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福
建
の
画
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陳
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和
に
み
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明
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道
教
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墨
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も
し
董
其
昌
ロ

g
m
e
s
g
m
が
今
日
、
人
々
が
陳
子
和

(
U
F
g
N
Z
(
一
六
世
紀
初

頭
1
中
期
に
活
躍
)
と
そ
の
絵
画
作
品
に
つ
い
て
思
慮
深
く
論
じ
て
い
る
こ
と
を
知
れ
ば
、

き
っ
と
大
い
に
驚
き
、
そ
し
て
甚
だ
不
満
に
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
董
其
昌
と
そ
の
文
人

者

2
5ロ
仲
間
た
ち
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
陳
子
和
は
福
建

P
H
Eロ
・
浦
城
司

cnZ口
問
地

方
に
お
け
る

一
介
の
職
業
画
工
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
陳
子
和
は
せ

い
ぜ
い
「
斯
派

N
Z
3
-」
の
末
流
と
し
か
呼
び
得
ず
、
道
教
人
物
、
粗
筆
花
鳥
や
山
水

画
な
ど
を
描
い
て
俗
人
の
歓
心
を
買
う
の
み
で
、
奥
深
く
神
妙
な
絵
画
の
真
理
な
ど
知
る

由
も
な
い
絵
描
き
職
人
で
し
か
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
彼
ら
も
陳
子
和
が
道
教
ロ
g
-
5
0

と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
ら
は
こ
の
関
係
を

も
鼻
で
あ
し
ら
う
よ
う
に
軽
蔑
し
た
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
、
陳
子
和
が
道
教
に
関
係
し
た

こ
と
を
、
た
だ
世
俗
に
娼
び
人
々
を
愚
弄
す
る
行
為
と
し
か
認
識
し
て
お
ら
ず
、
根
本
的

に
経
典
に
反
し
、
正
道
に
背
い
た
も
の
で
、
高
雅
な
場
所
に
は
相
応
し
く
な
い
と
考
え
て

い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
陳
子
和
は

一
六
世
紀
の
職
業
画
家
と
し
て
、

か
な
り
の
成
功
を
収
め
て
お
り
、
ま
た
福
建
地
方
に
お
け
る

一
人
の
画
家
と
し
て
、
彼
が

高
度
な
文
化
的
発
展
を
遂
げ
て
い
た
福
建
地
方
の
歴
史
上
、
如
何
な
る
役
割
を
演
じ
て
い

神

幻

b
r
U
 

J
l
 

m、
多乙

石

守

謙

厭

雅

美

訳

(l
)
 

た
の
か
を
論
じ
る
こ
と
は
、
実
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
陳
子
和
と
関
わ
っ

て
い
た
道
教
に
は
、
文
人
ら
が
し
ば
し
ば
好
ん
で
語
る
老
荘
思
想
の
よ
う
な
思
相
心
的
な
奥

深
さ
が
備
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
の
種
の
道
教
は
、
呪
術
な
ど
で
人
を
欺
く
と

い
う
邪
術
的
な
も
の
で
あ
る
と
世
間

一
般
か
ら
見
な
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
種
の
道
教
が
中
国
の
庶
民
生
活
に
深
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
事

実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
種
の
民
間
道
教
が
如
何
に
中
国
絵
画
の
表
現
に
影
響
を

及
ぼ
し
た
か
、
さ
ら
に
は
絵
画
史
的
に
如
何
な
る
作
用
を
引
き
起
こ
し
た
か
と
い
う
こ
と

(
2
)
 

は
、
実
の
と
こ
ろ
探
究
に
値
す
る
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
に
中
国
の
歴
史
上
、
「
道
教

絵
画
」
と
呼
び
得
る
様
式
が
確
か
に
存
在
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
我
々
は
そ
れ
を
如
何
に

定
義
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
表
現
形
式
は

一
般
的
な
い
わ
ゆ
る
文
人
絵
画
と
は

異
な
っ
た
あ
る
種
の
基
準
に
拠
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
こ

と
は
、
今
日
、
我
々
が
よ
り
客
観
的
な
視
点
か
ら
非
文
人
絵
画
を
如
何
に
取
り
扱
う
べ
き

か
と
い
う
論
議
と
関
わ
っ
て
く
る
だ
け
で
な
く
、
中
国
絵
画
の
発
展
を

一
元
的
な
解
釈
か

ら
多
元
的
な
理
解
へ
と
ど
の
よ
う
に
換
え
て
行
く
べ
き
か
、
と
い
う
論
題
に
も
関
わ
っ
て

く
る
。
し
た
が
っ
て
、
陳
子
和
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
見
る
こ
と
に
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術

よ
り
、
十
分
積
極
的
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
の
で
あ
る
。

福
建
と
道
教
と
い
う
観
点
か
ら
、
従
来
、
広
義
の
漸
派
に
分
類
さ
れ
て
い
た
陳
子
和
と

い
う

一
人
の
画
家
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
明
代
絵
画
史
の
研
究
に
と
っ
て
も
、

一
{
疋
の
立
思

義
が
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
明
代
漸
派
の
絵
画
は
、
こ
れ
ま
で
伝
統
的
な
研
究
方
法
に
拠

る
史
{
永
か
ら
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
近
年
来
、
多
く
の
研
究
者
た
ち
の
努
力

に
よ
り
、
そ
の
重
要
性
は
疑
う
余
地
が
な
い
と
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
た
。
漸
派
の
存
在
は
、

明
代
史
上
重
要
な
現
象
で
あ
り
、
漸
派
は
芸
術
的
に
も
独
自
の
表
現
を
完
成
し
、
文
人
と

は
異
な
っ
た
別
の
典
型
を
呈
示
し
た
の
で
あ
る
。
漸
派
の
様
式
は
、
文
人
絵
画
の
対
照
資

料
で
あ
る
ば
か
り
か
、
文
人
画
の
発
展
に
も
直
接
あ
る
い
は
間
接
的
に
影
響
を
及
ぼ
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
、
漸
派
に
対
す
る
我
々
の
理
解
は
依
然
と
し
て
非
常
に
限
定

さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
漸
派
は
な
ぜ
宮
廷
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
旦ハ偉

当
己
者
巴
は
漸
派
の
展
開
過
程
上
、
ど
の
よ
う
な
分
岐
作
用
を
起
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま

た
は
漸
派
末
期
に
活
躍
し
た
「
狂
態
邪
学
」
関
口
山
口
問
寸
巳

u
c
o
M
5
と
称
さ
れ
る
画
家

た
ち
は
、
漸
派
の
衰
退
に
対
し
て
真
に
責
任
を
負
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た

一

連
の
問
題
は
い
ず
れ
も
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
検
討
を
必
要
と
し
て
い
る
。
陳
子
和

は
生
涯
、
画
院
に
入
る
こ
と
は
な
く
、
従
来
呉
偉
の
流
派
に
帰
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

陳子和 〈吹笛仙人図〉

コレクション

挿図 l

パッフ

陳
子
和
を
漸
派
末
流
の
支
派
で
あ
っ
た
福
建
画
家
群
に
帰
す
こ
と
の
方
が
、
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よ
り
適
切
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
彼
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
こ
に
提
示
し
た
問

題
に
つ
い
て
、
多
少
は
意
見
を
申
し
述
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

陳
子
和
の
伝
世
作
品
は
、
他
の
漸
派
の
大
家
に
比
し
て
多
い
方
で
は
な
い
が
、
そ
の
大

多
数
が
か
つ
て
日
本
に
あ
っ
た
。
福
建
は
臨
海
地
域
で
あ
っ
た
た
め
、
南
宋
時
代
か
ら
盛

ん
に
対
外
貿
易
が
行
わ
れ
、
と
り
わ
け
日
中
貿
易
に
お
い
て
は
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占

め
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
陳
子
和
の
作
品
に
は
、
こ
う
し
た
貿
易
活
動
と
の
関
連
が
極
め
て

容
易
に
連
想
さ
れ
、
そ
の
絵
画
が
呈
す
る
粗
放
な
様
式
も
貿
易
上
の
必
需
性
と
関
連
し
て

(4
)
 

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
す
る
研
究
者
も
い
る
。
こ
の
可
能
性
を
あ
え
て
否
定
す
る

必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
陳
子
和
の
粗
放
な
様
式
が
そ
の
よ
う
な
風
貌
を
呈
す
る

か
ら
に
は
、

や
は
り
他
に
よ
り
根
本
的
な
要
因
が
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
〈
藍
采
和

図
〉
、
あ
る
い
は
単
に

〈
吹
笛
仙
人
図
〉
と
呼
ぶ
べ
き
大
幅
(
パ

ッ
プ

・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

か
つ
て
日
本
に
あ
っ
た
作
品
だ
が
、
日
本
に
現
存

(
5
)
 

す
る
典
型
的
な
陳
子
和
の
作
品
群
と
は
多
少
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば

〈
山
鳥
図
〉

日

)ω
ロ
円
)
の
。
-
Z
2
5
D
蔵
、
挿
図
1
)
は、

(
東
京
国
立
博
物
館
蔵
、
挿
図
2
)
は
、
そ
の
形
象
の
描
写
に
豊
か
な
水
墨
を
用
い
て
い
る

ほ
か
、
確
か
に
よ
り
簡
略
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
〈
吹
笛
仙
人
図
〉
も
迅
速

陳子和〈山鳥図〉東京国立博物館挿図 2



な
筆
遣
い
に
な
る
が
、
細
部
の
処
理
に
は
頗
る
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
仙
人

の
立
ち
姿
が
表
わ
す
微
妙
な
動
作
を
克
明
に
描
き
出
し
た
の
み
な
ら
ず
、
笛
を
吹
く
時
の

頭
と
手
の
位
置
関
係
も
非
常
に
精
確
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
細
部

へ
の
配
慮
と
、
仙
人
の
体
躯
に
表
わ
さ
れ
る
衣
紋
の
荒
々
し
い
自
由
奔
放
さ
は
、
う
ま
い

具
合
に
巧
妙
な
連
動
を
成
し
て
い
る
。
類
似
し
た
連
動
は
、
画
家
が
意
図
的
に
細
や
か
な

筆
致
で
描
き
出
し
た
髪
と
肌
と
、
粗
筆
を
も
っ
て
描
か
れ
た
衣
紋
と
の
対
照
に
も
看
取
で

き
る
。
さ
ら
に
、
陳
子
和
は
仙
人
以
外
の
部
分
、
す
な
わ
ち
波
涛
と
空
を
筆
墨
兼
用
で
描

き
出
し
、
そ
し
て
精
綴
で
豊
か
な
濃
淡
の
グ
ラ
デ

l
シ
ヨ
ン
を
醸
し
出
す
た
め
に
細
心
の

注
意
を
払
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
陳
子
和
は
、
海
、
空
、
水
と
霧
、
お
よ
び
仙
人
の
身

体
に
施
さ
れ
た
線
描
に
備
わ
っ
て
い
る
互
い
に
類
似
し
た
墨
色
の
変
化
が
、
「
無
筆
」
と

「有
筆
」
の
間
に
起
こ
す
連
動
や
、
最
終
的
に
両
者
が
融
合
す
る
よ
う
な
効
果
を
生
み
出

す
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
総
じ
て
言
え
ば
、

〈
吹
笛
仙
人
図
》
は
、
最
初
か

ら
物
体
の
構
成
と
筆
墨
効
果
と
を
考
慮
し
な
が
ら
工
夫
を
凝
ら
し
た
結
果
と
し
て
生
み
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
単
に
市
場
の
需
要
に
応
じ
て
簡
略
化
し
た
と
い
う
だ
け
で

す
べ
て
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

挿図 3 陳子和 〈蘇武牧羊図〉

i折江省憾州市文物管理委員会

神

幻

坊主
三><;.

化

陳
子
和
の
作
品
中
、

〈吹
笛
仙
人
図
〉
の
表
現
は
と
り
た
て
て
特
異
な
も
の
で
は
な
い
。

〈蘇
武
牧
羊
図
〉
(
斯
江
省
眼
州
市
文
物
管
理
委
員
会
蔵
、
挿
図
3
)
に
も
類
似
し
た
現
象
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
蘇
武

ω己
者
c
と
枯
木
を
描
く
筆
触
は
、

〈
吹
笛
仙
人
図
〉
よ
り
も

一
段
と
草
々
と
し
、
よ
り
迅
速
で
、
よ
り
転
折
が
多
く
、
さ
ら

に
は
よ
り
無
頓
着
な
様
子
を
現
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
画
家

は
形
象
の
構
成
に
対
し
、
依
然
と
し
て
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
蘇
武
が
節

(使
臣

の
持
つ
旗
印
)
に
も
た
れ
て
立
ち
、
前
屈
み
に
な
り
な
が
ら
枯
木
を
顧
み
る
細
や
か
な
動

作
は
、
画
家
が
と
り
わ
け
力
を
尽
く
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
重
点
で
あ
る
。
こ
の
作
品

は
明
代
人
物
画
全
般
に
お
い
て
、
構
成
を
掌
握
す
る
技
巧
が
最
も
精
妙
で
あ
る
数
少
な
い

作
品
中
の

一
点
と
言
え
よ
う
。
《
蘇
武
牧
羊
図
〉
に
お
け
る
水
墨
の
濃
淡
変
化
を
追
求
す

る
姿
勢
は
、

〈
吹
笛
仙
人
図
〉
に
も
類
似
し
た
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
れ
よ
り
さ
ら
に
劇
的
で
す
ら
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
水
墨
淋
滴
な
効
果
も
、

や
は

り
物
象
構
成
の
細
部
に
対
す
る
要
求
と
充
分
に
歩
調
を
合
せ
て
お
り
、
そ
の
原
則
を
離
れ

た
表
現
と
し
て
独
立
し
た
演
出
を
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
〈
蘇
武
牧
羊
図
〉
の
落
款

に
は
七
二
歳
の
作
と
あ
り
、

一
方
の

〈
吹
笛
仙
人
図
〉
は
八
三
歳
の
時
の
作
品
で
あ
る
。

両
者
に
は

一一

年
も
の
隔
た
り
が
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
陳
子
和
晩
年
の
作
品
で
あ

る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
彼
に
は

《
山
鳥
図
〉
の
よ
う
に
簡
略
奔
放
な
作
品
も
あ
る
が
、

〈蘇
武
牧
羊
図
〉
や

〈
吹
笛
仙
人
図
〉
に
代
表
さ
れ
る
、
描
線
、
墨
の
量
し
、
速
度
、
お

よ
び
造
形
技
巧
を
極
め
て
重
ん
じ
た
作
品
に
、
彼
が
晩
年
ま
で
絶
え
ず
保
ち
続
け
た
様
式

が
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

技
巧
的
変
化
を
極
度
に
重
ん
じ
た
こ
の
よ
う
な
様
式
は
、
そ
の
人
物
描
写
ゆ
え
に
、
南

宋
時
代
の
梁
桔
ピ

gm-c-に
代
表
さ
れ
る
「
減
筆
」

]
S
D
巴
様
式
を
想
起
さ
せ
る
で
あ

ろ
う
。
梁
桔
の
こ
の
種
の
人
物
画
様
式
、
例
え
ば

〈
李
白
吟
行
図
〉
(
東
京
国
立
博
物
館
蔵
、

挿
図
4
)
や

《
六
祖
裁
竹
図
〉
(
東
京
国
立
博
物
館
蔵
)
に
現
わ
れ
て
い
る
様
式
は
、
通
常
、
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7L 

挿図 4 梁梢 〈李白吟行図〉

東京国立博物館

(6
)
 

禅
宗
と
関
連
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
詳
細
に
比
較
す
る
と
、
陳
子
和
の
人

物
画
様
式
と
、
梁
楢
の
よ
う
な
禅
宗
人
物
画
様
式
と
の
間
に
は
、

や
は
り
注
意
す
べ
き
相

違
が
存
在
す
る
。
梁
桔
と
そ
の
追
随
者
に
よ
る
人
物
イ
メ
ー
ジ
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
簡

略
に
表
さ
れ
て
お
り
、
筆
墨
が
物
体
の
構
成
的
な
要
求
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
基
本
的
に

な
い
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
細
部
に
ま
で
配
慮
し
て
処
理
す
る
ほ
ど
に
は
根
気
よ
く
描
か

れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
に
引
き
換
え
陳
子
和
は
、
そ
の
作
品
を
制
作
す
る
際
、
同
じ
く
意

の
赴
く
ま
ま
且
つ
迅
速
に
筆
墨
を
揮
っ
て
は
い
た
が
、
細
部
の
変
化
に
対
す
る
高
い
関
心

を
隠
し
切
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
相
違
は
創
作
理
念
上
の
差
異
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

陳
子
和
と
禅
的
な
芸
術
創
作
観
念
と
の
聞
に
直
接
の
関
連
が
な
い
可
能
性
を
示
し
て
い

る
。梁

楢

一
派
と
異
な
る
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
陳
子
和
の
人
物
画
様
式
か
ら
は
、

や
は

り

〈
李
白
吟
行
図
〉
の
如
く
瓢
然
と
俗
世
を
離
れ
た
雰
囲
気
を
醸
し
出
そ
う
と
す
る
意
図

が
窺
わ
れ
る
。
と
く
に
、
様
々
な
表
現
形
式
の
変
化
が
も
た
ら
す
効
果
を
こ
と
さ
ら
強
調

す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
様
式
は
、
本
質
的
に
道
教
仙
人
を
描
く
の
に
非
常
に
適
し
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
。
朱
謀
里

N
E
冨

EM--ロ
は
『
画
史
会
要
」
出

5
ω
E
同
巳

M18
の
中

で
陳
子
和
に
つ
い
て
「
写
水
墨
人
物
、
甚
有
仙
気
」
と
言
っ
て
お
り
、
と
く
に
「
仙
気
」

な
る
言
葉
を
捻
出
し
て
、
彼
の
様
式
を
総
括
し
て
い
る
。
朱
謀
里
の
活
躍
時
期
は
陳
子
和

四

が
活
動
し
て
い
た

一
六
世
紀
初
頭
か
ら
ま
だ
さ
ほ
ど
降
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
『
画
史
会
要
」
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の
編
纂
態
度
も
、
文
人
の
偏
見
に
満
ち
た
多
く
の
明
末
論
著
の
よ
う
な
も
の
に
は
至
っ
て

お
ら
ず
、
彼
は
職
業
画
家
の
業
績
に
対
し
て
非
常
に
公
正
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
陳
子
和
に
対
す
る
彼
の
意
見
は
、
陳
子
和
が
当
時

一
般
的
に
(
あ
る
い
は
、
文

人
圏
は
別
と
し
て
)
高
い
人
気
を
得
て
い
た
原
因
を
鮮
や
か
に
反
映
し
て
い
る
と
み
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

パ
ッ
プ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

〈
吹
笛
仙
人
図
〉
は
、
朱
謀
里
が
指
摘
し
た
「
仙
気
」
の
、

最
も
具
体
的
な
証
拠
で
あ
る
。
〈
吹
笛
仙
人
図
〉
が
現
わ
す
「
仙
気
」
は
、
も
ち
ろ
ん
画

中
に
描
か
れ
た
仙
人
と
い
う
テ

l
マ
に
由
来
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
画
中
の
人

物
が
民
話
に
登
場
す
る
八
仙
の
中
の
藍
采
和
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
そ
の
表
現
形
式

自
体
か
ら
醸
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
断
は
、
こ
の
作
品
を
他
の
職
業
画
家
が

描
い
た
仙
人
を
題
材
と
す
る
作
品
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
根
拠
を
得
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

数
あ
る
明
代
の
仙
人
図
の
う
ち
、
宮
廷
画
家
・
劉
俊
ピ
ロ

]
5が
成
化
年
間
(
一
四
六

五
1

一
四
八
七
)
に
制
作
し
た

〈
劉
海
戯
嬉
図
〉
(
中
国
美
術
館
蔵
、
挿
図

5
)
は、

ひ
と

つ
の
重
要
な
典
型
を
示
し
た
作
品
で
あ
る
。
画
面
中
央
に
仙
人
劉
海
戸
三
国
包
が

一
匹
の

蝦
墓
を
抱
い
て
波
涛
上
に
立
つ
様
子
を
描
い
た
こ
の
作
品
は
、
謹
厳
な
制
作
で
あ
り
、

五
世
紀
宮
廷
絵
画
の
標
準
的
産
物
で
あ
る
。
こ
の
種
の
道
教
人
物
画
は
様
式
上
、
元
時
代

に
斯
江

N
Z
K
g
m
や
江
西
己
山
口
問
巴
な
ど
の
諸
地
域
で
流
行
し
た
顔
輝
を
代
表
と
す
る
職

業
画
家
の
画
風
と
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
る
。
実
際
、
顔
輝
J

へ
自
国
己
の

〈
蝦
纂
仙
人

図
〉
(
京
都

・
知
恩
寺
蔵
、
挿
図
6
)
か
ら
、
劉
俊
作
品
に
見
え
る
構
造
上
の
細
部
に
対
す

る
豊
か
な
描
写
や
、
線
で
描
出
す
る
華
麗
な
表
現
の
源
流
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
両
作
品
に
は
、
人
物
の
表
情
や
態
度
を
や
や
誇
張
し
て
表
出
す
る
こ
と
に
も
類
似
し

た
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
道
教
人
物
画
は

一
五
世
紀
頃
に
大
い
に
流
行
し
て



い
た
よ
う
で
、
別
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、

や
は
り
宮
廷
画
家
で
あ
る
越
鍛

N
F
g
Q
が
描
い

(8
)
 

た
数
点
の
仙
人
図
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
も
、
劉
俊
の
作
品
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
し
か

言、
っ
「
仙
気
」
は
見
当
た
ら
な
い
。
彼
ら
の
描
く
仙
人
は
、

し
、
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
精
巧
で
生
き
生
き
と
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
朱
謀
里
の

や
は
り
多
少
な
り
と
も
仙
術

の
演
出
を
借
り
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
俗
人
と
の
相
違
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
李
白
吟
行
図
〉
が
鑑
賞
者
に
与
え
る
審
美
的
経
験
と
比
較
す
れ
ば
、
劉
俊
ら
の
精
微
で

厳
格
に
規
制
さ
れ
た
筆
描
は
、

〈
李
白
吟
行
図
〉
の
よ
う
な
瓢
然
と
し
た
仙
気
を
表
現
す

る
た
め
に
は
不
利
な
要
素
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
彼
ら
が
そ
の
描
線
の
転
折
を
よ
り
強
調
し
、

挿図 5 劉俊 〈劉海戯塘図〉

中国美術館

ネ申

幻

坊主
p<-

化

挿図 6 顔輝 〈蝦暮仙人図〉

京都知恩寺

あ
る
い
は
描
線
自
体
の
肥
痩
を
変
化
さ
せ
て
そ
れ
を
補
お
う
と
し
て
も
、
そ
の
効
果
は
ご

北
故
宮
博
物
院
蔵
、
挿
図
7
)

く
限
ら
れ
た
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
。
例
え
ば
伝
商
喜

ω
F
g
m
出

〈
四
仙
扶
寿
図
〉
(
台

は
、
仙
人
の
輪
郭
線
の
肥
痩
を
極
端
に
誇
張
し
、
且
つ
描

線
の
転
折
の
角
度
に
よ
り
変
化
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
画
中
の
人
物
が
波
浪
に
乗

っ
て
海
上
に
浮
き
立
つ
と
い
う
奇
跡
を
除
い
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
人
物
た
ち
は
依
然
と
し

え
な
い
だ
ろ
う
。

て
俗
世
の
異
人
、
も
し
く
は
塵
世
に
紛
れ
込
ん
だ
仙
人
の
化
身
と
い
っ
た
程
度
に
し
か
見

だ
が
陳
子
和
の

〈吹
笛
仙
人
図
〉
は
違
う
。
た
と
え
波
涛
と
い
う
引
き
立
て
役
が
な
く

て
も
、
画
中
の
人
物
自
体

か
ら
朱
謀
聖
の
言
、
っ
「
仙

気
」
を
確
か
に
感
じ
取
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
表
現
は
、

陳
子
和
よ
り
や
や
早
い
時

期
に
活
躍
す
る
李
在
戸

伝商喜 〈四仙扶寿図〉台北故宮博物院

N
巳
の
作
品
に
は
看
取
で

き
な
い
。
李
在
も
ま
た
宮

廷
画
家
で
あ
り
、
宣
徳
年

間

(
一
四
二
六
1

一
四

五
)
に
お
け
る
最
も
熟
練

し
た
技
巧
を
持
っ
た
名
家

の

一
人
で
あ
る
。
〈
帰
去

来
辞
図
巻
〉
(
夏
+止
凶
E

挿図 7

N
E
お
よ
び
馬
戦

ζ
ω
ω
E
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美

4巴

プu

人

Eコ
?王

術

耳パ
γ嗣
明
・

李在〈琴高乗鯉図〉上海博物館挿図 8

の

一
段

〈
臨
清
流
而
賦
詩
図
〉
か
ら
考
え
れ
ば
、
彼
は

(
9
)
 

梁
桔
風
の
減
筆
様
式
を
深
く
理
解
し
、
且
つ
掌
握
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
こ
れ
に
類
し
た

と
の
合
作
、

遼
寧
省
博
物
館
蔵
)

様
式
を
仙
人
の
イ
メ
ー
ジ
作
り
に
使
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
李
在
は

〈
琴
高
乗
鯉
図
〉

(上
海
博
物
館
蔵
、
挿
図
8
)
で
、
仙
人
琴
高

eロ
C
g
に
ま
つ
わ
る
奇
跡
を
描
い
て
い
る

が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
画
中
の
琴
高
は
岸
に
立
っ
て
い
る
俗
人
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
。

画
中
の
人
物
は
み
な
、
巧
み
な
ジ
ェ
ス
チ
ャ

l
を
取
り
、
衣
服
や
頭
巾
が
風
に
廃
く
様
子

な
ど
も
余
す
と
こ
ろ
な
く
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
李
在
の
筆
描
能
力
は
劉
俊
に
す
ら
優
っ

て
お
り
、
精
確
に
形
象
を
描
く
こ
と
や
、
肥
痩
に
変
化
を
つ
け
る
こ
と
を
、
極
め
て
自
然

で
流
暢
な
方
法
で
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
こ
に
は
依
然
と
し
て

〈吹
笛
仙
人
図
〉
に
あ
っ
た
「
仙
」
の
如
き
雰
囲
気
を

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
技
巧
の
巧
拙
が
、
陳
子
和
の
作
品
と
彼
に

先
行
す
る
他
の
職
業
画
家
ら
に
よ
る
道
教
人
物
画
と
を
区
別
す
る
要
素
で
あ
り
得
な
い
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
画
家
た
ち
の
聞
に
仙
人
が
「
仙
」
で
あ
る
ゆ
え
ん
、
す
な
わ
ち
仙
人

の
本
質
に
対
す
る
解
釈
の
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
こ
の
差
異
の
生
じ
た
肝
要
な

原
因
な
の
で
あ
る
。

陳
子
和
の
描
く
仙
人
は
、
そ
れ
自
体
が
変
化
す
る
力
を
備
え
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
鑑

一_L.

/、

賞
者
に
与
え
る
。
こ
の
特
殊
な
効
果
は
、
造
形
や
描
線
の
ほ
か
、
根
本
的
に
は
主
と
し
て

268 

巧
み
な
墨
法

ζ
g
司
ω
(墨
の
使
い
方
)
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
墨
法

は
晩
唐
以
来
、
中
国
の
画
家
が
極
め
て
重
視
し
て
き
た
も
の
で
、
と
り
わ
け
「
変
化
」

型
自
国

5
の
意
を
伝
え
よ
う
と
す
る
作
品
に
は
不
可
欠
な
要
領
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
龍
を
描
く
に
あ
た
っ
て
は
墨
法
に
依
存
し
て
い
た
現
象
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ

る
。
陳
容
の

Z
D
M
N
S拘
が
南
宋
末
期
に
龍
図
の
部
門
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
模
範
的
存
在

と
な
っ
た
こ
と
も
事
実
上
、
こ
の
現
象
と
関
わ
っ
て
い
る
。
元
代
の
湯
屋
寸

g
m
同

g
は

か
つ
て
陳
容
の
業
績
を
解
説
し
よ
う
と
試
み
、
陳
容
の
こ
と
を
「
画
龍
深
得
変
化
之
意
、

溌
墨
成
雲
、
嘆
水
成
霧
、
酔
徐
大
叫
、
脱
巾
濡
墨
、
信
手
塗
抹
、
然
后
以
筆
成
之
」
と
指

摘
し
て
、
陳
容
の
墨
法
が
明
白
に
「
深
得
変
化
之
意
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
た
。

湯
屋
は
、
あ
く
ま
で
も
「
用
筆
」
を
主
と
す
る
「
画
法
」
が
龍
を
描
く
過
程
上
に
不
可
欠

で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
同
時
に
「
若
拘
子
画
法
、
則
又
乏
変
化
之
意
」
と
い
う
危
険
性

(日
)

を
も
意
識
し
て
い
た
。
陳
子
和
の

《
吹
笛
仙
人
図
〉
に
お
け
る
水
墨
の
使
用
に
も
、
陳
容

が
龍
を
描
い
た
時
と
同
様
の
自
由
さ
と
迅
速
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
、

や
は
り
酔
い
に
乗

じ
て
揮
乏
し
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
『
浦
城
県
志
』
司
己
わ

}Hgm

u
c
g
N
E
(
一
六
五

O
年
序
)
に
は
、
陳
子
和
の
写
意
人
物
は
「
酎
後
落
筆
尤
佳
」
と
記

載
さ
れ
て
い
る
。
浦
城
は
陳
子
和
の
郷
里
で
あ
る
の
で
、
県
志
の
記
載
に
は
確
か
な
根
拠

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
陳
子
和
が
描
い
た
仙
人
は
陳
容
が
描
い
た
龍

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
轍
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
と
も
酒
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
、
自

由
な
墨
法
を
も
っ
て
「
変
化
」
の
真
義
を
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

陳
子
和
は
仙
人
の
本
質
を
「
変
化
」
と
定
義
し
、
酔
余
の
墨
法
を
も
っ
て
こ
の
よ
う
な

「
変
化
」
の
意
匠
を
画
面
に
定
着
さ
せ
た
が
、
こ
の
創
作
行
為
全
体
は
、
彼
と
道
教
信
仰

と
の
密
接
な
関
係
を
も
明
示
し
て
い
る
。
湯
屋
は
陳
容
の
こ
と
を
「
本
儒
家
者
流
」
と
言

っ
て
い
る
が
、
陳
容
が
道
教
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
に
つ
い
て
疑
う
余
地
は
な
い
。
陳
容



が
巧
み
に
す
る
龍
の
絵
と
い
う
も
の
は
、
道
教

の
雨
乞
い
儀
式
に
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
た
し
、

幾
人
か
の
龍
虎
山
円
。
ロ
阿
国
口
∞
F
S
張
天
師

N
F
S何
回
山
口

ω
E
は
、
道
教
界
の
リ
ー
ダ
ー

と
い
う
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
龍
の
絵

を
描
く
こ
と
に
長
じ
て
い
た
。
事
実
、
第
三
八

代
天
師
・
張
与
材

N
Eロ
m
J1c
s
-
の
作
で
あ

る

〈
霧
雨
図
〉
(
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
H
4
5

ζ25H)o-広
告
宮

5
2
5
0内
〉
ユ
蔵
、
挿
図
9
)

メ トロポリタン美術館

が
伝
世
し
て
お
り
、
そ
の
様
式
は

一
二

四
四
年

に
描
か
れ
た
陳
容
の

〈
九
龍
図
〉
(
ボ
ス
ト
ン

美
術
館
H
，
Z
ζ
5
2
B
色
白
日
〉
ユ
ω・
回

oω
件。ロ

蔵
)
と
酷
似
し
て
い
る
。
陳
容
と
張
与
材
と
の

張与材 〈霧雨図〉部分

聞
に
は
約
四
分
の
三
世
紀
も
の
時
間
差
が
あ
る

が
、
こ
の
龍
図
の
伝
統
は
大
き
く
は
変
化
し
て

い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
陳
容
は
元
儒

者
で
あ
っ
た
が
、
江
西
・
龍
虎
山

一
帯
で
官
職

挿図 9

に
就
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
自
分
の
絵
は
道

観
に
供
え
ら
れ
る
の
に
値
す
る
と
自
任
し
た
こ

と
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
彼
の
龍
図
も
明
ら
か
に
道
教
の
影
響
を
深
く
受
け
て
い
た
に
違

(日
)

い
な
い
。
陳
子
和
が

〈吹
笛
仙
人
図
〉
で
依
拠
し
た
自
由
な
墨
法
は
、
道
教
の
龍
図
に
見

ら
れ
る
「
変
化
」
と
い
う
意
味
を
深
く
宿
し
た
墨
法
と
類
似
し
て
お
り
、
彼
と
道
教
の
関

係
も
ま
た
確
か
に
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

陳
子
和
と
道
教
と
の
関
係
は
、
あ
る
い
は
陳
容
よ
り
も
さ
ら
に
親
密
で
あ
っ
た
か
も
し

神

幻

変

化

れ
な
い
。

今
日
ご
く
わ
ず
か
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

彼
の
生
涯
に
関
し
て
は
、

自
ら
「
酒
仙
」
と
号
し
た
こ
と
か
ら
、
陳
子
和
本
人
が
道
教
信
者
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
中
国
史
上
、
画
家
が
「
仙
」
字
を
も

っ
て
号
と
し
た
例
は
そ
れ
ほ
ど
普
遍
的
に

あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
文
人
画
家
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
そ
の
例
は
な
い
。

し
か
し
職
業
画
家
の
例
に
は
乏
し
く
な
く
、
ま
た
「
仙
」

字
を
号
に
用
い
た
者
は
、
お
お

む
ね
み
な
道
教
信
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
漸
派
中
期
の
大
家

で
あ

っ
た
呉
偉
は
、
た
ど
り
う
る
手
が
か
り
が
比
較
的
多
い
道
教
信
者
で
あ
る
。
彼
は
湖

北
国
己
σ巳
・
江
陵
己
g
m
-
E
m
の
文
人
家
庭
出
身
で
、
祖
父
は
か
つ
て
大
い
に
治
績
の
あ

っ
た
地
方
官
僚
で
あ
り
、
父
も
郷
試
に
合
格
し
た
挙
人
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
後
に
「
用

(は
)

焼
丹
破
其
家
」
、

つ
ま
り
「
焼
丹
」

の
た
め
、
呉
家
は
没
落
し
た
。
「
焼
丹
」
と
は
、
す
な

わ
ち
道
教
で
不
老
長
寿
を
求
め
る
た
め
の
煉
丹
術
で
あ
り
、
旦
ハ
偉
の
父
が
煉
丹
に
財
産
を

つ
ぎ
込
ん
だ
こ
と
か
ら
見
る
と
、
彼
は
そ
れ
に
惑
溺
し
て
い
た
信
者
で
あ
っ
た
に
違
い
な

い
。
呉
偉
は
後
に
南
京

zstDmで
事
業
の
発
展
を
求
め
た
が
、
成
国
公
朱
儀

N
F
c
d

が
当
地
に
お
け
る
最
も
主
要
な
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
。
朱
儀
も
ま
た
道
教
信
者
で
あ
り
、

(
ほ
ど

さ
ら
に
は
、
龍
虎
山
第
四
七
代
天
師
・
張
玄
慶

N
F
g
m
M
5
2
5
m
の
岳
父
で
も
あ
っ
た
。

呉
偉
の
号
「
小
仙
」
出

g
u
c
g
は
朱
儀
が
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
旦
ハ
偉
も
深
く
道
教
を

崇
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
呉
偉
は
そ
の
後
、
こ
れ
を
も
っ
て
号
と
す
る
こ

と
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
何
喬
遠
固
め

Q
g
u
N
C
m
g
は
か
つ
て

『
名
山
蔵
」

ζ
E
m
ω
F
S

。mgm
の
中
で
、
旦
ハ
偉
が
少
年
だ
っ
た
頃
、
道
士

(も
し
く
は
神
仙
か
)
に
出
会

っ
て
神
水

を
授
か
り
、
後
に
画
を
も
っ
て
世
に
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
物
語
の
基
本
的
な
粗
筋
は
、
張
良

N
F
g
m
ピ
g
m
が
黄
石
公
出
S
口問

ω
E窓
口
問
に

出
会
っ
た
伝
説
を
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
も
や
は
り
明
ら
か
な
道
教
的
な
要
素

が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
呉
偉
は
、
そ
の
芸
術
の
出
発
点
が
こ
の
よ
う
に
数

奇
な
伝
説
に
彩
ら
れ
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
絵
も
ま
た
、
神
仙
が
成
し
遂
げ
た
技
だ
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美

研

人

Eコ
?玉

柿1

'7b 
アし

と
思
わ
れ
て
い
た
。
憲
宗

u
c
g
N
O口
問
皇
帝
が
呉
偉
を
宮
廷
に
召
し
て

〈
松
泉
図
》
を

描
く
よ
う
命
じ
た
が
、
旦
ハ
偉
は
「
読
翻
墨
汁
、
信
手
塗
成
」
と
い
う
神
業
を
披
露
し
、
こ

(
同
)

れ
を
見
た
皇
帝
は
思
わ
ず
「
真
仙
筆
也
」
と
感
嘆
し
た
と
い
う
。
憲
宗
が
呉
偉
を
仙
人
に

擬
し
た
こ
と
は
、
た
だ
の
偶
然
で
は
な
い
。
憲
宗
自
身
も
ま
た
大
い
に
道
教
を
崇
拝
し
て

お
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
明
代
諸
帝
中
、
最
も
篤
く
道
教
を
信
仰
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
皮

肉
な
こ
と
に
彼
は
、
不
老
長
寿
を
求
め
て
丹
薬
を
服
用
し
た
た
め
に
不
治
の
中
毒
症
状
を

(
げ
)

起
こ
し
、
死
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
呉
偉
が
憲
宗
の
知
遇
を
受
け
た

こ
と
に
は
、

二
人
が
と
も
に
道
教
信
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
了

解
さ
れ
よ
う
。

実
際
、
呉
偉
の
道
教
信
仰
は
、

源
泉
と
し
て
そ
の
画
風
に
内
在

し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き

る
。
彼
の
山
水
画
は
、
初
め
戴

腕

進
ロ
包
恒
ロ
に
倣
っ
て
い
た
が
、

開

後
に
は
巨
大
で
傾
斜
し
た
形
体

故一日
を
用
い
、
よ
り
強
い
躍
動
感
を

年

作
り
出
す
に
至
っ
た
。
旦
ハ
偉
の

に
d

n
U
 

日
特
色
は
、

〈
長
江
万
里
図
〉
(
北

子部

京
故
宮
博
物
院
蔵
、
挿
図
叩
)

、nz四

に
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。
こ

問

こ
で
呉
偉
は
、
よ
り

一
層
迅
速

偉

で
草
々
た
る
描
線
を
用
い
、
水

旦ハ0

墨
の
濃
淡
乾
湿
の
変
化
を
極
限

開
ま
で
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
り
、

J¥ 
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挿図11 呉偉 〈二仙図〉

上海人民美術出版社旧蔵

山
水
に
液
る
荒
々
し
い
激
し
さ
と
絶
え
ず
変
化
し
続
け
る
千
万
の
気
象
と
を
際
立
た
せ
て

い
る
。
な
お
、
彼
の
人
物
画
に
は
、
他
の
宮
廷
画
家
同
様
、
南
宋
時
代
の
梁
桔
や
元
時
代

の
顔
輝
の
面
影
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
様
式
も
、

ひ
と

た
び
呉
偉
の
手
に
掛
か
れ
ば
、
さ
ら
に
荒
々
し
く
奔
放
に
変
貌
す
る
。
と
く
に
、

墨
法
の

自
由
度
が
ひ
と
き
わ
高
め
ら
れ
、
濃
淡
や
乾
湿
の
変
化
が
引
き
起
こ
す
効
果
に
も
細
心
の

注
意
が
払
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば

〈二
仙
図
〉
(
上
海
人
民
美
術
出
版
社

旧
蔵
、
挿
図
日
)
が
、
こ
の
種
の
水
墨
人
物
画
の
代
表
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
描
か
れ
た

時
に
、
呉
偉
が
憲
宗
の
た
め
に

〈
松
泉
図
〉
を
描
い
た
時
の
よ
う
に
、
「
諭
翻
墨
汁
、
信

手
塗
成
」
、
「
有
筆
」
と
「
無
筆
」
を
交
互
に
運
用
す
る
中
で
、
満
ち
溢
れ
ん
ば
か
り
の
水

墨
が
、
計
り
知
れ
な
く
変
幻
す
る
画
面
効
果
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
そ
の
様
子

を
、
我
々
は
非
常
に
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
の
人
も
、
呉
偉
の
こ
う
し

た
画
風
展
開
に
つ
い
て
、
「
用
墨
過
前
人
遠
甚
、
而
風
韻
神
妙
変
化
、
直
追
古
作
者
」
と

指
摘
し
て
お
り
、
こ
れ
を
そ
の
芸
術
の
要
点
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
言
う
、
変
化

に
よ
り
画
面
に
生
成
さ
れ
た
神
妙
な
気
韻
と
は
、
す
な
わ
ち
陳
容
や
張
与
材
の
描
く
龍
図

と
基
本
的
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
と
も
に
道
教
的
な
淵
源
を
持

っ
て
い
た
の

で
あ
る
。



上
記
の
観
点
か
ら
窺
え
る
の
は
、
中
期
以
降
の
漸
派
は
、
道
教
的
要
素
が
加
わ
っ
た
た

め
に
、
よ
り
粗
放
な
方
向
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
展
開
は
、

そ
こ
に
呉
偉
自
身
が
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
だ
け
で
な
く
、
皇
室
や
金
陵
己
巳
5
m
(南
京
)

貴
族
の
熱
烈
な
道
教
信
仰
を
背
景
に
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
成
し
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
当
時
の
文
人
ら
が
こ
の
よ
う
な
展
開
に
対
し
て
抱
い
た
反
感

も
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
道
教
信
仰
と
関
連
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
道
教
は
、
符
呪
や
煉

丹
を
吹
聴
し
、
大
が
か
り
な
斎
礁
を
催
し
、
「
怪
力
乱
神
」

の
よ
う
な
各
種
の
迷
信
じ
み

た
行
為
を
奨
励
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
厳
粛
な
儒
者
が
最
も
軽
蔑
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

し
た
が

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
に
基
づ
い
て
展
開
し
た
後
期
漸
派
の
様
式
が
、
文
人
た

ち
か
ら
「
狂
態
邪
学
」
と
非
難
さ
れ
た
の
も
、
理
解
し
難
く
な
い
だ
ろ
う
。

陳
子
和
が

〈
吹
笛
仙
人
図
V

や

〈
蘇
武
牧
羊
図
〉
に
用
い
た
の
も
、
呉
偉
同
様
、
道
教

と
結
び
つ
き
得
る
墨
法
の
変
化
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
呉
偉
よ
り
も
う

一
歩
進
ん
で
い
る

神

幻

化

m、
多ζ

よ
う
に
思
え
る
。
呉
偉
と
陳
子
和
と
の
間
に
あ
る
差
異
を
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
陳
子
和

の
活
動
環
境
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

〔
別
掲
略
地
図
参
照
〕
。
陳
子
和
の
郷
里
で

あ
る
浦
城
は
閏
北
冨
5σ
巳
(
福
建
北
部
)
の
重
鎮
で
あ
り
、
閏
冨
百
か
ら
斯

N
Z
へ
入

る
主
要
陸
路
上
の
要
衝
に
位
置
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
西
南
に
あ
る
道
教
の
聖

地
・
武
夷
山
者
己
目

ω
F
g
か
ら
わ
ず
か
七

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
し
か
離
れ
て
い
な
い
。
こ

の
た
め
、
こ
の
地
は
商
業
活
動
が
非
常
に
活
発
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
濃
厚
な
道
教
的

雰
囲
気
に
も
満
ち
溢
れ
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
武
夷
山
の
道
教
は
、
実
は

(ゆ
)

龍
虎
山
と
古
く
か
ら
関
わ
り
が
あ
っ
た
。
南
宋
時
代
、
こ
の
地
に
は
南
方
道
教
の
主
要
人

物
で
あ
っ
た
白
玉
婚
出
巳

M15
gロ
が
住
み
、
元
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
金
蓬
頭
目
ロ

日

)
g
m
g
c
が
こ
こ
で
修
道
し
た
。
金
蓬
頭
は
、
自
身
が
龍
虎
山
と
関
わ
っ
て
い
た
だ
け
で

な
く
、
龍
虎
山
道
士
で
あ
り
元
末
明
初
の
著
名
画
家
で
も
あ
っ
た
方
従
義
司
自
ぬ
の

g
m

(
却
)

J
D
を
弟
子
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
す
る
と
、
武
夷
山
は
そ
こ
か
ら
ほ
ど
遠

く
な
い
江
西
の
龍
虎
山
と
同

一
教
区
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
陳
子
和
の
活
動
範
囲
は
ま

さ
に
こ
の
教
区
内
に
該
当
し
て
い
る
。

こ
の
地
域
で
は
、
道
教
と
の
関
連
に
よ
り
極
め
て
独
特
な
絵
画
伝
統
が
生
み
出
さ
れ
た
。

こ
の
伝
統
の
起
源
に
つ
い
て
、
今
日
我
々
が
知
り
得
る
こ
と
は
多
く
な
い
。
白
玉
柏
崎
も
絵

を
描
く
こ
と
が
で
き
た
と
文
献
に
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
伝
世
作
品
が
な
い
よ
う
で
、
そ

の
様
式
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
に
触
れ
た
第
三

八
代
天
師
・
張
与
材
の
龍
図
は
、
無
論
こ
の
伝
統
の

一
部
で
は
あ
る
が
、

一
つ
の
部
門
に

限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
伝
統
の
全
貌
を
知
る
た
め
の
手
が
か
り
と
は
な
り
え
な
い
。

し
か
し
こ
の
絵
画
伝
統
に
は
、
遅
く
と
も

一
四
世
紀
後
期
に
は
、
明
ら
か
に
迅
速
な
筆
遣

い
に
よ
る
「
変
化
」
効
果
を
求
め
る
水
墨
様
式
が
現
れ
て
い
た
。
こ
の
様
式
の
最
も
良
き

代
弁
者
は
、
か
つ
て
金
蓬
頭
に
従
っ
て
武
夷
山
に
住
ん
だ
こ
と
の
あ
る
方
従
義
で
あ
る
。

方
従
義
と
武
夷
山
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
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一
三
五
九
年
の
作
で
あ
る

〈
武
夷
放
梓

九
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耳
八

γ
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Eコ
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ポ巴

プし

図
〉
(
北
京
故
宮
博
物
院
、
挿
図
ロ
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
図
は
、
彼
が
武
夷

九
曲
巧
己
目
』
E

C
己
に
遊
ん
だ
実
際
の
経
験
に
基
づ
き
、
天
空
に
釜
え
立
つ
際
立
っ
た

峰
を
渓
流
の
中
に
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は
比
較
的
早
期
に
属
す
る
作
品
で
あ
る
が
、
既
に

山
水
構
成
を
巧
み
に
把
握
し
て
お
り
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
な
お
水
気
を
ふ
ん
だ

ん
に
含
ん
だ
墨
筆
を
も
っ
て
粗
放
な
描
写
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
別
な
名
作

〈
高
高
亭
図
〉

(台
北
故
宮
博
物
院
、
挿
図
日
)

は
、
さ
ら
に
進
ん
で
こ
と
ご
と
く
水
墨
を
用
い
て
お
り
、

そ
の
造
形
と
配
置
は

一
見
は
な
は
だ
単
純
で
あ
る
が
、
山
道
や
そ
の
上
を
行
く
人
物
ま
で

も
が
巧
み
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
大
胆
で
人
目
を
ひ
く
墨
色
の
変
化
が
全

体
に
施
さ
れ
、
必
ず
や
筆
遣
い
が
迅
速
で
奔
放
に
な
る
よ
う
な
情
況
下
で
完
成
さ
れ
た
に

違
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
実
際
、
〈
高
高
亭
図
〉
に
は
方
従
義
の
自
践
が
あ
り
、
こ
の

作
は
「
酔
後
縦
筆
写
之
」
で
あ
る
と
言
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
酔
い
に
乗
じ
て
迅
速

に
筆
を
揮
う
行
為
は
、
画
面
上
で
偶
然
に
起
こ
る
自
発
的
な
「
変
化
」
効
果
を
求
め
よ
う

と
す
る

一
方
、
画
家
の
内
心
に
お
け
る
「
道
」
に
対
す
る
瞬
間
的
な
悟
り
を
も
捉
え
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
明
代
初
期
の
詩
人
・
王
恭
巧
自
問
。

g
mは
、
方
従
義
の

〈
酔
墨
山

水
〉
に
題
し
て

林
下
多
白
雲
、
渓
日
銭
水
木
、

。

272 

方従義〈武夷放悼図〉

北京故宮博物院

挿図13 方従義〈高高亭図〉

台北故宮博物院

挿図12
1359年

長
崎
驚
鶴
群
、
修
然
在
空
谷
、

容イ次
ト-IJ JLよs、

酔悠
墨山
壷色
中間

唯浩
応浩
道波
機(光
熟包緑

と
言
っ
て
お
り
、
か
か
る
方
従
義
の
水
墨
様
式
と
、
そ
の
道
教
信
仰
と
の
直
接
的
な
関
係

を
非
常
に
適
切
に
説
明
し
て
い
る
。

王
恭
は
福
建

・
長
楽

(U
E
D
m一
。
の
人
で
、
永
楽
四
年
(
一
四
O
六
)

に
推
薦
さ
れ
て
南

京
に
赴
い
て

『
永
楽
大
典
』
ペ

g
m
ピ
ロ
ω
巴
告
を
編
修
し
、
後
に
「
間
中
十
子
」

の

一
人
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
の
方
従
義
に
対
す
る
崇
拝
は
、
当
時
の
福
建
文

化
圏
を
代
表
す
る
認
識
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
明
代
初
期
の
頃
に
は
、
方
従
義
の
絵
画

が
既
に
福
建
の
芸
術
伝
統
に
お
け
る
重
要
な

一
部
分
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
展
開
を
受
け
て
、
福
建
地
方
に
方
従
義
、
も
し
く
は
そ
の
様
式
の
典
拠

と
考
え
ら
れ
た
宋
代
の
米
帝
冨
一
ヲ
』
、
米
友
仁
ζ
~
J円
。
己
円
。
ロ
に
倣
っ
た
水
墨
山
水
画
様

式
の
作
品
が
大
量
に
出
現
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
元
末
の
頃
に
主
流
的
な
地
位
を
占
め
て

い
た
四
家
巴
』
5
(黄
公
望
国

g口
問
。
。
ロ
向
者
自
問
、
呉
鎮
者
口

N
F
B、
促
理

z
-
N
S、
王
蒙

当

g
m
冨

gm)
な
ど
の
文
人
様
式
作
品
は
、
江
南
地
方
で
は
依
然
と
し
て
継
承
さ
れ
て

は
い
た
も
の
の
、
福
建
地
方
で
は
顧
み
る
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
文
献
資
料
か
ら



窺
え
ば
、
と
く
に
明
初
の
頃
に
お
け
る
福
建
の
文
人
た
ち
は
、
詩
文
の
中
で
四
家
の
名
前

や
作
品
に
言
及
す
る
こ
と
で
さ
え
ご
く
稀
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
中
国
文
化
圏
内
に

お
い
て
、
極
め
て
独
特
な
現
象
で
あ
る
。

か
か
る
明
初
以
来
の
福
建
絵
画
の
伝
統
は
、
龍
虎
山
を
中
心
と
す
る
道
教
信
仰
を
源
流

と
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
そ
の
流
布
す
る
範
囲
は
福
建
地
方
に
止
ま
ら
ず
、
龍
虎
山
の

あ
る
江
西
の
東
部
地
域
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
展
開
に
も
、

龍
虎
山
と
の
密
接
な
関
係
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
龍
虎
山
の
張
天
師
ら
は
、
元

来
そ
の
宗
教
的
職
掌
ゆ
え
に
画
技
を
必
要
と
し
て
お
り
、
元
代
の
第
三
八
代
天
師
・
張
与

材
が
龍
図
を
善
く
し
た
こ
と
は
、
そ
の
一
事

例
に
過
ぎ
な
い
。
方
従
義
の
絵
画
も
、
こ
う

し
た
龍
虎
山
の
道
教
絵
画
に
基
づ
い
た
展
開

の
成
果
で
あ
る
。

一
五
世
紀
に
入
る
と
、
方

従
義
の
存
在
に
よ
っ
て
再
び
盛
ん
と
な
り
始

め
た
こ
の
絵
画
伝
統
に
鼓
舞
さ
れ
て
、
龍
虎

山
道
士
は
さ
ら
に
活
発
な
芸
術
活
動
を
く
り

広
げ
た
。
こ
の
例
と
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、

挿図14 張惣丞 〈撤蘭図〉江蘇省i佐安市楚州博物館

四
五
代
天
師
・
張
怒
丞

N
E口
問
冨

g'

の

F
g問
で
あ
る
。
近
年
、
准
安
出

5
5ロ
の

王
鎮
墓
者

m
g
m
N
Zロ
冨
己
か
ら
出
土
し
た

文
物
の
中
に
、
張
慾
丞
が
制
作
し
た

〈
撤
蘭

図
〉
(
江
蘇
省
、
准
安
市
楚
州
博
物
館
蔵
、
挿
図

比
)
が
あ
る
。
こ
れ
は
北
京
回
忌

5
m
の
収

集
家
で
、
あ
る
い
は
張
愁
丞
の
在
俗
の
弟
子

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
鄭
均

N
Z口
問
吉
ロ

神

幻

化

坊主
~ 

(お
)

と
い
う
人
物
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
制
作
年
代
は

一
四
三
O
年
頃
で
あ
る
。
画
中
に

は
蘭
が
一
株
描
か
れ
て
い
る
の
み
で
、
筆
遣
い
は
草
々
と
し
て
い
る
。
通
常
蘭
が
描
か
れ

る
時
の
よ
う
に
、

し
な
や
か
で
美
し
く
翻
る
蘭
葉
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
こ
と
は
な
く
、

さ
ら
に
は
花
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
見
分
け
る
こ
と
す
ら
難
し
い
。
そ
こ
に
は
水
墨
淋
病
な

墨
線
が
駆
け
回
り
、
そ
れ
が
濃
く
な
っ
た
り
淡
く
な
っ
た
り
し
な
が
ら
交
差
し
て
醸
し
出

さ
れ
た
墨
色
の
変
化
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
方
従
義

〈
高
高
亭
図
〉
の
作

風
の
延
長
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
「
深
得
変
化
之
意
」
の
形
式
を
も
っ
て
、
「
道
機
」
に

対
す
る
内
心
の
悟
り
に
呼
応
し
た
創
作
過
程
を
経
た
上
で
完
成
し
た
も
の
で
も
あ
っ
て
、

そ
こ
に
は
道
教
水
墨
画
様
式
の
本
来
の
面
目
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
示
さ
れ
て
い
る
。

張
慾
丞
は
こ
の
他
に
二
米
様
式
の
山
水
を
も
描
く
こ
と
が
で
き
た
と
文
献
に
記
載
さ
れ

(
却
)

る
が
、
惜
し
く
も
参
照
し
得
る
画
作
を
欠
き
、
そ
の
出
来
栄
え
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
龍
虎
山
と
方
従
義
と
の
密
接
な
関
係
や
、
こ
の
地
域
の
絵
画
伝
統
に
則
っ
た
表

現
な
ど
に
基
づ
き
、
彼
の
山
水
画
も
お
お
よ
そ
方
従
義
を
手
本
と
し
、
文
人
ら
の
よ
う
に

直
接
二
米
の
真
蹟
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
仮
定
し
て
も
、
事
実
か
ら

そ
う
遠
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
准
安
王
鎮
墓
か
ら
張
天
師
の

〈
撤
蘭
図
〉
と
と
も
に

出
土
し
た
作
品
の
中
に
、
李
政
巳

N
F
g
m
の

〈
煙
浦
漁
舟
図
〉
(
江
蘇
省
准
安
市
楚
州
博

物
館
蔵
、
挿
図
日
)
が
あ
る
。
そ
の
作
風
は
、
方
従
義
が
米
家
山
水
様
式
に
対
し
て
示
す

理
解
法
に
極
め
て
近
い
。
こ
の
作
品
は
さ
ら
に
、
よ
り
随
意
気
侭
な
筆
遣
い
を
示
し
て
お

り
、
ま
た
別
な
明
代
道
士
画
家
、
張
復

N
E口問
P
H
(
一
四
O
三
1
一
四
九
O
)
の
作
品
、

例
え
ば

〈
山
水
図
巻
〉
(
北
京
首
都
博
物
館
蔵
、
挿
図
凶
)

の
よ
う
な
も
の
を
想
起
さ
せ
ら

れ
る
。
李
政
が
何
処
の
人
で
あ
っ
た
の
か
は
、
画
史
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
知
り
得

な
い
が
、
た
と
え
張
復
の
よ
う
な
道
士
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
道
教
信
者
で
は
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
作
品
の
形
態
や
神
韻
は
、
方
従
義
や
張
復
ら
と
軌
を
一

に
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
李
政
の

〈
煙
浦
漁
舟
図
〉
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
い
は
第
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挿図15

挿図16

四
五
代
天
師
・
張
林
中
丞
が
長
じ
て
い
た
二
米
様
式
山
水
の
概
要
を
推
考
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。

王
鎮
墓
か
ら
出
土
し
た
、
鄭
均
旧
蔵
の
絵
画
作
品
中
、
何
と
五
点
も
が
米
家
様
式
の
山

水
画
で
あ

っ
た
が
、
鄭
均
と
龍
虎
山
道
教
と
の
密
接
な
関
係
が
、
こ
の
奇
異
な
現
象
と
関

係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
よ
う
に
、
龍
虎
山
教
区
で
は
米
帝
と
方
従
義
の
様
式

に
対
し
、
格
別
な
関
心
が
抱
か
れ
て
い
た
。
鄭
均
が
天
師
か
ら
直
々
に
親
筆
の
蘭
図
を
授

け
ら
れ
た
こ
と
は
、
彼
自
身
の
龍
虎
山
道
教
と
の
関
係
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
彼

も
ま
た
龍
虎
山
教
区
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
道
教
水
墨
画
様
式
を
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
を

274 

意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
鄭
均
が
幾
人
も
の
北
京
在
住
の
画
家
に
対
し
て
自
分
の
た
め

に
絵
を
描
く
こ
と
を
依
頼
し
た
際
、
彼
は
事
前
に
そ
の
晴
好
を
も
伝
え
た
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
多
く
の
画
家
も
鄭
均
の
噌
好
に
応
え
て
、
そ
れ
相
応
の
反
応
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、

一
部
の
画
家
は
普
段
か
ら
描
き
慣
れ
た
様
式
を
超
越
し
た
作
風
を
呈
す
る
こ

と
と
な
り
、
今
日
の
史
家
を
大
い
に
驚
か
せ
た
。
例
え
ば
、
宮
廷
画
家
・
謝
環

u
c
o

出
口
告
が
鄭
均
の
た
め
に
制
作
し
た

〈
雲
山
小
景
図
〉
(
江
蘇
省
准
安
市
楚
州
博
物
館
蔵
、

挿
図
口
)
が
示
す
、
完
全
に
水
墨
で
描
か
れ
た
簡
略
で
放
蕩
な
様
式
と
、
彼
の
伝
世
の
名

作
で
あ
る

〈
杏
園
雅
集
図
〉
(
江
蘇
省
鎮
江
市
博
物
館
蔵
、
挿
図
同
)
が
示
す
精
密
で
謹
厳

な
作
風
と
の
聞
に
は
、

雲
泥
の
差
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、
馬
執
が
描

(お
)

い
た

《
秋
江
鴻
雁
図
〉
(
江
蘇
省
准
安
市
楚
州
博
物
館
蔵
)
は
、
米
氏
雲
山
の
様
式
に
こ
そ

一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
彼
と
二
人
の
宮
廷
画
家
・

夏
亙
お
よ
び
李
在
と

が
合
作
し
た

〈
帰
去
来
辞
図
巻
〉
(
遼
寧
省
博
物
館
蔵
)
と
は
大
い
に
異
な

っ
て
い
る
。
前

属
さ
な
い
が
、

者
は
構
図
が
極
め
て
簡
略
で
、

筆
遣
い
も
ま
た
極
め
て
迅
速
で
あ
る
が
、
高
度
な
技
巧
を

も

っ
て
細
部
を
も
然
る
べ
き
よ
う
に
処
理
し
て
お
り
、
後
者
の
一不
す
優
美
な
馬
遠
様
式
と

比
較
す
る
と
、
ま
る
で
画
家
が
異
な
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
〈
秋
江
鴻
雁
図
〉
と
類
似

し
た
放
縦
随
意
に
筆
墨
を
揮
う
作
風
は
、
夏
十
止
が
鄭
均
の
た
め
に
制
作
し
た

〈
枯
木
竹
石

図
〉
(
江
蘇
省
准
安
市
楚
州
博
物
館
蔵
、
挿
図
川
口
)
に
も
認
め
ら
れ
、
こ
れ
は
夏

E
が
学
び、

且
つ
長
け
て
い
た
戴
進
の
様
式
と
異
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
天
師
・
張
懲
丞
の
作
で

あ
る

〈
撤
蘭
図
〉
と
共
通
す
る
道
教
水
墨
画
様
式
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く

る
と
、
こ
れ
ら
北
京
の
画
家
た
ち
の
特
殊
な
表
現
は
、
鄭
均
の
個
人
的
審
美
眼
の
導
き
、

あ
る
い
は
指
示
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
謝
環
は

〈
雲
山
小
景
図
V

の
巻
末
に
、
「
景
容

(鄭
均
)
持
此
巻
索
写
雲
山
小
景
、
遂
命
題
随
筆
、

画
以
帰
之
」
と
、
自
ら
書
き
記
し
て
い
る
。



鄭
均
が
「
索
」
し
た
絵
画
作
品
は
、
お
お
む
ね
す
べ
て
第
四
五
代
天
師
・
張
怒
丞
の
没

し
た

一
四
五
五
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
北
京
の
宮
廷
画
家
が
主
な
依
頼
対
象
と
な
っ
て

い
る
。
張
怒
丞
が
彼
の
た
め
に
描
い
た

〈
撤
蘭
図
〉
も
、
天
師
が
詔
書
を
受
け
て
北
京
に

赴
き
、
道
教
の
祈
福
儀
式
を
行
っ
た
時
の
副
産
物
で
あ
り
、
そ
の
制
作
年
代
は
、
彼
が
天

師
の
地
位
に
あ

っ
た

一
四
二
七
年
か
ら

一
四
四
五
年
ま
で
の
間
で
あ
ろ
う
。
こ
の

一
九
年

間
で
、
彼
は
少
な
く
と
も

一一

回
は
北
京
に
赴
い
て
皇
帝
の
た
め
に
儀
式
を
催
し
て
い

(
却
)る

。
天
師
が
こ
れ
だ
け
頻
繁
に
北
京
で
活
動
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
天
師
と
皇
室
と
の
良

好
な
関
係
や
、
龍
虎
山
教
区
と
北
京
と
の
密
接
な
連
繋
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
張
慾

江蘇省j佳安市楚州博物館

江蘇省鎮江市博物館

挿図17 謝環〈雲山小景図〉部分

謝環〈杏園雅集図〉部分挿図18

神

幻

化

/J、
3乙

丞
の

〈
撤
蘭
図
〉
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
道
教
水
墨
画
様
式
が
、
こ
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を

通
じ
て
北
京
に
広
ま
り
、
そ
し
て

一
定
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
も
意
味

し
て
い
る
。
謝
環
、
馬
戟
や
夏
韮
が
鄭
均
の
た
め
に
制
作
し
た
水
墨
画
作
品
が
、
ま
さ
に

こ
の
よ
う
な
展
開
を
裏
付
け
る
証
拠
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
龍
虎
山
教
区
の
勢
力
が
永
続
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
遅
く
と
も
憲
宗
の
没

後
、
孝
宗

u
c
g
N
g
m
の
弘
治
年
間
(
一
四
八
八
j

一
五

O
五
)
以
降
、
北
京
宮
中
で
龍

虎
山
天
師
の
姿
を
見
る
こ
と
は
徐
々
に
稀
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
の
第
四
七
代
天

師
・
張
玄
慶
が
、
皇
帝
に
召
さ
れ
て
北
京
へ
赴
い
た
の
は
孝
宗
朝
の

一
八
年
間
で
わ
ず
か

三
回
の
み
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
は
張
慾
丞
が
受
け
た
厚
い
信

頼
と
は
、
実
に
比
べ
物
に
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
動
向
は
、
孝

宗
が
憲
宗
の
崇
道
的
イ
メ
ー
ジ
に
反
発
し
よ
う
と
し
て
意
図
的
に

よ
り
儒
教
理
念
に
則
っ
た
朝
廷
文
化
を
営
も
う
と
し
た
こ
と
と
関

(訂
)

わ
っ
て
お
り
、
他
方
で
は
、
朝
廷
に
お
け
る
士
大
夫
の
勢
力
が
日

増
し
に
強
ま

っ
て
き
た
結
果
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
情
勢
下
、
旦
ハ

挿図19 夏韮〈枯木竹石図〉江蘇省准安市楚州博物館

偉
は
北
京
宮
廷
で
獲
得
し
た
栄
誉
を
自
ら
放
棄
し
て
南
京
へ

戻

り
、
そ
こ
で
事
業
の
更
な
る
発
展
を
目
指
し
た
が
、
こ
の
行
動
は

ま
さ
に
道
教
勢
力
が
北
京
か
ら
退
去
し
、
そ
の
拠
点
を
南
京
へ
と

転
じ
た
傍
証
で
あ
る
。

北
京
を
失
っ
た
に
せ
よ
、

一
五
世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀
前
期
に

至
る
ま
で
の
南
京
は
、

い
ま
だ
龍
虎
山
道
教
勢
力
下
に
あ
っ
た
。

そ
の
影
響
力
は
縮
小
す
る
ど
こ
ろ
か
、
南
京
に
お
け
る
龍
虎
山
道

教
の
勢
力
は
婚
姻
関
係
を
通
じ
て
、
以
前
に
も
増
し
て
栄
え
た
。

一
五
世
紀
後
期
か
ら

一
六
世
紀
中
頃
ま
で
の
聞
に
活
動
し
た
幾
人

か
の
龍
虎
山
天
師
は
、

ほ
と
ん
ど
み
な
南
京
で
最
も
強
い
権
勢
を
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誇
っ
た
貴
族
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
。
先
に
も
触
れ
た
第
四
七
代
張
玄
慶
は
成
国
公
朱
儀

の
娘
を
安
り
、
第
四
八
代
張
彦
瀬

N
E口
問
ペ
自
三
は
初
め
裏
城
伯
李
郎
ピ

H
，

g
m
の
娘

を
、
後
に
安
遠
侯
柳
文
ロ
ロ
ヨ

2
の
娘
を
妻
と
し
、
第
四
九
代
張
永
緒

N
E
D
m

(
認
)

ペ
g
m
M
C
は
定
国
公
徐
延
徳
岡
己
ペ
包
含
の
娘
と
縁
を
結
ん
だ
。
明
代
の
宗
室
と
貴
族
は

元
来
、
民
間
的
色
彩
を
完
全
に
は
払
拭
で
き
ず
に
お
り
、
道
教
と
は
と
く
に
関
係
が
密
接

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
南
京
在
住
者
た
ち
と
龍
虎
山
張
天
師
府
と
の
婚
姻
関
係
が
加
わ
っ
た

こ
と
で
、
南
京
に
お
け
る
道
教
的
雰
囲
気
が

一
層
濃
厚
に
な
っ
た
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な

く
、
南
京
は
呉
偉
の
よ
う
な
道
教
水
墨
画
様
式
に
と
っ
て
恰
好
の
舞
台
と
な
っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
呉
偉
晩
年
の
作
品
が
、

日
増
し
に
狂
奔
な
変
化
へ
と
走
っ
た
の
は
、
彼
個
人

の
生
活
が
日
増
し
に
放
蕩
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
の
ほ
か
に
、
龍
虎
山
に
発
祥
し
南
京
貴

族
の
周
辺
に
付
き
ま
と
う
こ
と
と
な
っ
た
濃
厚
な
道
教
的
雰
囲
気
も
、
そ
れ
に
不
可
欠
な

背
景
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
南
京
に
お
け
る
道
教
水
墨
画
様
式
の
流
行
は
、
南
京
文
化
界
に
お
い

て
貴
族
の
勢
力
が
日
ご
と
に
没
落
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、

一
六
世
紀
中
頃
に
は
徐
々
に
萎

縮
し
て
い
っ
た
。
こ
の
頃
、
新
興
の
文
人
た
ち
が
徐
々
に
南
京
文
化
の
主
導
権
を
握
る
よ

う
に
な
る
。
彼
ら
が
認
め
た
芸
術
様
式
と
は
、
蘇
州

ω
C
N
F
。
に
の
文
徴
明
巧
O
D

N
E
D
E
E
m
が
長
期
に
わ
た
っ
て
営
ん
で
き
た
、
清
雅
で
行
情
的
な
も
の
に
こ
だ
わ
っ
た

文
人
様
式
で
あ
り
、
粗
放
で
誇
張
的
な
変
化
を
求
め
る
道
教
水
墨
画
様
式
と
は
、

ほ
と
ん

ど
完
全
に
背
馳
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
且
ハ
偉
の
よ
う
に
「
仙
」
字
を
号
に
用
い
た
画
家
た

ち
が
、
そ
の
後
、
南
京
の
上
流
社
会
で
積
極
的
な
支
持
を
得
る
こ
と
は
そ
う
容
易
で
は
な

く
な
っ
た
。
こ
う
し
た
情
況
の
変
化
は

一
五
五
五
年
頃
、
蘇
州
の
文
人
や
郷
紳
階
級
が
倭

(
お
)

冠
の
侵
害
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
大
挙
し
て
南
京
に
移
住
し
て
か
ら
、
さ
ら
に
深
刻
化
し
れ
匂

こ
れ
以
降
、
南
京
文
化
の
主
導
権
は
、
日
増
し
に
龍
虎
山
教
区
か
ら
隔
絶
し
、
そ
れ
に
つ

れ
て
、
道
教
水
墨
画
様
式
と
い
わ
ゆ
る
漸
派
様
式
全
体
の
勢
力
も
、

日
増
し
に
萎
縮
し
て

四

い
っ
た
。
陳
子
和
は
画
技
に
こ
そ
優
れ
て
い
た
が
、
そ
の
名
が
南
京
地
方
に
広
ま
る
こ
と

276 

は
つ
い
に
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
南
京
全
体
の
文
化
環
境
の
変
革
に
制
限
さ
れ
た
か
ら
だ
ろ

、つ
ノO

現
存
す
る
ご
く
わ
ず
か
な
資
料
か
ら
推
測
す
る
と
、
陳
子
和
は
長
寿
を
保
ち

(少
な
く

と
も
八
三
歳
ま
で
は
生
き
た
)
、
活
躍
時
期
も
正
徳
(
一
五
O
六
j

一
五
二
二

か
ら
嘉
靖

(
一
五
二
二

1
一
五
六
六
)
ま
で
の
二
世
代
に
渡
っ
た
。
彼
の
主
要
な
活
動
範
囲
は
福
建
の

(
担
)

み
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
江
西
東
部

一
帯
に
も
及
ん
で
い
た
か
も

し
れ
な
い
。
陳
子
和
の
限
ら
れ
た
活
動
範
囲
は
ち
ょ
う
ど
、
龍
虎
山
道
教
勢
力
の
衰
退
後
、

こ
れ
と
関
連
す
る
道
教
水
墨
画
様
式
の
流
布
範
囲
が
縮
小
し
た
情
況
と
呼
応
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
様
式
は
、
そ
の
発
祥
地
に
お
い
て
は
何
ら
衰
退
の
痕
跡
を
見
せ
ず
、
な
お
も

陳
子
和
と
匹
敵
し
得
る
画
家
を
何
人
も
輩
出
し
た
。
そ
の
う
ち
作
品
が
現
存
し
、
議
論
し

得
る
画
家
の
筆
頭
は
、
鄭
文
林

NFg向
者

g
E
で
あ
る
。
鄭
文
林
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
参
照
し
得
る
情
報
が
な
く
、
今
日
で
は
、
倭
冠
の
防
御
に
業
績
が
あ
っ
た
蘇
州

の
官
僚
・
任
環
問
自
国

c
g
(一
五
一

九
j

一
五
五
八
)
と
の
交
際
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
鄭
文
林
も
概
略

一
六
世
紀
前
期
か
ら
中
頃
に
か
け
て
活
躍
し
た
画
家
で
あ
っ
た
こ
と

が
推
測
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
鄭
文
林
は
「
顛
仙
」
と
号
し
て
お
り
、
任
環
が

鄭文林〈龍虎図〉対帽のうち

京都国清寺

挿図20
〈龍図〉



彼
の
た
め
に
書
い
た
詩
の
中
で
も
彼
を
「
仙
人
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
、
彼
も
陳
子
和
同

様
、
道
教
信
者
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の

〈
龍
虎
図
〉

(京
都
・
国
清
寺
蔵
)
対
幅
中
の

〈
龍
図
〉
(
挿
図
初
)
に
は
、
水
墨
の
迅
速
な
運
用
が
現

わ
れ
て
お
り
、
龍
が
風
雲
の
中
に
出
没
す
る
「
変
化
之
意
」
を
強
烈
に
表
出
し
、
そ
の
効

果
は
陳
容
や
張
与
材
に
も
増
し
て
強
い
躍
動
感
を
生
み
出
し
て
い
る
。
仮
に
、
こ
の
種
の

絵
は
当
時
の
道
士
が
雨
乞
い
の
た
め
に
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
言
う
人
が
い
た
と
し

て
も
、
と
く
に
不
審
で
は
な
い
。
当
時
の
福
建
に
は
、
例
え
ば
長
楽
県
の
張
士
達
な
ど
、

龍
虎
と
い
う
題
材
を
善
く
す
る
画
家
が
大
勢
い

た
が
、
残
念
な
が
ら
、
今
日
そ
の
作
品
の
多
く

は
散
逸
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
鄭
文
林

の
こ
の
作
品
は
、
そ
の
代
表
と
称
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

日
本
に
現
存
す
る
南

プリンストン大学美術館

宋
時
代
の
牧
鈴
冨
己

凶

筆
と
伝
え

ら
れ
て
しミ

る
若
干
の
龍
虎
図
は
、
そ
の
様
式
上
、
鄭
文
林

の
も
の
と
酷
似
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
期
の

福
建
に
お
け
る
道
教
関
係
の
画
家
た
ち
の
手
に

な
る
か
、
あ
る
い
は
後
世
の
人
が
そ
れ
を
手
本

と
し
て
制
作
し
た
臨
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

(
お
)

と
言
え
よ
う
。

分立
口図人山

山中佐

は
お
お
む
ね
神
仙
と
関
連
し
て
い
た
o

〈
査
中

林

仙
人
図
〉
(
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
美
術
館
、
叶

Z

鄭
ー〉ユ
ζ
5
2
E
-
M
)江
口

n
o
g
D
d
E〈

2
2
q
蔵
、
挿

円
r
L図挿

鄭
文
林
は
人
物
山
水
画
も
描
き
、
そ
の
題
材

図
幻
)
は
、
そ
の
優
れ
た
例
証
で
あ
る
。
こ
の

神

功之
!x-

化

幻

画
巻
は
か
つ
て
襲
聞
の

g間
関
巳
筆
と
表
示
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
人
物
造
形
と
筆
墨
様

式
が
日
本
の
橋
本
家
や
、

ア
メ
リ
カ
の
ケ

l
ヒ
ル
(
リ
§
E
氏
所
蔵
の
鄭
文
林
作
品
と
同
様

(
訂
)

で
あ
る
た
め
、
紛
れ
も
な
い
鄭
文
林
作
品
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
画
に
は
大
量

の
水
墨
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
筆
遣
い
は
迅
速
で
、
単
に
描
線
が
連
続
し
て
急
激
に
転
折

す
る
の
み
な
ら
ず
、
濃
淡
の
墨
色
が
互
い
に
溶
け
合
い
渉
み
合
う
と
い
う
、
陳
子
和
の

〈
蘇
武
牧
羊
図
〉
や

〈
吹
笛
仙
人
図
〉
と
大
い
に
共
通
す
る
表
現
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
は
南
方
の
道
教
水
墨
画
様
式
の
典
型
的
な
演
出
方
法
で
あ
り
、
そ
の
目
指
す
と

こ
ろ
も
ま
さ
に
陳
子
和
が
到
達
し
よ
う
と
し
た
如
く
、
水
墨

の
変
化
技
巧
を
通
じ
て
、

「
仙
気
」
の
本
質
が
存
在
す
る
神
通
変
化
を
感
応
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

龍
虎
山
教
区
で
活
動
し
た
水
墨
画
家
の
う
ち
、
注
目
に
値
す
る
も
う

一
人
の
人
物
は
、

朱
邦
N
F
Z
回

hgm
で
あ
る
。
彼
の

〈
空
山
独
往
図
〉
(
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
美
術
館
蔵
、
挿

図的
μ
)

は
、
人
物
描
写
が
鄭
文
林
に
近
く
、
ま
た
樹
法
は
陳
子
和
に
近
い
。
朱
邦
の
画
は

個
性
的
な
外
観
を
保
持
し
て
い
る
が
、
描
線
や
水
墨
の
使
用
に
お
い
て
は
陳
子
和
や
鄭
文

林
と
類
似
し
て
い
る
。
朱
邦
は
描
線
の
転
折
す
る
緊
迫
し
た
動
き
や
、
墨
色
の
激
烈
な
濃

淡
変
化
を
強
調
し
、
し
か
も
、
ご
く
短
時
間
に
最
大
の
変
化
効
果
を
求
め
る
高
度
な
技
巧

を
表
現
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
様
式
は
、

『明
画
録
」
冨
一
口
阿
国

S

挿図22 朱邦〈空山独往図〉

プリンストン大学美術館

277 

五



美

研

人

Eコ
てT

術

'7't!; 

プし

TH
が
彼
の
様
式
に
つ
い
て
概
括
し
た
「
用
筆
草
草
、
墨
藩
淋
滴
」
と
い
う

一
節
を
ま
さ

に
裏
付
け
て
お
り
、
ま
た
道
教
水
墨
画
様
式
が
彼
に
与
え
た
深
い
影
響
を
も
明
示
し
て
い

る
。実

際
、
朱
邦
も
ま
た
本
格
的
な
道
教
信
者
で
あ
っ
た
。
《
空
山
独
往
図
〉
の
図
上
に
は

画
家
本
人
の
印
章
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
印
文
に
は
「
蓬
山
第

一
洞
天
仙
長
」
と
あ
り
、

朱
邦
が
自
ら
を
道
教
第

一
洞
天
の
蓬
莱
忠
ロ
色
色
に
住
む
仙
人
に
擬
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
さ
ら
に
朱
邦
は

〈
老
子
・
釈
迦
図
〉
(
日
本
・
薮
本
家
蔵
)

と
自
署
し
て
お
り
、
こ
れ
は

の
上
に
も
、
「
軒
仙
」

『明
画
録
』
に
記
さ
れ
る
「
酎
駒
道
人
」
の
自
号
と
同
工
異

曲
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
道
教
的
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
彼
が
接
触

し
て
い
た
道
教
の
宗
派
は
、
龍
虎
山
系
統
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
明
画
録
』
に
よ
れ
ば
、

朱
邦
は
龍
虎
山
の
北
二
0
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
新
安
凶

5
2
の
人
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
単
に
彼
の
本
籍
を
指
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
も
考
え
得
る
。
朱
邦
の

〈
早
朝
図
〉

(大
英
博
物
館

F
E各
冨

5
2
5
蔵
)
に
は
、
「
朱
邦
之
印
」
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上

に
「
豊
渓
」
と
い
う
自
署
が
あ
る
。
曲一旦
渓
司

g
m
凶
は
朱
邦
の
名
号
で
は
な
く
、
江
西
東

部
の
上
鏡

ω宮口
m
g。
附
近
を
流
れ
る
河
川
の
名
称
で
あ
る
。
こ
の
川
は
、
江
西
と
福
建

と
の
境
界
に
あ
る
山
岳
地
帯
を
源
流
と
し
、
陳
子
和
の
郷
里
・
浦
城
の
す
ぐ
傍
を
流
れ
、

ま
た
龍
虎
山
地
域
か
ら
江
南
へ
移
動
す
る
際
に
は
必
ず
通
る
川
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
朱
邦
は
こ
の
地
域
で

一
定
期
間
を
過
ご
し
た
こ
と
が
あ
り
、
龍
虎
山
道
教
と
さ
ら
に

密
接
な
関
係
を
築
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
画
風
が
陳
子
和
や

鄭
文
林
と
同
調
で
あ
る
の
も
、
理
解
し
難
く
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

朱
邦
が
実
際
に
新
安
と
豊
渓
と
の
聞
を
往
来
し
た
道
教
信
者
の
画
家
で
あ
っ
た
な
ら

ば
、
そ
の
存
在
は
、
新
安
と
龍
虎
山
地
域
に
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
密
接
な
関

係
が
あ

っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
。
様
式
か
ら
み
る
と
、
朱
邦
の
道
教
水
墨

画
様
式
は
、
そ
の
頃
の
新
安
画
壇
に
お
い
て
も
、
決
し
て
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

一ム
ハ

彼
の

「
用
筆
草
草
、
墨
溶
淋
病
」
と
い
う
作
風
は
、
彼
と
同
郷
の
画
家
で
あ
る
迂
肇

278 

司
自
問

N
5
0
の
作
品
に
も
認
め
ら
れ
る
。
注
肇
は
伝
世
作
品
が
比
較
的
豊
富
で
、
そ
の

多
く
が
同
質
の
様
式
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
最
高
傑
作
と
称
す
べ
き
作
品
は
、

《
起
蚊
図
〉
(
北
京
故
宮
博
物
院
蔵
、
挿
図
的
ω
)
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
は
、
奔
放
怒
意
な

墨
法
と
、
強
く
素
早
い
筆
触
が
備
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
人
物
と
蚊
龍
の
造

形
に
も
卓
越
し
た
描
写
技
法
が
現
れ
て
お
り
、
随
所
に
陳
子
和
や
鄭
文
林
と

一
致
す
る
創

作
上
の
配
慮
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
道
教
水
墨
画
様
式
に
分
類
す
る

こ
と
も
、
極
め
て
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
迂
肇
は
「
仙
」
字
を
使
用
し
た
字
号
こ
そ
な
い
が
、
彼
も
符
呪
数
術
を
尊
ぶ
道
教

信
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
朝
晩
期
の
新
安
の
画
家
で
あ
り

(
位
)

評
論
家
で
も
あ
っ
た
倉
景
鳳

N
F
g
]百
位

g
肉

(一

五
二
八
1
一
六
O
二
)
は
か
つ
て
、
注

肇
を
彼
の
従
兄
弟
・

倉
景
宣

N
F
S
担
ロ
官

E
D
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
報
じ
て
い
る
。偉一一

景
宣
は
画
技
が
巧
み
で
あ
っ
た
ほ
か
、
「
善
談
玄
虚
、
亦
精
天
文
遁
甲
六
壬
」
の
術
士
で

も
あ
っ
た
。
迂
肇
が
「
好
神
仙
」
で
あ
っ
た
か
ら
に
は
、
彼
は
倉
景
宣
か
ら
画
技
だ
け
で

な
く
、
道
教
信
者
が
修
得
す
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
こ
の
種
の
道
術
を
も
学
ん
だ
に
違
い

な
い
。
以
上
を
鑑
み
る
に
、
在
肇
の
水
墨
様
式
は
、
そ
の
道
教
的
背
景
と
密
接
に
関
わ
っ

挿図23 i王肇〈起蚊図〉
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て
お
り
、
陳
子
和
や
朱
邦
ら
と
ま
さ
に
同
じ
類
型
に
属
し
て
い
る
。
当
時
の
新
安
地
方
に

迂
肇
、
朱
邦
の
よ
う
な
画
家
が
ど
の
程
度
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
日
残
存
す
る
文
献

か
ら
詳
し
い
情
報
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
彼
ら
二
人
を
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
龍
虎
山
道
教
の
水
墨
画
様
式
が
、
近
隣
地
域
に
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
影

響
を
確
か
に
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
を
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
は
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き

た
で
あ
ろ
う
。

福
建
と
江
西
東
部
を
中
心
と
す
る
龍
虎
山
教
区
で
は
、

一
六
世
紀
の
半
ば
頃
ま
で
道
教

水
墨
画
様
式
が
盛
ん
に
実
践
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
も
徐
々
に
南
京
と
同
じ

運
命
に
臨
む
こ
と
に
な

っ
た
。
例
え
ば
陳
子
和
の
在
住
し
た
福
建
の
場
合
、
上
層
階
級
の

士
大
夫
ら
は
、

一
六
世
紀
後
期
頃
に
は
、
既
に
芸
術
方
面
に
お
い
て
江
南
文
人
の
風
潮
に

浸
っ

て
い
た
。
絵
を
習
う
人
の
多
く
は
も
は
や
沈
周

ω
宮
ロ

N
E
C
、
文
徴
明
や
唐
寅

H
，

g
m
出
口
な
ど
の
典
雅
な
気
質
を
学
ぶ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
よ
り
や
や
早
い
時
期
に
貴

ば
れ
た
二
米
や
方
従
義
の
様
式
に
対
し
て
は
、
明
ら
か
に
以
前
の
よ
う
な
強
い
興
味
を
示

さ
な
く
な

っ
て
い
た
。
芸
術
評
論
に
お
い
て
も
、
福
建
の
文
人
は
基
本
的
に
江
南
の
復
古

観
念
に
同
調
し
、
過
去
の
間
人
評
芸
と
全
く
違
う
立
場
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

五
O
O
年
の
直
前
、
青
田
の
有
名
な
儒
者
・
周
瑛
N
}
H
E
M--
D
m

(
一
四
六
九
年
の
進
士
)

挿図24 呉彬〈羅漢図} 1601年
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は
、
論
を
立
て
る
に
あ
た
っ
て
、

い
ま
だ
「
変
化
」
を
絵
画
の
主
要
任
務
と
し
て
い
た
。

の
内
容
と
は
、
「
将
濃
而
淡
、
将
顕
而
隠
」
で
あ
り
、
そ
れ

(
判
)

は
ま
さ
に
当
時
盛
ん
で
あ
っ
た
道
教
水
墨
画
様
式
と
完
全
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
彼
の
言
う
「
変
化
」

し
か
し

一
六
O
O
年
頃
、
長
楽
の
名
士
・
謝
肇
湖
凶
5
N
F
g
N
Z
(
一
五
六
七

1
一
六
二
四
)

が

「五
雑
組
』
者
c
N
M凶

N
C
に
著
し
た
考
え
方
は
、
既
に
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
た
。

彼
は
「
変
化
」

の
意
に
富
ん
だ
道
教
水
墨
画
様
式
を
非
常
に
軽
蔑
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け

に
、
陳
子
和
や
鄭
文
林
な
ど
の
画
家
を
「
今
之
画
者
、
動
日
取
態
、
堆
墨
、
努
斧
、
僅
得

崖
略
、
謂
之
遊
戯
子
墨
則
可
耳
」
と
言
い
、
彼
ら
を
た
だ
「
気
格
卑
下
己
甚
」
で
あ
る
戴

進
に
す
ら
及
ば
な
い
匠
人
に
過
ぎ
な
い
、
と
評
し
た
。
謝
肇
糊
に
と
っ
て
、
絵
画
と
は

(
必
)

「
必
欲
詣
境
造
極
、
非
師
古
不
得
也
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

謝
肇
制
の
考
え
で
は
、
青
田
の
画
家
、
旦
ハ
彬
者
戸
回
5
こ
そ
、
全
聞
に
お
い
て
董
其
昌

に
匹
敵
し
得
る
唯

一
の
大
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
と
り
わ
け
呉
彬
の
人
物
画
を
こ
の
上
な
く

尊
敬
し
、
且
つ
崇
拝
し
て
い
た
が
、
そ
の
論
拠
は
今
日
の
美
術
史
家
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

(
M
W
)
 

彼
は
呉
彬
の
精
妙
な
と
こ
ろ
は
す
べ
て
「
従
顧
陸
探
討
得
来
」
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

我
々
が
彼
の
主
張
に
同
音
訓
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、
陳
子
和
と
鄭
文
林
の
面
影
が
、
旦
ハ
彬
が

一
六
O
一
年
に
制
作
し
た

〈
羅
漢
図
〉
(
台
北
故
宮
博
物
院
蔵
、
挿
図
M
)
に
も
は
や
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
、
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

注(I
)

明
代
に
お
け
る
福
建
の
発
展
に
つ
い
て
は
虫
ロ
m
EE
Z
P
豆
一
宮
是
ミ
ミ
.MNhRSと
お
守
名
町
立
足

〔
リ
h
N
S
Q

・-
k

占
的
、
常
門
的
矢
加
。
R
Q
N
h
h
S
凡
な
苧
J

N
匂
仇
句
a
N

山口』
(
Z
0
4〈
J

へO
『
宵
一
円
。

]
Z
H
H
M
σ
E
C
Eぐ

q
a
q司
「

2
タ

H

申。N
)

・。}
)
-
N
ω
hp
'
ω
P
N
ω

∞ム
0

・N
hR
V
U
0
・

お
よ
び
、
朱
維
幹

『福
建
史
稿
」
下
冊

(福
州
・
福
建
教
育
出
版
社
、

一
九
八
四
年
)
三
j

一
一
一
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(2
)

民
間
道
教
が
中
国
文
学
や
音
楽
、
戯
曲
な
ど
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
多
く

の
現
代
学
者
が
論
及
し
て
い
る
。
文
史
知
識
編
輯
部
編

「道
教
与
伝
統
文
化
』
(
北
京
・
中
華
書
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プL

局、

一
九
九
二
年
)

一
O
五
l

六
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
3
)

斯
派
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
最
も
重
要
な
専
門
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

鈴
木
敬
「
明
代
絵
画
史
研
究
・
漸
派
」
(
東
京
・
木
耳
社
、

一
九
六
八
年
)
O

Y
B
g
n
§
E
-
Eミ
ミ
h
ミ
雪
量
ミ
角
。

s。除
Z
2
5昇
一
巧

g
F
q
E
y
s
a
)・

穆
益
勤
『
明
代
院
体
漸
派
史
料
」
(
上
海
・
人
民
美
術
出
版
社
、

一
九
八
五
年
)
O

E
岳
民
・
己
∞
ω
B
E
-
-
M
M
Q
S芯
ヨ
ミ
.S内
の
司
令
ミ
ミ
s
h
(ロ
包
宮
内
吋
宮
口
ω--g
冨
5

2
ヨ
え
〉
HAW

一
戸
也
市
出
)
・

(
4
)
E
n
F
ω
『ι
∞
R
口町何回同・
F

冬
-ntFbu・ω
N
中
N
吋
・

(
5
)

こ
の
図
に
関
す
る
詳
細
な
解
説
は
、

Ea}互
の
Z
F
M
Rミ
ミ

E
F
Mコ
と
勾
ミ
。
ミ
ミ
ミ
&
芯

可
hNKVHV(リミ白鳥ミ
S
ミ
(
U
E
S
宮
町
、
ミ
ミ
s
h
(司
y
g
D
W一
宮
足
。
ロ
宵
〉
同
・
H
Z
5
2
2・
5
2
)
w
七
-H∞
を
参

照
さ
れ
た
い
。
当
図
録
の
中
で
は
画
中
の
仙
人
を
八
仙
の
中
の
藍
采
和
と
称
し
て
い
る
が
、
そ

の
図
像
が
ま
だ
明
確
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
本
文
で
は
こ
の
作
品
を
「
吹
笛
仙
人
図
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
日
本
の
画
家
・
狩
野
探
幽
は

一
六
六
七
年
に
こ
の
陳
子
和

〈
吹
笛
仙
人

図
〉
の
縮
図
を
制
作
し
て
い
る
。
文
人
画
研
究
所
編
「
探
幽
縮
図
」
(
尼
崎
市
、
薮
本
荘
五
郎
、

一
九
八
六
年
)
九
O
頁。

よ
っ
て
、

〈吹
笛
仙
人
図
〉
は
完
成
後
間
も
な
く
日
本
に
渡
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。
探
幽
に
関
す
る
資
料
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
京
都
国
立
博
物
館
・
西
上
実
氏
に

深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
る
。

(6
)

鈴
木
敬

「中
国
絵
画
史
』
中
之

一
(
東
京
・
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
四
年
)

二
O
四
|
八
頁
。

豆
員
円
。
。
『
『
ゆ

M
d
お
む
さ
ミ
可
日
誌
町
内
3
ミ
g
s
h
N
(。
見
。
丘
一
旦
包
含
口
問
)
お
ωω
・
HU∞
C)
・
3
・
丘
中
巴
を

参
照
。

(7
)

朱
謀
霊
「
画
史
会
要
」
(
四
庫
全
書
珍
本
二
集
、
台
北
・
商
務
印
書
館
、

一
九
七

一
年
)
巻
四
、

六
回
頁
。

(
8
)

東
京
国
立
博
物
館
「
元
代
道
釈
人
物
画
』
(
東
京

・
東
京
国
立
博
物
館
、
一
九
七
七
年
)
八
九

ー
九
O
頁。

回
忌
R
仏
国
山
「
ロ
}
】
ω
2
・
冬
・
丘
町
・
己
-
H
O
吋・

(9
)

当
g

g
口
問
ミ
-
R
W
Hさ
b
h
a
ミ
.H芝
ミ
3
h
H
(
P
E
2
Z
R
吋
宮
〉
H
A

冨
5
2
g
-
F
E
S
Zロ

己巳〈ぬ「
ω-qwHC∞
hF)wU七
・
ロ
中
ω
吋・

(
叩
)
湯
量
「
古
今
画
鑑
」
(
『
中
図
書
画
全
書
」
第
二
冊
所
収
、
上
海
・
上
海
書
画
出
版
社
、

一
九

九
二
年
)
八
九
八
頁
。

(日
)

注

叩
の
前
掲
書
。

(
ロ
)
李
楳
貞
修

・
梅
彦
駒
等
編
「
浦
城
県
志
」
(
稀
見
中
園
地
方
志
嚢
刊
、
北
京
・
中
国
書
庖
、
一

九
九
二
年
)
巻
八
、
一

三
頁
上
。

(
日
)
巧

g
司
。
口
問
自
己
富
良
巧
。
=
固
め
釦
『
p
'凶
凡
な
ミ

3
ミ
ミ

(
z
g司
吋

2
r一同，
y
o
冨

2
3
3
-
Eロ

冨ロ
ω
虫
回
目
。
同
〉
2
・
5
∞N
)
・同)円)・

ωc'ω
印・

人

一
九
七
七
年
)
巻
三
、
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(
凶
)
周
障
『
金
陵
頑
事
』
(
筆
記
小
説
大
観
、
台
北
・
新
興
書
局
、

頁
。

(
日
)
『
皇
明
恩
命
世
録
」
(
「
正
統
道
蔵

・
続
道
蔵
』
第
二
九
冊
所
収
、
京
都
・
中
文
出
版
社
、

八
六
年
)
巻
七
、

二
五
二
三
三
頁
。

(
凶
)
注
3
の
穆
益
勤
前
掲
書
、
五
四
頁
。

(
口
)
明
代
皇
帝
の
道
教
信
仰
に
つ
い
て
は
、
楊
啓
樵
「
明
代
諸
帝
之
崇
尚
方
術
及
其
影
響
」
(
『
明

代
宗
教
」
所
収
、
台
北
・
学
生
書
局
、

一
九
六
八
年
)

二
O
三

|
九
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
国
)
注
目
参
照
。

(
四
)
董
天
工
「
武
夷
山
志
」
(
台
北
・
成
文
出
版
社
、

一
九
七
四
年
)
巻

一
八
、
七
頁
下

1
八
頁
上
、

一二
頁
上
j
一
五
頁
上
。

(
却
)
張
宇
初
「
金
野
惹
伝
」
『
腕
泉
集
』
巻
四
(
『
正
統
道
蔵
」
第
二
七
冊
所
収
)
二
四

O
八

六

|

八
七
頁
。

富
山
凶
司
の
自
己
ロ

q
Z巴
]
]
¥
否
。
CDEEω
え
号
。

-
B目
。
ユ
包
ω一
叶
『
角
川
口
貯
自
己
司
包
ロ
巴
ロ
向
。
町

一司
mgm

叶
ωJEmB一.
3
(

司『・ロ・口一
ωω-wJE『
己
巳
〈
ぬ
「
ω一門
F
S∞
H)
・。。・

hFHム。・

(
幻
)
衷
表

・
馬
焚
編
『
間
中
十
子
詩
」
(
四
庫
全
書
珍
本
、
台
北
・
商
務
印
書
館
、
一
九
七
一
年
)

巻

一
五
、
五
頁
上
j
下
。

(
辺
)
注
幻
の
前
掲
書
。

(
お
)
徐
邦
達
「
准
安
明
墓
出
土
書
画
簡
析
」
(
「
文
物
」
一
九
八
七
年
三
期
)
一
ム
ハ
|
一
八
頁
。

鏡
宗
願
「
准
安
明
墓
出
土
的
張
天
師
画
」
(
『画
額
|
国
画
史
論
集
』
、
台
北
・
時
報
文
化
出
版

社
企
業
有
限
公
司
、

一
九
九
三
年
)
三
七
九
l

八

一
頁
。

し
か
し
、
上
記
の
二
編
と
も
鄭
均
と

〈撤
蘭
図
〉
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
何
ら
推
論
を
し
て

し
な
し
。

(
M
)

注
7
の
朱
謀
霊
前
掲
書
、
巻
四
、
八
六
頁
上
。

(
お
)
図
版
は
江
蘇
省
准
安
県
博
物
館
「
准
安
県
明
代
王
鎮
夫
婦
合
葬
墓
清
理
簡
報
」
(
『
文
物
』
一

九
八
七
年
三
期
)

一二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
図
版
は
「
中
国
美
術
全
集
」
絵
画
編

・
第
六
集
(
上
海

・
人
民
美
術
出
版
社
、

一
九
八
八
年
)

三
O
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(幻
)
夏
主
の
別
作
は
、
注
お
の
前
掲
書
、

三
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
お
)
徐
邦
達
は
一
四
四
六
年
以
降
の
作
と
主
張
し
て
い
る
(
注
お
の
徐
前
掲
論
文
、
一
八
頁
)
。
し

か
し
、
徐
氏
は
李
在
の
没
年
を

一
四
コ
二

年
と
し
て
お
り
、
李
在
も
ま
た
親
し
く
鄭
均
に
絵
を

贈
っ
て
い
る
の
で
、
鄭
均
が
こ
れ
ら
の
画
作
の
収
集
を
始
め
た
時
期
は
、

一
四
三
O
年
頃
か
ら

だ
ろ
、
っ
。

(却
)
注
目
の
前
掲
書
、
巻
五
、

二
五
二
二
九
|
三

O
頁
を
参
照
。

一
一一一一一一九



(
ぬ
)
注
目
の
前
掲
書
、
巻
七
、
二
五
二
三
三
l

三
四
頁
。

(訂
)
石
守
謙
「
明
代
絵
画
中
的
帝
王
品
味
」
(
「
文
史
哲
学
報
」
第
四
四
期
、

二
六
l

二
九
頁
。

(
犯
)
注
目
の
前
掲
書
、
巻
七
、
八
、
九
、
二
五
二
三
三
、
二
五
二
三
五
、
二
五
二
三
八、

二
五
二

四
O
頁。

(お
)
ω
F
gゐ
E
B
ω
E
F
J
t。
E
E
R告。
E
E巴
口
問
。
同
m，

Eω
可
己
注
巴
R
E
E一
H
4
5
4そ
g
n
z
oロ叩

日
吉
岡

ω
q
-
Z
D
F
o
ω
E
2
z
y
n
g
zミ
¥
‘
吉
当
日
ω『円山』・可。件。
3
8
ミ
・
ミ
・
包
ω-wMコ
君
、
。
さ
ミ
ミ

〔
り
ミ
雪
之
~hHRh札

2
3
n
P
3
2町
内
三
宮
司
丘
町
な
ぎ
ミ
(
出
。
ロ
問
問
。
ロ
明
、
H，

Fめ
nFFロ
2
0
巴
巳
〈
め
「
ω-q

司
吋
角
川

ωωw
一戸市
WCh肝)・℃℃
-Nωω
。
ω∞・

(
弘
)
古
原
宏
伸
「
陳
子
和
筆
高
士
観
爆
図
」
(
「
国
華
』
九
一
八
号
、
一
九
六
八
年
九
月
)
二
八
頁
。

湊
信
幸
「
陳
子
和
に
つ
い
て
」
(
「
M
U
S
E
U
M
』
三
五
三
号
、
一
九
八

O
年
八
月
)
一
四
頁
。

(お
)
近
藤
秀
実
「
鄭
顛
仙
資
料
」
(
「
M
U
S
E
U
M
』
四
二
八
号
、

一
九
八
六
年

一一

月
)

二
六

ー
三
二
頁
。

(
お
)
例
え
ば
牧
諮
〈
龍
虎
図
》
対
幅
(
京
都
・
大
徳
寺
蔵
)
が
、
こ
の
種
の
作
品
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
。

(

幻

)

』

ω
B
g
h
m
w
E
=
-
s・
江
戸
己
匂

-HωNEωω
・

(
認
)
朱
邦
と
鄭
文
林
の
様
式
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
問
。
号
ユ
兵
君
主
丘
一
己

p
a
d
F
O
∞
与
。
。
-

H
d
E
E
m丘
三
宮

一∞ユ巴
ω
F
Z
5
2
5・3

豆、町ミミ
s
h
g
足。
h
a
s
p
〈。}・何回〈・

5
・∞
ωC(冨

a・

5
吋
G
・u-N∞
ω
・
お
よ
び
鈴
木
敬
『
李
唐
・
馬
遠
・
夏
珪
』
(
『
水
墨
美
術
大
系
』
第
二
巻
、
東

京
・
講
談
社
、
一
九
七
三
年
)

一
六
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(お
)
徐
泌
「
明
画
録
」
(
美
術
叢
書
、
上
海
・
神
州
国
光
社
、

一
九
二
八
年
)

二
六
頁
。

(ω)
こ
の
図
は
未
公
開
で
あ
る
。
こ
の
作
品
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
京
都
国
立
博
物
館
・
西
上
実

氏
に
深
く
謝
意
を
表
す
る
。

(
4
)

巧
E
B巳門
y
§
-
q
p
u
℃

-N8・

(
位
)
倉
景
鳳
に
関
し
て
は
、
西
上
実
「
丁
雲
鵬
の
衣
摺
表
現
に
み
る
唐
宋
回
帰
」
(
『
大
和
文
華
』

八
六
号
、

一
九
九
三
年
九
月
)
四
九
l

五
四
頁
を
参
照
。
倉
景
鳳
の
生
没
年
も
、
西
上
実
氏
が

新
た
に
一訂
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(必
)
倉
景
鳳

『明
弁
類
函
』
(
一
六
三
二
年
刊
、
東
京
・
内
閣
文
庫
蔵
)
巻
四

一
、
一
九
頁
上
、
巻

六
回
、
二
一
頁
上
。
こ
れ
ら
二
つ
の
資
料
を
ご
教
示
頂
い
た
西
上
実
氏
に
謝
意
を
表
す
る
。

(
組
)

周

瑛
「
画
評
」
「
翠
渠
摘
稿
』
(
文
淵
閣
四
庫
全
書
、
台
北

・
商
務
印
書
館
、

一
九
八
三
年
)

巻
四
、
三
四
頁
上
j
下
。

(
伍
)
謝
肇
糊
「
五
雑
組
』
(
筆
記
小
説
大
観
、
台
北

・
新
興
書
局
、

上
、
三
三
頁
上
。

一
九
九
三
年
二
月
)

一
九
七
五
年
)
巻
七
、
二
一
頁

神

苅主
5c.. 

化

幻

(
必
)
向
上
、
二
二
頁
上
j
下
。
現
代
美
術
史
家
の
呉
彬
に
対
す
る
異
な
っ
た
観
点
に
つ
い
て
は
、

Y
E
g
n笹
山
]
]
句
同
出
向
む
な
円
。
ミ
ミ
ミ
ミ
尽
き

q。
写
。
除

Z
2
J
S『
片
巧
g
p
q
E
Y
5
8
・℃℃・

口
φ
∞0
・
M2宮
内
。
き
も
止
な
お
h
~

・Hき
RNhhw((リ

ω自
σユ門田向。
一
国
民
」
昌
三
巴
巳
〈
め
「
ω
-
q
p・2
P
S∞
N)
・℃℃
・
吋(
Y

HC印
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
国
立
故
宮
博
物
院
、
国
立
台
湾
大
学
)
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