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夏
珪
様
式
試
論

井

手

誠

之

輔

夏
珪
は
馬
遠
と
と
も
に
馬
夏
と
並
称
さ
れ
、
南
宋
院
体
山
水
耐
の
中
心
的
阿
家
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
明
時
代
斯
派
や
我
国
室
町
水

墨
山
水
画
の
成
立
・
発
展
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
近
代
に
お
け
る
夏
珪
画
の
研
究
史
は
、
奥
村
伊
久
良
氏
が
、
「
故
宵
本
、

夏
珪
筆
長
江
高
里
閏
」
・
「
夏
珪
筆
山
水
十
二
景
闘
巻
に
就

C
U・
「
夏
述
筆
渓
山
清
遠
固
に
就
い
臼
と
題
し
た
一
連
の
論
文
で
、
海
外
に

存
在
す
る
長
巻
形
式
の
作
品
を
紹
介
さ
れ
、
当
時
の
夏
珪
両
認
識
に
新
し
い
視
野
を
し
め
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
し
か
し
、
現
存
す
る

有
力
な
伝
承
作
品
に
お
け
る
様
式
に
大
き
な
ひ
ら
き
が
あ
り
、
研
究
者
が
共
通
に
真
蹟
と
み
と
め
る
作
品
が
な
い
と
い
う
事
情
か
ら
、
夏

一
九
七

O
年
に
い
た
り
、
台
北
で
閉
山
附
さ
れ
た
中
国
古
闘
討
論
会
に
お
け
る
鈴
木
敬
氏
の
夏

珪
画
の
研
究
に
大
き
な
進
展
は
な
か
っ
た
。

珪
と
南
宋
院
体
山
水
画
に
関
す
る
講
演
と
そ
れ
に
続
く
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
夏
珪
画
の
真
蹟
と
し
て
「
風
雨
舟
行
図
」
（
ボ
ス
ト
ン
美
術

館
〉
〔
図
1
〕
を
承
認
し
、
し
か
も
有
力
な
伝
承
作
品
か
ら
夏
珪
岡
の
原
像
を
復
原
す
る
と
い
う
研
究
上
の
方
法
を
確
認
し
た
。
そ
の
後
、

渡
辺
明
義
氏
「
停
夏
珪
筆
山
水
固
に
つ
い
て
｜
｜
夏
珪
蓋
に
闘
す
る
二
三
の
ノ
l
ト
」
、
戸
田
禎
佑
氏
「
模
写
性
に
つ
い
て
｜
宋
元
画
を

中
心
に
｜
〕
が
発
表
さ
れ
て
、
両
氏
い
ず
れ
も
真
蹟
と
し
て
「
風
雨
舟
行
図
」
を
評
価
し
夏
珪
画
の
代
表
と
さ
れ
、
夏
珪
は
江
南
地
方
の

気
象
変
化
に
芸
術
的
関
心
を
向
け
た
本
質
的
に
江
南
の
山
水
画
家
で
あ
り
、
山
水
人
物
画
的
性
格
の
つ
よ
い
馬
遠
と
は
異
な
る
と
い
う
新

一O
三



一O
四

し
い
認
識
を
し
め
し
た
。
両
氏
は
馬
遠
と
夏
珪
の
区
別
か
ら
夏
珪
独
自
の
様
式
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
力
点
を
置
い
て
い
る
。
そ
の

結
果
、
馬
夏
派
と
い
う
包
括
的
な
概
念
は
陵
昧
な
も
の
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
現
状
に
い
た
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
両
氏
の
新
し
い
認
識

は
、
「
風
雨
舟
行
図
」
と
い
う
小
画
面
の
作
品
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
、
長
巻
形
式
の
作
品
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と

は
い
い
難
い
。
本
稿
は
、
以
上
に
紹
介
し
た
先
学
の
研
究
の
成
果
と
問
題
点
を
ふ
ま
え
、
付
「
風
雨
舟
行
図
」
（
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
）

〔図
1
〕
・
口
「
山
水
図
」
（
東
京
国
立
博
物
館
〉
〔
図
2
〕
・
日
「
山
水
十
二
景
図
巻
」
〈
ネ
ル
ソ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
〉
〔
図
3
〕
・
帥
「
渓
山
清

遠
図
巻
」
（
台
北
国
立
故
宮
博
物
院
）
〔
図
5
〕
の
四
つ
の
有
力
な
伝
承
作
品
を
対
象
と
し
て
考
察
し
、
前
述
し
た
一
九
七

O
年
の
中
国
古

画
討
論
会
で
確
認
さ
れ
た
研
究
上
の
方
法
に
立
っ
て
、
夏
珪
画
の
原
像
の
復
原
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

考
察
の
前
提
と
し
て
文
献
よ
り
知
れ
る
夏
珪
の
あ
ら
ま
し
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
夏
珪
を
論
じ
る
基
本
文
献
に
は
、
荘
粛

『
画
継
補
遺
」
〈
大
徳
二
年
・
一
二
九
八

γ
夏
文
彦
『
図
絵
宝
鑑

T
至
元
二
五
年
・
二
ニ
六

O
〉
・
曹
照
『
格
古
要
論
ゲ
洪
武
二

O
年・

一
三
八
七
〉
の
三
著
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
い
う
。

夏
珪
は
銭
唐
の
人
な
り
。
理
宗
朝
に
画
院
祇
候
と
な
る
。
山
水
人
物
を
描
く
も
極
め
て
俗
悪
な
り
。
宋
末
世
道
凋
喪
し
人
心
遷
卒
す

る

に

、

珪

は

遂

に

濫

に

名

を

得

る

も

、

そ

の

実

取

る

べ

き

も

の

な

し

。

『

画

継

補

遺

』

夏
珪
、
字
は
爵
玉
、
銭
唐
の
人
な
り
。
寧
宗
朝
に
画
院
待
詔
と
な
り
金
帯
を
賜
わ
る
。
普
く
人
物
を
附
き
、
高
低
は
醜
醸
、
墨
色
は

停
粉
の
如
し
。
筆
法
は
蒼
老
、
墨
汁
は
淋
滴
に
し
て
奇
作
な
り
。
雪
景
は
全
て
活
寛
を
学
び
、
院
人
中
山
水
は
李
唐
よ
り
以
下
、
そ
の

右
に
出
づ
る
者
な
し
。

『
図
絵
宝
鑑
』

夏
珪
は
山
水
を
善
く
す
。
布
置
教
法
は
馬
遠
と
同
じ
な
る
も
、
但
だ
そ
の
意
は
蒼
古
に
し
て
筒
淡
な
る
を
尚
ぶ
。
喜
ん
で
禿
筆
を
用

い
、
樹
葉
の
聞
は
筆
を
央
え
、
楼
閣
は
尺
を
用
い
ず
し
て
界
画
し
、
手
を
信
じ
て
画
成
る
。
突
充
奇
惟
に
し
て
気
運
尤
も
高
し
。

『
格
古
要
論
』

以
上
の
記
事
を
総
合
し
さ
ら
に
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
つ
ぎ
の
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。



付
夏
珪
は
字
を
再
玉
と
い
い
、
銭
唐
地
方
（
現
在
の
濁
江
省
杭
県
）
出
身
で
あ
る
。

口
寧
宗
朝
ハ
一
一
九
五

l
一
二
二
四
）
に
画
院
待
詔
と
な
り
、
画
院
画
家
の
最
高
栄
誉
で
あ
る
金
帯
を
賜
わ
っ
た
。

目
当
時
の
画
院
に
お
い
て
山
水
画
で
は
李
唐
以
来
の
名
手
で
あ
っ
た
。

同
す
く
な
く
と
も
元
時
代
後
半
に
は
、
馬
遠
と
夏
珪
を
並
称
し
、
両
者
の
画
風
が
ち
か
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た
。

ま
ず
付
の
出
身
に
つ
い
て
三
者
は
共
通
し
て
い
て
異
論
は
な
い
。
口
の
画
院
奉
職
の
時
期
と
画
院
で
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
『
画
継
機

遺
』
と
『
図
絵
宝
錐
』
の
聞
に
ち
が
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
周
省
三
二
三
二
｜
一
二
九
八
）
の
『
武
林
旧
事
』
巻
六
「
御
前
画
家
」
条

ま
た
、
鈴
木
敬
氏
の
指
摘
さ
れ
た
張
偉
ハ
一
一
一
一
六
｜
（
J

の
詩
よ
り
夏
珪
の
訓
武
郎

に
馬
遠
ら
と
と
も
に
夏
珪
の
名
が
み
え
る
こ
と
、

へ
の
任
官
が
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
よ
り
、
夏
珪
が
画
院
待
詔
と
賜
金
帯
の
栄
誉
を
え
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
画
院
で
の
地
位
に

つ
い
て
は
『
図
絵
宝
鑑
』
の
方
が
た
だ
し
い
と
み
な
さ
れ
る
。
『
画
継
補
遺
』
で
画
院
で
の
地
位
を
砥
候
と
す
る
点
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

画
院
奉
職
期
に
つ
い
て
『
画
継
補
遺
』
の
い
う
理
宗
朝
に
何
ら
か
の
根
拠
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
夏
珪
の
活
躍
時
期
を
寧
宗
朝
か
ら
理
宗

朝
ま
で
広
げ
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
日
の
李
唐
の
後
継
者
と
み
な
す
見
解
は
、
後
世
の
文
献
に
ひ
ろ
く
継
承
さ
れ
定
説
と
な
っ
て
い

る
感
も
あ
る
が
、
な
お
腰
昧
な
点
を
の
こ
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。
同
の
馬
夏
並
称
の
認
識
は
『
格
古
要
論
』
だ

け
の
意
見
で
は
な
い
。
『
図
絵
宝
鑑
』
に
お
い
て
も
、
王
介
の
条
・
孫
君
沢
の
条
・
張
遠
の
条
に
い
ず
れ
も
馬
夏
は
並
称
さ
れ
て
い
て
、

元
時
代
に
は
馬
夏
の
並
称
は
慣
用
と
な
っ
て
い
た
感
さ
え
あ
る
。
さ
て
以
上
の
よ
う
な
事
柄
を
念
頭
に
お
い
て
、
夏
珪
画
の
有
力
な
伝
承

作
品
個
々
の
も
つ
様
式
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

夏珪様式試論

ω
「
風
雨
舟
行
図
」
（
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
）
〔
図
1
〕

本
図
は
絹
本
墨
画
淡
彩
、
堅
二
三
・
九
セ
ン
チ
、
横
二
五
・

0
セ
ン
チ
の
団
扇
形
で
「
夏
圭
」
の
落
款
が
あ
る
。
前
景
に
澗
葉
樹
の
樹

一O
五



一O
六

叢
、
そ
の
右
後
方
に
屋
宇
・
木
々
が
、
対
角
線
上
に
は
遠
山
が
配
さ
れ
、
そ
の
間
一
面
に
江
水
が
横
た
わ
り
一
般
の
帆
舟
が
浮
か
ぶ
。
左

上
方
よ
り
右
下
方
へ
の
対
角
線
が
構
図
の
基
軸
と
な
っ
て
い
る
が
、
構
図
上
の
安
定
性
に
は
欠
け
て
い
る
。
帆
舟
は
吹
き
つ
け
る
風
雨
に

駆
ら
れ
左
か
ら
右
へ
と
進
行
し
て
い
る
も
の
の
、
画
面
左
端
と
帆
舟
聞
に
十
分
な
空
聞
が
な
く
、
ま
た
帆
舟
が
汀
線
と
平
行
し
て
え
が
か

れ
て
い
る
た
め
、
風
雨
の
吹
き
荒
れ
る
景
観
と
し
て
は
動
感
に
乏
し
く
単
調
で
あ
る
。
ま
た
帆
舟
の
や
や
左
上
方
に
は
遠
山
描
写
の
痕
跡

が
認
め
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
す
る
と
、
画
面
の
現
状
は
原
状
よ
り
小
さ
く
切
り
つ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
原
状

の
画
面
は
も
っ
と
左
側
へ
広
が
っ
た
横
長
の
長
方
形
で
、
そ
こ
に
は
さ
ら
に
一
般
の
帆
舟
が
汀
線
と
の
平
行
関
係
を
破
る
よ
う
に
配
さ

れ
、
遠
山
は
二
重
三
重
と
な
っ
て
画
面
左
上
方
ま
で
視
線
を
導
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
よ
う
w

つ
ぎ
に
細
部
の
表
現
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
近
景
の
澗
葉
樹
で
あ
る
。
樹
葉
は
は
じ
め
に
淡
墨
を
ひ
き
、
そ
の

上
に
や
や
濃
い
墨
・
さ
ら
に
濃
い
墨
を
、
筆
先
で
軽
く
点
描
風
に
押
え
た
り
、
軽
く
筆
先
を
ひ
い
て
重
ね
描
き
を
し
た
り
し
て
い
る
。
こ

の
墨
の
点
描
風
の
タ
ッ
チ
は
、
濃
墨
の
タ
ッ
チ
を
中
心
と
す
る
集
合
体
を
成
し
、
一
つ
の
塊
り
と
し
て
風
雨
に
抗
す
る
弓
な
り
の
形
体
を

つ
く
っ
て
い
る
。
樹
葉
を
連
結
す
る
樹
校
と
樹
幹
は
、
濃
墨
の
力
強
い
線
で
ひ
か
れ
、
土
披
上
に
堅
固
な
る
根
を
張
る
。

こ
れ
に
対
し
、
同
じ
土
披
上
右
後
方
へ
と
の
び
る
木
は
、
や
や
薄
め
の
全
体
的
に
墨
調
を
落
と
し
た
墨
の
タ

v
チ
を
漠
然
と
振
り
ま
い

て
樹
葉
を
あ
ら
わ
す
た
め
、
形
体
性
に
欠
け
、
樹
幹
も
ほ
っ
そ
り
と
し
て
い
て
一
本
の
木
と
し
て
の
描
写
力
は
弱
い
。
さ
ら
に
背
後
の
屋

字
の
遠
方
に
あ
る
樹
叢
で
は
、
明
瞭
な
形
体
は
な
く
、
影
絵
の
よ
う
に
淡
墨
で
処
理
さ
れ
て
い
る
。

近
景
全
体
で
み
る
と
、
土
披
上
左
側
の
二
本
の
木
よ
り
右
側
の
木
、
さ
ら
に
背
後
の
樹
叢
へ
移
行
す
る
に
つ
れ
、
し
だ
い
に
形
体
は
不

グ
ヲ
4

ア一
l
シ
ヨ
ン

明
瞭
と
な
り
同
時
に
墨
調
も
う
す
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
近
景
の
前
後
関
係
を
と
お
し
て
み
ら
れ
る
形
体
の
明
瞭
性
か
ら
不
明
瞭
性
へ

の
変
化
と
、
墨
の
グ
ラ
デ
l
シ
ョ
ン
の
濃
か
ら
淡
へ
の
変
化
は
、
画
面
右
後
方
へ
の
奥
行
き
の
感
じ
を
な
め
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
湿
潤
な

大
気
の
厚
み
と
輝
映
す
る
光
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
明
瞭
な
形
体
を
も
っ
潤
葉
樹
の
樹
葉
は
、
点
描
風
の
タ
ッ
チ
の
集
積
に
よ
っ
て

表
わ
さ
れ
て
い
る
た
め
、
形
体
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
な
が
ら
、
し
か
も
空
聞
か
ら
遊
離
し
て
い
な
い
。
土
披
の
輪
郭
線
を
水
気
を
含
ん
だ



墨
の
量
し
で
埋
め
こ
む
措
法
に
も
共
通
の
表
現
効
果
が
み
ら
れ
る
。
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
本
図
に
は
深
い
自
然
観
察
に
裏
づ
け
が
あ

る
。
そ
れ
は
近
景
の
汀
周
辺
の
江
水
に
お
け
る
渡
紋
の
自
由
な
描
写
に
も
み
て
と
れ
よ
う
。

本
図
の
原
状
と
い
う
の
は
、
画
面
右
側
へ
は
、
近
景
土
披
上
の
樹
叢
を
中
心
に
形
体
の
明
瞭
性
の
相
対
的
変
化
と
墨
の
グ
ラ
デ
l
シ
ョ

ン
の
変
化
に
よ
っ
て
、
画
面
左
側
へ
は
、
江
水
に
浮
か
ぶ
数
鰻
の
舟
に
よ
る
遠
山
へ
の
橋
渡
し
に
よ
っ
て
観
者
の
視
線
を
導
く
と
い
う
綿

密
な
構
図
に
基
づ
い
て
、
奥
深
い
広
大
な
空
聞
が
表
わ
さ
れ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
空
聞
は
単
な
る
余
白
で
は
な
い
。
各
モ

チ
ー
フ
と
融
和
す
る
、
湿
潤
な
大
気
が
充
満
し
光
が
輝
映
す
る
空
間
で
あ
る
。
難
点
を
い
え
ば
、
遠
山
の
稜
線
の
描
写
に
お
い
て
輪
郭
の

意
識
が
強
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
景
に
く
ら
べ
遠
景
に
は
、
自
然
観
察
に
基
づ
く
配
騒
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で

夏珪様式に関する一試論

あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
画
家
の
近
景
へ
の
偏
向
と
い
う
一
側
面
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
本
図
に
み
ら
れ
る
、
自
然
の
気
象
変
化
の
表
現
を
主
眼
と
す
る
点
は
、
一
般
に
江
南
山
水
両
の
特
色
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

董
源
・
巨
然
・
米
家
山
を
は
じ
め
と
し
、
そ
れ
ら
を
南
宋
時
代
に
お
い
て
継
承
し
た
李
氏
筆
「
灘
湘
臥
遊
図
巻
」
・
伝
李
嵩
筆
「
西
湖
図

巻
」
・
牧
諮
筆
「
滞
湘
八
景
図
」
へ
と
つ
づ
く
一
連
の
江
南
山
水
画
の
系
譜
に
本
図
を
組
入
れ
る
こ
と
に
は
臨
賭
さ
れ
る
。
元
来
江
南
山

水
画
は
、
江
南
地
方
と
い
う
独
自
の
空
聞
に
根
ざ
し
た
山
水
画
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
湿
調
な
大
気
・
輝
映
す
る
光
な
ど
の
形
体
の
と
ら

え
ら
れ
な
い
モ
チ
ー
フ
を
表
現
対
象
と
し
、
そ
れ
ら
を
山
・
岩
塊
・
土
披
・
樹
叢
・
屋
字
な
ど
の
形
体
を
有
す
る
モ
チ
ー
フ
の
明
瞭
性
を

陵
昧
に
し
、
そ
の
酸
味
さ
の
相
対
的
変
化
と
墨
調
の
変
化
に
よ
っ
て
暗
示
的
に
表
現
す
る
た
め
、
景
観
は
遠
視
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と

を
好
む
。
「
風
雨
舟
行
図
」
と
同
じ
南
宋
時
代
に
制
作
さ
れ
た
江
南
山
水
両
で
あ
る
「
瀦
糊
臥
遊
図
巻
」
（
東
京
国
立
博
物
館
）
〔
図
6
〕・

「
西
湖
図
巻
」
（
上
海
博
物
館
）
・
「
繍
湘
八
景
図
」
〈
根
津
美
術
館
・
出
光
美
術
館
他
〉
が
、
い
ず
れ
も
遠
視
的
に
景
観
を
と
ら
え
て
い
る

の
に
対
し
「
風
雨
舟
行
図
」
は
近
視
的
に
景
観
を
と
ら
え
て
お
り
、
近
景
の
モ
チ
ー
フ
は
明
瞭
な
形
体
性
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
「
風
雨
舟
行
図
」
は
江
南
山
水
画
と
い
う
地
方
様
式
に
根
ざ
す
度
合
い
は
大
き
い
も
の
の
、
近
景
を
重
視
す
る
と
い
う
点
で
、
純
然

た
る
江
南
山
水
画
と
性
絡
を
異
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一O
七



一O八

ω「
山
水
図
」
（
東
京
国
立
博
物
館
）
〔
図
2〕

本
図
は
網
本
墨
画
・
掛
幅
装
。
堅
二
二
・
七
セ
ン
チ
、
横
二
五
・
五
セ
ン
チ
の
小
画
面
で
あ
る
。
渡
辺
明
義
氏
の
指
摘
に
よ
り
、
岡
面

左
側
が
切
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
現
状
に
お
い
て
切
断
に
よ
る
と
お
も
わ
れ
る
不
自
然
さ
は
な
い
。
本
図
は
全
体
と
し

て
「
風
雨
舟
行
図
」
に
近
似
す
る
も
の
の
、
細
部
で
は
異
な
っ
た
様
相
を
し
め
す
。
「
風
雨
舟
行
図
」
の
土
牲
の
手
前
に
あ
っ
た
江
水
は

本
図
に
は
描
か
れ
ず
、
い
き
な
り
土
披
か
ら
描
出
さ
れ
る
。
前
者
の
土
教
が
丸
味
を
帯
び
た
形
体
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
本
国
は
角
張
っ

た
扇
平
な
形
体
で
あ
り
、
土
披
の
垂
直
面
に
は
数
擦
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
者
で
は
、
近
景
モ
チ
ー
フ
の
前
後
関
係
を
と
お
し
て
、
湿

潤
な
大
気
と
輝
映
す
る
光
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
が
、
本
図
の
樹
叢
後
方
に
は
別
個
の
モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
な
い
た
め
に
、
連
続
的
な
形
体

の
明
瞭
性
の
相
対
的
変
化
や
墨
調
の
変
化
に
乏
し
く
、
空
聞
は
白
々
と
し
た
余
白
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
、
樹
殻
全
体
は

空
間
か
ら
個
別
化
さ
れ
前
方
へ
突
き
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
本
図
で
は
、
「
風
雨
舟
行
図
」
よ
り
も
近
景
志
向
・
形
体
に
た
い
す
る
関
心

が
強
く
、
各
モ
チ
ー
フ
と
空
間
全
体
の
も
つ
一
体
性
・
湿
潤
な
大
気
や
輝
映
す
る
光
の
表
現
に
た
い
す
る
川
家
の
関
心
は
希
薄
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

で
は
「
風
雨
舟
行
図
」
と
比
較
し
て
得
ら
れ
る
本
図
の
特
色
は
、
模
写
に
お
い
て
一
般
に
み
ら
れ
る
傾
向
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
模
写
に

と
も
な
い
、
墨
の
グ
ラ
デ
l
シ
ョ
ン
が
う
し
な
わ
れ
、
形
体
が
明
瞭
化
し
、
面
的
な
も
の
が
線
描
化
さ
れ
、
見
え
な
い
輪
郭
の
意
識
に
と

ら
わ
れ
た
「
押
し
花
化
現
象
」
が
お
こ
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
原
画
に
お
け
る
形
体
や
構
図
は
伝
承
さ
れ
る
わ
け
で
あ

る
か
ら
、
本
図
に
み
ら
れ
る
角
張
っ
た
届
平
な
土
披
の
形
体
、
樹
叢
後
方
の
単
純
な
処
理
、
全
体
的
な
近
景
重
視
と
い
う
諸
点
は
、
本
来

夏
珪
画
の
も
っ
て
い
る
姿
と
し
て
認
容
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
解
決
の
糸
口
を
与
え
る
の
が
、
「
山
水
十
二
景

図
巻
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
「
山
水
十
二
景
図
巻
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
問
題
に
た
ち
か
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

ω
「
山
水
十
二
景
図
巻
」
（
ネ
ル
ソ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
〔
図
3ー

ωJω
〕

本
画
巻
は
絹
本
墨
画
・
巻
子
装
、
堅
二
八
・

0
セ
ン
チ
、
横
二
三

0
・
八
セ
ン
チ
で
、
巻
末
部
に
「
臣
夏
珪
画
」
の
務
款
が
あ
る
。
画



中
に
は
「
造
山
書
雁
」
・
「
煙
郁
帰
渡
」
・
「
漁
笛
清
幽
」
・
「
煙
堤
晩
泊
」
の
四
つ
の
題
字
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
元
来
は
前
半
に
「
江
皐
玩

遊
」
・
「
汀
洲
静
鈎
」
・
「
清
市
炊
煙
」
・
「
清
江
写
望
」
・
「
茂
林
佳
趣
」
・
「
梯
空
煙
寺
」
・
「
霊
巌
対
突
」
・
「
奇
峰
苧
秀
」
の
さ
ら
に
八
つ
の

景
、
合
わ
せ
て
十
二
景
に
相
当
す
る
題
字
と
景
観
が
あ
っ
た
こ
と
が
し
れ
る
が
、
現
在
前
半
の
八
景
の
部
分
は
失
わ
れ
、
後
半
の
四
景
の

部
分
の
み
が
残
っ
て
い
る
。
た
だ
し
題
字
こ
そ
欠
落
し
て
い
る
も
の
の
、
エ
ー
ル
大
学
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
台
湾
の
個
人
蔵
に
忠
実
な
模
本
が

残
さ
れ
て
い
て
、
全
巻
の
あ
ら
ま
し
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
ネ
ル
ソ
ン
本
で
失
わ
れ
て
い
る
画
巻
の
前
半
部
を
、

大
学
本
〔
図
4
〕
で
補
足
し
て
考
察
を
す
す
め
る
こ
と
に
す
る
。

エ
ー
ル

エ
ー
ル
大
学
本
は
、

ネ
ル
ソ
ン
本
よ
り
表
現
が
劣
り
、
模
写
に
よ
る
芸

術
性
の
低
下
は
否
め
な
い
が
、
後
半
の
四
景
の
描
写
が
ネ
ル
ソ
ン
本
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
か
ら
忠
実
な
模
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

エ
ー
ル
大
学
本
で
補
わ
れ
る
前
半
の
「
江
皐
玩
遊
」
か
ら
「
奇
峰
苧
秀
」
ま
で
の
八
景
に
お
け
る
空
間
構
成
・
モ
チ
ー
フ

し
た
が
っ
て
、

の
形
体
や
大
き
さ
・
大
ま
か
な
描
写
は
、
相
当
に
原
画
の
趣
を
つ
た
え
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

エ
ー
ル
大
学
本
で
前
半
部
を
補
い
な
が
ら
画
巻
全
体
を
見
渡
し
て
気
づ
く
こ
と
は
、
同
巻
と
し
て
の
構
成
が
十
分
で
な
い
点
で
あ
る
。

全
巻
を
通
し
て
景
観
は
近
景
を
中
心
に
し
て
展
開
し
て
い
る
。
と
く
に
「
江
皐
玩
遊
」
よ
り
「
清
江
写
望
」
ま
で
は
、
悶
面
の
ほ
と
ん
ど

が
白
々
と
し
た
余
白
の
江
水
で
あ
り
、
近
景
に
展
開
す
る
景
観
も
変
化
に
乏
し
く
単
調
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
茂
林
佳
趣
」
・
「
霊
巌
対

突
」
に
い
た
る
と
、
単
調
さ
を
急
に
破
る
よ
う
な
角
張
っ
た
形
体
の
岩
塊
が
う
ね
る
よ
う
に
し
て
連
続
す
る
。
こ
の
岩
塊
に
は
斧
場
識
が

夏珪様式試論

多
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
景
観
は
突
然
脈
絡
を
断
た
れ
、
煙
霧
に
お
お
わ
れ
て
段
階
的
に
遠
ざ
か
り
、
「
奇

峰
苧
秀
」
・
「
畠
山
書
雁
」
へ
と
移
る
。
「
造
山
書
雁
」
以
後
は
、
余
白
が
広
が
り
し
だ
い
に
近
景
へ
と
展
開
し
、
「
煙
村
帰
渡
」
、
さ
ら
に
近

景
を
描
く
「
漁
笛
清
幽
」
へ
と
変
じ
る
。
「
煙
堤
晩
泊
」
は
、
土
披
上
の
樹
叢
と
い
う
夏
珪
同
の
特
色
を
な
す
一
連
の
モ
チ
ー
フ
で
構
成

さ
れ
、
煙
霧
に
包
ま
れ
て
副
巻
を
と
じ
る
。
全
巻
を
と
お
し
て
景
観
の
連
続
が
な
め
ら
か
で
な
く
、
近
景
と
遠
景
の
聞
の
視
線
の
誘
導
は

作
為
的
す
ぎ
て
自
然
ら
し
さ
が
な
い
。
と
く
に
「
霊
殿
対
突
」
か
ら
「
奇
峰
苧
秀
」
ま
で
の
聞
は
、
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
空
間
の

連
続
性
に
欠
け
、
画
巻
の
連
続
は
、
画
巻
を
広
げ
て
い
く
と
い
う
観
者
の
行
為
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
保
た
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

0 
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本
画
巻
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
「
煙
堤
晩
泊
」
の
描
写
が
東
博
本
「
山
水
図
」
〔
図
2
〕
と
酷
似
す
る
点
で
あ
る
。
土
披
は
角
張
っ
た

届
平
な
形
体
で
、
土
披
の
垂
直
面
に
は
披
擦
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
空
聞
が
白
々
と
し
た
余
白
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
た
め
に
、
樹
叢

全
体
は
個
別
化
さ
れ
て
前
方
へ
と
突
き
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
は
、
本
画
巻
が
東
博
本
「
山
水
図
」
と
同
じ
く
、
「
風
雨
舟
行
図
」

と
比
較
し
て
近
景
志
向
・
形
体
へ
の
関
心
が
強
く
、
空
間
と
モ
チ
ー
フ
の
一
体
性
・
湿
潤
な
大
気
と
輝
映
す
る
光
に
た
い
す
る
両
家
の
関

心
が
希
薄
で
あ
る
と
い
う
特
色
を
も
つ
こ
と
を
し
め
す
。
と
こ
ろ
で
「
煙
堤
娩
泊
」
に
お
け
る
こ
の
様
式
上
の
特
色
は
、
両
巻
全
体
に
わ

た
る
近
景
志
向
や
、
「
霊
巌
対
突
」
の
角
張
っ
た
う
ね
る
よ
う
な
岩
塊
に
み
る
形
体
へ
の
関
心
と
も
連
同
し
て
お
り
、
本
画
巻
全
体
に
共

通
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
東
博
本
「
山
水
図
」
で
模
写
に
お
け
る
一
般
的
傾
向
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
突
は
「
山
水

十
二
景
図
巻
」
と
同
じ
く
、
夏
珪
画
に
お
い
て
元
来
志
向
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
東
博

本
「
山
水
図
」
も
「
山
水
十
二
景
図
巻
」
も
、
近
景
志
向
・
形
体
へ
の
関
心
が
よ
り
つ
ょ
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
風
雨
舟
行
図
」
と

一
線
を
画
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
他
本
画
巻
で
注
目
さ
れ
る
点
と
し
て
、
「
霊
巌
対
突
」
よ
り
「
奇
峰
苧
秀
」
・
「
造
山
書
雁
」
へ
の
山
容
の
後
退
が
、
い
わ
ゆ
る
三

段
階
遠
近
法
的
な
、
北
宋
華
北
山
水
画
に
ち
か
い
構
成
を
と
る
こ
と
、
「
汀
洲
静
鈎
」
に
馬
遠
風
の
松
が
え
が
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が

指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

よ
り
そ
の
特
色
の
つ
よ
く
み
ら
れ
る
「
浅
山
清
遠
図
巻
」
の
と
こ
ろ
で
考
え
る

こ
と
に
し
た
い
。

ω
「
漢
山
清
遠
図
巻
」
（
台
北
国
立
故
宮
博
物
院
）
〔
図

5
1
ω
J帥〕

円
一
却
〉

本
画
巻
は
紙
本
墨
画
・
巻
子
装
、
堅
固
六
・
五
セ
ン
チ
、
横
八
八
九
・
一
セ
ン
チ
の
長
大
な
作
品
で
あ
る
。
落
款
は
な
い
。
本
両
巻
に

は
後
模
本
の
「
山
水
長
巻
」
（
フ
リ
ア
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
察
す
る
と
か
な
り
の
切
断
が
あ
る
こ
と
が
し
れ
る
。
失
わ
れ

た
前
半
部
を
補
う
と
本
来
は
さ
ら
に
長
大
な
画
巻
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
本
画
巻
は
、

が
大
き
い
と
し
て
、
夏
珪
画
と
い
う
伝
承
を
疑
問
視
す
る
向
き
も
あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
本
画
巻
は
李
唐
の
個
人
様
式
の
変
遷
を
理
解

一
連
の
夏
珪
画
と
様
式
上
の
へ
だ
た
り



す
る
う
え
で
、

ま
た
我
国
の
雪
舟
筆
「
山
水
長
巻
」
の
原
型
を
考
え
る
う
え
で
不
可
欠
な
作
品
で
も
あ
る
。
残
念
な
が
ら
フ
リ
ア
本
よ
り

失
わ
れ
た
前
半
部
を
復
原
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
前
半
部
は
考
察
よ
り
は
ず
す
こ
と
に
す
る
。

本
画
巻
の
画
巻
と
し
て
の
構
成
も
「
山
水
十
二
景
図
巻
」
と
同
じ
く
成
功
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
ば
し
ば
「
劇
的
な
構
成
力
」

と
い
う
評
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
空
間
構
成
に
は
破
綻
を
き
た
し
て
い
る
。
景
観
は
近
景
を
中
心
に
展
開
し
、
対
象
を
と
ら
え

る
視
点
は
平
均
す
れ
ば
ゆ
る
や
か
な
術
敢
視
に
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
平
均
し
て
み
れ
ば
の
こ
と
で
、
景
観
が
近
景
か
ら
遠

景
ま
で
を
急
激
に
展
開
す
る
た
め
、
視
点
は
大
き
く
上
下
に
振
幅
す
る
。
こ
う
し
た
両
巻
構
成
の
特
色
は
、
夏
珪
以
前
の
作
品
と
比
較
す

る
と
歴
然
と
し
て
い
る
。
北
宋
時
代
の
様
式
を
伝
え
る
伝
燕
文
貴
筆
「
江
山
楼
観
図
巻
」
（
大
阪
市
立
美
術
館
）
・
伝
許
道
寧
筆
「
秋
江
漁

艇
図
巻
」
（
ネ
ル
ソ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
い
ほ
な
ど
の
闘
巻
形
式
の
作
品
は
い
ず
れ
も
時
間
と
と
も
に
進
行
す
る
岡
巻
で
あ
る
と
同
時
に
、
パ
ノ

ラ
マ
的
視
点
で
と
ら
え
ら
れ
た
横
長
の
画
面
で
で
も
あ
る
。
観
者
は
画
巻
を
展
ず
る
と
い
う
一
般
的
な
鑑
賞
法
と
と
も
に
、
両
巻
全
体
を

広
げ
て
一
つ
の
パ
ノ
ラ
マ
景
と
し
て
も
鍛
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
景
観
は
こ
の
パ
ノ
ラ
マ
的
視
点
を
基
準
に
展
開
し
て
い
る
の
で
、
視

点
の
上
下
の
振
幅
は
小
さ
い
。
南
宋
時
代
の
江
南
山
水
画
で
あ
る
李
氏
筆
「
禰
湘
臥
遊
図
巻
」
（
東
京
国
立
博
物
館
〉
〔
図
6
〕
も
こ
う
し

た
山
水
画
巻
構
成
の
基
本
を
継
承
し
て
お
り
、
画
巻
が
長
大
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
パ
ノ
ラ
マ
的
視
点
を
基
準
に
景
観
が
展
開
し
て

い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
本
画
巻
で
は
、
パ
ノ
ラ
マ
的
視
点
は
失
わ
れ
、
画
巻
の
前
半
部
と
後
半
部
を
連
続
両
面
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は

夏珪様式試論

で
き
ず
、
空
間
構
成
に
も
破
綻
を
き
た
し
て
い
る
。

空
間
構
成
に
お
い
て
は
、
北
宋
華
北
山
水
画
の
特
色
と
い
う
べ
き
三
段
階
遠
近
法
に
ち
か
い
表
現
が
み
ら
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
巻

頭
部
の
遠
景
・
中
景
・
近
景
の
三
段
階
的
な
構
成
は
〔
図

5lω
〕
、
伝
許
道
寧
筆
「
秋
山
焔
寺
図
巻
」
ハ
藤
井
有
都
館
）
に
原
型
を
も
と

め
う
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
画
巻
半
ば
の
近
景
か
ら
遠
景
へ
の
展
開
〔
図
5ー

ωJω
〕
も
、
ゆ
る
や
か
な
が
ら
三
段
階
的
な
構
成
を
と

る
。
し
か
し
北
宋
華
北
山
水
画
の
三
段
階
遠
近
法
が
、
空
気
遠
近
法
・
近
大
遠
小
法
と
併
用
さ
れ
、
連
続
的
に
空
間
の
奥
行
き
を
深
め
る

の
に
た
い
し
、
本
剛
巻
で
は
、
三
段
階
遠
近
法
の
み
が
形
式
的
に
継
承
さ
れ
、
景
観
の
深
ま
り
は
断
続
的
に
し
か
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ



と
は
、
パ
ノ
ラ
マ
的
視
点
の
欠
如
と
同
じ
く
、
巨
大
な
自
然
空
間
全
体
に
た
い
す
る
両
家
の
関
心
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。
そ
の
原
因
は
全
巻
に
わ
た
っ
て
近
視
的
視
点
が
支
配
的
な
こ
と
に
よ
る
。
景
観
の
変
化
は
、
視
点
が
近
す
ぎ
る
と
、
よ
り
遠
視
的
視

点
の
そ
れ
と
く
ら
べ
て
は
る
か
に
上
下
の
振
幅
を
と
も
な
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
視
点
よ
り
遠
方
に
ひ
ろ
が
る
中
遠
景
の
景
観
に
た
い

し
て
画
家
の
配
慮
は
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
う
。
本
一
幽
巻
の
遠
山
の
陵
線
描
写
に
お
い
て
、
無
雑
作
な
拘
勅
線
が
露
呈
し
て
い
る
点
は
、
こ

の
間
の
事
情
を
し
め
す
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。

つ
ぎ
に
細
部
の
表
現
を
み
て
み
る
。
注
目
さ
れ
る
点
と
し
て
、
角
張
っ
た
方
硬
な
形
体
〔
図
5ー

ω〕
ゃ
う
ね
る
よ
う
な
断
崖
〔
岡
5

ー

ω〕
・
高
く
聾
え
る
奇
峰
群
〔
図

5lωtω
〕
な
ど
の
巨
大
な
形
体
へ
の
関
心
、
ま
た
岩
府
の
質
感
描
写
に
み
ら
れ
る
大
小
の
斧
努

毅
の
多
用
、
さ
ら
に
断
崖
景
に
顕
著
な
墨
の
調
子
を
い
か
し
た
律
動
的
な
調
和
が
あ
げ
ら
れ
る
。

門
田
副
）

巨
大
な
山
容
や
断
崖
景
の
う
ね
る
よ
う
な
形
体
は
、
北
宋
華
北
山
水
闘
に
み
ら
れ
る
主
山
ゃ
い
わ
ゆ
る
気
勢
表
現
を
縦
承
し
て
い
る
。

ま
た
奇
峰
群
の
山
脚
を
姻
霧
で
つ
つ
み
こ
ん
で
聾
抜
性
を
つ
よ
め
る
の
も
北
宋
華
北
山
水
両
の
常
套
的
な
表
現
で
あ
る
。
岩
間
の
質
感
描

写
に
大
小
の
斧
勢
裁
を
多
用
し
た
り
、
墨
点
を
ふ
り
ま
い
て
墨
の
調
子
を
い
か
し
た
律
動
的
な
調
和
を
な
す
点
は
、
李
唐
筆
「
山
水
岡
」

《

mv

双
幅
ハ
高
桐
院
）
〔
図
7
〕
に
近
似
し
て
い
る
。
高
桐
院
本
「
山
水
図
」
双
幅
と
本
州
巻
の
摘
写
に
お
け
る
類
似
は
、
し
ば
し
ば
説
か
れ

じ
つ
は
李
唐
画
を
窓
口
と
し
て
と
り
こ
ん
だ
と
こ
ろ
が

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
画
巻
に
み
ら
れ
た
さ
き
の
北
宋
華
北
山
水
画
的
特
色
も
、

《

釘

〉

大
き
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

夏
珪
が
李
唐
を
学
ん
だ
こ
と
を
し
め
す
具
体
的
例
証
と
し
て
、
夏
珪
画
風
を
つ
た
え
る
「
山
水
図
」
ハ
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
〉
〔
図

叩
〕
が
あ
げ
ら
れ
る
。
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
は
絹
本
墨
画
で
闘
冊
の
一
葉
を
な
し
堅
二
五
・

0
セ
ン
チ
、
横
一
二
・
四
セ
ン
チ
の
小
川
面

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
大
き
さ
は
呉
な
る
も
の
の
本
図
と
図
様
を
同
じ
く
す
る
こ
つ
の
山
水
剛
が
存
在
し
て
い
る
。
一
つ
は
米
沢
嘉
岡
氏

〈

mv

ハ
mv

が
李
唐
派
の
山
水
画
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
旧
柳
営
御
物
伝
来
の
「
山
水
図
」
〔
図
8
〕
、
一
つ
は
旧
秋
元
家
伝
来
の
「
山
水
図
」
〔
図
9
〕

で
あ
る
。
旧
柳
営
御
物
本
は
絹
本
墨
画
・
掛
幅
装
で
竪
九
四
・
一
セ
ン
チ
、
横
四
四
・
五
セ
ン
チ
。
一
方
、
旧
秋
元
家
本
は
制
本
選
附
淡



彩
・
掛
幅
装
で
堅
一

0
0
・
三
セ
ン
チ
、
横
五

0
・
七
セ
ン
チ
。
ほ
ぼ
同
じ
規
模
の
作
品
で
あ
る
。
元
来
、
旧
柳
営
御
物
本
と
旧
秋
元
家

本
が
、
李
唐
筆
「
江
山
小
景
図
巻
」
ハ
台
北
国
立
故
宮
博
物
院
〉
の
巻
末
部
〔
図
U
〕
の
よ
う
な
李
唐
画
を
祖
本
と
し
た
ら
し
い
こ
と
は

明
ら
か
で
、
画
風
の
相
違
は
、
度
重
な
る
転
写
と
模
写
し
た
画
家
に
お
け
る
様
式
上
の
相
違
に
よ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
李
唐
画
を
祖
本
と

す
る
図
様
の
等
し
い
三
つ
の
山
水
画
が
現
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
に
み
ら
れ
る
方
硬
な
岩
の
形
体
や
岩
膚
に
お
け
る

斧
勢
裁
な
ど
の
描
写
が
、
夏
珪
画
の
伝
承
作
品
の
う
ち
で
「
援
山
清
遠
図
巻
」
に
近
似
し
て
い
る
点
は
、
「
漠
山
清
遠
図
巻
」
が
李
唐
画

の
影
響
下
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
付
加
す
れ
ば
、
李
唐
画
を
祖
本
と
す
る
三
つ
の
山

水
図
の
う
ち
で
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
の
み
が
小
画
面
の
作
品
で
あ
り
、
祖
本
に
く
ら
べ
て
竪
の
割
合
が
小
さ
く
改
変
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
夏
珪
の
李
唐
画
受
容
が
単
な
る
模
倣
で
は
な
く
夏
珪
流
の
変
容
を
ふ
く
む
こ
と
を
し
め
し
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

つ
ぎ
に
「
損
山
清
遠
図
巻
」
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
屈
鉄
の
如
し
」
と
評
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
馬
遠
風
の
松
樹
が
多
く
み
え
る
点
で
あ

る
。
馬
遼
は
画
院
に
お
け
る
夏
珪
の
先
達
者
で
あ
り
、
そ
の
山
水
画
は
一
般
に
「
辺
角
の
景
」
と
よ
ば
れ
、
卓
越
し
た
構
成
力
で
極
度
に

単
純
化
さ
れ
た
画
面
を
統
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
清
涼
法
眼
禅
師
図
」
ハ
天
竜
寺

γ
「
華
燈
侍
宴
図
」
（
台
北
国
立
故
宮
博
物
院
）
な

ど
の
馬
遠
画
に
お
い
て
、
余
白
部
に
伸
び
る
松
樹
は
ま
さ
し
く
「
屈
鉄
の
如
」
き
極
度
に
単
純
化
さ
れ
た
堅
固
と
し
て
ゆ
る
ぎ
な
い
形
体

（
凱
剖
〉

を
し
め
し
、
構
図
の
か
な
め
と
な
っ
て
画
面
全
体
に
鋭
い
緊
迫
感
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
戸
田
禎
佑
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に

「
十
二
水
図
」
（
北
京
故
宮
博
物
院
）
か
ら
は
、
不
定
形
の
水
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
、
明
確
な
形
体
性
を
与
え
よ
う
と
す
る
点
に
馬
遠
の
造

型
上
の
意
図
が
う
か
が
い
と
れ
る
。
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一
方
「
漢
山
清
遠
図
巻
」
の
馬
遠
風
の
松
樹
は
、
外
面
的
形
体
の
み
を
描
い
て
い
て
弱
々
し
く
、
馬

遠
画
に
み
る
よ
う
な
卓
越
し
た
構
成
力
の
裏
付
け
は
な
い
。
し
か
し
馬
遠
風
の
松
樹
の
存
在
は
、
画
巻
全
体
に
わ
た
る
形
体
へ
の
つ
よ
い

関
心
と
あ
わ
せ
て
、
馬
遠
の
影
響
や
同
時
代
的
特
色
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

き
て
本
画
巻
に
見
ら
れ
た
北
宋
華
北
山
水
画
・
李
唐
画
・
馬
遠
画
と
の
描
写
に
お
け
る
類
似
は
、
先
述
し
た
「
山
水
十
二
景
図
巻
」
の

前
半
部
で
よ
り
ゆ
る
や
か
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
霊
巌
対
突
」
か
ら
「
遁
山
書
雁
」
へ
の
三
段
階
的
遠
近
表
現
、
「
梯
空
煙
寺
」
・
「
霊
巌

一一一一一



一
一
四

対
突
」
に
お
け
る
斧
場
裁
に
よ
る
岩
膚
の
質
感
描
写
や
角
張
っ
た
岩
塊
の
う
ね
る
よ
う
な
形
体
、

れ
で
あ
る
。
ま
た
画
巻
全
体
に
わ
た
る
近
視
的
視
点
の
支
配
も
「
山
水
十
二
景
図
巻
」
の
方
が
よ
り
ゆ
る
や
か
で
あ
る
。

「
汀
洲
静
鈎
」

の
馬
遠
風
の
松
樹
が
そ

こ
れ
ま
で
、
夏
珪
画
の
有
力
な
伝
承
作
品
の
も
つ
様
式
を
分
析
し
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
次
の
三
グ
ル
ー
プ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

甲

「
風
雨
舟
行
図
」

乙

東
博
本
「
山
水
図
」
・
「
山
水
十
二
景
図
巻
」

丙

「
渓
山
清
遠
図
巻
」

こ
の
甲
乙
丙
三
グ
ル
ー
プ
の
様
式
の
特
色
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

湿
潤
な
大
気
と
輝
映
す
る
光
の
空
間
へ
た
い
す
る
関
心
が
つ
よ
い
た
め
に
、
江
南
山
水
画
的
性
格
を
も
っ
。
し
か
し
、
同
時
代
の
江

南
山
水
画
に
く
ら
べ
近
景
志
向
・
形
体
へ
の
関
心
が
つ
よ
い
。

甲乙

甲
よ
り
も
湿
潤
な
大
気
と
輝
映
す
る
光
の
空
間
へ
た
い
す
る
認
識
度
は
よ
わ
く
、
近
景
志
向
・
形
体
へ
の
関
心
が
よ
り
つ
よ
い
。
華

北
山
水
画
・
李
唐
画
・
馬
遠
画
の
影
響
が
若
干
認
め
ら
れ
る
。
甲
と
丙
の
グ
ル
ー
プ
の
中
聞
に
位
置
す
る
。

丙
近
景
志
向
・
形
体
へ
の
関
心
が
つ
よ
い
。
湿
潤
な
大
気
と
輝
映
す
る
光
の
空
間
に
た
い
す
る
認
識
は
う
す
く
、
明
瞭
な
さ
ま
ざ
ま
な

形
体
が
描
か
れ
る
。
華
北
山
水
画
・
李
唐
画
・
馬
遠
画
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
。
全
体
の
空
間
構
成
は
破
綻
す
る
。

一
般
に
夏
珪
画
の
有
力
な
伝
承
作
品
聞
の
様
式
上
の
へ
だ
た
り
は
大
き
い
と
さ
れ
、
と
く
に
「
浅
山
清
遠
図
巻
」
に
つ
い
て
は
、
夏
珪

筆
の
伝
承
を
疑
う
向
き
も
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
本
稿
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
甲
グ
ル
ー
プ
と
乙
グ
ル
ー
プ
、
乙
グ
ル
l

プ
と
丙
グ
ル
ー
プ
の
聞
は
様
式
上
接
近
し
て
い
て
、
乙
グ
ル
ー
プ
を
仲
立
ち
と
し
て
、
甲
乙
丙
三
グ
ル
ー
プ
聞
に
は
一
貫
し
た
様
式
上
の



連
続
性
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
三
グ
ル
ー
プ
い
ず
れ
も
、
基
本
的
に
は
近
景
志
向
・
形
体
へ
の
関
心
と
い
う
特
色
を
有
し
て
い

て
、
夏
珪
と
い
う
一
人
の
創
造
主
体
に
帰
着
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
夏
珪
固
に
お
け
る
近
景
志
向
・
形
体
へ
の
関
心
と
い
う
特
色
は
、
南
宋
院
体
山
水
画
と
い
か
に
関
連
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

台、

元
来
、
院
体
と
は
画
院
の
体
と
い
う
意
味
で
あ
り
画
院
に
特
有
の
絵
画
様
式
で
あ
る
。
南
宋
院
体
山
水
画
と
は
、
南
宋
画
院
に
特
有
の

山
水
画
様
式
で
あ
る
。
歴
史
的
に
み
る
と
、
南
宋
画
院
は
、
北
宋
末
の
徽
宗
皇
帝
に
よ
る
絵
画
の
改
革
運
動
を
そ
の
ま
ま
継
承
・
発
展
さ

せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
徽
宗
皇
帝
は
、
蘇
戦
・
黄
庭
堅
ら
文
人
士
大
夫
た
も
の
宣
揚
し
た
詩
画
一
致
の
理
念
を
絵
画
改
革
の
指
導
理
念
と

し
、
親
し
く
詩
を
試
題
し
て
画
家
た
ち
の
教
養
を
た
め
す
と
と
も
に
、
絵
画
に
お
け
る
詩
情
表
出
を
目
的
と
し
て
積
極
的
に
指
導
し
た
。

鈴
木
敬
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
徽
宗
の
改
革
運
動
は
、
画
家
の
関
心
を
自
然
景
全
体
の
広
が
り
よ
り
も
自
然
の
一
角
に
秘
め
ら
れ
て

い
る
詩
趣
を
見
出
す
方
向
へ
向
か
わ
せ
、
一
方
で
、
画
中
人
物
を
介
し
て
観
者
に
感
情
移
入
を
さ
せ
る
こ
と
で
詩
情
を
増
大
す
る
と
い
う

山
水
人
物
画
の
発
展
を
促
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
北
宋
の
大
観
的
な
山
水
画
に
お
い
て
自
然
景
全
体
の
広
が
り
に
向
け
ら
れ
て

い
た
画
家
の
関
心
が
、
自
然
の
一
角
で
あ
れ
画
中
人
物
で
あ
れ
、
か
な
り
小
さ
な
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
く
と
き
、
そ
こ
で
は
近
視
的
視

点
が
支
配
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
徽
宗
皇
帝
は
花
鳥
画
に
お
い
て
写
生
を
第
一
義
と
し
た
が
、
写
生
に
は
近
く
か
ら
の
観
察
を
要
す

る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
、
花
鳥
画
に
お
い
て
も
、
山
水
画
と
同
様
近
視
的
視
点
が
支
配
的
と
な
る
。
こ
う
し
た
近
視
的
視
点
の
支

夏珪様式試論

配
的
な
状
況
に
お
い
て
、
山
水
画
ハ
山
水
人
物
画
も
含
め
て
）
で
は
、
近
景
志
向
・
形
体
へ
の
関
心
は
つ
よ
く
な
り
、
近
景
の
明
瞭
な
形

体
が
固
有
に
も
つ
質
感
の
描
写
が
う
ま
れ
る
。
山
水
画
に
お
い
て
岩
腐
の
固
有
に
も
つ
質
感
を
あ
ら
わ
す
斧
勢
織
の
出
現
が
、
期
を
一
に

し
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
近
視
的
視
点
の
支
配
的
な
状
況
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
郭
照
に
代
表
さ
れ

る
主
山
を
中
心
と
す
る
整
然
と
し
た
北
宋
華
北
山
水
画
の
空
間
構
成
は
崩
壊
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

〈
制
面
）

宣
向
宗
朝
の
紹
興
年
聞
の
二
十
年
代
ハ
一
一
五

O
l
一
一
五
九
）
に
復
興
さ
れ
た
南
宋
画
院
は
、
そ
う
し
た
徽
宗
皇
帝
の
改
革
運
動
に
お

一
一
五



一
一
六

け
る
詩
画
一
致
の
理
念
に
も
と
づ
く
絵
画
制
作
を
継
承
・
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
み
た
夏
珪
画
に
お
け
る
近
景
志
向
・
形

体
へ
の
関
心
と
い
う
特
色
も
、
徽
宗
朝
の
岡
院
か
ら
ひ
き
つ
が
れ
て
き
た
院
体
山
水
画
の
一
面
を
継
承
す
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
夏
珪
が
と
り
も
な
お
さ
ず
院
体
山
水
画
の
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
夏
珪
は
、
江
南
山
水
岡
の
同
家
で

も
な
く
、
華
北
山
水
画
の
画
家
で
も
な
く
、
ま
ず
は
じ
め
に
南
宋
院
体
山
水
画
家
で
あ
る
。

四

夏
珪
が
ま
ず
第
一
に
南
宋
院
体
山
水
画
家
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
す
る
と
き
、
さ
き
に
分
類
し
た
甲
乙
丙
三
グ
ル
ー
プ
の
様
式
上
の
差

異
は
、
い
か
に
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
甲
乙
丙
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
代
表
と
し
て
「
風
雨
舟
行
図
」
・
「
山
水
十
二
景
図
巻
」
・

「
漢
山
清
遠
凶
巻
」
を
と
り
あ
げ
て
論
を
す
す
め
た
い
。
ま
ず
、
三
作
品
ひ
と
し
く
南
宋
院
体
山
水
幽
で
あ
り
、
「
風
雨
舟
行
図
」
は
南
宋

院
体
山
水
画
に
お
け
る
江
南
山
水
画
的
な
も
の
、
「
漢
山
清
遠
図
巻
」
は
南
宋
院
体
山
水
闘
に
お
け
る
華
北
山
水
画
的
な
も
の
で
あ
り
、

「
山
水
十
二
景
図
巻
」
は
折
衷
的
な
も
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
江
南
山
水
画
は
、
南
宋
画
院
が
江
南
地
方
の
臨
安
（
杭
州
）

に
存
在
し
、
当
時
の
画
院
奉
職
者
は
夏
珪
を
ふ
く
め
江
南
出
身
者
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
華
北
山
水
画
は
李
唐
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
宋
の
南
渡
に
と
も
な
っ
て
北
宋
の
徽
宗
画
院
か
ら
南
宋
初
期
の
高
宗
画
院
へ
復
院
し
た
山
水
両
家
た
ち
の
存
在
に
よ
っ
て
、
南

宋
院
体
山
水
闘
の
中
に
継
承
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
夏
珪
の
よ
う
に
山
水
画
を
専
門
と
す
る
画
院
岡
家
は
、
皇
帝
・
皇
后
ら
の
多
岐

に
わ
た
る
要
請
に
応
じ
て
制
作
す
る
た
め
、
当
然
な
が
ら
多
面
的
な
画
技
の
習
取
が
必
要
と
な
る
。
江
南
山
水
画
的
な
も
の
も
華
北
山
水

画
的
な
も
の
も
注
文
に
よ
っ
て
描
き
わ
け
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
同
じ
江
南
的
モ
チ
ー
フ
を
描
く
「
風
雨
・
舟
行
図
」

と
「
山
水
十
二
景
図
巻
」
の
「
煙
堤
晩
泊
」
景
と
の
聞
に
み
ら
れ
た
様
式
上
の
差
異
は
、
多
面
的
な
画
技
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。
そ

れ
は
時
聞
に
と
も
な
う
個
人
様
式
の
変
遷
を
し
め
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
夏
珪
の
個
人
様
式
の
変
遷
は
、
南
宋
院
体
山
水

画
の
特
色
を
よ
り
深
め
て
い
く
方
向
、
す
な
わ
ち
、

よ
り
近
景
志
向
・
形
体
へ
の
関
心
を
つ
よ
め
て
い
く
方
向
で
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な



い
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
す
る
と
甲
よ
り
乙
を
へ
て
丙
へ
、
す
な
わ
ち
「
風
雨
舟
行
図
」
か
ら
「
山
水
十
二
景
図
巻
」
を
へ
て
「
漢
山
清

遺
図
巻
」
へ
と
い
う
推
移
を
し
め
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
推
移
に
と
も
な
う
各
モ
チ
ー
フ
の
描
写
の
変
化
を
た
ど
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に

な
る
。「

風
雨
舟
行
図
」
に
お
い
て
丸
味
を
帯
び
た
土
披
の
形
体
は
、
「
山
水
十
二
景
図
巻
」
で
は
角
張
っ
た
屑
平
な
形
体
と
な
り
、
「
襟
山
清

遠
図
巻
」
で
は
土
披
と
い
う
よ
り
は
岩
塊
と
い
う
べ
き
巨
大
化
し
た
方
硬
な
形
体
と
な
る
。
こ
の
推
移
の
聞
に
岩
膚
の
描
写
は
、
湿
潤
な

大
気
と
密
着
し
た
水
気
の
多
い
墨
面
か
ら
、
そ
こ
に
毅
擦
が
く
わ
え
ら
れ
、
さ
ら
に
大
気
か
ら
遊
離
し
た
明
瞭
性
の
も
と
で
、
岩
膚
の
も

つ
固
有
の
質
感
を
描
写
す
る
大
小
の
斧
勢
毅
へ
と
転
化
す
る
。

潤
葉
樹
の
樹
葉
は
、
「
風
雨
舟
行
図
」
で
は
点
描
風
の
タ
ッ
チ
の
集
積
し
た
塊
り
と
し
て
形
体
性
を
も
つ
が
、
「
山
水
十
二
景
図
巻
」
で

は
塊
り
が
解
体
し
て
形
体
性
は
う
す
れ
、
「
漢
山
清
遠
図
巻
」
で
は
樹
枝
か
ら
分
離
し
て
散
在
し
、
形
体
性
は
う
し
な
わ
れ
る
。
こ
の
推

移
に
と
も
な
い
、
樹
葉
の
形
体
性
は
し
だ
い
に
う
し
な
わ
れ
て
い
く
が
、
形
体
性
を
も
っ
モ
チ
ー
フ
は
澗
葉
樹
の
樹
葉
か
ら
角
張
っ
た
属

平
な
土
披
・
う
ね
る
よ
う
な
岩
塊
で
さ
ら
に
巨
大
な
断
崖
・
奇
峰
群
の
山
容
へ
と
変
じ
て
、
し
だ
い
に
巨
大
化
し
て
お
り
、
形
体
へ
の

関
心
は
つ
よ
ま
っ
て
い
く
。
「
麓
山
清
遠
図
巻
」
に
お
い
て
澗
葉
樹
は
形
体
性
に
欠
け
て
い
る
も
の
の
、
「
風
雨
舟
行
図
」
の
澗
葉
樹
と
こ

と
な
り
、
墨
調
を
い
か
し
た
律
動
的
な
調
和
を
与
え
る
と
い
う
あ
ら
た
な
機
能
を
も
っ
て
全
体
に
寄
与
し
て
い
る
。

以
上
の
夏
珪
の
個
人
様
式
の
変
遷
の
推
進
力
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
近
景
志
向
・
形
体
へ
の
関
心
を
深
め
て
い
く
と
い
う
夏
珪
が
も
っ

夏珪様式試論

て
い
る
志
向
性
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
志
向
に
と
も
な
っ
て
よ
り
江
南
山
水
闘
的
な
も
の
か
ら
よ
り
華
北
山
水
画
的
な
も
の
へ
と
い
う

外
観
上
の
変
化
が
お
こ
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
江
南
山
水
画
は
気
象
と
い
う
剃
那
的
で
永
続
す
る
形
体
を
も
た
な
い
モ

チ
ー
フ
を
表
現
対
象
と
す
る
た
め
、
形
体
を
も
っ
モ
チ
ー
フ
を
な
る
べ
く
遠
視
的
に
と
ら
え
て
形
体
の
も
つ
明
瞭
性
を
陵
昧
に
し
、
そ
の

酸
昧
さ
の
相
対
的
変
化
と
黒
調
の
変
化
の
中
で
気
象
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
中
で
夏
珪
が
近
景
志
向
・
形
体
へ
の
関
心
を
深
め
そ

の
志
向
性
を
顕
在
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
、
夏
珪
画
は
、
す
で
に
江
南
山
水
画
の
世
界
と
は
相
入
れ
な
い
方
向
、
す
な
わ
ち
華
北
山
水

一
一
七
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画
的
な
も
の
へ
結
果
的
に
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
山
水
十
二
景
図
巻
」
か
ら
「
漢
山
清
遠
図
巻
」
へ
と
い
た
る
華
北
山
水
画
的
様
相
の
発
展
に
は
、
李
唐
画
の
受
容
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
「
山
水
十
二
景
図
巻
」
に
お
け
る
巨
大
な
岩
塊
の
モ
チ
ー
フ
や
斧
場
数
の
存
在
は
、
李
唐
画
受
容
の
初
発
性
を

し
め
し
、
「
漠
山
清
遠
図
巻
」
で
、

李
唐
画
研
究
の
成
果
が
十
分
に
う
か
が
え
る
こ
と
は
さ
き
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。

李
唐
筆
「
山
水
図
」
双
幅
〈
高
桐
院
〉
〔
図
7
〕
と
「
漢
山
清
遠
図
巻
」
と
を
比
較
す
る
と
、
外
観
上
近
似
す
る
も
の
の
、

は
か
な
り
の
様
式
上
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
高
桐
院
本
は
、
左
右
の
両
幅
を
あ
わ
せ
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
幅
の
山
水
画
の
体
裁
を
な

し
か
し
な
が
ら

両
者
の
聞
に

す
と
い
う
離
合
山
水
画
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
左
右
を
合
わ
せ
み
る
と
き
、
画
面
中
央
に
は
巨
大
な
主
山
が
出
現
す
る
。
こ
こ
で
は
依

然
と
し
て
空
間
の
中
心
に
主
山
を
据
え
よ
う
と
す
る
意
識
が
つ
よ
く
、
整
然
と
し
た
空
間
構
成
が
保
持
さ
れ
て
い
る
。

一
方
「
漠
山
清
遠

図
巻
」
で
は
、
巨
大
な
断
崖
・
奇
峰
群
は
さ
ら
に
近
視
的
視
点
で
と
ら
え
ら
れ
空
間
構
成
は
破
綻
し
て
い
る
。
こ
の
様
式
上
の
差
異
は

「
漫
山
清
遠
図
巻
」
が
時
間
的
に
み
て
高
桐
院
本
「
山
水
図
」
か
ら
と
お
い
、
夏
珪
の
活
躍
期
の
末
期
、
十
三
世
紀
の
前
半
に
位
置
す
る

こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
李
唐
を
契
機
と
し
て
夏
珪
が
華
北
山
水
画
へ
傾
斜
を
つ
よ
め
て
い
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
北
宋
初
め
に
、
巨

（

泊

〉

然
が
李
成
を
契
機
に
江
南
山
水
画
か
ら
華
北
山
水
画
へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
こ
と
に
先
限
を
み
る
。
た
だ
し
、
華
北
山
水
画
と
江
南
山
水

画
が
対
極
的
に
対
峠
し
て
い
た
北
宋
初
め
に
お
け
る
巨
然
の
変
貌
に
く
ら
べ
れ
ば
夏
珪
の
変
遷
は
南
采
院
体
山
水
画
と
い
う
枠
内
に
お
け

る
小
さ
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
念
頭
に
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五

最
後
に
夏
珪
画
の
も
つ
い
く
つ
か
の
問
題
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
南
宋
院
体
山
水
画
に
お
け
る
李
唐
、

ひ
い
て
は
華
北
山
水
画
の
後
継
者
と
し
て
の
夏
珪
の
山
水
画
様
式
が
最
も
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
海
山
清
遠
図
巻
」
を

い
か
に
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
『
図
絵
宝
鑑
』
で
は
李
唐
の
後
継
者
と
し
て
た
た
え
、
『
画
継
補
遺
』
で
は
南
宋
院
体
山
水
画
凋
落
の
象



徴
と
い
う
。
『
画
継
補
遺
』
は
夏
珪
画
の
い
か
な
る
面
を
と
ら
え
て
そ
の
よ
う
に
酷
評
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ハ

uv

戸
田
禎
祐
氏
は
、
『
画
継
補
遺
』
に
よ
っ
て
夏
珪
と
同
様
に
酷
評
さ
れ
た
牧
総
と
関
係
づ
け
て
解
釈
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。
『
画
継
補
遺
』

ハお）

は
牧
絡
を
評
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

僧
法
常
、
自
ら
牧
渓
と
号
す
。
普
く
龍
虎
・
人
物
・
麗
雁
・
雑
画
・
枯
淡
山
野
を
作
る
も
誠
に
雅
玩
に
あ
ら
ず
。
僅
に
僧
房
道
舎
に

て
以
て
清
幽
を
助
く
る
べ
き
の
み
。

戸
田
禎
祐
氏
は
、
夏
珪
画
風
の
代
表
と
し
て
「
風
雨
舟
行
図
」
を
と
り
あ
げ
ら
れ
、
荘
粛
の
夏
珪
・
牧
絡
に
た
い
す
る
酷
評
は
、
輪
郭

線
に
依
存
し
な
い
墨
の
グ
ラ
デ
l
シ
ョ
ン
を
中
心
と
す
る
画
風
に
た
い
す
る
否
定
に
発
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
解
釈
で
は
と

け
な
い
い
く
つ
か
の
問
題
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
李
唐
の
後
継
者
と
し
て
の
夏
珪
の
立
場
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に

模
写
し
や
す
い
華
北
山
水
画
と
模
写
し
に
く
い
江
商
山
水
画
と
の
二
面
的
対
立
関
係
の
な
か
で
、
南
宋
院
体
山
水
画
と
い
う
特
定
の
様
式

は
い
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
夏
珪
は
南
宋
院
体
山
水
画
家
で
あ
り
、
牧
駅
間
は
院
体
と
無
縁
で
あ
る
。
ま
た
牧
紛
ら
と
同

じ
く
水
墨
技
法
を
駆
使
し
、
水
龍
を
え
が
い
て
は
「
変
化
隠
顕
の
状
を
得
、
空
に
具
体
を
作
る
」
と
評
す
る
『
画
継
補
遺
』
の
陳
容
の
条

ハお）に
、
酷
評
の
文
句
が
一
切
な
い
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
を
提
起
し
た
観
点
か
ら
す
る
と
、
『
画
継

補
遺
』
に
は
、
墨
の
グ
ラ
デ
1
シ
ョ
ン
を
中
心
と
す
る
画
風
に
対
し
て
、
も
と
も
と
酷
評
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ

る
。
『
画
継
補
遺
』
の
夏
珪
批
判
は
、
じ
つ
は
李
唐
ひ
い
て
は
華
北
山
水
画
の
後
継
者
と
し
て
の
夏
珪
に
む
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
何
故
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
『
画
継
補
遺
』
を
著
し
た
荘
粛
の
何
た
る
か
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

夏珪様式試論

荘
粛
は
、
元
初
の
大
収
蔵
家
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
。
華
北
山
水
画
の
伝
統
に
つ
い
て
の
見
識
を
備
え
た
鑑
識
家
で
あ
る
。
靖
康
の
変

（
一
一
二
七
）
に
よ
っ
て
徽
宗
皇
帝
の
宣
和
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
っ
た
膨
大
な
量
の
華
北
山
水
画
の
名
品
は
金
箪
に
持
ち
去
ら
れ
、
し
か

も
金
草
は
南
宋
時
代
に
華
北
の
地
を
領
有
し
た
た
め
、
華
北
山
水
画
の
正
統
な
画
技
・
画
風
は
金
に
継
承
さ
れ
、
元
時
代
に
な
っ
て
李
郭

派
の
復
古
運
動
へ
と
展
開
す
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
も
と
で
荘
粛
の
収
集
は
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
周
密
の
『
雲
姻
過
眠
録
』
巻

一
一
九
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O

ハ
日
制
》

下
に
華
北
山
水
画
の
優
作
を
そ
ろ
え
た
荘
粛
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
記
載
し
て
い
る
。
中
に
は
「
明
昌
題
」
と
い
う
金
の
内
府
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
流
出
し
た
作
品
も
み
ら
れ
る
。
華
北
山
水
画
の
正
統
な
流
れ
に
た
い
し
て
認
識
の
ふ
か
い
こ
の
よ
う
な
荘
粛
の
限
に
、

夏
珪
が
李
唐
を
学
ん
で
描
い
た
華
北
山
水
画
的
な
る
も
の
が
、
如
何
様
に
映
じ
た
か
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
「
海
山
清
遠
図
巻
」
は
、

近
視
的
視
点
が
と
ら
れ
る
た
め
に
北
宋
的
な
パ
ノ
ラ
マ
的
視
点
が
消
失
し
、
各
景
観
の
視
点
は
め
ま
ぐ
る
し
く
上
下
に
振
幅
し
て
い
る
点

は
さ
き
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
空
間
構
成
全
体
の
破
提
は
、
荘
粛
の
酷
評
を
被
っ
て
も
や
む
を
え
ま
い
。
そ
れ
は
「
浅
山
清

遠
図
巻
」
を
み
る
と
き
我
々
が
感
ず
る
当
惑
と
も
相
通
じ
て
い
る
。

「
漠
山
清
遠
図
巻
」
に
は
い
く
つ
も
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
ほ
ぼ
全
容
を
写
し
た
模
本
が
二
つ
存
在
し
て
い
る
。

一
つ
は
「
山
水
長
巻
」
ハ
林
宗
毅
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
〉
で
あ
る
。
模
写
時
に
お
け
る
芸
術
性

一
つ
は
先
に
あ
げ
た
フ
リ
ア
本
「
山
水
長
巻
」
、

の
低
下
は
否
め
ず
、
両
者
の
模
写
の
性
格
も
こ
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
両
者
に
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
模
写
に
際
し
て
余
白
部
を
少

な
く
し
て
画
巻
を
縮
め
、
近
景
の
巨
大
な
モ
チ
ー
フ
を
な
る
べ
く
近
景
よ
り
後
方
の
空
間
全
体
の
広
が
り
の
中
心
へ
と
移
し
て
視
点
の
上

下
の
振
幅
を
小
さ
く
し
、
北
宋
華
北
山
水
画
的
な
パ
ノ
ラ
マ
的
視
点
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
明
時
代
以
降
の
模
本
で
あ
る
も
の
の
、
模
写
に
際
し
て
近
視
点
視
点
の
支
配
か
ら
の
が
れ
る
た
め
に
、
北
宋
の
華
北
山
水
画
的
空
間
構

成
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
点
は
、
荘
粛
の
も
っ
て
い
た
北
宋
の
華
北
山
水
画
の
空
間
構
成
に
た
い
す
る
認
識
と
共

通
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
夏
珪
の
「
漠
山
清
遠
図
巻
」
に
お
け
る
南
宋
院
体
山
水
画
と
い
う
特
定
の
様
式
の
梓
枯
の
強
さ
を
象

徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

夏
珪
の
「
漠
山
清
遠
図
巻
」
に
み
ら
れ
る
、
北
宋
華
北
山
水
画
の
も
つ
厳
格
な
三
次
元
的
空
間
構
成
の
崩
壊
と
い
う
現
象
こ
そ
、
馬

遠
・
夏
珪
を
頂
点
と
し
て
形
式
化
の
度
合
い
を
ふ
か
め
て
い
く
後
期
の
南
宋
院
体
山
水
画
に
と
っ
て
は
、
も
っ
と
も
理
解
し
や
す
い
華
北

山
水
画
の
手
本
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
状
況
を
最
も
よ
く
し
め
す
も
の
が
、
元
時
代
に
馬
遠
・
夏
珪
を
学
ん
だ
と
い
う

孫
君
沢
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
南
宋
院
体
山
水
画
凋
落
の
契
機
は
、
荘
粛
の
日
評
し
た
よ
う
に
、
南
宋
院
体
山
水
画
家
と
し
て
、
近



景
志
向
・
形
体
へ
の
関
心
を
つ
よ
め
て
い
っ
た
夏
珪
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

最
後
に
馬
夏
派
の
並
称
の
意
味
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
本
稿
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
夏
珪
は
純
然
た
る
山
水
両
家
で
あ
り
、
山
水
人

物
画
を
専
ら
と
す
る
馬
遠
と
は
性
格
を
具
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
夏
珪
の
他
人
様
式
の
変
選
に
と
も
な
い
馬
遠
風
の
松
樹
が
多
く
え
が

ま
た
岩
膚
に
斧
塘
織
を
多
く
も
ち
い
る
点
な
ど
、
外
観
上
は
夏
珪
幽
の
馬
遠
副
へ
の
接
近
と
も
い
え
よ
う
。
戸
田

禎
祐
氏
の
指
摘
さ
れ
た
模
写
行
為
に
よ
る
．
馬
遠
化
だ
け
で
な
く
、
夏
珪
の
個
人
様
式
の
変
選
の
な
か
に
、
両
者
の
両
風
の
接
近
す
る
原
因

か
れ
る
よ
う
に
な
り
、

は
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
み
て
き
た
夏
珪
の
個
人
様
式
の
変
選
は
一
つ
の
試
論
で
あ
る
。
今
日
ま
で
夏
珪
画
と
の
伝
承
を
疑
問
視
す
る
向
き
も
あ
っ
た

「
換
山
清
遠
図
巻
」
を
、
夏
珪
様
式
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
税
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
で
、
李
唐
の
後
継
者
と
し
て
の
夏
珪
、
荘
粛
『
両
継

補
遺
』
の
夏
珪
批
判
に
た
い
し
て
、
一
つ
の
解
釈
を
示
し
て
み
た
。
本
稿
で
は
あ
え
て
各
々
の
作
品
に
つ
い
て
、
原
作
か
模
本
か
の
議
論

を
避
け
て
き
た
。
有
力
な
伝
承
作
品
で
あ
る
以
上
は
、
模
本
で
あ
っ
て
も
か
な
り
原
両
の
様
式
を
保
持
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

守？？語、J 」ノ」ノ制、

夏珪様式試論

と
も
に
『
瓜
茄
』
二
号
・
一
九
三
四
年
、
『
古
拙
愁
眉
』
（
一
九
八
二
年
・
み
す
ず
書
房
〉
所
収
。

『
宝
雲
』
第
十
四
冊
・
一
九
三
五
年
、
『
古
拙
愁
眉
』
所
収
。

ω
E
N
g
r・
同
ハ
巳
－

E

出
払
凶
穴

g
a
mロ
仏
子
。
〉
一
口
乱
。
同
回
目

n
ω
q
r
z
ω
oロ
任
命
門
口

ωロロ
m・3
2
H
V
S
S
E－口問
ω
o
ご
r
o
H口件。円
S
E
E
m－
ω司
自
国

U
S
E
S

O
ロ
の
『
宮
市
白
骨
句
曲
目
豆
町
四
・
吋
釦
一
同
vo
－－
H
由
叶
N
・

（4
）
『
国
華
』
九
三
一
号
・
一
九
七
一
年
。

（
5
）
『
ミ
ュ
l
ジ
ア
ム
』
三
人
O
号
・
一
九
八
二
年
。

（6
）
明
時
代
以
降
の
著
録
か
ら
、
夏
珪
に
は
長
巻
形
式
の
作
品
も
多
か
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
悶
み
に
腐
鵠
『
南
宋
院
闘
録
』
巻
六
夏
珪
条
で
は
、

「
夏
爵
玉
山
水
長
巻
、
巻
高
二
尺
余
、
其
長
五
丈
有
奇
（
略
）
」
。
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「
夏
珪
渓
山
無
尽
図
、
匹
紙
所
画
、
其
長
四
丈
有
限
ハ
略
）
」
。

「
夏
珪
江
山
清
遠
図
、
絹
本
、
其
長
十
丈
（
略
）
」
。

「
夏
面
問
玉
長
江
万
里
図
、
長
二
丈
四
尺
（
略
〉
」

な
ど
が
著
録
さ
れ
て
い
る
。

〈7
〉
中
国
美
術
論
者
叢
刊
『
画
継
・
画
継
補
遺
』
、
一
九
六
三
年
、
人
民
美
術
出
版
社
。

（8
〉
画
史
叢
書
口
、
文
史
哲
出
版
社
。

（9
〉
夷
門
広
股
所
収
。

（
ω〉
『
武
林
旧
事
』
巻
六
・
諸
色
伎
芸
人
・
御
前
画
家
条
、
知
不
足
斎
議
書
所
収
。

（H
）
鈴
木
敬
『
中
国
絵
画
史
中
之
一
（
南
宋
・
遼
・
金
）
』
一
九
八
四
年
、
吉
川
弘
文
館
、
貫
一
五
六
。

（
ロ
〉
『
図
絵
宝
鑑
』
巻
四
王
介
条
、
同
巻
五
孫
君
沢
条
・
張
遠
条
。

（M
M
）
明
代
に
は
斡
寧
王
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
阪
元
（
一
七
六
回
｜
一
八
四
九
）
、
清
末
に
景
賢
の
手
に
わ
た
り
、
明
治
四
十
四

年
（
一
九
一
一
）
『
国
華
』
第
二
八
五
号
に
「
景
賢
所
蔵
宋
元
書
闘
冊
」
と
題
し
て
紹
介
さ
れ
、
そ
の
後
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
所
蔵
と
な
る
。

（U
H

）
渡
辺
明
義
氏
は
、
本
図
が
元
来
櫛
淵
八
景
の
う
ち
の
逮
捕
帰
帆
図
に
あ
た
る
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
渡
辺
明
義
注
凶
前
掲
論
文
。

（
mu
「
風
雨
舟
行
図
」
と
同
様
な
様
式
上
の
特
色
を
も
っ
夏
珪
画
に
、
手
鑑
昨
季
耕
園
〈
文
化
庁
〉
に
お
さ
め
ら
れ
た
山
水
図
が
あ
る
。
画
面
中
央
に
「
夏

圭
」
と
判
読
し
う
る
落
款
が
あ
る
。
紙
枚
の
都
合
で
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
注
記
し
て
お
き
た
い
。

（Mm〉
本
図
と
図
様
・
画
風
を
同
じ
く
す
る
作
品
に
「
江
頭
泊
舟
図
」
（
静
嘉
堂
文
庫
〉
が
あ
る
。
東
博
本
「
山
水
図
」
と
「
江
頭
泊
舟
図
」
を
比
較
す

る
と
、
東
博
本
が
表
現
に
す
ぐ
れ
て
お
り
「
江
頭
泊
舟
凶
」
は
後
模
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
渡
辺
氏
は
「
江
頭
泊
舟
図
」
を
写
し
た
探
幽
縮
図

に
お
い
て
、
余
白
が
画
面
左
側
へ
広
が
っ
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
、
「
江
頭
泊
舟
図
」
・
東
博
本
「
山
水
図
」
の
現
状
は
、
両
面
左
側
を
切
断
さ
れ
た

結
果
で
あ
る
と
の
見
解
を
し
め
さ
れ
た
。
渡
辺
明
義
注
凶
前
掲
論
文
。
現
状
に
お
い
て
不
自
然
さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

各
モ
チ
ー
フ
と
空
間
全
体
と
の
一
体
性
が
希
薄
な
た
め
、
余
白
が
白
々
と
し
た
無
意
味
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

（
げ
〉
戸
田
禎
裕
「
中
国
絵
画
に
お
け
る
形
態
の
伝
承
一
｜
模
写
の
特
殊
性
に
つ
い
て
｜
」
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
五
十
七
冊
、
一
九
七
二
年
。

（
時
）
高
士
奇
『
江
村
鋪
夏
録
』
〈
康
照
三
十
二
年
、
一
六
九
三
序
）
の
著
録
に
よ
る
。
腐
鴇
『
南
宋
院
画
録
』
巻
六
所
収
。
函
巻
の
後
ろ
に
は
、
元
の

部
享
貞
（
二
ニ

O
九
｜
一
四

O
ふ
〉
、
明
の
嘉
靖
四
十
一
年
（
一
五
六
二
）
の
モ
穀
祥
（
一
五

O
一
｜
一
五
六
人
）
、
明
末
の
天
麿
七
年
（
一
六
二

七
〉
の
董
其
昌
〈
一
五
五
五

l
一
六
三
人
）
、
清
の
王
蜜
（
一
六
一
一
一
一
一
｜
一
七
一
七
）
、
清
末
の
光
緒
三
十
二
年
（
一
九

O
ニ
〉
の
程
聴
葬
の
あ
わ
せ



夏珪様式試論

て
五
践
が
つ
い
て
い
る
。
伝
来
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
奥
村
伊
久
良
注
川
前
掲
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
現
状
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

O
年
よ
り
ア
メ
リ
カ
と
日
本
で
展
覧
さ
れ
た
中
国
絵
画
展
の
カ
タ
ロ
グ
に
お
け
る
マ
ー
ク
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
氏
の
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。

念切
Hの司、
H，
U
J円
Z
〉
ω叶，回一
ω
O
Hり
の
回
目
Z
開

ω何
回
M

〉
H
Z吋
H
Zの
3

吋
r
o
の
o－unHFO
ロ
。
同
門

Z
z
m］田口口の白－
rqa〉
長
宮
田
宮

5
0
E
5・保田口白血田

口
骨
子
ロ
ロ
仏
、
H

，Z
Q
2－S
L
冨

5
2
s
o同
〉
『

p
g
g・

マ
l
p
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
氏
は
、
宋
の
鑑
蔵
印
を
「
美
霞
清
玩
之
宝
」
と
判
読
さ
れ
、
理
宗
の
皇
后
謝
道
清
（
一
二

O
八
l
一
二
八
三
）
の
も
の
と

比
定
さ
れ
た
。
本
図
の
来
歴
は
、
南
宋
末
の
理
宗
朝
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ω〉
紙
本
一
画
・
巻
子
装
、
竪
二
八
・
五
セ
ン
チ
、
横
五
二
五
・
八
セ
ン
チ
。
ェ

l
ル
大
学
本
は
景
観
と
題
字
の
内
容
が
一
致
す
る
。
考
察
の
便
宜
上

図
4
で
は
、
景
観
に
相
当
す
る
題
字
を
附
し
た
。

（
却
）
後
ろ
に
明
初
の
洪
武
十
一
年
（
一
三
七
八
）
の
陳
川
と
明
初
の
平
顕
の
二
践
が
あ
る
。
問
中
に
は
、
乾
隆
題
詩
が
あ
る
。
来
歴
に
つ
い
て
は
、
奥

村
伊
久
良
注
凶
前
掲
論
文
に
く
わ
し
い
。

（
幻
〉
旧
伝
は
馬
遠
筆
「
翁
山
行
遊
図
巻
」
で
あ
っ
た
。
絹
本
墨
画
着
色
・
巻
子
装
・
竪
六
四
・
二
セ
ン
チ
、
横
一
二
七
六
・
四
セ
ン
チ
、
フ
リ
ア
本
の

図
様
か
ら
原
状
を
想
定
す
る
と
現
状
よ
り
約
一
・
五
倍
長
い
画
巻
で
あ
っ
た
。
鈴
木
敬
一
編
『
中
国
絵
画
総
合
図
録
』
第
一
巻
、
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ

編
、
一
九
八
二
年
、
東
大
出
版
会
。
東
、
洋
文
化
研
究
所
番
号
日
〉
ロ
ム
お
ま
た
鈴
木
敬
氏
は
「
渓
山
清
遠
図
巻
」
の
中
程
断
崖
の
景
に
お
い
て
、

切
り
つ
め
の
あ
る
可
能
性
を
し
め
さ
れ
て
い
る
。
鈴
木
敬
『
中
国
絵
画
史
』
中
之
一
（
南
宋
・
遼
・
金
〉
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
、
武
一
四
八

i
一
四
九
。

〈
匁
〉
絹
本
墨
画
・
巻
子
装
、
竪
一
三
・
九
セ
ン
チ
、
横
二
ハ
一
・
二
セ
ン
チ
。

（
お
〉
絹
本
墨
画
・
巻
子
装
、
堅
四
九
・
八
セ
ン
チ
、
横
二

O
九
・
六
セ
ン
チ
。

（M
）
紙
本
墨
画
・
巻
子
袋
、
竪
ゴ
一

0
・
三
セ
ン
チ
、
横
四

0
0
・
四
セ
ン
チ

（
お
〉
曽
布
川
寛
「
五
代
北
宋
初
期
山
水
画
の
一
考
察
｜
剃
浩
・
関
全
・
郭
忠
恕
・
燕
文
責
」
『
東
方
学
報
』
京
四
九
・
一
九
七
七
年
参
照
。

（
お
〉
絹
本
墨
画
・
掛
幅
装
・
竪
九
七
・
九
セ
ン
チ
、
横
四
三
・
九
セ
ン
チ
。
（
各
幅
共
〉
「
李
唐
画
」
の
落
款
が
左
幅
の
樹
叢
上
方
に
あ
る
。

（
幻
〉
李
唐
同
研
究
の
推
移
を
知
る
う
え
で
つ
ぎ
の
三
つ
の
論
文
が
重
要
で
あ
る
。

島
問
修
二
郎
「
高
桐
院
所
蔵
の
山
水
画
に
つ
い
て
」
『
美
術
研
究
』
一
六
五
号
・
一
九
五
二
年

閉山一
n
E
E－
∞
〉
m
Z
E〉剛山、『
ε
円
、
．
－
吋
・
白
ロ
問
問
ロ
円
ご
Y
命

r白押印’
S
F
m百円山凹円山田】
2
3
H，rm
切
ロ
江
口
問
問
。
ロ
ヨ
ロ
岡
田
N
Z
P
冨
ロ
可
】
由
叶
N
・

鈴
木
敬
「
李
唐
の
南
波
・
復
院
と
そ
の
様
式
変
造
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
（
上

γ
（
下
）
『
同
輩
』
一

O
四
七
号
・
一

O
五
三
号
、
一
九
八
二
年
。 一

九
八

一一一



一
二
四

李
唐
は
は
じ
め
宣
和
国
院
に
奉
職
し
、
宣
和
六
年
〈
一
一
二
四
〉
五
十
歳
の
頃
、
車
円
緑
山
水
の
「
万
整
松
風
図
」
（
台
北
国
立
故
宮
博
物
院
〉
を

描
い
た
。
靖
康
の
変
〈
一
一
二
七
年
〉
に
際
し
南
波
し
、
高
宗
の
紹
興
年
聞
に
南
宋
岡
院
に
復
院
し
一
一
五

0
年
代
、
八
十
歳
頃
に
水
墨
の
高
桐
院

本
「
山
水
図
」
を
描
い
た
。
李
唐
の
山
水
画
は
十
二
世
紀
後
半
に
お
け
る
南
宋
岡
院
の
山
水
画
に
お
け
る
指
導
様
式
で
あ
り
、
夏
珪
ら
に
と
っ
て
華

北
山
水
薗
と
接
す
る
窓
口
で
あ
っ
た
。

（
お
）
『
国
華
』
八
五
三
号
、
一
九
六
三
年
、
米
沢
嘉
因
解
説
。

（M
U
）
『
国
華
』
一
九
三
号
お
よ
び
『
文
人
間
粋
編
』
第
二
巻
「
董
源
・
巨
然
」
一
九
七
七
年
、
中
央
公
論
社
、
図
回
解
説
。

（
ω）
戸
田
禎
桔
注
間
前
掲
論
文
。

（
剖
）
鈴
木
敬
「
画
学
を
中
心
と
し
た
徽
宗
画
院
の
改
革
と
院
体
山
水
画
様
式
の
成
立
」
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
十
八
冊
、
一
九
六
四
年
。

（
招
）
鈴
木
敬
注
間
前
掲
論
文
。

（
お
〉
巨
然
は
、
は
じ
め
董
源
を
学
ん
だ
が
、
南
唐
滅
亡
の
後
、
後
主
李
漫
に
従
っ
て
宋
の
都
作
京
に
下
り
そ
こ
で
李
成
を
学
ん
だ
。

〈
斜
〉
戸
田
禎
祐
注
間
前
掲
論
文
。

（
お
）
『
函
継
補
遺
』
巻
上
・
牧
駅
間
条
。

（
鉛
）
『
画
継
補
遺
』
巻
上
・
陳
容
条
。

（
幻
）
『
雲
煙
過
眼
録
』
巻
下
「
荘
萎
塘
蔵
」
条
。

（
叩
叫
）
絹
本
墨
画
淡
彩
・
巻
子
装
、
竪
五
五
・

0
セ
ン
チ
。
鈴
木
敬
氏
編
『
中
国
絵
悶
総
合
図
録
』
第
四
巻
、
日
本
筋
E
、
寺
院
・
個
人
、
一
九
八
三
年
、

東
大
出
版
会
。
東
洋
文
化
研
究
所
番
号

ι
E由
｜
0
0叶

（
お
〉
戸
田
禎
祐
注
間
前
掲
論
文
。

本
稿
で
掲
載
し
た
図
版
の
う
ち
次
の
も
の
は
出
版
物
よ
り
複
写
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

図
1

「
風
雨
舟
行
図
」
（
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
〉
『
水
墨
美
術
大
系
』
第
二
巻
「
李
唐
・
馬
遠
・
夏
珪
」
一
九
七
四
年
講
談
社

図
2

「
山
水
図
」
（
東
京
国
玄
博
物
館
〉
『
水
墨
美
術
大
系
』
第
二
巻
「
李
唐
・
馬
遠
・
夏
珪
」
一
九
七
四
年
講
談
社

図
5

「
渓
山
清
遠
図
巻
」
〈
台
北
国
立
故
宮
博
物
院
〉
『
故
宮
名
両
三
百
種
』
一
二
一
九
五
九
年
台
北
国
立
故
宮
博
物
院

図
6

「
瀦
湘
臥
遊
図
巻
」
〈
東
京
国
立
博
物
館
）
『
宋
元
の
絵
画
』
一
九
六
二
年
便
利
堂

図
7

「
山
水
図
」
（
高
桐
院
）
『
水
墨
美
術
大
系
』
第
二
巻
「
李
唐
・
馬
遠
・
変
政
」
一
九
七
四
年
講
談
社

図
8

「
山
水
図
」
（
個
人
蔵
）
『
文
人
画
粋
編
』
第
二
巻
「
苗
源
・
巨
然
」
一
九
七
七
年
中
央
公
論
社

図
9

「
山
水
図
」
（
個
人
蔵
）
『
文
人
画
粋
編
』
第
二
巻
「
董
源
・
巨
然
」
一
九
七
七
年
中
央
公
論
社

図
日
「
江
山
小
景
図
巻
」
（
台
北
国
立
故
宮
博
物
院
」
『
宋
画
精
華
』
中
巻
一
九
七
五
年
学
習
研
究
社


























