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は
滅
多
に
な
い
。

杭
州
の
士
人
林
生
は
江
湖
の
景
色
を
画
き
、
そ
の
芦
雁
水
禽
の
気
韻
格
調
は

清
雅
の
極
み
で
あ
る
。
南
唐
に
は
こ
の
種
の
画
は
な
く
、
徐
煕
に
匹
敵
し
う
る

も
の
で
、
文
宣
・
張
湮
・
宝
覚
よ
り
も
上
で
あ
る
。
彼
の
作
品
を
入
手
す
る
人

は
な
い
の
で
あ
る
。

章
友
直
（
伯
益
）
は
亀
や
蛇
を
巧
く
画
く
。
策
字
の
筆
法
を
用
い
て
画
く
や

り
方
は
大
変
面
白
い
。
ま
た
築
字
の
筆
法
で
棋
盤
を
画
く
と
、
一
筆
一
筆
よ
く

似
て
い
る
。
そ
の
女
も
こ
の
や
り
方
が
巧
み
で
あ
る
。
杭
州
の
僧
真
慧
は
山
水
・

佛
像
を
画
い
た
が
、
近
年
の
作
品
は
箭
毛
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
墨
竹
に
は
江
南

の
気
象
が
あ
る
。
大
牛
を
画
く
と
、
そ
の
大
き
さ
は
数
尺
も
あ
り
、
形
状
は
虎

に
似
て
い
る
。

文
宣
・
張
湮
・
宝
覚
大
師
の
舗
毛
と
芦
雁
は
凡
っ
ぼ
く
な
い
。
宝
覚
大
師
が

一
鶴
を
画
い
た
と
き
、
王
安
上
（
純
甫
）
は
こ
れ
を
見
て
辞
稜
の
作
だ
と
し
て

持
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

印
湘
は
画
を
見
る
と
そ
れ
を
す
ぐ
模
写
す
る
。
そ
し
て
員
を
乱
さ
な
い
も
の

米
帝

「
画
史
」

に
つ
い
て

（続）

現
代
の
人
物
を
画
く
場
合
、
目
の
き
か
ぬ
人
は
有
名
な
（
上
位
に
あ
る
）
古

人
画
家
の
名
前
を
そ
れ
に
つ
け
、
類
似
の
も
の
に
は
正
し
い
画
家
の
名
前
を
つ

け
る
。
（
大
抵
画
今
時
人
、
眼
生
者
即
以
古
人
向
上
名
差
配
之
、
似
者
即
以
正
名

差
配
之
）
好
事
家
と
賞
鑑
家
は
二
つ
の
異
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
賞
鑑
家

と
は
、
絵
画
を
篤
く
愛
好
し
、
記
録
を
広
く
閲
覧
し
、
ま
た
自
分
で
も
納
得
し
、

あ
る
い
は
自
分
で
画
を
画
く
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
故
そ
の
収
集
品
も
み
な
精

良
な
も
の
で
あ
る
よ
う
な
人
を
い
う
。
近
世
の
人
で
財
力
が
あ
り
、
も
と
も
と

は
そ
れ
ほ
ど
画
が
好
き
で
は
な
い
が
、
風
雅
を
身
に
つ
け
た
い
と
思
っ
て
、
他

人
の
耳
目
を
借
り
て
画
を
購
入
す
る
人
、
こ
の
よ
う
な
人
を
好
事
者
と
い
う
。

好
事
者
は
収
蔵
し
て
い
る
凡
庸
な
作
品
を
玉
軸
で
飾
っ
た
り
錦
蓋
で
包
ん
で
珍

し
い
宝
物
と
し
て
秘
蔵
す
る
が
、
ひ
と
た
び
開
陳
す
る
と
物
笑
い
の
種
に
な
り

そ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
私
は
い
つ
も
机
を
た
た
い
て
大
声
で
叫
ん
で
い
る
。

「
羞
づ
か
し
く
て
死
ん
で
し
ま
う
」
（
悪
怪
殺
人
）
と
。
王
読
は
い
つ
も
私
が
こ

の
よ
う
に
言
う
の
を
見
て
い
て
、
い
つ
も
そ
れ
を
後
輩
の
曹
貫
道
に
話
し
て
い

た
。
曹
貫
道
も
こ
の
こ
と
を
話
し
て
、
人
を
笑
わ
せ
る
よ
う
な
画
を
見
る
た
び

山

岡

六
九

泰

造



に
「
米
元
章
は
『
羞
づ
か
し
く
て
死
ん
で
し
ま
う
』
と
い
う
。
」
と
語
っ
た
。
そ

し
て
手
紙
の
中
で
画
の
こ
と
を
話
題
に
す
る
と
き
、
い
つ
も
こ
の
こ
と
を
利
用

し
た
。
近
世
の
人
達
が
収
蔵
す
る
画
は
た
い
て
い
私
の
語
を
贈
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。

私
は
老
い
た
が
、
い
つ
も
新
し
い
画
を
観
賞
し
た
い
。
賞
鑑
家
た
ち
と
物
物

交
換
し
た
書
画
は
非
常
に
多
く
、
一
―
記
載
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
画
面
の

上
方
に
た
い
て
い
私
の
印
記
が
あ
る
の
で
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
傑
作
で
な
い

も
の
は
な
い
。
ど
う
せ
万
金
に
値
す
る
傑
作
は
、
有
識
者
に
激
賞
さ
れ
て
も
、

好
事
家
の
気
に
入
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
（
萬
金
之
玩
、
自
付
識
者
撃
節
、
不

為
好
事
道
）

⑰
鍾
離
の
景
伯
（
公
序
）
家
燕
穆
の
画
は
「
礼
部
侍
郎
燕
穆
之
画
付
女
五

娘
」
と
落
款
が
あ
り
、
気
格
は
そ
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

⑱
王
瑣
（
君
玉
）
王
維
「
発
民
鼓
腹
図
」
を
牧
蔵
。

⑱
劉
澄
（
巨
済
）
唐
人
「
脱
売
殻
筍
図
」
を
牧
蔵
。
生
け
る
が
如
き
画
で
あ

る。⑩
銭
藻
（
醇
老
）
家
、
張
燥
「
松
一
株
図
」
。
下
に
水
の
流
れ
る
谷
が
あ
り
、
松

の
上
に
八
分
の
書
で
詩
が
一
首
記
さ
れ
て
い
る
。
詩
中
の
句
に
「
近
渓
幽
湿
処
、

全
藉
墨
姻
濃
」
と
あ
る
。
ま
た
張
燥
の
答
詩
も
あ
り
、
そ
れ
は
大
夫
孫
載
家
に

あ
る
。古

書
画
の
筆
法
は
み
な
円
で
あ
る
。
こ
れ
は
硯
に
助
力
を
仰
い
で
い
る
か
ら

で
あ
る
（
古
書
画
皆
園
、
蓋
有
助
手
器
）
。
晋
人
、
唐
人
は
み
な
鳳
池
硯
を
用

い
、
中
心
は
瓦
の
凹
み
と
同
じ
で
、
そ
れ
故
硯
瓦
と
も
呼
ば
れ
、

一
片
の
花
頭

一
度
筆
を
と
っ
て
凹
形
の
硯
に
の
せ
る
と
、
筆
の
先
は
す
で
に
円
と
な
る
。
従

瓦
を
三
脚
の
上
に
安
置
し
た
よ
う
に
み
え
る
。
墨
は
螺
と
呼
ば
れ
、
必
ず
蛤
の

粉
の
よ
う
に
製
造
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
明
か
に
凹
硯
を
用
い
る
の
で
あ
る
。

っ
て
書
画
の
筆
法
も
み
な
円
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
本
朝
（
宋
朝
）

の
硯
に
な
っ
て
は
じ
め
て
中
心
が
砥
石
の
よ
う
に
平
に
な
っ
た
。
一
度
筆
を
と

れ
ば
筆
の
先
は
扁
平
と
な
り
、
そ
の
字
も
ま
た
扁
平
と
な
る
。
唐
詢
（
彦
猷
）

は
は
じ
め
て
茎
心
凸
硯
を
作
り
、
「
よ
ろ
し
く
墨
色
を
看
る
べ
き
で
、
筆
を
援
る

と
い
つ
も
筆
先
は
三
角
と
な
る
。
ど
う
し
て
円
に
で
き
よ
う
か
。
」
と
言
っ
た
。

私
は
少
々
そ
の
様
式
を
追
究
し
て
、
そ
の
硯
を
復
原
し
、
士
人
の
間
で
こ
れ
を

使
用
す
る
者
も
い
た
。
た
だ
し
鍋
形
の
背
面
を
少
し
平
に
し
た
が
、
そ
れ
も
瓦

の
背
面
に
達
し
な
い
程
度
で
あ
る
。
―
二
の
気
心
の
知
れ
た
友
人
で
理
解
力
の

あ
る
人
達
が
こ
れ
を
使
用
し
た
が
、
や
は
り
世
俗
の
人
達
に
こ
れ
を
説
明
し
て

理
解
し
て
も
ら
う
の
は
不
可
能
で
あ
る
。

坦
坦
と
し
て
明
白
で
識
別
し
易
い
も
の
は
、
顧
撹
之
・
陸
探
微
・
呉
道
子
・

周
防
の
人
物
画
と
、
膝
昌
祐
・
辺
鸞
・
徐
熙
・
唐
希
雅
・
祝
某
の
花
竹
箭
毛
画

と
、
荊
浩
・
李
成
•
関
同
・
董
源
・
落
寛
・
巨
然
・
劉
道
士
の
山
水
画
で
あ
る
。

戴
逹
の
牛
図
や
、
曹
覇
と
韓
幹
の
馬
図
、
拿
證
の
馬
図
は
辮
分
し
難
い
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
似
た
も
の
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
近
頃
の
人
達
（
今
人
）
の
画

は
、
ま
た
深
く
論
じ
る
ほ
ど
の
価
値
は
な
く
、
趙
昌
・
王
友
・
鐸
霙
ら
の
画
は

そ
れ
で
も
っ
て
増
壁
を
遮
覆
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
が
無
く
て
も
物

足
ら
な
い
と
い
う
感
じ
は
し
な
い
。
程
坦
・
崖
白
・
侯
封
・
馬
貴
・
張
自
芳
と

い
っ
た
連
中
の
画
は
、
み
な
茶
店
や
居
酒
屋
の
増
壁
を
画
く
も
の
で
、
周
越
（
仲

七
〇



米
帝
「
画
史
」
に
つ
い
て
（
続
）

翼
）
の
草
書
と
一
緒
に
掛
け
れ
ば
よ
く
、
私
達
の
議
論
に
入
っ
て
来
る
も
の
で

は
な
い
。
無
名
の
古
画
を
並
べ
て
お
い
て
も
、
な
お
古
き
友
人
と
す
る
に
足
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

⑪
端
州
の
陳
の
高
祖
（
陳
覇
先
）
の
子
孫
が
収
蔵
す
る
南
朝
陳
代
の
「
諸
佛
図
」

ゃ
「
帝
慎
図
」
の
白
画
（
白
描
画
）
。
唐
代
、
御
史
の
章
某
に
命
じ
て
題
記
を
書

か
せ
た
。
絹
帯
で
束
髪
し
冠
を
戴
ら
ぬ
陳
後
主
が
酔
っ
て
舞
っ
て
い
る
様
子
を

画
い
て
い
る
。

⑫
蘇
泌
家
巨
然
「
山
水
図
」
。
平
淡
で
奇
絶
で
あ
る
。

⑬
蘇
消
（
及
之
）
家
徐
煕
「
四
花
図
」
。
蘇
家
伝
来
の
画
で
あ
る
。

⑭
蘇
放
（
達
復
）
家
「
江
南
瞑
禽
図
」
。

⑯
同
家
徐
熙
「
酸
梱
図
」
。

⑯
米
帝
家
「
甜
梱
図
」
。
丁
晋
公
（
丁
謂
）
の
家
に
あ
っ
た
も
の
。

⑰
膝
中
学
（
元
直
）
家
徐
熙
「
対
花
果
子
図
」
四
幅
゜

⑱
石
楊
休
家
唐
画
「
章
侯
故
事
図
」
横
幅
六
幅
。
も
と
私
の
収
蔵
品
で
、
山

水
・
人
物
・
車
馬
が
そ
れ
ぞ
れ
完
備
し
て
お
り
、
後
世
の
人
が
張
萱
の
作
と
題

し
て
い
る
。
こ
れ
は
私
が
李
畠
の
書
帖
を
入
手
す
る
た
め
に
徐
煕
の
「
牡
丹
・

海
棠
図
」
双
幅
と
と
も
に
交
換
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑲
米
帝
家
古
代
書
帖
私
の
家
に
は
古
画
の
収
蔵
が
最
も
多
い
が
、
私
は
古

代
の
書
帖
が
好
き
で
、
い
つ
も
一
幅
か
ら
十
幅
の
古
画
と
書
帖
一
帖
と
を
交
換

し
て
い
た
。
古
代
の
書
帖
一
帖
は
、
金
銭
財
物
で
支
彿
う
場
合
で
も
、
犀
角
や

玉
器
や
瑠
璃
や
宝
玩
と
交
換
す
る
場
合
で
も
、
お
お
よ
そ
名
画
十
軸
の
値
段
に

相
当
し
た
。
画
面
上
の
四
隅
に
は
す
べ
て
私
の
家
の
印
記
が
捺
さ
れ
て
お
り
、

七

一
見
し
て
は
っ
き
り
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。

私
の
家
に
は
晋
・
唐
の
古
帖
が
千
軸
も
あ
っ
た
が
、
今
で
は
散
侠
し
て
百
軸

ほ
ど
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
現
在
、
極
上
の
も
の
は
わ
ず
か
に
十
軸
だ
け
で
あ

る
。
す
ぐ
れ
た
書
帖
も
あ
っ
た
が
、
交
換
の
た
め
に
次
々
と
私
の
手
も
と
か
ら

去
っ
て
行
っ
た
。
晋
画
は
何
と
し
て
で
も
保
存
す
べ
き
で
あ
り
、
私
に
ゆ
か
り

の
あ
る
画
で
晋
代
の
作
品
に
数
え
ら
れ
る
も
の
に
因
ん
で
、
私
の
住
居
に
「
宝

晋
齋
」
と
名
づ
け
た
。
私
は
こ
こ
へ
来
る
た
び
に
そ
れ
ら
を
桂
け
て
楽
し
ん
で

い
る
が
、
こ
れ
ら
の
画
は
現
在
、
世
間
で
は
二
度
と
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
書
画
は
価
格
を
論
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
士
人
と
は
金
銭
で
つ
き

合
う
こ
と
は
難
し
い
。
だ
か
ら
書
画
を
物
々
交
換
す
る
の
が
自
然
に
上
品
な
や

り
方
に
な
る
の
で
あ
る
。
近
頃
あ
る
―
つ
の
も
の
を
収
蔵
す
る
の
を
命
が
け
の

よ
う
に
い
う
の
は
実
に
笑
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
人
生
に
お
い
て
た
ま
た
ま
目

に
と
ま
っ
た
も
の
は
、
永
く
見
て
い
る
と
嫌
気
が
さ
す
も
の
で
あ
る
。
時
々
新

し
い
愛
玩
物
と
交
換
す
れ
ば
、
自
分
と
相
手
と
双
方
の
欲
望
を
満
た
す
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
達
人
で
あ
る
。

私
の
家
の
書
画
の
収
蔵
品
の
う
ち
最
上
品
に
は
、
私
の
姓
名
と
字
を
刻
ん
だ

印
を
用
い
る
。
「
審
定
真
迩
字
印
」
、
「
神
品
字
印
」
、
「
平
生
倶
賞
印
」
、
「
米
帝
秘

鍍
印
」
、
「
宝
晋
書
印
」
、
「
米
姓
翰
墨
印
」
、
「
璧
定
法
書
之
印
」
、
「
米
姓
秘
玩
之
印
」

が
そ
れ
で
あ
る
。
玉
印
は
六
枚
、
す
な
わ
ち
「
辛
卯
米
帝
」
、
「
米
帝
之
印
」
、
「
米

帝
氏
印
」
、
「
米
帝
印
」
、
「
米
若
元
章
印
」
、
「
米
帝
氏
」
の
白
文
印
で
、
こ
れ
ら
の

印
の
あ
る
作
品
は
す
べ
て
絶
品
で
あ
る
。
玉
印
は
書
帖
に
の
み
用
い
る
。
そ
の

他
「
米
姓
清
玩
之
印
」
を
用
い
て
い
る
作
品
は
す
べ
て
次
品
で
あ
り
、
下
品
は



⑩
凋
永
功
（
世
動
）
家

と
い
っ
て
い
る
。

な
い
。
そ
の
他
の
字
印
は
百
枚
あ
る
が
、
上
品
の
印
と
混
じ
え
て
用
い
る
こ
と

は
難
し
い
。
私
が
自
分
で
画
い
た
古
代
の
賢
人
の
画
像
に
は
玉
印
の
み
を
用
い

る。

晋
人
陸
機
・
衛
恒
を
暮
写
し
た

R
蘇
溜
（
浩
然
）
家
「
明
皇
幸
蜀
道
図
」
。
寿
州
（
安
徽
省
）
人
が
幕
し
た
作

品
。
人
物
が
非
常
に
小
さ
く
、
李
思
訓
の
作
品
と
い
っ
て
い
る
が
、
宗
室
趙
仲

忽
家
の
李
思
訓
と
は
異
な
る
。

黄
笙
の
画
は
収
集
す
る
価
値
が
な
い
。
臨
幕
し
易
い
か
ら
で
あ
る
。
徐
熙
の

画
は
慕
写
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

⑩
蘇
舜
欽
（
子
美
）
家
黄
笙
「
鶴
鵠
図
」
。
こ
の
画
は
蘇
州
だ
け
で
―
―
―
十
本
の

幕
本
が
あ
り
、
す
べ
て
全
く
同
じ
で
あ
る
。
近
頃
の
画
院
の
画
家
の
画
＜
屏
風

は
、
す
べ
て
黄
答
の
格
式
を
用
い
て
い
て
、
一
寸
古
く
な
っ
た
も
の
が
流
出
す

る
と
、
黄
笙
の
倶
迩
と
全
く
識
別
で
き
な
い
。

⑩
王
読
（
晋
卿
）
家
黄
笙
「
風
牡
丹
図
」
六
幅
。
私
は
こ
の
作
品
を
交
換
に

よ
っ
て
入
手
し
た
。

⑩
子
オ
翁
（
黎
明
）
の
子
鴻
（
遠
復
）
家
戴
嵩
「
白
牛
図
」
小
幅
。
私
は
⑩

の
黄
笙
画
と
こ
れ
と
を
交
換
し
た
。
画
面
上
方
に
宋
太
宗
（
趙
匡
義
）
の
「
戴

嵩
牛
」
の
三
字
が
あ
っ
た
。
そ
れ
以
後
、
雨
浙
地
方
の
人
家
の
屏
風
は
、
み
な

こ
の
黄
笙
画
の
牡
丹
図
で
、
真
贋
を
見
分
け
る
の
が
難
し
か
っ
た
。
そ
れ
は
押

絵
貼
り
の
屏
風
は
は
が
れ
易
い
か
ら
で
あ
る
。

⑯
米
帝
家
懐
素
「
書
帖
」
絹
本
。
⑯
同
家

「
日
本
着
色
山
水
図
」
。
南
唐
人
は
李
思
訓
の
作
品
だ

「
書
帖
」
。
戴
嵩
「
白
牛
図
」
⑩
と
交
換
し
て
入
手
し
た
も
の
。

そ
れ
ら
と
そ
の
他
幾
種
類
か
の
書
帖
と
は
一
緒
に
し
て
劉
湮
の
と
こ
ろ
へ
行

っ
た
。

⑩
王
読
（
晋
卿
）
家
韓
幹
画
馬
「
照
夜
白
図
」
。
こ
の
画
に
は
「
王
侍
中
家
物
」

と
題
さ
れ
て
い
た
。
王
読
は
こ
の
画
と
二
通
の
度
牒
と
を
顔
慎
卿
の
書
帖
一
帖

と
交
換
し
た
。
朱
巨
川
が
私
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
劉
湮
は
山
形
の
石

硯
一
面
と
「
照
夜
白
図
」
と
を
交
換
し
て
、
戴
嵩
の
白
牛
を
入
手
す
る
や
、
み

ず
か
ら
「
韓
馬
戴
牛
」
を
入
手
し
た
と
言
っ
て
喜
ん
だ
。
た
だ
し
や
は
り
杜
荀

鶴
と
章
得
象
（
鶴
と
象
）
が
足
り
な
い
。
劉
湮
は
次
の
よ
う
な
詩
を
一
首
作
っ

た
。
「
元
章
（
米
帝
）
の
好
古
は
人
に
過
ぎ
、
書
画
は
世
を
驚
か
し
て
起
つ
。
余

歌
を
作
り
て
云
う
。
天
下
奇
人
を
愛
す
る
こ
と
量
る
な
し
。
奇
は
人
に
諫
わ
ず

奇
は
相
を
解
く
。
奇
人
と
奇
物
と
は
方
に
合
璧
。
乞
う
世
間
の
人
物
の
様
を
与

え
ん
こ
と
を
。
六
朝
と
唐
盛
と
始
め
て
兼
得
す
。
訪
古
と
知
名
は
已
に
蒲
爽
゜

人
亡
び
物
喪
ん
で
衰
夢
に
付
す
。
想
を
注
ぐ
后
来
好
尚
に
逢
わ
ん
と
。
元
章
の

心
自
ら
秋
月
を
竪
る
。
一
路
な
お
行
く
九
零
の
上
、
家
時
に
菜
色
し
斗
粟
無
し
。

書
画
は
奇
奇
た
り
世
人
望
む
。
臀
え
ば
大
海
に
百
宝
を
沈
む
が
如
く
、
爾
輩
は

風
に
乗
り
て
之
を
浪
に
得
た
り
。
二
王
拷
陸
已
に
天
作
。
老
顧
の
如
来
更
に
天

匠
。
其
の
余
の
提
襲
は
凡
そ
幾
重
な
ら
ん
。
但
だ
見
る
光
明
の
爛
と
し
て
象
を

垂
る
る
を
。
珍
犀
瑞
錦
は
蘭
宦
を
扶
け
、
龍
は
躍
り
鸞
は
驚
き
魁
輛
を
詞
す
。

金
仙
距
ん
ぞ
敢
え
て
触
る
る
に
手
を
以
て
せ
ん
や
。
雪
子
と
玉
人
は
聯
か
掌
に

置
く
。
余
家
は
僻
素
に
し
て
最
も
沈
着
な
り
。
舎
を
退
き
て
師
に
還
り
て
芳
り

難
き
を
覚
ゆ
。
世
人
は
往
往
力
能
＜
幹
た
り
。
未
だ
免
れ
ず
蝦
の
終
に
惚
洸
た

七



米
帝
「
画
史
」
に
つ
い
て
（
続
）

る
を
目
す
る
を
。
機
と
偽
謬
を
鍼
じ
て
各
お
の
臣
妾
た
り
。
未
だ
観
ず
堂
堂
た

る
筆
中
の
王
を
。
袖
間
に
渋
縮
し
気
は
線
の
如
し
。
浮
几
明
窟
護
り
に
瞭
仰
す
。

従
来
所
有
す
万
銭
の
債
。
臭
努
に
即
か
ず
当
に
火
葬
す
べ
し
。
心
を
妙
絶
に
傾

け
登
に
勝
を
求
め
ん
や
。
妄
り
に
臨
幕
を
意
う
は
須
か
ら
く
殺
謗
す
べ
し
。
端

居
し
て
自
ら
号
す
書
一
品
。
好
事
は
封
ず
る
が
如
し
絵
三
蔵
。
諸
郎
は
青
出
し

て
即
ち
護
持
す
。
未
だ
飢
を
充
た
し
て
謬
の
駆
と
為
る
を
肯
ん
ぜ
ず
。
（
『
書
史
』

は
膵
道
祖
の
詩
を
載
せ
て
云
う
。
「
寧
馨
動
破
す
千
金
の
資
」
と
。
是
れ
な
り
）

余
は
衰
え
て
二
物
を
高
閣
に
置
く
。
子
は
之
を
専
ら
に
す
べ
し
世
に
雨
つ
無
し
。

書
来
り
詩
往
き
但
だ
悠
悠
。
塵
土
は
人
を
欺
き
正
に
憫
恨
た
り
。
」
私
は
こ
れ
に

答
え
て
次
の
詩
を
作
っ
た
。
「
劉
郎
（
劉
湮
）
の
画
を
収
む
る
は
早
く
甚
だ
卑

し
。
折
枝
花
草
は
徐
熙
を
首
と
す
。
十
年
の
後
始
め
て
道
を
聞
く
。
吾
が
韓
戴

（
韓
幹
・
戴
逸
）
を
取
り
て
神
奇
を
為
す
。
通
来
白
首
道
奥
に
進
む
。
学
者
は

信
に
有
り
髄
と
皮
。
始
め
て
知
る
十
襲
の
但
だ
壁
を
遮
る
を
。
牛
馬
は
便
ち
幣

帷
を
裏
む
べ
し
。
峨
峨
た
り
太
平
の
老
寺
主
。
白
紗
を
首
に
帽
い
て
冠
涎
無
し
。

武
士
は
後
に
列
し
て
粛
た
り
大
剣
。
宮
女
は
芳
に
侍
し
て
修
眉
を
聾
む
。
神
清

た
る
眸
子
は
欲
の
寡
き
を
知
り
、
歯
は
露
わ
に
唇
は
反
り
て
法
は
饒
を
定
む
。

世
人
は
服
を
見
て
摩
詰
に
似
せ
た
り
。
六
朝
居
士
の
衣
を
知
ら
ず
。
後
人
把
る

勿
れ
唐
突
を
乱
す
を
。
梁
時
の
筆
法
了
と
し
て
知
る
可
し
。
道
子
之
を
見
て
必

ず
再
拝
せ
ん
。
曹
劉
は
何
物
ぞ
藩
籠
を
望
む
。
本
は
第
一
に
当
る
天
下
を
品
す
。

却
っ
て
顧
筆
に
縁
り
て
漣
瀦
在
り
。
」
こ
の
時
、
私
は
は
じ
め
て
劉
湮
に
「
梁
武

帝
像
」
を
入
手
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
た
。
こ
の
画
は
今
は
趙
忠
忽
家
に
あ
る
。

⑩
魏
泰
（
道
輔
）
家
徐
熙
「
飛
鶉
図
」
。
澄
心
堂
紙
に
画
い
た
も
の
。

一
羽
の

七

⑩
苑
大
珪
家
「
折
枝
梨
花
図
」
。
も
と
富
弼
(
1
0
0
4
|
 1
0
8
3
)

家
に
あ
っ
た
も

の
。
古
人
の
作
品
で
あ
る
が
、
江
南
や
蜀
人
が
画
い
た
も
の
で
は
な
い
。

⑩
蘇
舜
欽
（
子
美
）
家
畢
宏
「
山
水
図
」
一
幅
。
画
風
は
奇
古
で
、
数
行
に

亘
る
題
辞
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
筆
勢
凶
険
」
と
あ
る
が
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。

⑩
王
敏
甫
家
李
燈
（
重
光
）
「
四
時
花
図
」
紙
本
横
巻
一
軸
。
四
季
折
々
に
李

燈
が
み
ず
か
ら
書
写
し
て
、
事
物
が
変
転
す
る
意
味
を
論
述
し
た
も
の
で
、
文

章
一
篇
と
画
一
幅
と
か
ら
成
り
、
書
体
も
若
書
き
で
あ
り
、
花
は
清
麗
で
愛
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。

江
南
の
周
文
矩
の
画
＜
士
女
は
、
顔
容
は
全
く
周
萌
に
似
て
お
り
、
衣
紋
は

戦
筆
（
顕
筆
）
を
用
い
て
画
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
布
文
を
表
現
し

て
お
り
、
こ
の
点
で
周
明
と
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
周
萌
の
筆
致
は
秀
潤
で

句
細
で
あ
る
。

⑩
沈
括
（
存
中
）
家
唐
人
の
壁
画
雨
大
軸
。
―
つ
は
手
を
一
本
と
顔
を
一
面

だ
け
画
き
、
他
は
半
身
だ
け
を
画
く
。
こ
れ
は
画
を
学
ぶ
人
が
、
画
き
難
い
と

こ
ろ
を
画
い
た
も
の
で
、
遂
に
は
こ
れ
は
誰
誰
の
真
迩
だ
と
題
し
て
し
ま
っ
た
。

⑩
蘇
泊
（
及
之
）
家
「
茜
香
一
枝
図
」
。
古
画
で
あ
っ
て
蘇
誉
（
国
老
）
が
題

し
て
閻
立
本
の
画
と
し
て
い
る
。

⑮
宝
月
家
李
成
画
四
幅
。
一
人
の
文
人
が
騎
馬
、
一
人
の
小
童
が
つ
き
随
っ

て
い
る
。
そ
の
清
秀
さ
は
王
維
の
画
＜
孟
浩
然
の
よ
う
で
あ
り
、
李
成
の
画
＜

飛
鶉
が
生
き
て
い
る
よ
う
だ
。

⑱
同
家

る。

智
永
「
帰
田
賦
」
。
慎
草
で
書
さ
れ
て
お
り
め
ず
ら
し
い
も
の
で
あ



⑩
梅
澤
家

人
物
で
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
。
李
成
の
そ
の
他
の
人
物
画
、
例
え
ば
妖
怪

や
賭
徒
や
村
民
な
ど
、
藝
人
の
や
る
ご
と
き
も
の
は
皆
な
許
道
寧
が
専
ら
李
成

の
画
を
幕
し
て
い
た
と
き
に
画
い
た
も
の
で
あ
る
。

⑯
海
州
劉
家

王
獣
之
「
符
策
及
神
図
」
一
巻
。
李
公
麟
（
伯
時
）
の
言
う
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
海
州
劉
先
生
は
王
猷
之
が
画
い
た
「
符
及
神
」
一
巻
を
収
蔵

し
て
い
る
。
呪
語
は
小
楷
を
用
い
て
書
し
、
五
斗
米
道
に
関
係
す
る
も
の
で
あ

る
。
李
公
麟
は
一
目
み
る
と
す
ぐ
幕
写
さ
せ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
が
、
承
諾
し

て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
李
公
麟
の
子
が
金
陵
に
住
ん
で
お
り
、
そ
の
妻
と
王
安

石
の
妻
と
が
姉
妹
で
あ
っ
た
の
で
、
陳
元
輿
が
金
陵
の
鎮
守
と
な
っ
た
と
き
、

私
は
彼
に
頼
ん
で
尋
ね
て
も
ら
っ
た
が
、
だ
い
ぶ
前
に
あ
る
貴
人
が
も
っ
て
行

っ
た
と
い
う
回
答
で
あ
っ
た
。
貴
人
が
誰
か
と
い
う
こ
と
も
結
局
わ
か
ら
な
か

っ
た
。

⑩
蒋
永
仲
家

章
慨
「
松
図
」
一
幅
。
無
数
の
枝
や
葉
が
画
か
れ
て
お
り
、

年
を
つ
い
や
さ
な
け
れ
ば
画
け
な
い
も
の
で
あ
る
。
幹
や
枝
の
鱗
の
よ
う
な
樹

皮
も
一
―
写
実
的
に
画
か
れ
て
い
て
、
筆
致
は
細
か
く
ま
ろ
や
か
で
し
っ
と
り

と
し
て
い
る
。

張
燥
「
澗
底
松
圏
」
。
葛
氏
の
旧
蔵
に
か
か
る
も
の
。
私
は
人
に
頼

ん
で
買
い
に
行
っ
て
も
ら
い
、
そ
れ
か
ら
自
分
で
取
り
に
行
っ
て
き
た
。

古
代
の
絵
画
は
唐
朝
の
初
期
に
な
る
と
す
べ
て
生
絹
に
画
く
よ
う
に
な
っ
た
。

呉
道
子
・
周
明
・
韓
幹
か
ら
後
は
、
す
べ
て
熱
湯
で
も
っ
て
絹
を
煮
て
半
熟
と

し
、
そ
れ
に
粉
末
を
加
え
て
、
銀
板
を
槌
で
打
つ
よ
う
に
槌
で
打
つ
。
そ
れ
故
、

人
物
を
画
く
と
き
に
細
か
く
は
っ
き
り
と
筆
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

現
代
の
人
々
は
唐
代
の
画
を
収
集
す
る
と
き
、
必
ず
絹
で
見
分
け
よ
う
と
す
る
。

絹
の
織
り
目
が
粗
い
と
こ
れ
は
唐
代
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
全
く

誤
り
で
あ
る
。
張
僧
絲
の
画
や
閻
立
本
の
画
で
世
間
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の

は
す
べ
て
生
絹
に
画
い
た
も
の
で
あ
る
。
南
唐
の
画
は
み
な
粗
絹
で
あ
っ
て
、

徐
熙
の
画
の
絹
は
麻
布
の
よ
う
で
あ
る
。

画
の
裏
打
ち
（
装
背
）
に
絹
を
用
い
て
は
い
け
な
い
。
破
れ
た
と
こ
ろ
を
補

修
す
る
と
き
に
用
い
る
と
、
絹
が
新
し
い
う
ち
は
や
わ
ら
か
く
て
巻
子
を
巻
き

や
す
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
時
間
が
経
っ
て
絹
が
硬
く
な
る
と
、
画
巻
は
硬
い

絹
に
あ
た
っ
て
、
破
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
ま
で
破
れ
が
で
き
て
く
る
。
大
変
惜

し
い
こ
と
で
あ
る
。
書
に
つ
い
て
言
え
ば
、
昔
の
人
は
そ
の
文
字
を
愛
惜
し
、

そ
れ
故
、
行
間
に
筋
を
ひ
き
迩
を
つ
け
、
字
が
あ
た
か
も
筒
瓦
の
中
に
入
っ
て

い
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
破
れ
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
現
代

（ママ）

の
人
々
は
古
代
の
書
を
手
に
入
れ
る
と
、
か
え
っ
て
絹
か
絹
を
用
い
て
帖
を
裏

打
ち
す
る
が
、
行
を
き
ざ
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
は
一
時
的
に
は
平
直
に
な
っ
て
も
、

し
ば
ら
く
す
る
と
字
の
上
が
裂
け
て
く
る
。
大
変
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。
紙
に

か
か
れ
た
書
画
は
、
絹
で
裏
打
ち
を
し
て
は
い
け
な
い
。
熟
絹
の
新
し
い
も
の

で
も
結
局
は
硬
化
す
る
。
紋
様
を
織
り
な
す
糸
が
書
画
の
表
面
を
を
こ
す
っ
て
、

作
品
の
表
面
に
絹
の
文
様
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
絹
を
用
い
て

骨
組
を
作
る
こ
と
で
あ
り
、
時
間
が
経
つ
と
紙
が
毛
羽
立
っ
て
く
る
が
、
こ
れ

は
絹
が
こ
す
る
た
め
で
あ
る
。
裏
打
ち
の
紙
を
用
い
る
と
、
書
画
は
時
の
経
つ

に
つ
れ
て
す
り
切
れ
て
き
て
も
、
墨
色
は
絹
の
上
に
残
る
。
王
読
（
晋
卿
）
も

以
前
は
絹
で
書
の
裏
打
を
し
て
い
て
、
は
じ
め
は
悪
影
響
が
あ
る
と
は
思
っ
て

七
四



米
帝
「
画
史
」
に
つ
い
て
（
続
）

い
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
経
っ
て
、
桓
温
の
書
を
取
り
出
し
て
看
る
と
、
紙
上

の
墨
色
は
磨
滅
し
て
、
絹
の
紋
様
が
紙
を
透
か
し
て
見
え
る
あ
り
さ
ま
で
、
大

変
残
念
が
っ
た
。
そ
こ
で
王
晋
卿
は
欽
県
産
の
薄
い
紙
で
覆
っ
て
収
蔵
し
た
。

そ
し
て
そ
の
後
は
絹
を
用
い
て
裏
打
ち
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
白
い
絹
が
百

片
あ
れ
ば
、
必
ず
好
い
画
が
あ
る
。
絹
の
織
目
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。

長
幅
の
横
巻
は
裂
け
目
が
横
に
入
る
。
横
巻
の
裂
け
目
が
縦
に
入
れ
ば
、
各
お

の
そ
の
軸
の
方
向
に
従
っ
て
裂
け
る
の
で
あ
る
。
縦
に
裂
け
る
の
は
一
本
の
糸

に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
時
間
が
経
つ
と
巻
は
両
端
か
ら
裂
け
て
ば
ら
ば

ら
に
な
り
、
断
片
と
な
っ
て
接
合
で
き
な
く
な
り
、
毛
羽
立
た
ず
、
摘
む
と
ば

ら
ば
ら
に
な
る
。
偽
作
は
で
き
な
い
。
偽
作
は
す
っ
き
り
し
た
切
口
が
真
直
に

糸
に
当
た
っ
て
お
り
、
両
端
は
旧
い
も
の
を
用
い
、
毛
羽
立
っ
て
い
る
が
、
摘

ん
で
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
。
淵
っ
た
染
色
が
糸
の
間
に
残
っ
て
お
り
、
乾
燻

す
れ
ば
姻
の
臭
い
が
あ
り
、
（
色
は
）
上
が
深
く
、
下
は
浅
い
。
古
い
紙
や
絹
に

は
ふ
つ
う
古
い
香
い
が
あ
る
。

⑱
劉
子
證
家
慮
鴻
「
草
堂
図
」
。
劉
子
祠
は
銭
五
十
万
文
で
銭
櫃
密
家
の
画
を

五
百
幅
買
っ
た
。
開
い
て
見
も
し
な
い
で
す
ぐ
代
金
を
支
彿
っ
た
の
で
、
銭
氏

は
喜
ん
だ
。
画
が
引
き
渡
さ
れ
た
後
、
調
べ
て
見
る
と
、
慮
鴻
自
筆
の
「
草
堂

図
」
だ
け
が
十
万
文
に
値
す
る
が
、
そ
の
他
は
平
凡
な
作
品
が
多
か
っ
た
。

小
八
分
の
書
体
で
書
か
れ
た
詩
句
の
一
幅
は
、
用
筆
が
行
書
と
草
書
の
よ
う

で
、
非
常
に
変
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
こ
の
よ
う
な
書
体
は
存
在
し
な
い
。

⑩
宗
室
趙
君
発
家
閻
立
本
「
太
宗
歩
輩
図
」
。
銭
七
十
万
文
で
購
入
し
、
熟
絹

で
も
っ
て
画
の
上
か
ら
下
ま
で
裏
打
ち
を
し
た
が
、
梅
雨
の
時
期
を
経
過
し
た

七
五

後
、
両
側
が
脱
落
し
、
画
面
も
ぽ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
た
。

文
彦
博
(
1
0
0
6
|
 1
0
9
7
)

は
古
画
の
裏
打
の
絹
（
古
画
背
）
で
も
っ
て
箱
を
作

っ
た
。
そ
の
気
持
は
裏
打
の
絹
が
大
切
で
惜
し
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
絹
を
貼
っ
て
裏
打
ち
す
る
と
、
破
れ
る
も
の
そ
れ
だ
け
一
層
早
い
。
今
の

人
の
屏
風
や
通
俗
画
は
‘
―
二
年
も
経
つ
と
断
裂
し
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
る
。
箱

は
壁
画
を
収
納
す
る
た
め
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
書
画
は
時
時
巻
い
た
り

舒
い
た
り
す
れ
ば
、
し
ば
し
ば
人
の
手
に
触
れ
る
の
で
、
自
然
と
傷
ま
な
い
の

で
あ
る
。
長
い
間
展
げ
な
い
で
い
る
と
、
軸
に
そ
っ
て
ひ
び
わ
れ
裂
け
て
脆
く

な
り
、
貼
り
つ
け
て
補
修
し
て
も
う
ま
く
行
か
な
い
。

⑩
王
球
（
菱
玉
）
家
両
漢
か
ら
隋
に
至
る
「
古
帝
王
像
」
。
形
状
の
非
常
に
怪

異
な
も
の
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
残
念
な
が
ら
私
は
こ
の
作
品
を
ま
だ
見
て
い
な

い
。
買
い
上
げ
て
宮
廷
内
の
図
書
館
に
収
蔵
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

檀
香
は
淵
気
を
避
け
る
の
で
、
画
に
は
必
ず
檀
木
の
軸
を
用
い
る
と
効
果
が

シ```

あ
る
。
箱
を
開
け
る
と
芳
香
が
あ
っ
て
糊
の
臭
い
が
せ
ず
、
ま
た
よ
く
露
虫
を

防
除
で
き
る
。
も
し
軸
先
に
玉
を
用
い
、
軸
木
に
古
い
檀
木
を
用
い
る
と
、
軸

が
重
く
な
る
。
そ
こ
で
逆
に
、
軸
木
を
二
つ
に
割
っ
て
中
を
剖
っ
て
そ
れ
を
合

わ
せ
て
軸
木
と
す
れ
ば
、
削
り
取
っ
た
分
だ
け
軽
く
な
っ
て
画
を
傷
め
な
い
。

通
常
の
巻
物
に
は
必
ず
桐
や
杉
で
軸
木
を
作
る
の
が
よ
い
。
軸
木
が
重
け
れ
ば

絹
を
傷
め
る
。
軸
先
に
金
銀
を
用
い
る
の
は
宜
し
く
な
い
。
俗
っ
ぽ
い
し
盗
賊

を
呼
び
込
む
こ
と
、
そ
れ
は
漢
の
桓
帝
や
震
帝
の
墳
墓
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

金
銀
の
代
わ
り
に
水
晶
で
軸
先
を
作
れ
ば
よ
い
。
掛
輻
は
必
ず
両
端
の
お
も
り

が
重
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蜀
の
青
園
銭
の
絹
や
双
鶯
の
錦
は
最
も
俗
っ
ぽ



た
「
雪
竹
図
」

⑩
米
帝
家

⑱
米
帝
家

苑
寛
の
画
。

僧
夢
休
画
「
雪
竹
図
」
。
私
は
苑
寛
の
画
一
幅
を
、
僧
夢
休
の
画
い

一
幅
と
交
換
し
た
。
こ
の
「
雪
竹
図
」
は
巨
石
が
水
中
に
影
を

そ
れ
ら
の
拳
本
が
あ
る
。

く
、
古
画
の
表
装
に
用
う
べ
き
で
は
な
い
。
現
代
の
画
家
の
作
品
を
表
装
し
て

座
敷
を
飾
る
の
も
ま
た
俗
っ
ぼ
い
。

蘇
木
を
用
い
て
軸
木
を
作
る
と
き
、
石
灰
を
融
か
し
た
湯
で
も
っ
て
そ
の
色

ス
オ
ウ

を
変
え
る
が
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
だ
ん
だ
ん
良
く
な
る
。
そ
れ
に
蘇
木
は

軽
い
。
動
物
の
角
で
作
っ
た
軸
先
は
虫
が
つ
き
や
す
い
。
ま
た
、
軸
を
開
く
と

た
い
て
い
淵
っ
た
臭
気
が
あ
る
。
檀
木
と
犀
角
と
を
一
緒
に
箱
に
入
れ
て
お
け

ば
、
共
に
古
香
を
発
す
る
。
紙
や
絹
は
古
く
な
る
と
自
然
に
古
香
が
あ
る
。

落
寛
の
山
水
画
は
広
大
で
、
恒
山
や
泰
山
の
よ
う
で
あ
る
。
遠
山
は
慎
正
面

か
ら
画
く
も
の
が
多
く
、
曲
折
し
つ
つ
崩
れ
落
ち
、
形
勢
に
動
き
が
あ
る
。
晩

年
に
は
用
墨
が
非
常
に
多
く
な
り
、
土
と
石
と
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
な
く
な

っ
た
。
宋
代
で
は
勿
論
苑
寛
を
凌
駕
す
る
画
家
は
い
な
い
。
苑
寛
の
渓
谷
は
深

山
の
奥
か
ら
流
れ
出
る
よ
う
で
、
水
音
が
き
こ
え
て
く
る
か
の
ご
と
く
思
わ
れ

る
。
ま
た
雪
山
を
画
く
と
き
は
、
世
間
で
王
維
の
画
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
に

全
面
的
に
則
っ
て
画
い
て
い
る
。

王
士
元
の
山
水
図
は
、
漁
村
や
水
辺
鳥
嶼
や
雪
景
を
画
い
て
い
て
、
江
南
の

人
の
画
に
似
て
い
る
。

＠
王
堂
（
定
国
）
家
王
士
元
画
四
幅
。
後
に
王
輩
は
こ
れ
ら
を
王
読
（
晋
卿
）

に
与
え
た
。
王
読
は
王
維
の
作
品
だ
と
い
っ
て
い
る
。
趙
叔
器
（
伯
充
）
家
に

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

自
分
の
名
を
書
き
込
み
、
そ
の
上
に
自
分
の
名
の
印
章
を
捺
し
て
い
る
。
中
等

映
し
、
下
方
に
数
片
の
落
葉
が
水
面
に
浮
び
、
傍
ら
に
枯
木
が
一
本
あ
っ
て
や

は
り
水
に
影
を
落
し
て
い
る
。

⑮
蒋
長
源
家
の
茸
竪
の
「
馬
図
」
。
私
は
夢
休
の
「
雪
竹
図
」
を
、
蒋
長
源
家
の

草
翌
の
「
馬
図
」
と
交
換
し
た
が
、
そ
の
と
き
他
に
更
に
十
一
種
の
物
を
送
っ

て
や
っ
と
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
蒋
長
源
は
そ
の
後
、
こ
の
夢
休
の
「
雪
竹

図
」
を
王
読
の
所
蔵
す
る
他
の
作
品
と
交
換
し
た
。

⑯
察
勝
道
家
夢
休
画
「
竹
図
」
六
幅
、
長
さ
一
丈
余
。
非
常
に
立
派
な
作
品

で
、
屋
敷
の
梁
に
桂
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
長
大
で
、
そ
の
画
を
見
て
い
る

と
、
あ
た
か
も
茂
っ
た
竹
の
下
に
坐
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

⑩
諜
州
李
迪
（
復
古
）
宰
相
家
鍾
絲
・
王
義
之
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
。
私
は
ま

だ
見
て
い
な
い
が
、
鍾
絲
と
王
義
之
の
収
蔵
が
非
常
に
多
い
と
い
う
。
李
文
定

（
迪
）
家
の
画
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
三
等
の
ラ
ン
ク
が
あ
る
。
上
等
の
画
に
は

の
画
に
は
自
分
の
あ
ざ
な
（
字
）
を
書
き
込
み
、
そ
の
印
章
を
捺
し
て
い
る
。

下
等
の
画
に
は
あ
ざ
な
を
刻
し
た
印
を
捺
し
花
押
の
み
で
あ
る
。

鍾
絲
・
王
義
之
の
書
。
以
前
、
こ
れ

⑩
江
東
の
漕
司
の
李
孝
広
（
世
美
）
家

ら
の
作
品
を
、
金
陵
て
新
し
く
表
装
し
直
し
て
、
も
と
の
表
装
の
裏
打
ち
の
紙

を
と
り
は
ず
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
紙
は
唐
人
の
門
刺
（
褐
見
の
と
き
に
用
い
る

名
刺
）
を
打
ち
直
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
李
孝
広
の
孫
の
李
奉
先
が
教
え
て
呉

れ
た
。
私
は
最
近
太
常
寺
の
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
見
る

王
欽
若
（
定
国
、
翼
国
公
に
封
ぜ
ら
る
。
9
6
2
|
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0
2
5
)

は
、
収
蔵
の
書
画
す

七
六



米
帝
「
画
史
」
に
つ
い
て
（
続
）

べ
て
に
「
太
原
欽
若
図
書
」
の
印
章
を
用
い
た
が
、
書
画
の
品
等
に
つ
い
て
い

え
ば
精
良
な
も
の
は
極
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
私
は
以
前
に
蒋
氏
（
蒋
長
源
か
）

か
ら
こ
の
鍍
金
を
施
し
た
大
印
を
入
手
し
た
が
、
後
に
劉
巨
済
が
借
り
て
い
っ

て
、
未
だ
返
し
て
呉
れ
な
い
。

趙
大
年
（
令
穣
）
は
南
唐
の
「
集
賢
院
御
書
印
」
を
入
手
し
た
。
こ
の
印
は

墨
汁
を
用
い
て
書
斎
（
文
房
）
の
書
画
に
捺
印
し
た
も
の
で
あ
る
。

趙
大
年
（
令
穣
）
は
古
い
絹
本
の
横
巻
の
経
典
や
書
画
を
収
蔵
し
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
み
な
精
良
さ
と
い
う
点
で
は
当
時
の
西
昇
経
を
凌
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。

凋
京
（
当
世
）
は
、
王
翠
（
定
国
）
に
頼
ん
で
西
昇
経
の
表
装
を
さ
せ
た
が
、

そ
の
古
い
絹
の
裏
打
ち
の
紙
の
四
五
枚
重
な
っ
て
い
る
の
を
分
け
て
剥
が
し
て
、

そ
れ
を
（
裏
打
ち
の
紙
に
透
写
さ
れ
た
西
昇
経
を
）
表
装
し
て
別
に
も
う
一
巻

を
作
っ
た
。

道
士
牛
散
の
筆
致
は
粗
豪
で
放
縦
で
あ
る
が
、
俗
っ
ぼ
く
な
く
、
画
の
品
格

は
そ
も
そ
も
文
宣
や
恵
崇
や
宝
覚
や
張
経
よ
り
上
で
あ
る
。

李
甲
（
景
元
）
は
み
ず
か
ら
華
亭
逸
人
と
号
し
、
秀
逸
な
筆
致
で
箭
毛
（
禽

鳥
）
を
画
き
、
意
表
を
つ
く
趣
が
あ
る
。
樹
木
は
う
ま
い
と
は
い
え
な
い
。

苑
大
珪
（
君
錫
）
は
鄭
国
公
富
弼
の
女
婿
で
あ
る
。
私
は
彼
と
一
緒
に
沖
京

の
相
国
寺
に
行
き
、
行
き
つ
け
の
店
で
、
七
百
両
の
銀
子
を
支
彿
っ
て
一
幅
の

雪
図
を
買
っ
た
。
そ
れ
は
傷
み
が
ひ
ど
か
っ
た
が
、
十
分
に
古
い
も
の
で
世
間

の
人
々
の
い
う
王
維
の
画
に
似
て
い
る
。
折
か
ら
劉
瑣
（
伯
玉
）
に
会
う
と
、

彼
は
笑
い
な
が
ら
何
を
買
っ
た
の
か
と
問
う
た
。
そ
こ
で
私
は
多
く
の
人
々
の

前
で
画
を
開
い
て
彼
に
見
せ
た
。
彼
は
誰
が
画
い
た
も
の
か
と
尋
ね
た
の
で
、

七
七

私
は
王
維
の
画
だ
と
答
え
た
。
彼
は
そ
う
だ
と
い
い
、
「
た
ま
た
ま
さ
っ
き
こ
の

店
に
行
っ
た
が
そ
の
画
を
看
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
さ
か
行
き
先
が
決

っ
て
い
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
に
。
」
と
い
っ
た
。
私
は
落
大
珪
の
家
人
に
貸

し
、
し
ば
ら
く
持
っ
て
い
た
が
、
落
大
珪
と
と
も
に
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

翌
日
取
り
に
行
っ
て
み
る
と
、
落
大
珪
は
す
で
に
表
装
す
る
た
め
に
洛
陽
に
送

っ
た
と
い
う
。
同
行
し
て
い
た
梅
子
平
は
、
「
私
は
あ
な
た
が
買
っ
た
こ
と
を
証

言
す
る
。
役
所
に
審
理
を
申
し
立
て
よ
う
。
こ
ん
な
理
不
盛
が
あ
る
も
の
か
。
」

と
大
い
に
立
腹
し
た
。
私
は
笑
い
な
が
ら
「
i

氾
大
珪
は
私
の
古
く
か
ら
の
友
人

だ
。
」
と
い
い
、
そ
し
て
こ
の
画
を
落
大
珪
に
贈
与
し
た
。
そ
れ
か
ら
す
で
に
二

十
年
が
経
ち
、
i

氾
大
珪
が
な
く
な
っ
て
か
ら
十
年
経
つ
。
今
こ
の
画
が
ど
こ
に

あ
る
か
は
知
ら
な
い
。

張
燥
「
松
石
図
」

⑲

趙

叔

器

家

一

軸

。

も

と

李

公

烙

家

に

あ

っ

た

。

す

で

に

ぼ
ろ
ぼ
ろ
（
破
康
）
に
な
っ
て
い
て
、
表
装
を
し
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑱
葉
助
（
天
祐
）
家
蜀
の
苑
瑣
「
梁
武
帝
寓
誌
公
図
」
一
幅
。
武
帝
は
白
い

冠
を
つ
け
粗
衣
を
ま
と
っ
て
い
る
。
晋
朝
は
白
色
を
と
う
と
び
、
宋
・
齊
・
梁
・

陳
の
各
朝
で
も
目
に
す
る
な
ら
わ
し
は
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
尊
尚
す
る
色
が

あ
る
。
皇
帝
は
み
な
白
帽
を
か
ぶ
る
。
末
世
の
文
物
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
ま
さ
か
国
君
の
位
が
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

顧
憔
之
が
維
摩
像
を
画
く
と
き
に
も
や
は
り
白
首
と
す
る
。
周
人
は
五
行
の
木

を
そ
の
徳
と
し
、
冠
は
み
な
青
を
尚
ぶ
。
孔
子
は
「
私
は
殷
人
で
あ
り
、
宋
に

生
ま
れ
た
。
だ
か
ら
章
甫
（
黒
色
）
の
冠
を
つ
け
る
。
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
は
殷

王
朝
の
制
度
で
あ
り
、
殷
は
水
を
そ
の
徳
と
し
、
そ
れ
故
黒
（
玄
）
を
尚
ぶ
。



玄
瑞
の
服
も
章
甫
の
冠
も
み
な
黒
色
で
あ
る
。
夏
王
朝
の
殷
と
商
王
朝
の
湯
王

の
子
孫
に
、
周
王
朝
が
土
地
と
爵
位
を
与
え
て
以
後
、
彼
ら
は
自
分
達
の
正
朔

を
奉
じ
、
自
分
達
の
文
物
を
用
い
た
。
漢
王
朝
は
火
の
徳
に
も
と
ず
き
、
赤
を

尚
び
、
赤
色
の
頭
布
を
着
用
し
た
。
舜
は
土
徳
で
、
黄
を
尚
び
、
黄
色
の
冠
を

着
用
し
た
。
図
画
は
事
物
の
種
類
に
即
し
て
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
現
わ
せ
ば
、

平
凡
に
は
な
ら
な
い
。

王
通
（
元
経
）
の
書
の
「
晋
・
宋
・
斉
・
梁
・
陳
」
は
三
、
余
有
り
の
意
で

あ
る
。
（
王
通
元
経
書
晋
宋
斉
梁
陳
―
―
一
有
餘
意
也
）

⑩
鄭
極
（
適
中
）
大
夫
家
陳
常
画
。
江
南
の
陳
常
は
、
飛
白
の
筆
法
で
樹
石

を
画
き
、
清
雅
で
洒
脱
な
趣
き
が
あ
っ
た
。
人
物
は
あ
ま
り
巧
く
な
い
が
、
折

枝
花
は
軽
妙
な
筆
致
で
墨
を
さ
っ
と
塗
抹
し
て
枝
を
画
き
、
そ
こ
に
色
彩
で
奔

放
に
点
描
し
て
花
を
画
き
、
宛
も
造
化
の
妙
を
奪
っ
た
か
の
よ
う
な
自
然
な
画

き
方
で
、
本
朝
の
妙
手
と
い
え
る
。
郁
極
が
陳
常
の
作
品
を
収
蔵
し
て
い
る
。

池
州
の
画
家
が
「
秋
浦
九
華
峰
図
」
を
画
い
て
い
る
が
、
清
雅
な
趣
き
が
あ

り
、
董
源
の
画
風
を
学
ん
で
い
る
。

⑲
篇
公
絵
（
君
素
）
家
張
燥
筆
「
澗
底
松
山
上
苗
」
山
水
図
一
軸
゜

⑩
同
家
韓
幹
筆
「
子
閻
所
進
黄
馬
園
」
一
軸
。
こ
の
馬
は
首
を
翅
げ
目
を
挙

げ
、
雄
壮
で
傑
出
し
て
お
り
、
現
在
は
こ
の
よ
う
な
馬
は
も
う
い
な
い
と
自
分

ア
タ

は
思
う
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
賦
を
作
っ
た
。
「
唐
の
牧
の
至
盛
に
方
り
、
天
骨

の
超
俊
あ
り
。
四
十
万
の
数
を
勒
し
、
方
に
隧
い
て
以
っ
て
色
を
分
つ
。
此
の

馬
其
の
中
に
居
り
て
以
っ
て
鎮
と
為
す
。
目
は
星
角
に
し
て
電
発
す
。
蹄
は
椀

賠
し
て
以
っ
て
風
の
ご
と
く
迅
し
。
署
は
龍
の
ご
と
く
、
顆
し
て
孤
起
し
、
耳

は
鳳
の
ご
と
く
、
登
え
て
双
つ
な
が
ら
峻
な
り
。
翠
華
建
ち
て
出
歩
す
。
閻
閾

の
下
に
し
て
軽
噴
す
。
驚
群
を
低
く
み
て
噺
か
ず
。
秋
風
を
横
ぎ
り
て
以
て
独

韻
す
。
若
し
夫
れ
撲
を
躍
ぶ
こ
と
の
舒
急
、
紫
を
冒
し
て
叛
を
征
す
る
は
、
直

に
突
け
ば
則
ち
建
徳
は
項
を
繁
ら
れ
、
横
に
馳
す
れ
ば
則
ち
世
充
は
領
を
断
た

る
。
皆
な
絶
材
に
し
て
以
っ
て
徳
を
比
ら
べ
、
敢
え
て
賑
を
伺
い
て
以
て
吝
を

致
さ
ん
や
。
登
に
浪
り
に
首
宿
の
披
に
逐
う
を
肯
ん
ぜ
ん
や
、
蓋
し
常
に
八
方

の
駿
を
下
視
せ
ん
。
高
標
に
し
て
雄
跨
し
獅
子
は
檸
を
攘
り
、
逸
気
は
下
衰
し

て
照
夜
（
照
夜
白
）
は
穏
な
る
を
衿
る
。
是
に
於
い
て
風
は
靡
に
格
は
類
え
、

色
は
妙
に
オ
は
胎
ろ
え
、
使
に
入
り
て
動
か
ず
終
日
述
の
如
し
。
乃
ち
玉
も
て

衡
飾
と
な
し
、
繍
も
て
鞍
優
と
な
す
を
得
。
棗
抹
・
粟
象
、
肉
張
・
筋
埋
、
其

れ
徳
に
報
い
る
な
り
。
蓋
し
倫
慮
が
盗
を
嘆
み
、
痙
を
策
っ
て
柴
に
勝
え
せ
し

め
、
黄
渦
を
鋳
て
水
を
吐
か
し
め
、
白
澤
を
画
い
て
以
っ
て
災
を
除
く
に
如
か

ず
。
但
だ
馳
垂
し
て
節
に
就
き
、
鼠
伏
し
て
猜
を
防
ぐ
を
覚
ゆ
。
妬
心
は
属
な

り
と
雖
も
、
馴
れ
て
斯
の
諧
を
号
す
。
首
を
挽
し
て
以
っ
て
世
を
畢
え
ん
こ
と

を
誓
い
、
未
だ
樫
に
伏
せ
ず
し
て
以
っ
て
懐
を
興
す
。
所
謂
る
英
風
は
頓
に
盛

き
、
冗
杖
は
常
に
排
ぶ
。
磋
乎
、
若
し
駿
骨
を
市
せ
ず
、
龍
媒
か
く
の
如
き
馬

を
致
さ
ざ
れ
ば
、
一
且
天
子
の
朔
方
に
巡
し
、
喬
嶽
に
升
り
、
四
夷
の
塵
を
掃

し
、
岐
陽
の
撒
を
較
べ
て
則
ち
飛
黄
・
腰
褒
、
雲
を
踊
み
電
を
追
う
こ
と
、
何

所
よ
り
し
て
逮
か
に
来
ら
ん
や
。
」

⑱
同
家
「
雪
山
図
」
。
唐
の
蜀
中
の
雪
山
を
画
い
た
も
の
が
あ
り
、
世
間
で
は
王

維
の
作
と
い
っ
て
い
る
。
剣
門
関
図
と
雪
景
は
五
代
の
作
品
で
あ
る
。

⑮
同
家
「
唐
画
山
水
双
幅
」
。
短
幅
で
あ
る
。

七
八



呉
れ
な
い
。

米
帝
「
画
史
」
に
つ
い
て
（
続
）

⑮
同
家
徐
煕
「
海
棠
図
双
幅
」
二
軸
。
江
南
の
装
堂
画
で
富
壁
で
生
意
が
あ
る
。

⑩
趙
叔
益
家
に
も
⑮
と
同
じ
よ
う
な
画
が
一
軸
あ
る
。

⑱
王
読
（
晋
卿
）
家
。
江
南
の
画
「
小
雪
山
」
二
軸
。
私
の
「
歳
餘
小
木
図
」

と
取
り
換
え
た
。
こ
の
図
は
一
筆
を
ぐ
る
っ
と
廻
し
な
が
ら
枝
葉
を
画
い
て
お

り
、
草
書
の
よ
う
で
あ
っ
て
俗
っ
ぼ
く
な
い
。
後
に
「
小
雪
山
」
の
画
を
蘇
之

友
が
収
蔵
し
て
い
た
書
と
交
換
し
た
。
李
伯
時
（
公
麟
）
が
言
う
に
は
、
こ
の

「
小
雪
山
図
」
は
彼
の
父
が
収
蔵
し
て
い
た
も
の
で
、
そ
の
後
行
方
が
解
ら
な

く
な
っ
て
い
た
が
、
王
読
家
に
入
っ
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
私
の
と

こ
ろ
に
移
っ
て
い
る
の
は
知
ら
な
か
っ
た
。
と
り
換
え
る
こ
と
が
出
来
な
く
て

残
念
で
あ
る
。
王
維
の
作
と
い
う
の
は
間
違
っ
て
い
る
と
。

⑱
米
帝
家
、
易
元
吉
筆
「
花
鳥
図
」
。
放
逸
な
筆
法
の
彩
色
画
で
芦
を
写
実
的
に

画
き
、
上
方
に
一
羽
の
鵬
鵠
が
飛
ん
で
い
る
。
王
読
が
借
り
て
帰
っ
て
返
し
て

⑩
米
帝
家
、
徐
煕
筆
「
風
牡
丹
図
」
。
葉
は
千
片
以
上
も
あ
る
の
に
、
花
は
三
つ

し
か
な
い
。
そ
の
一
っ
は
正
面
に
あ
り
、
他
の
―
つ
は
右
側
に
あ
り
、
も
う
一

つ
は
枝
や
葉
が
繁
っ
た
う
し
ろ
に
あ
る
。
石
に
あ
い
た
穴
は
ま
ろ
や
か
で
、
石

の
上
に
猫
が
一
匹
い
る
。
私
は
猫
を
画
く
の
が
嫌
い
で
、
何
度
も
猫
を
切
り
取

ろ
う
と
思
っ
た
が
、
後
に
唐
林
夫
の
持
っ
て
い
た
硯
と
交
換
し
た
。

⑩
蒋
長
源
家
、
黄
答
筆
「
狸
猫
顕
勃
荷
図
」
。
蒋
長
源
は
二
万
文
で
こ
の
画
を
買

っ
た
が
、
非
常
に
巧
み
な
画
で
あ
る
。

⑩
酵
紹
彰
（
道
祖
）
家
、
「
金
盆
鶉
鳩
図
」
、
花
の
下
に
金
盆
が
―
つ
あ
り
、
そ
の

傍
に
鶉
鳩
が
一
羽
画
い
て
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
の
画
を
名
画
と
い
え
よ
う
か
。

七
九

⑩
同
家
、
「
呉
王
祈
鍮
図
」
。
呉
王
は
江
南
の
服
装
を
し
て
金
冠
を
戴
き
、
衣
服
は

右
任
の
紅
杉
で
、
大
き
な
楊
の
上
に
坐
っ
て
両
手
を
す
り
合
わ
せ
て
い
る
。
呉

王
の
衣
服
が
右
祇
で
あ
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。

済
州
の
人
が
朱
浮
の
墓
を
発
掘
し
た
。
石
壁
の
上
に
車
服
人
物
が
彫
り
込
ん

で
あ
り
、
平
素
地
位
に
従
っ
て
乗
る
も
の
は
「
府
君
作
令
時
車
」
と
あ
る
。
こ

れ
は
弯
曲
し
た
隷
を
も
つ
一
頭
の
馬
の
牽
く
馬
車
で
、
車
輪
は
少
し
地
面
か
ら

浮
き
上
っ
て
い
る
。
上
に
蓋
が
あ
り
、
そ
の
下
に
一
人
が
坐
し
、
三
梁
冠
を
戴

き
、
顔
と
馬
の
尻
尾
が
同
じ
高
さ
で
、
み
ず
か
ら
手
綱
を
と
り
、
馬
は
尻
尾
を

か
く
す
裾
を
つ
け
て
お
り
、
一
人
乗
り
の
馬
車
で
あ
る
。
又
、
「
作
京
兆
弔
時
四

馬
」
と
刻
銘
の
あ
る
馬
車
は
、
隷
は
小
さ
く
て
弯
曲
し
、
車
は
や
や
高
く
、
蓋

に
坐
り
、
儀
衛
兵
が
多
勢
い
て
、
「
解
明
隊
」
と
稲
す
。
ま
た
あ
る
隊
は
、
隊
員

が
各
十
人
で
あ
る
。
騎
馬
が
一
隊
を
作
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
一
隊
は
背
に
鏡

を
か
つ
い
で
い
る
。
そ
の
他
多
数
あ
っ
て
全
部
記
述
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
従
者
は
み
な
冠
を
つ
け
て
い
る
。

唐
人
の
軟
裏
（
軟
巾
褒
頭
）
。
礼
楽
が
閾
落
し
て
く
る
と
、
士
人
と
て
賎
服
に

な
れ
、
俗
と
同
じ
こ
と
を
美
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
私
は
は
じ
め
こ
れ
に
面
喰

ら
っ
た
が
、
歴
史
家
が
留
意
す
る
の
を
侯
つ
こ
と
に
す
べ
き
だ
ろ
う
。
老
人
が

い
う
に
は
宋
朝
の
初
め
に
は
士
子
は
み
な
鹿
皮
冠
を
か
ぶ
っ
て
い
た
。
こ
れ
は

冠
弁
の
遺
制
で
あ
る
。
更
に
頭
巾
と
掠
子
が
無
け
れ
ば
、
必
ず
箆
を
帯
行
し
た
。

だ
か
ら
帽
を
か
ぶ
る
に
は
、
ま
ず
必
ず
箆
子
で
も
っ
て
頭
髪
を
く
く
ら
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
客
が
訪
ね
て
く
る
と
、
頭
を
椋
い
て
帽
を
か
ぶ
る
こ
と
を
こ
と
わ

笑
い
出
し
た
く
な
る
。



り
、
皮
冠
を
脱
い
で
、
髪
を
う
し
ろ
ま
で
楠
い
て
形
を
と
と
の
え
て
か
ら
嘆
頭

巾
子
の
中
に
入
れ
、
箆
で
髪
を
き
ち
ん
と
し
て
か
ら
出
る
。
客
が
帰
る
と
ま
た

も
と
に
も
ど
す
。
そ
の
後
、
絲
絹
で
掠
子
を
作
る
よ
う
に
な
り
、
髪
を
椋
い
て

帽
を
の
せ
、
出
入
す
る
時
に
あ
え
て
年
長
者
に
見
せ
な
い
の
で
あ
る
。
家
に
帰

る
と
、
門
の
う
し
ろ
で
掠
子
を
取
り
去
り
、
箆
で
髪
を
束
ね
て
か
ら
中
へ
入
る
。

年
長
者
が
帽
を
脱
が
せ
て
彼
を
見
て
、
非
常
に
不
謹
慎
だ
と
思
う
の
を
心
配
す

る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
後
、
紫
羅
で
も
っ
て
無
頂
頭
巾
を
作
り
、
こ
れ
を

「
額
子
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
敢
て
平
民
の
頭
巾
を
か
ぶ
ら
な
い
の

で
あ
る
。
そ
の
後
、
拳
人
が
紫
紗
羅
を
も
っ
て
長
頭
頭
巾
を
作
る
よ
う
に
な
り
、

背
に
ま
で
垂
れ
る
よ
う
に
し
て
平
民
た
ち
と
区
別
し
た
の
で
あ
る
。
今
で
は
士

人
は
み
な
平
民
の
花
頂
頭
巾
を
か
ぶ
っ
て
お
り
、
次
第
に
幅
巾
、
逍
遥
巾
、
額

子
を
つ
け
、
そ
れ
が
不
敬
と
は
見
倣
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
衣
服
は
裏
牡
勒
吊
（
絹

製
の
腰
帯
で
き
つ
く
し
め
る
）
が
よ
い
と
さ
れ
た
。
近
年
で
は
ま
た
、
半
腎
の

軍
服
を
甲
の
上
に
か
ぶ
せ
、
帯
を
つ
け
な
い
の
を
「
背
子
」
と
呼
び
、
こ
れ
を

礼
節
を
重
ん
じ
る
と
考
え
、
な
け
れ
ば
礼
が
な
い
と
す
る
。
今
の
士
人
の
衣
服

は
大
帯
子
を
む
す
び
紳
を
抱
ら
す
の
が
礼
節
あ
り
と
さ
れ
、
帯
子
を
む
す
ば
ず

左
祇
で
あ
る
の
は
み
な
夷
服
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
こ
れ
は
き
っ
と
し
か

る
べ
き
君
子
が
制
度
を
つ
く
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
漢
の
石
刻
で
は
従
者
巾
と

殷
母
追
巾
と
は
同
じ
で
あ
る
。
今
の
頭
巾
は
、
も
し
花
頂
を
作
ら
な
け
れ
ば
四

帯
を
つ
け
、
両
帯
の
小
な
る
も
の
は
頭
髪
上
に
あ
り
、
両
帯
の
少
し
大
き
い
も

の
は
下
垂
す
る
の
が
そ
の
制
度
で
あ
る
。
礼
と
い
う
も
の
は
ほ
か
に
あ
り
よ
う

が
な
く
、
君
子
が
制
定
す
る
だ
け
で
あ
る
。
私
は
漣
水
（
県
令
）
と
な
っ
た
時
、

そ
こ
は
古
く
は
除
州
に
属
す
る
地
で
あ
っ
た
。
人
々
は
頭
巾
を
脱
い
だ
下
に
、

必
ず
鹿
椿
皮
冠
を
つ
け
て
い
た
。
こ
れ
は
古
代
の
習
俗
の
着
す
る
と
こ
ろ
で
、

本
当
に
美
と
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
唐
初
の
絵
画
に
画
か
れ
た
拳
人

は
、
必
ず
鹿
皮
冠
を
つ
け
、
縫
液
の
大
袖
で
黄
衣
の
膝
ま
で
の
短
い
も
の
を
着

て
、
下
に
長
白
裳
を
つ
け
る
。
監
察
御
史
爾
翼
は
、
越
に
来
て
僧
辮
オ
に
会
っ

た
と
き
、
黄
衣
大
袖
を
着
る
の
は
山
東
の
拳
子
の
よ
う
で
あ
る
と
い
っ
た
。
ま

だ
軟
裏
し
な
い
の
を
襴
と
い
っ
た
こ
と
を
證
明
す
る
に
足
り
る
。
李
白
の
画
像

は
、
鹿
皮
冠
を
つ
け
大
袖
の
黄
抱
服
を
着
て
い
る
が
、
や
は
り
そ
う
し
た
制
で

あ
る
。ま

た
「
麟
鳳
図
」
が
あ
り
、
半
分
は
築
書
で
半
分
は
隷
書
で
か
か
れ
、
毎
行

九
字
九
行
を
規
格
と
し
て
、
「
惟
永
建
元
年
秋
十
月
饗
」
と
あ
る
。
当
時
の
山
陽

郡
（
山
東
省
）
太
守
の
河
内
（
河
南
省
）
の
孫
君
は
こ
の
碑
が
礼
に
合
わ
な
い

の
を
見
て
、
橡
（
属
吏
）
に
重
ね
て
造
ら
し
め
、
初
め
に
瑞
象
の
麟
鳳
の
こ
と

を
記
し
た
。
そ
の
銘
文
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
漢
威
徳
中
興
、
即
政
二
年
、

辛
酉
之
節
、
首
歴
四
十
、
青
龍
起
云
々
。
三
月
季
春
、
妥
に
碑
石
を
易
立
し
、

礼
に
順
い
文
を
典
し
、
九
九
度
数
を
も
っ
て
万
世
に
常
存
せ
ん
と
す
。
」
と
。
ま

た
他
の
銘
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
天
に
奇
鳥
有
り
、
名
を
鳳
凰
と
曰
う
。
時

に
有
徳
に
下
る
。
民
は
富
み
国
は
昌
ん
な
り
。
黄
龍
と
嘉
禾
と
、
皆
な
隠
蔵
せ

ず
。
漢
徳
は
颯
蝋
と
し
て
、
永
く
布
き
て
宣
揚
す
。
天
に
奇
獣
有
り
、
名
は
麒

麟
と
曰
う
。
時
に
有
徳
に
下
る
。
国
を
安
ん
じ
民
を
富
ま
し
む
。
忠
臣
は
節
を

喝
く
し
、
義
は
以
っ
て
身
を
修
む
。
思
を
聞
い
て
善
を
来
た
ら
し
め
、
明
明
た

り
我
が
君
。
」
と
。
九
字
九
行
の
数
が
何
の
典
拠
に
よ
っ
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い

八
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が
、
き
っ
と
識
る
人
が
い
る
筈
だ
。
麟
鳳
の
形
状
は
、
頭
上
に
一
角
が
ま
っ
す

ぐ
に
伸
び
、
高
さ
は
足
の
如
く
、
翅
る
こ
と
悪
馬
の
よ
う
で
あ
る
。
鳳
凰
の
冠

は
高
く
、
尾
は
長
く
非
常
に
奇
怪
で
あ
る
。
私
は
次
の
よ
う
な
題
辞
を
詠
ん
だ
。

「
策
に
非
ず
科
に
非
ず
、
環
已
に
形
容
を
彫
り
、
振
振
ま
た
蒲
蒲
た
り
。
曽
て

忠
厚
に
因
り
て
方
に
徳
を
周
く
し
、
坐
し
て
肝
膜
を
想
い
て
舜
詔
を
覧
る
。
漢

徳
は
已
に
衰
え
、
還
っ
て
華
に
応
じ
、
魯
邦
既
に
弱
く
し
て
妖
を
為
さ
ず
。
虚

齋
は
自
ら
是
れ
人
を
驚
か
し
て
玩
び
、
雄
孤
の
怒
鵬
を
逐
う
に
勝
え
ず
。
」
と
。

嘉
祐
年
中
、
一
人
の
貴
人
が
江
南
に
使
し
た
時
、
韓
幹
の
一
匹
の
馬
の
画
を
携

え
て
い
っ
た
。
帰
路
采
石
磯
を
渡
る
時
に
な
っ
て
、
三
日
間
大
風
が
吹
き
渡
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
渡
ろ
う
と
思
う
と
ま
た
大
風
が
吹
く
。
そ
こ
で
中
元
水
府

廟
に
躊
っ
て
典
祀
し
た
。
そ
の
晩
、
夢
に
神
が
告
げ
て
い
う
に
は
、
馬
の
画
を

置
い
て
ゆ
く
な
ら
、
渡
る
の
を
助
け
よ
う
と
。
翌
日
、
廟
に
詣
で
て
馬
の
画
を

献
納
し
た
。
す
る
と
大
風
は
止
み
、
よ
う
や
く
渡
江
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今

で
も
馬
の
画
は
廟
に
か
ざ
っ
て
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
天
オ
は
神
が
教
化
で
き

ず
に
、
天
が
生
み
出
し
た
も
の
で
、
自
然
に
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

天
オ
は
秀
気
に
乗
じ
て
オ
を
成
す
の
で
あ
っ
て
、
天
は
資
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、

神
と
て
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
玉
楼
が
完
成
す
れ
ば
、
必
ず
李
賀

が
文
章
を
記
す
の
で
あ
る
。

蘇
者
の
子
供
は
、
態
度
と
い
い
表
情
と
い
い
、
画
に
か
い
た
よ
う
で
、
目
は

漆
を
点
じ
た
よ
う
に
黒
く
、
顔
は
脂
を
凝
ら
し
た
よ
う
に
白
く
や
わ
ら
か
く
、

天
上
の
男
仙
人
の
よ
う
な
相
貌
は
、
画
で
は
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
才
能
と
度
量
が
あ
り
学
が
好
き
だ
っ
た
。
あ
る
日
、
相
国
寺
で
そ
の
兄
に

八

会
っ
て
、
そ
の
安
否
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
己
に
死
ん
だ
と
い
う
。
私
が
、
ま
さ

か
神
霊
が
そ
の
子
を
奪
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
な
と
い
う
と
、
彼
が
大
変
驚
い

て
次
の
よ
う
に
話
し
た
。
「
あ
る
朝
、
そ
の
妻
が
嫁
入
り
し
て
結
婚
す
る
の
を
夢

み
て
気
分
が
悪
く
な
り
、
ま
た
あ
る
朝
、
神
が
彼
の
た
め
に
婚
礼
を
行
う
こ
と

を
夢
に
見
て
、
そ
れ
で
病
気
に
な
っ
た
。
医
者
は
治
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

い
、
翌
日
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
あ
な
た
は
神
人
で
は
な
い
の
に
、
ど
こ
か
ら
こ

の
事
を
知
っ
た
の
か
」
。

呉
中
に
画
が
好
き
な
士
大
夫
が
い
て
、
画
の
う
ち
の
装
被
の
古
い
こ
と
を
鑑

定
辮
別
の
目
じ
る
し
と
し
た
。
な
お
必
ず
名
画
だ
と
し
て
、
古
人
の
名
を
書
き

込
ん
だ
。
か
つ
て
「
七
元
図
」
一
幅
を
入
手
し
て
、
そ
れ
に
「
梁
元
帝
画
」
と

題
し
た
。
ま
た
「
伏
親
画
卦
図
」
を
入
手
し
て
、
「
史
皇
画
」
と
書
き
込
ん
だ
。

ど
こ
で
購
入
し
た
の
か
と
尋
ね
る
と
、
彼
等
の
子
孫
か
ら
だ
と
い
う
。
黄
帝
の

子
孫
と
か
史
皇
の
子
孫
と
か
い
う
の
は
全
く
は
っ
き
り
し
な
い
話
で
あ
る
。
も

し
史
皇
の
子
孫
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
き
っ
と
戻
園
に
お
い
て
入
手
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
他
の
画
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
曽
て
私
の
家
の
顧
惜

之
の
維
摩
像
を
見
て
、
少
し
も
筆
法
を
論
じ
な
い
で
、
こ
の
種
の
近
代
の
画
は
、

大
変
容
易
に
入
手
で
き
る
と
い
っ
た
。
そ
こ
で
そ
ば
の
者
に
、
明
日
胡
常
に
た

の
ん
で
二
幅
を
買
わ
せ
よ
う
と
い
っ
た
。
数
日
後
、
果
た
し
て
平
凡
な
佛
画
ニ

幅
を
買
い
入
れ
て
き
た
。
「
顧
撹
之
維
摩
」
、
「
陸
探
微
維
摩
」
と
題
し
て
あ
る
。

顧
憔
之
と
題
し
た
も
の
は
、
文
殊
が
な
く
、
維
摩
が
一
人
だ
け
で
、
こ
れ
は
か

つ
て
瓦
棺
寺
で
見
た
像
で
あ
っ
た
。
他
の
一
幅
に
は
文
殊
と
睡
り
獅
子
が
あ
り
、

そ
れ
故
陸
探
微
と
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
て
甘
露
寺
の
陸
探
微
に
目
を
見



漣
瀕
の
藍
氏
の
収
蔵
す
る
晋
画
の
渾
天
図
は
、
長
さ
五
尺
、
素
画
で
天
を
画

く
の
に
円
形
を
作
っ
て
お
ら
ず
、
別
に
一
箇
の
小
圏
を
画
い
て
、
そ
の
中
に
北

斗
星
・
紫
微
星
を
お
き
、
見
易
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
星
辰
の
排
列
・
位
置
は
、

通
常
の
渾
天
図
と
異
な
っ
て
い
る
。
私
は
か
つ
て
天
説
一
篇
を
著
わ
し
て
、
天

地
日
月
の
周
囲
の
形
状
や
、
月
の
盈
栃
の
実
質
を
探
究
し
た
。
又
壼
夜
図
六
十

本
を
作
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
潮
水
が
源
落
す
る
時
間
と
、
大
小
を
探
究
し
た
。

ま
た
書
夜
六
十
図
で
、
六
経
を
引
用
し
、
古
今
百
家
の
星
暦
の
妄
説
を
し
り
ぞ

け
た
。
ま
た
潮
説
を
著
し
て
、
そ
れ
で
も
っ
て
慮
肇
と
皮
日
休
が
佛
教
を
粉
飾

し
、
佛
に
借
り
た
説
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
私
の
著
作
や
作
図
は

御
府
（
朝
廷
の
図
書
館
）
に
献
上
し
後
世
ま
で
も
伝
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

よ
う
。

開
い
た
獅
子
が
あ
る
の
を
見
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
収
蔵
品
は
章
得
象

や
杜
荀
鶴
の
手
合
い
の
も
の
で
あ
る
。
杜
荀
鶴
の
兄
は
画
を
鑑
別
す
る
能
力
が

あ
っ
た
。
彼
は
弟
の
弊
害
は
非
常
に
大
き
い
と
い
い
、
遂
に
あ
る
日
彼
は
全
部

を
焼
い
て
し
ま
っ
た
。
幸
い
に
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
も
し
そ
う
で
な

か
っ
た
な
ら
ば
、
梁
元
帝
が
夢
に
秦
始
皇
に
ま
み
え
た
よ
う
な
こ
と
が
起
っ
た

か
も
知
れ
な
い
。
士
大
夫
は
ま
さ
に
こ
の
事
を
も
っ
て
戒
と
為
す
べ
き
で
あ
る
。

収
蔵
す
る
書
や
画
は
必
ず
し
も
多
く
な
く
て
よ
い
。
百
幅
の
平
凡
な
作
品
を
買

う
費
用
で
、
一
幅
の
好
い
画
を
買
え
ば
、
費
え
と
は
な
ら
な
い
。
五
銀
の
銅
銭

で
百
幅
の
贋
物
の
画
を
買
っ
て
も
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
黄
巻
の
五
経
や
赤

軸
の
三
史
は
抄
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
画
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
な

ら
こ
の
よ
う
な
佛
画
な
ど
は
渡
江
の
と
き
に
水
神
に
投
げ
与
え
る
こ
と
も
で
き

余
杭
で
印
刷
さ
れ
た
「
五
声
音
六
律
十
二
宮
旋
相
為
君
図
」
は
非
常
に
精
緻

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
五
音
の
声
は
五
行
に
由
来
す
る
。
こ
れ
は
自
然
の
理
で
あ

る
。
管
仲
は
深
く
そ
の
要
旨
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
外
見
の
形
を
表
現
し
た
が
、

そ
れ
は
太
平
の
具
象
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
音
楽
は
必
ず
こ
こ
か
ら
は
じ

ま
る
。
沈
隠
侯
は
た
だ
四
声
だ
け
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
宮
声
を
求
め
た
が
捉

え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
平
声
を
二
つ
に
分
け
て
、
後
学
の
人
々

っ
た
。
愚
か
な
人
た
ち
は
そ
の
見
解
を
祖
述
し
て
、
字
母
を
創
作
し
、
昔
の
人

の
説
を
う
や
う
や
し
く
守
っ
た
。
陸
徳
明
も
ま
た
、
呉
音
を
復
活
し
て
そ
の
祖

先
の
説
を
伝
え
、
そ
れ
故
、
東
と
冬
と
の
区
別
を
設
け
、
中
と
鍾
と
を
別
ち
、

象
を
も
っ
て
奨
と
な
し
、
上
を
も
っ
て
賞
と
な
し
た
。
そ
の
呉
音
に
よ
っ
て
後

学
の
人
の
耳
を
誤
ら
せ
、
誰
も
そ
れ
を
是
正
す
る
者
が
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

私
は
、
東
西
南
北
と
中
央
の
五
方
を
も
っ
て
五
行
に
あ
て
、
五
音
を
求
め
た
。

よ
う
や
く
孟
・
仲
・
季
の
各
位
か
ら
一
声
（
声
調
）
を
得
て
、
金
に
よ
っ
て
土

に
附
随
せ
し
め
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
は
っ
き
り
と
各
文
字
が
調
声
を
も
ち
、

五
音
は
す
べ
て
備
っ
た
。
平
上
去
入
の
名
称
を
削
除
し
、
宮
商
角
徴
羽
の
名
称

を
用
い
、
声
は
あ
る
が
形
は
な
く
、
た
が
い
に
俵
借
す
る
の
で
あ
る
。
千
年
の

後
に
は
、
疑
問
が
明
か
に
な
り
、
そ
の
根
源
は
あ
ら
わ
れ
、
害
を
な
す
鬼
神
は

姿
を
く
ら
ま
す
と
こ
ろ
が
無
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
著
作
は
「
大
宋
五
音
正
酌
」

と
名
づ
け
る
。
そ
れ
で
も
っ
て
音
律
を
制
定
し
、
楽
曲
を
作
り
、
陰
陽
の
融
合

し
た
太
和
を
招
き
、
天
下
太
平
を
成
就
す
る
。
私
は
こ
れ
を
名
山
に
蔵
し
て
、

百
世
の
後
に
私
と
同
じ
考
え
の
人
が
あ
ら
わ
れ
る
の
を
待
ち
、
い
た
ず
ら
に
見

を
だ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
か
ら
お
よ
そ
千
年
あ
ま
り
、
訂
正
す
る
人
が
い
な
か

八
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識
の
あ
さ
は
か
な
人
た
ち
の
た
め
に
画
策
を
し
な
い
の
で
あ
る
。

佛
像
や
故
事
図
を
鑑
賞
す
る
と
き
に
は
、
勧
戒
の
思
想
が
あ
る
作
品
が
上
で

あ
る
。
そ
の
次
が
山
水
図
で
無
窮
の
趣
を
備
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
姻
雲
霧
景

を
画
く
も
の
が
佳
い
。
そ
の
次
は
竹
木
や
水
石
を
画
い
た
も
の
、
そ
の
次
は
花

草
を
画
い
た
も
の
で
あ
る
。
仕
女
や
錨
毛
（
禽
鳥
）
や
貴
人
の
遊
戯
図
は
た
だ

遊
び
半
分
に
一
寸
見
る
だ
け
の
も
の
で
、
清
雅
な
境
地
の
鑑
賞
に
は
入
ら
れ
な

、。
し⑩

李
孝
端
（
師
端
）
家
、
膵
稜
筆
「
二
鶴
図
」
。

⑯
同
家
李
昇
筆
「
着
色
画
」
両
幅
゜

⑯
同
家
「
山
水
画
」
三
幅
。
李
文
定
（
迪
）
の
孫
で
、
奉
世
の
子
の
李
孝
端

（
字
師
端
）
は
上
記
の
画
を
収
蔵
し
て
い
る
が
、
山
水
画
中
の
船
は
小
さ
く
、

人
物
の
画
き
方
は
精
細
で
あ
る
。
そ
の
中
の
両
幅
は
、
林
石
が
あ
り
、
岸
辺
が

曲
折
し
、
茅
亭
や
漠
水
の
あ
る
と
こ
ろ
、
幾
人
か
の
道
士
、
ゆ
っ
た
り
と
寛
ろ

い
だ
人
が
い
る
。
人
物
は
や
や
大
き
い
が
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
小
さ
な
人
物
よ

り
巧
く
な
い
。
石
の
岸
辺
は
自
然
に
で
き
上
っ
た
よ
う
で
、
全
く
筆
の
跡
が
み

え
な
い
。
第
三
幡
は
、
峰
轡
が
高
く
査
え
て
、
山
頂
は
か
す
む
よ
う
に
樹
木
が

密
生
し
て
遠
林
を
な
し
、
山
崖
の
洞
穴
は
、
松
樹
が
層
層
と
重
な
る
際
に
あ
り
、

松
の
木
自
体
は
円
や
か
で
す
っ
く
と
聟
え
る
さ
ま
に
画
い
て
い
る
が
、
す
べ
て

筆
の
痕
が
な
い
。
前
述
の
二
幅
の
画
は
、
歳
月
を
か
け
な
け
れ
ば
完
成
し
な
い

画
で
、
こ
の
よ
う
な
細
密
で
巧
緻
な
画
は
、
世
間
で
見
た
こ
と
が
な
い
。
大
変

密
に
茂
っ
て
い
て
林
の
中
に
空
白
が
な
い
け
れ
ど
も
、
種
々
の
樹
木
の
葉
は
古

い
絵
画
に
も
こ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
が
な
く
、
現
代
の
絵
画
に
は
む
ろ
ん
な
い
。

八

私
が
丁
氏
の
と
こ
ろ
か
ら
入
手
し
た
絵
画
と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。

⑩
張
銑
（
茂
宗
）
家
、
唐
画
「
椛
康
広
陵
散
図
」
。

⑯
同
家
黄
笙
筆
「
着
色
山
水
図
」
六
幅
゜

⑱
同
家
徐
崇
嗣
筆
「
桃
折
枝
図
」
六
幅
゜

⑱
同
家
周
文
矩
筆
「
士
女
図
」
。

⑱
同
家
徐
煕
筆
「
鯛
魚
蟹
図
」
。
洛
陽
の
張
状
元
師
徳
家
に
は
名
画
が
多
い
。

そ
の
怪
孫
で
南
京
応
天
府
の
通
判
張
銑
（
茂
宗
）
家
で
、
唐
画
の
「
糀
康
広
陵

散
図
」
を
見
た
。
松
石
と
遠
岸
が
奇
古
で
あ
る
。
故
事
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る

部
分
で
は
「
民
」
（
唐
の
太
宗
の
李
世
民
の
牌
）
の
字
が
空
欄
に
さ
れ
て
る
。
同

じ
品
格
の
画
を
世
間
で
見
た
こ
と
が
な
く
、
実
に
良
い
作
品
で
あ
る
。
上
記
の

黄
笙
．
徐
崇
嗣
・
周
文
矩
．
徐
煕
の
作
品
に
は
す
べ
て
丁
晋
公
（
丁
謂
）
が
み

ず
か
ら
題
字
を
か
き
、
印
章
を
捺
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
画
に
は
み
な
張
状
元

と
張
景
倹
の
字
の
印
章
が
あ
る
。

李
成
の
淡
墨
は
あ
た
か
も
夢
霧
の
中
に
あ
る
よ
う
で
、
石
は
雲
が
動
く
よ
う

に
見
え
る
。
技
巧
が
目
立
っ
て
慎
意
が
足
り
な
い
。
落
寛
の
形
勢
は
力
強
く
立

派
で
あ
る
が
、
そ
の
深
い
暗
さ
は
、
夜
の
暗
さ
か
闇
の
よ
う
で
、
土
と
石
と
の

見
分
け
が
つ
か
な
い
。
物
の
か
た
ち
は
静
か
で
上
品
で
あ
り
、
そ
の
品
格
は
当

然
李
成
よ
り
上
で
あ
る
。

関
同
の
大
観
的
な
山
（
範
山
）
は
、
山
河
の
形
勢
を
表
現
す
る
の
が
エ
み
で
、

山
峰
に
は
秀
抜
の
気
風
が
欠
け
て
い
る
。

董
源
は
峰
頂
を
画
く
の
が
巧
く
な
い
。
絶
澗
や
危
径
や
幽
堅
や
荒
野
を
画
＜

と
、
お
お
む
ね
慎
意
を
多
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。



要
は
な
い
の
で
あ
る
。

巨
然
の
画
は
明
る
＜
で
し
っ
と
り
し
て
い
て
、
樹
木
は
鬱
葱
と
し
て
い
て
爽

や
か
な
気
分
が
最
も
多
い
。
蓉
頭
（
山
頂
の
小
石
堆
）
が
非
常
に
多
い
。

荊
浩
は
雲
中
の
山
頂
を
画
く
の
が
巧
く
、
そ
の
四
面
は
切
り
立
っ
て
い
て
高

大
で
あ
る
。

⑲
王
球
（
菱
玉
）
家
、
「
古
帝
王
像
」
一
幅
。
こ
の
画
を
見
た
一
年
後
、
私
は
畢

宰
相
の
孫
の
仲
荀
の
虞
で
、
白
麻
紙
を
用
い
て
画
い
た
、
装
被
を
し
て
な
い
古

帝
王
像
の
画
を
見
た
。
仲
荀
が
い
う
に
は
、
楊
褒
が
か
つ
て
こ
の
画
を
臨
暮
し

た
も
の
を
菱
玉
が
購
入
し
た
の
で
あ
っ
て
、
画
の
上
方
に
「
之
美
」
の
印
記
が

り
同
じ
理
由
で
あ
る
。

趙
叔
益
が
い
う
に
は
、
線
（
綾
）
が
狭
く
、
條
が
闊
く
て
指
の
太
さ
の
半
分

あ
り
、
絲
が
細
く
て
ま
わ
た
の
よ
う
で
あ
る
と
、
画
帯
を
作
っ
て
も
毛
ば
た
た

な
い
。
刀
を
以
っ
て
標
装
の
中
に
刺
し
込
ん
で
絲
楼
の
間
を
開
い
て
、
表
装
を

お
お
い
掛
け
た
後
に
巻
い
て
、
縛
れ
ば
、
ま
た
画
の
心
が
な
く
、
画
の
損
傷
を

少
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
画
帯
を
折
り
曲
げ
た
痕
跡
も
な
い
。
普
通
の

画
は
、
画
の
中
ほ
ど
が
損
傷
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
は
画
帯
で
縛
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
書
も
腰
部
を
損
傷
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
や
は

一
寸
括
る
だ
け
で
充
分
な
の
で
あ
っ
て
、
力
を
使
う
必

⑲
趙
仲
儀
家
「
麿
山
図
」
。
皇
族
の
趙
仲
儀
が
収
蔵
す
る
半
裁
の
古
い
麿
山
図

は
、
六
朝
画
に
近
く
、
位
置
や
寺
院
は
、
唐
代
や
今
の
様
子
と
異
な
っ
て
い
る
。

石
に
は
跛
法
を
施
さ
ず
、
樹
木
の
表
現
は
格
調
が
高
く
、
舟
を
挽
く
人
の
様
子

や
、
舟
の
形
や
構
造
は
、
古
今
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
。
惜
し
む
ら
く
は
完

あ
る
と
。

全
に
残
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

⑱
畢
仲
欽
家
荊
浩
筆
「
山
水
図
」

⑲
畢
仲
滸
家
関
同
画
六
軸
゜

⑲
王
欽
臣
の
長
子
家
関
同
画
六
幅
゜

⑲
同
家
董
源
画
四
幅
。
関
同
画
は
古
く
非
常
に
奇
異
な
作
品
で
あ
り
、
董
源

の
画
は
員
意
が
あ
っ
て
人
に
好
ま
れ
る
作
品
で
あ
る
。

⑱
刀
約
家
董
源
筆
「
霧
景
図
」
四
軸
゜

⑱
林
虞
家
王
維
筆
「
霧
図
」
六
輻
゜

⑱
同
家
董
源
画
八
幅
゜

⑩
同
家
李
成
筆
「
雪
図
」
。

⑲
米
帝
家
曹
不
興
筆
「
如
意
輪
観
音
図
」
紙
本
一
軸
゜

嘉
祐
年
中
の
三
人
の
絵
画
蒐
集
に
つ
い
て
。
楊
褒
と
部
必
と
石
揚
休
の
三
人

は
皆
、
画
を
酷
愛
し
、
力
を
娼
く
し
て
収
蔵
に
努
め
た
。
後
に
な
っ
て
私
は
三

家
の
画
を
看
た
が
、
石
家
の
画
が
比
較
的
優
れ
て
お
り
、
楊
家
の
画
は
「
四
世

五
公
」
の
字
印
を
捺
し
て
自
慢
し
て
い
る
が
、
一
軸
と
し
て
佳
い
も
の
が
な
い
。

部
家
の
画
に
捺
さ
れ
た
印
は
非
常
に
精
巧
で
、
策
字
が
印
の
傍
に
あ
り
、
大
体

に
お
い
て
格
調
・
品
位
は
高
い
。
少
し
で
も
江
南
の
画
に
似
て
い
る
と
徐
煕
の

作
と
題
し
、
蜀
人
の
画
い
た
星
神
図
に
は
、
閻
立
本
、
王
維
、
韓
滉
な
ど
と
題

す
る
が
、
こ
れ
ら
は
皆
な
抱
腹
絶
倒
も
の
で
あ
る
。
祁
必
の
孫
が
韓
滉
の
「
散

牧
図
」
を
携
え
て
や
っ
て
来
た
。
双
幅
の
上
に
二
十
余
匹
の
櫨
馬
が
画
か
れ
て

い
る
が
、
そ
の
出
来
映
え
は
雀
白
な
ど
の
画
家
た
ち
に
は
及
ば
な
い
。
画
絹
を

深
黄
色
に
染
め
て
お
り
、
絲
紋
も
緊
密
で
、
四
百
貫
（
四
十
万
文
）
の
値
段
が

一幅゚

八
四



米
帝
「
画
史
」
に
つ
い
て
（
続
）

穎
州
の
使
庫
に
顧
惜
之
の
「
維
摩
百
補
図
」

牧
が
臨
幕
し
た
後
に
、
穎
州
太
守
に
寄
付
し
た
画
で
あ
っ
て
、
書
斎
の
壁
拿
に

掛
け
放
し
に
な
っ
た
ま
ま
、
太
守
が
持
ち
去
ら
な
か
っ
た
も
の
で
、
い
き
い
き

と
し
た
画
が
人
を
照
ら
す
よ
う
で
あ
る
。
前
後
の
時
代
の
士
大
夫
家
に
伝
来
す

る
維
摩
百
補
図
は
、
こ
れ
と
は
全
く
似
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
京
西
（
穎
州
）

に
お
い
て
臨
幕
し
た
画
工
が
下
手
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
屏
風
の
上
に

画
か
れ
た
山
水
は
、
林
木
は
奇
古
で
、
披
岸
に
用
い
ら
れ
た
跛
法
は
、
董
源
画

の
跛
法
と
似
て
い
る
。
そ
こ
で
、
人
々
が
江
南
の
画
風
を
称
賛
す
る
こ
と
は
顧

惜
之
以
来
ず
っ
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
隋
唐
か
ら
南
唐
に
及
び
巨
然
に
至
る
ま
で

少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
今
で
も
池
州
の
謝
な
に
が
し
は

や
は
り
こ
の
よ
う
な
画
風
の
画
を
画
い
て
い
る
。
私
は
畢
宰
相
の
孫
の
と
こ
ろ

か
ら
隋
画
の
「
金
陵
図
」
を
入
手
し
た
が
、
こ
れ
ま
た
同
じ
画
風
を
も
つ
も
の

こ。t
 

一
幅
が
あ
る
。
こ
れ
は
唐
の
杜

つ
い
て
い
る
。
画
面
の
上
部
の
左
辺
に
胡
粉
で
も
っ
て
一
片
の
札
状
の
場
所
を

つ
く
り
、
そ
の
中
に
「
韓
晋
公
散
牧
図
不
疑
家
宝
」
と
題
し
て
あ
る
。
そ
の
上

に
「
鎮
江
軍
節
度
使
印
」
一
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
油
を
用
い
た
単
印

で
、
大
き
さ
は
約
四
寸
四
方
、
文
字
は
粗
大
で
あ
る
。
下
方
に
一
印
あ
り
、
ほ

ぼ
唐
印
に
似
て
い
る
が
、
大
変
小
さ
く
、
文
字
も
ま
た
細
い
。
人
々
は
皆
な
冷

笑
し
て
贋
品
だ
と
い
う
が
、
長
い
間
員
筆
だ
と
信
じ
る
人
が
い
な
い
う
ち
に
、

部
な
に
が
し
は
五
万
文
で
江
氏
に
入
質
し
、
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら

私
は
た
め
い
き
を
つ
い
て
、
「
華
麗
な
大
広
間
の
す
が
す
が
し
い
朝
、
一
群
の
馨

馬
が
咬
み
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
気
分
な
の
だ
ろ
う
」
と
云
っ

R
祁
必
家

「
維
摩
文
殊
図
」
。
六
朝
画
。

八
五

で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
顧
撹
之
の
画
に
「
米
帝
審
定
是
杜
牧
之
本
」
と
題
書

し
、
そ
し
て
「
撥
発
司
印
」
の
印
を
そ
の
上
方
に
捺
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
勾
謀

の
刻
石
が
人
に
と
り
か
え
ら
れ
た
と
妄
り
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
を
證
明
す
る
の

で
あ
る
。
私
と
穎
州
の
判
官
と
は
懇
意
で
あ
っ
て
、
彼
に
頼
ん
で
優
秀
な
画
工

で
臨
拳
す
る
者
を
捜
さ
せ
て
、
必
ず
し
っ
か
り
と
記
憶
し
て
似
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
全
部
で
三
度
送
っ
て
も
ら
っ
た
蠍
黄
色
の
画
本
は
、
一
筆
と
し
て

似
た
も
の
が
な
か
っ
た
。
も
し
か
す
る
と
、
朝
廷
の
府
庫
に
寄
附
し
、
国
手
（
名

人
）
に
頼
ん
で
臨
墓
さ
せ
、
そ
れ
を
世
人
に
下
賜
し
て
も
ら
っ
て
、
千
年
の
後

ま
で
も
伝
わ
る
こ
と
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
丁
度
、
唐
の
太
宗
の
時

の
あ
の
「
蘭
亭
序
」
と
同
じ
で
宋
一
代
の
す
ば
ら
し
い
盛
事
で
は
な
か
ろ
う
か
。

R
穎
州
公
庫
杜
牧
筆
「
顧
橙
之
維
摩
百
補
図
模
本
」
。

⑱
米
帝
家
、
隋
画
「
金
陵
図
」
（
杜
牧
模
本
か
）
。

本
物
の
絹
の
色
は
淡
く
、
何
度
破
損
し
て
も
色
は
鮮
や
か
で
あ
る
。
人
物
の

精
神
（
面
貌
）
の
彩
色
も
新
し
く
み
え
る
。
た
だ
佛
像
は
長
ら
く
香
煙
の
薫
燻

を
受
け
て
い
る
の
で
、
本
の
色
は
損
わ
れ
て
い
る
。

絹
を
染
め
る
と
濡
っ
て
香
色
を
生
じ
る
。
塵
埃
が
絹
の
目
に
附
着
し
て
い
る

と
、
至
極
簡
単
に
見
分
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
時
は
も
う
一
層
色
彩
を
上
か
ら

施
す
の
で
あ
る
。
古
い
絹
は
た
と
え
破
損
し
て
も
慎
直
に
は
裂
け
な
い
。
二
三

條
の
た
て
い
と
が
連
な
っ
て
い
る
の
で
、
贋
物
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑯
膵
給
彰
家
、
「
三
天
女
図
」
。
顧
憶
之
の
筆
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
唐
初
の
画

で
あ
る
。



「
西
山
十
二
員
君
図
」
。
や
は
り
そ
の
次
に
く
る
。
閻
立
本
の
筆
と
題

さ
れ
て
い
る
。

⑱
米
帝
家
徐
煕
筆
「
桃
図
」
。
私
は
相
国
寺
で
八
両
の
銀
で
紙
本
の
画
を
一
幅

買
っ
た
。
そ
れ
は
二
本
の
桃
の
枝
を
画
い
た
も
の
で
、
緑
葉
は
虫
に
食
わ
れ
て

穴
が
あ
い
て
お
り
、
二
枚
の
葉
が
桃
の
実
の
上
に
附
い
て
い
る
。
二
顆
の
桃
の

実
は
紙
素
の
上
に
高
く
盛
り
上
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
徐
熙
の
慎
跡
で
あ
る
。

畠
世
京
家
「
謝
震
運
盤
足
坐
像
」
。
こ
れ
ま
た
奇
古
（
古
風
で
珍
し
い
）
で

あ
る
。

⑩
高
公
絵
家
「
杏
花
両
枝
図
」
。
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
破
れ
て
ひ
ど
い
状
態
で
あ
る
。

作
者
の
名
前
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
出
来
映
え
は
徐
煕
や
黄
答
の
画
よ

り
上
で
あ
る
。
も
と
も
と
私
の
家
か
ら
高
公
絵
家
へ
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑩
江
州
張
某
家
「
李
重
光
（
燈
）
道
装
像
」
。
神
韻
と
風
骨
、
風
趣
と
筆
力
が

兼
備
し
て
お
り
、
顧
宏
中
（
顧
閾
中
）
の
作
品
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

⑩
沈
括
家
畢
宏
筆
「
山
水
図
」
両
幅
。
一
軸
は
、
画
面
上
方
に
、
大
青
を
墨

と
混
ぜ
、
大
筆
を
使
用
し
て
直
接
塗
り
つ
け
、
跛
を
施
さ
ず
に
天
の
高
み
を
支

え
る
柱
と
な
る
主
峰
を
画
き
、
画
面
下
方
に
は
、
半
峰
が
画
面
の
八
割
の
部
分

に
画
か
れ
て
い
る
。
も
う
一
幅
は
、
下
方
に
向
っ
て
僅
か
に
傾
斜
す
る
岩
に
洞

窟
が
穿
た
れ
開
口
し
、
曲
折
し
た
欄
干
が
険
し
い
崖
を
廻
っ
て
お
り
、
一
筋
の

瀑
布
が
流
れ
落
ち
、
二
つ
の
大
石
が
通
路
を
塞
ぐ
よ
う
に
盤
鋸
し
て
い
る
。
一

幅
は
、
丸
味
を
帯
び
た
山
塊
が
、
中
腹
を
雲
で
覆
わ
れ
な
が
ら
登
え
、
そ
の
基

部
に
は
幾
つ
か
の
沙
石
が
配
さ
れ
て
い
る
。
一
人
の
童
子
が
琴
を
抱
え
て
、
曲

折
す
る
欄
干
に
沿
っ
て
山
を
転
っ
て
去
ろ
う
と
し
て
お
り
、
一
本
の
古
木
が
奇

R
同
家

こ
と
が
あ
る
。

怪
な
形
を
し
た
石
に
も
た
れ
か
か
る
よ
う
に
生
え
て
お
り
、
奇
古
で
あ
る
。
私

は
沈
括
が
左
遷
せ
ら
れ
て
秀
州
に
赴
く
日
に
こ
の
画
を
見
た
。
や
が
て
彼
が
潤

州
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
こ
の
画
は
ど
う
な
っ
た
か
と
問
う
と
、
彼
は

す
で
に
別
の
作
品
と
交
換
し
て
他
人
に
与
え
た
と
い
う
。
そ
の
画
は
遂
に
再
び

出
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
今
な
お
常
に
夢
の
中
に
こ
の
画
を
見
る

「
画
史
」
に
出
て
く
る
米
帝
の
収
蔵
品
あ
る
い
は
旧
蔵
品
は
凡
そ
次
の
よ
う
に

な
る
。

①
顧
懐
之
「
維
摩
天
女
飛
仙
図
」

②
戴
達
「
観
音
図
」

③
「
英
布
図
」

④
王
維
「
小
網
川
図
」
（
文
彦
博
家
↓
長
安
李
氏
↓
）

⑤
王
維
「
辟
支
佛
函
」
（
張
修
家
↓
）

⑥
李
成
「
松
石
園
」
四
幅
（
盛
文
癖
家
↓
）

⑦
李
成
「
山
水
図
」
（
盛
文
粛
家
↓
）

⑧
顧
撹
之
「
浮
名
天
女
図
」
（
①
と
同
じ
か
）

⑨
戴
逹
「
観
音
図
」
（
②
と
同
じ
か
）

⑩
董
源
「
霧
景
図
」
横
幅

⑪
李
成
「
送
与
李
冠
卿
図
」
扇
面

⑫
苑
寛
「
山
水
図
」

⑬
李
升
「
山
水
図
」
（
丁
氏
↓
‘
劉
湮
家
↑
）

八
六



⑲
黄
答
「
風
牡
丹
図
」
（
王
読
家
↓
、
子
鴻
家
↑
）

⑳
戴
嵩
「
白
牛
図
」
（
子
鴻
家
↓
‘
某
家
↑
）

⑪
懐
素
「
書
帖
」
（
某
家
↓
‘
劉
湮
家
↑
）

⑫
「
臨
陸
機
・
衛
恒
書
帖
」
（
某
家
↓
‘
劉
湮
家
↑
）

⑬
「
梁
武
帝
像
」
（
趙
忠
忽
家
↑
）

⑳
張
燥
「
澗
底
松
図
」
（
葛
氏
↓
‘
梅
澤
家
↑
）

⑮
苑
寛
画
（
僧
夢
休
「
雪
竹
図
」
と
交
換
）

⑳
僧
夢
休
「
雪
竹
図
」
（
蒋
長
源
家
旧
蔵
の
章
竪
「
馬
図
」
と
交
換
）

誓
竪
「
馬
図
」
（
僧
夢
休
「
雪
竹
図
」
ほ
か
と
交
換
し
て
入
手
）

⑳
王
維
「
雪
図
」
(

i

氾
大
珪
↑
）

⑳
江
南
画
「
小
雪
山
」
（
王
読
家
↓
‘
蘇
之
友
↑
）

⑩
「
歳
餘
小
木
図
」
（
王
読
家
↑
）

⑪
易
元
吉
「
花
鳥
図
」

⑫
徐
煕
「
風
牡
丹
図
」
（
唐
林
夫
家
↑
）

⑬
曹
不
興
「
如
意
輪
観
音
図
」

る。）

米
帝
「
画
史
」
に
つ
い
て
（
続
）

督
人
「
楊
子
雲
図
」

⑮
「
甜
梱
図
」
（
丁
晋
公
（
丁
謂
）
家
旧
蔵
、
徐
煕
筆
か
）

⑯
唐
画
「
土
早
侯
故
事
図
」
横
幅
六
幅
（
石
楊
休
家
↑
）

⑰
徐
熙
「
牡
丹
海
棠
図
」
（
石
楊
休
家
↑
）

⑱
「
古
代
書
帖
」
（
か
つ
て
は
晋
唐
の
古
帖
が
千
軸
あ
っ
た
が
、
今
で
は
百
軸
と

な
り
、
そ
の
う
ち
極
上
品
は
十
軸
で
あ
る
。
書
帖
一
軸
は
名
画
十
軸
に
相
当
す

八
七

⑭
隋
画
「
金
陵
図
」
（
畢
宰
相
の
孫
↓
）

⑮
徐
煕
「
桃
図
」

⑯
古
画
「
両
枝
桃
花
図
」
（
高
公
絵
家
↑
‘
徐
煕
や
黄
笙
の
画
よ
り
上
等
）

米
市
が
書
画
の
蒐
集
を
行
う
名
分
と
し
て
は
、
ま
ず
規
準
作
を
示
そ
う
と
す

る
。
例
え
ば
王
維
の
画
に
つ
い
て
、
世
間
で
は
「
螺
綱
図
」
や
「
剣
門
関
図
」

と
い
う
と
す
ぐ
王
維
の
作
と
す
る
し
、
江
南
の
画
家
の
手
に
成
る
「
雪
図
」
も

王
維
だ
と
い
う
。
か
く
て
そ
の
画
は
数
え
切
れ
な
い
程
に
な
る
が
、
王
維
の
画

が
こ
ん
な
に
多
く
あ
る
筈
は
な
い
と
し
て
、
筆
致
が
清
秀
な
も
の
や
世
間
で
い

わ
れ
て
い
る
王
維
画
と
は
異
な
る
も
の
を
〗
興
迩
と
す
る
。
ま
た
呉
道
子
に
つ
い

て
も
、
佛
像
と
い
う
と
呉
道
子
の
作
と
す
る
が
、

i

興
迩
は
四
軸
し
か
見
て
い
な

い
と
い
っ
て
、
友
人
の
蘇
試
と
趙
令
穣
の
も
の
を
慎
迩
と
し
、
他
に
王
防
家
と

周
種
家
の
も
の
も
慎
迩
と
し
、
友
人
の
李
公
麟
の
も
の
は
繊
細
で
弱
く
、
呉
道

子
の
弟
子
の
作
品
で
世
間
に
あ
る
呉
道
子
の
画
は
殆
ん
ど
こ
の
手
の
も
の
で
あ

る
と
い
う
。
ま
た
李
成
の
画
の
贋
物
が
多
い
の
は
、
李
成
が
政
府
の
高
官
で
あ

る
か
ら
、
凡
庸
な
人
々
が
そ
の
名
に
仮
托
し
て
画
く
か
ら
で
あ
っ
て
、
も
し
李

成
が
普
通
の
画
匠
で
あ
れ
ば
こ
ん
な
に
多
く
の
伝
統
作
品
は
あ
る
筈
が
な
い
と

し
、
「
無
李
論
」
を
書
き
た
い
く
ら
い
だ
と
い
う
。
ま
た
米
帝
は
、
顧
橙
之
を
尊

崇
し
て
お
り
、
晋
代
の
画
は
何
と
し
て
で
も
保
存
す
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
、

自
分
の
住
居
に
「
宝
晋
齋
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
ま
た
自
身
の
収
蔵
品
に
つ
い

て
も
、
押
印
の
種
類
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
極
上
品
か
ら
次
品
ま
で
の
区

別
を
明
確
に
し
て
お
り
、
そ
の
収
蔵
品
に
は
下
品
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

次
に
米
帝
の
蒐
集
の
や
り
方
で
あ
る
が
、
書
画
は
本
来
、
価
格
を
論
ず
る
こ
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米
帝
は
又
、
古
今
の
画
家
を
取
り
上
げ
て
論
評
し
て
い
る
。
人
物
画
に
つ
い

て
は
顧
橙
之
、
陸
探
微
、
呉
道
子
、
周
萌
。
花
島
画
に
つ
い
て
は
勝
昌
祐
、
辺

鸞
、
徐
煕
、
唐
希
維
、
祝
某
。
山
水
画
に
つ
い
て
は
荊
浩
、
李
成
、
関
同
、
董

源、
i

氾
寛
、
巨
然
、
劉
道
士
。
ま
た
慎
迩
か
ど
う
か
辮
別
し
難
い
も
の
と
し
て
、

戴
逸
の
牛
図
、
曹
覇
・
韓
幹
・
拿
璧
の
馬
図
。
そ
の
他
、
黄
答
、
易
元
吉
、
皆

白
、
王
友
、
鐸
覺
、
程
担
、
侯
封
、
馬
貴
、
張
自
芳
、
王
端
、
元
掘
、
孫
知
微
、

楊
拙
、
武
岳
、
武
洞
清
、
劉
常
、
博
古
、
曹
仁
煕
、
燕
穆
之
、
宋
迪
、
劉
明
復
、

章
友
直
、
文
宣
、
張
泄
、
宝
貴
大
師
、
印
湘
、
林
生
と
い
っ
た
画
家
が
あ
り
、

嗣
撲
王
宗
漢
、
蒋
長
源
、
王
読
、
趙
令
穣
、
李
公
麟
、
蘇
試
ら
の
画
家
兼
収
蔵

家
や
、
沈
括
の
よ
う
な
収
蔵
家
が
米
市
の
友
人
と
し
て
登
場
す
る
。

黄
答
の
画
に
つ
い
て
は
臨
慕
し
易
い
の
で
蒐
集
す
る
価
値
が
な
い
と
い
う
。

黄
笙
の
「
鶴
鍋
図
」
は
蘇
州
だ
け
で
も
三
十
本
の
華
本
が
あ
り
、
ま
た
近
頃
の

画
院
の
画
家
も
黄
笙
の
格
式
を
用
い
て
い
る
の
で
、

一
寸
古
く
な
っ
た
画
が
流

合
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
書
画
に
つ
い
て
は
、
気
楽
に
交
換
し
合
う
の

が
自
然
で
上
品
な
態
度
で
あ
っ
て
、
何
が
何
で
も
我
が
物
に
し
よ
う
と
い
う
蒐

集
の
や
り
方
は
実
に
笑
う
べ
き
も
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
に
書
画
と
い
う
も
の
は

長
く
見
え
て
い
る
と
飽
い
て
き
て
嫌
気
が
さ
す
も
の
で
あ
り
、
時
々
新
し
い
も

の
と
交
換
す
れ
ば
、
そ
れ
が
却
っ
て
相
手
方
と
自
分
の
欲
望
を
満
た
す
こ
と
に

な
る
と
い
う
。

つ
ま
り
、
書
画
を
士
人
の
間
の
交
遊
の
具
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
画
史
」
の
中
に
は
書
画
の
価
格
が
出
て
く
る
。
例
え
ば
慮
鴻
「
草

堂
図
」
は
百
貫
（
十
万
文
）
、
閻
立
本
「
太
宗
歩
輩
図
」
は
七
百
貫
、
王
維
「
雪

図
」
は
七
百
貫
（
米
帝
が
汗
京
の
相
国
寺
中
に
あ
る
店
で
購
入
）
、
黄
笙
「
狸
猫

頭
勃
荷
図
」
は
二
百
貫
、
韓
滉
「
散
牧
図
」
は
倶
迩
で
は
な
い
が
四
百
貫
、
徐

熙
「
桃
図
」
紙
本
は
八
貫
（
米
サ
市
が
相
国
寺
中
の
店
で
買
っ
た
掘
り
出
し
物
か
）

な
ど
で
あ
る
。
米
帝
が
晩
年
ま
で
に
賞
鑑
家
た
ち
と
交
換
し
た
書
画
は
非
常
に

多
く
、
一
―
記
載
は
し
て
い
な
い
が
、
画
面
の
上
方
に
米
帝
の
印
記
が
あ
る
か

ら
見
分
け
が
つ
く
と
い
う
。
ま
た
好
事
家
と
賞
鑑
家
と
は
別
に
も
の
で
、
賞
鑑

家
は
画
が
好
き
で
、
画
に
つ
い
て
研
究
し
、
自
分
で
画
く
場
合
も
あ
る
。
従
っ

て
そ
の
収
蔵
品
は
み
な
精
良
で
あ
る
。
好
事
家
は
も
と
も
と
そ
れ
ほ
ど
画
が
好

き
で
は
な
い
が
、
財
力
が
あ
り
、
風
雅
を
身
に
つ
け
よ
う
と
し
て
他
人
の
感
覚

や
知
識
に
頼
っ
て
画
を
購
入
す
る
。
賞
鑑
家
と
好
事
家
と
は
し
ば
し
ば
意
見
が

対
立
す
る
。
収
蔵
す
る
書
画
は
必
ず
し
も
多
く
な
く
て
も
よ
く
、
百
幅
の
平
凡

な
画
を
買
う
よ
り
も
、
そ
の
費
用
で
一
幅
の
好
い
画
を
入
手
す
る
方
が
よ
い
と

と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
書
画
を
愛
好
す
る
士
人
と
は
金
銭
で
つ
き

米
帝
は
絵
画
自
体
に
つ
い
て
具
体
的
に
ど
う
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
は
、
勧
戒
の
思
想
の
あ
る
佛
画
や
故
事
画
が
第
一
で
、
次

に
無
窮
の
趣
を
備
え
て
い
る
山
水
画
、
そ
れ
も
特
に
畑
雲
霧
景
を
画
く
も
の
が

良
い
と
す
る
。
次
が
竹
木
・
水
石
を
画
く
も
の
、
次
が
花
草
を
画
く
も
の
、
仕

女
や
箭
毛
や
、
貴
人
の
遊
戯
図
は
た
だ
遊
び
半
分
に
見
る
も
の
で
、
清
雅
な
境

地
を
求
め
て
観
賞
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
ま
た
牛
馬
や
人
物
の
場
合
、

他
人
の
画
を
一
寸
模
倣
す
れ
ば
、
す
ぐ
そ
れ
に
似
た
も
の
が
出
来
あ
が
る
が
、

山
水
画
は
模
倣
し
て
も
巧
く
い
か
な
い
。
そ
れ
は
山
水
画
が
心
で
構
想
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
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米
帝
「
画
史
」
に
つ
い
て
（
続
）

出
す
る
と
、
慎
迩
と
全
く
識
別
で
き
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
李
成
・
王
維

の
山
水
は
、
唐
希
維
・
黄
笙
の
花
鳥
と
同
じ
で
、
好
事
家
の
と
こ
ろ
に
い
く
つ

か
は
必
ず
あ
る
も
の
で
、
深
く
論
ず
る
程
の
も
の
で
な
い
と
い
う
。
易
元
吉
は

徐
煕
の
後
を
つ
ぐ
第
一
人
者
で
あ
っ
た
が
妬
ま
れ
て
障
猿
だ
け
が
巧
み
だ
と
さ

れ
た
。
趙
昌
・
王
友
ら
は
オ
能
が
な
く
せ
い
ぜ
い
婚
礼
の
贈
物
を
作
っ
た
り
、

役
所
の
装
飾
を
す
る
程
度
で
あ
る
。
李
成
．
i氾
寛
•
関
同
・
董
源
・
巨
然
・
荊

浩
ら
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
評
価
を
与
え
て
い
る
が
、
李
成
の
画
は
技
巧

が
目
立
っ
て
員
意
が
足
ら
な
い
と
い
い
、
関
同
に
つ
い
て
は
山
峰
に
秀
抜
の
気

風
が
欠
け
て
い
る
と
か
、
人
物
が
平
俗
で
あ
る
と
か
い
い
、
荊
浩
に
は
人
を
驚

か
す
よ
う
な
立
派
な
画
は
な
い
と
い
い
、
落
寛
は
荊
浩
に
と
っ
て
出
藍
の
弟
子

だ
と
す
る
。
た
だ
董
源
に
つ
い
て
は
評
価
が
高
く
、
江
南
の
風
景
を
画
い
た
平

淡
天
員
の
画
風
は
唐
代
に
は
な
か
っ
た
も
の
だ
と
い
い
、
巨
然
は
董
源
を
よ
く

学
ん
で
秀
れ
て
い
る
と
い
う
。
米
帝
に
よ
れ
ば
、
董
源
画
に
見
ら
れ
る
江
南
の

気
風
は
、
実
は
顧
憔
之
以
来
の
も
の
で
、
隋
か
ら
南
唐
を
経
て
巨
然
に
到
る
ま

で
、
ず
っ
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
董
源
画
を
中
心
に
員
意
を
あ
ら

わ
す
画
と
し
て
評
価
す
る
の
で
あ
る
。
近
人
の
画
は
深
く
論
ず
る
に
足
る
よ
う

な
も
の
は
な
く
、
趙
昌
・
王
友
・
鐸
費
ら
の
画
と
い
え
ど
も
、
単
に
増
壁
を
覆

う
程
の
も
の
で
、
そ
れ
ら
が
無
く
て
も
物
足
ら
な
い
と
い
う
感
じ
は
受
け
な
い

と
い
う
。
程
坦
・
皆
白
・
侯
封
・
馬
貢
・
張
自
芳
ら
の
画
は
、
む
し
ろ
茶
坊
・

酒
店
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
と
い
う
。
道
士
牛
懺
の
画
は
、
筆
致
は
粗
豪

で
放
縦
で
あ
る
が
、
品
格
が
俗
で
な
く
、
そ
の
点
で
は
文
宣
・
恵
崇
・
宝
貴
・

張
湮
よ
り
上
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
米
帝
の
口
吻
か
ら
す
る
と
、
画
家
一
人

八
九

一
人
に
つ
い
て
は
厳
密
に
員
迩
を
尋
ね
当
て
て
鑑
賞
の
基
準
を
確
立
し
て
お
り

な
が
ら
、
米
帝
の
員
意
は
、
旧
来
の
大
方
の
画
風
に
満
足
し
な
い
、
否
む
し
ろ

そ
れ
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
張
彦
遠
の
「
歴
代
名
画
記
」

の
終
っ
た
唐
の
会
昌
元
年
841
か
ら
、
五
代
を
経
て
北
宋
の
煕
寧
七
年
血
に
至
る

間
の
画
及
び
画
人
を
論
じ
た
郭
若
虚
の
「
固
画
見
聞
誌
」
の
大
筋
の
否
定
で
あ

る
。
そ
し
て
米
帝
の
慎
意
は
、
「
画
史
」
の
序
文
に
お
い
て
み
ず
か
ら
書
画
の
友

と
呼
ぶ
蒋
長
源
を
は
じ
め
と
す
る
、
王
読
・
李
公
麟
．
趙
令
穣
・
蘇
試
ら
と
の

交
遊
の
う
ち
に
あ
る
。
彼
ら
は
「
図
画
見
聞
誌
」
を
つ
い
で
、
煕
寧
七
年
か
ら

南
宋
の
乾
道
三
年
暉
に
至
る
間
の
画
と
画
人
と
を
論
じ
た
郎
椿
の
「
画
継
」
の

「
侯
王
貴
戚
」
と
「
軒
晃
才
賢
」
に
列
拳
さ
れ
て
い
る
。
収
蔵
家
で
賞
鑑
家
で

あ
る
劉
湮
も
、
米
帝
の
画
友
と
し
て
登
場
し
、
そ
の
林
石
槌
竹
の
筆
墨
狂
逸
が

紹
介
さ
れ
、
そ
の
体
制
は
抜
脱
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
杭
士
林
生
は
岩
穴
上
士
の

章
に
、
章
友
直
は
播
紳
章
布
の
章
に
、
宝
覚
大
師
は
道
人
柄
子
の
章
に
、
張
湮

は
花
丼
箭
毛
の
章
に
、
そ
れ
ぞ
れ
米
帝
の
「
画
史
」
の
文
章
に
撼
っ
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
林
生
の
江
湖
の
景
や
芦
雁
小
禽
は
気
格
が
清
絶
で
、
唐
代
に
は
こ

の
よ
う
な
品
格
の
画
は
な
い
と
さ
れ
、
徐
煕
と
肩
を
並
べ
、
交
宣
・
張
湮
・
宝

貴
よ
り
上
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
蒋
長
源
の
山
水
に
生
意
を
み
、
宝
貴
と
張
湮
の

錨
毛
芦
雁
を
不
俗
と
み
る
。

米
帝
は
友
人
の
李
公
麟
と
自
分
を
比
較
し
て
い
る
が
、
李
公
麟
は
呉
道
子
を

手
本
と
し
た
か
ら
遂
に
そ
の
習
気
を
消
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
米

帝
自
身
は
遅
れ
て
画
を
学
び
始
め
た
に
も
抱
ら
ず
、
顧
憔
之
の
高
雅
で
古
朴
な

風
格
を
吸
収
し
た
か
ら
、
呉
道
子
の
画
の
よ
う
な
も
の
は
画
か
な
か
っ
た
。
李



公
麟
の
写
員
は
高
い
も
の
と
は
言
え
ず
、
米
帝
の
写
員
は
、
他
人
に
理
解
さ
れ

よ
う
と
さ
れ
ま
い
と
、
自
己
の
天
分
か
ら
発
し
て
い
る
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。

ま
た
米
帝
は
李
公
麟
と
画
の
構
図
に
つ
い
て
議
論
し
な
が
ら
制
作
し
た
こ
と
を

述
べ
、
古
今
の
画
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
山
水
を
画
く
と
き
に
は
、
相
互
に
そ
の
長

所
を
見
習
い
合
っ
て
画
く
べ
き
だ
と
い
い
、
極
く
わ
ず
か
の
非
凡
な
画
家
だ
け

が
筆
に
ま
か
せ
て
画
け
る
の
だ
と
し
て
創
作
と
倣
作
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
。
ま
た
姻
雲
の
掩
映
す
る
山
水
を
画
く
こ
と
が
手
軽
に
山
水
を
仕
立
る

こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
も
い
っ
て
い
る
。
米
帝
は
好
ん
で
三
尺
の
横
幅
、

三
尺
の
縦
軸
を
画
き
、
絶
対
に
大
き
な
画
面
を
画
か
な
い
こ
と
を
宣
言
し
、
併

せ
て
李
成
や
関
同
の
よ
う
な
俗
気
は
自
分
に
は
全
く
な
い
と
い
っ
て
い
る
。

悉
市
は
ま
た
他
人
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
批
評
し
て
い
る
が
、
例
え

ば
仁
宗
の
嘉
祐
年
中
晦
I

廊
の
楊
褒
・
部
必
・
石
揚
休
の
三
人
の
コ
レ
ク
タ
ー
を

比
較
し
論
評
し
て
い
る
。

米
帝
は
「
画
史
」
の
最
後
で
、
友
人
の
沈
括
が
か
つ
て
持
っ
て
い
た
畢
宏
の

「
山
水
図
」
両
幅
の
構
成
を
詳
し
く
描
写
し
て
い
る
。
沈
括
が
晩
年
に
潤
州
に

隠
棲
し
た
時
、
同
じ
く
潤
州
に
住
ん
で
い
た
米
帝
が
直
接
そ
の
画
の
消
息
を
尋

ね
た
が
、
沈
括
は
以
前
に
別
の
画
と
交
換
し
て
今
は
も
う
手
も
と
に
な
い
と
答

え
た
。
米
帝
は
こ
の
画
を
な
つ
か
し
く
追
憶
し
て
「
画
史
」
の
筆
を
掴
い
て
い

る
。
沈
括
の
「
夢
漢
筆
談
」
の
書
画
を
論
じ
た
巻
の
最
後
に
、
董
源
と
巨
然
の

画
の
特
色
を
論
じ
た
有
名
な
箇
所
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
晩
年
を
潤
州

で
過
ご
し
た
沈
括
が
米
帝
と
語
り
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
示
嵯
を
受
け
た
可
能

性
も
あ
っ
た
ろ
う
か
と
推
測
す
る
。
（
「
南
唐
の
中
主
（
李
環
）
の
時
代
、
北
苑
使

〔
付
記
〕

の
董
源
は
画
が
う
ま
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
秋
の
気
漂
う
遠
景
画
に
た
く
み
で
、

江
南
の
実
在
の
山
々
の
写
生
が
多
く
、
険
し
く
そ
ば
だ
つ
も
の
は
描
か
な
か
っ

た
。
そ
の
後
、
建
業
（
現
在
の
南
京
）
の
僧
巨
然
は
源
の
画
法
を
祖
述
し
、
ど

ち
ら
と
も
深
奥
の
理
を
き
わ
め
た
。

だ
い
た
い
源
と
巨
然
の
作
品
は
す
べ
て
遠
く
か
ら
鑑
賞
す
べ
き
で
あ
る
。
そ

の
筆
使
い
は
た
い
へ
ん
簡
略
で
、
近
よ
っ
て
み
る
と
殆
ど
物
の
形
に
な
っ
て
い

な
い
。
遠
く
か
ら
見
る
と
、
風
物
は
鮮
や
か
で
、
深
い
内
面
性
は
こ
の
世
な
ら

ぬ
世
界
を
み
る
よ
う
で
あ
る
。
」
（
「
夢
撲
筆
談
」
巻
十
七
、
書
画
。
梅
原
郁
繹
）
）

本
稿
は
「
米
帝
『
画
史
』
に
つ
い
て
ー
絵
画
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

I
」
（
東
西
学
術
研

究
所
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集

四
五
五
I

四
七
一
頁
）
の
続
編
で
あ
る
。

九
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Mi Fei's Hua Shi : Its Translation and Commentary 

米
帝
「
画
史
」

Yamaoka Taizo 

に
つ
い
て

'Hua Shi'is a publication with which Mi Fei, a painter and calligraphist, expressed 

続
~himself as a collector and critic of paintings and calligraphic works. As a collector, he 

detested to be driven by money or desires, and rather enjoyed competing with his 

friends and actively exchanged collections with them, and claimed that the collections 

were means of friendship. As a critic, he highly appreciated the paintings of Jian Nan 

represented by Dong Yuan and Ju Ran as being plan and natural and expressing the 

truth, and considered the tradition went back to Gu Kai Zhi of Dong Qing and admired 

him. Mi Fie's friends mainly consisted of painters and calligraphists of late Bei Sung 

like Li Gong Lin, Wang Shen, and Su Shi. They were against Guo Ruo Xu's'Tu Hua 

Jian Wen Shi'focusing on Li Cheng and Fan Kuan, and preceded'Hua Ji'by Deng Chun 

of Nan Sung, In'Hua Shi', Mi Fei also appeared as a scholar and discussed astronomy 

and phonology, suggesting friendly relations with scholars like Shen Kuo. 
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