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「
云
」
に
な
つ
て
片
方
は
「
寸
」
に
な
つ

て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。
ま
た
仏
（
佛
）
と
沸
、

独
（
獨
）
と
濁
の
や
う
に
、
整
理
が
不
統

一
の
も
の
も
あ
り
ま
す
」（「
當
用
漢
字
に
つ

い
て
」・
字
体
仮
名
遣
ひ
原
文
通
り
）
と
新
字

体
を
批
判
さ
れ
て
ゐ
た
。
旧
字
体
を
知
れ

ば
漢
字
の
知
識
は
幾
重
に
も
深
ま
る
の
に
、

今
の
大
学
生
は
忌
避
す
る
。

と
は
い
へ
現
代
で
は
高
校
で
古
文
も
漢

文
も
学
習
し
な
か
っ
た
と
い
ふ
大
学
生
も

多
い
ら
し
い
。
そ
の
た
め
国
文
学
専
攻
の

学
部
に
於
い
て
も
古
典
文
法
の
授
業
を
設

け
て
ゐ
る
と
い
ふ
有
様
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
中
国
語
ど
こ
ろ
か
国
語
使
用

も
お
ぼ
つ
か
な
く
な
る
。
最
近
の
親
は
子

の
名
付
け
に
使
ひ
た
い
漢
字
と
し
て
「
胱
」

「
腥
」
を
挙
げ
る
の
が
ゐ
る
と
言
ふ
。
字
面

が
月
や
光
や
星
で
美
し
い
と
思
っ
た
か
ら

だ
さ
う
だ
が
、
こ
れ
は
「
膀
胱
」
の
「
胱
」

だ
し
、「
腥
」
は
「
生
臭
い
」「
醜
い
」
意

味
で
、「
腥
聞
」
と
は
品
行
が
悪
い
と
い
ふ

噂
の
こ
と
だ
。
こ
れ
ら
の
部
首
が
「
月
」

で
は
な
く
「
腸
」「
肝
」「
肛
」
な
ど
と
同

類
の
「
肉に

く

月づ
き

」
で
あ
る
こ
と
す
ら
知
ら
ぬ

大
人
が
ゐ
る
。
碌
に
漢
和
辞
典
を
引
い
た

こ
と
も
な
い
の
だ
ら
う
。

国
語
力
の
低
下
は
歴
史
か
ら
の
寸
断
で
、

延
い
て
は
国
力
の
衰
退
に
も
繋
が
る
。
小

学
校
か
ら
英
語
を
、
な
ど
と
言
っ
て
ゐ
る

場
合
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
充
分

な
国
語
力
を
持
た
な
け
れ
ば
上
述
の
通
り

外
国
語
学
習
な
ど
無
理
な
の
だ
。

（
二
松
學
舍
大
学
特
任
准
教
授
）

が
見
た
目
に
分
り
易
い
の
だ
か
ら
繁
体
字

で
勉
強
し
た
く
な
い
か
、
と
尋
ね
た
ら
首

肯
し
た
の
は
一
割
も
を
ら
ず
、
そ
の
他

は
難
し
い
か
ら
嫌
だ
と
言
ふ
。
簡
体
字
の

「
药
」
よ
り
は
繁
体
字
の
「
藥
」、
同
様
に

「
伞
」
よ
り
は
「
傘
」、「
飞
机
」
よ
り
は

「
飛
機
（
日
訳
：
飛
行
機
）」
の
方
が
遙
か
に

親
し
み
易
い
は
ず
だ
が
、
彼
等
は
「
學
」

「
醫
」「
聲
」
等
の
字
を
見
る
と
辟
易
し
て

し
ま
ふ
。
か
と
い
っ
て
簡
体
字
な
ら
間
違

ひ
な
く
書
け
る
と
い
ふ
わ
け
で
は
決
し
て

な
い
。
試
験
の
答
案
で
は
誤
字
だ
ら
け
で

あ
る
。「
本
」
を
中
国
語
で
は
「
书
」
と

言
ふ
が
、
こ
れ
は
「
書
」
の
草
書
体
を
活

字
体
に
し
た
も
の
だ
。
授
業
で
そ
れ
を
説

明
し
て
も
平
気
で
「
弟
」「
弔
」
な
ど
と

書
く
学
生
が
ゐ
る
。
近
頃
の
学
生
は
読
書

な
ど
し
な
い
か
ら
本
に
対
し
て
弔
辞
を
述

べ
た
つ
も
り
だ
ら
う
か
。

こ
の
状
態
は
漢
学
塾
が
由
来
と
な
っ
て

ゐ
る
我
が
母
校
で
も
、
現
在
教
へ
て
ゐ
る

他
の
三
つ
の
大
学
で
も
学
生
気
質
に
差
異

は
感
じ
ら
れ
な
い
。
学
生
時
代
に
教
へ
を

請
ふ
た
儒
学
者
の
宇
野
精
一
先
生
は
「
新

漢
字
に
な
つ
た
た
め
に
文
字
の
系
統—

漢
字
に
は
必
ず
系
統
が
あ
る
の
で
す
が
、

そ
れ
が
メ
チ
ャ
メ
チ
ャ
に
な
つ
て
し
ま
つ

た
。（
中
略
）
團
體
の
「
團
」
は
中
に
寸
を

書
く
、
本
来
は
「
專
」
を
書
い
た
。
自
轉

車
も
「
轉
」
な
の
に
今
は
「
転
」、
傳
統
の

「
傳
」
も
「
伝
」
で
す
。
こ
れ
ら
の
文
字

に
は
一
連
の
發
音
上
の
關
係
が
あ
つ
て
さ

う
い
ふ
字
が
出
來
て
ゐ
る
の
に
、
片
方
は

字
体
の
違
ひ
を
一
文
字
か
ら
他
へ
応
用
し

よ
う
と
す
る
意
識
も
な
い
の
だ
。

簡
略
化
の
結
果
、
複
数
の
漢
字
が
同
一

字
体
と
な
っ
て
し
ま
ふ
こ
と
も
少
な
く
な

い
（
日
本
で
「
辨
」「
辯
」「
瓣
」
が
全
て

常
用
漢
字
「
弁
」
と
な
っ
た
如
く
）。
携
帯

電
話
は
中
国
語
で
「
手
机
」
と
書
か
れ
る

が
、「
机
」
は
「
機
」
の
簡
体
字
で
あ
っ
て

「
つ
く
え
」
と
は
無
関
係
だ
。
し
か
し
大
学

生
は
悉
く
こ
れ
を
「
て
づ
く
え
」
と
思
ひ

込
ん
で
ゐ
る
。
電
話
が
何
故
「
机
」
に
な

る
か
疑
問
に
思
ひ
調
べ
よ
う
と
は
し
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
教
科
書
の
簡
体
字
と
共
に

繁
体
字
（
所
謂
「
旧
漢
字
」
の
意
。
台
湾
で

華
語
の
表
記
に
用
ひ
ら
れ
る
）
を
教
へ
よ
う

と
思
ひ
立
ち
、
別
刷
り
の
教
材
を
自
作
で

用
意
し
た
。
こ
れ
な
ら
ば
簡
体
字
「
谢
谢

（
有
難
う
）」「
请
问
（
お
尋
ね
し
ま
す
）」
は
、

繁
体
字
で
「
謝
謝
」「
請
問
」
と
な
り
一

目
瞭
然
、
字
義
を
意
識
で
き
る
。
と
こ
ろ

が
こ
れ
で
授
業
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
殆
ど

の
大
学
生
は
拒
絶
反
応
を
示
す
。
台
湾
に

親
近
感
を
持
つ
若
者
は
多
い
し
、
こ
の
方

大
学
で
隣
の
大
国
の
言
語
を
教
へ
て
二

十
年
に
な
る
が
、
こ
こ
数
年
の
大
学
生
の

国
語
、
中
で
も
漢
字
の
知
識
の
低
下
に
は

驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
東
洋
学
者
の
加
地

伸
行
先
生
が
嘗
て
新
聞
紙
上
で
「
現
代
の

大
学
生
は
ま
る
で
ア
ラ
ビ
ア
語
の
や
う
な

未
知
の
言
語
を
学
ぶ
姿
勢
で
中
国
語
に
取

り
組
む
」
と
嘆
か
れ
て
ゐ
た
が
、
正
に
そ

の
思
ひ
を
強
く
す
る
。

現
代
中
国
語
で
は
簡
略
化
し
た
漢
字

（
簡
体
字
）
を
用
ひ
る
。
日
本
語
か
ら
類
推

で
き
ぬ
字
体
も
確
か
に
存
在
す
る
が
自

ら
調
べ
れ
ば
、
或
い
は
調
べ
な
く
と
も
考

へ
れ
ば
見
当
は
付
く
の
に
、
彼
等
は
そ
ん

な
努
力
は
し
な
い
。
例
へ
ば
「
言ご

ん

偏べ
ん

」
の

付
く
「
請
」「
説
」「
謝
」
は
簡
体
字
な
ら

「
请
」「
说
」「
谢
」
で
あ
る
が
、
彼
等
は
そ

の
簡
体
字
の
由
来
す
ら
考
へ
ず
に
一
字
づ

つ
新
た
な
文
字
と
し
て
覚
え
よ
う
と
す
る
。

学
習
歴
二
年
以
上
の
優
秀
な
学
生
が
あ
る

時
、「
请
」
と
「
清
」
は
違
ふ
字
で
す
か
、

と
言
ひ
出
し
た
の
に
は
呆
れ
て
し
ま
っ
た
。

漢
字
の
意
味
を
考
へ
て
を
ら
ず
、
彼
我
の

  

大
学
生
に
見
る
国
語
力
の
低
下

　
　 —

英
語
教
育
よ
り
国
語
を—

 

永 

井 

鉄 

郎




