
宋
代
の
山
水
画
論
に
つ
い
て

絵
画
は
写
実
的
で
あ
る
と
、
そ
う
で
な
い
と
を
問
わ
ず
、
い
く
つ
か
の
構
成

要
素
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
点
で
、
抽
象
的
と
い
え
る
。
人
物
画
で
は

人
物
が
、
山
水
画
で
は
樹
木
や
石
や
水
が
主
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
も
輪
郭
線
で
形
ど
ら
れ
た
図
形
と
い
う
点
で
、
や
は
り
抽
象
的
な
も
の
で
あ

る
。
蓋
し
輪
郭
線
、
あ
る
い
は
一
般
に
線
な
ど
と
い
う
も
の
は
現
実
に
は
存
在

し
な
い
、
我
々
の
感
覚
と
精
神
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
抽
象

的
で
あ
る
。
中
世
絵
画
は
人
物
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
る
空
間
と
時
間
を
構
成
す

る
。
近
世
絵
画
は
樹
木
と
石
と
水
と
に
よ
っ
て
あ
る
情
景
を
構
成
す
る
。
近
世

絵
画
に
あ
っ
て
は
人
物
も
こ
の
よ
う
な
情
景
の
空
間
と
時
間
の
中
に
登
場
す

る
。
と
こ
ろ
で
輪
郭
線
す
な
わ
ち
線
描
に
は
画
く
人
の
気
持
が
反
映
し
て
速
度

や
肥
痩
や
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
物
の
形

に
も
線
を
通
し
て
画
く
人
の
気
持
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
画
く
人
の
気
持

は
、
そ
の
人
が
画
こ
う
と
す
る
対
象
（
具
体
的
な
対
象
が
な
い
場
合
で
も
幻
想

的
対
象
）
か
ら
受
け
と
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
構
成
要
素
お
よ
び
そ
れ
ら
に

よ
る
構
成
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
る
人
に
よ
る
対
象
（
絵
画
）
が

宋
代
の
山
水
画
論
に
つ
い
て

’ 
ヽ

成
立
す
る
の
で
あ
る
。

宋
代
は
山
水
画
の
さ
ま
ざ
ま
な
構
成
要
素
が
出
揃
っ
た
時
代
で
あ
り
、
し
か

も
そ
れ
に
無
数
の
変
化
と
個
性
を
与
え
る
た
め
の
線
描
（
及
び
線
描
を
否
定
す

る
跛
法
や
墨
法
）
の
多
様
性
が
生
ま
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
こ
に
成

立
す
る
情
景
も
複
雑
で
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
山
水
画
の
構

成
要
素
と
技
法
と
構
図
は
宋
代
に
は
出
揃
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
人

物
画
も
、
人
物
の
背
景
と
な
る
山
水
画
の
構
成
要
素
の
―
つ
で
あ
る
人
物
を
画

く
も
の
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
宋
代
に
つ
づ
く
元
・
明
・
清
・
現
代
の
各
時
代

は
、
宋
代
に
出
揃
っ
た
山
水
画
の
構
成
要
素
・
技
法
・
構
図
を
絵
画
的
文
化
と

し
て
継
承
し
、
そ
れ
ら
の
表
現
可
能
性
を
す
べ
て
利
用
す
る
と
と
も
に
、
更
に

自
由
に
変
形
を
加
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
中
国
の
山
水
画
は
た
し
か
に
中

国
人
の
自
然
感
情
あ
る
い
は
世
界
観
の
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
筆
墨
技
法
に

よ
っ
て
新
た
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
じ
自
然
か
ら
無
数
の
情
景
が
生

ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

山

岡

七
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北
宋
の
画
家
郭
熙
の
山
水
画
論
で
あ
る
「
林
泉
高
致
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

テ
キ
ス
ト
は
湖
南
美
術
出
版
社
の
「
宋
人
画
論
」
（
二
0
0
0
年
四
月
、
熊
志

庭
、
劉
城
淮
、
金
五
徳
謁
注
）
所
収
の
も
の
（
「
四
庫
全
書
」
本
を
も
と
に
愈
剣

華
の
「
中
国
画
論
類
編
」
を
参
照
し
た
も
の
）
を
利
用
し
た
。
こ
の
「
林
泉
高

致
」
は
序
、
山
水
訓
、
画
意
、
画
訣
、
画
題
、
画
格
拾
遺
、
画
記
、
許
光
凝
の

跛
か
ら
成
る
。
ま
ず
許
光
凝
の
跛
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

翰
林
の
郭
公
は
字
は
淳
夫
、
河
陽
温
県
の
人
で
あ
る
。
生
ま
れ
つ
き
常
人
と

異
な
る
天
性
が
あ
り
、
オ
の
爽
な
る
こ
と
（
オ
気
）
は
常
人
を
超
え
て
い
た
。

父
母
に
は
孝
、
家
庭
で
は
睦
ま
じ
く
、
郷
里
に
あ
っ
て
は
節
儀
を
重
ん
じ
気
概

を
尊
び
、
受
け
答
え
は
慎
重
で
誰
と
で
も
交
友
を
結
ぶ
と
い
う
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
自
然
と
田
園
生
活
を
好
み
、
誰
に
教
わ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ

た
が
、
細
か
な
技
術
は
非
常
に
精
致
で
、
友
人
達
が
彼
の
画
を
欲
し
が
っ
た
の

で
、
次
第
に
評
判
に
な
っ
て
い
っ
た
。
成
人
し
て
か
ら
は
高
官
や
責
人
か
ら
か

わ
る
が
わ
る
お
召
し
が
あ
っ
た
の
で
、
毎
日
休
む
暇
が
な
か
っ
た
。
そ
の
事
が

神
宗
皇
帝
の
耳
に
入
り
、
呼
ば
れ
て
翰
林
院
に
入
り
、
神
宗
の
知
遇
を
受
け
、

天
下
第
一
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
（
許
光
凝
）
は
代
々
洛
陽
に
住
ん

で
居
る
が
、
私
の
父
と
郭
熙
と
は
仕
官
以
前
の
古
く
か
ら
の
な
じ
み
で
あ
っ
た

の
で
、
私
は
子
供
の
頃
か
ら
郭
煕
の
名
声
を
知
っ
て
お
り
、
彼
の
行
動
を
熟
知

し
て
い
た
。
去
年
、
私
は
朝
廷
よ
り
任
命
さ
れ
て
成
都
の
長
官
と
な
り
、
又
、

郭
熙
の
子
息
の
郭
思
と
交
滸
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
郭
熙
の
文
集

（

一

）

を
看
る
こ
と
が
で
き
た
。
郭
熙
が
保
存
し
て
い
た
嘉
祐

(
1
0
5
6ー

1
0
6
3

仁
宗

時
）
、
治
平

(
1
0
6
4ー

1
0
6
7
英
宗
時
）
、
元
豊

(
1
0
7
8ー

1
0
8
5
神
宗
時
）
以
来

の
高
官
・
貴
人
や
大
学
者
の
詩
歌
や
賛
記
、
そ
し
て
郭
熙
が
平
素
論
じ
て
い
た

細
か
な
技
術
の
規
則
や
方
式
が
、
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
に
文
集
に
あ
ふ
れ
て
い
る

の
を
見
て
、
こ
の
文
集
を
「
郭
氏
林
泉
高
致
」
と
名
づ
け
た
。
そ
こ
に
は
郭
煕

の
か
く
れ
た
立
派
な
人
格
や
、
す
ぐ
れ
た
行
為
や
、
神
宗
に
よ
る
奨
励
や
好
遇

に
至
る
ま
で
、
そ
し
て
郭
熙
が
知
遇
を
得
た
天
下
に
名
高
い
す
ぐ
れ
た
高
官
・

貴
人
・
士
大
夫
を
く
わ
し
く
載
せ
て
あ
る
。
こ
れ
を
一
覧
す
れ
ば
、
読
む
人
に

ゆ
っ
た
り
と
俗
塵
を
超
越
し
た
心
を
起
こ
さ
せ
、
本
当
に
林
泉
の
高
致
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
郭
思
は
元
豊
年
間
の
太
学
の
枠
に
あ
っ
た
進
士
候
補
者
で
あ

り
、
元
豊
五
年
壬
戌

(
1
0
8
2
)

に
進
士
の
高
等
に
及
第
し
た
。
博
学
多
オ
で
あ

っ
て
、
お
の
づ
か
ら
皇
帝
の
知
遇
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
集
を
読
む
と
、

郭
煕
の
か
く
れ
た
長
所
が
明
か
と
な
り
、
履
歴
を
述
べ
る
こ
と
に
も
な
る
が
、

そ
れ
は
ま
た
、
郭
熙
の
立
派
な
人
格
を
よ
く
論
ず
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

郭
煕
の
孫
た
ち
も
人
目
に
た
つ
頭
角
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
文
章
の
才
能
も
あ

る
。
郭
氏
一
門
の
繁
栄
は
前
途
洋
洋
た
る
も
の
が
あ
る
。

時
に
政
和
七
年

(
1
1
1
7
)

四
月
二
十
一
日
。
中
大
夫
翰
林
学
士
兼
修
国
史
賜

紫
金
魚
袋
河
南
許
光
凝
書
。

許
光
凝
の
跛
に
よ
れ
ば
、
郭
熙
は
、
中
央
の
官
学
で
教
育
を
受
け
た
画
家
で

は
な
く
、
在
野
の
画
家
で
自
力
で
工
夫
努
力
し
て
名
手
と
な
り
、
遂
に
皇
帝
の

寵
愛
を
受
け
る
に
至
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
郭
熙
の
画
風
の
本
質
に
も

関
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
子
の
郭
思
は
、
父
の
努
力
と
栄
達
を
ま
の
あ
た

七
八



宋
代
の
山
水
画
論
に
つ
い
て
（
一
）

り
に
し
て
遂
に
高
官
と
な
っ
た
が
、
父
を
想
う
心
が
厚
く
、
父
の
日
頃
の
言
動

や
そ
の
遺
稿
や
遺
作
か
ら
「
林
泉
高
致
」
を
編
集
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
い
で
郭
思
が
父
の
事
迩
を
記
録
し
た
「
画
記
」
に
つ
い
て
。

私
（
郭
思
）
の
家
に
先
子
（
郭
熙
）
が
手
づ
か
ら
記
し
た
も
の
が
あ
り
、
次

の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
神
宗
が
即
位
し
た
後
の
庚
申
の
年
（
元
豊
三
年

1
0
8
0
)

二
月
九
日
、
宰
相
の
富
弼
が
河
陽
の
長
官
に
な
り
、
私
（
郭
熙
）
は
皇

帝
の
命
令
を
う
け
て
水
路
で
上
京
し
た
。
そ
し
て
最
初
に
、
三
司
使
の
呉
中
復

に
呼
ば
れ
て
省
庁
の
壁
画
を
画
い
た
。
そ
れ
に
続
い
て
開
封
手
の
部
尤
に
呼
ば

れ
て
府
庁
の
六
幅
の
雪
図
の
屏
風
を
画
い
た
。
次
に
都
水
監
の
長
官
の
張
堅
の

父
の
知
り
合
い
の
延
某
の
た
め
に
、
六
幅
の
松
石
図
の
屏
風
を
画
い
た
。
次
に

呉
正
憲
が
三
司
塩
鉄
副
使
と
な
り
呼
ば
れ
て
官
庁
の
壁
に
風
雪
遠
景
図
の
屏
風

を
画
い
た
。
ま
た
、
諌
院
に
呉
正
憲
の
た
め
に
六
幅
の
風
雨
水
石
図
の
屏
風
を

画
い
た
。
ま
た
、
相
国
寺
の
李
元
済
の
西
壁
の
神
像
の
背
後
に
、
渓
谷
平
遠
図

を
画
い
た
。
次
に
、
皇
帝
の
命
令
で
、
文
宣
．
雀
白
・
葛
守
昌
と
共
に
紫
痕
殿

の
壁
屏
に
画
き
、
次
に
、
符
道
隠
・
李
宗
成
と
共
に
小
殿
の
屏
風
を
画
い
た
。

次
に
、
任
命
を
受
け
て
勾
当
桂
書
院
供
奉
に
任
命
さ
れ
た
。
宋
用
臣
が
皇
帝
の

命
令
を
伝
え
て
、
呼
ば
れ
て
御
書
院
に
赴
き
、
御
前
の
屏
帳
を
画
い
た
が
、
大

小
さ
ま
ざ
ま
で
数
え
き
れ
な
い
程
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
に
命
令
が
下
っ
て
、
特
別

に
御
書
院
芸
学
の
職
を
授
か
っ
た
。
そ
の
時
、
父
母
の
老
年
の
た
め
に
免
職
を

願
い
出
た
が
、
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
休
暇
を
賜
わ
っ
て
親
を
見
舞
う
こ

と
を
願
い
出
る
と
、
願
い
通
り
に
許
可
さ
れ
た
。

ま
た
神
宗
の
命
令
で
秋
雨
図
と
冬
雪
図
の
二
図
を
画
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
抜

七
九

王
に
下
賜
さ
れ
た
。
ま
た
一
丈
四
方
の
大
囲
屏
を
画
き
、
玉
座
の
屏
風
を
二
幅

画
い
た
。
ま
た
秋
景
姻
嵐
図
を
二
幅
画
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
高
麗
に
下
賜
さ
れ

た
。
ま
た
四
時
山
水
図
を
各
二
幅
づ
つ
、
全
部
で
八
幅
画
き
、
ま
た
春
雨
晴
弄

図
を
屏
風
に
画
い
た
。
私
（
郭
熙
）
は
幸
に
も
神
宗
皇
帝
の
恩
寵
を
こ
う
む
り
、

待
詔
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
勅
命
で
、
玉
華
殿
の
両
壁
に
半
林
石
屏
図
を
画
い
た
。

ま
た
、
着
色
の
春
山
図
と
、
冬
陰
密
雪
図
と
を
画
い
た
。
ま
た
、
神
宗
の
命
令

を
受
け
て
、
景
霊
宮
の
十
一
殿
に
屏
風
の
大
石
図
を
画
い
て
完
成
さ
せ
た
が
合

計
十
一
幅
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
画
い
た
画
は
零
細
な
も
の
か
ら
大
小
さ
ま
ざ

ま
あ
っ
て
―
―
数
え
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
の
う
ち
で
説
明
の
あ

る
も
の
は
以
下
に
別
々
に
列
記
す
る
。

神
宗
は
あ
る
日
、
劉
有
方
に
向
っ
て
次
の
よ
う
に
仰
せ
ら
れ
た
。
「
郭
熙
の
画

に
対
す
る
鑑
賞
と
批
評
と
は
極
め
て
精
確
で
あ
る
。
常
に
郭
熙
に
天
下
の
画
を

学
ぶ
人
達
を
考
試
・
評
定
さ
せ
れ
ば
、
す
べ
て
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。
秘
閣
に
珍
蔵
さ
れ
て
い
る
漢
晋
以
来
の
名
画
を
す
べ
て
郭
熙
に
見
せ
て
、

詳
細
に
そ
れ
ら
の
品
目
を
評
定
し
て
提
出
さ
せ
よ
。
」
と
。
そ
こ
で
父
は
宮
中
所

蔵
の
画
を
す
べ
て
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
す
べ
て
の
画
に
つ
い
て
、

一
そ
の
品
等
と
題
名
を
つ
け
た
記
録
を
作
っ
た
。
私
（
郭
思
）
の
家
に
は
残
念

な
が
ら
そ
の
記
録
の
原
本
は
な
い
。

紫
痕
殿
の
屏
風
は
、
現
在
、
江
寧
府
の
人
文
宣
の
画
い
た
鶴
四
羽
と
、
雀
白

の
画
い
た
竹
が
数
痙
と
、
葛
守
昌
の
画
い
た
海
棠
の
図
で
あ
る
。
私
（
郭
煕
）

は
神
宗
の
命
令
を
受
け
て
石
を
一
個
画
い
た
。
私
以
外
の
三
人
の
画
家
た
ち
は

何
度
も
催
促
さ
れ
て
、
一
ヶ
月
か
か
っ
て
や
っ
と
完
成
し
た
が
、
私
の
画
い
た



怪
石
図
は
あ
っ
と
い
う
間
に
完
成
し
た
。

内
東
門
の
小
殿
の
屏
風
は
全
部
で
八
幅
あ
る
が
、
両
側
の
二
扇
は
閉
じ
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
左
側
の
二
扇
に
長
安
の
人
の
符
道
隠
が
松
石
図
を
画
い

た
。
右
側
の
一
扇
に
は
鄭
州
の
人
の
李
宗
成
が
松
石
図
を
画
い
た
。
正
面
中
央

の
六
幅
に
は
私
（
郭
熙
）
が
神
宗
の
命
令
で
秋
景
山
水
図
を
画
い
た
。

皇
帝
の
御
帳
の
画
は
朔
風
諷
雪
図
で
あ
る
。
神
宗
は
宋
用
臣
に
命
じ
て
鹿
帳

を
造
ら
せ
た
が
、
そ
れ
は
は
な
は
だ
見
事
で
あ
っ
た
。
神
宗
か
ら
お
言
葉
を
賜

っ
て
、
「
郭
熙
に
こ
れ
を
屏
帳
に
画
か
せ
れ
ば
よ
い
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
父
（
郭

熙
）
は
早
速
画
い
て
、
「
朔
風
諷
雪
」
と
名
づ
け
た
。
画
上
の
景
致
は
と
い
う
と
、

大
き
な
土
披
の
上
に
林
木
が
茂
り
、
大
風
が
強
く
空
中
を
吹
き
抜
け
て
雲
が
乱

れ
飛
び
、
大
き
な
雪
片
が
そ
の
間
に
舞
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
画
が
完
成

す
る
と
早
速
神
宗
が
見
に
こ
ら
れ
て
、
一
見
し
て
大
変
称
讃
さ
れ
、
こ
の
画
の

見
事
さ
は
そ
の
生
動
す
る
さ
ま
に
あ
る
と
さ
れ
、
そ
こ
で
宮
中
の
内
庫
か
ら
宝

花
金
帯
を
と
り
出
さ
せ
て
、
父
（
郭
熙
）
に
賜
わ
り
、
「
汝
の
画
は
特
に
立
派
で

あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
ほ
う
び
を
与
え
る
の
だ
。
他
人
に
は
こ
の
よ
う
な
先
例
は

な
い
。
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。

化
成
殿
の
壁
は
後
苑
の
延
春
閣
の
西
、
永
福
殿
の
南
東
に
あ
り
、
皇
帝
の
安

息
所
で
あ
る
。
両
壁
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
松
石
と
渓
谷
と
急
流
（
濃
撲
）
を
画
き
、

入
口
の
南
側
に
は
、
懸
崖
と
怪
木
と
松
石
を
画
き
、
東
側
の
小
壁
に
は
雨
壽
山

水
図
を
画
い
た
。

欽
明
殿
の
東
の
小
壁
に
は
松
石
平
遠
図
を
画
き
、
ま
た
南
・
北
・
西
の
三
壁

に
は
秋
雨
図
を
画
い
た
。

容
思
殿
は
宋
用
臣
の
監
督
下
に
修
造
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
涼
殿
で
あ
る
。
御
殿

の
前
後
に
は
修
竹
が
見
事
な
林
を
つ
く
り
、
幽
逮
な
あ
り
さ
ま
で
慎
夏
で
も
冷

や
か
な
感
じ
が
あ
る
。
そ
の
殿
内
は
す
べ
て
青
石
を
削
っ
て
海
獣
や
魚
龍
を
彫

出
し
、
精
巧
な
透
し
彫
り
を
作
り
、
地
下
か
ら
流
水
を
引
き
込
み
、
足
下
に
水

音
を
響
か
せ
、
そ
の
上
に
玉
座
を
置
い
て
お
り
、
名
の
と
お
り
涼
殿
で
あ
る
。

神
宗
は
「
郭
熙
の
画
で
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
建
物
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
」
と

仰
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
宋
用
臣
に
勅
命
を
伝
え
さ
せ
ら
れ
て
、
御
殿
の
四
面
の

屏
風
に
画
か
せ
た
。
つ
ま
り
、
殿
内
を
続
る
屏
風
の
画
は
す
べ
て
父
の
画
で
あ

る
。
画
の
景
致
は
す
べ
て
松
石
平
遠
、
山
水
秀
麗
の
景
致
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を

見
れ
ば
心
が
ひ
き
し
ま
る
。
宦
官
で
あ
る
王
紳
は
吟
詠
が
好
き
で
、
宮
詞
百
首

を
作
っ
た
。
そ
の
一
首
に
「
殿
を
続
る
峰
恋
、
匝
青
に
合
し
、
画
中
多
く
見
る
、

郭
熙
の
名
」
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

瑞
津
亭
と
玉
華
殿
は
後
苑
に
あ
る
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
宋
用
臣
と
楊

淡
と
は
、
杭
州
（
錢
唐
）
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
ひ
と
つ
の
あ
づ
ま
や
を
運
ん
で
き
て
、

新
た
に
池
を
掘
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
上
に
置
い
た
。
神
宗
が
こ
こ
を
訪
れ
て
仰

せ
ら
れ
る
に
は
、
「
惜
し
い
こ
と
だ
。
蓮
荷
が
な
い
。
」
と
。
宋
用
臣
が
申
し
上

げ
る
に
は
、
「
陛
下
、
お
願
い
で
す
か
ら
明
日
蓮
荷
を
観
賞
し
に
来
て
下
さ
い
。
」

と
。
神
宗
が
仰
せ
ら
れ
る
に
は
、
「
汝
は
ま
た
で
た
ら
め
を
言
っ
て
い
る
。
若
し

蓮
荷
が
な
か
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
だ
。
」
と
。
用
臣
は
「
た
だ
陛
下
に
死
を
賜
わ

る
だ
け
で
す
。
」
と
答
え
た
。
翌
日
、
蓮
荷
は
池
に
満
ち
て
お
り
、
神
宗
は
お
で

ま
し
に
な
っ
て
、
大
変
喜
ば
れ
た
。
用
臣
は
夕
方
に
み
や
こ
の
蓮
の
鉢
植
を
買

い
集
め
て
池
の
底
に
沈
め
た
だ
け
何
万
本
と
い
う
堂
が
岸
辺
を
う
め
つ
く
し
て

八
〇



こ。t
 

宋
代
の
山
水
画
論
に
つ
い
て
（
一
）

い
た
の
で
あ
る
。
神
宗
は
「
こ
の
亭
の
屏
風
は
、
郭
熙
に
命
じ
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
」
と
仰
せ
ら
れ
た
の
で
、
そ
こ
で
大
画
面
に
揮
竜
す
る
こ
と
に
な
っ

大
安
輩
の
画
は
ま
た
九
龍
輩
の
画
と
も
呼
ぶ
が
、
神
宗
が
太
皇
太
后
の
た
め

に
特
に
し
つ
ら
え
た
も
の
で
、
そ
の
細
工
の
巧
み
さ
は
言
葉
で
は
言
い
表
わ
さ

れ
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
神
宗
は
、
「
や
は
り
郭
熙
に
そ
れ
を
画
か
す
べ
き
で
あ

る
。
な
お
彩
色
は
少
し
ひ
か
え
目
に
し
た
方
が
よ
い
。
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
父

（
郭
煕
）
は
期
限
ど
お
り
に
完
成
さ
せ
た
が
、
神
宗
は
た
い
へ
ん
こ
の
画
を
め
で

ら
れ
た
。

翰
林
院
の
屏
風
に
つ
い
て
。
神
宗
は
尚
書
省
と
枢
密
院
を
建
て
替
え
た
後

に
、
ま
た
宮
中
の
各
殿
堂
も
一
新
し
た
が
、
翰
林
院
が
完
成
す
る
と
、
宦
官
の

張
士
良
を
特
別
に
派
遣
し
て
、
「
翰
林
院
は
最
も
す
ぐ
れ
た
文
章
を
作
る
場
所

で
あ
り
、
汝
（
郭
熙
）
の
子
息
も
書
物
を
よ
く
読
ん
で
い
る
か
ら
、
共
に
画
に

つ
い
て
構
想
す
る
よ
う
に
。
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
父
（
郭
熙
）
は
潔
齋
し
て
沈
思

す
る
こ
と
数
日
、
一
気
に
画
き
上
げ
た
。
画
中
の
景
致
は
春
山
で
、
春
情
は
お

だ
や
か
で
、
物
態
は
た
の
し
げ
で
あ
り
、
観
者
は
ゆ
っ
た
り
し
た
気
持
と
な
り
、

四
明
山
や
天
姥
山
の
中
に
い
る
よ
う
な
感
じ
で
あ
っ
た
。

蘇
子
瞳
（
東
披
）
の
詩
に
「
玉
堂
の
画
は
掩
う
春
日
の
間
、
中
に
郭
公
の
春

山
を
画
く
有
り
、
鳴
鳩
と
乳
燕
と
初
め
て
睡
り
よ
り
起
き
、
白
波
と
青
障
と
人

間
に
非
ず
」
と
あ
る
の
は
実
際
に
画
を
見
て
情
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

画
の
大
要
を
つ
か
ん
で
い
る
。

政
和
丁
酉
（
七
年
、

1
1
1
7
)

春
、
思
（
郭
思
）
は
成
都
・
秦
鳳
・
簡
郭
等
路

こ。t
 

八

の
提
畢
茶
塩
事
と
な
り
、
決
算
書
を
書
い
て
朝
廷
に
提
出
し
た
が
、
三
月
二
日

に
垂
洪
殿
に
お
い
て
徽
宗
皇
帝
に
拝
謁
し
た
。
私
は
玉
座
の
前
に
立
っ
て
、
ま

だ
姿
勢
を
正
さ
な
い
う
ち
に
、
徽
宗
は
私
を
顧
み
て
、
「
熙
の
子
か
」
と
尋
ね
ら

れ
た
。
私
は
す
ぐ
に
、
「
先
臣
の
熙
は
神
宗
に
ま
み
え
て
ほ
と
ん
ど
二
十
年
」
と

答
ス
か
け
た
が
、
そ
の
言
葉
の
畢
ら
な
い
う
ち
に
、
徽
宗
は
ま
た
、
「
神
宗
は
汝

の
父
を
た
い
へ
ん
気
に
入
っ
て
お
ら
れ
た
。
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
私
は
再
度
、

「
二
十
年
間
神
宗
に
遭
遇
し
、
す
べ
て
に
お
い
て
目
を
か
け
ら
れ
、
そ
の
恩
顧
と

寵
愛
は
、
ほ
か
の
も
の
た
ち
と
は
比
べ
る
べ
く
も
な
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
」

と
言
っ
と
、
徽
宗
は
ま
た
、
「
そ
の
通
り
だ
。
神
宗
は
た
し
か
に
郭
熙
を
お
気
に

入
り
で
あ
っ
た
。
今
で
も
宮
中
の
殿
閣
の
画
は
す
べ
て
汝
の
父
が
画
い
た
も
の

だ
。
出
来
ば
え
は
全
く
李
成
と
そ
っ
く
り
だ
。
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
私
（
郭
思
）

は
、
「
父
は
徽
宗
皇
帝
の
お
言
葉
を
聞
い
て
、
死
後
も
栄
春
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
陛
下
が
即
位
さ
れ
て
か
ら
、
全
国
津
津
浦
浦
の
人
々
は
み
な
陛
下
の

天
才
を
知
っ
て
い
ま
す
。
陛
下
の
学
問
は
学
ん
で
で
き
な
い
も
の
は
な
く
、
精

通
さ
れ
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
家
の
も
の
達
が
一
家
を
あ
げ
て
集
る

と
、
い
つ
も
父
が
早
く
亡
く
な
っ
て
今
日
陛
下
に
お
め
み
え
出
来
な
い
こ
と
を

残
念
に
思
わ
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
申
し
上
げ
る
と
、
徽
宗
は
ま
た
、

「
神
宗
は
大
変
汝
の
父
の
画
を
愛
し
て
い
た
。
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
私
（
郭
思
）

は
皇
帝
の
恩
寵
を
か
み
し
め
な
が
ら
、
感
謝
し
つ
つ
退
出
し
た
。
こ
の
時
、
私

は
紫
衣
金
帯
を
賜
わ
っ
た
が
、
次
に
徽
宗
に
お
目
見
え
し
た
と
き
に
も
ま
た
、

ま
の
あ
た
り
に
お
言
葉
を
賜
わ
っ
て
、
徽
宗
皇
帝
か
ら
直
秘
閣
に
任
命
さ
れ



（二）
す
べ
て
汝
の
父
が
画
い
た
も
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。

す
る
。 私

は
今
、
父
の
遺
著
を
考
閲
し
、
そ
の
遺
墨
を
披
見
し
て
い
る
と
、
熙
寧
．

元
豊
の
間
に
、
父
が
い
か
に
し
ば
し
ば
神
宗
か
ら
恩
寵
と
激
励
を
受
け
て
い
た

か
、
例
え
ば
衣
帯
を
賜
わ
る
と
か
、
官
位
に
就
け
ら
れ
る
と
か
、
使
者
が
や
っ

て
き
て
衣
服
が
与
え
ら
れ
る
と
か
、
つ
ね
づ
ね
賜
り
物
を
い
た
だ
く
と
か
が
わ

か
る
が
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
記
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
実
に

太
平
の
世
の
盛
事
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
（
郭
思
）
が
遭
遇
し
た
こ
と
は

ま
た
、
世
間
の
人
び
と
が
皆
な
渇
仰
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
記
述
す
べ

き
も
の
、
お
よ
び
私
の
家
に
残
っ
て
い
る
父
の
筆
跡
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
を

記
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
だ
顕
著
な
（
重
要
な
）
も
の
だ
け
を
列
記

以
上
が
郭
熙
の
子
の
郭
思
の
手
に
成
る
画
記
の
全
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
次

の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。

(
-
）
、
郭
熙
は
仁
宗
の
末
年
か
ら
英
宗
・
神
宗
の
代
に
活
躍
し
た
が
、
上
京
し

た
の
は
か
つ
て
宰
相
で
あ
っ
た
富
弼
が
貶
さ
れ
て
、
郭
熙
の
故
郷
の
河
陽
の
長

官
に
な
っ
た
元
豊
三
年
で
あ
っ
た
。
神
宗
皇
帝
の
命
を
受
け
た
の
で
あ
る
が
、

は
じ
め
は
省
庁
や
府
庁
や
官
庁
や
相
国
寺
の
壁
画
を
画
い
た
が
、
や
が
て
宮
中

の
壁
画
を
画
く
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
も
は
じ
め
は
花
鳥
画
の
文
宣
・
崖
白
・
葛

守
昌
や
、
符
道
隠
・
李
宗
成
ら
と
合
作
し
て
い
た
が
、
御
書
院
の
大
小
さ
ま
ざ

ま
の
障
屏
に
画
い
て
、
神
宗
に
画
は
郭
熙
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る

ょ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
徽
宗
は
郭
熙
の
子
の
郭
思
に
、
宮
中
の
殿
閣
の
画
は

画
記
み
え
る
郭
熙
の
画
は
、
殆
ん
ど
が
壁
画
で
あ
ろ
う
。
壁
画
と
い
っ

て
も
漆
喰
壁
や
板
壁
に
直
接
画
く
の
で
は
な
く
、
枠
に
張
っ
た
絹
本
に
画
い
た

も
の
を
壁
に
嵌
め
込
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
幾
つ
か
の
部
分
に
分
か
れ
た

場
合
、
そ
の
一
っ
―
つ
を
幅
と
い
い
、
全
体
を
屏
風
と
も
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
画
題
を
列
記
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
雪
図
松
石
図
、
風
雪
遠
景
図
、

風
雨
水
石
図
、
渓
谷
平
遠
図
、
秋
雨
図
・
冬
雪
図
（
掛
幅
）
、
秋
景
姻
嵐
図
二
幅

（
掛
幅
）
、
四
時
山
水
図
（
春
夏
秋
冬
各
二
幅
づ
つ
、
全
部
で
八
幅
、
掛
幅
か
）
、

春
雨
晴
齊
図
、
林
石
図
、
春
山
図
（
着
色
）
、
冬
陰
密
雪
図
、
大
石
図
、
秋
景
山

水
図
（
中
央
六
扇
、
左
右
端
の
二
扇
は
符
道
隠
・
李
宗
成
の
松
石
図
）
、
朔
風
諷

雲
図
（
縣
帳
の
模
写
）
、
山
水
図
（
松
石
・
渓
谷
・
急
流
か
ら
成
る
）
、
山
水
図

（
怪
木
•
松
石
か
ら
成
る
）
、
雨
齊
山
水
図
、
松
石
平
遠
図
、
秋
雨
図
、
松
石
平

速
図
、
（
山
水
図
）
、
春
山
図
。

郭
熙
の
画
題
は
山
水
図
ば
か
り
で
あ
り
、
少
く
と
も
神
宗
か
ら
徽
宗
に
か
け

て
の
宮
中
の
殿
閣
は
山
水
図
で
満
ち
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
郭
若
虚
の
「
図
画

見
聞
誌
（
熙
寧
七
年
1
0
7
4
)

は
そ
の
叙
論
の
「
古
今
優
劣
」
に
お
い
て
、
「
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
い
っ
て

古
代
は
人
物
画
、
近
代
は
山
水
画
と
花
鳥
画
の
優
越
を
主
張
し
、
唐
の
山
水
画

家
、
李
思
訓
・
李
昭
道
・
王
維
・
王
熊
・
王
宰
、
花
鳥
画
家
の
辺
鸞
・
陳
庶
に

対
す
る
北
宋
の
山
水
画
家
、
李
成
•
関
同
・
苑
寛
と
、
花
鳥
画
家
、
徐
熙
・
黄

茎
・
黄
居
案
の
優
越
を
主
張
す
る
。
宮
中
の
殿
閣
の
壁
画
に
も
こ
の
よ
う
な
傾

向
が
反
映
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
郭
熙
の
場
合
、
松
石
図
や
秋
冬
図
・
風
雪
図

が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
、
唐
の
中
頃
か
ら
起
っ
た
山
水
画
の
変
革
の
中
心
と
な

っ
た
テ
ー
マ
が
依
然
と
し
て
中
心
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
山
水
画

八



宋
代
の
山
水
画
論
に
つ
い
て
（
一
）

の
改
革
と
は
、
山
水
画
が
物
語
絵
の
単
な
る
背
景
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
独
立
し

た
テ
ー
マ
と
な
っ
て
更
に
リ
ア
ル
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
山
水
画

の
構
成
要
素
で
あ
る
樹
木
と
岩
石
が
リ
ア
ル
に
な
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
の
新
し
い
技
法
が
、
破
墨
・
溌
墨
・
水
墨
な
ど
と
呼
ば
れ
た
用
墨
を
重
視
す

る
技
法
で
、
そ
の
よ
う
な
新
技
法
で
画
か
れ
た
樹
石
画
・
松
石
画
が
新
し
い
山

水
画
の
は
じ
ま
り
で
あ
り
、
山
水
樹
石
画
と
か
山
水
松
石
画
と
呼
ば
れ
た
。
蓋

し
樹
石
•
松
石
が
中
心
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
れ
が
中
景
で
は
林
や
丘
と
な
り
、

遠
景
で
は
山
や
森
と
な
り
、
リ
ア
ル
な
山
水
画
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
因
み

に
、
こ
の
新
技
法
に
よ
る
樹
石
画
を
理
論
的
に
説
明
し
た
も
の
が
、
五
代
荊
浩

の
「
筆
法
記
」
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
新
し
い
山
水
画

は
、
秋
冬
の
景
が
多
く
、
風
雪
の
飛
動
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

新
し
い
山
水
画
を
育
て
た
文
人
貴
族
は
、
当
時
次
第
に
没
落
し
つ
つ
政
治
の
世

界
か
ら
陳
外
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
孤
独
な
心
に
対
応
す
べ
き
世
界
を
画
中
の
秋

冬
山
水
に
求
め
、
み
ず
か
ら
の
心
情
に
沈
潜
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
郭
熙
の

頃
に
は
初
期
の
山
水
樹
石
画
の
も
つ
技
法
的
・
心
情
的
激
越
さ
は
影
を
潜
め
温

和
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
が
、
壁
画
の
伝
統
と
し
て
残
存
し
つ
づ
け
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
郭
熙
の
山
水
図
を
、
徽
宗
皇
帝
は
李
成
と
同
じ
だ

と
見
て
い
る
。
確
か
に
後
世
、
李
郭
派
と
し
て
―
つ
の
流
れ
に
属
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
が
、
当
時
は
米
苛
が
「
無
李
論
」
を
著
わ
そ
う
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に

李
成
の
箕
筆
は
少
な
か
っ
た
。
郭
若
虚
の
「
図
画
見
聞
誌
」
は
叙
論
の
「
三
家

山
水
」
に
お
い
て
、
螢
丘
李
成
、
長
安
関
仝
、
華
原
苑
寛
の
鼎
立
を
い
い
、
こ

の
三
人
の
三
様
の
画
風
が
、
郭
熙
を
含
む
画
家
た
ち
に
と
っ
て
正
経
で
あ
る
と

八

い
っ
て
い
る
。
黄
河
下
流
、
華
北
平
原
山
東
省
出
身
の
李
成
の
画
風
に
つ
い
て

は
、
「
気
象
は
薫
疎
、
姻
林
清
暖
に
し
て
、
峯
鋒
穎
脱
し
、
墨
法
の
精
緻
な
る
も

の
は
螢
丘
の
製
な
り
。
」
と
い
い
、
広
く
て
眼
を
遮
ぎ
る
も
の
の
少
な
い
中
に
、

も
や
の
か
か
っ
た
林
も
明
か
る
い
状
景
が
展
開
し
、
筆
法
す
な
わ
ち
線
描
は
洗

煉
の
極
み
で
あ
り
、
墨
法
も
微
妙
な
諧
調
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
尤
も
山
水

寒
林
を
善
く
す
。
神
化
精
霊
に
し
て
、
人
を
絶
つ
こ
と
遠
く
甚
だ
し
。
」
と
い

い
、
落
葉
し
た
冬
枯
れ
の
景
を
好
ん
で
、
俗
塵
を
遠
く
離
れ
た
感
が
あ
る
の
で

あ
る
。
無
李
論
を
唱
え
よ
う
と
し
た
米
t

市
の
い
う
李
成
の
異
筆
は
、
ま
ず
墨
色

が
淡
＜
筆
致
が
軽
快
な
こ
と
で
あ
る
。
李
成
の
淡
墨
は
あ
た
か
も
夢
霧
の
中
に

あ
る
よ
う
で
、
石
を
画
く
と
雲
が
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
っ
て
い

る
。
そ
の
構
成
は
あ
る
い
は
松
樹
の
力
強
く
箕
直
に
辮
え
立
つ
も
の
を
画
面
の

中
心
に
据
え
、
小
画
面
の
作
品
で
も
、
松
の
幹
が
辮
え
立
っ
て
、
そ
れ
が
画
の

棟
梁
を
な
す
よ
う
だ
と
い
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
李
成
の
寒
林
平
遠
の
景
と
い

う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
高
く
勢
え
る
松
樹
を
侯
っ
て
そ
の
効
力
を
発
揮
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
李
成
の
構
図
は
樹
石
画
あ
る
い
は
樹
石
山
水
画

の
趣
を
、
三
家
の
う
ち
で
は
最
も
よ
く
伝
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
樹
石
画
に
も

と
ず
く
山
水
画
は
、
ま
た
、
高
さ
の
方
向
を
強
調
す
る
構
図
を
と
っ
た
。
そ
れ

ま
で
の
山
水
画
は
、
た
と
え
ば
六
朝
の
宗
柄
の
臥
滸
山
水
の
よ
う
に
、
鳥
廠
的

な
、
水
平
方
向
に
遠
が
る
山
水
で
あ
っ
た
。
李
成
は
華
北
の
砿
野
を
画
く
と
は

言
い
な
が
ら
、
松
石
の
垂
直
方
向
へ
の
立
ち
上
が
り
を
通
し
て
み
た
広
が
り
で

あ
っ
た
。
高
さ
へ
の
方
向
を
強
調
す
る
構
図
は
ま
た
精
神
の
高
揚
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
李
成
の
山
水
画
は
大
い
に
流
行
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ



に
つ
い
て
米
苦
は
、
唐
の
宗
室
の
出
で
、
高
級
官
僚
で
あ
り
博
学
で
も
あ
っ
た

か
ら
で
あ
っ
て
、
普
通
一
般
の
画
家
で
生
活
の
た
め
に
画
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

こ
ん
な
に
多
く
の
伝
稲
作
品
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
ら
は
凡
庸
な
画
家
た
ち
が

李
成
の
名
前
に
候
托
し
て
画
い
た
も
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。
米
苛
は
ま
た
、
現

在
貴
顕
の
家
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
大
幅
の
山
水
松
石
画
は
、
顔
慎
卿
や
柳
公
権

の
書
風
で
か
い
た
薬
屋
の
看
板
み
た
い
な
も
の
で
、
形
骸
が
似
て
い
る
だ
け
で

自
然
さ
が
な
く
俗
っ
ぽ
く
、
樹
木
は
誇
張
し
て
表
現
さ
れ
、
松
の
幹
は
節
が
多

く
ご
つ
ご
つ
し
て
お
り
、
小
樹
は
乾
燥
し
た
柴
の
よ
う
で
生
気
に
乏
し
い
と
い

っ
て
い
る
。
郭
熙
は
こ
の
よ
う
な
風
潮
の
も
と
で
、
宮
中
の
殿
閣
に
李
成
風
の

山
水
を
画
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
、
郭
熙
は
神
宗
皇
帝
の
寵
愛
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
容
思
殿
の

壁
画
を
画
い
た
。
容
思
殿
は
修
竹
に
か
こ
ま
れ
、
足
下
に
は
水
音
の
響
く
殿
閣

で
、
涼
殿
と
呼
ば
れ
た
が
、
神
宗
は
郭
熙
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
殿
閣
に
ふ
さ
わ

し
い
画
は
画
け
な
い
と
考
え
て
い
た
。
神
宗
は
ま
た
、
蓮
池
の
中
に
立
つ
水
亭

の
壁
画
に
つ
い
て
も
、
郭
熙
に
命
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
っ
て
い

る
。
ま
た
翰
林
院
の
壁
画
に
つ
い
て
、
神
宗
は
皇
帝
の
文
章
を
作
る
所
で
あ
る

か
ら
そ
れ
に
相
応
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
っ
て
、
郭
熙
に
読
書
人

で
あ
る
子
の
郭
思
と
相
談
し
て
画
く
よ
う
に
命
じ
、
郭
熙
は
四
明
山
や
天
姥
山

に
似
た
春
山
を
画
い
て
こ
れ
に
応
え
た
。
こ
の
よ
う
に
建
物
や
庭
園
、
建
物
の

性
格
な
ど
、
周
囲
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
そ
れ
ら
に
相
応
し
い
山
水
画
を
画
＜

こ
と
は
、
や
は
り
新
し
い
山
水
画
の
動
向
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
花

鳥
画
の
裾
白
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
る
こ
と
で
、
絵
画
が
装
飾
的
な
性
格
を
減
じ

て
、
心
情
の
表
現
を
重
視
す
る
方
向
で
あ
る
。
こ
の
方
向
は
神
宗
朝
に
、
郭
熙

が
上
京
す
る
少
し
前
あ
た
り
か
ら
次
第
に
顕
著
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
若

き
神
宗
に
よ
る
王
安
石
の
新
法
の
採
用
と
も
一
脈
合
い
通
ず
る
時
代
風
潮
で
あ

「
林
泉
高
致
」
の
序
に
お
い
て
、
郭
思
は
、
「
思
卯
角
の
時
、
先
子
（
郭
熙
）

に
侍
し
て
泉
石
に
遊
ぶ
。
落
筆
す
る
毎
に
必
ず
曰
く
、
山
水
を
画
く
は
法
有
り
。

登
に
草
草
た
る
を
得
ん
や
と
。
思
は
一
説
を
聞
き
て
は
、
旋
り
て
即
ち
筆
記
す
。

今
収
拾
し
纂
集
す
る
こ
と
、
殆
そ
数
十
百
條
な
り
。
敢
て
失
墜
せ
ず
、
用
っ
て

同
好
に
胎
る
。
」
と
し
て
、
郭
熙
が
画
は
漫
然
と
画
い
て
で
き
る
も
の
で
は
な

―
一
法
則
に
基
づ
い
て
画
く
も
の
だ
と
い
っ
た
と
い
う
。
特
に
山
水
画
に

関
し
て
は
、
こ
の
時
期
、
法
則
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
郭
熙
が
専
門
画
工
の
出
身
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
「
先
子
（
郭
熙
）

は
少
く
し
て
道
家
の
学
に
従
い
、
故
き
を
吐
き
、
新
し
き
を
納
れ
、
本
と
方
外

に
溜
ぶ
。
家
は
世
よ
画
学
無
し
。
蓋
し
天
性
之
を
得
た
り
。
遂
に
藝
を
此
に
溜

ば
せ
以
て
名
を
成
す
。
」
と
い
う
。

「
林
泉
高
致
」
山
水
訓
に
つ
い
て
。
ま
ず
山
水
画
の
理
念
を
い
う
。
「
君
子
の

夫
の
山
水
を
愛
す
る
所
以
の
者
は
、
其
の
旨
安
く
に
在
り
や
。
丘
園
に
素
を
養

う
は
常
に
慮
る
所
な
り
。
泉
石
に
嗚
傲
す
る
は
常
に
楽
し
む
所
な
り
。
漁
樵
に

くヽ ろ
う
。

（三）
（二）
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宋
代
の
山
水
画
論
に
つ
い
て

隠
逸
す
る
は
常
に
適
う
所
な
り
。
猿
鶴
の
飛
鳴
す
る
は
常
に
親
し
む
所
な
り
。

塵
鷺
に
糧
鎖
す
る
は
、
此
れ
人
の
情
の
常
に
厭
う
所
な
り
。
姻
霞
の
仙
聖
は
、

此
れ
人
の
情
の
常
に
願
い
て
見
る
こ
と
を
得
ざ
る
な
り
。
直
だ
太
平
の
盛
日
を

以
て
、
君
親
の
心
は
両
つ
な
が
ら
隆
く
、
荀
く
も
一
身
を
潔
く
せ
ん
と
す
れ
ば
、

出
虐
の
節
義
は
斯
に
係
れ
ば
、
登
に
仁
人
高
踏
遠
引
し
て
寓
世
絶
俗
の
行
を
為

し
而
し
て
必
ず
し
も
箕
穎
と
素
を
埓
く
し
、
黄
綺
と
芳
を
同
じ
く
せ
ん
や
。
白

駒
の
詩
、
紫
芝
の
詠
は
、
皆
な
巳
む
を
得
ず
し
て
長
く
往
き
し
者
な
り
。
然
れ

ば
則
ち
林
泉
の
志
、
姻
霞
の
侶
は
、
夢
痣
に
在
り
て
、
耳
目
に
断
絶
す
。
」
現
在

（
当
時
）
は
太
平
で
国
家
が
栄
え
て
い
る
時
に
あ
た
っ
て
、
君
を
思
い
親
を
思
う

心
は
、
双
方
と
も
深
い
の
で
、
人
格
高
潔
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、
出
慮
進
退
の

節
操
・
義
理
は
す
べ
て
君
親
の
恩
義
に
関
わ
っ
て
く
る
。
従
っ
て
脱
世
間
は
不

可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
林
泉
を
求
め
る
気
持
も
、
姻
霞
の
仲
間
に
な
ろ
う
と
い

う
気
持
も
、
夢
の
中
の
出
来
事
で
は
あ
り
得
て
も
、
現
実
世
界
で
は
見
る
こ
と

も
聴
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
か
ら
絵
画
の
力
を
借
り
る
こ
と
に
な
る
。
「
今
、

妙
手
を
得
て
鬱
然
と
し
て
こ
れ
を
出
せ
ば
、
堂
筵
を
下
ら
ず
し
て
、
坐
な
が
ら

に
し
て
泉
堅
を
窮
め
、
猿
声
鳥
暗
は
、
依
約
と
し
て
耳
に
在
り
。
山
光
水
色
は

滉
渫
と
し
て
目
を
奪
う
。
此
れ
登
に
人
の
意
を
快
た
ら
し
め
ざ
ら
ん
や
。
実
に

我
が
心
を
獲
る
な
ら
ん
や
。
」
山
水
画
は
門
市
心
水
、
家
は
町
の
雑
踏
の
中
に
あ

り
な
が
ら
、
心
は
水
の
よ
う
に
静
寂
で
あ
る
為
の
手
段
で
あ
り
、
心
で
納
得
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
「
此
の
主
な
ら
ず
し
て
、
心
を
軽
く
し
て
之
に
臨
ま

ば
、
登
に
神
観
を
蕪
雑
し
て
、
清
風
を
涸
濁
せ
ざ
ら
ん
や
。
」
山
水
画
を
軽
率
に

扱
う
と
、
折
角
の
立
派
な
眺
め
と
清
ら
か
な
気
分
は
す
っ
か
り
無
く
な
っ
て
し
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ま
う
。
山
水
画
は
心
の
画
、
心
で
納
得
す
べ
き
画
で
あ
る
と
い
う
。
唐
の
張
彦

遠
は
そ
の
著
「
歴
代
名
画
記
」
に
お
い
て
、
山
水
画
変
革
の
時
代
を
詳
述
し
て

い
る
。
た
だ
し
張
彦
遠
は
中
世
貴
族
の
伝
統
的
な
立
場
を
と
っ
て
、
絵
画
の
本

質
を
線
描
（
用
筆
）
と
考
え
た
か
ら
、
線
描
を
破
壊
す
る
用
墨
重
視
の
破
墨
・

溌
墨
・
水
墨
な
ど
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
技
法
に
対
し
て
は
否
定
的
態
度
を
と
っ

た
。
し
か
し
こ
う
い
っ
た
新
し
い
技
法
に
よ
っ
て
生
ま
れ
か
わ
り
独
立
し
た
山

水
画
と
い
う
主
題
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
性
と
境
の
一
致
を
あ
ら
わ
す
も
の
と

し
て
肯
定
し
た
。
こ
こ
に
は
技
法
は
否
定
す
る
が
、
主
題
は
肯
定
す
る
と
い
う

矛
盾
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
張
彦
遠
の
過
渡
的
な
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
張
彦
遠
は
、
こ
の
性
と
境
の
一
致
と
い
う
こ
と
を
、
破
墨
で
山
水
樹
石
画

を
画
く
代
表
的
な
画
家
張
躁
の
こ
と
ば
を
借
り
て
、
外
師
造
化
、
中
得
心
源
と

い
っ
て
い
る
。
一
方
で
自
然
を
描
写
し
つ
つ
、
他
方
で
自
己
の
心
の
深
み
を
追

求
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
郭
熙
が
山
水
画
は
「
我
が
心
を
獲
る
」
も
の

だ
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
張
彦
遠
の
性
と
境
の
一
致
と
い
う
主
張
を
受
け
つ
い

で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
心
の
画
の
主
張
は
、
伝
統
的
な
気
韻
と
い
う
語
の
意
義
の
変
化
と
も
対

応
し
て
い
る
。
六
朝
の
画
家
謝
赫
は
、
画
の
品
等
の
規
準
と
し
て
六
つ
の
法

（
原
理
ま
た
は
要
素
）
を
畢
げ
た
が
、
そ
の
筆
頭
が
気
韻
生
動
で
、
そ
れ
は
線
描

（
用
筆
）
で
画
か
れ
た
人
物
（
或
い
は
動
物
）
が
生
き
生
き
と
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
線
描
（
用
筆
）
を
画
の
基
本
と
考
え
る
張
彦
遠
は
、

線
の
発
展
史
観
を
と
っ
て
、
も
っ
と
も
秀
れ
た
画
は
、
線
描
に
画
家
の
気
持
が

あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
が
画
か
れ
た
形
象
に
反
映
す
る
と
考
え
、
線
描
（
用
筆
）
に



お
け
る
画
家
の
意
（
気
持
）
を
気
韻
だ
と
考
え
た
。
郭
若
虚
の
「
図
画
見
聞
誌
」

は
叙
論
の
「
論
気
韻
非
師
」
に
お
い
て
、
「
謝
赫
云
う
、
一
に
日
く
気
韻
生
動
、

ニ
に
曰
く
骨
法
用
筆
（
線
描
）
、
三
に
日
く
応
物
象
形
（
形
似
）
、
四
に
日
＜
隋

類
賦
彩
（
固
有
色
）
、
五
に
日
＜
経
営
位
置
（
構
図
）
、
六
に
日
＜
偲
模
移
写
（
コ

ピ
ィ
）
と
。
六
法
は
精
論
に
し
て
、
萬
古
移
ら
ず
。
然
り
而
う
し
て
骨
法
用
筆

以
下
の
五
者
は
学
ぶ
可
し
。
其
の
気
韻
生
動
の
如
き
は
、
必
ず
生
知
に
在
り
。

固
よ
り
巧
密
を
以
て
は
得
べ
か
ら
ず
。
復
た
歳
月
を
以
て
し
て
も
到
ら
ず
。
黙

契
神
会
し
て
、
然
る
を
知
ら
ず
し
て
然
る
な
り
。
」
と
い
っ
て
、
気
韻
は
生
来
の

も
の
、
生
得
の
も
の
で
、
技
巧
を
も
っ
て
し
て
も
、
学
習
を
も
っ
て
し
て
も
身

に
つ
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
「
人
品
既
に
己
に
高
け
れ
ば
、
気
韻
は

高
か
ら
ざ
る
を
得
ず
。
気
韻
既
に
己
に
高
け
れ
ば
、
生
動
の
至
ら
ざ
る
を
得
ず
。

所
謂
神
の
又
た
神
に
し
て
、
而
し
て
能
く
精
な
り
。
凡
そ
画
は
、
必
ず
気
韻
を

周
く
し
て
、
方
に
世
の
珍
な
る
も
の
と
号
す
。
爾
ら
ざ
れ
ば
、
巧
思
を
謁
く
す

と
雖
も
、
止
た
衆
工
の
事
に
同
じ
く
、
画
と
曰
う
と
雖
も
画
に
非
ず
。
」
と
い

い
、
気
韻
は
画
家
の
人
格
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
。
そ
し
て
気
韻
は
教
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
、
師
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
い
、
「
天
機
よ
り
得
て
、
鑑

府
（
心
）
よ
り
出
だ
す
。
」
と
し
、
花
押
の
相
を
見
る
術
を
心
印
と
い
う
こ
と
を

引
い
て
、
「
本
は
心
源
よ
り
し
て
、
想
は
形
迩
を
成
し
、
述
は
心
と
合
し
、
是
を

印
と
謂
う
。
矧
ん
や
書
画
は
之
を
情
思
に
発
し
、
之
を
絹
椿
に
契
れ
ば
、
則
ち

印
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
、
押
字
す
ら
且
つ
諸
を
責
賎
禍
福
に
存
す
、
書
画
登
に

気
韻
の
高
卑
よ
り
逃
れ
ん
や
。
」
、
す
な
わ
ち
画
に
は
お
の
づ
か
ら
心
の
高
卑
が

あ
ら
わ
れ
、
「
夫
れ
画
は
猶
お
書
の
ご
と
し
、
楊
子
日
く
、
言
は
心
の
声
な
り
、

書
は
心
の
画
な
り
、
声
と
画
の
形
は
、
君
子
と
小
人
見
わ
る
。
」
と
い
う
。
山
水

訓
の
叙
述
は
こ
の
心
の
画
の
構
造
や
技
法
に
つ
い
て
多
面
的
に
考
察
し
た
も
の

と
も
言
え
よ
う
。

「
山
水
を
画
く
に
体
あ
り
。
鋪
舒
し
て
宏
図
を
為
し
て
餘
無
し
。
消
縮
し
て
小

景
を
為
し
て
少
な
か
ら
ず
。
山
水
を
看
る
に
ま
た
体
あ
り
。
林
泉
の
心
を
以
て

之
に
臨
め
ば
則
ち
債
高
く
、
験
修
の
目
を
以
て
之
に
臨
め
ば
則
ち
債
低
し
。
」
体

と
い
う
の
は
や
り
方
と
か
法
式
と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
則
れ
ば

す
ぐ
そ
の
結
果
が
で
る
と
い
っ
た
も
の
で
な
く
、
引
延
ば
し
て
大
き
く
し
て
み

て
も
余
分
な
も
の
が
な
く
、
縮
小
し
て
み
て
も
豊
か
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ

の
よ
う
な
画
が
よ
い
画
で
あ
る
か
ら
そ
の
よ
う
な
画
を
画
け
と
い
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
画
の
良
し
悪
し
は
画
面
の
大
小
に
は
関
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
充
実
し
た
画
が
画
け
る
か
ど
う
か
は
結
局
心
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
ま
た

画
は
見
方
に
よ
っ
て
価
値
が
変
わ
る
と
い
う
。
素
直
な
心
で
み
る
と
高
価
に
み

え
、
験
慢
な
心
で
み
る
と
安
価
に
み
え
る
。
こ
れ
又
、
心
の
問
題
で
あ
る
。

「
山
水
は
大
物
な
り
。
人
の
看
る
は
、
須
か
ら
く
遠
く
よ
り
し
て
之
を
観
れ

ば
、
方
に
一
障
の
山
川
の
形
勢
気
象
を
見
得
べ
し
。
士
女
人
物
の
若
き
は
小
小

の
筆
な
れ
ば
、
即
ち
掌
中
几
上
に
て
、
一
た
び
展
け
ば
便
ち
見
え
、
一
た
ぴ
覧

れ
ば
便
ち
盛
く
す
。
此
れ
看
画
の
法
な
り
。
」
山
水
画
は
遠
看
し
て
全
体
の
形
と

気
分
を
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
人
物
画
は
少
し
開
い
て
覧
れ
ば
わ
か
る

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
山
水
画
と
人
物
画
の
相
違
を
い
う
の
で
あ
っ

て
、
山
水
画
は
一
っ
の
世
界
を
画
く
の
で
あ
る
か
ら
大
物
で
あ
る
。
人
物
画
は

個
々
の
人
物
が
中
心
で
あ
る
か
ら
小
筆
と
い
え
る
。
山
水
画
の
成
立
は
、
物
を

八
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宋
代
の
山
水
画
論
に
つ
い
て
(
-
)

個
別
的
に
見
る
の
で
な
く
、
相
互
関
係
に
お
い
て
捉
え
、
そ
の
関
係
全
体
が
大

物
す
な
わ
ち
世
界
と
な
る
。
そ
し
て
個
物
も
結
局
こ
の
よ
う
な
世
界
の
中
に
あ

る
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
世
の
篤
論
は
謂
う
、
山
水
に
行
く
可
き
者
有
り
、
望
む
可
き
者
有
り
、
滸
ぶ

可
き
者
有
り
、
居
る
可
き
者
有
り
。
画
は
凡
そ
此
に
至
れ
ば
、
皆
な
妙
品
に
入

る
。
但
だ
行
く
可
く
望
む
可
き
は
居
る
可
＜
滸
ぶ
可
き
の
得
た
り
と
為
す
に
如

か
ず
…
…
と
。
」
山
水
画
に
は
旅
行
・
眺
望
の
山
水
を
画
く
も
の
と
、
居
住
・
漉

楽
の
山
水
を
画
く
も
の
が
あ
る
が
、
後
者
の
方
が
秀
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
唐
代
の
山
水
画
の
変
は
旅
行
山
水
か
ら
始
ま
っ
た
。
即
ち
青
線
山
水
を
得

意
と
す
る
李
思
訓
と
、
白
描
淡
彩
を
好
む
呉
道
玄
が
共
に
蜀
道
山
水
を
画
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
蜀
道
は
険
岨
で
し
か
も
風
光
の
秀
れ
た
嘉
陵
江
ぞ
い
の
難
路

で
、
安
禄
山
の
乱
に
お
け
る
玄
宗
皇
帝
の
避
難
路
と
し
て
詩
賦
の
題
名
と
な

り
、
こ
の
蜀
道
を
画
く
山
水
画
は
旅
行
の
山
水
と
し
て
後
世
に
至
る
ま
で
画
き

継
が
れ
て
き
た
。
眺
望
の
山
水
は
先
に
述
べ
た
宗
柄
の
い
わ
ゆ
る
臥
漉
山
水
な

ど
が
そ
れ
に
当
る
。
宗
洒
は
應
山
や
衡
山
や
荊
山
や
巫
山
で
修
道
し
た
が
気
が

つ
い
て
み
れ
ば
年
老
い
て
、
神
仙
と
は
な
り
得
ず
、
単
な
る
隠
者
風
情
に
過
ぎ

な
い
こ
と
を
愧
じ
、
そ
こ
で
か
つ
て
遊
ん
だ
山
々
を
画
に
画
く
こ
と
に
し
た
。

画
面
と
な
る
絹
を
透
か
し
て
遠
く
に
山
々
を
望
ん
で
そ
れ
ら
を
写
し
と
れ
ば
、

ど
ん
な
高
大
な
も
の
で
も
小
さ
な
画
面
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
の
ん
び
り

と
酒
を
飲
み
琴
を
か
き
鳴
ら
し
な
が
ら
こ
の
画
を
見
る
と
、
い
な
が
ら
に
し
て

世
界
の
果
て
ま
で
究
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
山
水
を

眺
め
て
い
る
と
精
神
が
の
び
や
か
に
安
ら
ぐ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
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広
く
遠
い
視
野
を
も
つ
山
水
図
も
伝
統
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。
し
か
し
性
と

境
の
一
致
を
表
わ
す
山
水
、
心
の
画
と
し
て
の
山
水
は
、
や
は
り
可
居
可
滸
の

山
水
で
あ
る
。
「
君
子
の
林
泉
を
渇
慕
す
る
所
以
の
者
は
、
正
に
此
の
佳
虞
の
故

な
り
と
謂
う
。
故
に
画
く
者
は
当
に
此
の
意
を
も
っ
て
造
り
、
而
し
て
璧
る
者

も
又
た
当
に
此
の
意
を
以
て
之
を
窮
む
べ
し
。
此
を
之
れ
其
の
本
意
を
失
せ
ず

と
い
う
。
」
つ
ま
り
画
く
方
も
見
る
方
も
、
可
居
可
溜
の
気
持
を
も
つ
べ
き
で
あ

る
と
い
う
。
こ
の
居
住
遊
楽
の
山
水
は
、
後
に
文
人
画
（
市
民
階
級
の
絵
画
）

に
お
い
て
大
い
に
発
展
し
た
。
文
人
画
は
市
民
の
生
活
環
境
を
明
か
る
＜
楽
し

＜
肯
定
的
に
捉
え
る
も
の
で
、
都
市
図
．
都
市
近
郊
図
．
都
市
近
郊
名
所
図
、

邸
宅
図
、
園
池
図
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
山
水
図
で
あ
っ
て
、
そ

の
中
に
し
ば
し
ば
山
水
画
を
制
作
し
た
り
制
作
を
依
頼
し
た
人
物
や
、
そ
の
家

族
・
友
人
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
山
水
図
は
、
共
通
の
教
養
や
趣

味
、
生
活
感
情
を
基
盤
と
し
た
交
友
の
媒
介
物
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
人
の
画
を
学
ぶ
は
、
書
を
学
ぶ
に
異
な
ら
ず
。
今
鍾
王
虞
柳
を
取
れ
ば
、
久

し
く
す
れ
ば
必
ず
其
の
坊
彿
た
る
に
入
る
。
大
人
達
士
に
至
り
て
は
、
一
家
に

局
せ
ず
。
必
ず
兼
収
並
覧
し
て
、
広
議
博
考
し
、
以
て
我
を
し
て
自
ら
一
家
を

成
し
、
然
る
後
に
得
た
り
と
為
す
。
今
齊
魯
の
士
は
、
惟
だ
営
丘
を
暮
し
、
関

映
之
士
は
、
惟
だ
苑
寛
を
幕
す
。
一
己
の
学
は
、
猶
お
踏
襲
と
為
す
が
ご
と
し
。

況
ん
や
齊
魯
関
映
、
幅
帳
数
千
里
に
し
て
、
州
州
県
県
、
人
人
之
を
作
る
に
お

い
て
お
や
。
専
門
の
学
、
古
え
自
り
病
と
為
す
は
、
正
に
一
律
に
出
る
を
謂
う
。

而
し
て
聴
く
を
肯
ん
ぜ
ざ
る
者
は
、
聴
か
ざ
る
の
人
を
罪
す
る
可
か
ら
ず
。
追

り
て
述
を
陳
ぶ
る
に
由
る
。
人
の
耳
目
は
新
し
き
を
喜
び
故
き
を
厭
う
は
、
天



下
の
情
同
じ
な
り
。
故
に
予
は
お
も
え
ら
く
、
大
人
達
士
は
一
家
に
局
せ
ず
と

は
此
な
り
。
」
画
を
学
ぶ
時
、
一
人
の
画
家
の
画
風
を
学
ぶ
だ
け
で
は
い
け
な

い
。
必
ず
多
く
の
画
風
を
併
せ
て
学
び
、
広
い
視
野
を
も
っ
て
学
ん
だ
後
に
、

自
己
独
自
の
画
風
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
。
近
頃
、
山
東
省
の
人
び
と
と
は
た

だ
李
成
だ
け
を
学
ぴ
、
映
西
省
の
人
び
と
は
苑
寛
の
み
を
学
ぶ
。
自
分
一
人
だ

け
が
そ
の
よ
う
に
し
て
も
踏
襲
す
る
、
物
間
似
だ
と
言
わ
れ
る
の
に
、
山
東
省

か
ら
映
西
省
の
間
は
数
千
里
の
距
た
り
が
あ
る
の
に
州
ご
と
県
ご
と
の
人
び
と

が
み
な
こ
の
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
か
ら
踏
襲
と
言
わ
ず
に
お
れ
よ
う
か
。
専

門
の
学
、
一
っ
の
こ
と
に
限
っ
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
古
来
弊
害
が
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
が
一
律
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
郭
煕
は
兼
収

並
覧
、
広
議
博
考
す
る
こ
と
、
同
時
に
い
ろ
ん
な
も
の
を
見
、
い
ろ
ん
な
も
の

を
取
り
入
れ
、
広
く
考
察
し
議
論
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
そ
の
上
で
自
己
の
独

自
性
を
確
立
す
べ
き
だ
と
い
う
。
郭
熙
の
時
代
は
山
水
画
と
花
鳥
画
が
確
立

し
、
広
く
流
行
し
た
が
、
山
水
画
に
お
け
る
李
成
・
苑
寛
•
関
同
の
鼎
立
、
花

鳥
画
に
お
け
る
黄
茎
父
子
と
徐
熙
と
の
対
照
的
画
風
を
「
図
画
見
聞
誌
」
が
特

記
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
画
風
の
多
様
性
が
み
ら
れ
た
。
特
に
山
水
画

は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
で
、
そ
の
地
方
の
風
土
や
気
質
に
あ
っ
た
画
風
が
成
立
し

た
よ
う
で
、
更
に
そ
こ
に
画
家
の
個
性
の
相
違
も
加
わ
っ
て
、
山
水
画
の
世
界

は
か
な
り
豊
か
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
律
化
を
嫌
う
郭
煕
の
主
張

の
底
に
は
、
山
水
画
は
本
来
、
性
と
境
の
一
致
を
、
自
分
の
心
に
悟
っ
た
景
致

を
画
く
べ
き
だ
と
い
う
信
念
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
踏
襲
の
例
に
あ

げ
た
李
成
と
苑
寛
の
画
風
の
対
立
は
、
高
く
登
え
る
樹
石
を
通
し
て
か
な
た
に

広
が
る
平
原
を
見
る
李
成
と
、
目
を
遮
る
よ
う
に
高
く
険
し
く
迫
る
山
岳
を
画

＜
苑
寛
と
の
対
立
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
郭
若
虚
の
「
図
画
見
聞
記
」
の
三
家
の

鼎
立
を
、
単
純
化
し
た
も
の
と
も
い
え
、
郭
熙
は
む
し
ろ
こ
の
両
者
の
融
合
に

山
水
画
の
理
想
を
見
て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
は
地
方
の
風
土
に
基
づ
く
画
風
か

ら
、
画
家
の
心
の
中
で
作
り
上
げ
た
画
風
へ
と
い
う
展
開
を
も
示
し
て
い
る
。

「
柳
子
厚
善
く
文
を
為
す
を
論
ず
。
余
お
も
え
ら
く
た
だ
文
の
み
な
ら
ず
、
萬

事
に
訣
あ
り
。
壷
く
ま
さ
に
か
く
の
如
し
。
況
ん
や
画
に
お
い
て
お
や
。
」
郭
熙

は
す
べ
て
の
事
柄
と
同
じ
く
う
ま
く
や
る
に
は
一
寸
し
た
こ
つ
が
あ
る
と
い

う
。
そ
れ
は
注
精
・
神
・
厳
重
・
格
勤
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
分
解
法
・
濤
瀧
法
・

体
裁
法
・
緊
慢
法
が
対
応
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
画
に
決
・
爽
・
円
・
齊
と
い

う
性
格
が
具
わ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
画
に
と
っ
て
最
大
の

欠
陥
で
あ
っ
て
、
画
の
よ
く
分
っ
て
い
る
人
と
議
論
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い

う
。
こ
こ
で
郭
思
は
、
か
つ
て
見
た
父
郭
煕
の
制
作
の
様
子
を
想
起
し
つ
つ
、

具
体
的
に
こ
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

「
花
を
画
く
を
学
ぶ
者
は
、
一
株
の
花
を
以
っ
て
深
坑
の
中
に
置
き
、
其
の
上

に
臨
み
て
こ
れ
を
廠
れ
ば
、
則
ち
花
の
四
面
を
得
る
。
竹
を
画
く
を
学
ぶ
者
は
、

一
枝
の
竹
を
取
り
て
、
月
に
因
り
て
夜
そ
の
影
を
素
壁
の
上
に
照
ら
せ
ば
、
則

ち
竹
の
慎
形
出
づ
。
山
水
を
画
く
を
学
ぶ
者
も
、
何
を
以
っ
て
か
此
に
異
な
ら

ん
や
。
蓋
し
身
は
山
川
に
即
し
て
之
を
取
ら
ば
、
則
ち
山
水
の
意
度
見
わ
る
。
」

花
も
竹
も
山
川
も
そ
の
も
の
に
即
し
て
観
察
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
も
の
の
あ
り

方
が
分
っ
て
く
る
。
「
慎
山
水
の
川
谷
は
、
遠
望
し
て
以
て
其
の
勢
を
取
り
、
近

看
し
て
以
て
其
の
質
を
取
る
。
」
山
水
は
形
勢
と
質
感
を
捉
え
て
こ
そ
奨
実
の

八
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宋
代
の
山
水
画
論
に
つ
い
て
（
一
）

姿
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
視
点
の
遠
近
、
視
線
の
方
向
を
変
え
て
見

る
必
要
が
あ
る
。
画
は
た
だ
あ
る
時
あ
る
場
所
で
見
た
ま
ま
、
見
え
る
ま
ま
を

画
け
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
次
い
で
慎
山
水
の
雲
気
、
慎

山
水
の
姻
嵐
、
慎
山
水
の
風
雨
、
慎
山
水
の
陰
晴
に
つ
い
て
細
か
く
論
じ
、
山

の
人
物
・
楼
観
・
林
木
・
渓
谷
、
水
の
津
渡
橋
梁
・
漁
艇
釣
竿
に
つ
い
て
論
じ

る
。
「
大
山
は
堂
堂
と
し
て
衆
山
の
主
た
り
。
分
布
す
る
に
岡
阜
林
堅
を
次
ぐ
を

も
っ
て
遠
近
大
小
の
宗
主
た
る
所
以
な
り
。
其
の
象
は
大
君
の
赫
然
と
し
て
陽

に
当
り
、
百
辟
の
奔
走
朝
会
し
て
、
偲
霙
背
却
の
勢
無
き
が
若
し
。
長
松
は
亭

亭
と
し
て
衆
木
の
表
た
り
。
分
布
す
る
に
藤
羅
草
木
を
次
ぐ
を
以
て
、
振
契
依

附
の
師
帥
た
り
。
其
の
勢
は
君
子
の
軒
然
と
し
て
時
を
得
、
小
人
を
衆
め
て
役

使
を
為
し
、
憑
陵
愁
挫
の
態
無
き
が
若
し
。
」
大
山
と
長
松
を
以
っ
て
山
水
画
の

中
核
と
な
す
と
こ
ろ
に
樹
石
画
の
伝
統
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
大
山
と
長
松
を

以
っ
て
大
君
と
君
子
に
な
ぞ
ら
え
る
と
こ
ろ
に
、
松
の
気
韻
・
柏
の
気
韻
を
論

じ
た
荊
浩
の
「
筆
法
記
」
の
見
方
、
す
な
わ
ち
樹
木
・
岩
石
に
も
い
わ
ば
人
格

を
認
め
る
汎
生
命
論
的
・
汎
精
神
論
的
見
方
が
窺
え
る
。

「
山
は
近
く
に
看
て
此
の
如
く
、
逮
き
こ
と
数
里
に
し
て
看
て
ま
た
此
の
如

く
、
遠
き
こ
と
数
十
里
に
し
て
看
て
ま
た
此
の
如
し
。
毎
遠
毎
移
、
い
わ
ゆ
る

山
形
は
歩
歩
に
移
る
な
り
。
山
は
正
面
に
し
て
此
の
如
く
、
側
面
に
し
て
又
た

此
の
如
く
、
背
面
に
し
て
又
た
此
の
如
し
。
毎
看
毎
異
、
い
わ
ゆ
る
山
形
は
面

面
に
看
る
な
り
。
此
の
如
く
こ
れ
一
山
に
し
て
数
十
百
山
の
形
状
を
兼
ぬ
。
得

て
悉
た
ら
ざ
る
可
け
ん
や
。
」
山
に
即
し
て
そ
の
線
体
を
知
る
こ
と
が
山
水
画

の
基
本
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
知
識
に
基
づ
い
て
山
水
画
は
画
家
の
手
で
構
成

八
九

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
い
で
四
時
（
四
季
）
の
景
の
不
同
と
、
朝
暮
の
変
態
の

不
同
を
論
じ
、
一
山
が
数
十
百
山
の
意
態
を
兼
ね
る
こ
と
を
い
う
。
山
水
に
つ

い
て
形
状
と
共
に
そ
の
意
態
す
な
わ
ち
感
情
移
入
さ
れ
た
形
態
を
見
る
こ
と
は

郭
熙
の
頃
か
ら
顕
著
に
な
る
。
「
此
の
画
を
看
れ
ば
人
を
し
て
此
の
意
を
生
ぜ

し
め
、
慎
に
此
の
山
中
に
在
る
が
如
し
。
此
れ
画
の
景
外
の
意
な
り
。
」
又
、
「
此

の
画
を
看
れ
ば
人
を
し
て
此
の
心
を
起
さ
し
め
、
牌
に
慎
に
其
虞
に
即
す
る
如

し
。
此
れ
画
の
意
外
の
妙
な
り
。
」

次
い
で
東
南
の
山
と
西
北
の
山
と
を
対
比
し
て
、
そ
の
地
勢
的
・
地
質
的
特

色
を
述
べ
、
ま
た
、
嵩
山
・
華
山
・
衡
山
・
常
山
・
泰
山
の
特
長
を
述
べ
、
更

に
天
台
・
武
夷
・
直
・
雹
．
雁
蕩
．
眠
峨
．
巫
峡
・
天
壇
・
王
屋
・
林
慮
・
武

当
な
ど
天
下
の
名
山
巨
鎮
を
列
畢
し
て
、
こ
れ
ら
は
天
地
の
宝
蔵
の
出
ず
る
所

で
あ
り
、
仙
聖
の
窟
宅
の
隠
れ
る
所
で
あ
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
造
化
を
奪
お

う
と
思
え
ば
、
好
き
に
な
り
、
熱
中
し
、
飽
き
る
ほ
ど
そ
こ
に
溜
び
、
飽
き
る

ほ
ど
そ
れ
を
看
る
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
う
す
れ
ば
胸
中
に
あ
り
あ
り
と
山
水
が

あ
ら
わ
れ
、
絹
の
画
面
や
筆
墨
を
意
識
し
な
い
で
、
あ
る
い
は
高
大
に
あ
る
い

は
幽
遠
に
す
べ
て
が
自
分
の
画
と
な
る
の
だ
と
い
う
。
「
今
、
筆
を
執
る
者
の
養

う
所
拡
充
せ
ず
、
覧
る
所
淳
熟
せ
ず
、
経
る
所
衆
多
な
ら
ず
、
取
る
所
精
粋
な

ら
ざ
れ
ば
、
紙
を
得
て
壁
に
彿
い
、
水
墨
逮
か
に
下
せ
ど
も
、
何
を
以
っ
て
景

を
姻
霞
の
表
に
撮
り
、
興
を
渓
山
の
顛
に
発
す
る
か
を
知
ら
ず
。
」
教
養
の
豊
か

さ
、
見
方
の
熟
達
、
経
瞼
の
多
さ
、
表
現
の
適
確
が
画
に
と
っ
て
肝
要
で
あ
る
。

近
頃
の
画
家
は
「
仁
者
楽
山
図
」
を
画
く
と
、
一
人
の
老
人
が
山
の
そ
ば
で
頬

杖
を
つ
い
て
い
る
様
を
画
き
、
「
知
者
楽
水
図
」
を
画
く
と
一
人
の
老
人
が
岩
の



前
で
耳
を
側
だ
て
て
い
る
様
を
画
く
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
教
養
が
乏
し
い

と
い
う
。
近
頃
の
画
家
が
山
を
画
け
ば
わ
ず
か
三
五
峰
を
画
き
、
水
を
画
け
ば

わ
ず
か
三
五
波
を
画
く
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
見
方
が
足
り
な
い
と
い
う
。

近
頃
の
画
家
は
、
呉
越
に
生
ま
れ
た
も
の
は
東
南
の
山
の
勢
痩
な
さ
ま
を
寓

し
、
咸
秦
に
居
住
す
る
も
の
は
関
朧
の
山
の
牡
闊
な
さ
ま
を
貌
る
。
苑
寛
を
学

ぶ
も
の
は
李
成
の
秀
媚
さ
に
欠
け
、
王
維
を
師
と
す
る
も
の
に
は
関
仝
の
風
骨

が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
経
験
が
乏
し
い
と
い
う
。
山
に
は
無
盛
の
奇
が

あ
り
、
水
に
は
無
盤
の
秀
が
あ
る
。
太
行
山
は
華
夏
に
あ
っ
て
そ
の
代
表
は
林

慮
で
あ
り
、
泰
山
は
齊
魯
に
あ
っ
て
そ
の
代
表
は
龍
厳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
一

概
に
画
い
て
し
ま
え
ば
地
図
（
版
図
）
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
こ

と
を
表
現
の
適
確
さ
を
欠
く
と
い
う
。
筆
述
が
混
成
し
な
い
、
混
然
一
体
と
な

っ
て
い
な
い
、
筆
致
が
突
出
し
て
い
る
の
を
疎
と
い
い
、
疎
で
あ
る
と
画
に
慎

意
が
な
く
、
わ
ざ
と
ら
し
い
。
墨
色
が
滋
澗
で
な
い
、
し
っ
と
り
と
し
て
い
な

い
の
を
枯
と
い
い
、
枯
で
あ
る
と
画
に
生
意
が
な
く
、
平
板
で
あ
る
。

次
い
で
山
と
水
の
形
勢
を
列
暴
し
て
、
こ
れ
ら
を
名
づ
け
て
呼
ん
で
い
る
。

郭
熙
は
画
の
根
本
が
観
察
か
ら
得
ら
れ
た
精
確
で
豊
か
な
知
識
だ
と
考
え
て
い

る
。
そ
れ
故
、
山
水
画
の
構
成
要
素
や
表
現
様
式
や
表
現
構
造
に
つ
い
て
、
そ

れ
ら
の
す
べ
て
に
名
称
を
与
え
て
整
備
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
山
は
水
を
以
っ
て
血
脈
と
為
し
、
草
木
を
以
っ
て
毛
髪
と
為
し
、
姻
雲
を
以

っ
て
神
彩
と
な
す
。
故
に
山
は
水
を
得
て
生
き
、
草
木
を
得
て
華
や
か
に
、
姻

雲
を
得
て
秀
媚
な
り
。
水
は
山
を
以
て
面
と
為
し
、
亭
樹
を
以
っ
て
眉
目
と
な

し
、
漁
釣
を
も
っ
て
精
神
と
為
す
。
故
に
水
は
山
を
得
て
媚
に
、
亭
樹
を
得
て

明
快
に
、
漁
釣
を
得
て
瞭
落
た
り
。
此
れ
山
水
の
布
置
な
り
。
」
山
・
水
・
草

木
・
姻
雲
・
亭
樹
・
漁
釣
の
構
成
要
素
は
、
あ
た
か
も
人
間
の
身
体
の
よ
う
に

各
部
分
が
有
機
的
に
関
連
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
関
連
が
山
水
の
布
置
（
構

図
）
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
は
中
心
と
な
る
主
題
と
そ
の
添
景
と
い
う
発
想
は
な

い
。
「
石
は
天
地
の
骨
な
り
。
骨
は
堅
深
に
し
て
浅
露
な
ら
ざ
る
を
貴
ぶ
。
水
は

天
地
の
血
な
り
。
血
は
周
流
し
て
凝
滞
せ
ざ
る
を
貴
ぶ
。
」
「
山
は
雲
無
く
ん
ば

秀
な
ら
ず
。
水
無
く
ん
ば
媚
な
ら
ず
。
道
路
無
く
ん
ば
活
き
ず
。
林
無
く
ん
ば

生
き
ず
。
」

「
山
に
三
遠
有
り
。
山
下
よ
り
山
顛
を
仰
ぐ
、
こ
れ
を
高
遠
と
い
う
。
山
前
よ

り
山
後
を
窺
う
、
こ
れ
を
深
遠
と
い
う
。
近
山
よ
り
遠
山
を
望
む
、
こ
れ
を
平

速
と
い
う
。
」
山
に
は
三
つ
の
遠
さ
が
あ
る
。
垂
直
方
向
へ
の
遠
さ
、
深
さ
の
方

向
へ
の
遠
さ
、
水
平
方
向
へ
の
遠
さ
で
あ
る
。
「
高
遠
の
色
は
清
明
、
深
遠
の
色

は
重
晦
、
平
遠
の
色
は
明
あ
り
晦
あ
り
。
」
三
遠
は
色
調
の
違
い
で
も
あ
る
。
高

遠
は
明
、
深
遠
は
暗
、
平
遠
は
明
暗
の
交
互
布
置
で
あ
る
。
「
高
速
の
勢
は
突

冗
、
深
遠
の
勢
は
重
昼
、
平
遠
の
勢
は
沖
融
に
し
て
標
標
鋤
紺
。
」
三
遠
の
形

は
、
高
遠
は
突
冗
、
深
遠
は
重
畳
、
平
遠
は
沖
融
し
て
縁
紺
と
し
て
い
る
。
「
其

の
人
物
の
三
遠
に
在
る
や
、
高
遠
は
明
瞭
、
深
遠
は
細
砕
、
平
遠
は
沖
滑
た
り
。

明
瞭
な
る
も
の
は
短
か
か
ら
ず
、
細
砕
な
る
も
の
は
長
か
ら
ず
、
沖
溜
な
る
も

の
は
大
な
ら
ず
。
」
三
遠
は
人
物
の
大
小
形
状
ま
で
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
世
の
鳥
廠
的
山
水
図
は
平
遠
山
水
に
入
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
に
対
し
て
変
革
を
起
し
た
樹
石
画
を
中
核
と
す
る
山
水
は
、
樹
石
の

高
く
勢
え
る
形
勢
を
基
調
と
す
る
高
遠
山
水
で
あ
っ
た
。
寒
林
平
遠
と
い
わ
れ

九
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宋
代
の
山
水
画
論
に
つ
い
て
(
-
)

る
李
成
も
、
高
遠
が
基
盤
で
あ
る
。
近
世
初
頭
、
五
代
宋
初
の
山
水
画
の
主
調

は
高
遠
山
水
に
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
郭
熙
の
い
う
平
逮
は
鳥
廠
的
な

山
水
図
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
と
も
あ
れ
郭
熙
は
平
遠
山
水
と
高
遠

山
水
を
融
合
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
際
、
融
合
の
媒
材
と
な
る

の
が
、
郭
熙
に
お
い
て
は
じ
め
て
唱
え
ら
れ
た
深
遠
山
水
で
あ
る
。
深
遠
と
は

深
さ
へ
の
方
向
の
遠
さ
、
郭
熙
に
よ
れ
ば
山
前
か
ら
山
後
を
窺
う
視
線
の
方
向

の
遠
さ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
表
現
す
る
構
図
と
し
て
は
、
水
平
方
向
で
も
垂
直

方
向
で
も
な
い
斜
め
方
向
の
組
合
せ
で
あ
る
ジ
グ
ザ
グ
の
方
向
を
と
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
ジ
グ
ザ
グ
方
向
を
媒
介
と
し
て
‘
―
つ
の
画
面
に
水
平
方
向
と
垂
直

方
向
の
二
つ
の
視
線
が
同
時
に
存
在
し
得
る
の
で
あ
る
。
遠
と
は
視
線
の
方
向

で
あ
る
。
三
遠
で
山
水
画
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
三
つ
の
違
っ
た
角
度

の
視
線
を
同
一
画
面
に
配
す
る
こ
と
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
多
く
の
異
な
る
角
度

の
視
線
を
組
み
あ
わ
せ
て
―
つ
の
画
面
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
観
念

的
な
構
成
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
郭
熙
の
山
水
画
の
構
成
の
や
り
方
は
、
精
緻

で
豊
富
な
観
察
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
構
成
要
素
を
名
付
け
て
分
類

し
、
こ
れ
ら
を
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
を
と
る
視
線
の
組
み
合
わ
さ
っ
た
画
面
に
適

宜
配
列
す
る
の
で
あ
る
。

「
山
に
三
大
有
り
。
山
は
木
よ
り
大
、
木
は
人
よ
り
大
な
り
。
山
の
数
十
重
に

し
て
木
の
大
に
如
か
ざ
れ
ば
、
則
ち
山
は
大
な
ら
ず
。
木
の
数
十
重
に
し
て
人

の
大
に
如
か
ざ
れ
ば
、
則
ち
木
は
大
な
ら
ず
。
木
の
夫
の
人
に
比
す
る
所
以
の

者
は
、
先
づ
其
の
葉
よ
り
し
、
人
の
夫
の
木
に
比
す
る
所
以
の
も
の
は
、
先
づ

其
の
頭
よ
り
し
、
木
葉
若
干
は
以
っ
て
人
の
頭
に
敵
う
可
し
。
人
の
頭
は
若
干

九

の
葉
自
り
し
て
之
を
成
せ
ば
、
則
ち
人
の
大
小
、
木
の
大
小
、
山
の
大
小
は
、

此
れ
よ
り
皆
程
度
に
中
た
る
。
此
れ
三
大
な
り
。
」
山
水
画
の
景
物
の
大
き
さ

は
、
人
と
木
と
山
の
比
例
を
基
準
と
し
、
人
と
木
の
比
例
は
、
木
の
葉
若
干
が

人
の
頭
の
大
き
さ
に
匹
敵
す
る
こ
と
を
基
準
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
樹
木

を
人
と
山
と
を
繋
ぐ
も
の
と
考
え
て
い
る
。
人
は
樹
木
を
通
し
て
山
水
に
関
わ

る
の
で
あ
り
、
樹
木
は
人
と
山
水
を
繋
ぐ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
樹
石
画

的
な
発
想
で
あ
ろ
う
。
人
は
樹
石
の
大
き
さ
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ

を
通
し
て
山
水
（
世
界
）
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
樹
石
を
通
し
て
実
感
さ
れ
る

山
水
（
世
界
）
が
、
人
の
山
水
（
世
界
）
で
あ
る
。

以
上
が
「
林
泉
高
致
」
の
山
川
訓
の
概
要
で
あ
る
が
、
画
訣
に
は
、
筆
・
墨
．

硯
と
技
法
（
筆
墨
法
）
に
つ
い
て
論
じ
た
箇
所
が
あ
る
。
「
淡
墨
の
重
昼
た
る
こ

と
旋
旋
と
し
て
之
を
取
る
、
之
を
斡
淡
と
謂
う
。
鋭
筆
を
以
て
横
臥
し
惹
惹
と

し
て
之
を
取
る
、
之
を
破
擦
と
謂
う
。
水
墨
を
以
っ
て
再
三
し
之
を
淋
す
、
之

を
濱
と
謂
う
。
水
墨
を
以
っ
て
浪
同
し
之
を
澤
す
、
之
を
刷
と
謂
う
。
筆
頭
を

以
っ
て
直
往
し
て
之
を
指
す
、
之
を
梓
と
謂
う
。
筆
頭
を
持
っ
て
特
下
し
、
之

を
指
す
、
之
を
擢
と
謂
う
。
筆
端
を
以
っ
て
之
に
注
ぐ
、
之
を
貼
と
謂
う
。
貼

は
人
物
に
施
し
、
亦
た
木
葉
に
施
す
。
筆
を
以
っ
て
引
い
て
去
る
、
之
を
画
と

い
う
。
画
は
楼
屋
に
施
し
、
亦
た
松
針
に
施
す
。
」
と
あ
り
、
用
墨
と
用
筆
（
線

描
）
の
間
に
斡
淡
・
披
擦
・
濱
．
刷
・
梓
・
擢
．
貼
を
配
し
て
、
技
法
の
多
様

化
・
細
分
化
を
示
す
。
画
に
そ
れ
だ
け
微
妙
で
含
蓄
の
多
い
表
現
が
求
め
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
作
品
の
構
造
が
精
致
で
表
現
が
豊
か
で
あ
る
た
め
に
は
、
技

法
の
多
様
化
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
張
彦
遠
の
「
歴
代
名
画
記
」
で
は
、
専
ら



筆
法
（
線
描
）
の
表
現
の
豊
か
さ
が
求
め
ら
れ
、
溌
墨
・
破
墨
・
水
墨
な
ど
と

呼
ば
れ
た
用
墨
法
は
、
線
描
を
否
定
す
る
も
の
だ
と
し
て
、
正
統
な
画
法
と
は

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
歴
代
名
画
記
」
を
継
い
で
、
水
墨
樹
石
画
論
を
拡
充
整

備
し
た
荊
浩
の
「
筆
法
記
」
は
、
筆
と
墨
と
を
融
合
し
た
技
法
、
む
し
ろ
筆
と

墨
と
を
両
極
と
す
る
表
現
技
法
を
追
求
し
た
。
郭
若
虚
の
「
図
画
見
聞
誌
」
は

叙
論
の
「
叙
制
作
楷
模
」
に
お
い
て
、
「
衣
紋
林
木
を
画
く
は
、
用
筆
は
全
く
書

に
類
す
。
衣
紋
を
画
く
に
重
大
に
し
て
調
暢
な
る
者
あ
り
、
績
細
に
し
て
勁
健

な
る
者
あ
り
。
勾
綽
縦
撃
し
、
理
は
妄
り
に
下
す
無
く
、
以
っ
て
高
側
深
斜
、

巻
摺
諷
畢
の
勢
を
状
す
。
林
木
を
画
く
に
謬
枝
挺
幹
有
り
。
屈
節
し
被
皮
あ
り
、

紐
裂
多
端
に
し
て
萬
状
を
分
敷
す
。
怒
龍
驚
旭
の
勢
を
作
り
、
凌
雲
賢
日
の
姿

を
登
か
す
。
宜
し
く
須
に
崖
岸
豊
隆
し
て
、
方
に
婚
根
老
牡
と
稲
す
べ
き
な
り
。

山
石
を
画
く
は
、
多
く
攀
頭
を
作
り
、
亦
た
凌
画
を
為
す
。
落
筆
は
便
ち
堅
重

の
性
を
見
わ
し
、
敷
淡
は
即
ち
窯
凸
の
形
を
生
ず
。
毎
に
素
を
留
め
て
以
っ
て

雲
を
成
し
、
或
い
は
地
を
借
り
て
以
っ
て
雪
を
為
す
。
其
の
破
墨
の
功
は
、
尤

も
為
し
難
き
な
り
。
」
と
あ
り
、
山
石
を
画
く
技
法
を
落
筆
・
披
淡
・
破
墨
と
分

け
て
い
る
。
落
筆
は
山
石
の
堅
く
重
い
質
感
を
あ
ら
わ
し
、
披
淡
は
山
石
の
凹

凸
あ
る
形
、
す
な
わ
ち
立
体
感
を
あ
ら
わ
し
、
破
墨
は
、
留
素
借
地
で
、
画
面

の
絹
地
を
塗
り
残
し
て
、
山
石
に
か
か
る
雲
や
雪
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
落
筆
は
線
描
に
近
く
、
破
墨
は
墨
を
塗
る
こ
と
で
画
き
、
そ
の
間
の
被

淡
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
ッ
チ
あ
る
い
は
量
し
の
技
法
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
被

法
と
は
衣
服
の
躾
や
樹
木
の
皮
や
石
の
襲
な
ど
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
る
さ
ま

ざ
ま
な
タ
ッ
チ
の
こ
と
を
指
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
山
水
画
全
体
の
調
子
も
整
え

ら
れ
、
ま
た
人
物
と
樹
石
が
融
合
し
た
。
樹
石
が
生
命
・
精
神
が
あ
る
よ
う
に

表
さ
れ
る
の
は
、
人
物
画
と
同
じ
被
法
を
用
い
て
形
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、

逆
に
羅
漢
図
な
ど
で
は
人
物
が
樹
石
に
見
え
る
よ
う
な
こ
と
も
多
い
。
先
に
畢

げ
た
「
図
画
見
聞
誌
」
の
文
中
に
も
、
衣
紋
と
林
木
を
画
く
用
筆
（
線
描
）
は

全
く
書
と
同
じ
だ
と
い
い
、
こ
の
よ
う
な
（
お
そ
ら
く
肥
痩
や
速
度
の
変
化
に

富
ん
だ
）
線
描
に
よ
っ
て
画
か
れ
る
人
物
の
形
勢
と
林
木
の
形
勢
と
は
、
共
通

す
る
意
態
を
示
し
た
に
違
い
な
い
。
な
お
こ
こ
に
言
わ
れ
る
破
墨
の
意
味
は
、

恐
ら
く
張
彦
遠
の
「
歴
代
名
画
記
」
に
み
ら
れ
る
破
墨
と
同
じ
内
容
の
も
の
で

あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
、
や
は
り
留
素
借
地
で
あ
っ
て
、
王
維
も
破
墨
で
も
っ
て

雪
景
山
水
を
画
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
林
泉
高
致
」
の
い
う
被
擦
は
、
先
の
鋭
っ

た
筆
を
寝
せ
て
筆
の
腹
を
使
っ
て
施
す
タ
ッ
チ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
惹
惹
と
重

な
り
合
っ
て
山
石
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
郭
煕
は
、
筆
（
線
描
）
と
墨
（
墨

面
）
と
の
間
の
タ
ッ
チ
を
、
墨
に
近
い
方
か
ら
斡
淡
・
被
擦
・
壇
．
刷
・
梓
・

擢
．
貼
・
画
と
分
類
し
た
と
い
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
微
妙
な
技
法
の
体

系
は
、
心
の
動
き
に
即
応
し
た
山
水
画
を
形
成
す
る
手
段
と
な
っ
た
も
の
で
、

そ
の
実
例
は
、
郭
熙
の
画
い
た
「
早
春
図
」
（
台
北
故
宮
博
物
院
）
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
「
早
春
図
」
は
い
わ
ゆ
る
水
墨
画
の
中
で
最
も
複
雑
な
技
法
を
駆
使

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
（
未
完
）

九



Views on Chinese-style Landscape Paintings in Sung Era 

宋
代
の
山
水
画
論
に
つ
い
て

Taizo Yamaoka 

Guo Xi was originally a private artist and man of letters, but was appointed to a 

position as court painter in Shen Zong's reign. He was in Shen Zong's favor and 

painted most of the pictures on room partitions in the buildings at Court. 

Examining the characteristics of his landscape paintings based on his discussions of 

arts,、LinGuan Gao Zhi', the richness of elements in his paintings and the structural 

details are evident. With these characteristics, he created、landscapepaintings from 

the heart'filled with feelings, which suited the innovative trend of the time. 
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