
ま
れ
、

そ
の
究
極
の
表
現
の
一
つ
と
し
て
、
三
色
紙
で
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
余
白

を
強
く
意
識
し
た
書
が
生
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
用
紙
の
上
方
を
広
く

空
け
た
り
、
行
頭
に
高
低
を
つ
け
た
り
、
行
間
に
広
狭
を
つ
け
て
不
均
等

に
し
た
り
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
全
体
の
調
和
を
保
っ
て
い
る
空
間
処

理
方
法
で
あ
る
。
散
ら
し
書
き
の
世
界
で
は
、
こ
れ
を
＂
余
情
の
美
＂（
書

き
込
ま
な
い
余
白
の
美
し
さ
）
と
よ
ん
で
い
る
（
図
５
）。
日
本
人
の
美

意
識
が
生
ん
だ
傑
作
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
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三
．
近
現
代
の
書
表
現
に
み
え
る
「
計
白
当
黒
」

明
治
時
代
を
迎
え
、
日
本
の
書
の
流
れ
に
も
変
革
期
が
訪
れ
た
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
江
戸
時
代
ま
で
の
書
は
、「
御
家
流
」
と
い
う
一
家
風
の
因
習

的
伝
承
に
よ
る
書
が
中
心
で
、
ま
っ
た
く
形
骸
化
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
江
戸
後
期
に
は
、
儒
者
・
文
人
・
僧
侶
ら
に
よ
る
唐
様
が
広
ま
っ

た
が
、
そ
れ
も
一
部
の
書
人
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
低

調
な
書
道
文
化
が
明
治
十
三
年
、
清
の
楊
守
敬
の
来
日
に
よ
っ
て
一
変
し

た）
（（
（

。
日
下
部
鳴
鶴
・
巖
谷
一
六
・
松
田
雪
柯
ら
が
こ
ぞ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る

六
朝
風
の
書
を
学
び
、
清
新
の
気
を
高
め
た
こ
と
に
始
ま
る
。

こ
の
気
運
は
、
鳴
鶴
門
の
比
田
井
天
来
ら
に
受
け
継
が
れ
、
古
典
の
研

究
を
基
礎
に
、
用
筆
法
・
運
筆
法
に
独
創
性
を
発
揮
し
た
。
こ
う
し
た
活

動
が
ベ
ー
ス
と
な
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
廃
墟
と
化
し
た
混
乱
の
世
の

中
で
、
昭
和
二
十
一
年
、「
日
本
書
道
美
術
院
」
が
結
成
さ
れ
、
新
し
い

書
芸
術
へ
の
道
を
歩
み
出
し
た
。

も
っ
と
も
象
徴
的
な
こ
と
は
、
古
典
派
と
は
別
に
、
い
わ
ゆ
る
前
衛
書

の
団
体
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
義
主
張
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
結
成
・
分
裂

を
繰
り
返
し
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
墨
象
芸
術
を
強
烈
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
書

図
２　

前
漢
・
居
延
出
土
簡
「
元
延
二
年
（
前
11
）
簡
」
…
長
脚
に
作
る
「
年
」「
令
」

図
５　

平
安
・
継
色
紙

図
３　

後
漢
・
張
景
造
土
牛
碑
長
脚
の
「
府
」

図
４　

後
漢
・
漢
碑
に
見
ら
れ
る
「
分
間
布
白
」

行
間
を
空
け
た
例
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「
計
白
当
黒
」

【
特
集
】
白
と
黒

を
志
す
若
者
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る）
（（
（

。

上
田
桑
鳩
は
、
前
衛
作
家
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
存
在
で
あ
る
が
、
近
現
代

作
家
の
中
で
誰
よ
り
も
余
白
に
対
し
て
強
い
意
識
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の

意
識
は
、
昭
和
二
五
年
（
一
九
五
〇
）
五
月
、『
書
の
美
』
に
掲
載
さ
れ

た
「
白
を
忘
れ
る
こ
と
な
か
れ
」
に
強
く
現
れ
て
い
る
。
墨
で
書
か
れ
た

文
字
の
美
し
さ
や
面
白
さ
を
鑑
賞
す
る
と
き
、「
白
と
黒
と
を
合
わ
し
て
、

一
緒
に
工
夫
し
、
鑑
賞
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
黒
を
研
究
す
る

こ
と
は
、
同
時
に
白
を
も
吟
味
工
夫
し
て
い
る
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。」

と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
東
洋
の
思
想
に
お
け
る
余
韻
に
触
れ
、「
東
洋
の

美
術
に
は
、
表
か
ら
訴
え
な
い
で
、
裏
か
ら
訴
え
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ

る
の
だ
。
余
白
に
も
の
を
い
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
、

余
白
や
余
情
は
、
単
な
る
意
味
の
な
い
白
で
は
な
く
、
無
情
な
も
の
で
も

な
い
。」
と
い
い
、
そ
の
生
か
さ
れ
た
余
白
は
、
ど
の
よ
う
な
原
因
に
よ

る
の
か
と
い
う
と
、
布
置
・
字
形
・
筆
勢
・
潤
渇
、
あ
る
い
は
墨
気
に

よ
っ
て
白
へ
働
き
か
け
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、「（
こ
れ

ら
の
）
構
成
や
線
の
あ
り
か
た
、
筆
勢
が
利
い
て
い
な
い
と
、
全
く
白
は

死
ぬ
の
で
あ
る
。」
と
結
論
づ
け
て
い
る）

（（
（

。

ま
た
上
田
桑
鳩
は
「
余
白
は
、
字
を
書
け
ば
自
然
に
で
き
ま
す
が
、
そ

の
余
白
は
充
実
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
も
い
う）

（（
（

。
た
だ
単
に

余
白
を
作
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
池
大
雅
の
「
描
か
な

い
余
白
に
苦
心
す
る
」
と
い
う
言
葉
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
青

木
香
流
は
「
白
が
美
し
く
な
れ
ば
、
書
は
ち
ょ
っ
と
は
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。」
と
い
う）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
作
品
を
制
作
す
る
と
き
に
、

あ
ら
か
じ
め
白
を
計
算
し
尽
く
し
て
黒
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
り
、
鄧
完
白
が
い
う
「
計
白
当
黒
」
の
深
謀
遠
慮
が
、
結
果
と
し
て

優
れ
た
作
品
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。

さ
て
、
戦
後
の
書
を
眺
め
た
と
き
、
古
典
派
か
ら
前
衛
派
ま
で
の
中
に

は
、
余
白
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
黒
を
配
し
た
作
品
が
い
く
つ
も
存
在
す

る
。
表
現
方
法
も
多
様
で
あ
る
た
め
、
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
抽
出
し
て

紹
介
し
て
み
た
い
。

１
．
伝
統
的
書
法
を
ベ
ー
ス
に
（
漢
字
…
多
字
数
作
品
）

１
…
①　

篆
書
四
字
「
黙
然
而
笑
」（
図
６
）

西
川
寧
書
。
一
九
七
一
年
、
謙
慎
展
に
出
品
。
95
×
177
㎝
。
東
京
国
立

博
物
館
蔵
。

篆
書
が
有
す
る
構
築
美
を
ベ
ー
ス
に
し
つ
つ
も
、
か
な
り
デ
フ
ォ
ル
メ

し
た
四
字
の
象
形
を
、
あ
た
か
も
地
面
に
し
っ
か
り
根
を
張
っ
た
生
物
が

並
び
立
つ
か
の
よ
う
に
配
列
。
疎
密
・
潤
渇
・
参し

ん

差し

の
変
化
を
駆
使
し
た
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作
で
、
象
形
文
字
を
使
っ
た
斬
新
な
造
形
の
中
に
、
黒
と
白
が
強
く
意
識

さ
れ
て
い
る
。
猫
の
顔
の
よ
う
見
え
る
「
黙
」
の
偏
が
、
そ
の
ニ
ジ
ミ
に

よ
っ
て
一
段
と
強
烈
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
放
っ
て
い
る
。

１
…
②　

隷
書
四
字
「
背
山
臨
濤
」（
図
７
）

手
島
右
卿
書
。
一
九
四
九
年
、
日
展
に
出
品
。
81
×
152
㎝
。
個
人
蔵
。

扁
額
を
右
か
ら
書
く
の
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
タ
イ
ル
の
定
番
で
あ
る
が
、

四
字
の
頭
部
を
揃
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
の
下
部
は
字
姿
に
合

わ
せ
て
自
在
に
伸
ば
す
。
と
り
わ
け
「
背
」「
濤
」
は
文
字
の
中
心
を
微

妙
に
ず
ら
し
て
い
て
一
字
と
し
て
は
や
や
不
安
定
だ
が
、
四
字
全
体
と
し

て
は
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
な
が
ら
響
き
合
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
見

無
意
味
に
も
映
る
下
半
に
広
が
る
余
白
に
対
し
て
、
落
款
を
低
く
記
す
こ

と
で
白
の
存
在
感
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

２
．
空
間
へ
の
挑
戦
（
漢
字
…
一
字
書
）

２
…
①　

篆
書
一
字
「
古
」（
図
８
）

松
井
如
流
書
。
一
九
六
八
年
、
第
二
〇
回
毎
日
書
道
展
に
出
品
。
138
×

138
㎝
。
秋
田
県
立
近
代
美
術
館
蔵
。

金
文
を
素
材
に
、
悠
然
と
し
た
用
筆
法
で
限
り
な
い
広
が
り
を
追
求
し

た
一
字
書
の
傑
作
。
淡
墨
に
よ
る
ニ
ジ
ミ
が
一
段
と
深
み
を
与
え
て
い
る
。

「
古
」
は
本
来
シ
ン
メ
ト
リ
ー
に
作
る
文
字
で
あ
る
が
、
中
心
に
な
る
縦

画
を
あ
え
て
左
方
へ
寄
せ
て
い
く
ら
か
傾
か
せ
、
そ
の
分
「
口
」
部
を
大

き
く
開
い
て
白
を
取
り
込
ん
で
い
る
。
筆
か
ら
ポ
タ
ポ
タ
滴
る
墨
の
軌
跡

も
計
算
さ
れ
た
も
の
で
、
広
い
余
白
を
ピ
リ
ッ
と
引
き
締
め
る
上
で
非
常

に
効
果
的
で
あ
る
。

図
７　

１
…
②

図
６　

１
…
①



13

「
計
白
当
黒
」

【
特
集
】
白
と
黒

２
…
②　

草
書
一
字
「
風
」（
図
９
）

森
田
子
龍
書
。
一
九
七
五
年
、
個
展
出
品
。
90
×
69
㎝
。
個
人
蔵
。

左
払
い
に
あ
た
る
第
一
画
目
を
あ
と
か
ら
書
く
筆
順
は
、
王
鐸
や
呉
昌

碩
の
書
に
も
み
ら
れ
る
。
森
田
は
「
命
の
躍
動
が
外
に
踊
り
出
て
形
を
結

ん
だ
の
が
書
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
を
推
進
し
、
世
界
の
美
術
界
へ
発
信

し
た
。

重
心
を
高
く
し
た
「
風
」
を
右
側
へ
寄
せ
て
、
紙
面
の
ほ
ぼ
左
半
分
を

大
き
く
空
け
、
朱
文
印
一
顆
を
文
字
か
ら
極
端
に
離
し
て
押
印
し
て
い
る
。

運
筆
の
速
度
は
緩
や
か
で
、
途
中
か
ら
四
本
に
割
れ
た
筆
が
、
そ
の
旋
回

と
と
も
に
変
化
す
る
線
の
軌
跡
に
よ
っ
て
立
体
感
の
あ
る
白
を
形
成
し
、

ま
る
で
風
が
そ
よ
い
で
は
止
ま
り
、
止
ま
っ
て
は
そ
よ
ぐ
か
の
よ
う
な
雰

囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
濃
墨
を
使
用
し
て
い
る
が
、
特
殊
な
墨
液
と

紙
の
作
用
に
よ
り
、
ニ
ジ
ミ
が
面
白
く
表
れ
、
黒
と
白
の
み
な
ら
ず
、
グ

レ
ー
色
を
含
め
た
多
様
な
色
合
い
が
白
に
さ
ら
な
る
響
き
を
与
え
て
い
る
。

３
．
雅
の
追
求
（
仮
名
…
散
ら
し
書
き
）

３
…
①　

色
紙
「
ひ
よ
こ
」（
図
10
）

日
比
野
五
鳳
書
。
一
九
六
八
年
、
日
展
出
品
。
17
×
16
．
７
㎝
。
東
京

国
立
博
物
館
蔵
。

平
安
の
優
美
な
仮
名
（
寸
松
庵
色
紙
、
継
色
紙
）
を
ベ
ー
ス
に
強
靱
な

線
で
下
方
へ
と
連
綿
し
て
流
麗
な

動
き
を
出
し
て
い
る
散
ら
し
書
き
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
第
三

行
目
と
第
四
行
目
の
間
に
大
き
な

空
間
を
取
っ
て
二
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク

を
形
成
、
一
つ
目
の
ブ
ロ
ッ
ク
は

三
行
を
高
い
位
置
か
ら
書
き
出
し
、

行
が
進
む
ご
と
に
し
だ
い
に
緩
や

か
に
右
へ
流
し
て
ゆ
く
。
そ
の
傾

図
10　

３
…
①

図
９　

２
…
②

図
８　

２
…
①
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き
が
第
四
行
目
で
は
、
一
気
に
全
開
す
る
。
色
紙
上
に
展
開
さ
れ
る
こ
う

し
た
余
白
の
美
は
、
文
字
の
潤
渇
・
参
差
な
ど
と
相
俟
っ
て
優
雅
さ
を
一

段
と
際
立
た
せ
て
い
る
。

以
上
、
多
字
数
・
一
字
書
・
仮
名
の
三
分
野
に
わ
た
っ
て
五
種
類
の
作

品
を
眺
め
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
戦
後
の
書
、
つ
ま
り
展
覧
会
書
道

全
盛
の
中
で
発
表
さ
れ
た
作
品
で
、
鑑
賞
者
に
強
烈
な
印
象
を
与
え
た
。

表
現
に
用
い
た
用
具
用
材
や
書
体
に
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
が
あ
る
も
の
の
、

こ
こ
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
余
白
に
対
す
る
周
到
な
準
備
と
配
慮
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
で
作
品
を
制
作
し
て
は
じ
め
て
余
情
豊
か

で
印
象
的
な
作
品
が
完
成
す
る
も
の
と
い
え
る
。

「
余
白
」
に
対
す
る
意
識
に
的
を
絞
っ
て
、
近
現
代
の
書
を
見
て
き
た

が
、
そ
の
主
流
で
あ
る
墨
象
芸
術
に
対
し
て
批
判
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

石
川
九
楊
は
「
言
葉
の
全
体
的
喩
形
象
と
し
て
存
在
す
る
原
理
を
忘
れ
て
、

書
壇
の
書
の
よ
う
に
「
線
」「
余
白
」「
技
術
」
と
形
象
美
に
狂
乱
す
る
は

て
は
、
言
葉
を
忘
れ
た
「
墨
象
」
と
化
し
て
い
く
ほ
か
な
い
。」
と
言
い

放
ち
、
戦
後
に
生
ま
れ
た
墨
象
を
「
た
か
だ
か
、
墨
と
紙
の
情
緒
を
ふ
り

ま
く
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
墨
象
か
、
抽
象
美
術
と
し
て
の
同
時
代
性
を
も
ち
え
ず

に
書
壇
の
末
席
に
ぶ
ら
下
が
っ
た
奇
妙
な
墨
象
に
す
ぎ
な
い
。」
と
も
酷

評
す
る）

（（
（

。
か
り
に
、
情
緒
や
感
覚
の
み
で
書
作
す
る
傾
向
が
あ
る
現
代
墨

象
作
家
が
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
評
価
を
真
摯
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
書
芸
術
に
お
い
て
、
筆
線
の
鍛
錬
と
と
も
に
、
構

成
法
、
と
り
わ
け
「
余
白
」
の
取
り
方
が
い
か
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ

る
の
か
、
作
家
は
も
と
よ
り
書
を
鑑
賞
す
る
側
も
心
に
留
め
て
お
き
た
い
。

ま
と
め

本
論
で
は
、
は
じ
め
に
歴
代
の
書
論
中
に
み
え
る
「
黒
と
白
」「
布
白
」

な
ど
に
関
連
す
る
語
を
抽
出
し
、
具
体
的
な
例
を
中
国
古
代
の
書
と
日
本

の
平
安
か
な
書
に
求
め
て
み
た
。
そ
の
後
、
日
本
の
近
現
代
の
書
表
現
に

み
え
る
「
計
白
当
黒
」
を
意
識
し
た
実
例
を
紹
介
し
た
。
た
だ
し
今
回
、

中
国
の
近
現
代
の
書
作
品
を
そ
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
。
近
年
、
中
国
の

書
法
界
に
お
い
て
日
本
の
近
代
的
な
墨
象
表
現
が
逆
輸
入
さ
れ
、
墨
象
作

品
が
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
の
歩
み
は
な
お
遅
い
。
と
い
う
の
も
、
書
に

対
す
る
日
中
で
の
考
え
方
が
違
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
西

川
寧
は
「
日
本
人
は
形
に
た
ち
む
か
う
と
き
、
と
か
く
装
飾
性
に
傾
き
、

目
を
つ
む
れ
ば
た
ち
ま
ち
叙
情
性
に
ゆ
く
。
だ
が
、
中
国
人
は
装
飾
面
よ
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当
黒
」
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】
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黒

り
も
構
造
性
に
目
を
そ
そ
ぎ
叙
情
の
ま
え
に
論
理
的
な
思
考
が
先
行
す

る
。」）
（（
（

と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、「
近
現
代
の
書
表
現
」
の
章

で
は
日
本
の
書
を
扱
う
の
み
に
留
め
た
。

点
画
、
文
字
と
文
字
と
の
間
隔
、
行
間
、
そ
し
て
全
紙
面
な
ど
全
て
に

お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
余
白
」
を
ど
う
生
か
す
か
と
い
う
こ
と
は
、
書

に
お
い
て
永
遠
の
テ
ー
マ
と
い
え
る
。
作
者
が
生
み
出
す
黒
の
点
画
だ
け

で
黒
そ
の
も
の
に
生
命
を
吹
き
込
も
う
と
し
て
も
、
周
囲
の
白
が
軽
ん
じ

ら
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
作
品
に
宿
る
生
命
力
は
半
減
し
て
し
ま
う
。

黒
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
で
生
ま
れ
る
白
を
計
算
し
尽
く
し
て
は
じ
め
て
、

作
品
と
し
て
の
完
成
度
が
高
ま
る
の
で
あ
る
。

註（
１
）　

清
・
朱
和
羹
『
臨
池
心
解
』
に
「
古
来
善
書
者
多
善
画
、
善
画
者
多
善
書
。
書
與

画
殊
途
同
帰
也
。」
と
あ
る
。

（
２
）　

谷
永（
？
～
前
８
）
は
前
漢
の
官
吏
。
成
帝
の
と
き
、
光
禄
大
夫
に
抜
擢
さ
れ
た（『
漢

書
』
三
四
四
三
）。
陳
遵
（
？
～
二
五
）
は
前
漢
の
官
吏
。「
性
善
書
。
與
人
尺
牘
、
人

皆
蔵
之
為
栄
。」
と
あ
る
（『
漢
書
』
三
七
〇
九
）。

（
３
）　

揚
雄
（
前
五
八
～
一
八
）
前
漢
の
辞
賦
家
、
哲
学
者
。
こ
の
語
は
『
法
言
』（
問
神
）

に
み
え
る
。

（
４
）　

陶
明
君
編
著
『
中
国
書
論
辞
典
』（
湖
南
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）

（
５
）　

欧
陽
詢
『
八
訣
』
に
「
分
間
布
白
、
勿
令
偏
側
。」
と
あ
る
。

（
６
）　

南
宋
・
趙
孟
堅
（
一
一
九
九
～
一
二
六
四
？
）
の
『
論
書
』
に
み
え
る
。

（
７
）　

鄧
完
白
は
鄧
石
如
（
一
七
四
三
～
一
八
〇
五
）
の
こ
と
。
篆
隷
・
篆
刻
に
優
れ
る
。

（
８
）　

老
子
（
生
没
年
未
詳
）
は
中
国
戦
国
時
代
の
楚
の
思
想
家
。
無
為
自
然
の
道
を
説

い
た
人
物
と
さ
れ
る
が
、
不
明
な
点
も
多
い
。

（
９
）　

包
世
臣
（
一
七
七
五
～
一
八
五
五
）『
藝
舟
双
輯
』
に
み
え
る
。

（
10
）　

劉
煕
載
（
一
八
一
三
～
一
八
八
一
）『
書
概
』
に
「
古
人
草
書
、
空
白
少
而
神
遠
、

空
白
多
而
神
密
。」
と
あ
る
。

（
11
）　

楊
守
敬
（
一
八
三
九
～
一
九
一
五
）
は
、
一
八
八
〇
年
に
駐
日
大
使
何
如
璋
の
随

行
員
と
し
て
来
日
し
東
京
で
四
年
間
滞
在
し
た
。
持
参
し
た
碑
版
法
帖
は
一
万
点
余
り

と
い
わ
れ
る
。

（
12
）　
「
日
本
書
道
美
術
院
」
か
ら
複
数
の
前
衛
的
な
書
道
団
体
が
分
離
、
独
立
し
た
。

（
13
）　

上
田
桑
鳩
「
白
を
忘
れ
る
こ
と
な
か
れ
」（『
書
の
美
』
第
二
六
号
所
収
、
一
九
五
〇

年
）

（
14
）　

上
田
桑
鳩
著
『
書
道
鑑
賞
入
門
』（
創
元
社　

一
九
六
三
年
）

（
15
）　

青
木
香
流
「
つ
ば
め
の
宙
返
り
」
の
解
説
。

（
16
）　

石
川
九
楊
『
文
字
の
現
在　

書
の
現
在
』（
芸
術
新
聞
社
、
一
九
九
〇
年
）

（
17
）　

西
川
寧
『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
』
第
二
一
一
号
、「
中
国
の
書　

―
東
洋
館
の
開
幕
に
因

ん
で
―
」
一
九
六
八
年
十
月
。

現
代
書
の
図
版
出
典

・『
墨
魂
の
巨
匠
―
現
代
の
書
50
年
』（
毎
日
新
聞
社
・
毎
日
書
道
会
、
一
九
九
八
年
）』
よ

り


