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一　

は
じ
め
に

　

「
懶
惰
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。「
な
ま
け
怠
る
こ
と
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
が
、
こ
の
「
懶
」
と

い
う
字
に
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
谷
崎
潤
一
郎
は
「

惰
の
説
」（『
中
央
公
論
』

一
九
三
〇
年
五
月
号
所
収
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

惰
と
い
う
こ
と
は
、
簡
単
に
い
え
ば
「
怠
け
る
こ
と
」
で
あ
る
。
普
通
、

惰
の
「

」
の
字

の
代
り
に
「
懶
」
の
字
を
使
っ
て
、「
懶
惰
」
と
書
く
の
を
し
ば
し
ば
見
受
け
る
が
、
あ
れ
は
間

違
い
で
、
や
は
り
「

惰
」
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。
今
、
簡
野
道
明
氏
の
『
字
源
』
に
拠
っ
て

調
べ
る
と
、「
懶
」
は
「
憎
懶
」
な
ど
と
用
い
、「
に
く
む
」
あ
る
い
は
「
き
ら
う
」
の
意
で
あ
る
。

「

」
の
方
は
、「
も
の
う
し
」「
な
ま
け
る
」「
お
こ
た
る
」「
つ
か
れ
ふ
す
」
の
意
で
、柳
貫
の
詩
の
、
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と
い
う
句
が
引
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
『
字
源
』
か
ら
孫
引
き
す
れ
ば
、
許
月
卿
の

詩
に
「
半
生

意
琴
三
畳
」、
杜
甫
の
詩
に
「

性
従
来
水
竹
居
」
な
ど
と
あ
る
。

　

「
懶
」
と
「

」
は
単
な
る
異
体
字
の
関
係
で
は
な
く
、別
字
種
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
で
は
、

こ
の
説
は
一
体
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
説
が
成
立

し
た
背
景
に
つ
い
て
、
中
国
の
字
書
（
韻
書
）
を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
漢
字
に
対
す
る

規
範
意
識
や
漢
字
に
働
く
力
学
に
つ
い
て
考
え
る
足
が
か
り
と
し
た
い
。

二　

中
国
の
字
書
（
韻
書
）
に
お
け
る
記
述

二
―
一　
『
説
文
解
字
』
〜
『
広
韻
』

　

本
章
で
は
、
時
代
順
に
中

国
の
字
書
（
韻
書
）
の
記
述

を
見
て
い
く
。
ま
ず
【
図

1
】『
説
文
解
字
』
の
記
述

を
見
る
と
、「
懶
」
の
字
は

存
在
せ
ず
「
嬾
」
の
み
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。字
義
は「
懈

也
」
と
あ
り
、「
お
こ
た
る
」
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

次
の
【
図
2
】『
玉
篇
』
に
お
い
て
「
懶
」
の
字
は

親
字
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
。「
俗
嬾
字
」
と
さ
れ
て
お

り
、「
嬾
」
を
参
照
す
る
と
、「
懈
惰
也
」
と
、
説
文
解

【
図
1
】『
説
文
解
字
』（
段
注
本
）

【
図
2
】『
玉
篇
』（『
大
広
益
会
玉
篇
』）
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字
と
同
様
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
版
本
に
よ
っ

て
親
字
が
「

」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
、

字
義
の
「
懈
」
が
抜
け
て
い
る
も
の
な
ど
、
多
少
の

差
異
は
見
ら
れ
た
が
、有
意
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

『
切
韻
』
系
韻
書
に
転
じ
て
、【
図
3
】『
唐
写
本

刊
謬
補
欠
切
韻
』
を
見
る
と
、「
懶
」
は
親
字
と
し

て
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
嬾
」
の
項
に
「
作
懶
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、【
図
4
】『
龍
龕
手
鑑
』
で
は
、「

」
が

親
字
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
字
義
は
「
隋
也
」

と
あ
る
。
ま
た
、「

」
の
項
に
は
「

同
」
と
あ
る
。

　

再
び
『
切
韻
』
系
韻
書
に
戻
り
、【
図
5
】『
広
韻
』
を
見
る
。
こ
こ
で
は
、
三
つ
の
版
本
を
掲
げ
た
。

そ
の
う
ち
、
上
海
図
書
館
蔵
『
鉅
宋
広
韻
』
に
つ
い
て
は
、
散
逸
し
た
ペ
ー
ジ
を
補
写
し
た
形
跡
が
見

ら
れ
る
。
字
形
に
つ
い
て
は
、澤
存
堂
本
『
宋
本
広
韻
』・
上
海
図
書
館
蔵
『
鉅
宋
広
韻
』
と
も
に
「
嬾
」

お
よ
び
「
懶
」
で
示
さ
れ
て
い
る
。
涵
芬
楼
蔵
『
広
韻
』
の
み
「

」
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
管
見
の

限
り
他
に
こ
の
よ
う
な
版
本
は
見
ら
れ
な
い
。『
広
韻
』
で
は
、『
唐
写
本
刊
謬
補
欠
切
韻
』
で
親
字
と

し
て
掲
げ
ら
れ
な
か
っ
た
「
懶
」
を
親
字
と
し
て
掲
げ
て
い
る
も
の
の
、「
字
義
は
『
惰
也
』、『
懶
』
は
『
嬾
』

の
『
俗
』」
と
い
う
扱
い
は
変
わ
ら
な
い
。

　

こ
こ
ま
で
見
る
限
り
、「
懶
」
は
「
嬾
」
の
俗
字
で
あ
り
、「
な
ま
け
る
・
お
こ
た
る
」
と
い
っ
た
字

義
で
あ
る
と
い
う
扱
い
は
変
わ
ら
ず
、「
懶
」
と
「

」
と
を
別
字
と
し
て
使
い
分
け
る
と
い
う
説
は

見
ら
れ
な
い
。「
懶
」
と
「

」
ど
ち
ら
の
字
形
も
見
ら
れ
る
が
、
意
図
的
な
書
き
分
け
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、「
懶
」
と
「

」
は
同
じ
文
字
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。

二
―
二　
『
集
韻
』『
類
篇
』

　

『
広
韻
』
ま
で
を
見
る
限
り
、「
懶
」
に
対
す
る
記
述
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

『
集
韻
』
に
お
い
て
そ
の
扱
い
は
変
化
を
見
せ
る
。【
図
6
】
は
『
集
韻
』
に
お
け
る
記
述
で
あ
る
。
ラ

ン
と
い
う
音
の
箇
所
に
「

」
と
「

」
と
が
同
列
に
並
べ
ら
れ
て
お
り
、『
説
文
解
字
』
の
「
懈
也
」

と
い
う
字
義
を
引
い
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
『
広
韻
』
と
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
ラ
イ
と
い
う
音
の

【
図
3
】『
唐
写
本
刊
謬
補
欠
切
韻
』

【
図
4
】『
龍
龕
手
鑑
』

【
図
5
】

澤
存
堂
本
『
宋
本
広
韻
』

上
海
図
書
館
蔵
『
鉅
宋
広
韻
』

涵
芬
楼
蔵
『
広
韻
』

【
図
6
】宮
内
庁
書
陵
部
蔵『
集
韻
』
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箇
所
【
図
7
】
に
、
再
度
「

」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、「
憎

嫌
悪
」
と
い
う

新
し
い
字
義
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
集
韻
』
に
至
っ
て
新
た
に
加
え
ら
れ
た
音
義

で
あ
る
。
た
だ
し
、
ど
ち
ら
も
「

」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
字
形
に
よ
る

区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
、
同
字
種
内
で
音
に
よ
る
字
義
の
区
別
が

な
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

　

な
お
、
い
く
つ
か
の
版
本
を
調
査
し
た
結
果
、
多
少
字
形
の
違
い
が
見
ら
れ
た
の
で
、【
表
1
】
と

し
て
ま
と
め
て
お
く
。
上
海
図
書
館
蔵
『
集
韻
』
の
み
「
嬾
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以

外
は
「

」「

」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
字
形
に
よ
る
字
義
の
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と

い
え
る
。

　

次
に
、
韻
書
と
し
て
の
『
集
韻
』
の
配
置
を
並
び
替
え
た
も
の
と
さ
れ
る
『
類
篇
』
を
見
る
。【
図

8
】
は
「
懶
」
の
項

で
あ
る
。『
集
韻
』

で
は
、
音
に
応
じ
て

字
義
が「
懈
也
怠
也
」

と
「
憎

嫌
悪
」
に

分
か
れ
て
掲
載
さ
れ

て
い
た
が
、『
類
篇
』

で
は
そ
れ
が
同
じ
字

の
説
明
と
し
て
一
つ

に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
や
は
り
、
二
つ

の
字
義
は
あ
く
ま
で

同
字
種
内
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
見
て
取
れ
る
。

　

一
方
、【
図
9
】
の
「
嬾
」
の
項
で
は
、「
懶
」
同
様
の
字
義
と
し

て
「
懈
也
怠
也
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、「
憎

嫌
悪
」
の
字
義

は
見
え
な
い
。『
集
韻
』
で
「

」（『
類
篇
』
で
は
「
懶
」）
の
み
に

「
憎

嫌
悪
」
と
い
う
字
義
を
与
え
た
（【
図
7
】）
た
め
、
こ
の
よ

う
な
事
態
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
図
示
す
る
と
、【
図

10
】
の
よ
う
に
な
る
。『
集
韻
』
で
「

」
の
み
に
新
し
い
音
義
が

追
加
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ
ま
で
「
懶
」
は
「
嬾
」
の
俗
字
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
嬾
」よ
り
も
広
い
音
義
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
両
字
の
字
形
は
「
嬾
」
お
よ
び
「
懶
」
で
統
一
さ
れ
て
お

り
、
字
形
に
よ
る
区
別
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

【
図
7
】
同
右

【
表
1
】『
集
韻
』
諸
本

正
字

な
ま
け
る
・
お
こ
た
る
（
ラ
ン
）

に
く
む
・
き
ら
う
（
ラ
イ
）

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
集
韻
』

北
京
図
書
館
蔵
『
集
韻
』

上
海
図
書
館
蔵
『
集
韻
』

嬾

【
図
8
】『
類
篇
』

【
図
9
】
同
右

【
図
10
】『
類
篇
』
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二
―
三　
『
五
音
集
韻
』『
四
声
篇
海
』

　

『
集
韻
』
に
お
い
て
「
憎

嫌
悪
」
と
い
う
字
義
が
加
わ
っ
た
こ
と
、
そ
の
結
果
「
嬾
」
と
「
懶
」

が
担
う
音
義
の
範
囲
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
字
形
に
よ
る
区
別
は
行
わ
れ
て
い
な
い
こ

と
を
確
認
し
た
。
次
に
、「
五
音
を
定
則
と
し
て
韻
を
集
め
た
も
の
で
、
広
韻
を
藍
本
と
し
、
増
入
の

字
は
集
韻
を
藍
本
と
し
て
い
る
」（『
中
国
学
芸
大
事
典
』）
と
い
う
、『
五
音
集
韻
』
を
見
る
。【
図
11
】【
図

12
】が
そ
の
版
本
で
あ
る
。「
惰
也
」と
い
う
字
義
は『
広
韻
』か
ら
、「
懶
憎
嫌
悪
」と
い
う
字
義
は『
広
韻
』

に
は
存
在
し
な
い
た
め
『
集
韻
』
か
ら
取
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
い
ず

れ
の
版
本
も
「
惰
也
」
と
「
懶
憎
嫌
悪
」
と
で
字
形
が
異
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
惰
也
」
の
方
は
「

」、

「
懶
憎
嫌
悪
」
の
方
は
「
懶
」
と
な
っ
て
い
る
。『
類
篇
』
で
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
字
形
に
よ
る
区
別

が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
果
た
し
て
こ
の
字
形
の
違
い
は
意
図
的
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
、「
惰
也
」
の
字
形
は
『
広
韻
』
を
参
照
し
、「
懶
憎
嫌
悪
」
の
字
形
は
『
集
韻
』

を
参
照
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
字
の
字
形
が
異
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、字
形
は
逆
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。『
広
韻
』
は
概
ね
「
懶
」、『
集
韻
』

は
「

」
で
統
一
さ
れ
て
い
た
。
も
し
、「
惰
也
」
の
字
形
は
『
広
韻
』
を
参
照
し
、「
懶
憎
嫌
悪
」
の

字
形
は
『
集
韻
』
を
参
照
し
た
の
で
あ
れ
ば
、「
惰
也
」
の
字
形
は
「
懶
」、「
懶
憎
嫌
悪
」
の
字
形
は
「

」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
藍
本
の
違
い
に
よ
る
字
形
の
違
い
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、『
広
韻
』
に
「
懶
憎
嫌
悪
」
の
字
義
は
な
い
こ
と
か
ら
、
両
字
の
藍
本
が
別
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
字
形
の
不
統
一
が
起
き
た
と
い
う
可
能
性
を
捨
て
き
る
こ
と
は
で

き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
意
図
的
な
字
形
の
区
別
か
否
か
の
判
断
は
保
留
と
し
、
可
能

性
の
言
及
に
と
ど
め
る
こ
と
に
す
る
。

　

次
の
『
四
声
篇
海
』
に
お
い
て
、『
集
韻
』『
類
篇
』
お
よ
び
『
五
音
集
韻
』
で
起
き
て
い
た
事
態
に

変
化
が
見
ら
れ
る
。【
図
13
】
を
見
る
と
、『
俗
字
背
篇
』（
白
抜
き
の
＋
が
示
し
て
い
る
。
現
存
せ
ず
）

【
図
11
】『
崇
慶
新
改
併
五
音
集
韻
』

同
上

【
図
12
】『
大
明
正
徳
乙
亥
重
刊
改
併
五
音
集
韻
』

同
上

【
図
13
】『
四
声
篇
海
』

同
上
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か
ら
異
体
字
を
取
り
込
ん
で
い
る
他
、「

」「
嬾
」
の
二
字
が
親
字
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

字
義
は
、「

」
が
「
憎
―
嫌
悪
也
」、「
嬾
」
が
「
懈
惰
也
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
も
の
と

合
わ
せ
て
、
字
形
と
字
義
（
お
よ
び
字
音
）
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
、【
表
2
】
の
よ
う
に
な
る
。『
五

音
集
韻
』
で
は
、
意
図
的
か
否
か
は
さ
て
お
き
「
懶
」
と
「

」
と
い
う
字
形
に
よ
る
区
別
が
な
さ
れ

て
い
た
が
、『
四
声
篇
海
』
で
は
こ
れ
と
は
違
っ
た
形
で
字
形
に
よ
る
区
別
が
行
わ
れ
て
い
る
。「
嬾
」

と
「
懶
」
と
い
う
字
形
の
区
別
に
よ
っ
て
、
字
義
を
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

「

」
か
ら
「
お
こ
た
る
・
な
ま
け
る
」
の
字
義
が
削
除
さ
れ
、「
嬾
」
に
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
結
果
、「

」
の
字
義
は
「
に
く
む
・
き
ら
う
」
の
み
と
な
っ
て
い
る
。「

」
は
「
嬾
」
の
俗
字
と

し
て
の
扱
い
か
ら
、
別
字
と
し
て
の
扱
い
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
を
図
示
す
る
と
、

【
図
14
】
の
よ
う
に
な
る
。【
図
10
】
の
よ
う
に
「
嬾
」
の
俗
字
「
懶
」
に
の
み
認
め
て
い
た
「
に
く
む
・

き
ら
う
」
と
い
う
字
義
を
「
嬾
」
の
字
義
か
ら
分
離
し
、「

」
に
は
専
ら
こ
の
字
義
の
み
を
担
わ
せ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
嬾
」
と
「
懶
」
と
を
別
字
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
嬾
」
の
俗
字
た

る
「
懶
」
の
方
が
担
う
字
義
の
範
囲
が
広
い
と
い
う
事
態
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

『
四
声
篇
海
』
で
は
、「
懶
」
と
「

」
と
い
う
字
形
の
区
別
で
は
な
く
、「
嬾
」
と
「

」
と
い
う
字

形
の
区
別
に
よ
っ
て
字
義
の
す
み
分
け
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
―
四　
『
字
彙
』

　

『
四
声
篇
海
』
で
は
「
嬾
」
と
「

」
に
よ
る
区
別
が
な
さ
れ
て
い
た
。
次
に
見
る
『
字
彙
』
で
は
、

こ
の
区
別
を
土
台
と
し
て
、（
意
図
的
な
）「

」
と
「
懶
」
に
よ
る
区
別
が
生
ま
れ
る
。

　

【
図
15
】『
字
彙
』
を
見
る
と
、「
懶
」
と
「

」
両
字
と
も
親
字
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。「
懶
」

に
つ
い
て
は
、「
同
嬾
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
「
嬾
」
を
見
る
と
、「
懈
怠
也
」
と
あ
り
、「
懶
」
は
「
嬾
」

の
俗
字
と
し
て
「
お
こ
た
る
・
な
ま
け
る
」
と
い
う
字
義
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
、「

」
に
つ
い
て
は
、「
憎

嫌
悪
」
と
い
う
字
義
を
記
し
た
後
、
蘇
轍
の
漢
詩
「
閑
燕
亭
」

を
引
用
し
、「
與
上
懶
字
不
同
」
と
い
う
見
解
を
示
す
。
こ
こ
に
、
明
ら
か
な
「
懶
」
と
「

」
の
使

い
分
け
の
意
識
が
見
ら
れ
る
。『
字
彙
』
に
お
け
る
以
上
の
関
係
を
図
示
す
る
と
、【
図
16
】
の
よ
う
に

な
る
。

　

『
字
彙
』
は
、『
四
声
篇
海
』
が
行
っ
て
い
た
「
嬾
」
と
「

」
の
使
い
分
け
（【
図
14
】）
を
取
り
入

れ
た
 1

。
さ
ら
に
、「
懶
」
を
「
嬾
」
の
異
体
字
と
す
る
、『
玉
篇
』
か
ら
『
五
音
集
韻
』
に
至
る
ま

で
の
伝
統
的
な
記
述
を
も
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
ま
ま
で
は
不
整
合
を
き
た
す
。
そ

1 

小
川
環
樹
（
一
九
八
一
）
は
『
四
声
篇
海
』
に
手
を
加
え
た
書
の
う
ち
最
も
優
れ
た
も
の
が
『
字
彙
』
で

あ
る
と
し
て
お
り
、『
字
彙
』
が
『
四
声
篇
海
』
の
使
い
分
け
を
取
り
入
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

【
表
2
】
形
音
義
の
対
応
関
係
①

な
ま
け
る
・
お
こ
た
る

に
く
む
・
き
ら
う

『
広
韻
』

嬾
＝
懶
（
ラ
ン
）

―

『
集
韻
』

＝

（
ラ
ン
）

（
ラ
イ
）

『
類
篇
』

嬾
・
懶

懶

『
五
音
集
韻
』

嬾
・

懶

『
四
声
篇
海
』

嬾

【
図
14
】『
四
声
篇
海
』
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こ
で
、「
懶
」
と
「

」
の
区
別
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
整
合
性
を
保
た
せ
よ
う
と
し
た
。「
懶
」

と
「

」
を
別
字
と
し
て
し
ま
え
ば
、「
嬾
」
と
「

」
と
が
別
字
で
あ
る
こ
と
（【
図
14
】）
と
、「
懶
」

が
「
嬾
」
の
俗
字
で
あ
る
こ
と
（
伝
統
的
な
記
述
）
と
は
矛
盾
し
な
い
。
つ
ま
り
『
字
彙
』
は
、
そ
れ

ま
で
の
字
書
（
韻
書
）
の
記
述
（「
嬾
」
＝
「
懶
」）
と
『
四
声
篇
海
』
の
記
述
（「
嬾
」
と
「

」
の

使
い
分
け
）
に
整
合
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
、「
懶
」
と
「

」
の
使
い
分
け
を
「
與
上
懶
字
不
同
」

と
し
て
明
確
に
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

二
―
五　
『
正
字
通
』

　

続
い
て
、【
図
17
】『
正
字
通
』
を
見
る
。『
正
字
通
』
に
は
、
や
は
り
「
懶
」「

」
両
字
が
親
字
と

し
て
掲
げ
ら
れ
、
詳
細
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
懶
」
に
つ
い
て
は
、「
同
嬾
」
と
し
て
い
る
。
そ

こ
で【
図
18
】の「
嬾
」

の
項
を
見
る
と
、『
説

文
解
字
』
の
「
懈
也

怠
也
」
と
い
う
字
義

が
引
か
れ
て
お
り
、

こ
ち
ら
は
「
お
こ
た

る
・
な
ま
け
る
」
で

あ
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

一
方
、「

」
に

つ
い
て
は
、「
俗

」

と
あ
る
。
そ
し
て
、

『
字
彙
』
の
記
述
を

引
く
。
し
か
し
、
そ

の
引
用
に
は
誤
り
が

あ
る
。
蘇
轍
の
「
閑

燕
亭
」
を
引
用
し
た

後
、「
與
上
懶
字
不

同
」
と
い
う
『
字

【
図
15
】『
字
彙
』

【
図
16
】『
字
彙
』

【
図
18
】
同
右

【
図
17
】『
正
字
通
』（
弘
文
書
院
本
）

同
右
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彙
』
が
打
ち
出
し
た
区
別
を
引
い
て
い
る
が
、「
與
上

字
不
同
」
と
な
っ
て
お
り
、文
意
が
通
ら
な
い
。

版
本
レ
ベ
ル
で
の
誤
り
で
あ
れ
ば
記
述
の
混
乱
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
他
早
稲
田
大
学

蔵
の
清
畏
堂
本
な
ど
数
種
の
版
本
を
見
て
も
や
は
り
「
與
上

字
不
同
」
と
な
っ
て
お
り
、
正
し
く
引

用
さ
れ
て
い
る
版
本
は
今
の
と
こ
ろ
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
記
述
の
混
乱
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
か
。

　

そ
の
後
、「
按
」
と
し
て
『
正
字
通
』
独
自
の
記
述
が
始
ま
る
。
こ
の
部
分
に
は
「
懶
」
と
「

」

の
使
い
分
け
に
関
し
て
『
正
字
通
』
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
現
段
階
で
は
解
読

に
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
一
つ
だ
け
指
摘
し
う
る
こ
と
と
し

て
は
、「
欒
城
集
本
作
懶
」
と
あ
る
が
、【
図
19
】
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
（
近
衛
文
庫
）
の
『
欒

城
集
』（
明
刊
の
木
活
字
本
）

を
確
認
す
る
と
、「

」
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

の
部
分
に
関
し
て
は
詳
細
な
検

討
が
必
要
で
あ
る
。

二
―
六　
『
康
煕
字
典
』

　

最
後
に
、【
図
20
】『
康
煕
字
典
』
を
見
る
。『
康
煕
字
典
』
に
お
い
て
も
両
字
は
親
字
と
し
て
掲
げ

ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
「

」
に
つ
い
て
見
る
と
、『
広
韻
』『
集
韻
』『
説
文
解
字
』
を
引
き
、「
與

同
」「
懈

也
怠
也
」
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
【
図
21
】
の
「
嬾
」
の
項
を
見
る
と
、や
は
り
「
怠
也
」「
按
與
懶
同
」

と
あ
り
、「

」
と
「
嬾
」
は
同
じ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、よ
く
見
る
と
、

「

」
の
項
に
は
「
與

同
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、【
図
21
】
の
親
字
は
「
嬾
」
と
し
て
掲
げ
て

お
り
、
同
一
字
書
内
で
の
不
統
一
が
見
ら
れ
る
。

　

次
に
「
懶
」
で
あ
る
が
、「
憎
懶
嫌
悪
也
」
と
し
、『
字
彙
』
が
引
い
て
い
た
蘇
轍
の
「
閑
燕
亭
」
を
引
く
。

そ
し
て
、「
按
正
字
通
云
」
と
し
て
『
正
字
通
』
の
記
述
を
引
く
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
懶
訓
同
嬾
」「

訓
俗
嬾
字
非
」、
つ
ま
り
、

「
懶
」
と
「
嬾
」
は
同
じ

で
あ
る
が
、「

」
は
「
嬾
」

の
俗
字
で
は
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
。こ
の
記
述
は
、

「

」
の
項
の
「
與

同
」

と
い
う
記
述
と
矛
盾
す

る
。
ま
た
、
字
義
の
上
で

も
、
も
し
「
懶
訓
同
嬾
」

な
の
で
あ
れ
ば
「
懶
」
の

字
義
に
「
嬾
」
と
同
じ
「
怠

也
」が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
字
義
と
し
て
は

「
憎
懶
嫌
悪
也
」
の
み
が

掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
や
は

【
図
19
】
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
（
近
衛
文
庫
）『
欒
城
集
』

【
図
20
】『
康
煕
字
典
』

【
図
21
】
同
右



―
 1

0
8
 ―

り
こ
こ
で
も
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
は
、「『
懶
』
と
『

』」
お
よ
び
「『
お
こ
た
る
・
な
ま

け
る
』
と
『
に
く
む
・
き
ら
う
』」
の
対
応
関
係
が
『
字
彙
』
と
逆
転
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。

　

【
表
3
】
を
見
る
と
、「
懶
」（
な
ま
け
る
・
お
こ
た
る
）、「

」（
に
く
む
・
き
ら
う
）
と
い
う
対
応

関
係
で
あ
っ
た
『
字
彙
』
に
対
し
、『
康
煕
字
典
』
で
は
「

」（
な
ま
け
る
・
お
こ
た
る
）、「
懶
」（
に

く
む
・
き
ら
う
）と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、『
字
彙
』の
対
応
関
係
と
逆
転
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
嬾
」

に
は
「
に
く
む
・
き
ら
う
」
の
字
義
を
担
わ
せ
な
け
れ
ば
不
整
合
を
き
た
す
。
し
か
し
、「
嬾
」
の
字

義
を
「
な
ま
け
る
・
お
こ
た
る
」
の
ま

ま
に
し
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が

生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

対
応
関
係
の
逆
転
に
伴
い
、『
字
彙
』

で
引
か
れ
て
い
た
蘇
轍
の
「
閑
燕
亭
」

も
、『
康
煕
字
典
』
で
は
「

」
か
ら
「
懶
」

へ
と
変
え
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
康
煕
字
典
』で
は
、

『
字
彙
』
の
形
と
義
の
対
応
関
係
を
逆

転
さ
せ
、
そ
の
結
果
と
し
て
不
整
合
が

生
じ
て
い
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
が
行
わ
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、『
正
字
通
』
の
記
述
と
の
関
連
も
含
め
、
今
後
検
討
し
て
い
き

た
い
。

二
―
七　

四
庫
全
書

　

『
康
煕
字
典
』
で
形
と
義
の
対
応
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、『
康
煕
字
典
』
と
同

じ
清
朝
に
編
纂
さ
れ
た
四
庫
全
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
広
韻
』『
集
韻
』
に
、『
康
煕
字
典
』
の
対
応

関
係
に
揃
え
た
形
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
本
章
を
終
え
た
い
。

　

四
庫
全
書
に
は
『
原
本
広
韻
』
と
い
う
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
四
庫
全
書

の
『
広
韻
』
を
作
る
際
、
元
に
し
た
『
広
韻
』
だ
と
思
わ
れ
る
。【
図
22
】
が
『
原
本
広
韻
』
で
あ
る

が
、「
嬾
」
お
よ
び
「
懶
」
と
い
う
字
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、【
図

5
】
で
掲
げ
た
澤
存
堂
本
『
宋
本
広
韻
』、
上
海
図
書
館
蔵
『
鉅
宋
広
韻
』

の
他
、
調
査
し
え
た
版
本
の
字
形
と
一
致
す
る
。
そ
し
て
、
四
庫
全
書
の

『
広
韻
』
が
【
図
23
】
で
あ
る
。「
懶
」
が
「

」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

涵
芬
楼
蔵
『
広
韻
』
を
除
い
て
「

」
と
し
て
掲
げ
て
い
る
版
本
が
な

い
こ
と
に
着
目
す
る
と
、
四
庫
全

書
編
纂
時
の
改
変
の
可
能
性
が
高

い
。
そ
し
て
、
四
庫
全
書
の
『
集

韻
』
が
【
図
24
】
で
あ
る
。【
表
1
】
を
見
る
と
、
ど
の
版
本
も
「
な
ま
け
る
・
お
こ
た
る
」「
に
く
む
・

き
ら
う
」
で
字
形
の
区
別
は
し
て
お
ら
ず
、
全
て
「

」
で
統
一
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
四
庫
全

書
の
『
集
韻
』
で
は
、「
な
ま
け
る
・
お
こ
た
る
」
に
は
「

」
を
、「
に
く
む
・
き
ら
う
」
に
は
「
懶
」

を
充
て
、
字
形
に
よ
る
字
義
の
区
別
を
し
て
い
る
。

　

こ
の
関
係
を
整
理
す
る
と
、【
表
4
】
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、四
庫
全
書
の
『
広
韻
』『
集

【
表
3
】
形
音
義
の
対
応
関
係
②

な
ま
け
る
・
お
こ
た
る

に
く
む
・
き
ら
う

『
広
韻
』

嬾
＝
懶
（
ラ
ン
）

―

『
集
韻
』

＝

（
ラ
ン
）

（
ラ
イ
）

『
類
篇
』

嬾
・
懶

懶

『
五
音
集
韻
』

嬾
・

懶

『
四
声
篇
海
』

嬾

『
字
彙
』

嬾
＝
懶

『
康
煕
字
典
』

（
嬾
＝
）

（≠

嬾
）

懶
（
＝
嬾
）

【
図
22
】『
原
本
広
韻
』

【
図
23
】
四
庫
全
書
『
広
韻
』
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韻
』
で
は
、『
康
煕
字
典
』
の
対
応
関
係
に
合
わ
せ
て
、
元
々
区
別
の
な
か
っ
た
両
字
を
区
別
し
て
い

る
の
が
わ
か
る
。『
康
煕
字
典
』
と
の
整
合
性
を
鑑
み
た
改
変
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三　

日
本
に
お
け
る
享
受

三
―
一　
『
言
海
』

　

第
二
章
で
は
、
中
国
の
字
書
（
韻
書
）
を
見
る
こ
と
で
、「
懶
」
と
「

」
の
使
い
分
け
が
生
ま
れ

た
経
緯
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
生
ま
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
す
べ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
い
え

な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
章
を
終
え
る
こ
と
に
し
、
今
後
の
研
究
の
端
緒
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
こ
の
説

の
享
受
に
つ
い
て
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
一
八
九
一
年
に
完
成
し
た
『
言
海
』
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
。【
図
25
】
が
『
言
海
』、【
図

26
】
が
そ
の
原
稿
で
あ
る
『
稿
本
言
海
』
で
あ
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、『
稿
本
言
海
』
の
「
ら
い
だ
」
の
項
で
あ
る
。「
懶
惰
ノ
百
姓
読
」
の
「
懶
」
か
ら

線
を
引
っ
張
り
、
そ
の
先
に
「

」
と
書
き
直
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
稿
執
筆
中
、「
懶
」
と
「

」

の
使
い
分
け
に
関
す
る
説
に
触
れ
、
書
き
直
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
こ
の
部
分
の
み
な
ら
ず
、

【
図
24
】
四
庫
全
書
『
集
韻
』

同
上

【
表
4
】
四
庫
全
書
に
お
け
る
改
変

な
ま
け
る
・
お
こ
た
る

に
く
む
・
き
ら
う

『
康
煕
字
典
』

懶

『
原
本
広
韻
』（
四
庫
全
書
）

懶

―

『
広
韻
』（
四
庫
全
書
）

―

『
集
韻
』（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
な
ど
）

『
集
韻
』（
四
庫
全
書
）

懶

【
図
25
】『
言
海
』

同
上

【
図
26
】『
稿
本
言
海
』

同
上
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「
ら
ん
だ
」
の
項
に
お
い
て
も
「
懶
」
か
ら
「

」
へ
と
変
更
さ
れ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
字

音
ら
い
？
」
と
い
う
書
き
込
み
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
し
た
も
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
こ

れ
も
そ
の
説
に
触
れ
て
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
槻
文
彦
が
ど
こ
で
そ
の
説
に
触
れ
た
の
か
、
は
っ

き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
当
時
の
影
響
力
を
考
え
る
と
『
康
煕
字
典
』
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ

ろ
う
か
。

三
―
二　
『
墨
汁
一
滴
』『

惰
の
説
』
等

　

次
に
、
一
九
〇
一
年
に
新
聞
『
日
本
』
に
連
載
さ
れ
た
、
正
岡
子
規
の
『
墨
汁
一
滴
』
に
つ
い
て
で

あ
る
。
子
規
は
、三
月
四
日
の
連
載
で
、「
誤
り
や
す
き
字
」
と
し
て
い
く
つ
も
漢
字
を
列
挙
し
て
い
る
。

そ
の
中
に
、「
賴
獺
瀨
懶
な
ど
の
旁
は
負
な
り
頁
に
非
ず
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
何
を
参
照
し
た
の

か
わ
か
ら
な
い
が
、
子
規
が
こ
の
よ
う
な
規
範
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。「
負
」
と
「
頁
」

を
区
別
す
る
と
い
う
規
範
意
識
は
、「
懶
」
と
「

」
を
別
字
と
す
る
説
を
受
け
入
れ
る
土
壌
に
な
り

う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、【
図
27
】『
隷
書
大
事
典
』
を
見
て
み
る
と
、
延
熹
六
年
（
一
六
三
年
）
の
桐
柏
廟
碑
か
ら
永

康
元
年
（
三
〇
〇
年
）
の
張
朗
墓
碑
に
至
る
ま
で
、
隷
書
の
時
代
か
ら
「
負
」
と
「
頁
」
は
区
別
な
く

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、「
は
じ
め
に
」
で
引
い
た
谷
崎
潤
一
郎
の
『

惰
の
説
』
は
、
こ
の
説
が
受
け
入
れ
ら
れ
た

一
つ
の
事
例
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
谷
崎
は
『
字
源
』
の
説
に
従
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
規
範
意
識

は
専
ら
『
字
源
』
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
な
お
、『
字
源
』
は
『
康
煕
字
典
』
の
記
述
に
則
っ

て
い
る
た
め
、
こ
の
説
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
関
連
し
て
、
他
の
漢
字
辞
典
を
見
る
と
、『
大

字
源
』
で
は
「
一
説
に
、
懶
・

ライ

は
も
と
別
字
で
、
の
ち
に
混
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
」

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
が
何
に
よ
る
も
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
第
二
章
で
述
べ
た
通
り
、
む
し
ろ

最
初
は
区
別
が
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、『
大
漢
和
辞
典
』
で
は
、「

」
を
「
嬾
の

俗
字
」、「
懶
」
を
「
嬾
に
同
じ
」
と
し
て
お
り
、『
康
煕
字
典
』
の
区
別
は
採
用
し
て
い
な
い
。

三
―
三　

土
橋
八
千
太
「
康
煕
字
典
の
修
正
に
就
い
て
」

　

最
後
に
、
雑
誌
『
斯
文
』（
第
二
十
三
篇
第
二
十
三
号　

一
九
四
一
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
土
橋

八
千
太
「
康
煕
字
典
の
修
正
に
就
い
て
」
に
つ
い
て
述
べ
て
本
章
を
終
え
た
い
。

　

土
橋
は
、『
康
煕
字
典
』
の
「

」
の
記
述
に
関
し
て
、「
こ
の
解
釈
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な

い
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

第
一
に
康
煕
字
典
は
、
広
韻
の

の
字
の
反
切
が
落
旱
切
で
あ
る
と
云
っ
て
居
る
。
然
る
に
広

【
図
27
】『
隷
書
大
事
典
』
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韻
の
落
旱
切
の
字
に
は
、
嬾
と
懶
と
が
あ
っ
て
、

は
な
い
。
故
に
広
韻
か
ら
の
引
用
は
誤
っ
て

居
る
。
又
、
広
韻
に
は

も

も
な
い
か
ら
、
広
韻
が

を
嬾
に
同
じ
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
誤
っ
て
居
る
。

　

第
二
に
康
煕
字
典
は
集
韻
を
引
用
し
て
居
る
。
然
し

の
字
に
関
し
て
は
、
集
韻
が
誤
っ
て
居

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　

集
韻
に
は

と

と
が
載
せ
て
あ
っ
て
、「

、

、
魯
旱
切
、
説
文
、
懈
也
怠
也
一
曰
臥
也
」

と
あ
る
が
、
こ
の
説
文
の
解
で
あ
る
と
し
て
あ
る
解
は
、
説
文
の
嬾
の
字
の
解
で
あ
っ
て
、

又

は

の
字
の
解
で
は
な
い
。
説
文
に
は
た
だ
嬾
の
字
が
あ
っ
て
、

も

も
無
い
の
で
あ
る
。（
引

用
に
際
し
、
漢
字
は
差
し
支
え
な
い
箇
所
に
関
し
て
は
通
行
の
字
体
に
改
め
、
仮
名
遣
い
は
現
代

仮
名
遣
い
に
改
め
た
。）

　

土
橋
の
こ
の
論
の
背
景
に
は
、
子
規
が
持
っ
て
い
た
も
の
と
同
じ
規
範
意
識
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
負
」
と
「
頁
」
は
別
で
あ
り
、正
し
く
は
「
嬾
」「
懶
」
で
あ
る
と
い
う
意
識
で
あ
る
。「
負
」
と
「
頁
」

は
別
で
あ
る
と
い
う
規
範
意
識
は
ど
こ
か
ら
生
じ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
正
し
く
は
「
嬾
」「
懶
」

で
あ
る
と
い
う
規
範
意
識
は
『
説
文
解
字
』
か
ら
来
て
い
る
。『
説
文
解
字
』
の
記
述
を
絶
対
の
規
範

意
識
と
し
て
持
つ
土
橋
は
、『
説
文
解
字
』
に
則
っ
て
い
な
い
記
述
を
非
と
す
る
が
、『
説
文
解
字
』
を

無
条
件
に
規
範
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
で
こ
の
論
は
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
先
述
の
通
り
、「
負
」

と
「
頁
」
は
別
で
あ
る
と
い
う
規
範
意
識
は
後
代
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
規
範
意
識
に
則
っ
て
引

用
の
誤
り
を
説
い
て
い
る
点
に
も
問
題
が
あ
る
。

　

土
橋
の
論
は
、
子
規
が
持
っ
て
い
た
よ
う
な
規
範
意
識
に
無
自
覚
な
ま
ま
論
じ
て
い
る
点
に
問
題
が

あ
る
。
研
究
に
お
い
て
は
、
無
意
識
の
中
に
潜
む
規
範
意
識
の
存
在
に
常
に
自
覚
的
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

四　

総
括
お
よ
び
今
後
の
課
題

　

以
上
、「
懶
」
と
「

」
の
区
別
に
つ
い
て
、
中
国
の
字
書
（
韻
書
）
を
中
心
に
見
、
日
本
の
事
例

に
関
し
て
も
い
く
つ
か
の
指
摘
を
し
て
き
た
。

　

『
集
韻
』
に
よ
っ
て
「
に
く
む
・
き
ら
う
」
と
い
う
字
義
が
追
加
さ
れ
、「
懶
」
の
字
は
二
つ
の
音
と

義
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
状
態
は
、
漢
字
運
用
に
お
い
て
不
安
定
な
状
態
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
漢
字
に
音
義
が
複
数
あ
る
場
合
、漢
字
の
運
用
に
支
障
を
き
た
す
恐
れ
が
あ
る
。

そ
こ
で
、『
四
声
篇
海
』
に
お
け
る
「
嬾
」
と
「

」
の
使
い
分
け
や
、『
字
彙
』
に
お
け
る
「
懶
」
と

「

」
の
使
い
分
け
な
ど
が
試
み
ら
れ
、
形
の
上
で
も
区
別
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
同
一
の
漢
字
に
音
義
が
複
数
あ
る
場
合
、
形
に
お
い
て
も
両
者
を
区
別
し
、
漢
字
の
運
用

を
安
定
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
力
学
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
中
国
の
字
書
（
韻
書
）
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
こ
の
説
の
日
本
に
お
け
る
享
受
の
あ

り
方
に
つ
い
て
探
る
際
に
は
、や
は
り
日
本
側
の
辞
書
類
に
つ
い
て
も
体
系
的
に
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。

試
み
に
、
い
く
つ
か
の
も
の
に
当
た
っ
て
み
た
結
果
を
少
し
示
し
て
、
今
後
の
展
望
と
し
た
い
。

　

天
治
本
『
新
撰
字
鏡
』（
書
陵
部
蔵
影
印　

大
槻
文
彦
（
校
刊
）
六
合
館　

一
九
一
六
年
）、
黒
川

本
『
色
葉
字
類
抄
』（
中
田
祝
夫
ほ
か
（
編
）『
色
葉
字
類
抄　

研
究
並
び
に
総
合
索
引
』
風
間
書
房

　

一
九
七
七
年
）、『
節
用
集
』（『
節
用
集
大
系
』
一
、
四
、
二
六
、
五
一
、
九
三
、
一
〇
〇　

大
空
社　
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一
九
九
三
～
一
九
九
五
年
）
に
関
し
て
は
、
当
該
の
字
は
見
ら
れ
て
も
、
特
に
使
い
分
け
が
行
わ
れ
て

い
る
形
跡
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。『
和
訓
栞
』（『
倭
訓
栞　

谷
川
士
清
自
筆
本　

影
印
・
研
究
・
索
引
』

三
澤
薫
生
（
編
著
）
勉
誠
出
版　

二
〇
〇
八
年
）
に
関
し
て
は
当
該
の
字
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
一
つ
、
興
味
深
い
も
の
と
し
て
は
、【
図
28
】
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
懶
」
に
つ
い
て
は
、「
オ
コ
タ
ル
」
と
い
う
和
訓
が
示
さ
れ
て
お
り
、
特
筆
す
べ
き
点
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
一
方
、「
嬾
」
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
「

」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
和
訓
は
「
モ
ノ

ウ
シ
」な
ど
を
共
通
に
持
ち
、字
義
上
の
区
別
は
な
く
、異
体
字
と
し
て
の
扱
い
の
よ
う
で
あ
る
が
、「
嬾
」

「

」
の
二
字
を
掲
げ
て
い
る
辞
書
類
は
管
見
の
限
り
見
当
た

ら
な
い
。
な
お
、『
五
本
対
照　

類
聚
名
義
抄
和
訓
集
成
』
一
、

四
（
草
川
昇
（
編
）
汲
古
書
院　

二
〇
〇
〇
、
二
〇
〇
一
年
）

に
よ
れ
ば
、「
懶
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
観
智
院
本

の
み
で
、
他
の
蓮
成
院
本
、
高
山
寺

本
、
西
念
寺
本
に
は
見
ら
れ
な
い
よ

う
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
辞
書
類
を
中
心
と
し
て

体
系
的
に
調
査
を
進
め
る
こ
と
で
、

日
本
に
お
け
る
こ
の
説
の
享
受
の
あ
り
方
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
辞
書
類
の
記
述
の
み
で
は

な
く
、
用
例
を
集
め
、
実
際
の
享
受
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
他
、
本
論
中

で
述
べ
た
課
題
と
と
も
に
、
版
本
に
関
し
て
も
、
さ
ら
に
調
査
対
象
を
増
や
す
こ
と
で
、
よ
り
正
確
な

実
態
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
懶
」
の
字
に
つ
い
て
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て

い
く
こ
と
は
、
辞
書
類
の
性
格
や
人
々
の
漢
字
に
対
す
る
意
識
を
探
る
上
で
有
益
な
も
の
と
な
る
だ
ろ

う
。
本
稿
が
そ
の
足
が
か
り
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

【
引
用
文
献
】（
引
用
順
）

『
谷
崎
潤
一
郎
随
筆
集
』（
岩
波
文
庫　

緑
五
五-

七
）
一
九
八
五

『
説
文
解
字
注
』（
段
注
本
）
上
海
古
籍
出
版
社　

一
九
八
一

『
大
廣
益
會
玉
篇
』（
張
氏
澤
存
堂
本
）
中
華
書
局　

一
九
八
七

『
唐
寫
本
王
仁
昫
刊
謬
補
缺
切
韻
』（
北
平
國
立
故
宮
博
物
院
本
）
廣
文
書
局　

一
九
六
四

『
龍
龕
手
鏡
』（
高
麗
本
）
中
華
書
局　

一
九
八
五

『
重
校
宋
本
廣
韻
』（
宋
本
廣
韻　

張
氏
重
刊　

澤
存
堂
藏
版
）
廣
文
書
局　

一
九
六
一
（
第
二
版
）

『
鉅
宋
廣
韻
』（
上
海
圖
書
館
藏
宋
刻
本
影
印
）
上
海
古
籍
出
版
社　

一
九
八
三

『
廣
韻　

五
巻
』（
上
海
涵
芬
樓
借
海
鹽
張
氏
渉
園
藏
宋
刊
本
）
出
版
社
・
出
版
年
不
明　

※
タ
イ
ト
ル
は
内
題

に
よ
る
。
そ
の
他
の
タ
イ
ト
ル
は
『
宋
本
廣
韻
（
題
箋
）』『
廣
韵
（
扉
）』。

『
集
韻
』（
日
本
宮
内
廳
書
陵
部
藏
宋
刊
本
）
綫
裝
書
局　

二
〇
〇
一

『
集
韻
』（
北
京
図
書
館
藏
宋
朝
刻
本
）
中
華
書
局　

一
九
八
五

『
集
韻
』（
上
海
図
書
館
藏
述
古
堂
影
宋
鈔
本
）
上
海
古
籍
出
版
社　

一
九
八
三

『
類
篇　

附
索
引
』（
上
海
圖
書
館
藏
汲
古
閣
影
宋
鈔
本
）
上
海
古
籍
出
版
社　

一
九
八
八

『
中
国
学
芸
大
事
典
』
近
藤
春
雄　

大
修
館
書
店　

一
九
七
八

『
校
訂
五
音
集
韻
』（
崇
慶
新
改
併
五
音
集
韻
影
印
）
中
華
書
局　

一
九
九
二

『
大
明
正
徳
乙
亥
重
刊
改
併
五
音
集
韻
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
）「
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」h
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【
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院
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類
聚
名
義
抄
』

同
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『
五
音
類
聚
四
声
篇
海
』（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）「
京
都
大
学
電
子
図
書
館
」h
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://ed
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『
字
彙　

字
彙
補
』（
上
海
圖
書
出
版
社
圖
書
館
所
藏
靈
隠
寺
刻
本
）
上
海
辭
書
出
版
社　

一
九
九
一

小
川
環
樹
「
中
国
の
字
書
」（
貝
塚
茂
樹
・
小
川
環
樹
（
編
）『
中
国
の
漢
字
』
中
央
公
論
社　

一
九
八
一
）

『
正
字
通
』（
弘
文
書
院
刊
本
）
東
豐
書
店　

一
九
九
六

『
欒
城
集
』（
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
（
近
衛
文
庫
））「
京
都
大
学
電
子
図
書
館
」h

ttp
://ed
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『
王
引
之
校
改
本
康
煕
字
典
』
上
海
古
籍
出
版
社　

一
九
九
六

『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
第
二
二
九
册　

臺
灣
商
務
印
書
館　

一
九
八
三
～
一
九
八
六

『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
第
二
三
六
册　

臺
灣
商
務
印
書
館　

一
九
八
三
～
一
九
八
六

『
私
版　

日
本
辞
書　

言
海
』
第
四
冊　

大
修
館
書
店　

一
九
七
九

『
稿
本　

日
本
辞
書　

言
海
』
第
三
巻　

大
修
館
書
店　

一
九
七
九

正
岡
子
規
『
墨
汁
一
滴
』（
岩
波
文
庫　

緑
一
三
―
四
）
一
九
八
四

『
隷
書
大
字
典
』
伏
見
冲
敬
（
編
）
角
川
書
店　

一
九
八
九

『
大
字
源
』
尾
崎
雄
二
郎
他
（
編
）
角
川
書
店　

一
九
九
二

『
大
漢
和
辞
典
』
四　

諸
橋
轍
次　

大
修
館
書
店　

一
九
五
七

土
橋
八
千
太
「
康
煕
字
典
の
修
正
に
就
い
て
」（『
斯
文
』
第
二
十
三
篇
第
二
十
三
号　

一
九
四
一
）

『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書　

和
書
之
部　

類
聚
名
義
抄
』
三
二
、三
三　

天
理
大
学
出
版
部　

一
九
七
六


