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は
じ
め
に

こ
の
世
に
在
る
も
の
の
滅
び
行
く
速
や
か
さ
は
恐
る
べ
き
も
の
だ
。
歴
代
の
名
画
記
や
各
時
代
の
書
画
録
の
類
を
繙
く
時
、
そ
こ
に
記

さ
れ
た
画
跡
や
、
数
し
れ
ぬ
諸
多
の
作
家
の
む
な
し
き
羅
列
に
、
如
何
と
も
し
が
た
き
も
ど
か
し
さ
を
覚
え
る
。

厳
し
い
折
磨
を
経
て
、
現
代
僅
か
に
残
っ
た
作
品
に
対
し
て
、
そ
の
時
代
そ
れ
ぞ
れ
に
止
揚
さ
れ
た
内
在
の
素
晴
ら
し
さ
に
は
感
歎
の

想
い
が
尽
き
な
い
。
そ
れ
が
た
ま
た
ま
後
世
の
模
本
で
あ
っ
た
場
合
に
も
、
稚
拙
な
技
法
に
あ
き
た
ら
ず
を
思
い
つ
つ
、
参
考
資
料
と
し

て
人
寰
に
残
存
し
た
貴
重
さ
に
、
珍
重
の
想
い
に
浸
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
永
泰
公
主
の
墓
が
発
掘
さ
れ
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
あ
っ
た
壁
画
が
発
表
さ
れ
た
時
、
そ
の
素
晴
ら
し
い
描
写
に
、
当
時
か
く
ま
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で
に
す
ぐ
れ
た
人
が
い
た
の
か
と
思
っ
た
。
そ
の
名
は
分
か
ら
な
く
と
も
、
そ
の
出
来
栄
え
の
美
し
さ
、
技
法
の
高
さ
に
心
よ
り
敬
慕
し

感
歎
し
た
こ
と
で
あ
る
。
か
く
高
貴
の
人
の
墓
壁
画
を
手
掛
け
た
人
は
、
必
ず
当
代
の
有
名
な
人
で
あ
っ
た
に
相
違
あ
る
ま
い
。
と
に
か

く
、
こ
の
壁
画
は
幸
い
に
も
土
中
に
埋
め
て
あ
っ
た
故
に
、
後
世
に
生
々
と
し
た
も
の
を
伝
え
得
た
の
で
あ
る
。
観
者
は
、
今
日
の
た
め

に
存
在
し
た
か
の
如
き
画
中
の
人
々
が
い
ま
に
も
墓
中
か
ら
歩
み
出
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
錯
覚
す
ら
抱
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
も
し
紙
上

に
描
か
れ
て
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
恐
ら
く
は
久
し
か
ら
ぬ
年
月
の
間
に
と
っ
く
に
佚
亡
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

た
ま
た
ま
私
が
弱
年
の
頃
に
興
味
を
抱
き
、
そ
れ
が
終
生
の
研
究
の
テ
ー
マ
に
な
ら
ん
と
し
て
い
る
わ
が
八
大
山
人
へ
の
企
求
は
、
年

月
を
経
る
に
つ
れ
て
つ
く
づ
く
と
感
ず
る
こ
と
は
そ
の
作
品
の
湮
滅
の
速
さ
で
あ
る
。
真
跡
は
あ
ま
り
に
も
少
な
い
。
仮
冒
す
る
作
品
の

横
行
が
甚
し
い
。
さ
す
れ
ば
こ
そ
、
残
存
す
る
も
の
に
対
し
て
抱
く
敬
愛
の
念
は
深
ま
り
行
く
の
で
あ
る
。

山
人
が
一
七
〇
五
年
に
こ
の
世
を
去
っ
て
か
ら
、
す
で
に
三
百
余
年
の
歳
月
が
た
っ
た
。
現
在
そ
の
名
声
は
天
下
に
遍
く
、
画
史
の
上

で
は
そ
の
評
価
が
定
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
作
品
の
全
貌
に
つ
い
て
は
、
贋
作
が
多
々
存
在
す
る
と
い
う
事
実
が
そ
の

真
価
を
曖
昧
な
も
の
と
し
、
玉
石
混
淆
し
た
状
況
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
。
八
大
山
人
の
み
な
ら
ず
、
ひ
い
て
は
石
涛
ま
で
も
が
鑑

賞
が
非
常
に
む
ず
か
し
い
も
の
だ
と
、
心
あ
る
人
は
む
し
ろ
避
け
て
通
る
分
野
に
す
ら
な
っ
て
い
る
。

も
と
よ
り
真
筆
と
い
う
も
の
は
、
数
と
し
て
決
し
て
希
望
者
の
要
望
に
答
え
得
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
八
大
山
人
の
場
合
は
、
そ

の
画
業
の
真
価
は
む
し
ろ
没
後
に
お
い
て
揚
州
八
怪
な
ど
の
新
し
い
風
潮
の
画
人
に
よ
っ
て
承
け
継
が
れ
、
漸
次
に
著
名
の
度
を
増
し

た
。
そ
の
作
品
は
そ
の
と
き
に
は
す
で
に
傷
み
廃
れ
た
も
の
が
多
く
な
り
、
湮
滅
し
去
っ
た
後
、
時
代
を
追
っ
て
高
ま
る
要
望
に
し
た

が
っ
て
、
巧
拙
そ
れ
ぞ
れ
の
贋
作
が
制
作
さ
れ
横
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
反
面
、
真
作
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
奇
妙
に
少
な
く
て
、
正
当
な
扱
い
を
う
け
ず
に
、
粗
末
に
さ
れ
た
と
い
う
事
実
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（二）

桃山学院大学人間科学 No. 45

－４４９－



し
か
し
な
が
ら
、
八
大
山
人
の
事
迹
と
か
画
業
は
、
現
在
あ
ま
た
の
研
究
者
の
熱
心
な
探
究
に
よ
り
、
そ
の
実
相
の
究
明
は
ほ
ぼ
完
成

し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
す
が
に
中
国
は
典
籍
や
記
録
に
驚
歎
す
べ
き
奥
行
き
を
も
っ
た
国
で
あ
る
。
そ
う
し
た
夥
し
い
文
献
の
中
か

よ

ら
金
を
淘
る
よ
う
な
作
業
が
つ
づ
け
ら
れ
、
生
没
な
ど
年
代
も
明
ら
か
に
な
り
、
編
年
の
た
め
の
正
確
な
基
準
が
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

か
く
し
て
、
私
ど
も
は
研
究
の
緒
に
よ
う
や
く
辿
り
つ
く
こ
と
が
出
来
た
。
そ
う
し
た
成
果
に
照
り
出
し
て
見
て
、
過
去
に
出
版
さ
れ

た
多
数
の
画
集
は
、
作
者
の
実
像
を
知
る
た
め
の
尊
い
資
料
で
あ
る
。
真
偽
・
辨
別
の
根
拠
、
或
い
は
基
準
と
し
て
重
要
な
存
在
で
あ
る

と
そ
れ
等
は
考
え
ら
れ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
多
く
の
偽
物
が
混
在
し
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
如
何
に
正
当
な
印
象
の
把
握
を
妨
げ
て
い
た

か
と
い
う
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。

彼
は
五
十
五
歳
頃
か
ら
八
十
歳
頃
に
至
る
二
十
五
年
間
、「
八
大
山
人
」
と
称
し
て
翰
墨
生
活
に
入
っ
て
い
た
。
張
庚
の
『
画
徴
録
』

で
は
「
隠
於
書
画
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
現
在
遺
存
さ
れ
て
い
る
主
要
な
作
品
が
制
作
さ
れ
た
期
間
で
あ
る
。

そ
の
間
に
お
け
る
落
款
様
式
の
変
化
・
使
用
印
章
の
種
類
・
画
風
と
か
書
癖
の
推
移
、
そ
う
し
た
も
の
が
現
在
実
に
明
瞭
に
解
明
さ
れ

る
に
至
っ
た
。
真
贋
の
基
準
は
的
確
に
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
戦
前
に
真
筆
と
し
て
賞
揚
さ
れ
た
作
品
で
も
、
は
っ
き

り
と
い
け
な
い
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
も
あ
る
。

又
そ
れ
と
は
反
対
に
、
八
大
山
人
と
称
さ
な
か
っ
た
頃
、
い
わ
ゆ
る
早
期
の
作
品
が
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

分
か
っ
て
来
た
。
今
ま
で
無
い
と
さ
れ
て
い
た
台
湾
の
故
宮
博
物
院
の
襲
蔵
の
中
に
、
愛
す
べ
き
壮
年
期
の
画
冊
が
あ
っ
た
。《
傳
綮
写

生
冊
》
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
が
傳
綮
と
称
し
た
僧
籍
の
時
代
、
三
十
四
歳
の
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
に
珍
重
す
べ
き
も
の
で
、
前
に
も

な
く
、
又
後
に
も
二
十
年
の
空
白
期
間
を
控
え
る
、
実
に
孤
璧
な
の
で
あ
る
。

晩
年
或
い
は
没
後
に
有
名
に
な
っ
た
人
の
作
品
は
、
若
い
頃
の
も
の
は
実
に
稀
少
だ
と
い
う
こ
と
を
痛
感
す
る
。
無
名
の
人
の
作
品
は

粗
末
に
さ
れ
、
や
が
て
有
名
に
な
り
人
が
競
っ
て
捜
し
出
す
頃
に
は
す
で
に
地
上
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
珍
ら
し
く
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も
、
こ
の
《
傳
綮
写
生
冊
》
は
乾
�
帝
以
降
の
各
皇
帝
の
御
覧
に
な
り
、
秘
庫
に
入
っ
て
今
に
至
り
発
見
さ
れ
る
ま
で
静
か
に
眠
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
書
き
出
し
て
見
た
の
は
、
つ
ね
日
頃
か
ら
八
大
山
人
の
偽
物
は
ど
う
し
て
作
ら
れ
て
来
た
か
に
つ
い
て
考
え
、
ひ
い
て
は
そ

の
反
証
な
る
真
跡
の
こ
と
も
考
え
て
来
た
よ
す
が
に
、
何
か
を
ま
と
め
て
見
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
取
る
に
足
ら
な
い
偽
物
は
紙

筆
に
つ
く
せ
ぬ
ほ
ど
に
あ
る
。
し
か
し
画
集
な
ど
に
入
り
、
真
跡
に
雁
行
し
た
偽
跡
に
は
考
う
べ
き
多
く
の
も
の
が
あ
る
。

よ
く
売
れ
る
作
家
の
作
は
、
実
に
厖
大
な
偽
作
の
種
本
に
な
る
。
八
大
山
人
と
な
ら
び
称
せ
ら
れ
て
名
声
を
得
た
石
涛
な
ど
は
、
そ
の

後
に
続
く
偽
跡
の
数
は
慧
星
の
尾
の
如
く
宇
宙
に

漫
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
石
涛
の
作
品
の
真
正
な
編
年
は
い
ま
だ
に
明
確
に
さ
れ
て

い
な
い
。
数
点
の
牢
固
た
る
評
価
を
も
っ
た
作
品
は
存
在
し
て
い
る
が
、
余
り
に
も
多
く
の
作
品
が
曖
昧
と
し
た
状
況
に
あ
る
。
又
所
有

者
の
手
前
を
考
慮
し
た
り
し
て
、
あ
る
も
の
は
断
定
も
下
し
得
ず
、
な
お
混
乱
の
状
態
に
あ
る
。
容
易
に
手
を
付
け
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て

い
る
分
野
の
一
つ
で
も
あ
る
。

八
大
山
人
の
技
法
は
石
涛
に
異
な
り
、
そ
の
筆
勢
の
す
ば
ら
し
さ
は
容
易
に
模
倣
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
い
仿
作
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
や
辨
別
に
容
易
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
作
品
を
一
堂
に
会
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
性
質
上
、
歴
世

の
巧
者
に
よ
っ
て
見
事
な
偽
作
の
世
界
が
展
開
し
て
い
る
事
実
に
逢
着
す
る
と
き
、
そ
の
謎
の
穴
の
深
き
を
覚
え
る
の
は
や
は
り
石
涛
に

異
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

写
真
と
印
刷
の
発
達
は
審
定
や
編
年
の
た
め
に
実
に
有
意
義
な
効
果
を
発
揮
し
た
。
昔
は
大
む
ね
勘
に
よ
っ
て
鑑
定
し
た
。
そ
の
人
が

蓄
積
し
た
経
験
に
も
と
づ
い
た
勘
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
た
。
そ
れ
故
、
真
跡
の
確
た
る
根
拠
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
盲
人
が
盲
人
を
導
く

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
写
真
術
が
美
術
の
世
界
に
応
用
さ
れ
、
そ
の
欠
点
を
補
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
実
に
有
意
義
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

措
い
て
は
何
も
行
い
得
な
い
。

（四）
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八
大
山
人
に
は
そ
の
技
法
と
気
韻
に
、
他
人
が
模
倣
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
印
章
に
も
は
っ
き
り
し
た
特
徴
が

備
わ
っ
て
い
て
、
完
全
な
模
作
は
で
き
な
い
実
証
性
を
も
っ
て
い
る
。
写
真
は
そ
れ
を
よ
く
解
明
し
て
く
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
永
い
年
月
に
行
わ
れ
て
来
た
贋
作
は
、
年
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
実
に
巧
妙
に
な
っ
た
。
殆
ん
ど
分
か
ら
な
い
ほ
ど

に
程
度
の
高
い
も
の
が
沢
山
に
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
写
真
が
真
実
の
解
明
に
寄
与
し
た
反
面
、
偽
作
の
道
具
に
使
わ
れ
た
事
実
も
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
る
。
未
だ
に
写
真
が
行
わ
れ
ず
、
発
明
さ
れ
て
も
普
及
し
な
か
っ
た
旧
時
代
に
行
わ
れ
た
偽
作
は
、
作
風
が
似

て
も
似
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
場
合
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
に
使
用
さ
れ
た
印
章
も
決
し
て
精
密
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
用

意
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
、
す
ぐ
に
看
破
さ
れ
る
。
印
刷
物
と
な
っ
て
普
及
し
た
山
人
の
作
品
は
、
模
写
さ
れ
、
比
較
的
安
易
な
偽
作

の
資
料
と
な
り
、
乱
真
の
具
と
は
な
っ
た
。

も
う
一
歩
進
め
て
、
写
真
に
よ
っ
て
複
製
さ
れ
た
印
章
と
い
う
も
の
は
、
は
た
し
て
真
に
人
を
最
後
ま
で
欺
く
に
足
る
印
章
た
り
得
る

の
か
否
か
。
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
物
の
印
章
を
抜
型
に
し
て
作
れ
ば
、
或
い
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
一
度
押
さ
れ
た
印
影
か
ら
撮
ら
れ
た
も
の
は
、
余
程
に
淡
く
平
明
に
押
捺
さ
れ
た
場
合
の
ほ
か
に
は
、
印
肉
の
ダ
ブ
リ
が
あ
り
、
そ

れ
か
ら
複
写
さ
れ
た
印
形
は
必
ず
些
少
の
太
り
を
帯
び
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
厘
毫
の
差
と
い
え
ど
、
見
る
人
に
は
必
ず
疑
問
を
抱
か
せ
ず

に
は
お
か
な
い
。
加
圧
に
よ
っ
て
生
じ
た
マ
ジ
ナ
ー
ル
ゾ
ー
ン
が
偽
印
に
は
再
生
さ
れ
て
い
て
、
真
印
の
シ
ャ
ー
プ
さ
を
失
わ
せ
る
。
そ

こ
が
ま
た
、
我
々
が
写
真
に
よ
る
鑑
識
の
功
用
に
恩
恵
を
受
け
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

木
印
で
偽
印
が
作
ら
れ
た
場
合
に
は
も
っ
と
は
っ
き
り
す
る
。
木
の
風
合
が
出
る
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
精
緻
さ
を
欠
く
の
で
あ

る
。
模
糊
と
し
て
書
き
版
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
す
ら
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
真
印
に
は
ほ
ど
遠
く
、
久
し
て
熟

視
す
れ
ば
、
真
偽
は
自
ら
分
か
る
も
の
で
あ
る
。

☆

☆

☆

☆

（五）
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作
品
の
流
転
に
想
い
を
馳
せ
る
時
、
絵
は
そ
れ
自
体
が
湮
滅
の
宿
命
の
上
に
あ
る
こ
と
に
、
今
更
な
が
ら
思
い
到
る
。
志
し
て
一
作
家

の
研
究
を
な
さ
ん
と
思
い
立
つ
時
、
荒
野
に
亡
羊
を
求
め
て
行
く
よ
う
な
、
本
当
に
茫
洋
と
し
た
思
い
に
立
ち
到
る
。

本
来
、
書
と
か
絵
は
、
多
く
こ
れ
を
求
め
る
人
の
た
め
に
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
作
者
の
手
元
を
離
れ
た
作
品
は
そ
の
時
の
限
り

に
散
っ
て
行
く
。
珍
重
す
る
人
の
手
を
借
り
て
、
自
ら
足
を
帯
び
た
よ
う
に
、
千
里
万
里
の
果
に
流
れ
去
る
。

山
人
が
終
生
使
っ
た
、
あ
の
〔
八
大
山
人
〕
と
い
う
白
文
印
が
、
た
し
か
こ
の
あ
た
り
か
ら
初
め
て
押
捺
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
甲
子
（
一
六
八
四
）
の
年
記
が
あ
る
、
山
人
五
十
九
歳
の
頃
の
画
冊
が
見
い
出
さ
れ
た
。
遥
か
波
涛
を
越
え
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
画
家

陳
文
希
氏
の
蔵
品
で
あ
る
。
陳
氏
は
ま
た
世
界
画
廊
と
い
う
、
極
く
普
通
の
画
廊
の
経
営
も
し
て
い
る
。
い
か
が
わ
し
い
も
の
の
流
れ
て

い
る
世
界
に
、
こ
う
し
た
珍
奇
な
作
品
の
出
現
は
、
実
に
う
れ
し
い
限
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
祖
先
が
中
国
本
土
か
ら
齎
ら
し
来
り
、
久
し

い
以
前
か
ら
蔵
の
中
に
秘
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
そ
う
だ
。
そ
の
発
見
を
よ
ろ
こ
ぶ
と
と
も
に
、
書
画
の
運
命
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
さ

せ
ら
れ
る
。☆

☆

☆

☆

八
大
山
人
や
石
涛
の
作
品
の
探
求
と
か
、
ひ
い
て
は
偽
物
問
題
の
こ
と
を
考
え
る
時
、
近
時
誰
れ
し
も
が
張
大
千
の
こ
と
を
語
る
。
彼

の
芸
術
に
つ
い
て
は
、
棺
を
覆
う
の
を
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
彼
が
明
清
の
際
に
お
け
る
遺
民
画
家
の
芸
術
の
真
価
を
見
出
し
顕
彰
に
努

め
た
功
績
は
、
そ
の
乱
真
の
事
実
と
は
別
に
特
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
八
大
山
人
の
身
上
を
正
し
、
作
品
の
価
値
を
明
確
に
示
し
た
功

績
に
お
い
て
や
は
り
大
切
な
人
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
九
一
九
年
二
十
歳
で
あ
っ
た
張
大
千
は
、
李
瑞
清
・
曽
煕
の
門
に
入
っ
た
。
こ
の
師
か
ら
画
家
の
伝
統
を
は
っ
き
り
う
け
つ
い
だ
。

当
時
上
海
地
区
に
は
、
文
雅
風
流
の
淵
籔
た
る
江
南
を
バ
ッ
ク
に
し
て
、
明
清
絵
画
が
集
大
成
さ
れ
て
い
た
。
あ
ま
り
事
情
を
知
ら
な
い

私
は
、
昔
年
中
国
に
渡
り
、
拓
本
等
を
交
易
す
る
店
を
開
い
て
い
た
人
と
語
っ
た
時
、
古
玩
や
書
画
の
類
は
北
京
か
ら
上
海
に
買
い
出
し

（六）

桃山学院大学人間科学 No. 45

－４４５－



に
来
る
の
が
ル
ー
ル
で
あ
っ
た
と
き
い
た
。
河
井
筌
廬
先
生
が
戦
前
、
雑
誌
『
南
画
鑑
賞
』
の
記
者
に
「
当
時
上
海
に
は
程
霖
生
な
ど
と

い
う
大
蒐
集
家
が
あ
っ
た
。
玉
石
混
淆
と
は
思
う
が
、
石
涛
・
八
大
山
人
の
軸
が
そ
れ
ぞ
れ
五
百
幅
は
あ
っ
た
」
と
語
ら
れ
て
い
た
が
、

あ
な
が
ち
虚
構
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
環
境
に
あ
っ
て
、
張
大
千
は
自
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
っ
た
。
彼
が
蒐
集
し
た
真
跡
の
上
に
は
、
彼
の
各
種
の
蔵
印
が
捺

さ
れ
て
あ
り
、
日
本
に
渡
来
し
た
作
品
の
上
に
も
広
範
に
見
ら
れ
る
。
ま
ま
短
冊
の
形
を
し
た
〔
大
風
堂
漸
江

残
雪
個
苦
瓜
墨
縁
〕
と

い
う
印
が
捺
さ
れ
て
あ
る
の
を
見
る
に
つ
け
、
彼
の
興
味
の
所
在
を
知
り
得
る
。

戦
後
一
九
五
七
年
頃
、
張
大
千
は
日
本
に
滞
留
し
て
市
上
に
あ
る
も
の
を
色
々
と
発
掘
し
な
が
ら
、
自
分
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
目
録

『
大
風
堂
名
跡
』
四
冊
を
作
ら
せ
た
。「
八
大
山
人
」・「
清
湘
道
人
」
の
専
輯
が
各
一
冊
ず
つ
あ
る
。
そ
の
中
の
一
部
を
売
る
べ
く
、
東
京

の
壺
中
居
で
展
覧
し
た
と
聞
い
て
い
る
。
値
段
は
安
く
な
か
っ
た
が
、
画
帖
く
ず
し
な
ど
の
優
品
は
流
石
に
引
張
凧
で
売
れ
た
そ
う
だ
。

し
か
し
贋
物
を
作
る
人
と
い
う
芳
し
か
ら
ぬ
風
評
が
い
つ
か
ら
か
美
術
商
の
口
か
ら
出
る
よ
う
に
な
っ
て
、
い
ま
で
も
聞
く
こ
と
が
あ

る
。そ

の
後
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
サ
ン
パ
ウ
ロ
に
移
住
し
、
広
大
な
園
林
の
中
で
悠
々
自
適
し
、
八
大
山
人
や
石
涛
の
大
幅
に
囲
繞
さ
れ
た
生
活

を
送
っ
た
。
旧
時
、
彼
を
そ
こ
に
訪
れ
た
徳
大
寺
公
英
氏
の
詳
細
な
レ
ポ
ー
ト
が
『
芸
術
新
潮
』
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
十
月
号

に
の
っ
て
い
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
後
、
米
国
に
移
住
し
、
手
持
ち
の
名
品
を
希
望
さ
れ
る
ま
ま
売
り
渡
し
た
。
模
作
と
思
わ
れ
る
も
の
も
一

緒
に
売
っ
て
現
在
の
贋
作
の
名
手
張
大
千
の
風
評
が
立
つ
も
と
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

『
泰
山
残
石
楼
蔵
画
』
の
中
に
あ
る
八
大
山
人
の
名
品
が
張
大
千
の
所
有
か
ら
王
方
宇
の
手
元
に
譲
渡
さ
れ
た
。
今
は
っ
き
り
と
分

か
っ
て
い
る
八
大
山
人
の
ま
と
ま
っ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
こ
こ
を
措
い
て
は
な
い
。

私
は
い
ま
王
方
宇
氏
の
手
元
に
あ
る
《
天
光
雲
景
図
》
と
題
し
た
山
水
画
冊
を
、
八
大
山
人
を
代
表
す
る
山
水
画
冊
の
一
つ
で
あ
る
と
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考
え
て
い
る
。
王
氏
に
至
る
以
前
に
こ
の
画
冊
の
所
有
者
梁
氏
は
、
こ
れ
を
甚
だ
し
く
愛
し
、
自
ら
の
書
齋
を
「
天
景
楼
」
と
名
づ
け
た

ほ
ど
で
あ
る
。『
支
那
南
画
大
成
』
に
は
『
泰
山
残
石
楼
蔵
画
』
よ
り
転
載
さ
れ
て
い
る
。
私
は
数
年
前
に
渡
米
し
た
時
、
こ
の
画
冊
を

拝
見
し
、
年
来
の
希
望
を
果
た
し
た
。

包
世
臣
は
、
書
に
お
け
る
神
品
を
「
平
和
簡
静
、
遒
麗
天
成
」
と
形
容
し
て
い
る
。
こ
の
《
天
光
雲
景
図
》
と
い
う
画
冊
は
、
画
の
世

界
に
お
け
る
神
品
の
格
付
に
恥
じ
な
い
作
品
で
あ
る
。
も
と
日
本
に
あ
り
、
現
在
ホ
ノ
ル
ル
美
術
館
に
あ
る
《
山
水
冊
》
と
と
も
に
双
璧

と
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
王
方
宇
氏
は
そ
の
後
、
鋭
意
蒐
集
さ
れ
た
八
大
山
人
の
作
品
を
中
心
に
し
て
、
正
確
な
編
年
の
研
究
を
完
成
さ

れ
た
。
素
晴
し
い
成
果
で
あ
る
と
思
う
。

☆

☆

☆

☆

八
大
山
人
の
贋
作
は
、
一
体
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
漠
然
と
し
て
だ
が
強
く
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
。
真
筆
に
は
必

ず
贋
作
が
つ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
一
々
取
り
上
げ
る
の
も
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
人
は
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
鑑

賞
と
研
究
の
道
を
あ
ゆ
み
つ
つ
何
か
に
思
い
当
た
る
時
、
そ
れ
を
記
し
て
お
き
た
い
と
い
う
気
持
も
無
下
に
い
な
め
な
い
。
作
品
の
編
年

と
い
う
正
当
な
工
作
に
対
し
、
裏
街
道
の
話
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
面
白
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

鄭
燮
の
『
板
橋
題
画
』
に
次
の
一
章
が
あ
る
。

一
筆
石

西
江
萬
先
生
、
名
个
、
能
作
一
筆
石
、
而
石
之
凹
凸
浅
深
曲
折
肥
痩
、
無
不
畢
具
、
八
大
山
人
之
高
弟
子
也
。
燮
偶
一
学
之
、
一
晨

得
一
十
二
幅
、
何
其
易
乎
。
然
運
筆
之
妙
、
却
在
平
時
打
點
間
中
試
弄
、
非
可
率
意
為
也
。
石
中
亦
須
作
数
筆
皴
、
或
在
石
頭
、
或
在

石
腰
、
或
在
石
足
。

僅
か
数
行
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
読
ん
で
奇
異
の
感
に
打
た
れ
た
。
八
大
山
人
の
没
後
に
自
分
が
八
大
山
人
の
高
弟
だ
と
称
し
た
人
が
い

（八）
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た
の
で
あ
る
。
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
こ
の
姓
、
萬
な
る
人
は
、
八
大
山
人
の
名
に
同
じ
「
个
」
を
称
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
何
か
納
得
で

き
な
い
気
が
す
る
。
率
意
に
筆
を
と
っ
て
、
八
大
山
人
ら
し
い
筆
法
で
石
を
描
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
山
人
に
画
の
上
の
弟
子
が
あ
っ

た
と
い
う
伝
承
は
な
い
が
、
よ
く
似
た
絵
を
か
い
た
牛
石
慧
と
い
う
人
も
あ
る
か
ら
、
問
題
と
す
る
要
素
は
あ
る
。
日
常
の
生
活
に
も
、

伝
記
作
家
が
作
り
上
げ
た
孤
介
な
印
象
と
は
別
の
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
南
昌
の
人
士
と
交
遊
し
た
り
、
当
時
江
西
に
名

あ
り
、
画
壇
を
形
成
し
て
い
た
羅
牧
と
唱
和
し
た
詩
も
あ
る
。

実
は
、
程
綿
莊
な
る
学
者
の
文
集
に
、
彼
の
父
程
京
萼
が
八
大
山
人
の
貧
窮
し
て
い
る
の
を
見
兼
ね
て
、
今
ま
で
は
人
の
取
る
に
ま
か

せ
て
い
た
八
大
山
人
の
絵
を
、
制
を
設
け
て
売
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
ま
た
程
京
萼
は
黄
硯
旅
の
依
頼
を
う
け
て
、
重
金

を
も
っ
て
八
大
山
人
に
揮
毫
を
依
頼
し
た
と
い
う
。
そ
の
画
冊
が
香
港
に
あ
る
。
そ
れ
か
ら
八
大
山
人
も
豊
か
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
様
な
伝
承
を
読
む
と
、
弟
子
の
出
現
は
異
様
な
感
が
し
な
い
で
は
な
い
。
こ
の
記
録
の
あ
る
乾
�
の
頃
に
は
、
い
ま
だ
に
生
々
し

い
山
人
の
消
息
も
き
か
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
に
記
す
張
庚
の
『
国
朝
画
徴
録
』
の
中
の
記
事
な
ど
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
が
何
か
仿

作
・
贋
作
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
も
考
え
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

同
じ
く
『
板
橋
題
画
』
に
は
よ
く
引
用
さ
れ
る
一
節
が
あ
る
。

「
八
大
山
人
名
満
天
下
、
石
涛
名
不
出
吾
揚
州
、
何
哉
。」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
八
怪
な
ど
と
い
わ
れ
た
揚
州
の
画
人
の
間
で
、
そ

の
上
を
覆
う
八
大
の
名
は
更
に
異
様
で
あ
り
、
当
時
す
で
に
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。

葉
�
輝
は
「
張
庚
『
国
朝
画
徴
録
』
以
八
大
山
人
冠
首
、
其
傾
倒
亦
云
至
矣
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
面
白
い
こ
と
で
、
こ
の
本
が

編
ま
れ
た
乾
�
五
年
（
一
七
四
〇
）
の
こ
ろ
に
は
、
八
大
山
人
の
名
声
は
す
で
に
四
王
呉
惲
も
た
だ
な
ら
ぬ
人
気
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

る
。『

画
徴
録
』
の
中
に
、
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「
余
遊
南
昌
、
裘
曰
菊
謂
余
曰
、
山
人
画
筆
固
以
簡
略
勝
、
不
知
其
精
密
者
尤
妙
絶
、
時
人
第
不
能
多
得
耳
。
至
若
賈
人
所
持
贋
本
之

最
悪
者
、
不
必
眼
明
人
始
能
辨
之
。」

と
あ
る
が
、
山
人
が
世
を
去
っ
て
い
く
ば
く
も
た
た
な
い
時
代
に
、
す
で
に
精
良
な
作
品
は
入
手
で
き
ず
、
贋
作
が
横
行
し
て
い
た
事
実

を
土
地
の
人
が
語
っ
て
い
る
。
寸
鉄
の
感
あ
る
こ
の
一
節
は
、
よ
く
八
大
山
人
の
人
気
の
所
在
を
語
っ
て
い
る
。

錢
塘
の
郝
蓮
は
『
国
朝
詩

』
の
中
に
山
人
の
詩
を
一
首
選
び
、
小
伝
に
「
鳳
陽
人
、
善
書
画
、
世
高
其
品
」
と
、
批
語
に
「
人
間
贋

作
甚
多
、
一
見
真
蹟
、
天
淵
之
別
矣
」
と
書
い
て
い
る
。
山
人
の
模
本
は
容
易
に
作
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
い
つ
ま
で
も
欺
き
通
し
得
た
も

の
は
な
い
。

（十）
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王
方
宇
氏
の
所
有
に
な
る
《
画
魚
図
軸
》（
図
①
）
で
、《
安
晩
冊
》
の
一
図
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
魚
図
の
詩
が
題
さ
れ
た
一
軸
が

あ
る
。到

比
偏
憐
憔
悴
人
、
縁
何
花
下
両
三
旬
。

定
昆
明
在
魚
児
放
、
木
芍
薬
開
金
馬
春
。

こ
の
詩
は
、
付
炎
の
明
遺
民
を
風
刺
し
た
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
末
尾
に
「
甲
戌
之
八
月
廿
六
日
画
并
題
」
と
し
て
あ
る
。
謎
め

い
た
も
の
を
必
ず
秘
め
て
い
る
八
大
山
人
の
画
か
ら
考
え
て
、
殊
更
に
八
月
廿
六
日
と
し
た
の
に
は
何
か
の
因
縁
が
考
え
さ
せ
ら
れ
る
作

品
で
あ
る
。

私
は
以
前
、
そ
れ
と
同
じ
図
柄
の
も
の
が
あ
る
書
画
書
籍
即
売
展
に
出
陳
さ
れ
て
あ
る
の
を
見
た
。
多
く
の
人
々
は
た
だ
顔
を
見
合
せ

て
い
る
の
み
で
、
私
も
又
そ
れ
を
見
て
遽
か
に
は
断
定
も
為
し
得
ず
、
た
だ
そ
の
絵
に
は
八
大
山
人
ら
し
い
精
気
に
欠
け
て
い
る
こ
と

と
、
印
章
が
模
糊
と
し
て
定
め
難
い
の
を
感
じ
て
帰
っ
た
。（
図
②
）

そ
の
後
、
そ
の
本
歌
と
目
さ
れ
る
も
の
が
王
方
宇
氏
の
手
元
に
あ
る
こ
と
を
知
り
、
別
に
香
港
の
開
発
公
司
で
出
て
い
る
『
八
大
山
人

書
画
集
』
に
も
同
巧
の
偽
作
が
の
っ
て
い
る
の
を
知
っ
た
。

ま
た
あ
る
美
術
商
の
も
と
で
話
し
て
い
る
つ
い
で
に
、

「
分
か
ら
な
い
の
は
八
大
山
人
で
す
ね
。
私
の
知
人
に
八
大
山
人
を
も
っ
て
い
る
人
が
あ
り
ま
す
が
、
…
…
」

と
話
し
か
け
ら
れ
た
の
で
、
頼
ん
で
借
り
て
来
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
と
同
じ
「
八
月
廿
六
日
画
并
題
」
の
一
作
で
あ
っ
た
。
こ
の

幅
の
印
章
は
明
瞭
で
あ
っ
た
が
、
正
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
奇
妙
な
こ
と
に
箱
は
香
港
で
仕
立
て
ら
れ
る
ボ
ー
ル
に
布
を
貼
っ
た
特

異
な
も
の
で
、
白
龍
山
人
と
署
名
さ
れ
た
題
簽
は
「
八
大
山
人
×
魚
図
」
と
書
か
れ
、
一
見
印
刷
に
よ
る
よ
う
で
、
当
初
か
ら
如
何
わ
し

い
印
象
を
受
け
た
。

（十二）
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こ
れ
で
今
ま
で
見
聞
き
し
た
も
の
が
、
真
跡
の
外
に
三
幅
に
も
な
っ
た
。
偽
跡
は
ひ
と
し
く
印
章
に
正
確
さ
が
欠
け
て
い
る
と
覚
っ

た
。
こ
れ
ら
を
綜
合
し
て
、
こ
の
絵
の
真
跡
を
臨
模
し
、
計
画
的
に
出
售
し
た
一
群
の
も
の
と
悟
っ
た
。
複
製
画
の
一
種
と
見
れ
ば
気
も

軽
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
八
大
山
人
の
作
品
と
信
じ
て
求
め
る
人
の
た
め
に
は
実
に
乱
真
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

こ
の
幅
を
前
に
し
て
、
私
は
、
こ
れ
は
誰
か
王
方
宇
の
手
元
に
至
る
以
前
に
こ
の
幅
を
入
手
し
た
周
圍
の
誰
か
が
な
し
た
業
で
あ
ろ
う

と
考
え
た
。
八
大
山
人
は
同
じ
テ
ー
マ
で
多
く
の
画
を
描
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
八
月
廿
六
日
と
記
し
た
同
一
の
図
を
多
数
に
描

い
た
可
能
性
は
う
す
い
。

（十三）
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大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
丙
寅
三
月
、『
八
大
山
人
真
跡
第
二
集
』
が
上
海
美
術
工
藝
製
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
十
六
点
、

そ
の
中
に
画
冊
八
頁
を
含
み
、
合
計
二
十
四
頁
で
あ
る
（
私
の
所
蔵
の
も
の
は
欠
落
三
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
或
い
は
二
十
七
頁
）。

山
人
の
専
集
と
し
て
は
、
こ
の
冊
は
比
較
的
に
早
い
出
版
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
三
年
ほ
ど
あ
と
に
、
こ
の
印
刷
所
か
ら
『
泰
山
殘
石
楼
蔵

画
』
が
出
版
さ
れ
、
西
泠
印
社
か
ら
出
售
さ
れ
て
い
る
。

『
八
大
山
人
真
跡
』
の
印
刷
者
は
奥
付
に
よ
る
と
、
小
林
栄
居
と
い
う
日
本
人
で
あ
っ
た
。
本
郷
の
美
術
書
肆
柏
林
社
古
屋
氏
の
話
で

は
「
私
は
か
つ
て
上
海
に
小
林
氏
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
氏
は
そ
れ
か
ら
日
本
に
帰
り
、
日
本
橋
の
高
島
屋
裏
通
り
の
美
術
店
街
に

出
店
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
消
息
は
し
ら
な
い
」
と
語
っ
て
い
た
。

こ
の
『
真
跡
』
は
ど
う
し
た
資
料
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
か
分
か
ら
な
い
が
、
当
時
の
上
海
に
お
け
る
真
偽
の
入
り
ま
じ
っ
た
美
術
市
場

を
髣
髴
さ
せ
る
感
が
あ
る
。

『
泰
山
殘
石
楼
蔵
画
』
は
、
高
邕
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
を
唐
吉
生
が
編
輯
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
高
邕
の
審
定
に
よ
る

愛
蔵
の
書
画
を
集
め
た
こ
の
画
集
は
、
八
大
山
人
や
石
涛
の
実
に
優
れ
た
作
品
を
多
数
収
容
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
作
品
は
、
そ
の
後
に

す
べ
て
散
逸
し
た
が
、
一
応
蒐
集
品
が
写
真
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
、
後
世
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
実
に
有
意
義
な
こ
と
で
は
あ
る
。
た

だ
奇
妙
な
こ
と
に
、『
八
大
山
人
真
跡
第
二
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
偽
作
が
そ
の
中
に
も
の
っ
て
い
る
。
高
邕
と
も
あ
ろ
う
人
の
目

を
濾
過
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

唐
吉
生
と
い
え
ば
、
橋
本
関
雪
が
彼
の
招
待
で
西
湖
に
船
遊
し
た
折
、
船
中
で
彼
か
ら
清
道
人
の
遺
什
と
い
う
画
冊
を
見
せ
ら
れ
た
。

そ
れ
に
は
石
涛
よ
り
八
大
山
人
に
宛
て
た
か
の
書
翰
が
貼
ら
れ
て
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
『
関
雪
随
筆
』
に
の
っ
て
い
る
。
そ
れ
が

色
々
と
問
題
を
起
こ
し
た
「
石
涛
書
翰
」
が
は
じ
め
て
発
表
さ
れ
た
端
緒
で
あ
る
。
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
十
月
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
よ
う
に
、
こ
の
『
八
大
山
人
真
跡
』
は
色
々
と
問
題
を
も
っ
た
古
い
画
集
で
あ
る
。
素
晴
し
い
作
品
と
と
も
に
、
ひ
っ
そ
り
と
贋
作

（十八）
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も
隠
し
て
い
る
。
そ
の
当
時
、
す
で
に
系
統
だ
っ
た
偽
作
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
れ
よ
う
。

こ
の
画
集
の
小
さ
な
図
版
を
見
て
い
る
と
、
落
款
や
印
章
の
細
部
が
分
か
ら
ず
、
真
偽
の
確
認
は
難
し
い
。
総
体
の
感
じ
も
つ
か
み
得

な
い
。
実
物
の
前
に
佇
め
ば
、
一
目
で
贋
作
ま
た
は
模
作
か
が
分
か
る
程
の
作
品
で
も
、
さ
も
よ
さ
そ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

し
ば
ら
く
見
て
い
る
う
ち
に
何
か
を
少
し
ず
つ
感
じ
さ
せ
る
。

八
大
山
人
の
真
作
と
偽
作
を
語
る
に
好
個
な
材
料
の
一
つ
と
し
て
面
白
い
話
も
あ
る
の
で
語
り
つ
ぐ
。
先
ず
『
八
大
山
人
真
跡
第
二

集
』
の
内
容
を
目
次
に
よ
っ
て
記
述
す
る
。

�
松

�
石
上
の
二
匹
の
猫

�
仿
天
池
道
人
荷
花

�
江
上
秋
風
（
蘆
雁
）

�
草
書

	
仿
董
北
苑
山
水



巨
石
と
竹

�
画
冊
（
雀
・
山
水
五
幅
・

魚
・
書
）

�
蘆
雁


松
と
二
羽
の
鶴

�
長
江
万
里
図

�
芭
蕉
と
鳥

（十九）
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�
鹿

�
書
（
盤
谷
序
）

�
草
書

�
桃
と
双
禽

ま
ず
現
存
す
る
秀
れ
た
作
品
を
上
げ
よ
う
。

�
の
《
仿
天
池
道
人
荷
花
図
軸
》
は
、
現
在
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
あ
る
。
曽
煕
の
題
記
が
あ
る
。
こ
れ
に
押
さ
れ
て
い
る
楕
圓
型
の
印

章
は
珍
ら
し
い
。
極
く
僅
か
し
か
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
印
の
押
さ
れ
た
作
品
の
系
譜
を
も
っ
と
調
べ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
現
在

見
る
限
り
で
は
、
偽
作
と
思
わ
れ
る
作
品
の
上
に
、
こ
の
印
形
を
模
し
た
も
の
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

私
は
か
つ
て
一
九
四
〇
年
頃
に
漢
口
で
巨
魚
の
大
幅
を
見
た
。
そ
れ
に
は
次
の
詩
が
題
し
て
あ
っ
た
。

夜
窓
賓
主
話
、
秋
浦

魚
肥
。

配
飲
無
銭
買
、
思
�
画
換
帰
。

即
興
的
に
身
辺
を
よ
ん
だ
こ
の
よ
う
に
分
か
り
や
す
い
詩
は
山
人
に
は
極
め
て
珍
ら
し
い
。
龍
科
宝
の
『
八
大
山
人
画
記
』
と
い
う
伝
記

の
中
に
、
山
人
は
魚
を
く
れ
た
人
に
画
を
描
い
て
贈
っ
た
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
相
符
す
る
も
の
が
あ
る
の
を
珍
ら
し
い
と
思
っ

た
。
素
晴
ら
し
く
澄
ん
だ
文
字
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
山
人
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
押
さ
れ
た
こ
の
楕
圓
型
の
印
は
、
は
じ
め
て
見
る

の
で
、
そ
れ
か
ら
以
後
久
し
く
間
怪
訝
に
思
っ
て
い
た
。

永
い
間
疑
問
を
抱
き
つ
づ
け
て
い
た
が
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
あ
る
こ
の
荷
花
図
上
に
、
こ
の
印
が
押
さ
れ
て
あ
る
の
を
見
て
び
っ
く

り
し
た
。

（二十）
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こ
の
絵
を
壬
申
の
年
、
六
十
七
歳
前
後
の
作
品
で
あ
ろ
う
と
審
定
し
た
人
が
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
上
海
博
物
館
に
己
巳
六
十
四
歳
の

《
魚
鴨
図
巻
》
が
あ
る
。
年
少
時
に
見
た
か
の
巨
魚
図
に
は
、
こ
の
《
魚
鴨
図
巻
》
に
似
た
共
通
の
風
貌
が
あ
っ
た
の
を
思
い
出
す
。
こ

の
印
と
こ
の
詩
の
出
現
し
た
時
代
を
六
十
四
歳
前
後
と
想
定
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

	
の
《
仿
董
北
苑
山
水
軸
》。
こ
の
軸
は
龐
虚
齋
『
名
画
続
録
』
に
記
載
が
あ
る
。
褾
辺
に
呉
雲
の
題
記
が
あ
る
。
癸
未
（
一
七
〇
三

年
）
七
十
八
歳
の
晩
年
の
作
品
で
、
枯
淡
な
傾
向
に
あ
る
風
趣
は
董
源
よ
り
も
む
し
ろ
董
其
昌
を
思
わ
せ
る
。
八
大
山
人
は
董
其
昌
の
山

水
を
手
本
と
し
た
。
三
者
に
画
風
の
伝
承
が
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
「
八
大
山
人
臨
」
と
は
っ
き
り
記
さ
れ
て
あ
る
こ
と
は
納
得
で
き
る
。

�
の
《
山
水
鳥
魚
冊
》。
現
在
蘇
州
博
物
館
に
あ
る
佳
品
で
あ
る
。
末
尾
の
「
世
説
二
十
首
之
一
」
と
題
さ
れ
た
詩
の
一
頁
は
、
見
る

も
美
し
い
小
楷
で
あ
る
。
私
に
は
何
か
、
王
献
之
の
《
洛
神
賦
断
翰
》
を
思
わ
せ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
形
と
情
に
お
い
て
備
っ
た
美

し
さ
を
し
み
じ
み
と
感
じ
さ
せ
る
。

こ
の
詩
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
饒
宗
頤
教
授
の
『
八
大
山
人
世
説
詩
解
』（
新
亜
書
院
学
術
年
刊
第
十
七
期
、
一
九
七
五
年
九
月
）
が

あ
り
、
諒
解
す
れ
ば
頗
る
面
白
い
境
地
に
遊
べ
る
。

次
い
で
目
に
付
く
の
は
、
こ
の
画
冊
の
中
の
不
良
な
作
品
で
あ
る
。

�
松
（
図
③
）

ど
う
も
こ
の
《
松
》
は
冒
頭
な
が
ら
怪
し
い
。
土
坡
の
細
点
は
、
三
十
四
歳
の
《
伝
綮
画
冊
》
の
中
の
《
石
図
》
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
晩
年
の
作
品
に
は
決
し
て
無
い
。
絵
の
す
べ
て
が
お
か
し
い
。
落
款
も
悪
い
。
最
近
、
美
術
ク
ラ
ブ
に
入
札
品
と
し
て
出
品
さ
れ

た
《
鷄
図
》（
図
④
）
に
も
散
点
の
土
が
か
か
れ
て
い
る
（
図
⑤
）。
偶
然
に
似
て
い
る
の
で
例
示
し
た
が
、
こ
れ
は
同
一
人
の
手
に
成
る

も
の
で
は
な
い
。

（二十一）
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�
蘆
雁
図

《
江
上
秋
風
》
と
目
録
に
あ
る
。
後
述
す
る
。

�
長
江
万
里
図

香
港
版
『
芸
苑
遺
珍
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
後
述
す
る
。

�
芭
蕉
と
鳥
（
図
⑥
）

一
見
し
て
、
す
ぐ
に
看
破
出
来
る
程
に
拙
劣
な
作
品
で
あ
る
。

�
鹿

山
人
に
鹿
を
描
い
た
傑
作
《
群
鹿
図
》
が
あ
る
が
、
こ
の
手
の
鹿
は
よ
く
な
い
。

私
は
数
年
前
、
中
国
の
古
画
の
蒐
集
千
幅
を
超
え
る
と
自
称
す
る
、
あ
る
美
術
商
を
訪
れ
た
。「
今
は
八
大
山
人
の
も
の
は
な
い
が
、

い
け
な
い
も
の
が
一
幅
あ
る
」
と
い
う
の
を
強
い
て
拝
見
し
た
。
そ
れ
が
�
の
《
蘆
雁
図
》（
図
⑦
）
で
あ
っ
た
。
実
に
巨
大
な
画
幅
で
、

天
井
か
ら
掛
け
て
な
お
下
に
曳
き
づ
っ
て
い
た
。
見
事
な
筆
勢
で
あ
る
。『
八
大
山
人
真
跡
第
二
集
』
の
小
さ
な
図
版
で
見
て
も
よ
く
出

来
て
い
る
と
思
っ
た
が
、
実
物
も
見
劣
り
し
な
い
。
い
わ
ゆ
る
そ
の
精
な
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
絵
は
画
集
の
中
で

見
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
物
に
接
す
る
と
、
か
な
り
の
出
来
で
あ
り
、
私
は
こ
の
業
者
の
言
を
一
応
は
疑
い
、
充
分
に
研
究
の
必

要
が
あ
る
と
思
っ
た
。
名
古
屋
の
服
部
有
恒
と
い
う
画
家
の
遺
品
で
あ
る
そ
う
だ
。

蘆
雁
は
八
大
山
人
が
晩
年
に
よ
く
描
い
た
画
題
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
図
版
に
ま
ま
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
幅
の
筆
の
運
び
は
豪
爽

で
墨
色
の
染
暈
も
す
ば
ら
し
い
。
た
だ
画
集
で
こ
の
図
を
見
た
と
き
も
、
又
こ
の
実
物
に
接
し
て
か
ら
も
考
え
た
こ
と
は
、
こ
の
鳥
に
は

あ
の
山
人
の
神
気
溢
れ
る
も
の
が
見
出
せ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
総
体
の
構
図
か
ら
受
け
る
印
象
は
、
蒋
廷
錫
の
密
画
の
蘆
雁
を
連
想
さ

せ
る
よ
う
な
、
月
並
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
筆
勢
の
す
ば
ら
し
さ
に
は
感
じ
入
り
そ
の
業
者
と
一
緒
に
し
げ
し
げ
と
見
直
し
た
。

（二十二）
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た
ま
た
ま
携
え
て
い
た
カ
メ
ラ
で
落
款
を
撮
り
、
冷
静
に
な
っ
て
調
べ
て
見
た
。
白
文
〔
八
大
山
人
〕
印
は
ほ
と
ん
ど
真
物
に
近
い
程

度
に
よ
く
出
来
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
模
刻
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
真
正
な
〔
八
大
山
人
〕
印
は
実
に
温
潤
な
相
好
を
も
っ
て
い
る
の

に
、
こ
の
印
は
白
々
し
く
、
冷
酷
な
感
じ
で
あ
る
。
明
ら
か
に
模
刻
で
あ
る
（
図
⑧
⑨
⑩
）。
し
か
し
こ
れ
だ
け
の
巧
妙
な
偽
作
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

（二十三）
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図⑪Ａ

図⑪Ｂ

図⑫Ａ

図⑫Ｂ

図⑬Ａ

図⑬Ｂ
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図⑭

図⑮
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図⑯

図⑰
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記
述
が
前
後
す
る
が
、『
八
大
山
人
真
跡
第
二
集
』
に
先
だ
つ
数
年
前
に
『
第
一
集
』
が
出
て
い
る
。
こ
の
画
集
に
は
、
各
々
所
蔵
者

が
の
っ
て
い
る
。

大
幅

�
魚
鳥
と
寿
石

唐
吉
生
蔵

�
草
書
軸

清
道
人
蔵

�
荷
花
小
禽

小
林
栄
居
蔵

半
紙

�
仿
倪
雲
林
山
水

唐
吉
生
蔵

�
喜
報
三
元
図

右
。
趙
之
謙
旧
蔵
。
高
邕
題
。

	
草
書

清
道
人
蔵



巨
石
叭
叭
鳥

高
聾
公
蔵

�
芭
蕉
石

唐
吉
生
蔵

�
松
石
双
禽

幡
生
弾
次
郎
蔵


行
書

清
道
人
蔵

画
冊

�
山
水
花
鳥
二
十
幅
冊

�
宜
常
蔵

�
書
画
対
題
二
十
幅
冊

唐
吉
生
蔵

こ
の
『
真
跡
第
一
集
』
に
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
あ
ま
り
疑
い
の
あ
る
も
の
が
な
い
よ
う
だ
が
、
た
だ
二
人
の
日
本
人
が
も
っ
て
い
る

（二十七）
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�
の
《
荷
花
小
禽
》
と
�
の
《
松
石
双
禽
》
は
疑
問
が
あ
る
と
気
が
つ
い
た
。

《
荷
花
小
禽
》（
図
⑪
Ａ
）
は
か
よ
う
に
小
さ
な
図
版
で
は
、
は
っ
き
り
断
定
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
小
禽
の
眼
郭
の
描
き
方
に

腑
が
落
ち
な
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
一
見
し
て
よ
く
出
来
た
典
型
的
な
八
大
山
人
の
秀
作
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
乍
ら
、
真
跡
第
二
集
の
《
蘆
雁
図
》
を
贋
作
と
認
め
た
眼
に
は
、
こ
の
《
荷
花
小
禽
》
も
又
非
常
に
お
か
し
い
も
の
だ
と
感
じ

出
し
た
。
印
章
も
こ
の
小
さ
な
図
版
で
は
確
た
る
定
め
手
に
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
が
、
偽
刻
た
る
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
⑪
Ｂ
）。

そ
う
し
て
見
る
と
不
思
議
に
そ
の
偽
作
の
系
列
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

『
泰
山
残
石
楼
蔵
画
』
に
も
第
二
帙
の
中
に
同
一
の
構
図
に
な
る
《
荷
花
図
》
が
あ
る
（
図
⑫
Ａ
Ｂ
）。

さ
ら
に
後
に
問
題
と
す
る
聚
楽
社
の
『
八
大
山
人
名
画
譜
』
の
中
に
も
こ
れ
ら
と
同
一
系
統
の
疑
わ
し
い
作
が
一
幅
あ
る
よ
う
だ
。
落

款
の
形
が
同
一
系
統
で
あ
る
（
図
⑬
Ａ
Ｂ
）。

こ
れ
ら
は
ひ
と
し
く
、
一
見
し
て
八
大
山
人
の
荷
花
図
と
し
て
典
型
的
な
印
象
を
受
け
る
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
同
一
構
図
か
ら
出
て
お

り
、
類
形
的
な
作
為
の
跡
が
認
め
ら
れ
る
。

�
《
松
石
双
禽
図
》（
図
⑭
）
は
、
落
款
の
様
式
（
図
⑮
）
か
ら
判
断
す
る
と
、
早
期
の
作
の
よ
う
で
あ
る
。
或
い
は
戊
辰
六
十
四
歳

の
頃
に
該
当
し
よ
う
か
。
こ
の
頃
は
ま
だ
〔
何
園
〕
印
は
出
現
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。〔
八
大
山
人
〕
白
文
印
は
、
小
さ
な
図

版
で
は
分
か
ら
な
い
が
、
模
刻
の
感
が
あ
る
。
鳥
の
描
き
方
に
不
審
さ
が
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
す
べ
て
に
技
法

が
稚
拙
で
、
そ
の
点
か
ら
も
疑
う
べ
き
で
あ
る
。
若
し
こ
の
作
を
基
準
に
考
え
る
人
が
あ
っ
た
ら
、
八
大
山
人
を
凡
庸
な
作
家
と
し
て
評

す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。

そ
の
他
に
も
、
第
一
集
・
第
二
集
を
通
じ
、
な
お
不
明
瞭
な
作
品
は
あ
る
。
第
一
集
に
あ
る
二
冊
の
画
冊
に
つ
い
て
も
、「
同
一
の
手

の
作
を
北
京
の
故
宮
で
見
た
。
奇
怪
な
こ
と
だ
」
と
語
っ
て
い
た
王
方
宇
氏
の
言
を
思
い
出
す
。

（二十八）

桃山学院大学人間科学 No. 45

－４２３－



「
八
大
山
人
製
」
と
す
る
山
水
四
幅
対
が
泰
山
残
石
楼
に
あ
る
。
絹
本
ら
し
く
模
糊
と
し
て
い
る
。
最
近
米
国
の
コ
レ
ク
タ
ー
の
四
幅

対
山
水
が
中
央
公
論
社
の
『
文
人
画
粹
編
』
第
六
巻
に
の
っ
た
。
別
に
日
本
国
内
で
も
所
蔵
さ
れ
る
作
が
あ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
存
在

に
は
充
分
に
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
山
人
を
仮
托
す
る
に
安
易
な
画
題
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
ま
、《
荷
花
小
禽
図
》
の
一
連
の
贋
作
を
列
記
し
て
、
そ
の
疑
問
の
点
を
記
述
し
た
。
そ
の
落
款
と
同
巧
な
る
も
の
に
、『
宋
元
明
清

名
画
大
観
』
の
内
に
あ
る
方
薬
雨
氏
旧
蔵
の
作
品
が
あ
る
（
図
⑯
⑰
）。
図
版
を
知
る
の
み
で
印
章
を
徴
す
べ
き
も
な
く
て
、
唐
突
な
感

を
免
れ
な
い
が
、
厳
正
に
こ
れ
を
真
作
と
判
定
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
北
京
の
故
宮
博
物
院
に
癸
未
の
年
の
作
に
な
る
《
枯
柳

図
》
が

あ
る
。
方
薬
雨
氏
の
蔵
品
は
、
こ
の
図
の
鳥
を
取
り
出
し
て
来
て
崖
竹
を
加
え
た
印
象
を
受
け
る
。

（二十九）
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図⑱A

図⑱B

図⑲A

図⑲B
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図⑳

図㉑款記

図㉑図㉒

（三十一）

八大山人の贋作

－４２０－



『
泰
山
残
石
楼
蔵
画
』
第
四
帙
に
、
柳
に
お
か
し
な
か
っ
こ
う
で
止
ま
っ
て
い
る
鳥
の
絵
が
あ
る
（
図
⑱
Ａ
）。
如
何
よ
う
に
見
て
も

こ
の
作
品
に
は
不
自
然
な
印
象
を
受
け
る
。

そ
の
鳥
と
同
じ
図
様
の
作
が
、
三
彩
社
か
ら
季
刊
さ
れ
て
い
る
雑
誌
『
古
美
術
』
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
四
十
三
号
に
発
表
さ

れ
た
一
冊
の
八
大
山
人
画
冊
の
中
に
の
っ
て
い
る
（
図
⑲
Ａ
）。
こ
の
画
冊
の
一
枚
に
「
戊
寅
夏
日
」
と
署
し
た
山
水
画
が
あ
る
の
で
、

こ
れ
を
仮
に
「
戊
寅
画
冊
」
と
呼
ぼ
う
。
あ
る
研
究
家
は
こ
の
画
冊
を
真
贋
二
種
類
の
も
の
が
合
冊
さ
れ
て
い
る
と
語
っ
て
い
た
。
事

実
、
こ
の
画
冊
に
は
二
種
類
の
〔
可
得
神
仙
〕
と
い
う
白
文
印
が
併
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
悪
い
方
の
印
（
図
⑲
Ｂ
）
が
、
こ
の

不
自
然
な
か
っ
こ
う
を
し
て
い
る
鳥
の
図
に
捺
さ
れ
て
い
る
（
図
⑱
Ｂ
）。

ま
た
戊
寅
画
冊
に
は
翡
翠
の
絵
が
あ
る
（
図
⑳
）。
荷
花
の
図
が
あ
る
（
図
�
図
�
）。
ひ
と
し
く
贋
作
で
あ
ろ
う
。
そ
の
鳥
の
姿
が
北

京
故
宮
博
物
院
に
あ
る
鳥
と
よ
く
似
て
い
る
。
故
宮
の
作
品
を
不
良
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
戊
寅
画
冊
の
そ
の
一
作
の
方

が
良
く
真
を
逐
っ
た
作
と
思
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

戊
寅
画
冊
の
中
に
書
が
一
頁
挟
ま
れ
て
い
る
。
い
か
に
も
自
信
を
も
っ
た
筆
の
運
び
だ
。

し
か
し
、
こ
の
作
は
司
馬
温
公
光
の
語
を
認
め
て
い
る
。
八
大
山
人
の
思
想
と
司
馬
光
は
結
び
つ
か
な
い
。
一
見
し
て
違
和
感
を
免
れ

な
か
っ
た
。
熟
視
す
る
に
、
そ
の
〔
可
得
神
仙
〕
は
偽
印
で
あ
る
。
偽
画
を
試
み
る
人
は
、
跋
文
と
か
書
に
ま
で
偽
作
造
り
を
及
ぼ
す
こ

と
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
世
上
に
は
八
大
山
人
の
書
軸
や
尺
牘
な
ど
に
尠
な
か
ら
ず
偽
跡
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
書
は
、
こ
の
司
馬

光
の
語
の
作
の
よ
う
に
、
馬
脚
を
露
わ
し
や
す
い
も
の
で
、
偽
作
者
が
余
り
手
を
出
さ
な
い
の
が
常
識
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
、
こ
の
作
は
堂
々
た
る
書
の
一
頁
で
あ
り
、
た
じ
ろ
く
処
の
な
い
筆
勢
は
見
事
で
あ
る
。
し
か
し
一
見
そ
の
異
を
疑
わ

せ
、
再
視
し
て
は
じ
め
て
偽
を
悟
っ
た
次
第
で
あ
る
。

真
が
あ
り
、
贋
が
発
生
し
て
、
二
冊
が
合
冊
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
旧
時
の
行
為
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。

（三十二）
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図㉓

図㉓款記

図㉖
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図㉔款記

図㉔

図㉕款記

図㉕
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図㉗A

図㉗B
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図㉘A

図㉘B

図㉙

（三十六）

桃山学院大学人間科学 No. 45

－４１５－



以
上
の
上
海
版
に
引
き
つ
づ
き
、
日
本
で
も
南
画
ブ
ー
ム
の
傾
向
を
う
け
て
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
聚
楽
社
か
ら
『
八
大
山
人

名
画
譜
』
が
出
版
さ
れ
た
。
画
集
に
収
録
さ
れ
た
八
大
山
人
の
画
は
、
そ
の
全
作
品
か
ら
見
れ
ば
、
実
に
極
々
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
時
日
本
に
来
て
い
た
名
品
を
網
羅
し
、
立
派
な
印
刷
を
も
っ
て
作
ら
れ
た
こ
の
画
集
は
、
研
究
者
に
八
大
山
人
の

藝
術
の
一
端
を
示
し
、
つ
い
で
全
体
を
知
る
足
掛
り
と
な
っ
た
。
実
に
有
意
義
な
編
輯
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
中
に
も
、
観
者
を
迷
わ
す
、
少
な
か
ら
ぬ
贋
物
が
ひ
そ
ん
で
い
た
。

�
梅
鷲
図
（
図
�
）

一
見
し
て
贋
作
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
は
程
琦
の
『
萱
暉
堂
書
画
録
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

�
荷
花
水
禽
図
（
図
�
）

桜
木
俊
一
旧
蔵
。
精
良
な
作
品
に
見
え
る
が
、
こ
の
画
風
・
構
図
・
筆
法
は
八
大
山
人
の
作
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
の
作
品
の
運
筆
の
法
に
共
通
す
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
、
か
つ
落
款
に
同
一
の
癖
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
、
次
の
絵
が
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
。

大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
刊
、
小
野
華
堂
編
『
支
那
名
画
集
』
の
中
に
あ
る
《
瓶
花
図
》（
図
�
）
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
二
幅
は

同
じ
偽
作
者
の
手
に
な
っ
た
も
の
と
思
う
。
筆
意
は
精
緻
で
あ
る
。
山
人
の
作
品
に
も
端
麗
に
し
て
精
緻
を
感
じ
さ
せ
る
筆
意
の
作
が
あ

る
が
、
そ
れ
と
は
又
別
趣
で
あ
る
。
私
は
こ
の
双
方
の
絵
に
み
ら
れ
る
構
図
と
か
筆
法
に
、
華
麗
で
円
熟
し
た
質
を
感
ず
る
。
そ
し
て
、

そ
の
特
徴
は
も
っ
と
時
代
の
下
っ
た
光
緒
頃
の
技
術
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
絵
は
た
し
か
小
野
氏
の
蒐
集
の
も
の
で
、
日
本
に
あ
り
、
今
も
存
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
印
章
に
徴
す
べ
き
も
の
が
な
く
言
及
で

き
な
い
の
は
残
念
だ
が
、
私
は
こ
の
絵
か
ら
は
八
大
山
人
の
人
格
を
の
ぞ
き
み
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
岸
田
劉
生
は
小
野
華
堂
か
ら
支
那

画
を
買
っ
た
ら
し
い
。『
劉
生
絵
日
記
』
の
中
に
出
て
来
る
。
当
時
日
本
に
運
び
込
ま
れ
た
雑
然
と
し
た
支
那
画
の
流
れ
に
、
多
く
の
人

（三十七）
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は
目
を
輝
や
か
し
、
真
贋
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
に
対
応
し
た
。
王
方
宇
氏
の
所
有
に
な
る
山
水
の
秀
作
軸
に
、
こ
の
幅
と
同
じ
手
の
筆
致
の

落
款
を
見
る
（
図
�
）。
こ
の
手
の
款
記
が
山
人
の
執
筆
に
間
違
い
が
な
け
れ
ば
、
山
人
の
画
法
を
も
う
一
度
見
直
し
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

�
芭
蕉
小
禽
図
（
図
�
Ａ
）

長
尾
欣
弥
旧
蔵
。
贋
作
。「
壬
申
之
重
陽
渉
事
」（
図
�
Ｂ
）
の
記
が
あ
る
。

�
菊
花
小
禽
図
（
図
�
Ａ
）

武
居
巧
旧
蔵
。
贋
作
。「
壬
申
七
月
既
望
渉
事
」（
図
�
Ｂ
）
と
あ
る
。

�
竹
石
花
鳥
冊
（
図
�
）

名
古
屋
横
井
済
蔵
。
小
型
な
豆
画
冊
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
画
法
・
印
章
と
も
に
粗
雑
で
あ
り
実
に
論
外
の
作
で
あ
る
。
種
本
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
市
場
に
出
た
が
、
人
の
注
意
す
る
と
こ
ろ
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
き
く
。

	
荷
鷺
図

児
玉
喜
助
蔵
。『
八
大
山
人
真
跡
』
第
一
集
の
《
荷
花
小
禽
》（
図
⑪
Ａ
）
や
『
泰
山
残
石
楼
蔵
画
』
第
二
帙
の
《
荷
花
小
禽
》（
図
⑫

Ａ
）
の
贋
作
と
同
一
の
手
に
な
る
も
の
と
し
て
插
図
は
す
で
に
前
出
し
た
。

こ
れ
ら
は
図
⑦
の
《
蘆
雁
図
》（《
江
上
秋
風
図
》）
か
ら
敷
衍
し
て
作
ら
れ
た
贋
鼎
で
あ
り
、
不
良
な
る
こ
と
が
分
明
に
な
っ
た
。
こ

れ
ら
は
す
べ
て
大
正
の
初
年
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
一
時
の
ブ
ー
ム
に
の
っ
て
支
那
か
ら
し
か
つ
め
ら
し
い
顔
を
し
て
、
日
本
に
上
陸
し

た
替
玉
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

こ
の
『
八
大
山
人
名
画
譜
』
に
あ
る
荷
花
の
大
幅
は
奇
妙
に
全
部
真
を
置
け
な
い
。

総
点
数
二
十
三
件
の
内
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
六
点
は
確
実
に
い
け
な
い
。
印
刷
の
図
版
は
実
際
の
極
め
手
と
は
な
ら
な
い
し
、
児
島

（三十八）
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氏
旧
蔵
の
荷
花
の
如
く
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
の
他
の
作
品
も
疑
問
を
残
し
て
お
り
、
な
お
二
、
三
点
偽
作
が
出

る
可
能
性
も
あ
る
。

（三十九）
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香
港
の
開
発
公
司
か
ら
、『
八
大
山
人
書
画
集
』
が
上
下
二
冊
大
型
本
で
出
て
い
る
。
こ
れ
は
在
来
の
図
版
の
単
純
な
る
孫
引
で
あ
る

か
ら
、
言
及
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。『
藝
苑
遺
珍
』
の
第
四
輯
『
清
初
三
僧
』
は
一
応
新
出
の
も
の
で
編
輯
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

な
か
に
、
八
大
山
人
の
作
が
六
点
あ
る
。
�
《
東
坡
朝
雲
図
》、
�
《
山
水
》、
�
《
松
鹿
図
》、
�
《
墨
荷
図
》、
�
《
写
生
十
二
頁
冊
》、

	
《
長
江
万
里
図
》
で
あ
る
。

�
写
生
十
二
頁
冊

辛
巳
（
一
七
〇
一
）
の
年
記
の
あ
る
、
一
見
よ
く
出
来
た
画
冊
で
あ
る
。
台
北
の
故
宮
博
物
院
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。
旅
行
者
の
み
や

げ
に
と
し
て
、
複
製
も
売
り
に
出
さ
れ
て
い
る
。

冒
頭
に
大
字
で
「
渉
事
」
と
題
し
、
一
匹
の
魚
が
描
か
れ
、〔
八
大
山
人
〕
の
白
文
印
が
あ
る
（
図
�
Ａ
）。
こ
の
印
が
い
け
な
い
。
こ

の
冊
子
は
草
画
風
で
、
余
り
に
も
よ
く
出
来
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
八
大
山
人
の
筆
だ
と
い
わ
れ
る
と
、
多
く
の
人
は
そ
の
上
に
八
大
山

人
の
イ
メ
ー
ジ
を
立
て
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
も
こ
れ
と
よ
く
似
た
ス
タ
イ
ル
の
絵
が
あ
る
。
こ
れ
等
の
作
は
非
常
に
よ

く
出
来
て
い
る
が
、
印
記
に
問
題
が
あ
る
作
と
作
風
が
近
い
。
私
共
は
も
う
一
度
、
目
を
ひ
ら
い
て
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

	
長
江
万
里
図
（
図
�
Ａ
）

華
麗
で
潤
い
の
あ
る
作
品
に
見
え
る
が
、
匠
気
が
一
面
に
漲
っ
て
い
る
。
結
局
は
八
大
山
人
の
影
像
が
漸
々
と
し
て
遠
の
き
は
じ
め
、

つ
い
に
は
画
面
か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

感
覚
を
主
と
し
た
鑑
賞
で
あ
り
、
分
析
が
非
常
に
曖
昧
で
は
あ
る
が
、「
己
卯
初
秋
写
長
江
万
里
図
」（
図
�
Ｂ
）
と
書
か
れ
た
文
字
は

山
人
七
十
四
歳
（
一
六
六
九
年
）
の
筆
跡
の
癖
と
し
て
別
人
の
も
の
だ
と
い
い
た
い
。

こ
の
画
は
、
別
に
『
八
大
山
人
真
跡
』
第
二
集
に
も
載
っ
て
い
る
。
よ
く
見
る
と
別
本
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
も
同
じ
図

柄
が
二
点
あ
る
。
い
ず
れ
が
真
か
、
或
い
は
双
方
と
も
創
作
か
、〔
可
得
神
仙
〕
や
〔
遥
属
〕
の
二
印
が
一
目
に
し
て
語
っ
て
く
れ
る
。

（四十二）
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し
か
し
、
図
が
小
さ
く
分
明
で
な
い
。
原
作
品
の
精
査
が
必
要
で
あ
る
。
看
者
は
黙
し
て
語
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。

�
東
坡
朝
雲
図
（
図
�
Ａ
）

山
人
唯
一
の
人
物
画
と
い
わ
れ
、
誰
と
な
く
そ
の
言
の
端
に
の
せ
る
作
品
で
あ
る
。
面
白
い
画
題
で
、
八
大
山
人
に
こ
う
し
た
画
も

あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
空
想
す
る
人
の
所
産
と
も
考
え
ら
れ
る
。

筆
跡
・
印
章
・
絵
の
状
況
を
目
の
あ
た
り
に
見
る
機
会
も
な
い
の
で
、
結
局
断
定
で
き
な
い
。
題
詩
（
図
�
Ｂ
）
は
蘇
東
坡
の
作
で
あ

る
。
文
字
の
癖
・
草
体
の
略
し
方
は
、
八
大
山
人
の
書
を
よ
く
研
究
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
八
大
山
人
自
身
に
成
り
切
っ
て
書

く
行
為
は
、
八
大
山
人
以
外
の
人
に
は
出
来
な
い
。
そ
の
事
実
を
観
者
に
一
目
で
覚
ら
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
同
図
を
た
て
型
に
し
た
も
の
が
あ
る
と
聞
き
、
そ
の
写
真
を
入
手
し
た
。
絵
（
図
 
Ａ
）
と
書
（
図
 
Ｂ
）
は
前
作

と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。
印
章
も
そ
こ
そ
こ
に
出
来
て
い
る
が
、
原
寸
に
近
く
撮
影
さ
れ
た
印
影
（
図
 
Ｃ
）
を
見
る
と
、
偽
印
で
あ
る

と
認
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
両
東
坡
図
は
筆
致
が
似
て
い
な
い
。
両
者
は
別
人
の
手
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
に
は
原
来
、
本
歌
と
称
す
べ
き
図
柄
の

作
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
或
い
は
全
く
の
創
作
な
の
か
、
想
定
も
出
来
な
い
。
こ
う
し
た
点
は
《
大
滌
草
堂
図
》
に
も
、
似
た
よ
う
な
問

題
を
は
ら
み
、
更
に
考
究
す
べ
き
だ
。
本
人
に
化
け
た
老
狐
が
黙
然
と
し
て
坐
し
て
い
る
無
気
味
さ
が
あ
る
。

�
山
水
図

款
記
を
見
た
限
り
で
は
信
を
措
き
難
い
。

�
松
鹿
図

こ
の
手
の
も
の
に
は
偽
作
が
頗
る
多
い
。
印
刷
物
を
見
た
限
り
で
は
よ
く
な
い
。

こ
の
画
集
の
中
で
、
八
大
山
人
の
真
跡
と
す
べ
き
は
現
在
台
湾
の
蘭
千
山
館
に
あ
る
《
墨
荷
図
》
の
み
で
あ
る
。

（四十三）
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八
大
山
人
唯
一
の
人
物
画
と
称
さ
れ
る
《
東
坡
朝
雲
図
》
を
引
き
合
い
に
、
も
う
一
件
、
異
質
の
作
品
を
考
え
て
見
た
い
。
有
正
書
局

か
ら
印
影
本
が
出
て
い
る
焦
山
定
慧
寺
が
蔵
す
る
《
応
真
渡
海
図
》
が
そ
れ
で
あ
る
。
朱
省
齋
は
『
藝
苑
談
往
』
に
、「
字
千
真
万
確
、

毫
無
疑
義
、
画
則
未
敢
妄
断
其
真
偽
」
と
い
っ
て
い
る
。
朱
氏
の
い
う
「
画
」
と
は
勿
論
《
応
真
渡
海
図
》
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
字
」

は
す
な
わ
ち
《
渡
海
図
》
の
後
に
書
写
さ
れ
た
『
般
若
心
経
』（
図
!
Ａ
）
の
こ
と
を
指
す
。

《
鬼
子
母
神
図
巻
》
の
よ
う
な
、
細
密
な
、
仏
画
と
も
戯
画
と
も
つ
か
ぬ
画
を
か
い
た
石
涛
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、
こ
う
し
た
絵
が
八
大

山
人
の
手
に
成
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
た
『
般
若
心
経
』
の
末
尾
に
「
乙
酉
夏
五
月
既
望
、
八
大
山
人
并
書
」（
図
!
Ｃ
）
と
あ
る
の
は
殊
更
に
お
か
し
い
。
画
は
別
人
の

手
と
考
え
ら
れ
る
が
、
書
の
み
を
問
題
と
し
て
も
、「
并
び
に
書
す
」
の
用
語
は
、
凡
ゆ
る
も
の
を
「
偽
」
の
方
に
覆
え
す
。
こ
こ
に
も

山
人
の
文
字
の
癖
を
充
分
に
模
倣
す
る
こ
と
の
出
来
る
人
が
い
た
こ
と
を
知
る
。「
酉
」
の
字
は
こ
と
に
山
人
最
晩
年
の
乙
酉
（
一
七
〇

五
）
の
款
記
に
よ
く
見
る
書
き
癖
で
あ
る
。
し
か
し
八
大
山
人
の
晩
年
の
文
字
に
多
少
な
り
と
も
興
味
を
も
つ
人
な
ら
ば
、
こ
の
文
字
は

万
々
八
大
山
人
の
書
き
癖
で
は
な
い
と
言
う
だ
ろ
う
。

「
八
大
山
人
」
の
款
記
も
い
け
な
い
。
さ
ら
に
冒
頭
に
あ
る
〔
真
賞
〕
の
朱
文
印
（
図
!
Ｂ
）
や
末
尾
の
〔
八
大
山
人
〕
の
白
文
印
と

〔
何
園
〕
の
朱
文
印
（
図
!
Ｃ
）
の
す
べ
て
に
、
模
刻
の
影
が
見
出
せ
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。

こ
の
画
と
文
字
の
拙
劣
さ
に
比
し
て
、
後
に
続
く
跋
文
は
夥
し
い
。
後
世
の
文
化
人
を
網
羅
し
た
感
が
あ
る
。

晩
年
の
八
大
山
人
、
そ
し
て
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
八
大
山
人
は
、
何
と
は
な
く
、
そ
の
画
業
に
よ
っ
て
よ
り
は
、
一
人
の
偉
大
な

る
、
そ
し
て
不
可
思
議
な
人
物
と
し
て
、
有
名
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
、《
東
坡
朝
雲
図
》
と
か
、《
応
真
渡
海

図
》
と
か
が
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
が
青
雲
圃
に
住
ん
で
い
た
逸
話
な
ど
は
、
ど
こ
ま
で
信
が
お
け
る
か
分
か
ら
な

い
。
し
か
し
南
昌
に
行
く
と
、
土
俗
の
言
い
伝
え
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
後
世
に
伝
え
る
そ
の
伝
記
に
し
て
も
、
画
を
依
頼
に
来
た
人
が

（四十五）
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持
参
し
た
絹
地
で
、
わ
が
足
袋
を
作
ら
ん
と
い
っ
た
な
ど
と
い
う
話
は
、
前
代
の
人
に
同
じ
插
話
が
あ
る
。
こ
の
話
を
八
大
山
人
に
殊
更

に
当
て
は
め
た
感
が
あ
る
。
世
を
避
け
て
佯
狂
の
姿
勢
を
取
る
点
な
ど
も
必
要
以
上
に
誇
張
さ
れ
た
感
が
な
く
は
な
い
が
、
佯
狂
と
し
て

の
処
世
は
宋
元
時
代
以
来
の
伝
統
な
の
で
あ
る
。

山
人
は
晩
年
、「
拾
得
」
の
文
字
を
合
わ
せ
た
奇
妙
な
款
記
を
よ
く
使
い
、
印
章
も
数
点
存
在
し
て
い
る
。
自
分
に
「
拾
得
」
の
影
像

を
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
好
ん
で
不
可
解
な
印
章
と
か
、
款
署
を
用
い
た
八
大
山
人
の
行
為
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
総
じ
て
不
可
思

議
な
人
で
あ
る
と
い
う
印
象
が
そ
う
し
た
些
細
な
こ
と
と
し
て
積
み
上
が
り
、
い
つ
と
は
し
ら
ず
観
者
を
ひ
き
つ
け
て
い
っ
た
事
実
も
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

山
人
の
描
画
の
技
術
は
、
驚
く
ほ
ど
す
ぐ
れ
て
い
る
。
造
形
的
に
他
者
に
見
な
い
巧
妙
さ
が
あ
る
こ
と
を
、《
安
晩
冊
》
な
ど
の
そ
れ

を
見
れ
ば
は
っ
き
り
分
か
る
。
造
形
的
に
玲
瓏
と
し
た
も
の
を
八
大
山
人
は
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
真
贋
を
見
る
と
き
に
忘
れ
て
は
な
ら

ぬ
。
い
わ
ゆ
る
稚
拙
な
も
の
を
描
い
た
人
で
は
な
い
。
総
体
と
し
て
生
ぶ
な
感
じ
が
す
る
が
、
筆
致
は
精
巧
で
あ
る
。
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昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）、
銀
座
の
鳩
居
堂
の
楼
上
で
、
永
原
織
治
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
清
朝
六
大
画
家
展
」
が
開
か
れ
、
そ
の
図
録

が
あ
る
。
そ
の
中
に
四
点
の
八
大
山
人
の
作
品
が
あ
る
。
八
大
山
人
が
石
涛
の
た
め
に
描
い
た
《
大
滌
草
堂
図
》
と
そ
れ
を
依
頼
し
た
石

涛
の
書
翰
が
の
っ
て
い
る
。

�
大
滌
草
堂
図
（
図
"
）

八
大
山
人
の
偽
作
問
題
を
語
る
際
に
、
最
も
長
い
論
争
が
行
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
《
大
滌
草
堂
図
》
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
そ
の
真
贋
は
む
し
ろ
、
そ
の
背
景
を
成
す
石
涛
よ
り
八
大
山
人
に
作
画
を
依
頼
し
た
、
そ
の
手
紙
の
真
偽
を
も
と
に
し
て
争
わ
れ

た
。こ

の
「
石
涛
与
八
大
山
人
札
」
は
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）、
橋
本
関
雪
が
中
国
で
見
た
こ
と
を
書
い
た
随
筆
が
発
端
と
な
り
、
永

原
氏
の
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
日
に
張
大
千
は
こ
の
手
紙
を
ア
メ
リ
カ
の
コ
レ
ク
タ
ー
に
売
り
込
ん
だ
。
し
か
し
、
こ
の
手
紙
は
、

合
計
三
通
り
あ
っ
て
、
三
通
が
そ
れ
ぞ
れ
文
面
を
異
に
す
る
こ
と
か
ら
騒
ぎ
が
大
き
く
な
っ
た
。

八
大
山
人
の
偽
作
は
、「
甲
戌
八
月
廿
六
日
の
画
魚
図
」
の
よ
う
に
、
一
つ
の
真
作
を
中
心
に
し
て
、
澤
山
な
仿
作
が
出
来
て
い
る
。

そ
の
現
実
の
様
相
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
書
翰
が
幾
通
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
止
む
を
得
な
い
。
究
極
の
問
題
、
そ
れ
の
元
と
な
っ
た
実
物

が
は
た
し
て
存
在
し
て
い
た
の
か
。
或
い
は
全
く
の
好
事
家
に
よ
る
創
作
で
あ
っ
た
の
か
に
帰
着
す
る
。
こ
の
手
紙
に
つ
い
て
の
過
去
の

論
争
は
す
べ
て
本
来
の
問
題
を
離
れ
て
、
末
節
の
諸
点
に
お
い
て
争
っ
て
い
る
観
が
あ
る
。
実
物
に
基
い
て
こ
と
の
真
否
を
、
地
道
に
論

を
立
て
て
い
る
人
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

石
涛
と
八
大
山
人
は
は
た
し
て
会
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
証
拠
だ
て
は
出
来
な
い
に
し
て
も
、
八
大
山
人
の
書
画
を
も
っ

て
、
或
い
は
又
石
涛
の
書
画
を
も
っ
て
、
往
来
し
た
人
は
い
た
よ
う
で
あ
る
。
最
近
の
研
究
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
人
が
、
こ
の
背
景

を
相
当
に
く
わ
し
く
解
明
し
て
い
る
。
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黄
硯
旅
な
る
人
、
程
京
萼
と
い
う
人
、
又
は
李
松
庵
と
称
す
る
人
の
存
在
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
石
涛
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
李
松
庵

が
こ
と
に
注
目
さ
れ
よ
う
。
李
は
石
涛
の
も
と
よ
り
、
八
大
山
人
も
揮
毫
を
依
頼
す
べ
く
、
土
産
の
紙
を
運
ん
で
い
る
。
八
大
山
人
の
住

ん
だ
南
昌
は
、
西
山
に
紙
局
が
設
け
ら
れ
て
あ
っ
た
ほ
ど
に
、
良
質
の
紙
を
多
量
に
生
産
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
石
涛
は
揚
州

よ
り
江
南
の
紙
を
八
大
山
人
に
届
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
又
こ
の
《
大
滌
草
堂
図
》
に
書
か
れ
た
石
涛
の
題
詩
中
に
、
程
抱
犢
な
る
人

も
出
て
く
る
が
、
実
在
の
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
う
し
た
内
容
の
手
紙
は
存
在
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

王
方
宇
氏
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
、
八
大
山
人
が
描
い
た
水
仙
の
上
に
、
再
度
に
わ
た
り
石
涛
が
題
詩
し
た
作
品
が
あ
る
。
八
大
山
人
の

画
を
入
手
し
た
石
涛
が
そ
れ
の
上
に
好
ん
で
題
詩
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
必
ず
し
も
同
席
し
て
書
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

『
泰
山
残
石
楼
蔵
画
』
第
二
帙
に
、
八
大
山
人
・
石
涛
両
人
の
合
作
に
な
る
《
蘭
竹
石
図
》（
図
#
$
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
題
さ
れ
た

石
涛
の
詩
は
、
汪
繹
編
す
る
『
大
滌
子
題
画
』
の
中
に
あ
る
も
の
と
語
句
に
多
少
の
相
異
が
あ
る
。
こ
の
様
な
手
の
作
品
は
数
本
あ
っ
た

こ
と
が
想
像
さ
れ
、
少
し
く
創
作
臭
も
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
画
の
態
様
な
ど
は
、
石
涛
と
王
石
谷
の
合
作
の
《
風
竹
図
》
制
作
の
状
況
を

考
え
る
と
き
、
両
人
の
席
書
の
趣
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
人
を
介
し
て
交
際
し
、
文
通
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

永
原
氏
は
大
連
で
小
児
科
の
医
院
を
開
い
て
い
た
。《
大
滌
草
堂
図
》
と
石
涛
の
書
翰
は
、
き
く
と
こ
ろ
で
は
大
正
末
年
（
一
九
二
五

年
頃
）
に
大
連
の
大
毎
館
な
る
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
た
展
示
即
売
会
で
見
い
出
し
た
。
永
原
氏
は
そ
の
幅
を
大
層
気
に
入
っ
て
、
毎
日
見
に

行
っ
た
が
、
あ
る
人
に
買
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
業
者
を
介
し
て
数
ケ
月
後
に
入
手
し
た
と
い
う
。
そ
の
と
き
に
石
涛
の
手
紙
も
つ

い
て
い
る
の
を
知
っ
た
。
永
原
氏
は
こ
う
記
し
て
い
る
。
戦
後
、
永
原
氏
が
帰
国
し
た
際
に
、
軸
木
を
外
し
て
も
っ
て
来
た
。
原
装
は
廻

り
が

子
で
褾
装
さ
れ
、
天
地
に
は
蜀
江
錦
が
用
い
ら
れ
、
軸
は
象
牙
で
あ
っ
た
と
い
う
。

戦
前
、
鳩
居
堂
で
展
示
さ
れ
て
か
ら
、
こ
の
手
紙
は
珍
品
と
し
て
賞
翫
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
『
大
風
堂
名
跡
』
の
『
清
湘
老
人
専

輯
』
に
別
の
手
の
書
翰
が
出
現
す
る
に
及
び
、
そ
の
真
偽
い
ず
れ
か
と
い
う
問
題
が
発
生
し
、
学
界
は
永
原
氏
蔵
を
贋
作
と
し
て
論
断
し
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た
。
永
原
氏
は
老
齢
に
及
び
、
そ
の
こ
と
を
大
い
に
気
に
か
け
つ
つ
逝
っ
た
。
今
に
し
て
考
え
る
と
、
そ
の
全
部
が
贋
作
と
い
う
べ
き
で

あ
っ
た
。

私
は
数
次
、《
大
滌
草
堂
図
》
を
眼
の
前
に
見
て
実
に
判
断
に
迷
っ
た
。
も
し
真
筆
と
見
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
、
款
記
の
筆
跡
に
八
大
山

人
の
筆
癖
が
非
常
に
よ
く
出
て
い
る
。「
八
大
山
人
」
と
款
署
さ
れ
た
文
字
が
、
そ
れ
が
作
ら
れ
た
年
代
の
型
式
に
よ
く
合
致
し
て
い
る
。

し
か
し
確
信
を
持
っ
て
言
え
な
の
だ
が
、
こ
の
草
堂
図
の
書
は
八
大
山
人
の
本
当
の
顔
で
は
な
い
と
い
う
印
象
が
強
い
。

そ
れ
等
の
草
体
の
文
字
は
余
り
に
も
真
筆
に
近
い
。
は
っ
き
り
贋
作
と
決
め
難
く
、
心
か
ら
迷
っ
た
。

こ
れ
等
に
捺
さ
れ
た
三
个
の
印
（
図
%
Ａ
Ｂ
）
を
審
定
し
て
み
た
い
。
白
文
の
〔
八
大
山
人
〕
印
は
常
用
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
明
瞭

に
捺
さ
れ
て
い
る
割
に
は
、
細
か
な
特
徴
の
あ
る
と
こ
ろ
で
真
を
失
っ
て
い
る
。
有
郭
の
「

」
印
は
ほ
ぼ
正
し
い
が
、
厘
毫
の
差
が
あ

る
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら

な
お
凝
然
と
し
た
疑
問
が
と
け
ず
に
い
て
、
あ
る
人
に
諮
っ
た
と
こ
ろ
、
印
は
白
文
の
場
合
に
、
摩
耗
を
嫌
っ
て
浚
う
こ
と
も
あ
る
と

言
わ
れ
た
。
し
か
し
、
ど
う
も
そ
れ
以
降
の
作
品
に
捺
さ
れ
た
印
と
も
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
最
近
、
そ
の
他
の
例
が
出
て
来
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
印
が
偽
印
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
長
年
月
の
間
、
真
を
称
え
、
偽
を
疑
わ
れ
な
か
っ
た
作
品
も
、
馬
脚
を
露
わ
し
た
感
を

免
れ
な
い
。

い
ま
仮
り
に
、
こ
の
画
は
別
に
真
跡
が
あ
っ
て
、
そ
れ
の
仿
模
の
作
と
仮
定
し
て
み
る
。

石
涛
の
題
詩
の
末
尾
に
、「
大
滌
子
済
山
僧
」
と
あ
る
の
は
お
か
し
い
、
と
指
摘
し
た
人
が
い
た
。
そ
う
自
署
し
た
と
き
に
は
す
で
に
、

石
涛
は
「
大
滌
子
」
と
自
ら
を
称
し
、
還
俗
し
揚
州
に
住
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
何
故
に
「
済
山
僧
」
と
併
せ
称
す
る
こ
と
が
あ

ろ
う
か
と
、
疑
問
を
抱
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
張
冠
李
戴
の
現
象
を
ど
う
解
釋
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
こ
こ
に
純
粋
に
八
大
山
人
と
石
涛
の
合
作
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
も
っ
と
素
直
な
内
容
で
、
し
ゃ
き
っ
と
し
た
作
品
が
想
定
さ
れ
そ
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う
だ
。
こ
の
作
品
が
偽
作
さ
れ
た
背
景
に
は
、
非
常
に
よ
く
八
大
山
人
の
書
画
を
理
解
し
、
交
遊
関
係
に
も
通
暁
し
た
戯
作
者
が
存
在
し

た
よ
う
に
思
う
。
そ
の
人
の
影
絵
の
よ
う
な
も
の
を
こ
の
作
か
ら
感
じ
る
。

台
湾
の
学
者
諸
士
が
、
張
大
千
を
囲
ん
で
、
臆
面
も
な
く
、
永
原
蔵
の
《
大
滌
草
堂
図
》
の
由
来
を
問
う
た
と
き
、
彼
は
自
ら
の
弱
年

の
折
の
戯
れ
で
あ
る
と
い
っ
た
と
き
く
。

橋
本
関
雪
が
唐
吉
生
よ
り
石
涛
書
翰
を
示
さ
れ
た
の
は
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
で
あ
る
。
永
原
氏
が
、
こ
れ
を
入
手
し
た
の
は
大

正
末
年
と
し
て
、
殆
ん
ど
同
時
期
で
あ
り
、
張
大
千
の
二
十
六
歳
頃
に
あ
た
る
。
張
大
千
が
曽
煕
及
び
李
端
清
の
門
を
叩
い
て
か
ら
久
し

か
ら
ぬ
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
は
、
こ
の
《
大
滌
草
堂
図
》
は
老
蒼
と
し
て
古
色
を
湛
え
て
い
る
。
或
い
は
、
張
大
千
が
入
門
す
る

以
前
か
ら
、
す
で
に
そ
の
一
門
に
盛
ん
に
翰
墨
遊
戯
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
に
は
も
う
一
点
図
柄
が
同
一
な
《
大
滌

草
堂
図
》
が
あ
る
。
款
記
は
永
原
氏
の
も
の
と
似
て
い
る
が
、
絵
も
ま
ず
く
、
書
も
拙
い
。
同
一
人
の
手
に
出
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
捺
さ
れ
た
〔
八
大
山
人
〕
の
白
文
印
は
同
一
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
幸
い
印
影
の
徴
す
べ
き
も
の

が
あ
る
。

《
東
坡
朝
雲
図
》
も
異
作
が
あ
っ
て
、
多
少
図
柄
を
異
に
し
て
、
別
人
の
手
跡
で
あ
る
こ
と
も
分
か
る
。
面
白
い
対
比
だ
と
思
う
。

こ
の
《
大
滌
草
堂
図
》
に
〔
長
州
徐
氏
澹
園
蔵
金
石
書
画
印
〕
と
い
う
蔵
印
が
あ
る
。
こ
れ
は
徐
乾
学
の
こ
と
か
と
思
う
。
彼
は
こ
の

画
の
作
ら
れ
た
戊
寅
の
年
（
一
六
九
八
）
よ
り
五
年
以
前
の
一
六
九
四
年
に
死
亡
し
て
い
る
。
子
孫
は
無
頼
で
あ
っ
た
と
い
う
。
年
代
に

錯
倒
が
あ
る
。
別
に
〔
平
齋
審
定
〕
の
小
さ
な
印
が
あ
る
。
呉
雲
平
齋
の
印
で
あ
る
が
、
偽
作
者
が
呉
雲
を
引
っ
ぱ
り
出
し
た
に
す
ぎ
な

い
。ま

た
、
こ
の
《
草
堂
図
》
に
捺
さ
れ
た
〔
八
大
山
人
〕
の
白
文
印
は
、
次
に
述
べ
る
《
平
遠
山
水
図
》
に
関
連
が
あ
る
こ
と
も
記
さ
ね

ば
な
ら
な
い
。
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�
平
遠
山
水
図
（
図
&
）

落
款
に
「
丙
子
夏
日
写
」（
図
'
）
と
あ
る
。
そ
の
様
式
が
ほ
ぼ
年
代
に
合
致
し
て
い
る
の
で
、
唯
一
の
真
作
か
と
思
っ
て
い
た
。
永

原
氏
が
大
連
か
ら
引
き
揚
げ
て
来
て
か
ら
、
公
使
を
し
て
い
た
須
磨
弥
吉
郎
氏
の
紹
介
と
か
で
、
あ
る
人
に
譲
渡
し
た
と
語
っ
て
い
た
。

実
物
の
無
い
の
を
残
念
に
思
っ
て
い
た
。

中
央
公
論
社
よ
り
出
版
に
な
る
『
文
人
画
粹
編
』
第
六
巻
『
八
大
山
人
』
の
中
に
、《
仿
倪
�
山
水
》（
図
(
）
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い

る
一
幅
の
山
水
画
と
、
こ
の
《
平
遠
山
水
図
）
が
ほ
ぼ
同
図
柄
で
あ
る
に
気
が
つ
い
た
。
こ
の
平
遠
山
水
を
骨
子
に
し
て
、
中
間
に
点
景

を
加
え
た
構
図
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
某
氏
の
所
蔵
で
あ
る
と
き
く
。
ほ
ぼ
原
寸
に
近
い
印
章
の
図
版
か
ら
、
そ
れ
に
捺
さ
れ
て
あ
る

〔
八
大
山
人
〕
の
白
文
印
（
図
)
）
は
《
大
滌
草
堂
図
》
に
捺
さ
れ
た
印
（
図
*
）
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
の

《
平
遠
山
水
図
》
の
上
に
も
同
印
が
捺
さ
れ
て
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
、『
藝
苑
遺
珍
』
の
八
大
山
人
《
写
生
十
二
幅
冊
》
の
冒
頭
に
捺
さ
れ
て
あ
る
印
（
図
�
Ａ
）
も
同
一
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
。当

時
、
大
連
に
は
同
一
人
の
手
に
な
る
八
大
山
人
の
贋
作
が
流
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
次
々
に
永
原
氏
の
手
に
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
も
な
い
。

『
文
人
画
粹
編
』
が
出
た
つ
い
で
に
、
そ
の
中
の
《
三
友
図
》（
図
+
）
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
こ
の
作
の
印
章
は
徴
す
べ
き
も
の
が

な
い
が
、
落
款
は
偽
筆
で
あ
り
、
文
字
も
真
筆
で
な
い
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�
双
禽
図
（
図
,
）

枯
木
の
頂
に
い
る
鳥
と
石
上
の
鳥
が
一
点
の
何
か
を
窺
っ
て
い
る
。
こ
の
構
図
は
、
い
か
に
も
八
大
山
人
の
真
作
ら
し
い
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
作
を
引
き
写
し
た
と
思
わ
れ
る
画
の
写
真
を
、
某
氏
所
蔵
で
あ
る
と
い
っ
て
持
ち
込
ん
だ
人
が
あ
る
（
図
-
）。
今
ま
で
は
、

（五十四）
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或
い
は
真
跡
の
可
能
性
が
あ
る
か
と
思
っ
て
い
た
こ
の
《
双
禽
図
》
も
、
ま
た
贋
作
の
圏
内
に
ひ
き
ず
り
込
ま
れ
そ
う
で
あ
る
。「
己
卯

寤
歌
草
堂
之
夏
日
写
、
个
相
如
吃
」
と
款
記
し
、
有
郭
の
「

」
と
〔
八
大
山
人
〕
の
白
文
印
（
図
.
）
が
捺
し
て
あ
る
按
配
は
《
大
滌

草
堂
図
》
と
軌
を
一
に
す
る
。
同
一
の
偽
印
が
贋
作
の
上
に
慣
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
か
ら
ず
見
る
例
で
あ
る
。

�
巨
石
図
（
図
/
）

上
に
大
き
く
て
、
下
の
方
が
窄
ん
だ
石
に
花
卉
を
描
き
添
え
た
図
で
あ
る
。「
仿
包
山
画
法
」
と
し
て
あ
る
。
陸
治
の
画
に
倣
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
款
記
を
見
て
思
い
当
た
る
年
代
が
な
い
が
、
強
い
て
い
え
ば
、
七
十
五
歳
を
越
え
た
頃
で
あ
ろ
う
か
。

『
八
大
山
人
真
跡
』
の
第
二
集
に
、
同
巧
の
画
が
一
点
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
頭
の
大
き
な
石
に
、
竹
枝
と

が
添
え
て
あ
る
。
こ
の

款
記
は
五
十
歳
の
後
期
か
ら
六
十
歳
前
期
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
正
確
と
思
わ
れ
る
作
品
の
款
記
名
に
酷
似
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ

は
画
集
唯
一
の
真
作
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
巨
石
図
の
二
作
品
は
年
代
が
離
れ
て
お
り
、
類
似
す
る
も
の
が
無
い
の
で
、
ひ
と
し
く
偽

作
だ
と
す
る
人
が
あ
る
。
し
ば
ら
く
研
究
の
対
象
と
し
た
い
。

日
本
で
明
清
画
が
愛
好
さ
れ
た
大
正
十
一
、
二
年
頃
、
白
樺
派
の
文
士
画
人
は
八
大
山
人
・
石
涛
に
非
常
に
興
味
を
示
し
た
。
大
連
に

住
む
永
原
織
治
氏
の
も
と
に
立
寄
っ
た
岸
田
劉
生
は
親
密
な
交
歓
を
し
て
い
る
。
劉
生
は
日
本
に
帰
っ
て
か
ら
間
も
な
く
死
ん
だ
。
彼
と

八
大
山
人
の
画
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
に
書
き
た
い
。

長
与
善
郎
も
中
国
に
遊
ん
だ
折
、
や
は
り
大
連
に
永
原
氏
を
訪
れ
、
石
涛
や
八
大
山
人
な
ど
の
作
品
を
見
て
い
る
。「
石
涛
に
は
余
り

感
心
し
な
い
が
、
八
大
山
人
に
よ
い
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
辺
僻
な
大
連
あ
た
り
で
は
却
っ
て
蒐
集
に
便
利
な
の
か
も
し
れ
な
い
」

と
随
筆
の
中
で
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
こ
う
し
て
永
原
氏
所
蔵
八
大
山
人
諸
作
の
経
緯
を
明
る
み
に
出
し
て
見
る
と
き
、
上
海
で
作
ら
れ
た
偽
物
を
運
ん
で
来
る
連
中

の
た
め
の
大
連
は
穴
場
で
あ
り
、
永
原
氏
は
彼
等
の
む
な
し
き
金
の
捨
場
に
外
な
ら
か
っ
た
感
が
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど
も
て
は
や
さ
れ
た
蒐
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集
に
、
一
点
と
し
て
よ
い
も
の
が
な
い
。
実
に
お
ぞ
ま
し
い
。
永
原
氏
の
石
涛
に
は
早
く
か
ら
よ
い
も
の
が
無
い
と
い
わ
れ
て
い
た
。
八

大
山
人
も
か
く
悪
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
明
清
の
売
れ
っ
子
大
家
の
贋
作
の
根
の
深
き
を
思
う
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
に
も
数
多
く
八
大
山
人
の
偽
物
を
目
に
す
る
と
、
そ
れ
を
見
分
け
る
に
は
抽
象
論
で
は
成
り
立
た
な
い
。
た
だ
実
証
の
み
が
要

求
さ
れ
る
。

（五十六）
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大
正
十
二
年
七
月
号
の
『
白
樺
』
誌
の
口
絵
に
、
六
幅
の
八
大
山
人
の
画
が
載
っ
て
い
る
。
こ
の
程
度
の
愚
作
は
論
ず
る
に
値
し
な
い

と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
白
樺
派
の
文
士
画
人
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
、
柳
宗
悦
が
解
説
を
し
、
終
刊
に
近
い
『
白
樺
』
に
発
表
さ
れ
た

事
実
は
世
間
の
注
目
を
集
め
よ
う
。
話
題
と
し
て
も
面
白
い
。

武
者
小
路
実
篤
は
、
八
大
山
人
を
崇
拝
し
、
山
人
の
孤
寂
な
境
遇
に
同
情
し
た
。
一
冊
の
画
冊
が
彼
の
遺
品
と
し
て
寄
贈
さ
れ
、
そ
の

記
念
美
術
館
の
目
玉
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
画
冊
は
《
安
晩
冊
》
の
翌
年
、
八
大
山
人
七
十
歳
の
と
き
の
作
品
で
あ
る
。
草
画
風
な
印
象
を
感
じ
さ
せ
る
作
で
、《
安
晩
冊
》

の
堅
実
な
作
風
に
比
較
さ
れ
て
偽
作
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
た
が
、
軽
や
か
に
澄
み
き
わ
ま
っ
た
作
品
で
あ
る
。

志
賀
直
哉
が
編
輯
し
た
『
座
右
室
』
に
、
竹
添
履
信
が
も
っ
て
い
た
八
大
山
人
の
《
群
鹿
図
》
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
鹿
を
描
い
て
は

比
類
な
き
名
品
で
あ
る
。
随
筆
『
竹
添
履
信
』
に
載
っ
て
い
る
。
こ
の
作
は
山
口
喜
兵
衞
か
ら
川
端
康
成
の
手
に
入
り
、
没
後
未
亡
人
の

手
か
ら
離
れ
た
。

以
上
、
白
樺
派
の
人
々
が
所
持
し
た
名
品
の
こ
と
で
あ
る
。

『
白
樺
』
誌
の
口
絵
に
な
っ
た
六
枚
の
絵
は
、
も
と
一
冊
の
画
帖
を
く
ず
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
渉
事
」
と
題
さ
れ
た
一
幅
は
岸
田

劉
生
の
も
の
で
あ
る
。『
劉
生
絵
日
記
』
の
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
十
一
月
十
日
の
項
に
、
谷
中
の
高
橋
と
い
う
業
者
の
と
こ
ろ
で
、

こ
れ
を
含
む
四
幅
の
八
大
山
人
を
見
て
感
心
し
て
い
る
。
劉
生
は
筆
ま
め
で
、
そ
う
し
た
記
録
を
克
明
に
記
し
て
い
て
、
且
つ
面
白
い
。

志
賀
直
哉
に
宛
て
た
同
年
十
一
月
十
六
日
の
葉
書
で
、
そ
の
い
き
さ
つ
を
書
い
た
も
の
が
残
っ
て
い
る
。
又
私
は
、
劉
生
が
木
村
荘
八
に
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送
っ
た
葉
書
に
、
こ
の
幅
の
図
柄
を
写
し
、
八
大
山
人
を
入
手
し
た
か
ら
見
に
来
る
よ
う
に
、
と
慫
慂
し
て
い
る
も
の
を
見
た
。
翌
年
の

大
正
十
二
年
三
月
八
日
付
で
あ
る
。
そ
の
図
の
左
下
に
か
ね
て
興
味
を
も
っ
て
い
た
楕
円
型
の
〔
八
大
山
人
〕
印
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ

に
も
実
証
が
あ
る
と
思
い
、
こ
の
画
の
実
物
の
所
在
を
つ
き
と
め
た
い
と
思
っ
た
。
そ
の
後
、『
白
樺
』
誌
を
見
る
こ
と
を
得
て
、
目
的

を
達
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ら
が
偽
作
で
あ
る
こ
と
を
知
り
落
胆
し
た
。

劉
生
の
日
記
で
は
、「
高
橋
氏
の
と
こ
ろ
で
唐
画
を
み
る
」
と
插
画
が
あ
っ
て
、「
終
り
に
八
大
山
人
が
四
幅
出
た
が
、
こ
れ
に
は
参
っ

て
し
ま
ふ
。
今
迄
の
八
大
山
人
と
い
ふ
も
の
の
考
と
ま
る
で
ち
が
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
い
て
、
今
迄
写
真
や
何
か
で
み
た
感
じ
と
は
違

は
な
い
も
の
だ
が
、
実
に
何
と
も
云
へ
ぬ
い
い
感
じ
だ
。
画
帖
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
皆
同
形
の
横
物
で
、
山
水
と
兎
が
松
に
と
ま
っ
て
ゐ

る
図
が
一
き
わ
よ
ろ
し
い
。
欲
し
く
て
な
ら
ず
竹
添
君
に
た
の
む
。
何
と
か
し
て
余
の
手
に
入
る
事
を
祈
る
も
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
あ

る
。
劉
生
ほ
ど
の
秀
れ
た
芸
術
家
も
、
八
大
山
人
の
偽
作
を
見
抜
く
鑑
識
眼
を
持
た
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
近
、
こ
の
軸
が
四
本
、
恐

ら
く
竹
添
履
信
の
も
っ
て
い
た
分
で
あ
ろ
う
が
、
古
物
商
の
手
元
に
転
々
と
し
て
い
る
の
を
知
っ
た
。
余
り
人
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
に
な

ら
な
か
っ
た
。

『
八
大
山
人
名
画
譜
』
に
載
っ
た
《
双
鳥
図
》
の
一
頁
が
も
と
劉
生
の
手
元
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
志
賀
直
哉
に
絵
入
り
の
葉
書
を
送
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
知
る
こ
と
が
出
来
た
。『
画
譜
』
で
は
木
版
刷
り
の
複
製
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
真
偽
の
確
証
を
得
な
い
が
、
む
し
ろ

佳
品
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
劉
生
は
自
ら
も
疑
い
、
業
者
の
さ
そ
い
も
あ
っ
て
売
り
払
っ
て
い
る
。

（五十八）
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昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
大
阪
市
立
美
術
館
で
「
石
涛
八
大
山
人
揚
州
八
怪
展
」
が
ひ
ら
か
れ
た
。
八
大
山
人
の
作
品
は
《
安
晩

冊
》
と
條
幅
六
点
が
展
示
さ
れ
た
。
そ
の
図
録
に
よ
っ
て
鑑
賞
す
る
。

�
辛
巳
年
作
山
水
図
（
図
0
）

一
九
六
五
年
九
月
、『
藝
術
新
潮
』
に
紹
介
さ
れ
た
と
き
は
《
仿
石
涛
揚
子
江
図
》
と
も
、
今
ま
た
《
写
大
滌
草
堂
図
》
と
も
題
し
て

あ
る
が
、
い
ず
れ
も
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
図
録
の
小
図
で
見
る
限
り
で
は
良
い
作
品
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
筆
勢
に

乏
し
く
、
技
術
が
劣
る
。
墨
色
が
浮
い
て
い
る
。
落
款
も
よ
く
見
る
と
、
正
し
く
な
い
よ
う
だ
。
印
章
は
不
正
確
で
、
も
し
く
は
書
き
版

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
図
1
）。
こ
の
幅
は
審
査
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

�
荷
花
小
禽
図

『
橋
本
収
蔵
明
清
目
録
』
に
も
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
破
損
し
た
絹
本
で
、
痛
ま
し
い
作
品
だ
が
、
絵
は
勿
論
よ
く
な
い
し
、
落
款
・
印

章
の
甚
だ
し
く
悪
い
作
品
で
あ
る
（
図
2
Ａ
Ｂ
）。

橋
本
家
に
は
《
松
鶴
図
》
の
素
晴
し
い
作
品
が
一
幅
あ
る
。
一
度
こ
れ
を
見
れ
ば
心
が
爽
や
か
に
な
る
。
松
の
よ
ど
み
な
い
線
の
中

に
、
す
く
っ
と
立
つ
鶴
の
姿
は
、
山
人
そ
の
人
の
心
を
見
る
想
い
が
す
る
。

上
に
小
さ
く
「
三
月
十
九
」（
図
3
）
と
、
崇
禎
皇
帝
が
自
縊
し
た
日
を
仕
組
ん
だ
花
押
の
如
き
も
の
が
書
き
こ
ま
れ
て
あ
る
。
こ
の

秘
密
は
、
今
で
は
話
柄
と
し
て
た
れ
も
が
知
る
。
し
か
し
、
山
人
を
去
る
こ
と
久
し
か
ら
ぬ
時
代
に
、
丈
高
な
作
品
の
前
に
佇
み
、
そ
の

絵
を
見
、
そ
の
人
を
偲
び
、
そ
の
隠
微
に
語
り
か
け
る
暗
号
の
、
奥
深
き
意
味
を
了
解
す
る
人
々
が
い
た
。
今
に
し
て
我
々
が
た
だ
漫
然

と
し
て
、
こ
の
絵
を
客
観
視
す
る
の
に
比
し
て
、
そ
の
当
時
は
如
何
に
深
い
感
銘
を
観
者
に
与
え
た
か
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
世
は
す

べ
て
亡
国
の
悲
哀
に
む
せ
び
泣
い
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
正
し
く
こ
れ
は
鎮
魂
の
祈
り
の
こ
め
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。

後
世
い
た
ず
ら
に
山
人
の
故
国
に
対
す
る
慕
情
を
と
く
が
、
そ
の
理
解
に
は
雲
泥
の
差
が
あ
る
。
隠
微
で
あ
る
が
故
に
、
心
に
語
り
か

（六十一）
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け
る
も
の
が
奥
深
い
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
後
世
、
山
人
の
名
を
高
か
ら
し
め
た
理
由
の
一
つ
で
も
あ
ろ
う
。

八
大
山
人
に
は
有
名
な
一
絶
が
あ
る
。

郭
家
皴
法
雲
頭
小

董
老
麻
皮
樹
上
多

想
見
時
人
解
図
画

一
峰
還
写
宋
山
河
（
図
4
）

画
事
に
託
し
て
、
隠
微
に
残
山
剩
水
を
痛
む
心
情
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
一
峰
黄
大
痴
公
望
は
元
の
世
に
生
き
た
人
で
あ
る
が
、
宋

の
画
法
で
宋
の
山
河
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
暗
に
私
は
故
国
の
山
河
を
描
い
て
い
る
そ
の
気
持
が
分
か
っ
て
も
ら
え
る
で
あ
ろ
う

か
、
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
を
書
い
た
書
幅
は
大
正
年
代
日
本
に
来
て
い
た
。
い
ず
こ
に
か
知
ら
れ
ず
保
存
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。

こ
の
《
松
鶴
図
》
は
も
と
京
都
の
画
人
水
田
竹
圃
氏
の
旧
蔵
で
あ
る
。『
八
大
山
人
真
跡
』
第
二
集
に
は
、
こ
れ
に
似
た
図
柄
で
双
鶴

を
描
い
た
も
の
が
載
っ
て
い
る
。

�
巨
石
游
魚
図

こ
の
幅
は
澄
懐
堂
旧
蔵
で
あ
る
。「
甲
戌
之
冬
日
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図
は
石
の
点
苔
に
気
力
が
な
か
っ
た
り
、
遊
魚
の
数
が

多
い
こ
と
、
補
墨
ら
し
い
も
の
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
疑
問
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
。
殊
に
山
人
の
款
記
の
文
字
が
甲
戌
の
年

（
一
六
九
四
）
に
は
八
の
字
「

」
の
形
を
し
て
い
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
、
市
立
美
術
館
で
は
は
じ
め
落
第
点
を
加
え
て
い
た
。
一
匹
の

魚
と
い
う
の
は
《
安
晩
冊
》
あ
た
り
か
ら
受
け
た
観
念
で
あ
っ
て
、
乙
亥
（
一
六
九
六
）
の
頃
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
群
っ
た
魚
の
作
品

が
多
く
な
る
。
現
に
武
者
小
路
氏
旧
蔵
の
画
冊
、
王
方
宇
氏
の
扇
面
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
博
物
館
に
あ
る
《
巨
石
遊
魚
図
》
な
ど
が
よ
い

例
で
あ
る
。
八
大
山
人
は
渇
筆
ま
た
は
淡
墨
を
多
く
用
い
、
濃
墨
を
補
っ
て
調
子
を
出
す
書
き
方
が
あ
る
。
こ
れ
を
補
墨
と
感
じ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
更
に
「
八
」
の
字
の
筆
法
は
九
月
頃
に
は
双
方
が
相
半
ば
し
、
年
末
に
は
「

」
の
様
に
な
っ
て
い
る
。
理
論
上
に
は
良

（六十二）
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い
作
品
と
し
て
の
條
件
は
そ
ろ
っ
て
い
る
。
後
は
実
物
に
よ
っ
て
再
確
認
す
る
し
か
な
い
。

（六十三）
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あ
と
が
き

金
岡
酉
三
氏
は
、
商
品
包
装
の
グ
ラ
ビ
ア
印
刷
の
大
手
「
株
式
会
社
カ
ナ
オ
カ
」
の
創
業
者
で
あ
り
、
世
に
知
ら
れ
た
著
名
な
八
大
山

人
の
蒐
集
家
で
も
あ
る
。
金
岡
氏
の
蒐
集
し
た
作
品
は
《
葡
萄
図
》・《
荷
花
双
禽
図
》（
二
図
は
こ
の
文
末
に
掲
げ
、
読
者
の
観
賞
に
供

す
る
）
を
は
じ
め
、
八
大
山
人
の
傑
作
精
品
ば
か
り
で
あ
る
。
彼
の
八
大
山
人
に
対
す
る
鑑
識
・
鑑
賞
の
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
学
界

で
は
一
致
し
て
認
め
て
い
る
。

金
岡
氏
所
蔵
の
八
大
山
人
の
《
枯
木
双
鳥
図
》
に
つ
い
て
の
彼
自
身
の
エ
ッ
セ
ー
を
、
私
が
中
国
語
訳
し
て
香
港
の
『
明
報
月
刊
』

（
一
九
七
七
年
四
月
）
に
発
表
し
た
の
が
縁
で
、
交
遊
が
は
じ
ま
っ
た
。
以
来
三
十
数
年
間
、
彼
が
二
〇
〇
九
年
八
十
九
歳
で
こ
の
世
を

去
る
ま
で
つ
づ
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
金
岡
氏
と
会
え
ば
勿
論
の
こ
と
、
手
紙
も
、
電
話
も
、
す
べ
て
八
大
山
人
に
関
わ
る
話
ば
か

り
で
あ
っ
た
。
ま
た
金
岡
氏
は
よ
く
二
人
で
八
大
山
人
に
つ
い
て
語
っ
た
り
、
議
論
し
た
も
の
を
、
筆
ま
め
に
メ
モ
を
と
り
、
私
に
送
っ

て
き
て
い
た
。

こ
こ
に
掲
載
す
る
論
文
は
、
金
岡
氏
が
八
大
山
人
の
贋
作
に
つ
い
て
書
き
の
こ
し
た
ノ
ー
ト
や
メ
モ
の
類
を
、
私
林
宏
作
が
整
理
し
て

ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
日
本
語
の
表
記
・
表
現
等
に
関
し
て
は
、
成
田
山
書
道
美
術
館
研
究
員
西
島
慎
一
氏
の
お
手
を
お
か
り

し
、
こ
こ
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
本
誌
『
人
間
科
学
』
へ
の
掲
載
・
刊
行
等
に
つ
い
て
は
金
岡
氏
未
亡
人
愛
孝
様
よ
り
許
諾
を
頂

き
、
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（六十四）
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Lotus and Birds, c. 1692-94.
Hanging scroll, ink on paper.
Kanaoka Yūzō Collection.

Grapevine, c. 1690.
Hanging scroll, ink on paper.
Kanaoka Yūzō Collection.
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Bada Shanren was a famous painter and poet in China in the

seventeenth century.

This article about the fake art of Bada Shanren, was originally written

by the late Mr. KANAOKA Yuzou who was the famous collector of the art

of Bada Shanren.

And this manuscript was looked over, revised and edited by

HAYASHI Kousaku.

The Fake Art of Bada Shanren

A posthumous work of KANAOKA Yuzou
Revised by HAYASHI Kousaku
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