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三
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二
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成
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四
、
花
鳥
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）
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（
二
）「
随
物
造
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の
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成

　
（
三
）
徐
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、
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の
相
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に
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て

五
、
花
鳥
画
の
発
展

　
（
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）「
景
物
交
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」
の
結
実

　
（
二
）
造
景
と
立
意

結
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は
じ
め
に

　
（
一
）
問
題
提
起

　

唐
宋
間
に
、
絵
画
の
成
果
に
お
い
て
時
代
を
分
か
つ
よ
う
な
改
変
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
今
日
の
学
界
は
、
唐
宋
両
代
に
お
け
る
様
々
な
結
実
の
比
較
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
研
究
者
の
歴
史
分
期
に
関
す
る
研
究
を
発
端
と
し
て
い
る
。
こ
の
考
察
は
、

内
藤
湖
南
、
宮
崎
市
定
が
唐
宋
の
発
展
段
階
を
区
分
し
、「
唐
宋
変
革
論
」
を
さ
ら
に
発

展
さ
せ
て
以
来
、
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
）
（
（

。
こ
の
論
題
に
対
す
る
学
界
の
反
響
は
甚

だ
し
く
、
絵
画
史
方
面
で
も
そ
れ
に
関
連
し
た
進
展
が
見
ら
れ
る
）
（
（

。
本
論
は
こ
う
し
た
考

察
の
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
唐
か
ら
宋
ま
で
の
花
鳥
を
題
材
と
し
た
絵
画
の
発
展
と
変
化

を
探
り
、
花
鳥
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
成
立
、
画
風
に
見
ら
れ
る
表
現
と
そ
の
変
化
、
そ

し
て
そ
れ
が
い
か
に
用
い
ら
れ
た
か
等
に
つ
い
て
見
解
を
提
示
す
る
。

　

な
ぜ
我
々
は
、
花
鳥
題
材
の
成
熟
に
着
目
す
べ
き
な
の
か
。
い
わ
ゆ
る
「
花
鳥
」
と
い

う
語
は
、
唐
代
の
絵
画
史
文
献
に
早
く
も
見
出
さ
れ
、
そ
れ
に
は
作
品
と
画
家
に
つ
い
て

も
記
載
さ
れ
て
い
る
）
（
（

。
し
か
し
絵
画
史
文
献
の
記
述
を
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
記
録
と
重

視
の
さ
れ
方
に
お
い
て「
山
水
」題
材
と
大
き
な
差
が
あ
る
。
張
彦
遠
の『
歴
代
名
画
記
』

都
甲
さ
や
か
訳
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二

（
大
中
七
年
〈
八
五
三
〉
頃
）「
論
画
山
水
樹
石
」
は
「
山
水
の
変
は
、吳
（
道
玄
。
六
八
五
？

～
七
五
八
頃
）
に
始
ま
り
、
二
李
（
李
思
訓
〈
六
五
三
～
七
一
八
〉
と
李
昭
道
〈
八
世
紀
前
半

に
活
躍
〉）
に
成
る
」
と
述
べ
）
（
（

、
唐
代
中
期
に
は
す
で
に
山
水
画
に
重
大
な
変
化
が
起
こ

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
張
彦
遠
は
、
こ
れ
に
比
し
て
花
鳥
画
の
発
展
に

つ
い
て
は
多
く
を
記
し
て
お
ら
ず
、
花
鳥
画
と
山
水
画
を
同
等
視
し
て
は
い
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
、北
宋
中
期
に
至
っ
て
よ
う
や
く
一
変
す
る
。
郭
若
虚『
図

画
見
聞
誌
』（
熙
寧
七
年
〈
一
〇
七
四
〉
序
）「
論
古
今
優
劣
」
に
「
若
し
山
水
林
石
、
花

竹
禽
魚
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち
古
は
近
に
及
ば
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
）
（
（

、
絵
画
史
に
お
け
る
花

鳥
の
地
位
評
価
が
向
上
し
て
山
水
画
に
並
ぶ
も
の
と
な
り
、
花
鳥
画
と
山
水
画
は
、
古
人

に
勝
る
近
代
人
の
達
成
と
さ
れ
て
い
る
。
北
宋
中
期
の
絵
画
史
論
者
に
と
っ
て
、
花
鳥
画

は
も
は
や
軽
視
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
山
水
画
と
同
等
の
地
位
に
昇
り
、
す
で
に
古
人
が

成
し
と
げ
た
も
の
を
超
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
張
彦
遠
か
ら
郭
若
虚
に
至
る
ま
で
、

八
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
中
葉
ま
で
の
異
な
る
画
題
に
対
す
る
評
価
は
、
ま
さ
に
花
鳥
題
材

が
絵
画
史
の
中
で
高
い
地
位
を
得
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　

唐
宋
間
に
お
け
る
花
鳥
画
の
発
展
と
変
化
は
、
絵
画
史
が
評
価
す
る
系
統
の
変
化
に
明

示
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
絵
画
題
材
の
系
統
の
発
展
変
化
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
そ
の
進

展
は
、
ま
さ
に
「
山
水
」「
花
鳥
」
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
概
念
が
次
第
に
発
展
し
、
整

っ
た
系
統
と
な
る
ま
で
の
過
程
で
あ
る
）
（
（

。
十
二
世
紀
初
頭
に
編
纂
さ
れ
た
徽
宗
（
在
位
一

一
〇
〇
～
一
一
二
五
）の
宣
和
内
府
に
お
け
る
所
蔵
絵
画
目
録『
宣
和
画
譜
』に
は
、「
花
鳥
」

一
部
門
が
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
点
数
は
二
七
〇
〇
点
余
り
と
最
も
多
く
、
そ
の
他
の

部
門
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
過
程
の
最
も
良
い
証
左
と
な
る
だ
ろ
う
）
（
（

。

　

し
か
し
、
北
宋
末
の
宮
廷
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
は
花
鳥
画
の
点
数
が
首
位
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
今
日
現
存
す
る
作
品
は
非
常
に
限
ら
れ
、
特
に
北
宋
以
前
の
作
例
は
少
な
い
。
以

前
で
あ
れ
ば
こ
の
時
期
の
唐
宋
花
鳥
画
史
に
関
し
て
は
、
き
わ
め
て
少
数
の
伝
承
作
を
も

と
に
肉
付
け
す
る
し
か
な
く
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
論
じ
る
こ
と
の
で
き
る
絵
画
史
の
状

況
も
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
十
年
間
、
唐
五
代
の
葬
墓
壁
画
が
次
々
に
出

土
し
た
こ
と
で
、
我
々
の
視
野
が
広
が
っ
た
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
我
々
の
こ
れ
ま
で
の

花
鳥
画
史
に
対
す
る
把
握
の
見
直
し
が
試
み
ら
れ
た
。
実
際
、
以
下
の
二
つ
の
要
素
に
つ

い
て
、
花
鳥
画
史
の
論
述
に
変
化
が
表
わ
れ
た
。
一
つ
は
現
存
作
品
の
欠
如
、
い
ま
一
つ

は
「
写
実
」
の
枠
組
み
で
花
鳥
画
の
発
展
を
語
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
出
土
資
料
に
よ

り
進
展
を
促
さ
れ
、
後
者
す
な
わ
ち
「
写
実
に
近
づ
く
こ
と
を
花
鳥
画
の
発
展
と
す
る
従

来
の
基
準
」は
、考
古
資
料
の
増
加
に
よ
り
さ
ら
な
る
挑
戦
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
挑
戦
は
、「
写
実
」
に
対
す
る
判
断
が
主
観
的
意
見
に
左
右
さ
れ
が
ち
で
、

前
後
の
序
列
を
整
然
と
揃
え
る
一
個
の
規
範
を
容
易
に
打
ち
立
て
ら
れ
な
い
こ
と
に
一
部

起
因
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
出
土
資
料
の
増
加
が
、
相
対
応
す
る
時
間
の
序
列
、「
写

実
様
式
」
の
判
別
に
基
づ
く
表
現
の
序
列
に
お
い
て
、
矛
盾
や
難
解
な
問
題
、
諸
説
紛
々

の
混
乱
し
た
状
況
を
生
む
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
）
（
（

。
こ
う
し
た
、
写
実
に
基
づ
く
論
述
が

美
術
史
研
究
に
与
え
た
制
限
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
研
究
の
深
化
が
待
た
れ
、
本
論
の
主

旨
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
）
（
（

。
し
か
し
花
鳥
画
史
の
発
展
を
考
慮
す
れ
ば
、
画
中
の
題
材

が
自
然
景
観
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、「
写
実
」
の
追
及
は
、
自
然
の
模
倣
と
参

照
と
い
う
問
題
と
、
い
く
ら
か
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ

も
ま
た
、
時
代
を
跨
い
で
共
通
に
目
標
と
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
花
鳥
題
材
が
最
も
急
速
に
発
展
し
た
八
～
十
一
世
紀
の
四
〇
〇
年
間
に
お
い
て
、
た

だ
「
写
実
」
傾
向
と
い
う
解
釈
の
枠
組
み
だ
け
か
ら
、
注
目
に
値
す
る
段
階
的
な
差
異
が

あ
る
か
を
確
認
す
る
の
は
実
の
と
こ
ろ
難
し
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
八
～
十
一
世
紀
に
お
け

る
花
鳥
題
材
の
興
隆
は
、
こ
の
時
期
が
ま
さ
に
「
絵
画
」
と
い
う
分
野
の
確
立
期
で
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
花
鳥
画
が
絵
画
に
な
っ
て
い
く
発
展
過
程
で
も

あ
っ
た
。
た
だ
ど
れ
だ
け
自
然
物
を
正
確
に
写
し
取
れ
て
い
る
か
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
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三

そ
れ
が
目
に
見
え
て
明
確
な
指
標
で
あ
っ
て
も
、
花
鳥
画
が
い
つ
頃
確
立
し
、
ま
た
い
つ

新
た
な
段
階
へ
の
発
展
変
化
が
あ
っ
た
か
を
指
摘
す
る
の
は
難
し
い
。
従
っ
て
本
論
で

は
、「
造
景
」
を
分
析
す
る
手
段
を
提
示
す
る
。
こ
れ
は
画
面
表
現
に
基
づ
く
考
察
方
法

で
あ
り
、
花
鳥
題
材
が
い
か
に
し
て
絵
画
作
品
と
な
る
か
を
重
要
な
論
点
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
観
察
分
析
は
、
あ
ら
ゆ
る
花
鳥
題
材
に
お
け
る
発
展
の
収
集
整
理
を
目

標
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
花
鳥
題
材
が
、
い
か
に
し
て
文
様
装
飾
に
配
さ
れ
る

一
要
素
か
ら
絵
画
作
品
へ
と
発
展
変
化
し
た
か
、
特
に
そ
の
過
程
に
注
目
す
る
も
の
で
あ

り
、
ま
た
画
面
構
成
に
着
目
し
た
分
析
方
法
で
も
あ
る
。

　

本
論
は
こ
の
「
造
景
」
の
考
察
を
通
し
て
、
八
～
十
一
世
紀
花
鳥
画
史
の
発
展
の
重
要

な
成
果
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、「
花
鳥
画
」
の
成
立
過
程
と
、
そ
の
中
の

各
段
階
で
生
じ
る
発
展
変
化
を
見
て
い
く
。「
花
鳥
画
」
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
学
界

で
も
意
見
の
一
致
を
見
な
い
が
、
原
因
は
実
の
と
こ
ろ
そ
の
判
断
基
準
に
あ
る
。
本
論
で

は
か
な
り
厳
格
な
定
義
を
採
用
し
、
画
の
題
材
と
な
る
モ
チ
ー
フ
の
出
現
を
指
標
と
せ

ず
、「
画
面
の
単
元
」、
つ
ま
り
画
面
を
成
り
立
た
せ
る
個
々
の
モ
チ
ー
フ
を
意
識
し
た
構

成
で
あ
る
か
ど
う
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
画
面
構
想
の
際
に
、「
画
面
」
を
一
つ
の
「
枠

組
み
」
の
あ
る
平
面
と
し
て
意
識
的
に
捉
え
、
そ
の
平
面
上
の
各
々
の
「
単
元
」
が
、
い

か
に
共
同
で
一
つ
の
要
求
に
応
え
う
る
「
画
面
」
を
構
成
し
て
い
る
か
に
着
目
す
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
本
論
に
お
け
る
「
造
景
」
に
着
目
し
た
分
析
が
有
益
な
助
け
と
な
る
だ
ろ

う
。「
画
面
」
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、「
造
景
」
も
ま
た
、
画
家
が
意
識
的
に
画
面
上

に
「
画
面
の
単
元
」
を
配
置
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
他
、
本
論
は
花
鳥
画
の
発
展
過
程
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
成
果
を
、
以
下

の
要
項
を
含
め
て
分
析
す
る
。
ま
ず
一
つ
目
、
八
～
九
世
紀
ま
で
の
間
に
、
花
鳥
題
材
が

い
か
に
し
て
人
物
画
、
装
飾
文
様
等
の
異
な
る
範
疇
の
中
か
ら
発
展
し
て
い
っ
た
か
を
述

べ
る
。
そ
し
て
二
つ
目
、
九
～
十
世
紀
前
後
に
お
け
る
「
随
物
造
景
」（
物
に
随
い
て
景
を

造
る
）
手
法
の
成
熟
に
つ
い
て
は
、
モ
チ
ー
フ
を
そ
の
生
物
的
特
性
に
従
っ
て
、
画
中
の

景
観
に
配
置
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
花
鳥
画
が
独
立
し
て
絵
画
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
な
る
基

礎
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
三
つ
目
に
は
、
十
世
紀
後
半
の
黄
筌
（
？
～
九
六
五
）、
黄

居
寀
（
九
三
三
～
九
九
三
�
）
父
子
と
い
っ
た
画
家
の
達
成
に
よ
っ
て
、
元
々
の
「
随
物

造
景
」
の
成
果
が
一
世
紀
を
経
て
発
展
し
、
後
の
十
一
世
紀
に
至
っ
て
崔
白
（
一
〇
六
一

～
一
〇
八
八
頃
に
活
躍
）
の
筆
の
も
と
、
さ
ら
に
「
情
景
交
融
」、
つ
ま
り
情
趣
と
画
中
景

観
の
交
融
の
追
求
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。こ
の
い
わ
ゆ
る「
情
景
交
融
」

に
つ
い
て
は
、
文
学
の
分
析
を
一
部
用
い
て
い
る
が
、
画
に
内
包
さ
れ
た
意
趣
を
語
る
こ

と
に
限
定
せ
ず
、「
画
面
」
上
の
構
成
が
「
随
物
造
景
」
の
時
と
異
な
る
こ
と
を
強
調
し

た
い
。
す
な
わ
ち
、
各
々
の
モ
チ
ー
フ
が
、
そ
の
特
性
に
従
い
「
画
面
の
単
元
」
と
な
っ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
各
々
の
「
単
元
」
間
の
交
流
、
そ
れ
が
一
つ
の
「
交
融
」
す
る
全

体
を
成
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
景
観
か
ら
離
れ
た
意
趣
や
寓
意
を
表
す
こ
と
が

で
き
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
本
論
で
は
こ
う
し
た
異
な
る
段
階
を
見
て
い
き
つ
つ
、「
造

景
」
が
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
の
修
正
と
発
展
に
従
っ
て
、
花
鳥
画
が
唐
宋
間
に
育
ま
れ
て

成
立
し
、
そ
し
て
発
展
す
る
過
程
を
見
て
い
く
。
本
論
で
は
こ
う
し
た
一
連
の
発
展
を
探

る
こ
と
で
、
唐
宋
時
代
に
お
け
る
「
花
鳥
画
の
変
」
と
そ
の
揺
籃
の
流
れ
、
影
響
と
絵
画

史
に
お
け
る
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
（
二
）
研
究
の
現
況

　

唐
か
ら
北
宋
ま
で
の
絵
画
史
に
見
ら
れ
る
花
鳥
題
材
の
研
究
は
、
二
十
世
紀
中
葉
以

降
、
膨
大
な
考
古
資
料
に
よ
っ
て
次
々
に
増
補
さ
れ
、
そ
の
研
究
成
果
は
す
で
に
相
当
の

蓄
積
が
あ
る
。
考
古
資
料
を
通
し
て
、
研
究
者
は
多
く
の
唐
墓
壁
画
に
人
物
行
列
、
出
猟

と
い
っ
た
題
材
が
見
ら
れ
る
こ
と
の
他
、
花
鳥
題
材
が
唐
代
に
は
す
で
に
盛
ん
に
用
い
ら

れ
、
発
展
を
見
せ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
（（
（

。
そ
の
う
ち
本
論
で
考
察
す
る
八
～
十
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一
世
紀
に
お
け
る
花
鳥
画
の
発
展
に
関
連
す
る
研
究
、
す
な
わ
ち
唐
の
中
・
晩
期
、
五
代

か
ら
北
宋
に
至
る
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
も
、
多
く
の
研
究
者
が
現
存
す
る
絵
画
史
文
献

と
出
土
資
料
を
総
合
的
に
考
察
し
、
異
な
る
面
か
ら
花
鳥
画
史
の
重
要
な
課
題
を
整
理
し

よ
う
と
し
て
い
る
）
（（
（

。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
学
界
が
関
心
を
向
け
て
き
た
課
題
の
一
つ
で
あ
る

「
花
鳥
画
」
の
起
源
と
、
そ
の
成
立
時
期
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

　

前
述
の
通
り
、
花
鳥
画
の
起
源
と
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
そ
の
判
断
基
準

も
異
な
っ
て
い
る
。
花
鳥
の
モ
チ
ー
フ　
�
�　
禽
鳥
・
植
物
と
い
っ
た
題
材　
�
�　
が
描
か

れ
る
時
期
に
つ
い
て
、
金
維
諾
氏
、
宮
崎
法
子
氏
ら
は
、
各
種
工
芸
品
に
見
ら
れ
る
古
代

初
期
の
例
を
挙
げ
て
い
る
）
（（
（

。
し
か
し
こ
う
し
た
工
芸
品
の
表
現
と
、
唐
以
後
に
見
ら
れ

る
花
鳥
題
材
に
は
差
異
が
あ
る
。
エ
レ
ン
・
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
・
レ
イ
ン
（Ellen Johnston 

Laing

）
氏
は
、
十
世
紀
以
前
の
考
古
資
料
に
基
づ
き
、
唐
代
の
敦
煌
壁
画
と
葬
墓
壁
画
、

各
種
の
器
物
に
見
ら
れ
る
花
鳥
題
材
を
、
互
い
に
交
錯
し
連
な
る
発
展
の
一
つ
の
流
れ
と

見
て
考
察
し
た
。
レ
イ
ン
氏
は
、
こ
の
花
鳥
画
発
展
の
流
れ
の
起
源
に
つ
い
て
、
商
周
、

秦
漢
時
代
の
器
物
文
様
装
飾
と
の
関
係
は
比
較
的
少
な
く
、
南
北
朝
以
来
の
仏
教
美
術
か

ら
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
し
た
）
（（
（

。こ
の
見
解
は
非
常
に
重
要
で
、レ
イ
ン
氏
は
明
ら
か
に
、

花
鳥
モ
チ
ー
フ
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
花
鳥
モ
チ
ー
フ
の
表
現
形
態
の
観
察
に
重
き
を
置

い
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
秦
代
以
前
の
美
術
に
表
わ
れ
た
花
鳥
モ
チ
ー
フ
の
重
要

性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
花
鳥
モ
チ
ー
フ
の
出
現
と
花
鳥
画
の
成
立
は
同
じ
で
な

い
こ
と
に
つ
い
て
、
我
々
に
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
考
察
を
促
す
。
花
鳥
題
材
は
装
飾
文
様

の
一
種
と
し
て
、
花
鳥
画
史
の
発
展
と
相
互
に
影
響
し
合
っ
た
も
の
の
、
両
者
は
必
ず
し

も
同
じ
流
れ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
花
鳥
題
材
と
装
飾
文
様
、
こ
の
両
者
の
関

係
は
交
錯
し
合
う
複
雑
な
も
の
で
、
時
代
的
な
発
展
の
序
列
の
問
題
、
地
域
間
の
文
化
交

流
の
影
響
な
ど
、
そ
の
他
の
方
面
に
も
視
野
を
広
げ
て
の
さ
ら
な
る
研
究
の
深
化
が
期
待

さ
れ
る
）
（（
（

。

　

花
鳥
画
の
起
源
を
め
ぐ
る
思
索
は
、
研
究
者
達
が
、
花
鳥
文
様
装
飾
と
花
鳥
画
の
間
の

複
雑
な
関
係
に
つ
い
て
論
じ
考
察
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
レ
イ
ン
氏
は
、
花
鳥
画
様
式
の

成
立
問
題
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
シ
カ
・
ロ
ー
ソ
ン
（Jessica R

aw
son

）
氏
に
よ
る
唐
代
金
銀

器
の
文
様
の
研
究
成
果
を
参
考
に
、
何
家
村
で
発
見
さ
れ
た
金
銀
杯
に
見
ら
れ
る
花
鳥
文

様
を
例
と
す
る
、
花
鳥
題
材
が
人
物
イ
メ
ー
ジ
か
ら
離
れ
独
立
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る

も
の
に
注
目
し
た
）
（（
（

。
レ
イ
ン
氏
は
、
八
世
紀
初
期
に
、
も
と
は
画
面
構
成
の
中
心
軸
で
あ

っ
た
人
物
像
が
花
卉
禽
鳥
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
始
め
、
新
た
な
花
鳥
の
構
成
パ
タ
ー
ン
が

育
ま
れ
た
と
推
察
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
表
現
は
、
次
第
に
花
卉
禽
鳥
の
自
然
な

様
態
の
描
写
を
重
ん
じ
る
よ
う
に
な
り
、
八
世
紀
に
は
花
鳥
画
の
態
が
形
作
ら
れ
始
め
、

さ
ら
に
は
金
銀
器
や
染
織
品
、
壁
画
な
ど
、
異
な
る
媒
体
に
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
）
（（
（

。

実
際
、
八
世
紀
に
徐
々
に
現
わ
れ
始
め
た
、
し
ば
し
ば
画
面
中
央
に
主
要
モ
チ
ー
フ
を
置

く
花
鳥
構
図
モ
デ
ル
「
中
軸
対
称
構
図
」
は
、
こ
の
後
た
び
た
び
踏
襲
さ
れ
る
表
現
技
法

と
な
る
。
レ
イ
ン
氏
は
遼
墓
壁
画
に
見
ら
れ
る
花
鳥
題
材
の
分
析
を
通
し
て
、
こ
の
技
法

が
遼
墓
に
お
い
て
も
引
き
続
き
用
い
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
）
（（
（

。

　

起
源
の
問
題
の
他
に
、
日
に
日
に
増
加
す
る
考
古
資
料
の
発
見
に
刺
激
さ
れ
、
研
究
者

達
は
絵
画
史
文
献
を
め
ぐ
る
課
題
に
取
り
組
み
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
唐
代
に
お
け
る
花

鳥
題
材
の
結
実
に
つ
い
て
議
論
し
た
研
究
は
非
常
に
豊
富
で
あ
り
、
多
数
の
研
究
者
が
、

絵
画
史
文
献
と
出
土
品
の
関
係
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
、
そ
の
中
で
薛
稷
（
六
四
九
～
七

一
三
）
の
六
鶴
様
式
、
花
鳥
画
の
大
家
で
あ
っ
た
辺
鸞
（
八
世
紀
後
半
～
九
世
紀
初
頭
に
活

躍
）
の
画
風
な
ど
が
注
目
さ
れ
て
き
た
）
（（
（

。
小
川
裕
充
氏
は
、
自
ら
の
慶
陵
遼
墓
壁
画
に
関

す
る
研
究
と
関
連
付
け
、
唐
の
薛
稷
の
六
鶴
様
式
と
、
四
季
を
時
系
列
に
配
す
る
表
現
が

関
係
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
花
鳥
画
の
表
現
を
時
間
と
空
間
の
構
成
シ
ス
テ
ム
に
お
い

て
考
察
、
唐
宋
花
鳥
画
に
お
け
る
画
面
構
成
の
系
譜
の
変
化
に
つ
い
て
論
じ
た
）
（（
（

。
小
川
氏

は
、
花
鳥
の
様
式
に
注
目
す
る
中
で
、
造
形
形
式
に
限
ら
ず
、
そ
の
様
式
の
内
包
す
る
意
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味
に
つ
い
て
指
摘
を
試
み
た
が
、
成
功
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
唐
宋
花
鳥
画
研
究
に
新

し
い
視
野
を
開
い
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
花
鳥
題
材
の
内
包
す
る
意
味
に
つ
い
て
の
研

究
は
重
要
で
、
レ
イ
ン
氏
は
二
〇
〇
三
年
、
考
古
資
料
を
も
と
に
晩
唐
、
宋
、
遼
代
の
花

鳥
題
材
の
発
展
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
見
解
を
加
え
た
。
そ
の
中
で
氏
は
、
九
世
紀
よ
り
花

鳥
題
材
が
葬
墓
壁
画
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
に
は
一
族
繁
栄
の
祈
願
が

込
め
ら
れ
て
お
り
、
花
鳥
草
虫
と
い
っ
た
題
材
の
象
徴
的
意
味
や
同
音
の
言
葉
合
わ
せ
な

ど
は
、
子
孫
の
安
寧
、
富
貴
利
禄
へ
の
期
待
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
）
（（
（

。
ロ

ー
ソ
ン
氏
も
同
様
に
、
花
鳥
画
の
内
包
す
る
意
味
を
考
察
し
た
が
、
氏
は
器
物
文
様
装
飾

の
発
展
に
着
目
す
る
中
で
「
相
関
的
宇
宙
観
」（correlative cosm

ology

）
を
提
唱
し
、

早
期
中
国
の
祭
器
、
墓
葬
、
山
水
、
花
鳥
な
ど
の
伝
統
を
こ
の
哲
学
的
観
念
の
中
に
統
合

す
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
考
察
を
加
え
た
）
（（
（

。
レ
イ
ン
氏
と
ロ
ー
ソ
ン
氏
は
相
次
い
で
、
異

な
る
観
点
か
ら
花
鳥
題
材
と
内
包
さ
れ
る
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
た
が
、
こ
う
し

た
研
究
は
、
花
鳥
画
史
に
関
す
る
議
論
が
、
形
式
表
現
の
考
察
か
ら
内
包
さ
れ
る
意
味
を

考
察
す
る
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

画
風
様
式
や
画
の
内
包
す
る
意
味
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
み
な
新

し
い
出
土
資
料
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
一
九
九
五
年
に
公
表
さ
れ
た
北
京
市

海
淀
区
八
里
荘
出
土
の
王
公
淑
夫
人
呉
氏
合
葬
墓
壁
画
《
牡
丹
蘆
雁
図
》（
大
中
六
年
〈
八

五
二
〉、
北
京
市
海
淀
区
博
物
館
蔵
）（
挿
図
（
�

（（）
～

（（）
）
は
、
重
要
な
鍵
と
な
る
作
品
の

一
つ
で
あ
る）

（（
（

。

）
（

（
訳
者
註
《
牡
丹
蘆
雁
図
》
は
、明
ら
か
に
中
軸
対
称
構
図
に
属
す
る
作
で
あ
る
が
、

花
や
枝
葉
の
描
写
は
細
部
に
至
る
ま
で
き
わ
め
て
豊
か
な
も
の
で
あ
る
。
本
資
料
の
出
現

は
、
研
究
者
に
本
図
と
唐
代
の
辺
鸞
の
画
風
を
繫
げ
考
察
す
る
こ
と
を
促
し
た
）
（（
（

。
考
古
資

料
を
絵
画
史
文
献
と
関
連
付
け
る
こ
と
は
確
か
に
意
義
が
あ
る
。
劉
婕
氏
は
、
多
数
の
研

究
者
に
よ
る
成
果
を
総
合
し
、
唐
代
花
鳥
画
研
究
に
対
す
る
葬
墓
壁
画
資
料
の
功
績
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
氏
は
、
辺
鸞
の
画
風
や
装
堂
花
、
金
盆
花
鳥
、
薛
稷
の
画
鶴
様

挿図 （ －（（）　《牡丹蘆雁図》全体

挿図 （ －（（）　線描図

挿図 （　唐 王公淑夫人呉氏合葬墓墓室北壁《牡丹蘆雁図》部分（大中六年〈（（（〉、北京市海淀区八里荘出土）

挿図 （ －（（）　《牡丹蘆雁図》部分
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式
な
ど
の
例
を
挙
げ
、
墓
葬
資
料
が
「
空
有
其
名
」、
つ
ま
り
実
作
品
は
現
存
せ
ず
、
そ

の
名
の
み
が
残
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
絵
画
史
の
限
界
を
修
正
し
、
絵
画
史
文

献
の
記
述
を
、
実
在
の
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
た
）
（（
（

。
こ

う
し
た
研
究
の
視
野
は
非
常
に
重
要
で
、
特
に
慎
重
に
文
献
解
釈
と
モ
チ
ー
フ
の
分
析
に

向
き
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
装
堂
花
」
と
い
う
語
が
、
真
に
北
宋
の
絵
画
史
に
し

か
見
出
せ
な
い
語
で
あ
る
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
論
じ
な
い
こ
と
と
し

て
、
唐
代
の
文
献
に
あ
る
薛
稷
の
画
鶴
の
記
載
を
例
に
し
て
も
、
文
字
か
ら
図
像
の
形
状

を
つ
か
む
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
と
わ
か
る
）
（（
（

。
考
古
資
料
を
通
し
て
こ
う
し
た
諸
絵

画
史
の
語
彙
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
絵
画
史
の
様
相
を
把
握
す
る
上
で
の
一
助
と
な

る
が
、
こ
れ
に
よ
り
絵
画
史
の
変
化
の
動
向
を
い
か
に
構
築
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
な

お
補
う
余
地
が
あ
る
）
（（
（

。

　

現
段
階
で
の
唐
宋
時
代
に
お
け
る
花
鳥
題
材
資
料
を
通
し
て
、
多
く
の
研
究
者
は
、
中

軸
対
称
構
図
が
八
世
紀
以
降
も
引
き
続
き
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。レ
イ
ン
氏
は
、葉
茂
台
七
号
遼
墓
か
ら
出
土
し
た《
竹
雀
双
兎
図
》（
遼
寧
省
博
物
館
蔵
）

が
、
古
風
な
中
軸
対
称
構
図
に
、
新
し
い
自
然
主
義
的
な
手
法
を
加
え
る
こ
と
で
、
よ
り

「
真
実
」
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
た
）
（（
（

。
加
え
て
氏
は
、
王
公
淑
墓
や
王
処
直

墓
な
ど
と
い
っ
た
花
鳥
題
材
壁
画
の
出
土
後
、
こ
の
二
つ
の
花
鳥
壁
画
を
、
中
軸
対
称
構

図
を
発
展
さ
せ
た
新
様
式
と
見
な
し
、
左
・
中
・
右
の
三
幅
に
分
け
、
中
幅
が
比
較
的
大

き
く
画
面
を
占
め
る
こ
と
で
、
花
卉
禽
鳥
の
描
写
が
さ
ら
に
細
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
た
）
（（
（

。
こ
う
し
た
「
写
実
」
に
関
す
る
諸
々
の
論
考
は
、
い
ず
れ
も
九
、
十

世
紀
の
花
鳥
壁
画
に
見
ら
れ
る
花
卉
禽
鳥
の
自
然
な
生
態
表
現
が
、
さ
ら
に
細
部
の
描
写

に
及
ん
だ
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、
一
方
で
は
そ
れ
ら
が
八
世
紀
の
中
軸
対
称
構
図
を

引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
三
〇
〇
年
間
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
の

あ
る
段
階
と
見
な
し
、
い
わ
ゆ
る
「
新
意
」（
新
し
い
意
向
）
と
は
そ
の
途
中
に
表
わ
れ
た

表
象
の
変
化
に
過
ぎ
ず
、
構
成
上
の
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、

こ
う
し
た
中
軸
対
称
構
図
モ
デ
ル
を
八
～
十
世
紀
を
貫
く
基
本
概
念
と
し
た
考
え
は
、
き

わ
め
て
容
易
に
、
花
鳥
画
の
基
本
構
成
が
変
わ
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
て
き
た
印
象
を
持

た
せ
る
。
こ
れ
は
我
々
が
、
絵
画
史
の
発
展
過
程
に
お
け
る
変
化
の
段
階
を
考
察
す
る
上

で
利
に
は
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
論
で
は
花
鳥
題
材
が
い
か
に
し
て
一
幅
の
「
画
」
と
な
っ
た

か
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
一
つ
の
画
面
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
花
鳥
画
」
と
、
そ
の
中
で
用

い
ら
れ
る
語
法
に
つ
い
て
考
察
し
、
花
鳥
画
を
構
成
す
る
モ
デ
ル
を
熟
考
す
る
こ
と
で
、

唐
宋
間
に
お
け
る
花
鳥
画
発
展
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
文
章
の
語
法
を
解
析

す
る
が
ご
と
く
花
鳥
画
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
禽
鳥
や
植
物
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
が
、
ど

の
よ
う
に
花
鳥
画
の
「
画
面
の
単
元
」
と
な
っ
て
い
る
か
を
見
て
い
き
、
さ
ら
に
こ
れ
ら

表
現
の
単
元
が
、
い
か
に
し
て
互
い
に
関
係
を
生
み
出
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。
こ
の

よ
う
な
交
流
関
係
の
発
展
過
程
は
、
個
々
の
表
現
の
単
位
間
の
一
方
的
な
関
係
か
ら
、
複

雑
に
交
錯
し
合
う
関
係
に
発
展
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
語
法
が
簡
単
な
も
の
か

ら
複
雑
な
も
の
ま
で
、
単
語
の
連
結
に
よ
っ
て
句
を
形
成
し
、
さ
ら
に
句
が
ま
と
ま
っ
た

章
を
形
成
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
花
鳥
画
の
構
成
語
法
に
つ
い
て
、「
造
景
」

と
い
う
観
点
か
ら
論
を
組
ん
で
い
く
が
、
考
察
の
過
程
で
、
そ
れ
ら
運
用
モ
デ
ル
の
差
異

か
ら
、
花
鳥
画
の
一
様
で
は
な
い
発
展
段
階
を
明
ら
か
に
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
論
で
は
、

内
容
を
以
下
の
よ
う
に
分
け
て
考
察
を
進
め
る
。
ま
ず
花
鳥
画
の
構
成
語
法
を
説
明
し
、

「
造
景
」
と
い
う
枠
組
み
の
分
析
モ
デ
ル
を
解
説
す
る
。
そ
し
て
花
鳥
画
の
成
立
に
至
る

胎
動
期
を
、
人
物
や
花
卉
、
花
園
の
景
な
ど
、
花
鳥
画
成
立
以
前
の
花
鳥
題
材
の
表
現
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
花
鳥
が
独
立
し
て
描
か
れ
る
対
象
と
な
っ
た
こ
と
の
前

提
を
説
明
す
る
た
め
、花
鳥
画
成
立
の
基
礎
に
つ
い
て
述
べ
る
。
例
と
し
て
、「
去
瑞
物（
瑞

祥
性
を
消
去
し
た
）」
後
の
新
し
い
造
形
手
段
お
よ
び
絵
画
様
式
の
成
立
を
挙
げ
る
。
さ
ら

417.indb   84 16/01/02   8:11



八
～
十
一
世
紀
に
お
け
る
花
鳥
画
の
変

85

七

に
花
鳥
画
の
成
立
に
関
し
て
は
、
黄
筌
父
子
の
達
成
を
例
に
、「
随
物
造
景
」
の
完
成
に

つ
い
て
述
べ
、
こ
の
成
果
が
十
世
紀
中
期
の
段
階
に
お
け
る
成
果
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
そ
し
て
花
鳥
画
成
立
後
、
北
宋
の
段
階
で
の
発
展
は
、「
景
物
交
融
」
に
よ
っ
て
理

解
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　
　
　

一
、
花
鳥
画
の
語
法
�
�
「
造
形
」
の
観
点
か
ら

　

本
論
で
は
、
絵
画
が
画
面
上
に
モ
チ
ー
フ
を
配
す
る
際
の
考
慮
を
、
画
面
の
構
成
語
法

と
し
て
捉
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
は
、「
造
形
」
と
い
う
観
点
に
基
づ
く
論
述
方
法
で

あ
る
。
つ
ま
り
語
法
が
、
言
語
を
使
用
す
る
中
で
明
確
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
、
花
鳥
画

の
構
成
語
法
と
い
う
も
の
も
ま
た
、
花
鳥
題
材
の
表
現
過
程
で
整
理
さ
れ
て
い
く
。
本
論

で
は
、
花
鳥
題
材
が
花
鳥
画
と
し
て
独
立
す
る
ま
で
の
過
程
を
考
察
す
る
た
め
に
、
花
鳥

画
成
立
後
の
画
面
構
成
の
主
要
原
則
を
推
察
す
る
。
こ
の
一
考
察
は
、
す
べ
て
の
花
鳥
画

の
画
面
を
構
成
す
る
要
素
あ
る
い
は
題
材
を
収
集
す
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
題
材
に
お

け
る
表
現
描
写
の
抽
出
を
試
み
、
そ
の
中
で
の
組
み
合
わ
せ
の
論
理
に
注
目
す
る
。
以
上

の
こ
と
か
ら
、
唐
代
に
お
け
る
花
鳥
画
の
結
実
を
示
す
代
表
作
と
さ
れ
る
王
公
淑
墓
壁
画

《
牡
丹
蘆
雁
図
》を
重
要
な
起
点
と
し
、本
作
品
を
例
と
し
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　

王
公
淑
墓
《
牡
丹
蘆
雁
図
》
は
、
墓
室
の
北
壁
に
あ
り
、
高
さ
一
・
五
六
メ
ー
ト
ル
、

横
幅
二
・
九
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
壁
面
周
囲
を
紅
色
で
縁
取
り
、
画
面
中
央
に
一
株
の
枝

葉
を
茂
ら
せ
た
牡
丹
が
描
か
れ
る
。
二
羽
の
形
態
を
異
に
す
る
雁
が
、
そ
れ
ぞ
れ
左
右
に

配
さ
れ
、
そ
の
外
側
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
株
の
比
較
的
小
さ
な
植
物
（
右
は
秋
葵
、
左
は
百

合
に
似
た
植
物
）
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
画
中
の
牡
丹
の
枝
葉
は
多
方
向
に
翻
り
、
花
々

も
ま
た
異
な
る
角
度
か
ら
描
か
れ
、
細
部
の
説
明
に
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
景

観
の
構
成
意
図
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
画
面
が
中
軸
対
称
構
図
を
用
い
て
い
る
こ
と
の
他
、

二
羽
の
雁
が
画
面
上
に
配
さ
れ
る
位
置
に
は
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
画
面
両
側
の
雁

の
形
態
は
、
一
羽
は
正
面
か
ら
前
方
を
向
き
、
も
う
一
羽
は
首
を
斜
め
に
伸
ば
し
、
横
向

き
に
花
の
叢
の
下
に
立
っ
て
お
り
、
そ
の
形
態
の
角
度
の
転
換
と
外
見
の
細
か
な
描
写
に

つ
い
て
は
す
で
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
さ
ら
に
言
え
る
の
は
、
二
羽
の
雁
が
い
ず

れ
も
画
面
下
方
に
配
さ
れ
、
正
面
か
ら
前
方
を
向
く
雁
は
、
秋
葵
と
牡
丹
の
根
元
と
水
平

の
位
置
に
両
足
を
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
両
側
の
植
物
の
枝
葉
は
、
雁
の
上
方
の
そ

う
高
く
な
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
ま
た
雁
の
頭
と
首
が
正
面
前
方
に
向
き
を
変
え
、
両
側
の

植
物
の
間
を
行
き
来
す
る
景
を
描
き
出
し
て
い
る
。
本
壁
画
は
、
花
卉
植
物
を
主
体
と
し

て
、
画
面
上
に
一
個
の
地
上
空
間
を
表
わ
す
こ
と
の
で
き
る
花
園
の
景
を
出
現
さ
せ
、
そ

の
中
に
禽
鳥
を
自
由
に
行
き
来
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

花
卉
と
禽
鳥
の
関
係
は
、
花
鳥
画
を
構
成
す
る
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
の

関
係
を
定
め
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
地
面
に
い
る
両
者
の
全
体
で
の
配
置
を
見
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。《
牡
丹
蘆
雁
図
》
と
比
較
す
る
と
、
ア
ス
タ
ー
ナ
第
二
一
七
号
墓
（
八
世

紀
頃
作
）（
挿
図
（
）
の
六
扇
花
鳥
壁
画
が
、
そ
の
処
理
に
お
い
て
似
通
っ
て
い
る
と
言
え

る
。
本
壁
画
の
禽
鳥
は
、
簡
略
に
描
か
れ
た
草
が
茂
る
地
面
に
立
つ
姿
で
表
わ
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
こ
の
六
扇
屛
風
壁
画
に
お
け
る
植
物
と
禽
鳥
の
関
係
は
か
な
り
簡
素
な
も
の

で
、
六
扇
に
表
わ
さ
れ
た
花
卉
植
物
は
各
々
異
な
る
形
態
だ
が
、
一
様
に
禽
鳥
の
頭
部
か

ら
長
く
伸
び
て
き
た
よ
う
に
表
わ
さ
れ
、
定
型
化
さ
れ
た
手
法
で
禽
鳥
と
花
卉
の
前
後
関

係
を
表
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
を
比
較
す
る
と
、
王
公
淑
墓
《
牡
丹
蘆
雁
図
》
に
お

け
る
花
卉
植
物
と
禽
鳥
な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
い
る
地
面
の
配
置
関
係
は
さ
ら
に
細
や
か
な

も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
互
い
の
関
係
が
効
果
的
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
花
卉
植
物
と
禽
鳥
、
そ
し
て
地
面
の
交
錯
的
関
係
に
よ
っ
て
、
そ
の
表
現
語

法
の
積
極
的
利
用
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

花
鳥
画
の
画
面
を
構
成
す
る
語
法
、
す
な
わ
ち
花
卉
禽
鳥
な
ど
の
各
種
モ
チ
ー
フ
は
、

画
面
上
に
配
置
さ
れ
、
さ
ら
に
一
つ
の
合
理
性
を
有
し
た
画
面
の
ま
と
ま
り
を
構
成
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。
画
中
の
モ
チ
ー
フ
は
互
い
に
理
に
適
っ
た
関
係
を
持
ち
、
そ
の
場
や
景

観
の
中
で
一
つ
の
ま
と
ま
り
あ
る
画
面
を
構
成
す
る
が
、
そ
れ
は
野
外
景
観
の
一
角
で
あ

っ
た
り
、
宮
廷
花
園
の
景
で
あ
っ
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
花
鳥
画
の
発
展
と
表
現
を

考
察
す
る
上
で
、
景
観
が
野
外
か
花
園
か
は
重
要
で
な
く
、
ま
た
モ
チ
ー
フ
の
表
現
が
細

緻
か
簡
略
か
で
、
モ
チ
ー
フ
の
構
図
上
の
配
置
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
り
重
要

な
の
は
、
モ
チ
ー
フ
の
互
い
の
関
係
性
に
意
識
を
向
け
て
考
察
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
花

卉
植
物
、
禽
鳥
、
蜂
、
蝶
の
生
態
、
生
物
と
し
て
の
習
性
等
が
、
関
係
を
構
築
す
る
重
要

な
要
素
と
な
っ
て
い
る
点
に
着
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
存
作
例
か
ら
鑑
み
れ
ば
、
唐
宋

花
鳥
画
の
発
展
の
流
れ
と
は
、
実
は
こ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
の
特
性
に
従
っ
て
景
観
を
組
み

立
て
て
い
く
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
段
階
で
目
指
さ
れ
た
目
標
と
言
え
る
か
も

し
れ
な
い
。

　

以
上
の
考
察
は
、
器
物
文
様
装
飾
に
よ
っ
て
花
鳥
画
史
を
把
握
す
る
こ
と
の
機
能
と
限

界
を
明
ら
か
に
す
る
一
助
と
な
る
。花
鳥
画
を
構
成
す
る
語
法
の
始
ま
り
を「
随
物
造
景
」

と
す
る
と
、
器
物
の
文
様
構
成
は
、
そ
れ
と
は
ま
た
別
の
、
異
な
る
流
れ
の
産
物
と
見
な

せ
る
。
時
に
絵
画
様
式
と
発
展
を
共
に
し
、
時
に
関
連
を
持
た
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
両

者
の
関
係
は
互
い
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
が
同
じ
か
否
か
に
よ
っ
て
い
る
。
も
し
、
文
様

装
飾
の
目
指
す
も
の
が
「
絵
画
画
面
」
の
よ
う
な
効
果
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
両
者
が
影

響
し
合
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
以
下
、
ま
ず
花
鳥
画
発
展
の
前
段
階
を
見
て
い
き
、
人
物

と
花
卉
の
題
材
を
共
に
描
く
表
現
方
法
に
従
っ
て
、
花
鳥
題
材
が
独
立
す
る
以
前
の
状
況

に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
さ
ら
に
、
晩
唐
か
ら
北
宋
に
至
る
ま
で
の
発
展
成
果
を
見
て

い
く
。

挿図 （　唐 アスターナ第二一七号墓（新疆ウイグル自治区トルファン アスターナ出土）
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二
、
花
鳥
画
成
立
へ
の
胎
動
期

　
（
一
）
花
卉
人
物
が
並
存
す
る
絵
画
表
現

　

六
世
紀
に
は
す
で
に
見
ら
れ
た
、
花
を
持
つ
菩
薩
や
供
養
人
、
あ
る
い
は
七
世
紀
の
唐

墓
に
見
ら
れ
る
持
花
人
物
の
図
像
、
ま
た
あ
る
い
は
八
世
紀
に
多
く
表
わ
さ
れ
た
樹
下
人

物
、
花
卉
人
物
な
ど
の
図
像
、
そ
れ
ら
は
み
な
大
量
の
花
鳥
題
材
が
人
物
描
写
に
付
随
す

る
こ
と
で
表
わ
さ
れ
た
絵
画
表
現
で
あ
る
。
エ
レ
ン
・
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
・
レ
イ
ン
氏
は
、

か
つ
て
こ
の
よ
う
な
作
例
の
共
通
点
に
注
目
し
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
図
様
間
の
差
異
を
分

け
る
ま
で
に
は
考
察
が
及
ば
な
か
っ
た
。
実
際
、
こ
う
し
た
花
卉
と
人
物
の
並
存
す
る
絵

画
表
現
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
樹
下
人
物
」
の
伝
統
の
継
続
的
発
展
と
見
な
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
こ
の
見
解
は
、
人
物
と
花
卉
が
同
時
に
表
わ
さ
れ
る
「
花
卉
人
物
」
の
図
様

の
中
に
、
い
く
ら
か
「
樹
下
人
物
」
と
は
異
な
る
特
色
と
意
義
が
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し

て
い
る
。

　

い
わ
ゆ
る
「
樹
下
人
物
」
は
、六
朝
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
伝
統
様
式
で
あ
り
、

そ
の
う
ち
比
較
的
早
期
の
作
例
と
し
て
南
京
市
西
善
橋
宮
山
墓
出
土
《
竹
林
七
賢
・
栄
啓

期
図
》
画
像
磚
（
南
朝
時
代
〈
五
～
六
世
紀
〉、南
京
博
物
院
蔵
）（
挿
図
（
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

本
図
は
樹
木
と
人
物
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
構
成
さ
れ
、
全
体
の
画
面
に
お
い
て
、
樹

木
は
人
物
を
囲
む
枠
と
な
り
、
そ
の
他
の
人
物
と
の
間
を
区
分
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
も

花
卉
人
物
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、人
物
が
供
物
で
あ
る
花
卉
を
手
に
し
た「
持
花
人
物
」

の
題
材
が
あ
り
、
こ
れ
も
相
当
に
長
い
時
間
を
か
け
て
発
展
し
た
。
そ
の
影
響
力
は
さ
ら

に
早
く
、
仏
教
と
共
に
中
原
に
伝
来
し
た
と
見
ら
れ
る
。
例
と
し
て
は
、
河
南
省
鄧
県
出

土
の
彩
色
画
像
磚
墓
（
南
朝
晩
期
〈
六
世
紀
〉、
河
南
博
物
館
蔵
）、
洛
陽
市
邙
山
出
土
の
寧

懋
石
室
に
見
ら
れ
る
線
刻
人
物
像
（
北
魏
時
代
〈
六
世
紀
前
半
〉、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
）
が

あ
る
。
さ
ら
に
花
卉
を
手
に
す
る
人
物
像
の
他
に
、
人
物
と
人
物
の
間
を
花
卉
植
物
で
区

分
す
る
図
様
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
花
卉
と
人
物
を
組
み
合
わ
せ
る
図
様
を
以
下
「
花
卉

人
物
」
と
称
す
る
。
こ
う
し
た
花
卉
人
物
の
表
現
も
外
か
ら
の
影
響
に
よ
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
前
述
し
た
樹
下
人
物
図
や
持
花
人
物
図
よ
り
も
後
に
な
っ
て
表
わ
れ
た
図
様
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
花
卉
人
物
を
一
同
に
表
わ
し
た
作
例
と
し
て
、
陝
西
省
咸
陽
市
出
土
の
李
凰

墓
（
上
元
二
年
〈
六
七
五
〉）
が
あ
る
（
挿
図
（
―

（（）
～

（（）
）。
李
凰
は
唐
の
高
祖
李
淵
（
在

位
六
一
六
～
六
二
六
）
の
第
十
五
子
で
、
そ
の
墓
は
高
祖
の
葬
ら
れ
た
獻
陵
の
陪
葬
墓
の

挿図 （　南朝《竹林七賢・栄啓期図》画像磚（（ ～ （ 世紀、南京市西善橋宮山墓出土）
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〇

一
つ
で
あ
る
）
（（
（

。
本
壁
画
に
お
け
る
、
植
物
や
石
塊
に
よ
っ
て
人
物
間
を
区
分
す
る
表
現

は
、
敦
煌
に
も
同
様
に
見
ら
れ
る
。
甘
粛
省
敦
煌
市
敦
煌
莫
高
窟
第
三
三
二
窟　
�
�　
初

唐
様
式
の
壁
画
で
、《
李
克
譲
碑
》（
聖
暦
元
年
〈
六
九
八
〉）
を
有
す
る　
�
�　
の
東
壁
の

南
、
北
側
に
は
そ
れ
ぞ
れ
三
名
の
僧
侶
が
描
か
れ
る
が
、
各
人
物
間
を
花
卉
禽
鳥
お
よ
び

怪
石
が
隔
て
て
い
る
）
（（
（

（
挿
図
（
―

（（）
・

（（）
）。
こ
の
「
花
卉
人
物
」
の
図
様
は
、か
つ
て
「
樹

下
人
物
」
の
伝
統
と
関
連
が
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
た
が
、
構
図
の
意
図
か
ら
明
ら
か
に
そ

れ
が
「
樹
下
人
物
」
の
伝
統
図
様
の
追
求
を
超
え
て
い
る
と
わ
か
る
。
例
え
ば
敦
煌
第
三

三
二
窟
壁
画
に
お
い
て
、
花
卉
は
明
ら
か
に
、
描
か
れ
た
供
養
僧
の
間
を
分
け
る
独
立
し

た
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
お
り
、
花
卉
と
怪
石
は
そ
れ
そ
の
も
の
が
一
個
の
画
面
の
区
切
り

で
あ
り
、
供
養
僧
と
は
何
の
相
互
関
係
も
見
出
せ
な
い
。
李
凰
墓
甬
道
の
壁
画
に
も
同
様

に
、
人
物
間
を
分
け
る
花
卉
が
独
立
し
た
モ
チ
ー
フ
と
し
て
人
物
の
前
後
に
配
さ
れ
て
い

る
が
、
人
物
と
の
間
に
特
別
な
関
係
は
窺
え
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
作
例
に
対
し
て
、「
樹
下
人
物
」
の
図
様
に
お
け
る
人
物
と
植
物
の
関
係

は
か
な
り
緊
密
な
も
の
で
あ
る
。
南
京
西
善
橋
《
竹
林
七
賢
図
・
栄
啓
期
図
》
の
例
が
示

す
よ
う
に
、
早
期
の
図
様
に
お
い
て
、
植
物
は
人
物
間
を
区
分
す
る
も
の
と
し
て
作
用
し

て
い
る
。
し
か
し
後
期
の
発
展
を
過
ぎ
る
と
、
多
く
の
植
物
は
、
人
物
の
い
る
空
間
描
写

を
引
き
立
て
る
た
め
に
表
わ
さ
れ
、
も
は
や
画
面
を
区
切
る
た
め
の
モ
チ
ー
フ
で
は
な
く

な
る
。
最
も
ふ
さ
わ
し
い
例
と
し
て
、
北
斉
の
崔
芬
墓
（
天
正
元
年
〈
五
五
一
〉）
北
壁
壁

画
（
挿
図
（
）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
本
壁
画
の
画
中
に
は
、樹
木
と
人
物
が
配
さ
れ
る
が
、

各
画
面
を
線
で
方
形
に
縁
取
り
し
区
分
す
る
屛
風
形
式
と
な
っ
て
お
り
、
各
々
の
画
面
の

分
割
が
、
樹
木
に
よ
ら
ず
行
な
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
樹
木
は
、
必
ず
し
も
人

物
の
左
右
に
配
さ
れ
ず
、
画
面
の
中
央
、
あ
る
い
は
画
中
に
二
本
の
樹
木
が
同
時
に
配
さ

れ
る
時
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
画
面
配
置
に
お
け
る
差
異
の
他
に
、
趙
超
氏
は
「
樹
下
人

物
」
が
内
包
す
る
意
味
の
多
様
性
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
。
氏
は
太
原
地
域
の
葬
墓

壁
画
に
多
く
見
ら
れ
る
「
樹
下
老
人
」
の
題
材
に
着
目
し
、
そ
の
内
容
の
一
部
は
竹
林
七

賢
図
を
継
承
す
る
も
の
の
、
部
分
的
に
は
孝
子
図
、
あ
る
い
は
高
士
の
姿
を
表
わ
し
て
い

る
と
し
た
。
こ
れ
ら
「
樹
下
老
人
」
の
画
に
お
い
て
、
樹
木
は
明
ら
か
に
画
面
中
央
に
縦

線
を
引
く
か
た
ち
で
配
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
趙
氏
は
、
そ
の
う
ち
「
哭
竹
老
人
」「
泣

挿図 （ －（（）　東壁

挿図 （ －（（）　西壁

挿図 （ －（（）　西壁 線描図

挿図 （　唐 李凰墓甬道東壁（上元二〈（（（〉、陝西省咸
陽市富平県出土）
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墓
老
人
」
等
の
画
に
お
い
て
、
植
物
は
も
は
や
画
中
人
物
の
営
み
を
生
み
出
す
主
要
モ
チ

ー
フ
に
な
っ
て
い
る
と
の
見
解
を
述
べ
た
）
（（
（

。

　

言
い
換
え
れ
ば
、「
樹
下
人
物
」
の
人
物
は
依
然
と
し
て
画
面
の
主
体
で
あ
り
、
樹
石

植
物
は
多
く
の
場
合
、
画
中
人
物
の
活
動
を
引
き
立
て
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一

方
「
花
卉
人
物
」
に
お
い
て
は
、
画
中
の
花
石
は
一
見
ま
だ
画
面
の
主
体
で
は
な
い
も
の

の
、
人
物
の
活
動
の
外
へ
と
さ
ら
に
独
立
し
た
。
こ
の
よ
う
に
独
立
し
て
存
在
す
る
性
質

を
さ
ら
に
備
え
、人
物
の
活
動
に
表
現
を
限
定
さ
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

李
鳳
墓
甬
道
壁
画
、
敦
煌
莫
高
窟
第
三
三
二
窟
壁
画
の
供
養
す
る
人
物
に
見
え
る
花
卉
人

物
画
の
図
様
は
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
「
樹
下
人
物
」
の
伝
統
に
包
括
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
陝
西
省
乾
県
乾
陵
の
陪
葬
墓
で
あ
る
懿
徳
太
子
墓
過
洞
壁
画
（
神
竜
二
年
〈
七

〇
六
〉）、
章
懷
太
子
墓
甬
道
壁
画
（
神
竜
二
年
〈
七
〇
六
〉）
な
ど
、
樹
石
と
花
卉
人
物
が

入
り
混
じ
っ
て
描
か
れ
る
画
は
、
花
卉
と
人
物
を
共
に
表
わ
す
表
現
と
し
て
ま
と
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
懿
徳
太
子
墓
第
一
過
洞
に
描
か
れ
た
《
馴
豹
図
》、
第
二
過
洞
の
《
架
鷹

馴
鷂
図
》、
第
三
過
洞
の
《
持
扇
宮
女
図
》（
挿
図
（
）
は
、
い
ず
れ
も
人
物
間
の
区
切
り

と
し
て
樹
石
が
配
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
こ
の
よ
う
な
部
分
は
、
主
に
従
者
の
数
の
多
さ
を
際
立

た
せ
、
そ
れ
と
交
互
に
配
さ
れ
る
樹
石
は
、
従
者
ら
の
い
る
自
然
景
の
現
実
感
を
表
わ
す

挿図 （ －（（）　東壁北側

挿図 （ －（（）　東壁南側

挿図 （　北斉 崔芬墓北壁龕西側壁画 （天正元年〈（（（〉、山東省臨胊県出土）

挿図 （　初唐 敦煌莫高窟第三三二窟壁画（甘粛省敦煌市）
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た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
自
然
の
園
林
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
段
落
的
に
分

け
ら
れ
整
然
と
し
た
印
象
も
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
中
で
は《
架
鷂
戯
犬
図
》（
挿

図
（
）
の
み
が
、
元
々
人
物
を
区
分
す
る
た
め
配
さ
れ
た
樹
石
の
前
方
に
、
一
匹
の
猟
犬

を
描
く
こ
と
で
、
画
面
を
段
落
ご
と
に
分
け
た
印
象
を
軽
減
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
た

め
に
か
え
っ
て
、
突
出
し
て
自
然
な
環
境
描
写
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
来
、
整
然
と
並
ぶ
段
落
的
な
印
象
が
強
調
さ
れ
て
い
た
従
者
像
は
、
次
第
に
環
境
を

よ
り
自
然
に
表
わ
す
た
め
の
処
理
と
調
整
が
強
め
ら
れ
た
。
章
懷
太
子
墓
で
は
、
こ
う
し

た
作
例
を
さ
ら
に
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
章
懷
太
子
墓
の
前
後
甬
道
両
壁
面
に
描
か

れ
る
従
者
は
、
そ
の
間
隔
に
樹
石
が
用
い
ら
れ
て
お
り
（
挿
図
（
）、
前
室
東
西
壁
面
の

仕
女
図
に
も
同
様
に
樹
石
が
表
わ
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
西
壁
面
南
鋪
の
《
観
鳥
捕
蟬
図
》

（
挿
図
（0
）
は
、
唐
代
の
葬
墓
壁
画
の
中
で
も
重
要
な
花
鳥
題
材
の
作
例
と
見
な
さ
れ
て

い
る
）
（（
（

。
同
墓
前
甬
道
西
壁
面
の
仕
女
図
に
も
、
樹
石
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は

依
然
と
し
て
人
物
間
を
区
分
す
る
作
用
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
前
室
壁
画
に
描
か
れ
た

樹
石
は
、
明
ら
か
に
画
面
を
区
分
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
独
立
性
が
大
き
く

増
し
た
こ
と
で
、
画
中
の
庭
園
描
写
の
一
部
分
と
な
っ
て
い
る
。

　

人
物
と
花
卉
を
共
に
表
わ
す
絵
画
の
処
理
方
法
は
、
八
世
紀
初
期
に
最
高
峰
に
達
し

た
。
こ
う
し
た
題
材
は
、
情
景
に
お
け
る
人
物
花
鳥
の
並
存
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
一
方

で
は
、
庭
園
描
写
の
需
要
と
連
動
し
、
植
物
禽
鳥
の
描
写
を
増
加
さ
せ
た
。
ま
た
一
方
で

は
、
花
鳥
題
材
の
流
行
に
よ
っ
て
花
鳥
が
独
立
し
た
絵
画
と
な
る
こ
と
を
さ
ら
に
促
し
た

の
で
あ
る
。

　　
（
二
）
庭
園
景
の
描
写

　

花
卉
題
材
が
絵
画
と
し
て
独
立
し
て
い
く
過
程
で
、
そ
れ
を
構
成
す
る
語
法
の
発
展
も

ま
た
多
様
な
試
み
を
経
て
き
た
。
一
例
と
し
て
、
人
物
と
花
卉
題
材
を
共
に
表
わ
す
「
花

卉
人
物
」
様
式
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
花
卉
植
物
に
よ
り
人
物
間
を
区
分
す
る
手
段
が
、

ど
の
よ
う
に
し
て
植
物
や
禽
鳥
が
独
立
し
単
独
の
表
現
題
材
と
な
る
こ
と
を
促
し
た
の

か
、
そ
の
発
展
過
程
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
未
だ
に
難
し
い
。
し
か
し
、
前
述

し
た
章
懷
太
子
墓
甬
道
と
前
室
の
、
仕
女
と
花
鳥
の
描
か
れ
た
壁
画
を
例
に
す
れ
ば
、
こ

挿図 （　唐 懿徳太子墓第三過洞東壁《持扇宮女図》（神
竜二年〈（0（〉、陝西省乾県出土）

挿図 （　唐 懿徳太子墓第二過洞西壁《架鷂戯犬図》（神
竜二年〈（0（〉、陝西省乾県出土）

挿図 （　唐 章懷太子墓前甬道西壁（神竜二年〈（0（〉、
陝西省乾県出土）
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う
し
た
人
物
像
に
花
卉
を
伴
う
表
現
手
法
と
同
時
に
、
花
園
の
描
写
も
増
加
、
発
展
し
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

章
懷
太
子
墓
墓
室
の
《
観
鳥
捕
蟬
図
》
は
、
花
卉
人
物
図
と
庭
園
描
写
が
重
な
っ
た
代

表
的
作
例
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
以
前
に
花
卉
と
庭
園
の
場
面
を

表
わ
す
実
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
本
墓
室
壁
画
の
仕
女
図
は
、
明
ら
か
に
人

物
と
樹
石
、
花
卉
な
ど
の
植
物
モ
チ
ー
フ
の
配
置
を
重
視
し
て
い
る
。
画
中
の
「
観
鳥
」

と
「
捕
蟬
」
は
、
人
物
と
鳥
虫
の
関
係
を
示
し
、
か
な
り
明
確
に
こ
の
活
動
空
間
が
と
あ

る
「
庭
園
」
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
宮
女
の
庭
園
内
で
の
生
活
が
表
わ

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
配
置
に
お
い
て
、
仕
女
と
鳥
虫
は
も
は
や
単
な
る
並
列
で
は
な
く
、

互
い
に
姿
態
を
呼
応
さ
せ
、
鳥
を
「
観
」、
蟬
を
「
捕
ま
え
る
」
と
い
う
、
花
園
で
実
際

に
よ
く
見
ら
れ
る
動
作
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
鑑
賞
的
動

作
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
間
の
関
係
が
、
庭
園
描
写
に
お
け
る
重
要
な
要
素
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
花
鳥
題
材
を
積
極
的
に
強
調
す
る
発
展
の
流
れ
の
中
に
は
、
そ

れ
と
は
相
対
し
た
保
守
的
な
も
の
、
従
来
の
モ
デ
ル
の
延
長
と
捉
え
ら
れ
る
作
例
も
少
な

く
な
い
。
そ
れ
は
今
日
「
中
軸
対
称
構
図
）
（

（
訳
者
註
」
と
呼
ば
れ
る
、
モ
チ
ー
フ
を
画
面
の
ち
ょ
う

ど
真
中
に
置
く
モ
デ
ル
で
あ
る
。
例
と
し
て
、
陜
棉
十
廠
墓
（
開
元
二
十
八
年
〈
七
四
〇
〉

前
後
）
墓
室
西
壁
面
、
花
卉
と
石
頭
を
描
い
た
屛
風
壁
画
の
残
欠
が
あ
る
）
（（
（

（
挿
図
（（
）。
画

面
は
中
軸
対
称
構
図
を
採
用
し
、
ア
ス
タ
ー
ナ
第
二
一
七
号
墓
の
六
扇
花
鳥
壁
画
に
お
け

る
花
鳥
の
構
図
と
近
似
し
て
い
る
。
こ
の
類
例
は
、
十
世
紀
に
至
る
ま
で
継
続
し
て
見
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
例
を
見
て
い
く
と
、
個
別
の
絵
画
作
品
の
画
風
に
は
差
異
が
あ
る
が
、

こ
の
種
の
中
軸
対
称
式
花
鳥
屛
風
は
、
継
続
性
の
強
い
構
図
類
型
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
提
示
し
た
従
来
の
モ
デ
ル
と
は
異
な
る
作
例
を
挙
げ
、
発
展
の
状
況

を
対
比
さ
せ
た
い
。

挿図 （0　唐 章懷太子墓前室西壁南舗《観鳥捕蟬図》（神竜二年
〈（0（〉、陝西省乾県出土）

挿図 （（　唐 陜棉十廠墓 M（ 墓室西壁 線描図（陝西省西安市出土）

挿図 （（　唐 唐安公主墓墓室西壁（興元元年〈（（（〉、陝西省西安
市出土）
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陝
西
省
で
出
土
し
た
唐
安
公
主
墓
（
興
元
元
年
〈
七
八
四
〉）
墓
室
西
壁
面
の
花
鳥
画
（
挿

図
（（
）
は
、
縦
一
・
八
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
八
メ
ー
ト
ル
で
、
画
面
の
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ

一
本
の
樹
木
が
配
さ
れ
て
い
る
。
木
の
梢
は
画
面
頂
上
部
に
ま
で
接
し
、
そ
の
両
脇
に
は

そ
れ
ぞ
れ
野
鴨
が
舞
い
、
画
面
中
央
に
は
円
形
の
水
盆
が
一
つ
描
か
れ
て
い
る
。
盆
の
縁

に
数
羽
の
鳥
が
見
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
姿
態
は
異
な
っ
て
い
る
）
（（
（

。
唐
安
公
主
墓
壁
画
の
両

側
の
樹
木
は
、
伝
統
的
な
樹
下
人
物
図
に
見
ら
れ
る
植
物
と
は
異
な
り
、
花
卉
人
物
図
で

採
用
さ
れ
る
丈
の
低
い
花
卉
植
物
に
比
較
的
近
い
。
画
中
の
両
側
に
配
さ
れ
た
植
物
は
、

画
面
上
方
で
互
い
の
梢
が
接
す
る
よ
う
に
表
わ
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
敦
煌
莫
高
窟
第
三
二

一
窟
壁
画
の
、
十
一
面
観
音
像
の
両
側
に
配
さ
れ
る
樹
木
の
梢
が
、
上
方
で
互
い
に
重
な

り
合
う
の
に
似
る
工
夫
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
（
挿
図
（（
）。
こ
れ
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
壁

画
が
、
中
原
に
伝
わ
っ
て
か
な
り
の
歳
月
を
経
た
「
樹
下
人
物
図
」
の
伝
統
と
の
間
に
、

あ
ま
り
大
き
な
関
連
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
敦
煌
壁
画
と
の
関

係
も
ま
た
、
必
ず
し
も
成
立
す
る
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
う
し
た
水
盆
の
描
写
は
、
中
原

と
は
異
な
る
図
像
を
源
泉
と
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
新
た
な
推
察
を
我
々
に
も
た
ら

す
）
（（
（

。
そ
の
源
泉
が
何
で
あ
れ
、
唐
安
公
主
墓
の
水
盆
花
鳥
画
に
お
い
て
、
も
は
や
人
物
は

共
に
表
わ
さ
れ
て
お
ら
ず
、
中
の
水
盆
を
も
っ
て
庭
園
イ
メ
ー
ジ
の
代
表
と
し
、
そ
の
盆

の
縁
に
立
つ
鳥
を
描
き
、
両
側
に
は
鴨
の
飛
ぶ
姿
を
配
す
る
こ
と
で
、
こ
の
庭
園
内
で
鑑

賞
さ
れ
る
対
象
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
章
懷
太
子
墓
の
《
観
鳥
捕
蟬
図
》

と
比
較
す
る
と
、
本
図
は
花
鳥
画
が
独
立
し
発
展
し
て
い
く
段
階
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
画
が
表
わ
さ
れ
る
の
は
墓
室
の
西
壁
面
、
す
な
わ
ち

棺
に
近
接
し
た
位
置
の
壁
面
で
あ
る
か
ら
、
人
物
像
の
伴
わ
な
い
花
鳥
画
が
、
墓
室
に
お

い
て
重
要
な
壁
面
に
表
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

植
物
と
禽
鳥
、
水
盆
の
題
材
と
し
て
は
、
や
や
時
代
が
下
っ
た
河
南
省
安
陽
趙
逸
公
夫

婦
墓
（
太
和
三
年
〈
八
二
九
〉）
に
も
近
似
し
た
処
理
が
見
受
け
ら
れ
る
。
趙
逸
公
墓
墓
室

の
西
壁
面
画
は
、
高
さ
一
・
八
メ
ー
ト
ル
、
幅
二
・
三
五
メ
ー
ト
ル
で
、
中
央
に
大
画

面
、
両
側
に
三
つ
の
小
画
面
と
区
分
け
さ
れ
、
上
方
は
す
で
に
欠
失
し
て
い
る
）
（（
（

。
両
側
に

挿図 （（　初唐 敦煌莫高窟第三二一窟東壁北側《十一面観音
像》

挿図 （（ －（（）　西壁墓室 全体

挿図 （（　唐 趙逸公夫婦墓壁画（太和三年〈（（（〉、河南省安
陽市出土）

挿図 （（ －（（）　西壁墓室 部分
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は
そ
れ
ぞ
れ
奇
石
と
植
物
が
配
さ
れ
、
中
央
に
は
一
つ
の
大
き
な
円
形
の
水
盆
が
表
わ
さ

れ
る
。
そ
の
上
を
鳥
が
飛
び
、
盆
の
前
方
に
は
、
三
羽
の
大
雁
が
描
か
れ
る
（
挿
図
（（
―

（（）
・

（（）
）。
こ
の
三
つ
の
画
面
は
、
紅
色
の
線
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、

画
面
は
は
っ
き
り
と
分
断
さ
れ
て
い
な
い
。例
え
ば
中
央
、大
画
面
左
方
の
線
の
下
に
は
、

草
花
が
左
と
中
央
の
画
面
を
跨
い
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
上
方
に
は
、
左
画

面
と
中
央
画
面
の
線
を
通
り
越
し
、
そ
の
間
を
往
来
す
る
禽
鳥
の
姿
も
描
か
れ
て
い
る
。

左
、中
央
、右
と
分
割
さ
れ
た
画
面
は
各
々
が
中
軸
対
称
構
図
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

画
家
は
あ
え
て
こ
れ
ら
の
境
界
を
跨
ぐ
草
花
、
禽
鳥
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
画
面
を
よ
り

一
個
の
完
成
し
た
花
園
の
景
に
近
い
も
の
と
し
て
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
本
壁
画
の
庭
園

に
お
け
る
水
盆
と
飛
鳥
、
大
雁
は
、
唐
安
公
主
墓
の
そ
れ
と
同
様
、
画
面
の
中
央
に
配
置

さ
れ
、
庭
園
描
写
の
重
点
と
な
っ
て
い
る
。

　

再
び
画
面
の
配
置
に
目
を
向
け
る
と
、
趙
逸
公
墓
西
壁
の
花
鳥
図
は
、
屛
風
壁
面
の
線

に
よ
る
区
分
を
跨
ぎ
、
よ
り
完
成
さ
れ
た
大
画
面
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
王
公

淑
墓
の
絵
画
表
現
も
ま
た
、
こ
う
し
た
発
展
を
引
き
継
い
で
生
ま
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
花
卉
を
人
物
に
付
随
し
て
表
わ
す
配
置
方
法
が
、
単
独
で
配
す
表
現
の
流

れ
を
始
動
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
水
盆
と
大
型
の
禽
鳥
を
配
す
る
庭
園
表
現
の
出
現
は
、

独
立
し
た
花
鳥
表
現
が
定
型
化
し
て
い
く
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
定
型
化
は
、
河
北
省
曲
陽
王
処
直
墓
に
お
い
て
も
同
様
に
現
わ
れ
て
い
る
）
（（
（

。

王
処
直
墓
は
、
墓
室
北
壁
面
の
山
水
図
以
外
に
も
、
花
鳥
を
題
材
と
し
た
壁
画
を
多
く
残

し
て
い
る
。
墓
室
の
東
西
両
壁
面
に
は
、
花
鳥
奇
石
を
配
し
た
屛
風
壁
画
が
あ
り
、
西
側

耳
室
の
西
壁
面
に
は
、
卓
と
用
具
が
描
か
れ
て
い
る
他
、
卓
上
に
は
一
幅
の
花
鳥
屛
風
が

描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
墓
室
後
室
の
北
壁
面
に
も
花
鳥
が
描
か
れ
（
挿
図
（（
）、
そ
の
構

図
は
王
公
淑
墓
《
牡
丹
蘆
雁
図
》
と
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
画
面
中
央
に
は

大
き
く
茂
る
牡
丹
、
そ
の
両
脇
に
は
比
較
的
小
さ
な
花
卉
植
物
が
表
わ
さ
れ
、
地
面
の
上

に
は
四
羽
の
、
姿
態
を
異
に
す
る
鳩
が
描
か
れ
て
い
る
。
後
室
の
東
西
両
壁
北
側
の
壁
画

は
欠
失
が
激
し
い
が
、
怪
石
、
植
物
、
花
鳥
、
胡
蝶
な
ど
の
描
か
れ
て
い
た
痕
が
見
受
け

ら
れ
、
お
そ
ら
く
現
存
す
る
北
壁
面
の
画
面
と
近
似
す
る
構
成
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
王
処
直
墓
の
い
く
つ
か
の
花
鳥
壁
画
の
う
ち
、
花
と
枝
葉
の
表
現
に
つ
い
て
は
、

王
公
淑
墓
壁
画
の
花
卉
表
現
の
変
化
と
細
密
さ
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、「
造
形
」
の
意

図
か
ら
言
え
ば
、
王
処
直
墓
は
怪
石
の
モ
チ
ー
フ
を
多
用
す
る
こ
と
で
、
王
公
淑
墓
以
上

に
複
雑
な
構
造
を
生
み
出
し
て
い
る
。
王
処
直
墓
壁
画
に
描
か
れ
た
鳩
な
ど
の
禽
鳥
に
至

っ
て
は
、
植
物
の
根
部
分
と
平
行
す
る
水
平
位
置
に
配
置
さ
れ
る
が
、
異
な
る
姿
勢
を
と

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
禽
鳥
の
互
い
の
位
置
上
の
区
別
が
明
示
さ
れ
、
禽
鳥
と
植

物
の
間
の
一
様
で
な
い
関
係
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

挿図 （（　五代 王処直墓墓室後室北壁《牡丹図壁画》（同光二年〈（（（〉、河北
省曲陽県出土）
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唐
安
公
主
墓
壁
画
の
禽
鳥
、
趙
逸
公
墓
壁
画
の
大
雁
、
そ
し
て
王
処
直
墓
壁
画
の
鳩
な

ど
と
い
っ
た
作
例
で
は
、
個
別
の
禽
鳥
が
か
な
り
大
き
く
画
面
に
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ

は
禽
鳥
と
そ
の
他
の
モ
チ
ー
フ
の
関
係
が
次
第
に
強
調
さ
れ
、
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
た
め
と
言
え
る
。
禽
鳥
の
細
部
描
写
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
た
こ
と
を
除
け
ば
、
花
鳥
画

は
依
然
と
し
て
植
物
を
最
も
重
要
な
構
成
の
主
題
と
し
て
い
た
が
、
禽
鳥
に
も
多
様
な
姿

態
表
現
の
兆
し
が
見
え
始
め
て
お
り
、
ま
さ
に
花
卉
植
物
の
表
現
力
に
近
づ
い
て
い
っ
て

い
る
。
一
部
の
研
究
者
は
、
こ
う
し
た
発
展
を
、
庭
園
描
写
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
関
連

付
け
、
ま
た
多
く
の
文
献
史
料
を
も
と
に
、
唐
人
の
庭
園
に
対
す
る
興
味
に
つ
い
て
も
指

摘
し
、
そ
れ
が
晩
唐
期
に
お
け
る
花
鳥
画
の
成
熟
を
促
し
た
主
な
背
景
で
あ
っ
た
と
推
察

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
庭
園
の
造
営
は
唐
代
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
禽
鳥

の
飼
育
も
ま
た
唐
人
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
唐
安
公
主
墓
壁
画

の
花
鳥
表
現
に
関
し
て
は
、
た
だ
庭
園
の
造
営
と
い
っ
た
文
脈
的
背
景
か
ら
の
み
論
じ
る

こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
他
に
、
唐
安
公
主
墓
壁
画
を
花
鳥
画
が
発
展
、
完
成
し
た
こ
と
を

示
す
作
例
と
見
る
研
究
者
も
い
る
が
、
画
面
の
配
置
か
ら
言
っ
て
、
唐
安
公
主
墓
お
よ
び

趙
逸
公
墓
の
水
盆
花
鳥
の
描
写
は
、
整
合
性
の
あ
る
画
面
配
置
と
い
う
点
で
は
未
だ
完
成

さ
れ
て
い
る
と
言
え
ず
、
画
中
の
各
モ
チ
ー
フ
の
配
置
関
係
の
多
く
が
、
モ
チ
ー
フ
間
の

繫
ぎ
合
わ
せ
で
あ
る
。
画
面
全
体
が
ま
と
ま
っ
た
融
合
的
表
現
の
完
成
は
、
北
宋
の
段
階

ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

次
章
か
ら
は
、
そ
の
他
の
要
素
に
着
目
し
、
花
鳥
題
材
発
展
の
新
し
い
動
向
に
つ
い
て

述
べ
て
み
た
い
。
加
え
て
、
花
鳥
題
材
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
異
な
る
題
材
か
ら
一
つ
の

関
係
性
を
有
す
る
画
面
を
作
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
見
て
い
き
、
こ
れ
が
「
随
物

造
景
」
と
称
す
べ
き
新
た
な
結
実
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
を
提
示
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

う
し
た
新
た
な
動
向
を
形
成
す
る
原
動
力
と
な
る
も
の
は
非
常
に
複
雑
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の
一
側
面
と
し
て
、
禽
鳥
の
表
現
の
動
向
に
さ
ら
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
禽
鳥
の
瑞
祥
性

の
消
去
と
の
関
係
と
、
そ
の
消
去
と
同
時
に
禽
鳥
の
豊
富
な
姿
態
表
現
に
さ
ら
な
る
注
意

が
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
可
能
性
を
述
べ
、
こ
う
し
た
要
素
が
花
鳥
画
成
立
の
基
礎
と
な
っ

た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
瑞
祥
性
が
失
わ
れ
た
後
の
状
況
に
つ
い
て
見
て
い

き
た
い
。

　
　
　

三
、
花
鳥
画
発
展
の
基
礎
的
条
件

　
（
一
）
瑞
祥
性
の
消
去

　
「
花
鳥
」
と
い
う
題
材
は
、
そ
の
最
初
期
は
、
瑞
物
と
し
て
の
性
質
を
も
っ
て
描
く
対

象
と
な
っ
た
。「
花
鳥
」
の
内
包
す
る
瑞
祥
性
が
い
か
に
変
化
し
た
か
は
、
ま
た
別
の
課

題
と
し
て
考
察
に
値
す
る
。
こ
の
よ
う
な
課
題
は
、
す
で
に
文
様
装
飾
の
発
展
と
関
連
付

け
ら
れ
て
い
る
が
、
異
な
る
作
品
間
の
機
能
の
違
い
に
つ
い
て
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
）
（（
（

。
石
守
謙
氏
は
、
絵
画
史
の
発
展
と
い
う
観
点
か
ら
関
連
す
る
課
題
を
論
じ
、
唐
代

の
中
・
晩
期
の
士
人
が「
感
神
通
霊
」、す
な
わ
ち
優
れ
た
画
は
神
霊
と
通
じ
る
力
が
あ
り
、

人
知
を
超
え
た
霊
異
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
考
え
、
を
も
っ
て
画
を
論
じ
る
こ
と
を
や
め

た
後
に
、
花
鳥
題
材
は
、
画
論
に
お
け
る
「
絵
画
形
式
」
重
視
へ
の
回
帰
に
よ
っ
て
さ
ら

な
る
発
展
の
余
地
を
得
た
と
指
摘
し
た
）
（（
（

。
こ
れ
も
ま
た
、
花
卉
禽
鳥
か
ら
瑞
祥
性
が
失
わ

れ
た
後
、
花
鳥
の
モ
チ
ー
フ
が
定
型
化
さ
れ
た
象
徴
符
号
か
ら
解
放
さ
れ
、
花
鳥
題
材
が

取
り
上
げ
る
様
々
な
姿
態
変
化
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

瑞
祥
性
の
消
去
と
は
、
こ
の
後
の
花
鳥
が
そ
う
し
た
文
脈
か
ら
完
全
に
脱
却
し
た
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
当
時
の
人
々
が
、
も
は
や
「
瑞
祥
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
重
視
し
な

か
っ
た
と
い
う
意
味
で
も
な
い
。
い
わ
ゆ
る
瑞
祥
の
シ
ス
テ
ム
は
、
異
な
る
時
代
、
地
域

な
い
し
拠
り
所
と
な
る
信
仰
に
自
然
に
従
い
、
そ
れ
に
応
じ
た
系
統
を
有
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
従
っ
て
本
論
に
お
け
る
瑞
祥
性
の
消
去
と
は
、
花
鳥
題
材
が
瑞
祥
の
シ
ス
テ
ム
以

外
の
、
そ
れ
に
制
限
さ
れ
な
い
別
の
題
材
と
な
っ
た
こ
と
を
指
す
。
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唐
代
の
中
・
後
期
、
花
鳥
題
材
は
人
物
画
に
付
随
す
る
も
の
か
ら
画
面
の
主
体
へ
と
発

展
変
化
し
て
い
っ
た
。
モ
チ
ー
フ
の
発
展
と
い
う
観
点
か
ら
言
え
ば
、
花
園
の
景
を
描
く

中
に
は
、
常
に
比
較
的
大
き
な
禽
鳥
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
独
立
し
た
禽
鳥
の
表
現

に
つ
い
て
、
ジ
ェ
シ
カ
・
ロ
ー
ソ
ン
氏
は
、
鳳
凰
の
文
様
装
飾
が
中
国
で
長
く
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
唐
代
に
出
現
し
た
建
築
装
飾
に
お
け
る
鳳
凰
文
は
、

濃
密
な
葉
と
雲
文
に
よ
っ
て
取
り
囲
ま
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
早
期
の
鳳
凰
文
と
は
特
に

似
て
い
な
い
と
言
え
る
。
ま
た
唐
代
中
期
に
始
ま
っ
た
動
物
文
様
装
飾
に
は
、
単
独
で
金

銀
器
の
中
央
に
表
わ
す
「
単
体
動
物
文
様
」
が
見
ら
れ
、
そ
の
一
例
と
し
て
何
家
村
出
土

の
《
鳳
鳥
葵
花
形
銀
盤
》（
七
～
八
世
紀
）（
挿
図
（（
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ロ
ー
ソ
ン
氏
は
、

こ
う
し
た
文
様
装
飾
を
「
現
存
す
る
中
国
伝
統
装
飾
と
の
分
離
を
示
す
も
の
」
と
さ
れ
、

外
来
器
物
の
文
様
装
飾
が
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
作
風
を
生
み
出
し
た
と
推
察
し
て
い

る
）
（（
（

。

　

禽
鳥
イ
メ
ー
ジ
の
独
立
に
着
目
す
る
他
に
、
さ
ら
に
重
要
な
問
題
は
、
瑞
祥
性
が
失
わ

れ
た
後
に
、
い
か
に
し
て
新
し
い
造
形
手
段
が
現
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

新
た
な
造
形
手
段
に
つ
い
て
は
、
主
に
以
下
の
二
つ
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
。
ま
ず
一
つ

目
に
、
禽
鳥
の
姿
態
を
多
角
的
に
捉
え
た
描
写
の
把
握
に
つ
い
て
、
王
公
淑
墓
壁
画
《
牡

丹
蘆
雁
図
》
の
蘆
雁
を
最
適
な
例
と
し
て
考
察
す
る
。
そ
し
て
二
つ
目
に
、
禽
鳥
を
主
題

と
し
た
表
現
の
配
置
方
法
の
変
化
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

　

ま
ず
は
一
つ
目
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
例
と
し
て
、
唐
代
中
期
の
ア
ス
タ
ー
ナ

第
二
一
七
号
墓
壁
画
に
、
花
鳥
を
主
題
と
す
る
画
の
始
ま
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

画
中
の
禽
鳥
の
姿
態
は
か
な
り
素
朴
な
手
法
で
描
か
れ
、
あ
ま
り
多
く
の
変
化
は
な
く
、

側
面
か
ら
捉
え
た
姿
を
主
と
す
る
。
わ
ず
か
に
頸
部
の
動
き
を
通
し
て
、
限
ら
れ
た
姿
態

の
変
化
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
十
世
紀
以
後
に
な
る
と
、
王
処
直
墓
壁
画
の
鳩
に

お
い
て
す
で
に
、
様
々
な
角
度
か
ら
捉
え
た
姿
態
が
見
ら
れ
、
正
面
あ
る
い
は
側
面
と
い

う
固
定
化
さ
れ
た
パ
タ
ー
ン
か
ら
の
脱
却
が
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。
従
っ
て
禽
鳥
の
表

現
様
式
は
、
九
世
紀
の
前
半
か
ら
新
た
な
発
展
が
始
ま
り
、
新
し
い
角
度
か
ら
の
姿
態
の

追
求
が
積
極
的
に
行
な
わ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

瑞
祥
性
が
失
わ
れ
た
後
の
禽
鳥
題
材
の
表
現
構
成
上
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
鶴
と
い
う

題
材
が
葬
墓
壁
画
に
お
い
て
描
か
れ
た
位
置
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
七
、

八
世
紀
唐
代
の
葬
墓
壁
画
に
は
、壁
の
頂
部
に
し
ば
し
ば
「
雲
鶴
」
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
永
泰
公
主
墓
、
懿
徳
太
子
墓
後
方
の
甬
道
頂
部
に
は
い
ず
れ
も
雲
鶴
図
が
描
か

れ
、韋
泂
墓
（
景
竜
二
年
〈
七
〇
八
〉）
後
室
頂
部
の
人
字
栱
の
間
に
も
鶴
の
描
写
が
あ
る
。

こ
う
し
た
雲
気
と
鶴
を
共
に
描
く
壁
画
の
表
現
は
、
描
か
れ
る
位
置
か
ら
見
て
も
、
鶴
に

瑞
物
と
し
て
の
意
味
が
備
わ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
）
（（
（

。
李
憲
墓（
天
宝
元
年〈
七
四
二
〉）

墓
室
頂
部
に
見
ら
れ
る
雲
鶴
の
形
態
は
さ
ら
に
多
く
の
変
化
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
ま

た
瑞
物
と
し
て
の
利
用
の
範
疇
に
あ
る
と
言
え
る
。

　

九
世
紀
以
後
に
は
、西
安
の
梁
元
翰
墓（
会
昌
四
年〈
八
四
四
〉）、楊
玄
略
墓（
咸
通
五
年〈
八

六
四
〉）
壁
画
に
お
い
て
六
鶴
の
屛
風
が
見
ら
れ
る
）
（（
（

。
こ
れ
ら
の
壁
画
で
明
ら
か
に
、
屛

挿図 （（　唐《鳳鳥葵花形銀盤》（（ ～ （ 世紀、陝西省
西安市何家村出土）
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風
壁
画
に
お
け
る
鶴
を
重
要
な
主
題
と
し
た
表
現
は
さ
ら
に
発
展
を
と
げ
た
と
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
鶴
を
主
題
と
し
た
屛
風
は
九
世
紀
中
葉
に
は
出
現
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

に
至
る
前
段
階
や
発
展
の
状
況
は
、
富
平
朱
家
道
墓
、
墓
道
北
壁
東
側
に
描
か
れ
た
「
双

鶴
図
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
朱
家
道
墓
壁
画
の
双
鶴
図
（
挿
図
（（
）
は
、
実
際
に
は

屛
風
壁
画
の
一
部
で
あ
り
、
画
中
の
双
鶴
の
姿
態
は
概
ね
同
じ
で
は
な
く
、
植
物
と
湖
石

の
両
側
に
分
か
れ
て
配
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
朱
家
道
墓
の
成
立
年
を
示
す
資
料
は
未
だ
な
く
、

学
界
で
も
そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
様
々
な
意
見
が
あ
り
、
一
部
の
学
者
は
山
水
屛
風
壁
画

の
表
現
か
ら
、
盛
唐
な
い
し
中
・
晩
唐
期
の
も
の
と
推
察
し
て
い
る
）
（（
（

。
屛
風
壁
画
中
の
双

鶴
の
う
ち
、
一
羽
は
二
枚
の
羽
を
平
ら
に
起
こ
し
、
足
を
手
前
に
出
す
が
、
そ
れ
と
は
逆

に
頭
部
を
回
し
て
後
方
に
向
け
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
鶴
の
歩
く

姿
を
表
わ
す
こ
と
に
意
識
を
向
け
た
も
の
で
あ
り
、
飛
翔
す
る
際
の
動
き
を
追
求
す
る
雲

鶴
の
題
材
と
の
関
係
は
あ
ま
り
な
く
、
鶴
が
園
林
の
地
上
で
活
動
す
る
様
子
を
表
わ
し
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
、
鶴
を
明
確
に
主
要
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
例
と
し
て
、
近
年
新
た
に
陝
西
省

西
安
安
鳳
栖
原
で
発
見
さ
れ
た
唐
代
郭
仲
文
墓
（
会
昌
二
年
〈
八
四
二
〉）
が
あ
る
。
そ
の

墓
室
に
は
鶴
が
描
か
れ
た
十
扇
屛
風
壁
画
が
見
ら
れ
る
）
（（
（

。こ
の《
十
扇
鶴
図
屛
風
壁
画
》（
挿

図
（（
）
は
、
七
扇
に
鶴
を
描
く
が
、
そ
の
う
ち
五
扇
の
鶴
の
描
写
は
近
似
し
て
お
り
、
頭

部
を
向
か
っ
て
左
側
に
向
け
、両
足
を
並
べ
て
立
つ
姿
で
表
わ
さ
れ
る
。他
一
扇
の
鶴
も
、

身
部
を
向
か
っ
て
左
側
に
し
て
立
つ
が
、
頭
部
は
転
じ
て
右
側
に
向
け
て
い
る
。
ま
た
別

の
一
扇
の
鶴
は
、
他
の
鶴
と
は
反
対
に
、
頭
部
や
脚
と
い
っ
た
全
身
を
右
側
に
向
け
て
立

っ
て
い
る
。
こ
の
郭
仲
文
墓
壁
画
の
画
風
は
か
な
り
簡
略
な
も
の
で
、
鶴
の
形
態
描
写
の

多
く
が
粗
放
な
筆
致
で
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
鶴
の
様
態
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
う

挿図 （（　唐 富平朱家道墓墓室北壁（陝西省咸陽市富平県出土）

挿図 （（　唐 郭仲文墓墓室《十扇鶴図屛風壁画》（会昌二年〈（（（〉、陝
西省西安市出土）

挿図 （（　唐 敦煌文書《瑞応図》残巻（パリ国立図書館蔵）
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ち
の
一
扇
は
前
述
の
朱
家
道
墓
壁
画
に
お
け
る
、
首
を
転
じ
て
歩
く
鶴
の
姿
に
近
く
、
郭

仲
文
墓
成
立
の
時
期
に
は
す
で
に
、
歩
く
鶴
の
図
様
が
現
わ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　

九
世
紀
中
期
に
お
け
る
画
鶴
の
壁
画
資
料
を
い
く
つ
か
見
て
い
く
と
、
画
風
に
つ
い
て

は
細
緻
と
簡
略
の
両
方
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
鶴
の
姿
態
の
把
握
に
つ
い
て
は
す
で
に
あ

る
一
定
の
共
通
認
識
が
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
も
と
も
と
八
世
紀
以
前
に
多
く
見
ら
れ
た
墓

室
頂
部
の
鶴
は
、
未
だ
に
瑞
物
と
し
て
の
意
味
を
明
確
に
備
え
て
い
た
が
、
九
世
紀
以
後

に
な
る
と
葬
墓
壁
画
屛
風
の
鶴
は
、
瑞
物
の
意
味
を
保
有
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

雲
気
の
ま
つ
わ
る
天
上
界
の
範
疇
を
す
で
に
超
え
、
樹
石
の
組
み
合
わ
さ
れ
た
園
林
の
中

へ
進
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
（（
（

。「
瑞
物
」
の
系
統
の
中
で
は
、
モ
チ
ー
フ
の
生
態
と
個
別

性
は
特
に
重
視
さ
れ
な
い
。
唐
代
敦
煌
文
書
の《
瑞
応
図
》残
巻（
パ
リ
国
立
図
書
館
蔵
）（
挿

図
（（
）
を
例
に
す
れ
ば
）
（（
（

、
こ
の
残
巻
は
、
巻
の
上
部
に
画
、
下
部
に
文
字
を
配
し
て
お
り
、

画
の
主
旨
は
「
瑞
物
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
場
所
に
出
現
す
る
か
」
と
い
う
下
部
の
記
述

と
符
合
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
瑞
物
と
見
な
す
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ

り
、
モ
チ
ー
フ
そ
の
も
の
の
外
見
に
は
特
に
着
目
せ
ず
、
当
然
そ
の
生
態
に
も
関
心
は
払

わ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
作
例
か
ら
推
察
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
時
期
に
「
瑞
物
」
系
統

の
枠
組
み
が
緩
や
か
に
な
り
始
め
た
こ
と
、
あ
る
い
は
モ
チ
ー
フ
が
も
は
や
「
瑞
物
」
の

系
統
の
中
だ
け
に
属
さ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
契
機
に
、
モ
チ
ー
フ
の
生
態
の
細
か
な
点
に

対
し
、
よ
り
多
く
の
注
意
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
（（
（

。

　

花
鳥
題
材
と
「
瑞
物
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
分
離
は
、
ま
さ
に
唐
人
の
禽
鳥
に
対
す
る

捉
え
方
の
変
化
と
関
連
付
け
ら
れ
、
現
在
は
た
だ
鶴
を
描
く
屛
風
壁
画
と
そ
の
進
展
変
化

の
問
題
か
ら
の
み
考
察
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
し
か
し
唐
人
の
、
あ
る
種
の
禽
鳥
に
対
す
る
関
心

は
、
実
際
に
は
す
で
に
吉
祥
の
意
味
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
以
下
、
唐
代
の
画
鶴
の
名
家
で
あ
る
薜
稷
と
そ
れ
に
関
連
す
る
記
述
を
も
と
に
、

一
方
で
は
鶴
の
図
様
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
、
定
型
化
し
た
絵
画
様
式
と
な
っ
て
い
く
か

を
見
て
い
き
、
ま
た
一
方
で
は
、
薜
稷
の
鶴
に
対
す
る
唐
人
の
評
価
を
精
査
し
、
そ
れ
が

必
ず
し
も
吉
祥
の
象
徴
的
意
味
に
限
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
（
二
）「
六
鶴
」
図
様
の
成
立

　

七
～
八
世
紀
に
活
躍
し
た
薜
稷
の
描
く
鶴
は
、
中
・
晩
唐
期
に
は
す
で
に
高
い
名
声
を

得
て
い
た
）
（（
（

と
わ
か
る
。
張
彦
遠
『
歴
代
名
画
記
』
は
、
薜
稷
に
つ
い
て
「
鶴
を
画
し
て
名

を
知
ら
れ
、
屛
風
の
六
扇
鶴
様
は
、
稷
よ
り
始
ま
る
」
と
記
す
）
（（
（

。
し
か
し
結
局
、
薜
稷
の

鶴
の
容
貌
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
が
現
状
で
あ

る
。
小
川
裕
充
氏
は
、
正
倉
院
に
伝
わ
る
漆
櫃
に
描
か
れ
た
草
木
鶴
図
と
遼
墓
壁
画
の
鶴

図
を
も
と
に
、
薜
稷
の
「
六
鶴
様
」
復
元
を
試
み
た
）
（（
（

。
し
か
し
唐
人
の
詩
文
か
ら
、
薜
稷

の
鶴
の
描
写
を
確
認
す
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
杜
甫
が
「
十
一
鶴
」
と
称
し
た
も
の
以
外

に
、
彼
の
鶴
が
「
六
鶴
」
の
定
型
を
備
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
録
は
見

出
せ
な
い
。
実
際
、
薜
稷
の
「
六
鶴
」
に
つ
い
て
の
明
確
な
描
写
は
、
唐
人
の
詩
文
に
は

見
ら
れ
ず
、
北
宋
に
至
っ
て
か
ら
の
梅
堯
臣
（
一
〇
〇
二
～
一
〇
六
〇
）
の
詩
文
が
そ
の

比
較
的
早
い
例
と
な
る
）
（（
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、「
六
鶴
」
様
式
の
確
立
と
薜
稷
の
間
に
直
接

的
な
関
係
を
見
出
す
の
は
難
し
く
、
張
彦
遠
の
い
う
「
六
扇
鶴
様
」
が
「
六
鶴
」
様
式
を

指
す
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
断
言
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
前
述
し
た
郭
仲
文
墓
の
鶴

図
壁
画
は
、
鶴
の
図
様
が
六
種
の
姿
態
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

　

薜
稷
の
画
鶴
の
達
成
は
、
生
き
た
鶴
の
詳
細
な
観
察
と
少
な
か
ら
ず
関
係
し
て
い
る

が
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
そ
の
多
様
な
姿
態
を
把
握
し
た
こ
と
に
あ
る
。
薜
稷
に
や
や

遅
れ
て
登
場
し
た
李
白
（
七
〇
一
～
七
六
二
）
や
杜
甫
（
七
一
二
～
七
七
〇
）
な
ど
は
、
み

な
薜
稷
の
鶴
を
見
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
題
詩
を
残
し
て
い
る
。
李
白
詩
に
言
う
。
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美　

術　

研　

究　
　

四　

一　

七　

号

98

二
〇

昂
昂
欲
飛
、
霍
若
驚
矯
。
形
留
座
隅
、
勢
出
天
表
。
謂
長
唳
於
風
霄
、
終
寂
立
於
露

曉
）
（（
（

。

　

ま
た
杜
甫
詩
に
言
う
。

薛
公
十
一
鶴
、
皆
写
青
田
真
。
画
色
久
欲
尽
、
蒼
然
猶
出
塵
。
低
昂
各
有
意
、
磊
落

如
長
人
）
（（
（

。

　

こ
う
し
た
詩
文
か
ら
推
察
さ
れ
る
の
は
、
唐
人
の
眼
か
ら
見
て
、
薜
稷
の
鶴
の
重
要
な

達
成
と
は
、
鶴
の
多
様
な
活
動
の
姿
態
を
表
わ
し
た
点
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

杜
甫
詩
の
「
低
昂
す
る
こ
と
各

お
の
お
の意

有
り
、
磊
落
た
る
こ
と
人
に
長
た
る
が
如
し
」
と
い
う

一
文
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
鶴
の
姿
態
の
俯
く
、
仰
ぎ
見
る
と
い
っ
た
変
化
を
表
わ
す
一

方
で
、こ
う
し
た
姿
態
に
各
々
意
味
が
あ
る
と
し
、ま
た
磊
落
な
様
は
人
の
長
の
よ
う
だ
、

と
し
て
、
鶴
の
姿
態
と
人
物
の
挙
動
を
関
連
付
け
称
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

薜
稷
の
鶴
様
式
は
、
未
だ
「
六
鶴
」
様
式
と
し
て
は
定
型
化
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
の
姿
態
描
写
に
見
ら
れ
る
工
夫
は
、
詩
人
に
あ
た
か
も
人
間
の
よ
う
な
ふ

る
ま
い
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。こ
の
よ
う
な
形
式
か
ら
筆
者
は
、薜
稷
は
当
時
、

必
ず
し
も
小
川
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
系
統
だ
っ
た
「
六
鶴
」
様
式
を
確
立
し
て
い
た

と
は
言
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
鶴
の
新
た
な
姿
態
表
現
を
開
拓
し
た
の
だ
と
考
え
る
。
一

例
と
し
て
、
洛
陽
で
出
土
し
た
唐
代
の
《
螺
鈿
高
士
宴
楽
文
鏡
》（
中
国
国
家
博
物
館
蔵
）

（
挿
図
（0
）
の
鏡
面
下
方
に
表
わ
さ
れ
た
鶴
は
、
わ
ず
か
に
両
翼
を
広
げ
、
頭
部
を
回
し

て
後
方
に
向
け
、
片
足
で
立
つ
姿
勢
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
首
を
回

し
て
毛
繕
い
を
す
る
姿
に
関
わ
る
と
解
せ
る
。
ま
た
あ
る
い
は
、
伝
・
周
昉
（
？
～
七
八

〇
頃
）
筆
《
簪
花
仕
女
図
巻
）
（（
（

》（
遼
寧
省
博
物
館
蔵
）（
挿
図
（（
）
に
描
か
れ
た
鶴
は
、
両
翼

を
わ
ず
か
に
広
げ
、
ち
ょ
う
ど
片
足
を
前
に
出
し
歩
み
を
前
に
進
め
て
い
る
よ
う
な
姿
で

表
わ
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
人
物
の
周
り
で
活
動
す
る
鶴
の
描
写
と
、
そ
の
姿
態
表
現
に
つ

い
て
は
、
い
ず
れ
も
薜
稷
の
画
鶴
が
流
行
し
て
い
た
時
期
の
共
通
現
象
と
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　

こ
う
し
た
画
鶴
の
成
果
を
、
本
格
的
に
「
六
鶴
」
様
式
と
見
な
し
た
最
も
早
い
文
献
は

北
宋
の
黄
休
復
『
益
州
名
画
録
』（
景
徳
三
年
〈
一
〇
〇
六
〉）
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
後

蜀
の
画
家
、
黄
筌
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
と
あ
る
。
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

広
政
甲
辰
歲
（
七
年
〈
九
四
四
〉）、
淮
南
、
聘
を
通
ず
る
に
、
信
幣
の
中
に
生
鶴
の

数
隻
有
り
。
蜀
主
、
筌
に
命
じ
て
鶴
を
偏
ら
の
殿
の
壁
に
写
さ
し
む
。
露
に
警そ

な

ふ
る

者
、
苔
を
啄
む
者
、
毛
を
理つ

く
ろふ
者
、
羽
を
整
ふ
者
、
天
に
唳な

く
者
、
足
を
翹あ

ぐ
る
者
、

精
彩
な
る
態
度
、
さ
ら
に
生
け
る
に
愈ま

さ

れ
り
。
往
往
に
し
て
生
鶴
を
致
し
、
画
の
側

に
立
つ
。
蜀
主
歎
賞
し
、
遂
に
目
し
て
六
鶴
殿
と
為
す
な
り
）
（（
（

。

挿図 （0　唐 《螺鈿高士宴楽文鏡》（中国国家博物館蔵）
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二
一

　

淮
南
（
南
唐
）
か
ら
生
鶴
数
羽
を
贈
ら
れ
た
際
、

黄
筌
が
後
蜀
二
代
皇
帝
孟
昶
（
在
位
九
三
四
～
九
六

五
）
の
た
め
に
描
い
た
「
六
鶴
」
は
、
鶴
の
活
動
す

る
姿
を
六
種
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
。

郭
若
虚
の
『
図
画
見
聞
誌
』
で
は
さ
ら
に
六
鶴
の
様

式
が
整
理
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

黄
筌
、
六
鶴
を
写
す
。
其
の
一
、「
天
唳
」（
天

に
唳な

く
）
と
曰
ふ
。
首
を
挙
げ
喙

く
ち
ば
しを

張
り
て
鳴

く
。
其
の
二
、「
警
露
」（
露
に
警そ
な

へ
る
）
と
曰

ふ
。
首
を
回
し
頸
を
引
き
て
上
を
望
む
。
其
の

三
、「
啄
苔
」（
苔
を
啄
む
）
と
曰
ふ
。
首
を
垂

れ
啄

く
ち
ば
しを

地
に
下
ぐ
。
其
の
四
、「
舞
風
」（
風
に

舞
ふ
）と
曰
ふ
。風
に
乗
り
翼
を
振
り
て
舞
う
。

其
の
五
、「
疏
翎
」（
翎は
ね

を
疏
く
し
け
ずる

）
と
曰
ふ
。
項

を
転
じ
て
其
の
翎
羽
を
毨

と
と
の

ふ
。
其
の
六
、「
顧

歩
」（
歩
を
顧
み
る
）
と
曰
ふ
。
行
き
て
首
を
回

し
下
を
顧
み
る
）
（（
（

。

　

北
宋
の
絵
画
史
編
纂
者
は
、
劉
道
醇
が
「
黄
筌
画

鶴
、
薜
稷
減
価
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
多
く
が

黄
筌
の
六
鶴
図
を
薜
稷
以
上
と
し
て
い
る
。
つ
ま
る

と
こ
ろ
、
黄
筌
の
創
始
し
た
「
六
鶴
様
」
の
容
貌
が

薜
稷
の
鶴
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
問
題

で
は
な
く
、
注
目
す
べ
き
は
、
黄
筌
に
よ
る
鶴
の
様
式
が
、
北
宋
に
至
る
ま
で
多
大
な
影

響
力
を
持
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
段
階
の
花
鳥
画
史
を
見
て
み
る
と
、
黄
筌
が
孟
昶
の

た
め
に
生
み
出
し
た
六
鶴
様
式
が
、
北
宋
前
中
期
に
は
す
で
に
、
唐
代
に
お
け
る
花
鳥
画

の
成
就
を
超
え
る
実
例
と
見
な
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
わ
か
る
。
こ
の
達
成
の
重
要

な
点
は
、
生
き
た
鶴
の
姿
態
把
握
が
さ
ら
な
る
段
階
に
進
ん
だ
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
さ
ら

に
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
一
組
の
鶴
を
描
く
際
の
図
様
パ
タ
ー
ン
が
、
こ
の
後
に
一
つ

の
系
統
を
確
立
し
、
ま
た
画
鶴
の
基
礎
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

北
宋
人
が
「
六
鶴
」
の
図
様
に
対
し
て
、
表
面
上
の
認
識
に
留
ま
ら
ず
、「
六
鶴
」
の

内
包
す
る
意
味
を
認
識
、
把
握
し
て
い
た
こ
と
は
、
北
宋
人
の
杜
甫
の
詩
文
に
対
す
る
把

握
と
評
価
意
見
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
例
と
し
て
『
九
家
集
注
杜
詩
』
に
、
北
宋

の
士
人
王
洙
（
九
九
七
～
一
〇
五
七
）
が
、
杜
甫
の
詩
文
「
通
泉
県
署
屋
壁
後
薛
少
保
画

鶴
」
に
附
し
た
注
釈
が
あ
り
、
そ
の
中
で
「
薛
公
の
画
鶴
、
低
昂
す
る
こ
と
皆
意
有
り
。

啄
を
翎
に
返
す
、
天
に
唳
く
、
露
に
警
へ
る
の
類
の
如
き
は
、
皆
随
ひ
て
之
を
名
せ
り
」

と
述
べ
て
い
る
）
（（
（

。
王
洙
は
天
聖
二
年
（
一
〇
二
四
）
の
進
士
で
、『
崇
文
総
目
』
の
編
纂

に
参
加
し
た
他
、
杜
甫
の
詩
集
各
種
を
蒐
集
し
『
杜
工
部
集
』
二
十
巻
を
編
纂
し
た
。
杜

甫
詩
の
「
低
昂
す
る
こ
と
各

お
の
お
の意

有
り
」
の
文
意
に
つ
い
て
、
王
洙
は
、
薜
稷
の
鶴
が
頭
を

低
く
伏
せ
た
り
、
首
を
高
く
上
げ
た
り
す
る
姿
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ

れ
は
単
な
る
動
き
の
変
化
で
は
な
く
、
生
物
の
習
性
で
あ
る
「
啄
を
翎
に
返
す
、
天
に
唳

く
、
露
に
警
へ
る
」
と
い
っ
た
も
の
を
表
わ
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
こ
の
う
ち
「
警
露
」

（
露
に
警
へ
る
）
に
つ
い
て
は
、『
春
秋
繁
露
』『
風
土
記
』
と
い
っ
た
早
期
の
文
献
中
に
、

鶴
は
生
来
慎
重
か
つ
警
戒
を
怠
ら
な
い
性
格
で
、
八
月
の
節
気
で
あ
る
白
露
の
後
に
、
気

候
の
変
化
を
感
知
し
て
鳴
き
声
を
発
し
、
そ
れ
に
よ
り
連
れ
の
鶴
に
注
意
を
促
し
居
処
を

変
え
る
と
あ
る
。
こ
の
た
め
に
こ
の
画
の
若
鶴
の
姿
態
は
「
警
露
」
と
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
こ
う
し
た
独
特
な
鶴
の
習
性
を
念
頭
に
入
れ
て
鑑
賞
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

挿図 （（　（伝）唐 周昉《簪花仕女図巻》（遼寧省博物館蔵）
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二
二

一
方
、
郭
若
虚
『
図
画
見
聞
誌
』
は
、「
警
露
」
の
鶴
の
姿
に
つ
い
て
「
首
を
回
し
頸
を

引
き
て
上
を
望
む
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
た
だ
外
見
の
み
に
着
目
し
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。

　
「
六
鶴
」
の
図
様
は
、
北
宋
中
期
に
お
け
る
詩
人
の
詩
詠
に
従
っ
て
、
画
家
に
よ
る
鶴

の
姿
態
描
写
の
成
果
を
、
造
型
の
確
認
を
通
し
て
徐
々
に
そ
の
中
に
あ
る
意
味
と
結
合
さ

せ
て
い
き
、
花
鳥
画
に
お
け
る
一
つ
の
重
要
な
様
式
を
確
立
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
造
型

と
意
味
の
両
方
を
兼
ね
備
え
た
「
六
鶴
」
の
完
成
は
、
一
種
の
「
画
様
」
の
絵
画
史
に
お

け
る
地
位
の
確
立
と
言
え
る
が
、
実
際
に
は
、
花
鳥
題
材
が
徐
々
に
独
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル

に
変
遷
し
て
い
く
重
要
な
段
階
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、
こ
の
段

階
で
、
蜀
の
黄
筌
の
絵
画
が
成
し
と
げ
た
重
要
な
役
割
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。

　
　
　

四
、
花
鳥
画
の
成
立

　
（
一
）
黄
氏
父
子

　

黄
筌
・
黄
居
寀
父
子
は
、
孟
昶
に
随
っ
て
入
宋
し
、
北
宋
前
期
の
花
鳥
画
の
発
展
過
程

で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
）
（（
（

。
黄
筌
の
後
蜀
に
お
け
る
貢
献
は
、「
六
鶴
」
図
様
を
確
立

し
た
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
そ
の
「
画
様
」
の
活
用
と
整
理
を
行
な
っ
た

こ
と
で
あ
る
。「
造
景
」
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
黄
氏
父
子
の
花
鳥
画
に
お
け
る
新
た

な
達
成
は
、
花
鳥
等
の
異
な
る
題
材
を
絵
画
上
で
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し

た
達
成
を
、
本
論
で
は
「
随
物
造
景
」
と
呼
び
、
次
節
に
て
論
じ
て
い
く
。
ま
ず
は
、
関

連
す
る
文
献
史
料
か
ら
、
黄
氏
父
子
の
画
風
の
絵
画
史
上
に
お
け
る
役
割
と
意
義
に
つ
い

て
述
べ
、
ま
た
現
存
す
る
葬
墓
壁
画
お
よ
び
関
連
す
る
現
存
作
例
の
画
風
か
ら
、
そ
の
実

態
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
考
察
を
試
み
る
。

　

黄
休
復
、
欧
陽
炯
等
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
黄
筌
は
か
つ
て
孟
昶
の
命
に
よ
り
、
新
築
の

八
卦
殿
に
「
四
時
」
す
な
わ
ち
四
季
の
景
を
描
い
た
と
い
う
。
八
卦
殿
は
孟
昶
が
新
た
に

建
立
し
た
大
殿
西
門
の
小
殿
で
、
天
井
装
飾
が
八
卦
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
そ
の
名
で
呼
ば

れ
た
。
殿
内
は
「
其
の
御
座
、
几
案
、
図
書
の
外
、
常
に
異
な
る
者
の
有
る
こ
と
非
ざ
る

な
り
」、
つ
ま
り
椅
子
や
机
、
図
書
と
い
っ
た
日
常
生
活
に
使
う
道
具
以
外
は
置
か
な
か

っ
た
と
言
い
、
ま
た
五
坊
が
こ
の
殿
に
て
白
鷹
を
献
上
し
た
こ
と
か
ら
、
本
殿
は
正
式
な

朝
政
に
用
い
ら
れ
た
場
で
は
な
く
、
蜀
王
が
図
書
を
閲
覧
す
る
休
息
の
た
め
の
部
屋
で
あ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
）
（（
（

。
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
。

其
年
（
広
正
十
六
年
〈
九
五
三
〉）
秋
七
月
、
上
、
内
供
奉
検
校
少
府
少
監
黃
筌
に
謂

ひ
て
曰
く
、「
爾
の
小
筆
精
妙
に
し
て
、
四
時
花
木
虫
鳥
、
錦
雞
、
鷺
鶿
、
牡
丹
、

躑
躅
の
類
の
四
壁
に
周め

ぐ

る
を
図
画
す
べ
し
。
庶

み
な
み
な将

に
観
矚
せ
ん
と
す
」
と
）
（（
（

。

　

黄
筌
が
本
殿
の
壁
四
面
に
描
い
た
画
は
、孟
昶
の
要
望
に
応
じ
て「
四
時
の
花
木
鳥
虫
」

を
表
わ
し
た
も
の
で
、
錦
雉
、
鷺
鸞
な
ど
の
禽
鳥
、
牡
丹
や
躑
躅
と
い
っ
た
花
卉
植
物
が

描
か
れ
て
い
た
と
言
う
。
欧
陽
炯
は
殿
内
の
白
鷹
の
ご
と
く
、
画
中
の
錦
雞
も
生
鳥
か
と

見
紛
っ
た
が
、
そ
れ
を
腕
に
止
ま
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
、
画
中
の
禽
鳥
の
生

き
生
き
と
し
た
姿
態
を
強
調
し
述
べ
て
い
る
。
記
述
に
よ
れ
ば
、画
中
の
禽
鳥
の
姿
は「
奮

霜
毛
而
欲
起
」（
霜
毛
を
奮
わ
せ
起
き
ん
と
欲
す
る
）
の
動
作
を
表
わ
し
て
お
り
、
ま
た
錦

雉
は
「
状
若
偎
叢
」（
状す
が
た

は
叢
に
偎よ

る
が
如
し
）、
叢
の
傍
ら
に
寄
り
添
う
姿
で
描
か
れ
て

い
た
と
言
う
。
九
世
紀
中
葉
の
王
公
淑
墓
壁
画
《
牡
丹
蘆
雁
図
》、
あ
る
い
は
概
ね
同
時

代
と
な
る
十
世
紀
中
期
頃
の
王
処
直
墓
壁
画
の
成
果
の
中
に
、
こ
の
黄
筌
画
の
図
様
が
い

か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
あ
る
程
度
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

禽
鳥
の
動
態
を
組
み
合
わ
せ
た
描
写
に
つ
い
て
は
、
花
園
の
景
の
伝
統
を
さ
ら
に
発
展

さ
せ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
唐
安
公
主
墓
は
、
禽
鳥
が
前
後
に
飛
翔
す
る
様
を
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八
～
十
一
世
紀
に
お
け
る
花
鳥
画
の
変

101

二
三

組
み
合
わ
せ
、上
下
、前
後
に
配
す
る
こ
と
で
、禽
鳥
の
動
き
を
効
果
的
に
見
せ
て
い
た
。

趙
逸
公
墓
壁
画
も
類
似
の
手
法
で
禽
鳥
を
組
み
合
わ
せ
て
い
た
が
、
頭
部
を
さ
ら
に
多
彩

に
転
回
さ
せ
様
々
な
角
度
か
ら
描
く
こ
と
で
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
呼
応
し
合
う
関
係
を
増

強
さ
せ
た
。
王
公
淑
墓
壁
画
の
雁
は
、
一
匹
は
前
方
を
向
き
、
も
う
一
匹
は
、
体
は
側
面

を
、
顔
は
右
側
を
向
く
と
い
う
、
比
較
的
静
的
な
姿
勢
で
地
面
に
立
っ
て
い
る
が
、
雁
と

植
物
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
王
処
直
墓
壁
画
は
、
構
図
に
中
軸

対
称
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
禽
鳥
は
、
そ
の
限
り
あ
る
地
面
空
間
と
の
位
置
関
係
が
さ

ら
に
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
北
方
の
遼
墓
で
あ
る
赤
峰
宝
山
二
号
墓
（
同
光

元
年
〈
九
二
三
〉）
壁
画
に
は
、
仕
女
の
活
動
す
る
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
依
然
と
し

て
盛
唐
壁
画
に
お
け
る
園
林
の
風
景
と
同
様
の
配
置
法
が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
画
中
に

家
具
を
配
す
る
こ
と
で
（
挿
図
（（
―

（（）
・

（（）
）、
よ
り
細
や
か
に
活
動
空
間
の
描
写
が
な
さ

れ
て
い
る
）
（（
（

。
ま
た
、考
古
学
分
野
の
報
告
に
よ
れ
ば
、北
京
の
西
に
位
置
す
る
韓
佚
墓
（
至

道
元
年
〈
九
九
五
〉）
壁
画
に
描
か
れ
る
花
鳥
屛
風
は
、
椿
が
満
開
に
咲
き
、
山
雀
達
が
競

い
合
う
よ
う
に
飛
ん
で
い
る
景
を
表
わ
す
と
い
う
。
こ
う
し
た
作
例
は
、
十
世
紀
に
お
い

て
、
花
鳥
の
モ
チ
ー
フ
を
互
い
に
関
連
付
け
表
わ
す
傾
向
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
）
（（
（

。
黄
筌
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
大
き
な
花
鳥
画
の
潮
流
の
中
で
、
そ
の
特
長
を
発
展
さ

せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

黄
筌
の
画
風
は
、
蜀
に
移
住
し
た
画
家
で
あ
る
刁
光
胤
に
学
ん
だ
と
言
わ
れ
、
刁
光
胤

挿図 （（ －（（）　

挿図 （（ －（（）　

挿図 （（　遼 宝山遼墓二号墓室壁画（同光元年〈（（（〉、遼寧省赤峰市出土）
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は
湖
石
、
花
竹
、
貓
兔
、
鳥
雀
を
善
く
し
た
と
い
う
。
こ
の
他
黄
筌
は
、
孫
位
に
龍
水
、

松
石
、
墨
竹
を
学
び
、
ま
た
李
昇
に
山
水
樹
石
を
学
ん
だ
と
い
う
が
、
こ
の
こ
と
は
黄
筌

が
、
必
ず
し
も
花
鳥
の
み
に
限
ら
ず
、
山
水
、
竹
樹
と
い
っ
た
題
材
に
も
通
じ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
黄
筌
は
、
こ
う
し
た
晩
唐
期
に
蜀
に
移
っ
た
三
人
の
著
名
な
画
家
の

重
要
な
継
承
者
で
あ
り
、
蜀
の
地
に
お
け
る
伝
承
と
展
開
の
役
割
に
応
え
る
こ
と
が
で
き

た
。
黄
筌
の
子
で
あ
る
黄
居
宝
と
黄
居
寀
も
画
を
善
く
し
た
。
黄
休
復
は
、
黄
居
宝
の
描

く
湖
石
に
つ
い
て
「
筆
端
の
擦か

す

れ
を
も
っ
て
、
紋
理
縱
横
、
砂
石
を
夾
雑
せ
り
）
（（
（

」、
渇
筆

に
よ
っ
て
筋
を
自
在
に
表
現
し
、
砂
石
の
入
り
混
じ
る
様
を
表
わ
し
た
と
し
、
古
を
規
範

と
し
つ
つ
、
新
し
い
表
現
を
創
り
出
す
姿
勢
を
賞
賛
し
た
。
黄
居
寀
は
、
父
と
共
に
画
を

描
き
、《
四
時
花
雀
図
》《
青
城
山
図
》《
峨
嵋
山
図
》《
春
山
図
》
そ
し
て
《
秋
山
図
》
と

い
っ
た
作
を
成
し
た
と
い
う
）
（（
（

。
後
蜀
の
士
人
徐
光
溥
は
か
つ
て
彼
の
《
秋
山
図
》
を
賞
賛

し
、
そ
の
描
写
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
詩
文
を
詠
ん
で
い
る
。

曲
沼
芙
蓉
□
馥
郁
、
長
汀
蘆
荻
花
蔌
。
雁
過
孤
峰
帖
遠
青
、
鹿
傍
小
溪
飲
残
緑
。
秋

山
秀
兮
秋
静
、
江
光
山
色
相
輝
映
）
（（
（

。

　

本
図
の
秋
景
の
植
物
お
よ
び
禽
鳥
等
の
特
色
は
、
す
べ
て
が
山
景
の
中
に
描
か
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
山
景
は
、
鑑
賞
者
に
自
然
景
観
の
趣
を
味
わ
わ
せ
る
も
の

だ
が
、徐
光
溥
は
本
図
を
見
て
「
吾
皇
は
之
を
睹み

る
に
良
臣
を
思
へ
り
」
つ
ま
り
皇
帝
が
、

本
図
を
有
徳
の
臣
下
に
重
ね
る
、
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

黄
氏
父
子
の
画
風
と
様
式
で
最
も
人
を
引
き
付
け
た
の
は
、
四
季
の
景
物
に
対
す
る
把

握
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
シ
カ
・
ロ
ー
ソ
ン
氏
は
、
黄
筌
が
後
蜀
の
宮
殿
に
、
四
季
花
鳥
を
題

材
と
し
た
画
を
描
い
た
点
に
着
目
し
、
こ
う
し
た
四
季
花
鳥
の
景
物
が
四
季
の
象
徴
と
し

て
用
い
ら
れ
、
そ
の
う
ち
花
鳥
は
、
ま
さ
に
四
季
に
生
じ
る
万
物
の
代
表
と
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
た
）
（（
（

。
こ
の
論
述
は
、
花
鳥
画
に
内
包
さ
れ
る
意
味
の
発
展
に
注
目
し
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
花
鳥
画
の
形
式
に
お
け
る
成
熟
に
焦
点
を
当
て
る
な
ら
ば
、
北
宋
の

郭
若
虚
の
見
解
は
参
考
に
値
す
る
。『
図
画
見
聞
誌
』「
製
作
楷
模
」
に
お
い
て
、
郭
若
虚

は
次
の
よ
う
に
言
う
。

花
果
草
木
を
画
す
る
に
、
自
ら
四
時
景
候
、
陰
陽
向
背
、
筍
條
老
嫩
、
苞
萼
後
先
有

り
。
諸

も
ろ
も
ろの
園
蔬
野
草
に
逮お

よ

び
て
は
、
咸み

な

土
を
出
で
て
性
を
体
す
る
有
り
）
（（
（

。

　

こ
の
箇
所
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
四
季
と
し
て
統
一
さ
れ
た
景
色
で
は
な
く
、
植
物
が

そ
の
四
季
の
中
で
異
な
る
姿
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

黄
筌
が
八
卦
殿
の
壁
に
描
い
た
錦
雉
の
描
写
は「
状
若
偎
叢
」（
状
は
叢
に
偎
る
が
如
し
）

で
あ
っ
た
と
言
い
、
黄
居
寀
の
《
秋
山
図
》
に
は
、
秋
景
に
符
合
す
る
植
物
、
禽
鳥
を
配

し
て
景
観
を
描
く
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
と
言
う
。
こ
う
し
た
成
果
は
、
花
鳥
画
が
す
で

に
多
様
な
モ
チ
ー
フ
を
駆
使
し
、
変
化
す
る
四
季
の
景
観
を
工
夫
し
て
表
出
す
る
こ
と
が

で
き
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
画
面
で
、
花
鳥
は
も
は
や
花
鳥
以
外
の

素
材
を
必
要
と
せ
ず
に
重
要
な
役
目
を
果
た
し
た
。
花
鳥
画
は
す
で
に
成
立
し
、
広
範
な

適
用
性
を
得
て
い
た
。
そ
し
て
黄
筌
が
十
世
紀
後
半
に
確
立
し
た
花
鳥
画
風
は
、
明
ら
か

に
中
原
地
域
に
も
伝
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　　
（
二
）「
随
物
造
景
」
の
完
成

　

黄
筌
が
花
鳥
画
史
上
で
果
た
し
た
役
割
と
功
績
は
、
晩
唐
期
の
花
鳥
画
様
式
に
、
さ
ら

な
る
豊
富
な
変
化
を
与
え
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
黄
筌
が
晩
唐
の
伝
統
を

継
承
し
つ
つ
、
新
し
い
表
現
を
創
始
し
た
こ
と
か
ら
説
明
で
き
る
。
現
存
作
例
は
わ
ず
か

一
点
、伝
・
黄
筌
筆
《
写
生
珍
禽
図
巻
》（
北
京
故
宮
博
物
院
蔵
）（
挿
図
（（
）
の
み
で
あ
る
。

417.indb   102 16/01/02   8:11



八
～
十
一
世
紀
に
お
け
る
花
鳥
画
の
変

103

二
五

史
上
に
お
け
る
意
義
を
述
べ
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
花
鳥
画
の
発
展
を
説
明
す
る
た
め

に
は
、
画
家
が
い
か
に
仔
細
な
観
察
と
細
緻
な
表
現
を
行
な
っ
た
か
以
外
に
、
画
家
が
い

か
に
禽
鳥
の
姿
態
を
系
統
類
型
ご
と
に
整
理
し
て
い
た
か
を
見
て
い
か
ね
ば
な
ら
ず
、
こ

れ
こ
そ
が
ま
さ
に
図
様
の
変
容
と
発
展
を
誘
発
し
た
の
で
あ
る
。

　

黄
筌
の
《
写
生
珍
禽
図
巻
》
は
、
六
鶴
様
が
明
示
し
た
禽
鳥
の
姿
勢
と
様
式
に
通
じ
る

意
義
を
持
つ
。
本
図
に
は
二
羽
の
雀
が
描
か
れ
て
お
り
、
一
匹
は
体
の
側
面
を
向
け
て
立

ち
、
最
も
多
く
見
ら
れ
る
鳥
類
描
写
の
様
式
で
あ
る
が
、
た
だ
少
し
羽
毛
の
模
様
が
、
他

の
鳥
類
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
も
う
一
匹
は
両
翼
を
い
さ
さ
か
広
げ
、
頭
を
持
ち
上
げ
て

嘴
を
開
け
る
姿
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
姿
は
他
の
禽
鳥
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
雀
が
親

し
い
相
手
に
向
か
っ
て
囀
る
と
き
の
動
き
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
黄
筌
は
、
こ

う
し
た
あ
る
禽
鳥
の
特
定
の
姿
勢
を
定
型
化
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
彼
の
子
で

あ
る
黄
居
寀
の
作
と
伝
わ
る
《
山
鷓
棘
雀
図
》（
台
北
國
立
故
宮
博
物
院
蔵
）（
挿
図
（（
）
か

ら
窺
わ
れ
る
。

挿図 （（　（伝）北宋 黄筌《写生珍禽図巻》（北京故宮博物院蔵）

挿図 （（　（伝）北宋 黄居寀《山鷓棘雀図》（台北國立故宮博
物院蔵）

《
写
生
珍
禽
図
巻
》
は
、
画
面
上
に
鳥
虫
を
自
由
な
並
び
で
配
し
た
も
の
で
、
花
鳥
画
の

作
品
と
は
見
な
せ
ず
、
鳥
虫
を
描
く
際
の
図
様
手
本
の
よ
う
に
見
え
る
。
本
図
に
お
け
る

禽
鳥
、
昆
虫
の
仔
細
な
描
写
は
、
見
る
者
に
画
中
の
鳥
虫
の
種
類
と
特
徴
を
見
分
け
さ
せ

る
ほ
ど
で
あ
る
）
（（
（

。
本
図
は
、
禽
鳥
の
描
写
の
仔
細
さ
の
み
な
ら
ず
、
禽
鳥
の
姿
態
把
握
も

以
前
と
異
な
っ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
画
中
の
禽
鳥
が
描
か
れ
る
角
度
に
多
く
の

変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
側
面
か
ら
捉
え
た
立
ち
姿
を
除
き
、
さ
ら
に
頭
を
低
く

し
た
も
の
、
羽
を
広
げ
た
も
の
、
身
を
傾
け
て
飛
ぶ
姿
な
ど
が
、
異
な
る
角
度
か
ら
描
か

れ
て
い
る
。
画
面
下
方
に
亀
類
が
二
匹
描
か
れ
る
が
、
種
類
上
の
差
異
を
除
い
て
も
、
描

か
れ
る
も
の
の
捉
え
方
は
同
じ
で
は
な
く
、各
々
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た《
写

生
珍
禽
図
巻
》
の
成
就
を
、
た
だ
単
に
対
象
観
察
の
成
果
と
す
る
な
ら
ば
、
本
図
の
絵
画
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《
山
鷓
棘
雀
図
》
は
、
水
際
の
岩
上
に
一
羽
、
紅
い
嘴
の
藍
鵲
を
、
そ
し
て
岩
塊
後
方

の
荊
棘
の
上
に
留
ま
る
、
あ
る
い
は
飛
ぶ
雀
の
群
れ
を
描
く
。
藍
鵲
の
姿
勢
は
、
体
の
側

面
を
向
け
、
頭
を
下
に
傾
け
尾
を
上
に
も
た
げ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
黄
筌
の
《
写
生
珍
禽

図
巻
》
に
よ
く
見
ら
れ
る
、
側
面
を
向
け
た
禽
鳥
の
姿
勢
に
近
似
す
る
が
、
そ
の
上
さ
ら

に
頭
の
傾
き
と
尾
を
も
た
げ
る
変
化
が
加
わ
っ
て
い
る
。
荊
棘
の
上
方
に
纏
わ
る
雀
達
の

姿
態
表
現
は
さ
ら
に
豊
富
で
あ
る
。
宙
に
飛
び
交
う
三
羽
の
雀
の
う
ち
、
上
方
の
翼
を
広

げ
て
飛
ぶ
雀
は
、
ち
ょ
う
ど
両
翼
を
広
げ
る
姿
を
捉
え
て
い
る
。
一
方
、
下
方
の
左
右
に

そ
れ
ぞ
れ
配
さ
れ
た
雀
二
羽
の
う
ち
、
画
面
左
上
の
雀
は
羽
を
広
げ
て
飛
ぶ
が
、
そ
の
頭

部
を
上
に
転
じ
て
向
け
て
い
る
。
右
の
雀
は
両
翼
を
ち
ょ
う
ど
腹
部
の
上
あ
た
り
で
平
行

に
伸
ば
し
て
い
る
。
両
翼
を
広
げ
て
飛
ぶ
姿
勢
は
、
永
泰
公
主
墓
壁
画
の
雀
の
描
き
方
に

近
似
し
、
す
で
に
そ
の
頃
か
ら
発
展
し
て
い
た
画
鳥
の
姿
態
と
わ
か
る
。
両
翼
を
平
行
に

し
て
飛
ぶ
図
様
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
類
例
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
飛
ぶ
姿
勢
の
も

の
に
対
し
、
立
ち
姿
で
表
わ
さ
れ
た
三
羽
の
雀
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
新
し
い
要
素
が
認

め
ら
れ
る
。
最
上
方
に
位
置
す
る
一
羽
の
雀
は
、
身
を
斜
め
に
し
て
頭
は
向
か
っ
て
右
方

を
向
き
、
側
面
を
捉
え
る
姿
勢
で
あ
り
、
画
家
は
そ
の
脚
が
荊
棘
を
掴
ん
だ
こ
と
で
、
荊

棘
が
や
や
屈
曲
す
る
表
現
に
注
意
を
払
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
雀
が
下
方
を
向
く
動
き

を
表
わ
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
画
面
中
央
よ
り
右
の
雀
は
、
こ
れ
こ
そ
が
こ
の

段
階
に
お
け
る
画
鳥
の
成
熟
を
代
表
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
主
に
、

変
化
を
つ
け
た
羽
毛
の
設
色
に
よ
り
、
雀
の
頸
部
を
回
す
効
果
を
持
た
せ
、
頭
部
を
転
回

さ
せ
る
繊
細
な
姿
態
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
画
面
左
の
、
頭
部
を
下
に
向
け
て
背
面

と
尾
を
露
に
し
、
逆
さ
に
立
つ
雀
も
ま
た
、
一
様
で
は
な
い
鳥
類
の
姿
態
を
意
識
し
生
み

出
さ
れ
た
新
た
な
表
現
で
あ
る
。

　
《
山
鷓
棘
雀
図
》
に
お
け
る
禽
鳥
の
仔
細
な
表
現
は
、
王
公
淑
墓
壁
画
の
雁
鳥
と
比
較

す
る
と
、
明
ら
か
に
九
世
紀
中
期
の
表
現
を
備
え
て
い
る
が
、
十
世
紀
後
半
の
黄
氏
父
子

が
そ
の
表
現
を
よ
り
豊
富
な
も
の
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
黄
氏
父
子
の
花
鳥
画
の
成
果

は
、
豊
富
な
姿
態
の
変
化
に
留
ま
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
異
な
る
姿
態
を
用
い
て
、
画
中
の

禽
鳥
が
互
い
に
関
連
し
合
い
活
動
す
る
様
を
描
出
し
た
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
。
例
え

ば
、
立
ち
姿
で
表
わ
さ
れ
た
三
羽
の
雀
は
、
等
辺
三
角
形
を
成
し
て
配
置
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
以
外
に
も
、
体
の
動
態
は
、
各
々
が
右
上
の
翼
を
広
げ
て
降
下
せ
ん
と
す
る
雀
と
の

間
に
、
位
置
上
の
呼
応
関
係
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
禽
鳥
が
も
は
や
単
独
で
表

わ
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
同
類
あ
る
い
は
異
な
る
種

と
互
い
に
関
係
し
合
い
、
ま
た
そ
の
際
に
は
、
異
な
る
姿
態
で
描
く
必
要
を
促
し
た
の

で
あ
る
。
葉
茂
台
七
号
遼
墓
か
ら
出
土
し
た
掛
軸
の
一
つ
で
あ
る
《
竹
雀
双
兎
図
》（
瀋

陽
・
遼
寧
省
博
物
館
蔵
）（
挿
図
（（
）
に
は
、《
山
鷓
棘
雀
図
》
と
同
様
、
竹
枝
に
留
ま
る
三

羽
の
雀
の
体
と
頭
を
動
か
す
姿
が
、
細
か
な
表
現
に
よ
り
表
わ
さ
れ
る
。
画
面
上
方
の
雀

は
、
身
部
は
側
面
を
向
け
る
が
頭
部
は
下
を
向
き
、
右
の
雀
の
図
像
は
や
や
不
鮮
明
で
あ

る
が
、
お
そ
ら
く
左
翼
を
広
げ
、
頭
を
後
ろ
に
回
し
て
毛
繕
い
を
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ

る
。
左
の
雀
は
、《
山
鷓
棘
雀
図
》
に
お
け
る
逆
さ
ま
に
立
つ
姿
の
雀
に
近
似
し
、
た
だ

わ
ず
か
に
身
の
側
面
を
向
っ
て
右
側
に
向
け
て
い
る
。
こ
の
三
羽
の
位
置
は
、《
山
鷓
棘

挿図 （（　遼《竹雀双兎図》（葉茂台七号遼墓出土、
遼寧省博物館蔵）
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雀
図
》
同
様
に
三
角
形
を
成
す
配
置
法
が
と
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
互
い
に
関

係
し
合
う
様
を
表
わ
す
効
果
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

　

禽
鳥
の
相
関
関
係
に
よ
り

0

0

豊
富
な
姿
態
表
現
が
生
み
出
さ
れ
た
以
外
に
、《
山
鷓
棘
雀

図
》
は
、
禽
鳥
の
い
る
河
岸
の
景
物
の
配
置
に
つ
い
て
も
、
そ
の
関
係
に
さ
ら
な
る
注
意

を
払
い
始
め
た
。本
作
品
の
構
図
は
、中
軸
対
称
構
図
と
い
う
古
い
形
式
を
取
る
も
の
の
、

画
面
下
の
山
石
坡
岸
の
配
置
は
、
す
で
に
ア
ス
タ
ー
ナ
第
二
一
七
号
墓
の
六
扇
花
鳥
壁
画

と
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
画
中
の
山
石
は
、
も
は
や
花
鳥
を
引
き
立
た
せ
る
た
め
の
も

の
で
は
な
く
、
河
岸
の
表
現
の
完
成
性
を
明
ら
か
に
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
る
。
藍
鵲
が

立
っ
て
い
る
岩
塊
は
、
右
の
巨
石
と
共
に
絵
画
全
体
に
お
け
る
前
景
と
な
り
、
巨
石
の
左

で
は
、
三
つ
の
平
ら
な
土
坡
が
河
岸
の
奥
行
を
表
わ
し
て
い
る
。
土
坡
上
の
三
種
の
植
物

も
ま
た
、
河
岸
の
さ
ら
に
向
う
に
奥
行
の
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
共
に

合
理
的
空
間
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　
《
山
鷓
棘
雀
図
》
と
葉
茂
台
七
号
陵
墓
出
土
の
《
竹
雀
双
兎
図
》
は
、
唐
代
の
中
軸
対

称
構
図
を
保
有
す
る
類
似
作
品
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、《
山
鷓
棘
雀
図
》
に
お
い
て

は
、
画
中
の
姿
態
形
式
の
変
化
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
禽
鳥
同
士
の
相
関
関
係
が
増
し
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
造
景
」
に
関
わ
る
能
力
が
飛
躍
的
に
向
上
し
、
八
世
紀
に
始
ま
っ

た
中
軸
対
称
構
図
と
い
う
花
鳥
画
の
枠
組
み
に
、「
随
物
造
景
」
と
い
う
ま
っ
た
く
新
し

い
造
景
能
力
が
注
ぎ
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
次
の
節
か
ら
は
、
絵
画
史
文
献
に
し
ば
し
ば

言
及
さ
れ
る
徐
氏
体
と
黄
氏
体
の
差
異
を
踏
ま
え
、「
随
物
造
景
」
の
成
果
に
つ
い
て
さ

ら
に
述
べ
て
い
き
た
い
。

　　
（
三
）
徐
氏
体
、
黄
氏
体
の
相
異
に
つ
い
て

　

北
宋
前
期
に
お
け
る
花
鳥
画
の
成
就
は
、
黄
筌
・
黄
居
寀
父
子
の
画
風
の
影
響
下
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
黄
氏
父
子
の
画
風
が
成
し
と
げ
た
真
に
重
要
な
達
成
と
は
、

写
生
の
能
力
の
他
に
、「
随
物
造
景
」
と
い
う
景
物
を
造
る
術
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
禽
鳥
は
も
は
や
単
な
る
瑞
物
と
し
て
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
た

め
、
禽
鳥
そ
の
も
の
の
描
写
に
力
を
入
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
身
を
置
く
環
境
も
、

画
家
が
そ
の
処
理
に
つ
い
て
一
考
を
要
す
る
箇
所
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
黄
筌
は
刁
光
胤

を
師
と
し
た
が
、
刁
光
胤
は
お
よ
そ
十
世
紀
の
前
半
に
入
蜀
し
て
お
り
、
こ
れ
は
王
処
直

墓
の
成
立
と
あ
ま
り
隔
た
り
の
な
い
時
期
で
あ
る
。
こ
の
他
劉
道
醇
『
五
代
名
画
補
遺
』

は
、
郭
権
輝
と
い
う
画
家
に
つ
い
て
、
禽
鳥
の
み
な
ら
ず
「
野
景
草
木
」
に
も
巧
み
で
あ

っ
た
と
録
し
て
お
り
、
描
か
れ
る
場
の
景
観
の
構
図
と
配
置
へ
の
重
視
が
始
ま
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
造
景
重
視
の
発
展
は
、
当
然
、
山
水
樹
石
な
ど
、
そ
の
他

の
題
材
の
表
現
が
さ
ら
に
豊
富
に
な
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ
に
鑑
み
る
と
、

過
去
の
絵
画
史
に
お
け
る
論
争
か
ら
派
生
し
た
、
南
唐
の
徐
熙
（
十
世
紀
に
活
躍
）
を
始

め
と
す
る
徐
氏
の
画
風
（
徐
氏
体
）
と
黄
氏
父
子
の
画
風
（
黄
氏
体
）
の
相
異
に
関
す
る

問
題
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
再
度
分
析
し
、
議
論
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

徐
氏
体
と
黄
氏
体
の
相
異
に
つ
い
て
の
議
論
（「
論
徐
黄
体
異
」）
は
、
郭
若
虚
『
図
画

見
聞
誌
』
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
は
徐
熙
（
十
世
紀
に
活
躍
）
に
つ
い
て
、
江
南
の
出

身
で
、「
江
湖
有
す
る
所
の
汀
花
、野
竹
、水
鳥
、淵
魚
を
状
す
」
と
記
し
て
お
り
、一
方
、

黄
筌
に
つ
い
て
は
、
蜀
の
宮
廷
に
出
仕
し
、「
多
く
禁き

ん

籞ぎ

（
宮
中
庭
園
）
の
有
す
る
所
の

珍
禽
、
瑞
鳥
、
奇
花
、
怪
石
を
写
す
」
と
し
て
い
る
）
（（
（

。
郭
若
虚
は
、
徐
煕
と
黄
筌
の
両
者

を
も
っ
て
北
宋
花
鳥
画
成
就
の
礎
と
し
、
唐
代
の
辺
鸞
、
陳
庶
さ
え
も
そ
れ
に
は
及
ば
な

い
と
し
た
。過
去
の
研
究
者
の
多
く
は
、水
墨
と
設
色
と
い
っ
た
絵
画
技
法
の
差
異
か
ら
、

両
者
の
様
式
を
考
察
し
て
き
た
が
）
（（
（

、
郭
若
虚
の
記
述
か
ら
言
え
ば
、
両
者
の
設
色
技
法
の

差
異
に
つ
い
て
の
記
載
は
決
し
て
多
く
な
い
）
（（
（

。
十
世
紀
花
鳥
画
に
お
け
る
「
造
景
」
へ
の

関
心
に
つ
い
て
さ
ら
に
論
じ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
記
述
の
中
に
、
ま
た
別
の
注

目
す
べ
き
重
要
な
違
い
が
存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
徐
煕
と
黄
筌
の
、
異
な
る
景
致
に
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対
す
る
関
心
に
つ
い
て
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
が
、
両
者
の
造
景
と
表
現
に
対
す

る
重
点
の
違
い
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
（（
（

。

　

こ
う
し
た
「
造
景
」
に
関
心
を
向
け
る
傾
向
は
明
ら
か
に
、
さ
ら
な
る
複
雑
な
地
域
様

式
と
交
流
、
相
互
関
係
に
関
す
る
課
題
と
関
係
し
て
い
る
。
五
代
十
国
の
政
権
が
絶
え
ず

交
代
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
伝
統
様
式
の
存
続
も
断
た
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
画
家

の
移
動
に
伴
っ
て
そ
の
様
式
が
広
く
流
布
す
る
こ
と
も
促
さ
れ
た
。
ま
た
異
な
る
観
点
か

ら
言
え
ば
、
一
部
の
地
域
で
は
さ
ら
に
自
主
的
な
発
展
を
と
げ
、
そ
れ
ゆ
え
に
地
域
政
権

主
導
の
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
新
た
な
様
相
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
黄
筌
は
、
一
方
で
は

晩
唐
の
中
原
様
式
の
伝
統
を
継
承
し
、
ま
た
一
方
で
は
後
蜀
政
権
の
支
持
を
得
て
、
多
く

の
花
鳥
題
材
を
主
な
構
成
要
素
と
す
る
壁
画
制
作
を
行
な
い
、
そ
れ
が
十
世
紀
に
お
け
る

花
鳥
画
史
発
展
の
重
要
な
契
機
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
黄
筌
が
継
承
し
、
ま
た
新
た
な
改

変
を
加
え
た
晩
唐
後
期
様
式
は
、「
随
物
造
景
」
の
採
用
を
経
て
新
た
な
様
式
を
生
み
出

し
、
中
原
地
域
に
伝
わ
っ
た
後
に
は
、
北
宋
前
期
の
最
も
主
要
な
花
鳥
画
様
式
と
な
る
の

で
あ
る
。

　
「
随
物
造
景
」
の
動
向
は
、
一
方
で
は
、
花
鳥
画
を
構
成
す
る
語
法
体
系
が
、
す
で
に

十
分
明
確
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
に
応
じ
て
い
る
。
従
っ
て
画
中
の
各
モ
チ
ー
フ
を
関
連

付
け
る
配
置
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
別
的
関
係
を
、
ま
と
ま

っ
た
体
系　
�
�　
同
種
の
禽
鳥
の
配
置
か
ら
異
な
る
種
類
の
禽
鳥
の
配
置
ま
で
、
そ
し
て

群
れ
を
成
す
組
み
合
わ
せ
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
パ
タ
ー
ン
を
有
す
る　
�
�　
へ
と
昇
格
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
方
で
は
、
花
鳥
画
様
式
が
さ
ら
に
早
い
速
度
で
、
異
な

る
様
式
類
型
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
を
予
期
さ
せ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
花
鳥
画
の
発
展

が
さ
ら
に
複
雑
な
層
面
を
呈
す
る
こ
と
を
促
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
言
う
な
れ
ば
黄
氏
父

子
の
貢
献
と
は
、
八
世
紀
に
徐
々
に
発
展
し
成
立
し
た
花
鳥
様
式
の
パ
タ
ー
ン
を
、「
随

物
造
景
」
の
手
法
の
も
と
に
用
い
、
新
た
に
発
展
す
る
動
力
を
提
供
し
た
こ
と
に
あ
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

五
、
花
鳥
画
の
発
展

　
（
一
）「
景
物
交
融
」
の
成
就

　

北
宋
前
期
に
お
け
る
花
鳥
画
の
成
就
は
、「
随
物
造
景
」
に
よ
る
画
面
配
置
の
変
化
が

起
こ
っ
た
後
、
さ
ら
に
急
速
な
発
展
が
促
さ
れ
た
。
そ
の
変
化
に
よ
る
成
果
は
「
景
物
交

融
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
今
日
伝
わ
る
宋
代
初
期
の
花
鳥
画
作
品
の
中
で
は
、
崔
白

《
双
喜
図
》（
台
北
國
立
故
宮
博
物
院
蔵
）（
図
版
一
）
が
、
そ
の
成
果
を
述
べ
る
上
で
最
も

ふ
さ
わ
し
い
作
品
と
言
え
る
。

　
《
双
喜
図
》
は
、
構
図
配
置
に
お
い
て
も
は
や
八
世
紀
以
来
の
中
軸
対
称
構
図
を
用
い

て
は
お
ら
ず
、
し
か
も
こ
う
し
た
変
容
は
、
画
面
構
図
モ
デ
ル
の
調
整
の
み
に
見
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
本
図
に
お
け
る
変
容
の
背
景
に
は
、
花
鳥
画
家
の
「
造
景
」
に
対
す
る

新
し
い
挑
戦
が
あ
り
、
そ
れ
は
黄
氏
父
子
に
代
表
さ
れ
る
「
随
物
造
景
」
の
達
成
を
震
撼

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。《
双
喜
図
》
と
《
山
鷓
棘
雀
図
》
を
比
較
す
る
際
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
崔
白
と
そ
れ
に
先
ん
じ
る
黄
氏
父
子
の
「
造
景
」
に
対
す
る
考
え

は
同
じ
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
画
の
間
に
は
観
念
の
改
変
が
あ
り
、
ま
た
各
々
が
そ
の
成

果
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
《
山
鷓
棘
雀
図
》
は
「
随
物
造
景
」
の
達
成

に
属
し
、
禽
鳥
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
と
景
観
の
間
の
個
別
的
関
係
を
重
視
し
て
い
る
。
し

か
し
《
双
喜
図
》
は
す
で
に
「
景
物
交
融
」
の
段
階
へ
と
進
ん
で
い
た
。
す
な
わ
ち
禽
鳥

植
物
等
の
モ
チ
ー
フ
間
、
あ
る
い
は
景
観
の
間
の
交
流
関
係
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
《
山
鷓
棘
雀
図
》
画
面
前
方
、
大
石
上
の
藍
鵲
は
、
荊
棘
の
上
方
に
い
る
雀
達
と
何
ら

関
わ
り
を
持
っ
て
い
な
い
。
藍
鵲
の
い
る
水
際
の
石
頭
は
、
荊
棘
の
前
に
あ
る
大
き
な
岩

塊
同
様
、
岸
辺
の
水
際
に
位
置
し
て
い
る
が
、
藍
鵲
の
姿
態
は
静
止
し
て
い
る
だ
け
で
な
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く
、
頭
部
も
前
方
を
向
き
、
上
方
の
雀
に
対
し

て
何
の
反
応
も
示
し
て
い
な
い
。
本
図
の
河
岸

は
、
植
物
と
組
み
合
わ
せ
て
水
際
を
描
写
し
た

画
面
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
画
中
の
山
石
や
土

坡
の
細
部
、
そ
し
て
描
か
れ
た
空
間
は
、
当
然

ア
ス
タ
ー
ナ
第
二
一
七
号
墓
の
六
扇
花
鳥
壁
画

に
お
け
る
簡
略
な
石
塊
、
植
物
と
比
較
す
べ
く

も
な
い
。

　
《
双
喜
図
》
に
お
け
る
場
面
構
成
も
、《
山
鷓

棘
雀
図
》
同
様
に
細
か
な
処
理
が
な
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
自
然
景
の
一
瞬
を
捉
え

た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
入
念
な
構
成
に
基
づ

い
た
背
景
と
な
っ
て
い
る
。
崔
白
は
、
画
面
右

の
高
く
隆
起
し
た
土
坡
と
、
兎
の
い
る
低
く
緩

や
か
な
地
面
に
対
し
、
墨
筆
を
施
す
こ
と
で
、

一
方
で
は
土
坡
の
高
低
差
を
表
わ
し
、
ま
た
一

方
で
は
凹
凸
の
あ
る
土
坡
の
質
感
を
表
わ
し
て

い
る
。《
双
喜
図
》
に
お
い
て
最
も
注
目
さ
れ

る
新
た
な
配
置
は
、
兎
と
山
喜
鵲
の
交
流
関
係

を
表
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
兎
は
首

を
回
し
て
上
方
を
望
み
、
二
羽
の
鳴
き
声
を
あ

げ
る
山
喜
鵲
を
見
て
い
る
。
崔
白
は
山
喜
鵲
の

鳴
く
姿
を
精
彩
に
捉
え
、
二
羽
と
も
身
の
側
面

か
ら
描
く
。
一
羽
は
桐
の
樹
の
上
に
留
ま
る
も

喧
し
く
鳴
き
、
も
う
一
羽
も
嘴
を
開
き
、
上
方
か
ら
羽
音
を
響
か
せ
参
入
す
る
。
兎
が
首

を
回
し
て
蹲
る
側
面
の
姿
も
見
る
者
を
引
き
付
け
る
が
、
仔
細
に
観
察
す
る
と
、
こ
の
兎

の
頭
部
は
、
実
際
に
は
き
わ
め
て
不
合
理
な
角
度
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
わ
か
る
。
こ
う

し
た
姿
態
は
、
写
実
的
表
現
よ
り
も
、
兎
と
山
喜
鵲
の
交
流
関
係
を
表
わ
す
た
め
に
、
わ

ざ
と
誇
張
さ
れ
た
姿
態
表
現
が
取
ら
れ
た
結
果
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

画
家
で
あ
る
崔
白
は
、
兎
と
山
喜
鵲
の
姿
態
を
把
握
し
て
い
た
以
外
に
も
、
異
な
る
モ

チ
ー
フ
の
生
態
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
生
息
場
所
を
画
中
に
構
築
し
た
。
兎
で
あ

れ
ば
、
緩
や
か
な
土
坡
の
地
面
に
置
き
、
草
叢
や
枯
枝
の
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
前
方
と
右

側
に
分
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
兎
の
い
る
空
間
と
の
境
界
に
し
て
い
る
。
ま
た
山
喜
鵲
は
飛

行
す
る
生
物
で
あ
る
が
、
飛
翔
す
る
姿
を
細
か
に
描
い
て
い
る
他
に
も
、
別
の
一
羽
が
木

の
枝
の
高
い
と
こ
ろ
に
下
向
き
に
留
ま
っ
て
お
り
、
鳥
の
生
態
を
よ
り
豊
か
に
表
出
し
て

い
る
。
さ
ら
に
こ
の
樹
木
に
よ
っ
て
、
兎
の
い
る
土
坡
と
の
間
に
空
間
上
の
繫
が
り
が
生

み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
《
双
喜
図
》
成
立
の
背
景
に
は
、山
水
樹
石
の
画
法
の
発
展
が
あ
る
。
画
中
の
土
坡
は
、

墨
線
に
よ
り
高
低
差
や
前
後
関
係
が
表
わ
さ
れ
、
ま
た
別
の
重
要
な
手
法
と
し
て
は
、

前
・
中
景
の
枯
れ
た
広
葉
樹
を
通
し
て
画
面
の
前
後
を
呼
応
さ
せ
、
兎
と
山
喜
鵲
の
交
流

関
係
を
引
き
立
て
て
い
る
。
植
物
は
、
こ
の
窪
地
に
お
い
て
景
物
の
一
部
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
さ
ら
に
画
中
の
モ
チ
ー
フ
を
情
景
の
中
で
融
合
さ
せ
る
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ

て
い
る
。
崔
白
は
明
ら
か
に
禽
鳥
の
交
流
関
係
を
把
握
し
、
そ
し
て
植
物
や
山
石
と
い
っ

た
景
物
を
融
合
さ
せ
る
術
を
も
把
握
し
て
い
た
。
以
下
、
崔
白
の
い
ま
一
つ
の
作
品
で
あ

る
《
寒
雀
図
巻
》（
北
京
故
宮
博
物
院
蔵
）（
挿
図
（（
）
を
通
し
て
、
こ
の
二
つ
の
間
の
互
い

に
補
い
合
う
巧
妙
な
関
係
を
指
摘
し
た
い
。

　
《
寒
雀
図
巻
》
は
、
横
方
向
に
画
面
が
広
が
り
、
横
に
向
か
っ
て
伸
ば
す
樹
の
枝
を
表

わ
し
て
い
る
。
樹
幹
の
屈
曲
に
従
い
、
画
中
に
九
羽
の
雀
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
姿
態
で
留

挿図 （（　北宋 崔白《寒雀図巻》（北京故宮博物院蔵）
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ま
っ
て
い
る
。
こ
の
短
巻
の
中
で
、
崔
白
が
設
定
し
た
画
面
の
奥
行
と
幅
の
広
が
り
は
、

一
本
の
横
方
向
に
向
か
っ
て
伸
び
る
樹
枝
と
い
う
、
き
わ
め
て
限
り
あ
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。一
羽
の
羽
を
広
げ
る
雀
か
ら
画
面
は
始
ま
る
が
、下
に
向
か
っ
て
導
線
が
開
か
れ
、

あ
た
か
も
木
か
ら
逆
さ
ま
に
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
二
羽
目
の
雀
は
、
元
来
の

下
方
向
の
導
線
を
反
転
さ
せ
て
い
る
。
少
し
ば
か
り
の
細
枝
を
つ
け
た
主
幹
に
沿
っ
て
、

三
羽
目
の
雀
が
、
右
方
向
を
向
き
、
右
か
ら
来
た
動
的
な
流
れ
を
受
け
止
め
て
い
る
。
身

を
固
く
し
て
寄
り
か
か
る
四
羽
目
の
雀
は
、
首
を
回
し
て
左
を
向
き
、
さ
ら
に
ま
た
新
た

な
流
れ
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
樹
幹
は
比
較
的
太
い
が
、
枝
の
残
り
を
逆
の
右
方
向
に

折
り
曲
げ
、
細
枝
の
上
に
は
、
首
を
下
に
向
け
た
雀
が
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
両
側

の
幹
の
左
右
そ
れ
ぞ
れ
に
位
置
す
る
雀
と
共
に
、
三
羽
の
雀
が
互
い
に
見
合
う
一
つ
の
情

景
を
成
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
姿
態
は
、
雀
が
周
囲
を
見
回
す
と
い
う
交
流
関
係
の
表
現
を
可
能
に
し
、
ま

た
同
時
に
互
い
を
見
合
う
姿
勢
は
、
雀
の
位
置
す
る
空
間
に
前
後
の
関
係
を
生
み
出
し
て

い
る
。
枝
幹
を
横
に
伸
ば
す
こ
と
で
展
開
し
て
い
く
空
間
は
、
画
面
は
広
く
な
く
、
奥
行

き
も
極
め
て
限
り
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
縦
横
の
幅
に
限
り
の
あ
る

画
巻
で
あ
っ
て
も
、
禽
鳥
と
樹
枝
間
の
位
置
関
係
を
通
し
て
、
異
な
る
変
化
と
関
係
に
満

ち
た
情
景
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、《
寒
雀
図
巻
》
中
の
雀
の
い

る
空
間
は
、
画
面
上
で
は
樹
枝
の
隔
た
り
に
よ
っ
て
お
お
よ
そ
測
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

に
も
し
雀
の
各
々
異
な
る
姿
態
が
補
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
横
方
向
の
樹
枝
に
、
き

わ
め
て
細
や
か
に
奥
行
き
の
あ
る
空
間
情
景
を
表
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
、
花
鳥
題
材
の
造
景
に
対
す
る
工
夫
は
、
同
様
に
北
宋
の
葬
墓
壁
画
で
も

見
受
け
ら
れ
る
。
北
宋
中
・
後
期
の
花
鳥
題
材
は
、
も
は
や
中
軸
対
称
構
図
を
主
流
と
し

て
お
ら
ず
、
例
え
ば
洛
陽
邙
山
宋
墓
壁
画
に
は
、
そ
の
東
西
両
壁
に
そ
れ
ぞ
れ
画
軸
が
描

か
れ
、
一
つ
は
横
長
の
《
蓮
花
図
》、
い
ま
一
つ
は
縦
長
の
《
花
鳥
図
》
で
あ
る
）
（（
（

。
西
壁

の
《
花
鳥
図
》
中
で
は
、
一
羽
の
大
き
な
禽
鳥
が
、
画
面
左
の
岸
辺
に
立
っ
て
お
り
、
崔

白
の
《
双
喜
図
》
に
お
け
る
、
片
側
一
方
に
モ
チ
ー
フ
を
寄
せ
る
構
図
様
式
と
の
共
通
性

が
見
ら
れ
る
。
禽
鳥
を
画
面
の
片
側
に
配
す
る
こ
と
は
、
構
図
上
の
新
し
い
試
み
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、《
双
喜
図
》
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
の
配
置
が
山
喜
鵲
と
兎
の
間
の
緊
張

関
係
を
増
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
邙
山
宋
墓
壁
画
の
長
幅
の
《
花
鳥
図
》
に
お
い
て
、
禽

鳥
は
た
だ
一
方
の
岩
石
に
配
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
画
中
の
禽
鳥
に
焦
点
を
当
て
る
効
果

が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　

崔
白
が
確
立
し
た
「
景
物
交
融
」
の
手
法
は
、「
造
景
」
と
い
う
目
標
に
お
い
て
、「
随

物
造
景
」
以
上
の
発
展
を
見
せ
た
。
当
時
、
郭
若
虚
は
崔
白
の
達
成
に
つ
い
て
「
凡
臨
素

多
不
用
朽
」（
凡
そ
素
に
臨
み
て
は
多
く
朽
ち
る
を
用
い
ざ
る
な
り
）
と
形
容
し
て
い
る
が
、

そ
の
字
面
か
ら
解
す
る
に
、
郭
若
虚
は
崔
白
が
、
規
定
の
画
様
や
慣
習
に
縛
ら
れ
る
も
の

で
な
か
っ
た
点
を
評
価
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
ま
た
郭
若
虚
の
、
崔
白

の
弟
で
あ
る
崔
愨
に
つ
い
て
の
記
述
を
考
慮
す
る
と
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

状
物
布
景
は
（
崔
）
白
と
相
類
し
、
嘗
て
敗
荷
雪
雁
お
よ
び
四
時
花
竹
を
観
る
に
、

風
範
清せ

い

懿い

、
動
多
新
巧
、
時
に
有
り
て
隔
蘆
睡
雁
を
作
す
に
、
尤
も
意
思
多
し
）
（（
（

。

　

郭
若
虚
は
、
と
り
わ
け
崔
愨
の
「
隔
蘆
睡
雁
」
と
い
う
表
現
方
法
に
着
目
し
て
お
り
、

こ
れ
は
彼
が
、
当
時
の
崔
白
兄
弟
等
に
よ
る
花
鳥
画
表
現
の
新
し
い
追
及
に
、
明
ら
か
に

意
識
を
向
け
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。「
隔
蘆
睡
雁
」
と
い
う
字
面
か
ら
は
、
蘆
の
叢

の
そ
ば
に
熟
睡
す
る
雁
鴨
を
配
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
さ
ら

に
考
察
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
配
置
方
法
が
、
郭
若
虚
の
称
賛
を
得
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
彼
は
そ
れ
が
一
方
面
で
は
、
絵
画
様
式
の
定
型
を
破
り
、
新
様
式
を
創
出
す
る
も

417.indb   108 16/01/02   8:11



八
～
十
一
世
紀
に
お
け
る
花
鳥
画
の
変

109

三
一

の
だ
っ
た
と
明
示
し
て
お
り
、
雁
鴨
が
、
蘆
草
と
密
接
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う

モ
チ
ー
フ
間
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、雁
鴨
の「
睡
態
」

を
問
題
な
く
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
禽
鳥
の
姿
態
の
パ
タ
ー
ン
が
よ
り
豊
富
な

も
の
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
崔
白
兄
弟
は
、
旧
来
の
絵
画
表
現
を
脱
し

た
こ
と
以
外
に
、
モ
チ
ー
フ
間
の
細
か
な
関
係
の
表
現
を
追
求
し
た
こ
と
で
、「
景
物
交

融
」
の
造
景
方
法
の
も
と
に
、
当
時
の
鑑
賞
者
に
生
気
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
を
達

成
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
達
成
に
お
い
て
重
要
な
点
は
、
そ
れ
が
単
に
自
然
の

模
倣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
画
家
が
画
面
構
成
を
組
み
立
て
る
際
に
、
し
ば
し
ば

モ
チ
ー
フ
同
士
の
関
係
を
念
頭
に
配
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

は
ま
さ
に
「
隔
蘆
睡
雁
」
と
い
っ
た
新
し
い
造
景
の
追
求
と
完
成
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

そ
し
て
確
実
に
、
こ
う
し
た
造
景
へ
の
追
求
の
も
と
、「
立
意
す
な
わ
ち
画
面
に
内
包
さ

れ
る
意
味
」
に
お
け
る
工
夫
に
、
次
第
に
多
く
の
比
重
が
割
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
（
二
）
造
景
と
立
意

　

十
一
世
紀
に
成
さ
れ
た
花
鳥
画
の
結
実
は
、
宋
の
徽
宗
朝
に
お
い
て
も
破
棄
さ
れ
る
こ

と
な
く
継
承
さ
れ
、
さ
ら
に
「
立
意
」
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
花
鳥

の
外
見
描
写
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
意
味
を
内
包
さ
せ
て
表
現
す
べ
き
と
し
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
、『
宣
和
画
譜
』
花
鳥
部
門
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
記
述
を
確
認
し
た
い
。

　
『
宣
和
画
譜
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
画
家
の
達
成
に
つ
い
て
は
、
郭
若
虚
の
よ
う

に
そ
の
優
劣
に
関
す
る
評
価
を
述
べ
て
い
な
い
。
花
鳥
部
門
を
例
と
す
れ
ば
、
こ
の
う
ち

唐
代
以
降
に
列
挙
さ
れ
る
花
鳥
画
家
に
つ
い
て
は
、
各
々
得
意
と
す
る
も
の
が
異
な
る
こ

と
や
、
巧
拙
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
特
に
そ
の
優
劣
を
判
断
し
て
は
い
な
い
。

し
か
し
『
宣
和
画
譜
』
は
、
崔
白
兄
弟
の
達
成
に
つ
い
て
は
重
要
な
転
換
点
で
あ
っ
た
と

見
な
し
て
い
る
。
原
文
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

祖
宗
以
来
、図
画
院
の
芸
を
校く

ら

ぶ
る
者
、必
ず
黄
筌
父
子
を
以
て
程
式
と
為
す
。（
崔
）

白
お
よ
び
吳
元
瑜
の
出
で
て
よ
り
、
其
の
格
、
遂
に
変
ず
）
（（
（

。

　

こ
の
転
換
は
、郭
若
虚
が
当
時
明
確
に
述
べ
て
い
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く『
宣

和
画
譜
』
に
お
け
る
崔
白
の
評
論
は
、
そ
の
画
風
に
豊
富
に
含
ま
れ
る
「
思
致
」、
意
思

の
働
き
の
効
果
を
踏
ま
え
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
『
図
画
見
聞
誌
』

に
は
見
ら
れ
な
い
崔
白
の
記
述
と
し
て
さ
ら
に
、「
其
れ
好
古
博
雅
に
非
ざ
る
も
、
古
人

の
思
致
を
以
て
筆
端
に
お
い
て
す
る
所
を
得
る
は
、
未
だ
必
ず
し
も
有
ら
ざ
る
な
り
）
（（
（

」
と

あ
る
。
こ
の
一
文
は
明
ら
か
に
、
当
時
の
崔
白
画
へ
の
賞
賛
の
多
く
が
、
表
現
に
見
ら
れ

る
「
立
意
」
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
動
向
は
、
た
だ
字
面
の
み
で
窺
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
宋
の
徽
宗
朝
（
一

一
〇
〇
～
一
一
二
五
）
に
お
け
る
花
鳥
画
の
表
現
は
、す
で
に
崔
白
兄
弟
の
「
景
物
交
融
」

挿図 （（　（伝）北宋 徽宗皇帝《芙蓉錦雞図》（北京故宮博物
院蔵）
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手
法
を
自
在
に
操
り
、
成
さ
れ
た
も
の
と
見
て
取
れ
る
が
、
追
求
さ
れ
る
表
現
目
標
と
し

て
、
造
景
に
お
け
る
「
立
意
」
が
さ
ら
に
重
視
さ
れ
て
い
る
。
徽
宗
朝
の
宮
廷
画
家
の
作

品
で
あ
る
《
芙
蓉
錦
雞
図
》（
北
京
故
宮
博
物
院
蔵
）（
挿
図
（（
）
の
画
中
の
錦
雞
は
、
あ
ま

り
類
例
を
見
な
い
姿
態
で
芙
蓉
の
枝
に
留
ま
り
、
そ
の
背
面
の
華
麗
な
羽
を
余
す
こ
と
な

く
現
わ
し
て
い
る
。
ま
た
画
中
の
題
詩
の
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
解
読
す
る
と
、
こ
の
姿

態
は
同
時
に
、
特
別
な
寓
意
を
鑑
賞
者
に
伝
え
る
。
題
詩
は
、
錦
雞
に
つ
い
て
「
已
に
全

て
の
五
德
を
知
り
、安
逸
た
る
こ
と
鳧ふ

鷖え
い

に
勝
れ
り
」
と
し
、錦
雞
の
外
見
と
習
性
が
「
文

武
勇
仁
信
」
の
五
徳
を
備
え
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
ま
さ
に
画
中
に
お

い
て
、
背
面
の
華
麗
な
羽
を
露
に
す
る
錦
雞
は
、
有
徳
の
士
の
喩
え
な
の
で
あ
る
。
詩
句

は
他
に
「
秋
、
霜
の
盛
る
を
勁つ

よ

く
拒
む
」
と
、
画
中
の
豊
か
に
茂
る
芙
蓉
に
つ
い
て
述
べ

て
お
り
、
芙
蓉
は
画
面
外
の
地
面
か
ら
伸
び
る
菊
花
と
同
様
、
秋
の
寒
さ
を
耐
え
る
植
物

に
属
し
、
本
図
の
景
観
が
深
秋
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
美
し
い
羽
を
露
に
し
た
錦

雞
は
、
両
足
で
、
秋
に
盛
り
と
な
る
芙
蓉
に
留
ま
り
、
そ
の
画
鳥
の
定
型
か
ら
外
れ
た
姿

態
は
、
束
縛
さ
れ
な
い
放
逸
的
な
雰
囲
気
を
少
な
か
ら
ず
伝
え
、
詩
句
に
お
け
る
「
安
逸

た
る
こ
と
鳧
鷖
に
勝
れ
り
」
と
い
う
、
深
秋
の
園
林
の
情
景
に
符
合
し
て
い
る
。
詩
句
の

中
で
は
、「
鳧
鷖
」（
野
鴨
と
鷗
）
と
錦
雞
を
対
比
さ
せ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
作
者
は
、

鑑
賞
者
が
『
詩
経
』「
鳧
鷖
篇
」
を
踏
ま
え
て
本
図
を
読
み
解
く
こ
と
を
期
待
し
た
の
で

あ
ろ
う
。「
鳧
鷖
篇
」
の
「
詩
序
」
で
は
、有
徳
の
君
子
が
「
能
く
盈
を
持
し
成
を
守
る
」、

つ
ま
り
満
を
持
し
て
そ
の
状
態
を
守
る
こ
と
が
称
揚
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
画
中
の
錦
雞
は
有
徳

の
士
の
ご
と
く
、
寒
い
冬
へ
と
入
っ
て
い
く
深
秋
の
時
期
を
悠
々
自
適
の
心
持
ち
で
過
ご

し
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
画
中
に
「
天
下
、
治
む
る
を
得
れ
ば
、
聖
人
、
君

と
為
る
」
と
い
う
、
よ
り
深
い
「
立
意
」
が
内
包
さ
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
《
芙
蓉
錦
雞
図
》
は
、
表
面
上
は
花
園
の
珍
奇
な
禽
鳥
を
描
い
て
い
る
が
、
画
中
の
詩

句
に
よ
っ
て
画
面
に
意
味
を
誘
発
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
ま
さ
に
花
鳥
画
の
新
た

な
作
用
が
結
実
し
た
作
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
、
画
面
表
現
と
、
内
包
さ
れ
る
意

味
の
相
互
作
用
は
、
伝
統
的
な
吉
祥
寓
意
の
文
脈
の
中
に
前
例
を
求
め
得
る
。
し
か
し
異

な
る
作
品
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
、
そ
の
作
品
相
応
の
異
な
る
「
立
意
」
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
こ
う
し
た
動
向
の
中
で
、
崔
白
画
の
成
果
に
代
表
さ
れ
る
「
景
物
交
融
」
の
結
実

は
、
そ
の
重
要
な
推
進
力
と
な
っ
た
。「
景
物
交
融
」
の
成
果
は
、
画
中
の
景
物
を
互
い

に
関
連
付
け
、
活
動
さ
せ
た
こ
と
で
あ
り
、
も
は
や
単
な
る
モ
チ
ー
フ
間
の
関
係
を
表
わ

す
に
留
ま
ら
ず
、
モ
チ
ー
フ
と
景
物
の
間
に
、
さ
ら
に
多
く
の
交
流
関
係
を
持
た
せ
た
こ

と
に
あ
る
と
言
え
る
。
ひ
い
て
は
、
こ
う
し
た
特
定
の
交
流
関
係
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と

で
、
花
鳥
と
い
う
図
像
以
外
に
も
、
よ
り
深
い
意
味
を
伝
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
段
階
に
至
っ
て
、
画
面
に
意
味
を
表
わ
す
手
法
は
成

熟
に
達
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
う
し
た
北
宋
十
一
世
紀
前
後
に
、「
造
景
」
と
「
立

意
」
の
手
法
が
現
わ
れ
た
こ
と
は
、
花
鳥
画
の
発
展
に
お
け
る
重
要
な
達
成
で
あ
っ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

結
論

　

八
～
十
一
世
紀
に
お
け
る
絵
画
史
の
発
展
の
中
で
、
花
鳥
題
材
の
発
展
は
、
山
水
画
史

の
過
程
に
次
ぐ
も
の
で
は
な
く
、
同
等
の
表
現
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
中
で
深
化

の
待
た
れ
る
課
題
は
、
当
然
、
そ
の
歴
程
に
関
す
る
各
種
の
文
化
的
要
素
に
つ
い
て
で
あ

る
。

　

こ
の
発
展
段
階
前
期
は
、
花
卉
と
人
物
を
共
に
表
わ
す
も
の
か
ら
、「
水
盆
花
鳥
」
の

景
を
表
わ
す
段
階
に
至
る
ま
で
で
あ
る
。
こ
う
し
た
新
し
い
動
向
が
促
進
さ
れ
た
の
は
、

外
来
文
化
の
刺
激
と
密
接
な
関
係
が
あ
ろ
う
。
芸
術
表
現
に
お
け
る
花
卉
題
材
の
隆
盛
に

つ
い
て
は
、
早
期
か
ら
、
国
外
と
の
交
流
で
生
ま
れ
た
成
果
が
一
部
媒
介
と
な
っ
た
こ
と
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三
三

を
指
摘
す
る
研
究
者
が
い
た
）
（（
（

。
そ
の
表
現
手
法
に
つ
い
て
は
、
仏
教
芸
術
を
由
来
と
す
る

可
能
性
に
加
え
、
他
の
外
来
文
化
か
ら
の
影
響
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
と
し
て
パ

ト
リ
シ
ア
・
カ
レ
ッ
キ
ー
（Patricia K

aretzky

）
氏
は
、
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
の
女
神
ア
ナ

ヒ
ー
タ
（Anahita
）
が
、
中
古
時
代
の
中
国
地
域
に
同
様
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
こ
の
女
神
ア
ナ
ヒ
ー
タ
を
表
わ
し
た
金
銀
器
に
、
花
の
装
飾
文
様
を
見
る
こ

と
が
で
き
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
文
様
装
飾
と
は
ま
た
別
の
発
展
を
促
し
、
花
卉
が
人
物
間

を
区
分
す
る
構
図
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
影
響
が
、
早
く
も
六
世
紀

に
は
す
で
に
中
国
で
見
ら
れ
た
と
わ
か
る
の
で
あ
る
）
（（
（

。
大
同
の
北
魏
墓
で
出
土
し
た
三
点

の
金
銀
杯
に
も
、
女
神
ア
ナ
ヒ
ー
タ
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

が
、
そ
の
図
像
を
仔
細
に
観
察

す
る
と
、
花
卉
の
枝
葉
が
女
神
の
周
り
に
環
状
に
連
な
り
、
ま
た
花
卉
が
人
物
を
区
分
す

る
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ペ
ル
シ
ア
で
制
作
さ
れ
た
女
神
ア
ナ
ヒ
ー
タ
を
表
わ
し
た

金
銀
碗
に
は
、
花
卉
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
四
人
の
女
神
が
描
か
れ
、
天
国
の
花
園
の
景
が

表
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
）
（（
（

。
中
央
ア
ジ
ア
の
金
銀
器
が
中
国
の
中
古
時
代
に
及
ぼ
し
た
影

響
力
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
注
意
が
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ジ
ェ
シ
カ
・
ロ

ー
ソ
ン
氏
は
す
で
に
金
銀
器
の
装
飾
文
様
に
関
す
る
考
察
の
中
で
、
あ
る
発
展
の
動
向
を

指
摘
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
次
第
に
発
展
、
成
熟
し
た
「
随
物
造
景
」
の
結
実
は
、

晩
唐
文
化
か
ら
の
発
展
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
十
～
十
一
世
紀
の
遼
代
美

術
に
お
け
る
成
果
を
見
る
と
、
そ
の
表
現
の
中
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
）
（（
（

。
こ
の
両
方
に
お
け
る
延
続
と
改
新
を
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
地
域
様
式
の

生
成
と
変
化
を
よ
り
深
く
探
り
、
ま
た
北
宋
文
化
が
直
面
し
て
い
た
状
況
の
全
体
像
に
つ

い
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
（（
（

。
再
び
葬
墓
壁
画
に
見
ら
れ
る
花
鳥
の
効
能
と
意
義
に
つ

い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
河
北
省
宣
化
県
出
土
の
遼
墓
に
見
ら
れ
る
竹
鶴
や
花
盆
と
い
っ
た

花
鳥
題
材
は
、
人
界
の
現
実
的
な
機
能
を
保
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
こ
の
世
な
ら
ざ

る
場
の
一
部
を
暗
示
す
る
手
段
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
深
い
考
察
の
な
さ
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
）
（（
（

。

　

十
世
紀
の
花
鳥
画
に
お
け
る
「
随
物
造
景
」
の
結
実
は
、
黄
氏
父
子
の
画
風
が
そ
の
説

明
の
拠
り
所
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
黄
氏
父
子
の
個
別
的
達
成
と
い
う
よ
り
、
十
世
紀

中
葉
に
始
ま
っ
た
文
芸
活
動
と
そ
れ
に
伴
う
成
果
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
他
、
西

方
の
蜀
地
域
が
、
多
く
の
晩
唐
文
化
を
直
接
的
に
継
承
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の

両
京
様
式
が
こ
の
地
区
に
流
入
し
た
。
黄
氏
父
子
は
、
こ
う
し
た
唐
末
に
入
蜀
し
た
名
家

の
継
承
者
で
あ
る
と
言
え
、
そ
の
芸
術
の
結
実
の
中
に
、
晩
唐
の
特
色
が
含
ま
れ
て
い
た

こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
蜀
の
地
に
お
け
る
新
た
な
発
展
も
、
我
々

に
興
味
を
抱
か
せ
る
。
後
蜀
の
初
代
皇
帝
孟
知
祥
（
在
位
九
三
四
）
は
宮
殿
の
造
営
に
余

念
が
な
く
、
多
く
の
殿
堂
の
壁
面
と
屛
風
に
画
が
描
か
れ
た
。
北
宋
の
張
詠
（
九
四
六
～

一
〇
一
五
）
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
黄
筌
は
暖
庁
の
庁
屛
に
「
双
鶴
花
竹
怪
石
」
を
、
涼
庁

に
「
湖
灘
山
水
双
鷺
」
を
描
い
た
と
い
う
）
（（
（

。
寒
暑
に
応
じ
て
異
な
る
効
能
を
持
つ
殿
閣
に

対
し
、
異
な
る
題
材
の
屛
風
壁
画
を
制
作
し
た
こ
と
は
、
画
の
内
容
が
、
そ
の
効
能
に
つ

い
て
考
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
配
慮
に
つ
い
て
、

そ
の
用
い
ら
れ
方
の
系
統
を
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
は
、
今
後
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
待
た
れ
る
課
題
で
あ
る
。

　

十
世
紀
に
お
け
る
「
随
物
造
景
」
の
完
成
を
促
し
た
重
要
な
要
因
と
し
て
は
、
壁
画
や

屛
風
等
に
お
け
る
空
間
の
性
質
が
、
統
治
者
の
趣
向
に
従
っ
て
、
次
第
に
花
鳥
題
材
を
重

視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
花
鳥
題
材
が
さ
ら
に
仔
細
な
観
察
に
ふ
さ
わ
し
い

も
の
と
な
っ
た
こ
と
で
、
自
然
を
見
る
方
法
も
育
ま
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
後
蜀
の

文
臣
欧
陽
炯
は
、
二
代
皇
帝
孟
昶
に
つ
い
て
「
万
機
を
総
覧
し
、
道
法
自
然
な
り
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
黄
筌
に
四
季
の
花
鳥
を
八
卦
殿
の
四
壁
に
描
く
よ
う
命
じ
た
の
は
、
自
然

崇
拝
と
い
っ
た
特
別
な
意
図
を
も
っ
て
鑑
賞
す
る
）
（

（
訳
者
註

目
的
も
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
花
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四

鳥
題
材
を
自
然
万
物
の
具
体
的
な
表
わ
れ
と
見
な
す
こ
と
は
、
何
ら
意
外
で
は
な
い
。
ま

た
こ
う
し
た
動
向
は
、
文
学
や
詩
詠
の
伝
統
に
よ
り
後
押
し
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
他
、
北
宋
花
鳥
画
に
お
け
る
「
随
物
造
景
」
の
結
実
を
も
と
に
、
こ
う
し
た
成
果

が
北
宋
後
期
の
徽
宗
朝
に
お
い
て
直
面
し
た
変
更
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
意
義
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
『
宣
和
画
譜
』「
花
鳥
敘
論
」
で
提
起
さ
れ
た
「
興
人

之
意
」（
人
を
興
す
の
意
）
の
価
値
を
改
め
て
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

「
立
意
」、
す
な
わ
ち
画
に
内
包
さ
れ
る
意
味
構
想
が
、
ま
さ
に
北
宋
花
鳥
画
史
を
把
握

す
る
た
め
の
鍵
で
あ
る
。
十
一
世
紀
以
降
は
、
例
え
ば
崔
白
と
い
っ
た
花
鳥
画
の
名
家

が
、
画
中
に
お
い
て
花
鳥
の
交
流
関
係
を
配
慮
し
、
ま
た
画
面
の
配
置
に
お
い
て
も
、
異

な
る
禽
鳥
間
の
交
流
関
係
を
意
識
し
、
さ
ら
に
異
な
る
背
景
と
効
果
を
表
出
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
花
鳥
画
は
、
付
属
的
な
絵
画
の
題
材
か
ら
画
の
主
役
へ
と
発
展
変
化
し
、
北
宋

晩
期
に
お
け
る
皇
室
の
収
蔵
品
目
録
に
お
い
て
は
、
最
も
点
数
の
多
い
重
要
な
題
材
と
な

っ
た
。
徽
宗
に
よ
る
画
学
の
改
革
に
よ
っ
て
、
画
面
表
現
の
配
置
方
法
に
工
夫
が
成
さ
れ

た
こ
と
の
他
に
、
さ
ら
に
画
に
込
め
る
意
思
の
追
求
が
な
さ
れ
、
花
鳥
画
の
そ
の
後
の
発

展
と
変
化
は
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
結
実
に
多
く
の
基
礎
を
得
た
。

　

花
鳥
画
の
十
～
十
一
世
紀
に
お
け
る
結
実
は
、「
景
物
交
融
」
と
「
立
意
」
と
い
う
二

つ
の
方
面
か
ら
の
作
用
に
よ
り
成
し
と
げ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
段
階
は
、
こ
れ
ま
で
多
く

の
場
合
、
文
人
画
の
発
展
を
生
み
出
す
段
階
と
見
な
さ
れ
、
花
鳥
画
は
山
水
画
同
様
、
文

人
画
の
重
要
な
項
目
で
あ
っ
た
）
（（
（

。
し
か
し
明
ら
か
に
花
鳥
画
は
、
宮
廷
画
家
の
造
型
能
力

の
賜
物
と
言
え
る
。
つ
ま
り
そ
の
発
展
の
起
こ
り
は
、
宮
殿
の
壁
画
や
屛
風
の
効
能
と
需

要
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
花
鳥
画
に
個
人
の
心
情
を
内
包
さ
せ
る
表
現
は
、

徽
宗
朝
に
お
け
る
絵
画
の
「
立
意
」
に
対
す
る
促
進
の
後
、
そ
れ
に
従
っ
て
、
さ
ら
に
広

範
な
反
響
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　

註（
（
）　
「
唐
宋
変
革
論
」
の
概
念
と
影
響
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。Jam

es T. C
. Liu and 

Peter J. G
olas, C

hange in Sung C
hina: Innovation or Renovation?, Lexington: H

eath &
 C

o., 1969, 

pp. vii-xiv. 

張
広
達
「
内
藤
湖
南
的
唐
宋
変
革
説
及
其
影
響
」（
栄
新
江
主
編
『
唐
研
究
』
第
十
一
巻
、

北
京
：
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
五
～
七
十
一
頁
）。
柳
立
言
「
何
謂
「
唐
宋
変
革
」
？
」

（
中
華
書
局
上
海
編
輯
『
中
華
文
史
論
叢
』
総
第
八
一
輯
、
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、

一
二
五
～
一
七
一
頁
）。

（
（
）　

こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、日
本
の
研
究
者
に
よ
る
も
の
に
代
表
さ
れ
る
。島
田
修
二
郎
氏
は
、「
逸

品
」
画
風
の
議
論
の
中
で
、
唐
の
潑
墨
山
水
の
起
源
に
着
目
し
、
続
い
て
戸
田
禎
佑
氏
が
「
模
写

性
」
に
つ
い
て
論
じ
た
。
小
川
裕
充
氏
は
、
山
水
画
の
発
展
な
ど
に
着
目
し
、
画
風
様
式
を
通
し

て
唐
宋
間
の
連
続
と
差
異
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
関
連
す
る
議
論
と
し
て
、
板
倉
聖

哲
「
絵
画
史
研
究
」（
遠
藤
隆
俊
等
編
『
日
本
宋
史
研
究
の
現
況
と
課
題
―
一
九
八
〇
年
代
以
降
を

中
心
に
』
東
京
：
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
、
三
〇
九
～
三
一
一
頁
）
が
あ
る
。

（
（
）　

張
彦
遠
『
歴
代
名
画
記
』
に
は
、
異
獣
、
禽
鳥
を
善
く
し
た
唐
代
以
前
の
画
家
の
名
が
少
な
か

ら
ず
録
さ
れ
て
い
る
。
金
維
諾
「
早
期
花
鳥
画
的
発
展
」（『
美
術
研
究
』
一
九
八
三
年
第
一
期
、

北
京
：
中
央
美
術
学
院
）
五
十
五
頁
を
参
照
。

（
（
）　

原
文
「
山
水
之
変
、
始
於
呉
、
成
於
二
李
」。
張
彦
遠
『
歴
代
名
画
記
』（
盧
輔
聖
主
編
『
中

国
書
画
全
書
』
第
一
冊
、
上
海
：
上
海
書
画
出
版
社
、
一
九
九
二
～
一
九
九
九
年
）
一
一
五
頁
。

（
（
）　

原
文
「
若
論
山
水
林
石
、
花
竹
禽
魚
、
則
古
不
及
近
」。
郭
若
虚
『
図
画
見
聞
誌
』（
盧
輔
聖
主

編
『
中
国
書
画
全
書
』
第
一
冊
）
四
七
〇
頁
。

（
（
）　

例
え
ば
張
彦
遠
は
、「
樹
石
」
を
「
山
水
」
に
属
す
る
と
し
て
合
わ
せ
て
論
じ
た
。
花
鳥
題

材
は
、
花
鳥
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
成
立
以
前
の
唐
代
壁
画
に
数
多
く
表
わ
さ
れ
る
た
め
、
そ

れ
を
必
ず
し
も
花
鳥
ジ
ャ
ン
ル
の
成
立
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
絵
画
題
材
の

分
科
の
問
題
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Lothar Ledderose, “Subject M

atter in Early C
hi-

nese Painting C
riticism

,” O
riental Art 19:1, 1973, pp. 69-83.

（
（
）　

編
者
不
詳
『
宣
和
画
譜
』
目
録
（
台
北
：
国
立
故
宮
博
物
院
據
所
蔵
景
印
大
徳
本
影
印
、
一
九

七
一
年
）
三
頁
。

（
（
）
例
と
し
て
、
王
公
淑
墓
お
よ
び
王
処
直
墓
壁
画
の
様
式
を
比
較
す
る
と
、
王
公
淑
墓
壁
画
の
牡

丹
図
の
描
写
は
非
常
に
仔
細
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
制
作
年
代
が
や
や
後
に
な
る
王
処
直
墓
の

花
鳥
壁
画
は
簡
素
な
も
の
で
あ
る
。

（
（
）
こ
う
し
た
「
写
実
」
論
は
、
元
来
西
洋
で
の
「
再
現
」
論
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
国

絵
画
史
研
究
に
お
け
る
作
用
は
、石
守
謙
「
対
中
国
美
術
史
研
究
中
再
現
論
述
模
式
的
省
思
」（
同

『
従
風
格
到
画
意
：
反
思
中
国
美
術
史
』
台
北
：
石
頭
出
版
股
份
有
限
公
司
、
二
〇
一
〇
年
、
三
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八
～
十
一
世
紀
に
お
け
る
花
鳥
画
の
変

113

三
五

十
五
～
五
十
一
頁
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
（0
）　

金
維
諾
氏
、
前
掲
論
文
、
註
（
五
十
二
～
五
十
七
頁
。Ellen Johnston Laing,“Th

e D
evel-

opm
ent of Flow

er D
epiction and the O

rigin of the Bird-and-Flow
er G

enre in C
hinese Art,” 

B. M
. F. E. A. （Th

e Bulletin of the M
useum

 of Far Eastern Antiquities

） 64, 1992, pp. 179-223.

宮
崎
法
子
『
花
鳥
・
山
水
画
を
読
み
解
く
―
中
国
絵
画
の
意
味
』（
東
京
：
角
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）

一
三
二
～
一
五
四
頁
。

（
（（
）　

発
表
の
年
代
順
に
、
概
ね
以
下
の
論
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。Ellen Johnston Laing,“Auspicious M

o-

tifs in N
inth- to Th

irteenth- C
entury C

hinese Tom
bs,” Ars O

rientalis 33, 2003, pp. 32-75. 

鄭

岩
、
李
清
泉
「
看
時
人
歩
澀

展
處
蝶
争
来
：
談
新
発
現
的
北
京
八
里
荘
唐
墓
花
鳥
壁
画
」（『
故

宮
文
物
月
刊
』
一
五
八
、
台
北
：
国
立
故
宮
博
物
院
、
一
九
九
六
年
、
一
二
六
～
一
三
三
頁
）。

李
星
明
「
唐
墓
壁
画
中
的
花
鳥
画
」（
同
『
唐
代
墓
室
壁
画
研
究
』
西
安
：
陝
西
人
民
美
術
出
版
社
、

二
〇
〇
四
年
、
三
六
〇
～
三
九
二
頁
）。
李
清
泉
「「
装
堂
花
」
的
身
前
身
後
―
兼
論
徐
熙
画
格
在

北
宋
前
期
一
度
受
阻
的
原
因
」（『
美
術
史
論
』
二
〇
〇
七
年
第
三
期
、
五
十
六
～
六
十
一
頁
）。
李

星
明
「
唐
代
和
五
代
墓
室
壁
画
中
的
花
鳥
画
」（『
南
京
芸
術
学
院
学
報
（
美
術
与
設
計
版
）』
二

〇
〇
七
年
第
一
期
、
南
京
：
南
京
芸
術
学
院
、
五
十
一
～
五
十
六
頁
）。
劉
婕
「
唐
代
花
鳥
画
研

究
的
新
視
野
―
墓
葬
材
料
引
発
的
思
考
」（『
文
芸
研
究
』
二
〇
一
一
年
第
一
期
、
一
〇
〇
～
一

〇
七
頁
）。

こ
の
他
に
近
年
、
唐
五
代
壁
画
等
の
考
古
資
料
に
見
え
る
花
鳥
題
材
研
究
の
成
果
と
し
て
、

劉
婕
『
唐
代
花
鳥
画
研
究
』（
北
京
：
中
央
美
術
学
院
博
士
論
文
、
二
〇
〇
八
年
）
一
一
七
～
一

八
九
頁
が
あ
る
。

（
（（
）　

金
維
諾
氏
、
前
掲
註
（
論
文
、
五
十
二
～
五
十
七
頁
。
宮
崎
法
子
氏
、
前
掲
註
（0
書
、
一
三
二

～
一
五
四
頁
。

（
（（
）　Ellen Johnston Laing,“Th

e D
evelopm

ent of Flow
er D

epiction and the O
rigin of the Bird-

and-Flow
er G

enre in C
hinese Art,” pp. 179-223.

（
（（
）　

こ
の
方
面
に
お
け
る
研
究
成
果
と
し
て
は
、
ジ
ェ
シ
カ
・
ロ
ー
ソ
ン
に
よ
る
花
鳥
文
様
装

飾
に
つ
い
て
の
考
察
が
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。Jessica Rawson, 

C
hinese O

rnam
ent: Th

e Lotus and the D
ragon, London: British M

useum
 Publications Ltd., 1984. 

Jessica Rawson, “O
rnam

ent as System
: C

hinese Bird-and-Flow
er D

esign,” Th
e Burlington M

aga-

zine 148.1239, 2006,  pp. 380-389.

（
（（
） 　

Ellen Johnston Laing,“Auspicious M
otifs in N

inth- to T
hirteenth- C

entury C
hinese 

Tom
bs,”pp.188-191. 

文
中
の
金
銀
器
文
様
装
飾
と
中
西
交
流
の
問
題
に
つ
い
て
は
、Jessica R

aw
-

son, C
hinese O

rnam
ent: Th

e Lotus and the D
ragon, pp. 90-93

を
参
照
。

（
（（
）　Ellen Johnston Laing,“Th

e D
evelopm

ent of Flow
er D

epiction and the O
rigin of the Bird-

and-Flow
er  G

enre in C
hinese Art,”p. 190.

（
（（
） 　Ellen Johnston Laing,“A Survey of Liao D

ynasty Bird-and-Flow
er Painting,” Journal of Sung 

and Yuan 24, 1994, pp. 59-62. 

（
（（
）　

考
古
資
料
を
花
鳥
画
史
の
課
題
と
連
結
対
比
さ
せ
た
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
、
註
（（
を
参
照
い

た
だ
き
た
い
。総
じ
て
、現
在
の
研
究
の
多
く
は
考
古
資
料
に
よ
っ
て
、絵
画
史
に
記
載
さ
れ
る「
辺

鸞
画
風
、
薛
稷
六
鶴
画
様
」
と
い
っ
た
言
を
視
覚
化
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
ゆ
え
に
研
究
者

も
、
こ
う
し
た
葬
墓
資
料
が
ま
さ
に
「
唐
代
花
鳥
画
の
具
体
像
を
提
示
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
し

て
い
る
。（
劉
婕
氏
、
前
掲
註
（（
書
、
一
〇
六
頁
）
し
か
し
葬
墓
考
古
資
料
の
性
質
と
、
一
般
的

な
絵
画
史
で
討
論
さ
れ
る
作
品
と
の
間
の
差
異
を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら

に
多
く
の
論
が
待
た
れ
る
。

（
（（
）　

小
川
裕
充
氏
の
、花
鳥
画
と
時
空
間
の
関
連
に
つ
い
て
の
議
論
は
、以
下
を
参
照
。小
川
裕
充「
中

国
花
鳥
画
の
時
空
―
花
鳥
画
か
ら
花
卉
雑
画
へ
―
」（
戸
田
禎
佑
等
編
『
花
鳥
画
の
世
界　

第
十
巻

　

中
国
の
花
鳥
画
と
日
本
』
東
京
：
学
習
研
究
社
、
一
九
八
三
年
、
九
十
二
～
一
〇
七
頁
）。
小
川

裕
充
「
黄
筌
六
鶴
図
壁
画
と
そ
の
系
譜
（
上
）（
下
）
―
薛
稷
、
黄
筌
、
黄
居
寀
か
ら
庫
倫
旗
一

号
遼
墓
仙
鶴
図
壁
画
を
経
て
徽
宗
、
趙
伯
驌
、
牧
谿
、
王
振
鵬
、
浙
派
、
雪
舟
、
狩
野
派
ま
で
」

（（
上
）『
國
華
』
一
一
六
五
号
、
東
京
：
國
華
社
、
一
九
九
二
年
、
七
～
二
十
二
頁
、（
下
）『
國
華
』

一
二
九
七
号
、
東
京
：
國
華
社
、
二
〇
〇
三
年
、
七
～
二
十
五
頁
）。

（
（0
）　Ellen Johnston Laing, 

前
掲
註
（（
論
文
、pp. 32-75.

（
（（
） 　Jessica R

aw
son, “O

rnam
ent as System

: C
hinese Bird-and-Flow

er D
esign,” pp. 380-389. 

（
（（
）
花
鳥
画
の
內
包
す
る
意
味
に
つ
い
て
、
か
つ
て
宮
崎
法
子
氏
が
別
の
題
材
に
つ
い
て
述
べ
た
見
解
は

注
目
に
値
す
る
。
例
え
ば
「
蓮
池
水
禽
」
の
ご
と
き
は
、
仏
教
思
想
を
参
考
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
時

代
ご
と
に
儒
学
的
あ
る
い
は
世
俗
的
な
新
し
い
意
味
が
內
包
さ
れ
、
異
な
る
使
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る

と
し
て
い
る
。
宮
崎
法
子
氏
、
前
掲
註
（0
書
、
一
七
二
～
一
九
三
頁
。

（
（（
）　

北
京
市
海
淀
区
文
物
管
理
所「
北
京
市
海
淀
区
八
里
荘
唐
墓
」（『
文
物
』一
九
九
五
年
第
一
一
期
、

北
京
：
文
物
出
版
社
、四
十
五
～
五
十
三
頁
）。
羅
世
平「
観
王
公
淑
墓
壁
画《
牡
丹
蘆
雁
図
》小
記
」

（『
文
物
』
一
九
九
六
年
第
八
期
、七
十
八
～
八
十
三
頁
）。
鄭
岩
氏
、李
清
泉
氏
、前
掲
註
（（
論
文
、

一
二
六
～
一
三
三
頁
。

（
（（
）　

鄭
岩
氏
、
李
清
泉
氏
、
前
掲
註
（（
論
文
、
一
二
六
～
一
三
三
頁
。
李
星
明
「
唐
代
和
五
代
墓
室

壁
画
中
的
花
鳥
画
」
五
十
一
～
五
十
六
頁
。
劉
婕
「
唐
代
花
鳥
画
研
究
的
新
視
野
―
墓
葬
材
料

引
発
的
思
考
」
一
〇
〇
～
一
〇
七
頁
。

（
（（
）　

関
連
す
る
研
究
成
果
は
註
（（
を
参
照
。

（
（（
）　
「
装
堂
花
」
は
『
図
画
見
聞
誌
』
に
の
み
記
載
さ
れ
、
唐
代
の
絵
画
史
文
献
資
料
に
は
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
今
日
の
研
究
者
が
可
能
な
議
論
に
は
限
り
が
あ
る
。
た
だ
、
考
古
資
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美　

術　

研　

究　
　

四　

一　

七　

号

114

三
六

料
か
ら
「
装
堂
花
」
の
様
式
に
つ
い
て
討
論
を
進
め
よ
う
と
試
み
る
研
究
者
も
お
り
、「
装
堂
」

を
「
全
株
」
の
こ
と
と
解
釈
し
、「
折
枝
」
を
植
物
の
一
部
分
を
指
す
と
し
て
い
る
。（
劉
婕
「
従

「
装
堂
花
」
到
「
折
枝
花
」：
考
古
材
料
所
見
晩
唐
花
鳥
画
的
轉
型
」（
范
景
中
、
鄭
岩
、
孔
令
偉

主
編
『
考
古
与
芸
術
史
的
交
匯
：
中
国
美
術
学
院
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』
杭
州
：
中
国
美
術

学
院
出
版
社
、二
〇
〇
九
年
、三
八
二
～
四
〇
三
頁
））
し
か
し
こ
う
し
た
絵
画
史
文
献
の
解
読
は
、

字
面
か
ら
の
意
味
の
考
察
の
み
な
ら
ず
、
文
脈
に
整
合
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
、
異
な
る
例
を

用
い
て
さ
ら
に
考
察
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
六
鶴
様
式
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
小
川
裕
充
氏

が
文
献
上
の
記
述
と
日
本
の
正
倉
院
宝
物
を
関
連
付
け
、
六
鶴
の
図
様
を
再
構
築
す
る
こ
と
を

試
み
た
。（
小
川
裕
充
「
薛
稷
六
鶴
図
屛
風
考
―
正
倉
院
南
倉
宝
物
漆
櫃
に
描
か
れ
た
草
木
鶴
図

に
つ
い
て
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
一
七
号
、
東
京
：
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一

九
九
二
年
、
一
七
九
～
二
一
四
頁
））
し
か
し
、
文
献
で
強
調
さ
れ
る
薜
稷
の
「
六
鶴
」
様
式
に

つ
い
て
は
、
近
年
の
考
古
出
土
資
料
に
よ
り
、
画
鶴
の
図
様
が
「
六
鶴
」
に
限
定
さ
れ
な
い
も

の
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
六
鶴
」
様
式
の
絵
画
史
的
な
意

義
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
本
論
の
第
三
章
に
て
詳
細
に
考
察
す
る
。

（
（（
）　

劉
婕
氏
は
博
士
論
文
第
三
章
二
節
に
お
い
て
、
多
数
の
唐
墓
に
見
ら
れ
る
花
鳥
題
材
壁
画
を

羅
列
し
て
お
り
、
こ
れ
は
資
料
収
集
の
上
で
の
助
け
と
な
る
。（
劉
婕
『
唐
代
花
鳥
画
研
究
』
一

一
七
～
一
八
九
頁
）
し
か
し
中
軸
対
称
構
図
を
用
い
る
花
鳥
様
式
の
八
世
紀
以
降
の
発
展
に
つ

い
て
は
、
わ
ず
か
に
そ
の
様
相
に
注
目
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
中
軸
対
称
構
図
の
変
化
に
つ

い
て
は
未
だ
考
察
の
余
地
が
あ
る
。

（
（（
）　Ellen Johnston Laing

氏
前
掲
註
（0
論
文
、
一
九
四
頁
。

（
（（
）　Ellen Johnston Laing

氏
前
掲
註
（（
論
文
、
三
十
九
～
四
十
三
頁
。

（
（0
）　

富
平
県
文
化
館
「
唐
李
鳳
墓
発
掘
簡
報
」（『
考
古
』
一
九
七
七
年
第
五
期
、
北
京
：
科
学
出
版
社
、

三
一
三
～
三
二
六
頁
）。

（
（（
）　

敦
煌
文
物
研
究
所
編
『
中
国
石
窟　

敦
煌
莫
高
窟　

三
』（
北
京
：
文
物
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）

図
九
十
三
・
図
九
十
四
。

（
（（
）　

趙
超
「「
樹
下
老
人
」
与
唐
代
的
屛
風
式
墓
中
壁
画
」（『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
二
期
、
六
十

九
～
八
十
一
頁
）。

（
（（
）　

陝
西
歴
史
博
物
館
編
『
懿
徳
太
子
墓
壁
画
』（
北
京
：
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
三
十
一

～
四
十
二
頁
。

（
（（
）　

陝
西
歴
史
博
物
館
編
『
章
懷
太
子
墓
壁
画
』（
北
京
：
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
六
十
四

～
六
十
六
頁
。

（
（（
）　

陝
西
省
考
古
研
究
所
「
西
安
西
郊
陝
棉
十
廠
唐
壁
画
墓
清
理
簡
報
」（
考
古
与
文
物
編
輯
部
編

『
考
古
与
文
物
』
二
〇
〇
二
年
第
一
期
、
西
安
：
陝
西
人
民
出
版
、
十
六
～
三
十
七
頁
）。

（
（（
）　

陳
安
利
、
羅
咏
鍾
「
西
安
王
家
墳
唐
代
唐
安
公
主
墓
」（『
文
物
』
一
九
九
一
年
第
九
期
、
十
五

～
二
十
七
頁
）。

（
（（
）　

劉
婕
氏
は
、
唐
安
公
主
墓
お
よ
び
趙
逸
公
墓
の
壁
画
に
つ
い
て
の
議
論
で
、
こ
れ
ら
の
画
が

ま
さ
に
絵
画
史
に
記
録
さ
れ
る
「
金
盆
鵓
鴿
」
に
あ
た
る
と
し
、
ま
た
本
図
を
花
園
小
景
、
盆

景
等
と
い
っ
た
文
献
史
料
と
結
び
付
け
、唐
人
の
庭
園
小
景
、盆
池
、盆
景
等
に
対
す
る
興
味
が
、

こ
う
し
た
絵
画
表
現
に
現
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
（
劉
婕
『
唐
代
花
鳥
画
研
究
』
一
八
六
～

一
八
九
頁
）。
こ
の
観
点
は
非
常
に
重
要
な
も
の
だ
が
、
氏
の
論
は
こ
う
し
た
画
の
視
覚
形
式

に
お
け
る
独
自
性
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
。

（
（（
）　

張
道
森
、
吳
偉
強
「
安
陽
出
土
唐
墓
壁
画
花
鳥
部
分
的
芸
術
価
値
」（『
安
陽
師
範
学
院
学
報
』

二
〇
〇
一
年
第
六
期
、
安
陽
：
安
陽
師
範
学
院
、
四
十
二
～
四
十
四
頁
）。
張
道
森
、
吳
偉
強
「
安

陽
唐
代
墓
室
壁
画
初
探
」（『
美
術
研
究
』
二
〇
〇
一
年
第
二
期
、
北
京
：
中
央
美
術
学
院
、
二

十
六
～
二
十
八
頁
）。
趙
逸
公
墓
壁
画
は
す
で
に
修
復
さ
れ
、
そ
の
一
部
は
洛
陽
古
墓
博
物
館

に
展
示
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

河
北
省
文
物
研
究
所
、
保
定
市
文
物
管
理
処
『
五
代
王
処
直
墓
』（
北
京
：
文
物
出
版
社
、

一
九
九
八
年
、
十
五
～
四
十
頁
）。
鄭
以
墨
「
五
代
王
処
直
墓
壁
画
形
式
、
風
格
的
来
源
分

析
」（『
南
京
芸
術
学
院
学
報
（
美
術
与
設
計
版
）』
二
〇
一
〇
年
第
二
期
、南
京
：
南
京
芸
術
学
院
、

二
十
四
～
三
十
一
頁
、
一
八
一
頁
）。

（
（0
）　

蓮
池
、
草
虫
図
と
い
っ
た
花
鳥
題
材
の
象
徴
的
意
味
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
を
参
照
。
宮
崎

法
子
「
中
国
花
鳥
画
の
意
味
（
上
）：
藻
魚
図
、
蓮
池
水
禽
図
、
草
虫
図
の
寓
意
と
受
容
に
つ
い

て
」（『
美
術
研
究
』
第
三
六
三
号
、
東
京
：
東
京
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
六
年
、
一
～
十
七

頁
）。
こ
の
ほ
か
、
ジ
ェ
シ
カ
・
ロ
ー
ソ
ン
氏
は
、
花
鳥
文
様
装
飾
を
装
飾
系
統
一
つ
で
あ
る
と
し
、

こ
の
系
統
の
持
つ
融
通
性
が
、
受
容
者
の
知
識
世
界
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
し
て
い
る
。Jessica R

aw
son, “O

rnam
ent as System

: C
hinese Bird-and-Flow

er D
esign,” pp. 

380-389.

本
文
の
中
文
訳
と
し
て
、
杰
西
卡
・
羅
森
（Jessica R

aw
son

）
著
「
装
飾
系
統 

―
中
国

的
花
鳥
図
象
」（
鄧
菲
、黄 

洋
、吳
曉
筠
等
訳
『
祖
先
与
永
恆 

─
杰
西
卡
・
羅
森
中
国
考
古
芸
術
文
集
』

北
京
：
生
活
・
読
書
・
新
知　

三
聯
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
五
〇
一
～
五
二
四
頁
）。

（
（（
）　

石
守
謙「「
幹
惟
画
肉
不
画
骨
」
別
解 

─
兼
論
「
感
神
通
霊
」
観
在
中
国
画
史
上
的
没
落
」（
同『
風

格
与
世
変
：
中
国
絵
画
史
論
集
』
台
北
：
允
晨
文
化
実
業
股
份
有
限
公
司
、
一
九
九
六
年
、
五
十

五
～
八
十
五
頁
）。

（
（（
）　Jessica R

aw
son, C

hinese O
rnam

ent: Th
e Lotus and the D

ragon, pp. 90-93.

（
（（
）　

陝
西
省
文
物
管
理
委
員
会「
長
安
県
南
里
王
村
唐
韋
泂
墓
発
掘
記
」（『
文
物
』一
九
五
九
年
第
八
期
、

八
～
十
八
頁
）。

（
（（
）　

梁
元
翰
墓
と
楊
玄
略
墓
に
つ
い
て
は
、
未
だ
正
式
な
考
古
学
で
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
両
墓
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八
～
十
一
世
紀
に
お
け
る
花
鳥
画
の
変

115

三
七

室
の
平
面
図
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
に
所
収
さ
れ
る
。
孫
秉
根
「
西
安
隋
唐
墓
的
形
制
」（
中
国
考
古

学
研
究
編
委
会
編
『
中
国
考
古
学
研
究
―
夏
鼐
先
生
考
古
五
十
年
紀
念
文
集
』
北
京
：
科
学
出

版
社
、一
九
八
六
年
）
一
五
七
・
一
六
四
頁
。
侯
波
「
唐
墓
花
鳥
題
材
壁
画
試
析
」（『
四
川
文
物
』

二
〇
〇
三
年
第
一
期
、
成
都
：
四
川
省
文
物
局
、
三
十
八
～
四
十
二
頁
）。

ま
た
両
墓
の
屛
風
壁
画
の
様
式
と
画
に
つ
い
て
は
、
宿
白
氏
が
「
雲
鶴
」
の
屛
風
に
つ
い
て
、

晩
唐
期
に
お
け
る
画
鶴
屛
風
流
行
の
一
作
例
と
し
て
い
る
。
以
下
を
参
照
。
宿
白
「
西
安
地
区

唐
墓
壁
画
的
布
局
与
内
容
」（
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
編
輯
『
考
古
学
報
』
一
九
八
二
年
第

二
期
、
北
京
：
中
国
科
学
院
）
一
五
三
頁
。
劉
婕
『
唐
代
花
鳥
画
研
究
』
一
八
六
～
一
八
九
頁
。

（
（（
）　

朱
家
道
墓
に
つ
い
て
は
、
正
式
な
発
掘
報
告
が
未
だ
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
関
連
報
道
に
つ
い
て

は
以
下
を
参
照
。
井
増
利
、
王
小
蒙
「
富
平
県
新
発
現
的
唐
墓
壁
画
」（
考
古
与
文
物
編
輯
部
編

『
考
古
与
文
物
』
一
九
九
七
年
第
四
期
、
西
安
：
陝
西
人
民
出
版
、
八
～
十
一
頁
）。

ま
た
屛
風
壁
画
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
張
建
林
「
唐
墓
壁
画
中
的
屛
風
画
」（
王
輝
等
編

『
遠
望
集
：
陝
西
省
考
古
研
究
所
華
誕
四
十
周
年
紀
念
文
集
』
西
安
：
陝
西
人
民
美
術
出
版
社
、

一
九
九
八
年
）
七
二
五
頁
。

（
（（
）　

朱
家
道
墓
壁
画
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
人
物
表
現
か
ら
お
よ
そ
盛
唐
と
の
見
解
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
徐
濤
氏
、
李
星
明
氏
と
い
っ
た
山
水
表
現
に
着
目
す
る
研
究
者
は
盛
唐
後
期
と
し
、

ま
た
孫
志
虹
氏
は
中
唐
、
趙
聲
良
氏
は
八
～
九
世
紀
初
め
、
晩
唐
に
近
い
作
と
推
察
し
て
い
る
。

以
下
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
李
星
明
「
従
壁
画
墓
中
的
山
水
画
看
唐
代
「
山
水
之
変
」」（
同

『
唐
代
墓
室
壁
画
研
究
』）三
五
〇
～
三
五
一
頁
。
徐
濤「
呂
村
唐
墓
与
水
墨
山
水
的
起
源
」（『
文
博
』

二
〇
〇
一
年
第
一
期
、
西
安
：
陝
西
人
民
出
版
社
、
五
十
三
～
五
十
七
頁
）。
趙
聲
良
「
唐
代
壁

画
中
的
水
墨
山
水
画
」（
陝
西
歴
史
博
物
館
編
『
唐
墓
壁
画
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』
陝
西
：

三
秦
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
九
七
～
三
一
三
頁
）。

ま
た
本
壁
画
の
内
容
解
釈
に
つ
い
て
は
、
鄭
岩
「
壓
在
〝
画
框
”
上
的
筆
尖
―
試
論
墓
葬
壁
画

与
伝
統
絵
画
史
的
関
聯
」（『
中
国
美
術
学
院
学
報
』
二
〇
〇
九
年
第
一
期
、三
十
九
～
五
十
一
頁
）

を
参
照
。

（
（（
）　

陝
西
省
西
安
市
鳳
棲
原
で
出
土
し
た
郭
氏
家
族
墓
地
は
、
二
〇
一
〇
年
九
月
か
ら
翌
年
二
月
に
か
け

て
発
掘
さ
れ
た
。
本
葬
墓
の
第
Ｍ
１
号
墓
、
墓
道
東
西
両
壁
面
に
は
青
龍
と
白
虎
が
表
わ
さ
れ
、
甬
道

內
に
は
対
称
的
に
四
名
の
人
物
が
配
さ
れ
る
。
ま
た
墓
室
內
の
四
壁
面
に
は
仙
鶴
図
が
あ
り
、
こ
れ
は

壁
面
を
紅
で
縁
取
る
こ
と
か
ら
、
屛
風
装
（
縦
約
二
メ
ー
ト
ル
、
横
一
メ
ー
ト
ル
）
と
し
て
表
わ
さ
れ

た
と
わ
か
る
。
全
十
幅
の
う
ち
、南
壁
西
部
に
一
幅
、西
北
東
の
三
壁
に
そ
れ
ぞ
れ
三
幅
ず
つ
描
か
れ
る
。

陝
西
省
考
古
研
究
院
、
西
安
市
文
物
保
護
考
古
研
究
院
「
西
安
鳳
栖
原
唐
郭
仲
文
墓
発
掘
簡
法
」

（『
文
物
』
二
〇
一
二
年
第
十
期
、
四
十
三
～
五
十
七
頁
）。

（
（（
）　

王
処
直
墓
前
室
の
壁
画
上
部
に
も
雲
鶴
が
描
か
れ
、
こ
の
雲
鶴
は
お
も
に
羽
を
広
げ
飛
翔
す

る
姿
態
で
あ
り
、
八
世
紀
初
期
ま
で
、
雲
鶴
図
の
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
の

配
置
に
つ
い
て
は
、
四
方
を
紅
色
で
縁
取
る
こ
と
か
ら
屛
風
と
す
る
研
究
者
も
い
る
が
、
幅
と

幅
と
の
間
を
分
け
る
厨
子
が
壁
間
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
屛
風
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る

か
は
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
本
論
で
は
本
作
品
を
雲
鶴
図
と
し
、
園
林
内
の
鶴
を
描
く
も
の

で
な
い
と
見
な
す
。

（
（（
）　

こ
の
《
瑞
応
図
》
は
、
ペ
リ
オ
（Paul Pelliot

）
氏
敦
煌
文
書
第
二
六
八
三
号
に
あ
た
り
、

松
本
栄
一
氏
は
そ
の
内
容
と
旧
伝
が
梁
代
の
孫
柔
之
に
よ
る
《
瑞
応
図
》
に
近
い
と
す
る
。
本

図
の
巻
上
に
は
「
孫
氏
瑞
応
図
」
よ
り
引
用
さ
れ
た
注
記
が
見
ら
れ
、
こ
の
こ
と
は
本
図
と
「
孫

氏
瑞
応
図
」
の
間
の
密
接
な
関
係
を
明
示
し
て
い
る
が
、
本
図
に
は
さ
ら
に
古
風
な
様
式
が
採

用
さ
れ
て
い
る
。
関
連
研
究
と
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。
松
本
栄
一
「
敦
煌
本
瑞
応
図
巻
」（『
美

術
研
究
』
第
一
八
四
号
、
東
京
：
東
京
文
化
財
研
究
所
、
一
九
五
六
年
、
一
一
三
～
一
三
〇
頁
）。

饒
宗
頣
「
瑞
応
図
巻
跋
」（『
敦
煌
研
究
』
一
九
九
九
年
第
四
期
、
敦
煌
研
究
院
、
一
五
二
～
一

五
三
頁
）。
ま
た
図
版
に
つ
い
て
は
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
法
国
国
家
図
書
館
編
『
法
国
国
家
図

書
館
蔵
敦
煌
西
域
文
献
』
第
十
七
冊
（
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
二
三
五
～

二
四
一
頁
を
参
照
。

（
（0
）　

唐
代
の
瑞
物
図
と
し
て
は
、《
瑞
応
図
》
の
他
に
《
白
澤
図
》
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
図

経
の
類
型
に
属
し
、
主
に
文
字
に
従
っ
て
画
を
配
す
る
作
品
で
あ
る
。
筆
者
は
、
唐
代
以
後
の

瑞
物
図
に
つ
い
て
、
以
下
の
二
つ
の
方
向
が
あ
る
と
推
察
す
る
。
ま
ず
一
つ
は
、
図
経
の
伝
統

の
延
長
に
あ
る
瑞
物
図
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
政
治
的
な
要
求
に
従
っ
て
新
し
い
瑞
物
を
増

補
し
た
瑞
応
図
で
あ
り
、
こ
う
し
た
瑞
物
も
政
治
と
論
述
の
需
要
に
よ
り
、
画
が
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
後
の
異
な
る
瑞
物
の
絵
画
様
式
も
、そ
の
発
展
に
つ
い
て
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

陳
韻
如
『
画
亦
芸
也
―
重
估
宋
徽
宗
朝
的
絵
画
活
動
』（
台
北
：
國
立
台
湾
大
学
芸
術
史
研
究
所

博
士
論
文
、
二
〇
〇
九
年
）
二
二
二
～
二
二
七
頁
。

（
（（
）　

本
論
で
は
、
屛
風
と
絵
画
の
内
容
、
画
風
の
問
題
に
つ
い
て
は
議
論
し
な
い
。
関
連
論
文
と

し
て
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
張
建
林
氏
、
前
掲
註
（（
論
文
、
七
二
〇
～
七
二
九
頁
。
板
倉

聖
哲
「
唐
時
代
絵
画
に
関
す
る
復
元
的
な
一
考
察
―
屛
風
壁
画
に
注
目
し
て
」（
奈
良
国
立
博
物

館
研
究
紀
要
『
鹿
園
雅
集
』
第
十
三
号
、
奈
良
：
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
三

十
七
～
五
十
頁
）。

（
（（
）　

九
世
紀
中
期
に
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
画
鶴
屛
風
は
、
文
獻
に
記
録
さ
れ
た
薛
稷
の
「
六

鶴
壁
画
」
と
は
一
世
紀
以
上
の
時
間
の
隔
た
り
が
あ
る
。
こ
う
し
た
時
間
の
差
は
、
ひ
と
え
に

現
存
資
料
の
不
足
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
薜
稷
の
「
六

扇
鶴
様
」
は
、
現
世
で
の
生
活
用
品
に
多
く
用
い
ら
れ
、
葬
墓
の
素
材
と
さ
れ
て
い
た
頃
と
は
、

尊
重
性
に
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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（
（（
）　

原
文「
画
鶴
知
名
、屛
風
六
扇
鶴
様
、自
稷
始
也
」。
張
彦
遠『
歴
代
名
画
記
』（
盧
輔
聖
主
編『
中

国
書
画
全
書
』
第
一
冊
）
一
五
四
頁
。

（
（（
）　

小
川
裕
充
氏
、前
掲
註
（（
論
文
、一
七
九
～
二
一
四
頁
。
同「
黄
筌
六
鶴
図
壁
画
と
そ
の
系
譜（
上
）

（
下
）
―
薛
稷
、黄
筌
、黄
居
寀
か
ら
庫
倫
旗
一
号
遼
墓
仙
鶴
図
壁
画
を
経
て
徽
宗
、趙
伯
驌
、牧
谿
、

王
振
鵬
、
浙
派
、
雪
舟
、
狩
野
派
ま
で
」（
上
）
七
～
二
十
二
頁
、（
下
）
七
～
二
十
五
頁
。

（
（（
）　

例
に
挙
げ
た
梅
堯
臣
の
詩
文
中
、「
薛
稷
の
六
鶴
」
は
、
梅
堯
臣
詩
「
和
潘
叔
治
題
劉
道
士
房
画

薛
稷
六
鶴
図
」
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
他
「
和
曹
光
道
詠
直
廬
屛
中
六
鶴
」
に
は
、
描
い
た
者
の

名
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
以
下
を
参
照
。
梅
堯
臣
『
宛
陵
集
』
巻
十
・
巻
三
十
一
（
台

湾
商
務
印
書
館
編
『
四
部
叢
刊
初
編
』
第
四
八
冊
、
台
北
：
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
六
五
年
）

九
十
四
頁
・
二
六
五
頁
。

（
（（
）　

李
白
撰
、
楊
齊
賢
集
注
『
分
類
編
次
李
太
白
文
』
巻
二
十
九
（
台
湾
商
務
印
書
館
編
『
四
部

叢
刊
初
編
』
第
三
十
六
冊
）
三
七
七
頁
。

（
（（
）　

杜
甫
撰
、郭
知
達
集
注『
九
家
集
注
杜
詩
』巻
九
、十
頁（
紀
昀
等
総
編『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』

第
一
〇
六
八
冊
、
台
北
：
台
湾
商
務
印
書
館
據
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
本
影
印
、
一
九
八
三
年
、
一

四
七
頁
）。

（
（（
）　

本
作
品
の
様
式
年
代
に
つ
い
て
、
研
究
者
の
意
見
は
分
か
れ
て
お
り
、
謝
稚
柳
氏
、
陳
葆
真
氏

は
南
唐
の
画
風
と
し
、
楊
仁
愷
氏
、
徐
邦
達
氏
は
唐
代
の
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
討
論
に
つ
い

て
は
、
陳
葆
真
「
南
唐
絵
画
的
特
色
与
相
関
問
題
的
探
討
」（『
李
後
主
和
他
的
時
代
：
南
唐
芸
術

与
歴
史
論
文
集
』
台
北：石
頭
出
版
股
份
有
限
公
司
、二
〇
〇
七
年
）
二
九
〇
～
二
九
八
頁
を
参
照
。

（
（（
）　

原
文
「
広
政
甲
辰
歳
、
淮
南
、
通
聘
信
、
幣
中
有
生
鶴
数
隻
。
蜀
主
、
命
筌
写
鶴
於
偏
殿
之
壁
。

警
露
者
、啄
苔
者
、理
毛
者
、整
羽
者
、唳
天
者
、翹
足
者
、精
彩
態
度
、更
愈
于
生
、往
往
致
生
鶴
、

立
于
画
側
。
蜀
主
歎
賞
，遂
目
為
六
鶴
殿
焉
」。
黄
休
復『
益
州
名
画
録
』巻
上（
盧
輔
聖
主
編
『
中

国
書
画
全
書
』
第
一
冊
）
一
九
三
頁
。

（
（0
）　

原
文
「
黄
筌
、
写
六
鶴
。
其
一
、
曰
唳
天
。
挙
首
張
喙
而
鳴
。
其
二
、
曰
警
露
。
回
首
引
頸
而

上
望
。
其
三
、
曰
啄
苔
。
垂
首
下
啄
於
地
。
其
四
、
曰
舞
風
。
乗
風
振
翼
而
舞
。
其
五
、
曰
疏
翎
。

転
項
毨
其
翎
羽
。
其
六
、曰
顧
歩
。
行
而
回
首
下
顧
」。
郭
若
虚
『
図
画
見
聞
誌
』
巻
五
「
鶴
画
」（
盧

輔
聖
主
編
『
中
国
書
画
全
書
』
第
一
冊
）
四
八
七
頁
。

（
（（
）　

原
文
「
薛
公
画
鶴
、低
昂
皆
有
意
。
如
返
啄
翎
、唳
天
、警
露
之
類
、皆
隨
而
名
之
」。
王
洙
等
『
分

門
集
註
杜
工
部
詩
』
巻
十
六
（
台
湾
商
務
印
書
館
編
『
四
部
叢
刊
初
編
』
第
三
十
六
冊
）
二
九
〇
頁
。

（
（（
）
北
宋
人
の
、
五
代
十
国
時
代
に
お
け
る
芸
術
の
結
実
を
評
価
す
る
態
度
に
つ
い
て
は
実
の
と
こ
ろ
変

化
が
見
ら
れ
、
陳
葆
真
氏
は
北
宋
が
前
期
に
は
蜀
尊
重
の
向
き
が
あ
り
、
後
期
に
は
江
南
重
視
へ
と
転

換
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
陳
葆
真
「
従
南
唐
到
北
宋
―
期
間
江
南
和
四
川
地
区
絵
画
勢
力

的
発
展
」
前
掲
註
（（
書
、
三
九
九
～
四
二
二
頁
を
参
照
。

（
（（
）　

原
文
「
其
御
座
、几
案
、図
書
之
外
、非
有
異
於
常
者
」。
欧
陽
炯
「
蜀
八
卦
殿
壁
画
奇
異
記
」（
黄

休
復
『
益
州
名
画
録
』
巻
上
所
収
）（
盧
輔
聖
主
編
『
中
国
書
画
全
書
』
第
一
冊
）
一
九
三
頁
。

欧
陽
炯
「
八
卦
殿
壁
画
奇
異
記
」
に
お
い
て
、「
至
十
二
月
三
日
。
上
御
斯
殿
、
有
五
坊
節
級
羅

師
進
呈
雄
武
軍
先
進
者
白
鷹
」
と
あ
る
。
五
坊
と
は
唐
代
に
制
定
さ
れ
た
、
皇
帝
の
猟
鷹
、
猟
犬

を
飼
育
す
る
官
で
あ
る
。
宋
代
初
期
に
は
皇
帝
が
狩
り
を
行
な
わ
な
く
な
り
、北
宋
の
真
宗
朝
以
降
、

廃
止
さ
れ
た
。

（
（（
）　

原
文
「
其
年
秋
七
月
、
上
、
謂
內
供
奉
検
校
少
府
少
監
黄
筌
曰
、
爾
小
筆
精
妙
、
可
図
画
四

時
花
木
虫
鳥
、
錦
雞
、
鷺
鶿
、
牡
丹
、
躑
躅
之
類
周
於
四
壁
、
庶
将
観
矚
焉
」。
欧
陽
炯
「
蜀
八

卦
殿
壁
画
奇
異
記
」（
黄
休
復
『
益
州
名
画
録
』
巻
上
所
収
）（
盧
輔
聖
主
編
『
中
国
書
画
全
書
』

第
一
冊
）
一
九
三
頁
。

（
（（
）
斎
曉
光
、
蓋
志
勇
、
叢
豔
雙
「
內
蒙
古
赤
峰
宝
山
遼
壁
画
墓
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
一
九
九
八

年
第
一
期
、
七
十
三
～
九
十
五
頁
、
九
十
七
～
一
〇
三
頁
）。
学
界
の
赤
峰
宝
山
二
号
墓
壁
画
に
関

す
る
研
究
を
整
理
し
た
文
献
と
し
て
は
、巫
鴻
、李
清
泉
『
宝
山
遼
墓
─
材
料
与
釋
読
』（
上
海
：

上
海
書
画
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。

（
（（
）　

黄
秀
純
、
傅
公
鉞
「
遼
韓
佚
墓
発
掘
報
告
」（
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
編
輯
『
考
古
学
報
』

一
九
八
四
年
第
三
期
、
北
京
：
中
国
科
学
院
）
三
六
四
頁
。

（
（（
）　

原
文「
以
筆
端
擦
、紋
理
縱
横
、夾
雑
砂
石
」。
黄
休
復『
益
州
名
画
録
』巻
中（
盧
輔
聖
主
編『
中

国
書
画
全
書
』
第
一
冊
）
一
九
五
頁
。

（
（（
）　

前
掲
書
、
註
（（
。

（
（（
）　

本
詩
文
「
秋
山
図
歌
」
は
黄
休
復
『
益
州
名
画
録
』
巻
中
（
盧
輔
聖
主
編
『
中
国
書
画
全
書
』

第
一
冊
）
一
九
五
～
一
九
六
頁
よ
り
引
用
。

（
（0
）　

原
文
「
吾
皇
睹
之
思
良
臣
」。
前
掲
書
、
註
（（
。

（
（（
） 　Jessica R

aw
son, “C

osm
ological System

s as Sources of Art, O
rnam

ent and D
esign,” Bul-

letin of the M
useum

 of Far Eastern Antiquities 72, 2000, pp. 133-189. 

本
文
の
漢
語
訳
と
し
て
、

杰
西
卡
・
羅
森
（Jessica Raw

son

）「
作
為
芸
術
、
装
飾
与
図
案
之
源
的
宇
宙
観
体
系
」（
鄧
菲
、

黄
洋
、吳
曉
筠
等
訳
『
祖
先
与
永
恆
─
杰
西
卡
・
羅
森
中
国
考
古
芸
術
文
集
』
三
三
一
～
三
三
三
頁
）。

（
（（
）　

原
文
「
画
花
果
草
木
、自
有
四
時
景
候
、陰
陽
向
背
、筍
條
老
嫩
、苞
萼
後
先
。
逮
諸
園
蔬
野
草
、

咸
有
出
土
体
性
」。
郭
若
虚
『
図
画
見
聞
誌
』
巻
一
（
盧
輔
聖
主
編
『
中
国
書
画
全
書
』
第
一
冊
）

四
六
七
頁
。

（
（（
）　

画
中
に
描
か
れ
た
禽
鳥
、雀
、蝋
嘴
鳥
、背
黒
鶺
鴒
、北
紅
尾
鴝
、山
皇
鳩
な
ど
の
ご
と
き
は
、

皆
そ
の
外
見
上
の
特
色
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）
原
文
「
江
湖
所
有
汀
花
、野
竹
、水
鳥
、淵
魚
」。「
多
写
禁
籞
所
有
珍
禽
、瑞
鳥
、奇
花
、怪
石
」。

郭
若
虚
『
図
画
見
聞
誌
』
巻
一
（
盧
輔
聖
主
編
『
中
国
書
画
全
書
』
第
一
冊
）
四
七
〇
頁
。
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九

（
（（
）
徐
氏
と
黄
氏
の
代
表
的
な
画
風
と
技
巧
の
差
異
に
つ
い
て
は
、以
下
を
参
照
。
徐
邦
達
「
徐

熙
「
落
墨
花
」
画
法
試
探
」（
朵
雲
編
輯
部
選
編
『
中
国
絵
画
研
究
論
文
集
』
上
海
：
上
海
書
画

出
版
社
、一
九
九
二
年
、三
〇
〇
～
三
〇
六
頁
）。
謝
稚
柳「
再
論
徐
熙
落
墨
―
答
徐
邦
達
先
生《
徐

熙
落
墨
花
試
探
》」（
朵
雲
編
輯
部
選
編
『
中
国
絵
画
研
究
論
文
集
』
三
〇
七
～
三
一
三
頁
）。

（
（（
）　

陳
葆
真
氏
は
、
徐
煕
が
自
然
の
野
逸
的
な
画
風
を
追
求
し
た
だ
け
で
な
く
、
郭
若
虚
の
記
載

に
よ
れ
ば
装
飾
的
な
性
格
も
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
陳
葆
真
氏
、前
掲
註
（（
論
文
、

三
五
二
～
三
五
六
頁
。

（
（（
）　

徐
氏
体
と
黄
氏
体
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
敬
氏
も
ま
た
景
物
の
捉
え
方
の
違
い
に
よ
る

と
し
、
技
巧
面
で
の
違
い
で
な
い
と
し
て
い
る
。
鈴
木
敬
『
中
国
絵
画
史　

上
』（
東
京
：
吉
川

弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）
一
五
八
～
一
六
二
頁
を
参
照
。

（
（（
）　

洛
陽
市
第
二
文
物
工
作
隊
「
邙
山
宋
代
壁
画
墓
」（『
文
物
』
一
九
九
二
年
第
十
二
期
）
四
十
一

～
四
十
二
頁
。
そ
の
う
ち
東
西
両
壁
の
画
軸
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
報
告
で
は
た
だ
線
描
画
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
、
報
告
に
よ
れ
ば
東
壁
の
長
軸
に
は
、
た
だ
花
卉
植
物
が
描
か
れ
、
禽
鳥
の
図

像
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
（（
）　

こ
う
し
た
北
宋
壁
画
に
見
ら
れ
る
花
鳥
題
材
の
表
現
は
、
実
際
に
は
現
存
作
品
間
に
表
現
の
質

の
差
が
あ
り
、
そ
の
中
か
ら
「
造
景
」
の
成
就
に
関
連
す
る
細
か
な
表
現
技
法
を
読
み
取
る
の
は

困
難
で
あ
る
。
し
か
し
一
部
の
作
品
で
、「
景
物
交
融
」
に
基
づ
い
た
絵
画
様
式
を
用
い
て
い
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
崔
白
等
の
画
家
は
、「
景
物
交
融
」
を
追
求
し
、
禽
鳥
の
動
態
把
握
を

い
っ
そ
う
精
力
的
に
行
な
っ
た
。
近
年
発
掘
さ
れ
た
山
西
省
壺
関
県
上
好
牢
村
墓
（
北
宋
晩
期
の

墓
と
推
定
）
の
《
鷹
隼
追
兎
図
》
に
は
、
鷹
が
兎
を
追
う
動
態
が
効
果
的
に
表
わ
さ
れ
、
崔
白
様

式
の
流
行
の
一
様
相
、
あ
る
い
は
そ
の
受
容
の
成
果
を
窺
わ
せ
る
。
山
西
省
考
古
研
究
所
等
「
山

西
壺
関
県
上
好
牢
村
宋
金
時
期
墓
葬
」（『
考
古
』
二
〇
一
二
年
第
四
期
）
五
十
一
頁
、
図
十
二–

一
を
参
照
。

（
（0
）　

原
文
「
状
物
布
景
與
白
相
類
、
嘗
観
敗
荷
雪
雁
及
四
時
花
竹
、
風
範
清
懿
、
動
多
新
巧
、
有

時
作
隔
蘆
睡
雁
、尤
多
意
思
」。
郭
若
虚
『
図
画
見
聞
誌
』
巻
四
（
盧
輔
聖
主
編
『
中
国
書
画
全
書
』

第
一
冊
）
四
八
四
頁
。

（
（（
）　

原
文
「
祖
宗
以
来
、
図
画
院
之
校
芸
者
、
必
以
黄
筌
父
子
為
程
式
。
自
白
及
吳
元
瑜
出
、
其
格
、

遂
変
」。
編
者
不
詳
『
宣
和
画
譜
』
巻
十
八
、
八
頁
。

（
（（
）　

原
文「
非
其
好
古
博
雅
、而
得
古
人
之
所
以
思
致
於
筆
端
、未
必
有
也
」。
編
者
不
詳『
宣
和
画
譜
』

巻
十
八
、
八
頁
。

（
（（
）　

朱
熹
集
伝
、
方
玉
潤
評
『
詩
経
』（
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
三
一
四
頁
。

（
（（
）
顏
娟
英
「
唐
代
銅
鏡
文
飾
之
內
容
与
風
格
」（『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
六
十–

二
、
台
北
：
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
八
九
年
、
三
〇
三
～
三
〇
六
頁
）。

（
（（
） 　Patricia K

aretzky, “Th
e Presence of the G

oddess Anhita and C
osm

ological Sym
bols Associ-

ated w
ith the G

oddess on W
estern D

ecorative Art Excavated in Early M
edieval C

hina,” 

巫
鴻
主

編
『
漢
唐
之
間
文
化
芸
術
的
互
動
与
交
融
』（
北
京
：
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
三
四
一
～
三
八

四
頁
。

（
（（
）　

斎
東
方『
唐
代
金
銀
器
研
究
』（
北
京
：
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、一
九
九
九
年
）図
三–

一
一
二
。

（
（（
）　G

uitty Azarpay, “Th
e Allegory of D

en in Persian Art,” Artibus Asiae 38.1, 1976, pp. 37-48. 

白
適
銘
「
唐
代
出
土
西
方
系
文
物
中
所
呈
現
的
「
胡
風
文
化
」」（
中
国
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所

《
中
国
史
研
究
》
編
輯
部
『
中
国
史
研
究
』
四
六
、
北
京
：
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、

三
十
一
～
六
十
四
頁
）。

（
（（
） 　Jessica R

aw
son, “O

rnam
ent as System

: C
hinese Bird-and-Flow

er D
esign,” pp. 380-389.

（
89
）　Ellen Johnston Laing, “A Survey of Liao D

ynasty Bird-and-Flow
er Painting,” pp. 57-99.

李

清
泉
『
宣
化
遼
墓
：
墓
葬
芸
術
与
遼
代
社
会
』（
北
京
：
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
（0
）　

五
代
北
宋
初
期
に
お
け
る
民
族
衝
突
と
融
合
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
鄧
小
南
「
試
談
五
代
宋

初
〝
胡
／
漢
”
語
境
的
消
解
」（
張
希
清
等
編
『
一
〇
�
一
三
世
紀
中
国
文
化
的
踫
撞
与
融
合
』

上
海
：
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
一
四
～
一
三
七
頁
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
（（
）　

李
清
泉
「
宣
化
遼
墓
壁
画
設
計
中
的
時
間
与
空
間
観
念
」（『
美
術
学
報
』
四
一
、
広
州
：
広
州

美
術
学
院
、
二
〇
〇
五
年
、
二
十
六
～
三
十
五
頁
）。

（
（（
）　

張
詠「
益
州
重
修
公
署
記
」『
乖
崖
集
』巻
八（
台
湾
商
務
印
書
館
編『
四
庫
全
書
珍
本
』第
十
一
集
、

一
六
一
冊
、
台
北
：
台
湾
商
務
印
書
館
據
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
文
淵
閣
四
庫
全
書
影
印
、
一
九
八

一
年
）
六
～
七
頁
。

（
（（
）　M

aggie Bickford, Ink Plum
: Th

e M
aking of a C

hinese Scholar-Painting G
enre, C

am
bridge and 

N
ew

 York: C
am

bridge U
niversity Press, 1996.

厳
守
智
「
士
大
夫
文
人
与
絵
画
芸
術
」（
顏
娟
英
主
編
『
中
国
史
新
論
─
美
術
考
古
分
冊
』
台
北：

中
央
研
究
院
、
聯
経
出
版
事
業
股
份
有
限
公
司
、
二
〇
一
〇
年
、
二
九
七
～
三
七
八
頁
）。

（
（（
）　

本
論
文
の
内
容
の
一
部
は
、
国
科
会
専
題
研
究
計
画
奨
励
案
補
助
の
成
果
論
文
「
状
物
：
十

至
十
一
世
紀
花
鳥
畫
史
的
再
考
察
」（N

SC
（00-（（（0-H

-（（（-00（-

）
の
一
部
で
あ
る
。

訳
者
補
註

（
（
）　
『
世
界
美
術
大
全
集　

東
洋
編
四　

隋
・
唐
』（
東
京
：
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
で
は
、
本
図

の
制
作
年
を
開
成
三
年
（
八
三
八
）
と
す
る
。
本
書
三
八
九
頁
に
よ
れ
ば
、
王
公
淑
夫
人
呉
氏
の

墓
が
開
成
三
年
（
八
三
八
）
に
築
造
さ
れ
、
王
公
淑
は
大
中
二
年
（
八
四
八
）
に
死
去
、
同
六
年

（
八
五
二
）
に
夫
人
と
合
葬
さ
れ
た
と
い
う
。
本
論
文
で
は
、
制
作
年
を
合
葬
の
年
と
し
て
い
る
。

筆
者
の
意
見
を
仰
ぎ
、
本
論
文
で
は
原
文
通
り
、
開
成
六
年
（
八
五
二
）
の
作
と
し
た
。
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四
〇

（
（
）　

原
文
は
「
中
軸
式
構
図
」。
筆
者
の
指
示
を
仰
ぎ
、
こ
こ
で
は
「
中
軸
対
称
構
図
」
と
訳
し
た
。

（
（
）　

原
文
は「
観
矚
」。
羽
田
ジ
ェ
シ
カ
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、こ
の
語
は
単
な
る
鑑
賞
で
は
な
く
、

そ
の
行
為
に
自
然
崇
拝
や
儀
礼
等
、
特
別
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
と
い

う
。
訳
で
は
そ
う
し
た
意
味
を
含
有
さ
せ
た
。

（Chen Y
unru 

國
立
故
宮
博
物
院
書
画
処
）

（
訳
者　

と
こ
う
さ
や
か　

九
州
大
学
人
文
科
学
研
究
院
助
教
）
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中
央
美
術
学
院
、
五

十
二
～
五
十
七
頁
）。

侯
波
「
唐
墓
花
鳥
題
材
壁
画
試
析
」（『
四
川
文
物
』
二
〇
〇
三
年
第
一
期
、
成
都
：
四
川
省
文
物
局
、

三
十
八
～
四
十
二
頁
）。

柳
立
言
「
何
謂
「
唐
宋
変
革
」
？
」（
中
華
書
局
上
海
編
輯
『
中
華
文
史
論
叢
』
総
第
八
十
輯
、
上
海
：
上

海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
二
五
～
一
七
一
頁
）。

洛
陽
市
第
二
文
物
工
作
隊
「
邙
山
宋
代
壁
画
墓
」（『
文
物
』
一
九
九
二
年
第
十
二
期
、北
京
：
文
物
出
版
社
、

三
十
七
～
五
十
一
頁
）。

孫
秉
根
「
西
安
隋
唐
墓
的
形
制
」（
中
国
考
古
学
研
究
編
委
会
編
『
中
国
考
古
学
研
究
―
夏
鼐
先
生
考
古
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五
十
年
紀
念
文
集
』
北
京
：
科
学
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
一
五
一
～
一
九
〇
頁
）。

徐
邦
達
「
徐
熙
「
落
墨
花
」
画
法
試
探
」（
朵
雲
編
輯
部
選
編
『
中
国
絵
画
研
究
論
文
集
』
上
海
：
上
海

書
画
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
三
〇
〇
～
三
〇
六
頁
）。

徐
濤
「
呂
村
唐
墓
与
水
墨
山
水
的
起
源
」（『
文
博
』
二
〇
〇
一
年
第
一
期
、
西
安
：
陝
西
人
民
出
版
社
、

五
十
三
～
五
十
七
頁
）

陝
西
省
文
物
管
理
委
員
会
「
長
安
県
南
里
王
村
唐
韋
泂
墓
発
掘
記
」（『
文
物
』
一
九
五
九
年
第
八
期
、北
京：

文
物
出
版
社
、
八
～
十
八
頁
）。

陝
西
省
考
古
研
究
所
「
西
安
西
郊
陝
棉
十
廠
唐
壁
画
墓
清
理
簡
報
」（
考
古
与
文
物
編
輯
部
編
『
考
古

与
文
物
』
二
〇
〇
二
年
第
一
期
、
西
安
：
陝
西
人
民
出
版
社
、
十
六
～
三
十
七
頁
）。

陝
西
省
考
古
研
究
院
、
西
安
市
文
物
保
護
考
古
研
究
院
「
西
安
鳳
栖
原
唐
郭
仲
文
墓
発
掘
簡
法
」（『
文

物
』
二
〇
一
二
年
第
十
期
、
北
京
：
文
物
出
版
社
、
四
十
三
～
五
十
七
頁
）。

陝
西
歴
史
博
物
館
編
『
章
懷
太
子
墓
壁
画
』
北
京
：
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。

陝
西
歴
史
博
物
館
編
『
懿
徳
太
子
墓
壁
画
』
北
京
：
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。

宿
白
「
西
安
地
区
唐
墓
壁
画
的
布
局
与
内
容
」（
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
編
輯
『
考
古
学
報
』
一
九

八
二
年
第
二
期
、
北
京
：
中
国
科
学
院
、
一
三
七
～
一
五
四
頁
）。

張
建
林
「
唐
墓
壁
画
中
的
屛
風
画
」（
王
輝
等
編
『
遠
望
集
：
陝
西
省
考
古
研
究
所
華
誕
四
十
周
年
紀

念
文
集
』
西
安
：
陝
西
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
七
二
〇
～
七
二
九
頁
）。

張
道
森
、
吳
偉
強
「
安
陽
唐
代
墓
室
壁
画
初
探
」（『
美
術
研
究
』
二
〇
〇
一
年
第
二
期
、
北
京
：
中

央
美
術
学
院
、
二
十
六
～
二
十
八
頁
）

張
道
森
、
吳
偉
強
「
安
陽
出
土
唐
墓
壁
画
花
鳥
部
分
的
芸
術
価
値
」（『
安
陽
師
範
学
院
学
報
』
二
〇

〇
一
年
第
六
期
、
安
陽
：
安
陽
師
範
学
院
、
四
十
二
～
四
十
四
頁
）。

張
広
達
「
内
藤
湖
南
的
唐
宋
変
革
説
及
其
影
響
」（
栄
新
江
主
編
『
唐
研
究
』
第
十
一
巻
、
北
京
：
北
京
大

学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
五
～
七
十
一
頁
）。

陳
安
利
、
羅
咏
鍾
「
西
安
王
家
墳
唐
代
唐
安
公
主
墓
」（『
文
物
』
一
九
九
一
年
第
九
期
、
北
京
：
文
物

出
版
社
、
十
五
～
二
十
七
頁
）。

陳
葆
真
「
南
唐
絵
画
的
特
色
与
相
関
問
題
的
探
討
」（『
李
後
主
和
他
的
時
代
：
南
唐
芸
術
与
歴
史
論
文
集
』

台
北
：
石
頭
出
版
股
份
有
限
公
司
、
二
〇
〇
七
年
、
二
七
九
～
三
六
五
頁
）。

陳
葆
真
「
従
南
唐
到
北
宋
―
期
間
江
南
和
四
川
地
区
絵
画
勢
力
的
発
展
」（『
李
後
主
和
他
的
時
代
：
南

唐
芸
術
与
歴
史
論
文
集
』
台
北：石
頭
出
版
股
份
有
限
公
司
、
二
〇
〇
七
年
、
三
六
六
～
四
二
六
頁
）。

陳
韻
如
『
画
亦
芸
也
―
重
估
宋
徽
宗
朝
的
絵
画
活
動
』
台
北
：
国
立
台
湾
大
学
芸
術
史
研
究
所
博
士
論

文
、
二
〇
〇
九
年
。

富
平
県
文
化
館
「
唐
李
鳳
墓
発
掘
簡
報
」（『
考
古
』
一
九
七
七
年
第
五
期
、
北
京
：
科
学
出
版
社
、
三
一
三

～
三
二
六
頁
）。

敦
煌
文
物
研
究
所
編
『
中
国
石
窟

敦
煌
莫
高
窟

三
』
北
京
：
文
物
出
版
社
、
一
九
八
七
年
。

黄
秀
純
、
傅
公
鉞
「
遼
韓
佚
墓
発
掘
報
告
」（
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
編
輯
『
考
古
学
報
』
一
九
八
四

年
第
三
期
、
北
京
：
中
国
科
学
院
、
三
六
一
～
三
八
一
頁
）

趙
超「「
樹
下
老
人
」与
唐
代
的
屛
風
式
墓
中
壁
画
」（『
文
物
』二
〇
〇
三
年
第
二
期
、北
京
：
文
物
出
版
社
、

六
十
九
～
八
十
一
頁
）。

趙
聲
良「
唐
代
壁
画
中
的
水
墨
山
水
画
」（
陝
西
歴
史
博
物
館
編『
唐
墓
壁
画
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』

陝
西
：
三
秦
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
九
七
～
三
一
三
頁
）。

斎
東
方
『
唐
代
金
銀
器
研
究
』
北
京
：
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
。

斎
曉
光
、
蓋
志
勇
、
叢
豔
雙
「
內
蒙
古
赤
峰
宝
山
遼
壁
画
墓
発
掘
簡
報
」（『
文
物
』
一
九
九
八
年
第
一
期
、

北
京
：
文
物
出
版
社
、
七
十
三
～
九
十
五
頁
、
九
十
七
～
一
〇
三
頁
）。

劉
婕
『
唐
代
花
鳥
画
研
究
』
北
京
：
中
央
美
術
学
院
博
士
論
文
、
二
〇
〇
八
年
。

劉
婕
「
唐
代
花
鳥
画
研
究
的
新
視
野
―
墓
葬
材
料
引
発
的
思
考
」（『
文
芸
研
究
』
二
〇
一
一
年
第
一
期
、

一
〇
〇
～
一
〇
七
頁
）。

劉
婕
「
従
「
装
堂
花
」
到
「
折
枝
花
」：
考
古
材
料
所
見
晩
唐
花
鳥
画
的
轉
型
」（
范
景
中
、
鄭
岩
、
孔

令
偉
主
編
『
考
古
与
芸
術
史
的
交
匯
：
中
国
美
術
学
院
国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』
杭
州
：
中
国
美
術

学
院
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
三
八
二
～
四
〇
三
頁
）

鄧
小
南
「
試
談
五
代
宋
初
〝
胡
／
漢
”
語
境
的
消
解
」（
張
希
清
等
編
『
一
〇
�
一
三
世
紀
中
国
文
化

的
踫
撞
与
融
合
』
上
海
：
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
一
四
～
一
三
七
頁
）。

鄭
以
墨「
五
代
王
処
直
墓
壁
画
形
式
、風
格
的
来
源
分
析
」（『
南
京
芸
術
学
院
学
報（
美
術
与
設
計
版
）』

二
〇
一
〇
年
第
二
期
、
南
京
：
南
京
芸
術
学
院
、
二
十
四
～
三
十
一
頁
、
一
八
一
頁
）。

鄭
岩
「
壓
在
〝
画
框
”
上
的
筆
尖
―
試
論
墓
葬
壁
画
与
伝
統
絵
画
史
的
関
聯
」（『
中
国
美
術
学
院
学
報
』

二
〇
〇
九
年
第
一
期
、
三
十
九
～
五
十
一
頁
）。

鄭
岩
、
李
清
泉
「
看
時
人
歩
澀　

展
處
蝶
争
来
：
談
新
発
現
的
北
京
八
里
荘
唐
墓
花
鳥
壁
画
」（『
故
宮
文

物
月
刊
』
一
五
八
、
台
北
：
国
立
故
宮
博
物
院
、
一
九
九
六
年
、
一
二
六
～
一
三
三
頁
）。

謝
稚
柳
「
再
論
徐
熙
落
墨
―
答
徐
邦
達
先
生
《
徐
熙
落
墨
花
試
探
》」（
朵
雲
編
輯
部
選
編
『
中
国
絵
画

研
究
論
文
集
』
上
海
：
上
海
書
画
出
版
社
、
三
〇
七
～
三
一
三
頁
）。

顏
娟
英
「
唐
代
銅
鏡
文
飾
之
內
容
与
風
格
」（『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
六
十–

二
、台
北
：

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
八
九
年
、
三
〇
三
～
三
〇
六
頁
）。

羅
世
平
「
観
王
公
淑
墓
壁
画
《
牡
丹
蘆
雁
図
》
小
記
」（『
文
物
』
一
九
九
六
年
第
八
期
、
北
京
：
文
物

出
版
社
、
七
十
八
～
八
十
三
頁
）。

饒
宗
頣
「
瑞
応
図
巻
跋
」（『
敦
煌
研
究
』
一
九
九
九
年
第
四
期
、敦
煌
研
究
院
、一
五
二
～
一
五
三
頁
）。

図
版
は
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
法
国
国
家
図
書
館
編
『
法
国
国
家
図
書
館
蔵
敦
煌
西
域
文
献
』
第
十

七
冊
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
二
三
五
～
二
四
一
頁
を
参
照
。

417.indb   119 16/01/02   8:11



美　

術　

研　

究　
　

四　

一　

七　

号

120

四
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嚴
守
智
「
士
大
夫
文
人
与
絵
画
芸
術
」（
顏
娟
英
主
編
『
中
国
史
新
論
─
美
術
考
古
分
冊
』
台
北
：
中
央
研

究
院
、
聯
経
出
版
事
業
股
份
有
限
公
司
、
二
〇
一
〇
年
、
二
九
七
～
三
七
八
頁
）。

（
二
）
日
本
語

小
川
裕
充
「
中
国
花
鳥
画
の
時
空
―
花
鳥
画
か
ら
花
卉
雑
画
へ
―
」（
戸
田
禎
佑
等
編
『
花
鳥
画
の
世
界

第
十
巻

中
国
の
花
鳥
画
と
日
本
』
東
京
：
学
習
研
究
社
、
一
九
八
三
年
、
九
十
二
～
一
〇
七
頁
）。

小
川
裕
充
「
薛
稷
六
鶴
図
屛
風
考
�
正
倉
院
南
倉
宝
物
漆
櫃
に
描
か
れ
た
草
木
鶴
図
に
つ
い
て
」（『
東
洋

文
化
研
究
所
紀
要
』
一
一
七
号
、
東
京
：
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
九
二
年
、
一
七
九
～

二
一
四
頁
）。

小
川
裕
充
「
黄
筌
六
鶴
図
壁
画
と
そ
の
系
譜
（
上
）
―
薛
稷
、
黄
筌
、
黄
居
寀
か
ら
庫
倫
旗
一
号
遼
墓

仙
鶴
図
壁
画
を
経
て
徽
宗
、
趙
伯
驌
、
牧
谿
、
王
振
鵬
、
浙
派
、
雪
舟
、
狩
野
派
ま
で
」『
國
華
』

一
一
六
五
号
、
東
京
：
國
華
社
、
一
九
九
二
年
、
七
～
二
十
二
頁
）。

小
川
裕
充
「
黄
筌
六
鶴
図
壁
画
と
そ
の
系
譜
（
下
）
―
薛
稷
、
黄
筌
、
黄
居
寀
か
ら
庫
倫
旗
一
号
遼
墓

仙
鶴
図
壁
画
を
経
て
徽
宗
、
趙
伯
驌
、
牧
谿
、
王
振
鵬
、
浙
派
、
雪
舟
、
狩
野
派
ま
で
」（
下
）『
國
華
』

一
二
九
七
号
、
東
京
：
國
華
社
、
二
〇
〇
三
年
、
七
～
二
十
五
頁
）。

松
本
栄
一
「
敦
煌
本
瑞
応
図
巻
」（『
美
術
研
究
』
第
一
八
四
号
、
東
京
：
東
京
文
化
財
研
究
所
、
一
九

五
六
年
、
一
一
三
～
一
三
〇
頁
）。

板
倉
聖
哲
「
絵
画
史
研
究
」（
遠
藤
隆
俊
等
編
『
日
本
宋
史
研
究
の
現
況
と
課
題
―
一
九
八
〇
年
代
以
降

を
中
心
に
』
東
京
：
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
、
三
〇
九
～
三
一
一
頁
）。

板
倉
聖
哲
「
唐
時
代
絵
画
に
関
す
る
復
元
的
な
一
考
察
―
屛
風
壁
画
に
注
目
し
て
」（
奈
良
国
立
博
物

館
研
究
紀
要
『
鹿
園
雅
集
』
第
十
三
号
、
奈
良
：
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
三
十

七
～
五
十
頁
）。

宮
崎
法
子
「
中
国
花
鳥
画
の
意
味
（
上
）：
藻
魚
図
、
蓮
池
水
禽
図
、
草
虫
図
の
寓
意
と
受
容
に
つ
い
て
」

（『
美
術
研
究
』
第
三
六
三
号
、
東
京
：
東
京
文
化
財
研
究
所
、
一
九
九
六
年
、
一
～
十
七
頁
）。

宮
崎
法
子
『
花
鳥
・
山
水
画
を
読
み
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