
逸

格

の

藝

術

中

田

勇

次

郎

は

じ

め

に

 

中

国
の
書
画

の
歴
史

の
あ
と

を
た
ど

る
と

き
、
お

よ
そ

魏
晋

の
こ
ろ
か

ら
、
南

北
朝

を

へ
て
、
唐

の
前

半

期
、

ほ
ぼ
盛
唐

の

こ
ろ
ま

で

の

時

期
と

、

盛
唐

の

こ
ろ
か

ら
、
安
史

の
乱

を
境

と
し

て
、

晩
唐

五
代
、

さ
ら

に
宋

元

以
後

明
清

に
お

よ
ぶ
ま

で
の
時
期

に
、
大

き

く

二
分
し

て
考

え
る

こ
と
が

で
き

る
。

か

り

に

こ
れ
を
前

期
、

後

期

と

よ
ぶ

こ
と
と
す

る

と
、

前

期
は
概

し

て
典

型
的

な
理

想

主
義

の
時
代

で
あ

り
、
後

期
は
個

人
的

な

自
由

主
義

の
発
展
し

た
時
代

と
見

る

こ
と

が

で
き

よ
う
。

そ

の
後

期

に
お

い

て
は
、
書

に
お

い

て
は
唐

の
玄

宗
朝

の
こ
ろ
か

ら
張

旭
、

顔
真

卿
と

い
う
よ

う
な
、

革
新

派

の
書

が
起

っ
て
く
る

し
、
画

に
お

い

て
も

ほ
ぼ
同

じ

こ
ろ
か
ら

王

維

を
祖
と

仰
ぐ

文
入
画

が

お

こ
り
、
水

墨
の
山
水

が

は
じ

ま

っ
て
く

る
。

呉
道
子

な
ど

も
こ

の
間
に
出

た
特

異
な
画

人
と
し

て
見
る

こ
と
が

で
き

よ
う
。

さ
ら

に
め
ず

ら

し

い
画
入

と
し

て
は
、

賀
知
章

、

張
志

和
、

王
黙

な
ど

と

い
う
よ

う
な
常

格
か

ら
逸
脱

し
た

画
人
が

あ

ら
わ

れ

て
く

る
。

こ
う

い
う
唐

の
後
半

期

に
お

こ

っ
た

書
画

い
ず

れ

に
も
見

ら
れ

る
、

一
種

の
革
新

的

で
も
あ
り
常

格
か

ら

逸
脱

し

た
人
た

ち
を

基
本
と

し
て
、

や
が

て

書
画

の
創
作

的
な
芸
術

の
分

野
が
開

か
れ

て
ゆ
く

。

こ
れ
ら

の
新

し

い
傾
向

の
中

で
、
と

く

に
特

色

の
あ

る
要
素

と
し

て
考

え
ら
れ

る

の
は

、
わ
れ

わ
れ

が
書

画

に
お

い

て
、

逸
格

と
よ
ん

で
い
る
と

こ
ろ

の
書
画

家

の
存

在

で
あ
り
、

こ

こ

で
は
こ

の
逸

格

の
意

義

に

つ
い

て
、

書
画

の
発
展

の
歴

史

の
あ

と
を
追

い
な
が

ら
考

え

て
み
よ
う

と

思

う

の
で
あ

る
。

嚇

魏

晋

文

人

の

逸

気

中

国
に

お
い

て
文
芸

が

起

っ
て
く

る

の
は

、
漢
末

か
ら

魏

晋

の

こ
ろ
で
、

る
と

と
も

に
、

文
学

論

も
起

っ
て
く

る
。
魏

の
文

帝

の

「
典
論
」

の
中

に
、

逸

格

の

藝

術

こ

の
こ
ろ

に
は
、
文
学

で

は
五
言

詩
が
盛

ん

に
な

り
、

詩

を
賦
す

る
詩

人
が

あ
ら
わ

れ

て
く

文

を
論

じ

て

「
文

は
気
を

も

っ
て
主
と

な
す
」

と

言

っ
た

の
も
、

そ

の

一
つ
の
あ
ら

わ
れ

で

弔



逸

格

の

藝

術

あ
る
。
書

で
は
、
漢
末

に
張
芝
が
出
て
、
草
書
の
新
し
い
体
を
は
じ
め
る
。
魏
で
は
鍾
縣
が
あ
ら
わ
れ
、
銘
石
書
、
章
程
書
、
行
押
書
の
三
体
を
よ
く
す
る
。
東
晋
に
な

る
と
王
義
之
父
子
が
、
従
来

の
書
体
に
新
し

い
風
気
を
加
え
て
こ
れ
を
完
成
し
、
当
時
の
貴
族
の
間
に
書
が
流
行
し

て
、
未
曽
有
の
盛
況
を
呈
す
る
。
画
で
は
、
呉
の
曹

弗
興
、
晋
の
顧
榿
之
が
あ
り
、
と
く
に
顧
榿
之
は
書

の
王
義
之
と
な
ら
ん
で
第

一
の
称
が
あ
る
。

お
よ
そ
書
画
を
学
ぶ
も
の
は
、
ま
ず
、
何
よ
り
も
魏
晋
を
も

っ
と
も
貴
ぶ
べ
き
も

の
と
す
る
。
こ
れ
は
こ
の
時
代
が
、
文
芸
の
勃
興
に
お
い
て
も

っ
と
も
い
ち
じ
る
し

い
進
展
を
来
し
た
か
ら
で
あ
る
。
漢
代
の
儒
教
主
義
が
く
ず
れ

て
、
老
荘
思
想
に
傾
き
、
や
が

て
ま
た
山
水
思
想
に
す
が
た
を
変
え
て
ゆ
く
、
も
の
の
美
し
さ
に
つ
い
て

の
感
受
性
が
、
よ
う
や
く
洗
錬
さ
れ
て
、
う

つ
く
し

い
詩
、
う

つ
く
し
い
書
、
う

つ
く
し
い
画
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
鑑
賞
眼
も
進
ん
で
く
る
。

こ
の
魏
晋
の
こ
ろ
の
士
大
夫

の
気
風
に
お
い
て
、
多
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
、

一
種

の
放
縦
な
逸
脱
性

で
あ
る
。
は
じ
め
は
老
荘
思
想

の
流
行

に
と
も
な
い
、
清
談
が
行

わ
れ
、

の
ち
に
は
山
水
に
遊
ん
で
、
そ
の
静
寂
さ
の
な
か
に
生
命
を
見
出
す
も

の
も
あ
ら
わ
れ
る
。
道
教

の
信
仰
が
広
ま
る
に
つ
れ
て
、
服
薬
養
生
の
術
に
と
ら
わ
れ
る

も

の
が
多
く
、
酒
を
飲
ん
で
、
自
我
を
忘
却
し
て
、
虚
無
の
世
界
に
遊

ぶ
。
礼
教

に
反
揆
し
て
世
俗
を
厭

い
、
権
勢
を
白
眼
視
す
る
。
名
誉
も
な
く
、
罪
悪
も
な
く
、
空

談
に
専
念
し
、
我
癖
は

つ
よ
く
、
ひ
た
す
ら
自
恣
縦
逸
に
生
き
る
こ
と

に
つ
と
あ
る
。
世
説
新
語
の
任
誕
篇
と
簡
傲
篇
に
は
こ
の
間
の
こ
の
種
の
人
物
に

つ
い
て
多
く

の

逸
事
を
伝
え
て
い
る
。

院
籍
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
入
物
で
あ
る
。

こ
こ
ろ
み
に
そ

の
伝
の

一
節
を
見
る
に
、

あ
ら

「
玩
籍

は
、
容
貞

は
壊
傑

、

志
気
は
宏

放
、
傲

然
と
し

て
独
得
す

。

任
性
は

不
蕪

、
而

し

て
喜
怒

は
色

に
形
わ

さ
ず
、
或

は
戸
を

閉
し

て
書
を
視
、

月

を
累

ね

て
出

で

ず

、
或

は
山

水

に
登
臨
し
、

日
を
経

て
帰

る
を

忘
る
。

群

籍

を
博
覧

し

、
尤

も
老
荘

を
好

む
。

酒
を
嗜

み

、

よ
く
囎

く
。

弾
琴

を

よ
く
し
、

そ

の
意

を
得

る

に
当

っ
て

は
、
忽
ち

形
骸
を

忘
る
。
時

の
人
は
多
く

こ
れ
を
凝

と

い

う
」

と
あ
る
。

魏

晋

の
士
大
夫

の
逸
脱
性

を
知

る

の
に
、

も

っ
と
も
近

い
方
法

は
、

そ
の
飲
酒
を

愛
す

る

一
面
を

見
る

こ
と

で
あ

る
。

晋

の
劉
伶

は
、

i
酒
徳
頗
」

を
作

っ
た

の

で
知

ら
れ

て

い
る
人
物

で
あ
る
が
、

天
地
を

わ
が
家
と

し
、

房

室
を

わ
が
衣

服
と
し
、

礼
法
を
無

視
し
、

虚
無

に
生

き
た
と

い
う
。

院
籍

は
、
歩
兵
校

尉

に
な
れ

ば
、
厨

中

に
酒

三
百

石
が

あ

る
と
聞
き
、

た
だ

ち

に
歩
兵

を
志
願

し

た
。

胸
中

の
藩
塊

は
、
酒

を
も

っ
て

こ
れ
を

澆

い
だ

と

い
う
。

玩
成

は
、
馬

に

の

っ
て
酔

っ
ぱ

ら

っ
て
よ
り

か
か

る
さ
ま

が
、

船

に
の

っ
て
波

浪

の
中

を

ゆ
く

が
ご
と
く

で
あ

っ
た

と
い
う
。

山
涛

は
、

飲
酒

八
斗

に
至

っ
て
は
じ
め

て
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酔

う

た
と

い
う
。
準
卓

は
、

片
手

に
蟹

蟄

(
か

に
の
は
さ

み
)

を

も
ち
、

片
手

に
酒
盃
を

さ
さ
げ
、

酒

池

の
中

を

泳
ぎ

ま
わ
れ

ば

一
生

足
れ

り
と
し

た

と

い
う
。

陶
淵

明

は
、

酔

え
ば

つ
ね

に
石

上

に
臥
し

、
名
づ

け

て
酔

石
と

称

し

た
と

い
う
。

酒

の
逸
事

は
な

お
限
り

が
な

い
が

、

こ
れ
ら

の
人

々
の
飲

酒

ぶ
り
を

見

て
も
、

い
か

に
そ

の
超
脱

し

て
い
た
か

が
推
し

は
か

ら
れ

る
。

後
世

、
書

画
を

つ
く

る
人

々
が
、

つ
ね
に
魏
晋

の
人

々

を
敬
盛

す

る

の
は
、

こ
の
時
代

の
自

由
な
放

縦

な
気
風

の
な
か

か
ら
、

新
し

い
文
芸

を
生

み
だ
す

こ
と
が

で
き

た

こ
と
、

ま
た
、

そ

の
よ
う

な
脱

俗
し

た
人
物
が

あ
ら

わ

れ

て
、

多
く

の
風
流

な
逸
事

を

の

こ
し

て
い

る

こ
と
、

そ
し

て
、
書

と
画

の
よ

い
作

品
、

と
く

に
す
ぐ

れ
た

王

義

之
と
か

顧
榿

之
が
あ

ら
わ
れ

て
、

そ
の
薫
散

な
風

格

の

高
さ

を
示
現

し

て
い
る

こ
と
に
よ

る
も

の
と

お
も

わ
れ

る
。
魏

晋

の
士
大
夫

の
逸
脱

性

は
後
世

に
大
き

な
足
跡

を

の
こ
す

こ
と

と
な

っ
て
ゆ
く
。

魏
晋

と

い
え
ば

時
代

も
占

く
、
今

日
、
そ

の
当
時

の
真

蹟
を

見

る

こ
と

は
ほ
と

ん
ど
な

い
。

わ
ず

か

に
、

鍾
翻

、

王
義
之
、

献
之

そ

の
他

の
書

の
捌
模

本

や
法

帖

は
伝

来

す

る
が
、
魏

晋

の
こ
ろ

の
名

士
、

た
と
え
ば

竹
林

七
賢

(翫

籍
、
稜

康
、

山
涛
、

向
秀
、

劉
伶
、

院

成

、
王

戎
)

な
ど

の
書

の
伝

わ
る
も

の
は
な

い
。

し
か

し
、
唐

宋

の

こ
ろ

に
は
、

な

お
伝
わ

る
も

の
が

あ

っ
た

ら
し
く
、

評

伝

の
な
か

に
そ

の
書
評

を
う
か
が

う

こ
と
が

で
き

る
も

の
が

あ

る
。

唐

の
寳
泉

な
ら
び

に
寳
蒙

の
述
書

賦
並
び

に
注

の
な
か

に
、
山
涛

に

つ
い
て
、

「
巨
源

(山
涛

の
あ

ざ

な
)

の
正
書
は
朴

略

で
余
り
あ

り
、

翰
を
染

め

て
築
を
忘

れ
、

情

を
寄

せ

て
魚

を
得

た
り
」

、
と
評

し

て
い
る

の
は
、
素

朴

で
簡

略

で
あ
り
、
虚

心

に
書

か

れ
て

い
る

こ
と

を
言

っ
て
い
る

よ
う

で
あ

る
。
張

懐
罐

の

【
書

断
」

に
、
梧

康

の
書
を
評

し

て
、

一
叔
夜

(稽
康

の
あ
ざ

な
)

は
書
を

よ
く
し

、
草
製

(草

書

の
作

品
)

に
妙
な
り

。

そ

の
体
勢

を
観

る

に
、

こ
れ

を
自
然

に
得
、

意

は
筆
墨

に
在
ら

ず

。

高
逸

の
士

の
、
布
衣

に
在

り
と

い
え
ど
も
、

傲
然

の

色
あ

る
が
ご

と
し
。

ゆ
え

に
、

不

測

の
淵

に

臨

み
、

人

を
し

て
意
、
清

か

ら
し
め
、

万
劔

の
岩

に
登
り
、

自
然

に
し

て
意
、

遠
か

ら
し
む

」
と

い
う
。

こ
れ

に
よ
る
と
、

樒

康

の
書

は
自
然

の
体
勢

を
な
し

て
、
筆

墨

に
と
ら

わ
れ
る

こ
と

な
く
、

よ
く
情

意

の
あ
ら
わ

れ
た
書

で
、
一口同

逸

の
布
衣

の
す
ぐ

れ
た

気
格
を

備
え

て
い
た

こ
と
が
想
像

さ
れ

る
。

「
述
書
賦

」

に
も
、

「
樒

康

の
書

は

、
精

光
、
人

を
照

ら
し
、

気
格
、

雲
を
凌

ぎ
、

力
、
巨

石

を
挙

こ

げ
、

芳
、

衆
芳

に
遍

ゆ
」

、

と
言

っ
て
い

る
の
も

、

そ

の
書

の
高

さ
を
よ

く
言

い
あ
ら
わ
し

た
も

の
と

見

ら
れ

る
。
劉

伶

に

つ
い
て
も
、

宋

の
薫

迫

の

「
広

川
書

践
」

に

「
長
安

の
李

丞
緒
が
晋

七
賢
帖

を
得

た
。

劉
伶

の
書

は
尤

も

怪
誰

な
り
」

と
評
し

て
い
る
。

竹
林

の
七

賢
は

い
ず

れ
も

み
な
書

を
よ
く

し
た

で
あ

ろ

う
し
、

そ

の
書

は
、

こ
れ
ら

の
評
語

か
ら
考

え

て
、

そ
の
人
物

そ

の
ま
ま

の
逸

脱
し

た
も

の

で
あ

っ
た

で
あ

ろ

う
と

思
わ
れ

る
。

逸

格

の

藝

術

一3一



逸

格

の

藝

術

晋
人
の
真
蹟
に
も

っ
と
も
潜

心
し
た
の
は
宋
の
米
帝

で
あ
る
。
か
れ
は
、
李
珀
が
王
胎
永

の
家
か
ら
入
手
し
た
晋
賢
十
四
帖
を
観
て
、
そ
の
超
脱
し
た
晋
人
の
書
風
に

心
酔
し
て
い
る
。
か
れ
が
晋
武
帝
の
書
を
見
て
、
そ
の
気
象
が
太
古

の
入
の
ご
と
く
で
、
自
然
淳
野

の
質
が
あ
る
こ
と
を
称
し
て
い
る

(宝
晋
英
光
集

八
)

の
に
よ

っ
て

も
、
ほ
ぼ
そ
の
書
風
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

魏
か
ら
両
晋
に
か
け
て
の
真
蹟

の
伝
わ
る
も

の
は
、
き
わ
め
て
稀
で
あ
り
、
と
り
わ
け
高
逸

の
士
と
し
て
知
ら
れ
た
竹
林

の
七
賢

の
書
が
伝
わ

っ
て
お
れ
ば
、

上
記
の

よ
う
な
書
評
に
あ
た
る
も

の
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
と
想
わ
れ
る
。
晋
の
南
渡
し
て
か
ら
の
貴
族

の
書
は
、

二
王
に
蔽
わ
れ
て
、
風
流
才
子
薫
散
名
人
と
よ
ば
れ
た
、
灘
洒

な
風
格
の
も
の
が
主
要
と
な
る
。
竹
林
七
賢
の
よ
う
な
気
骨

の
あ
る
人
物
は
、
東
晋
に
は
か
え

っ
て
少
な
く
、
風
流
生
活
の
な
か

に
ひ
た
り
き

っ
た
文
雅
な
貴
族
た
ち
が

多
く
を
占
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
王
義
之
の
書
が
世
に
も
て
は
や
さ
れ
る
ま
え
に
、
気
骨
の
あ
る
野
性
味
を
帯
び
た
古
風
な
書
の

一
類
の
も
の
が
あ

っ
た
の

で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
魏
晋
の
人

の
逸
気
と
は
言
う
も
の
の
、
そ

の
間
に
は
、
七
賢

の
よ
う
な
気
象
の
き
び
し
く
高
い
も

の
と
、
東
晋
に
栄
え
た
王
義
之

の

一
族

の
よ

う
な
灘
洒
な
神
仙

の
よ
う
な
風
格
の
も
の
と
が
あ
り
、

こ
れ
が
後
世
の
人
々
の
敬
慕
す
る
魏
晋

の
人
物
像

の
な
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
す
が
た
と
な

っ
て
そ
の
反
映
が
あ
ら

わ
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

書

画

一

体

論

こ
こ
で
は
書
画
を
併
せ
て
論
じ
よ
う
と
す
る
の
で
、
中
国

で
は
古
く
か
ら
書
画
は

一
体

で
あ
る
と

い
う
説
が
あ
る
こ
と
に
あ
ら
か
じ
め
注
目
し
て
お
き
た
い
。
唐

の
張

彦
遠
の

「
歴
代
名
画
記
」

に
、

「
書
画
は
異
名

に
し
て
同
体
な
る
こ
と
を
知
る
」
と
あ
る
。
書
は
本
来
、
絵
画
的
な
表
現
に
よ

っ
て
成
り
立

つ
も
の
で
あ
る
。
絵
画
的
と

い
う
の
に
具
象
的
な
表
現
と
抽
象
的
な
表
現
と
が
あ
り
、
具
象
的
な
表
現
と
い
う

の
は
、
象
形
文
字
、
例
え
ば
日
月
と
い
う
た
ぐ
い
で
あ
り
、
抽
象
的
な
表
現
と
い
う
の

は
、
指
事
文
字
、
例
え
ば
上
下
と
い
う
た
ぐ
い
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
会
意
文
字
と
形
声
文
字
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
と
も
に
二
字

の
合
成
か
ら
成
る
も

の
で
、
第

二
次

的
な
発
生
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
文
字
の
創
製
の
基
本
は
要
す
る
に
具
象
と
抽
象
を
併
せ
た
絵
画
的
な
表
現
に
あ
る
。

そ
こ
で
、

文
字

の
生
成
が

絵
画
に

基
づ
く
と
こ

ろ
か
ら
、
書
画
は
異
名

に
し

て
同
体
と
い
う
こ
と
を
言
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
書
と
画
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
機
能
を
異
に
す
る
。

よ

っ
て
、

「
書
は
意
を
あ
ら

わ
し
、
画
は
形
を
あ
ら
わ
す
」

(名
画
記
)
と
言
う

の
で
あ
る
。

書
は
意
の
表
現
な
る
が
ゆ
え
に
、
梁

の
庚
肩
吾
の

「
書
品
」

に
お
い
て
は
、
書

の
優
劣
上
下
を
品
等
す
る
に

つ
い
て
、
天
然
と
工
夫
の
二
つ
の
面
を
分

っ
て
、
そ
の
調
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和

の
す

が
を

見

て
、
判

断

を
下
し

て

い
る
。

書
は
天
然

と

工
夫

の

二
面

に
よ

っ
て
、

心
意

の
表

現
を

す

る
か
ら

で
あ

る
。

画

は
、

こ
れ

に
対
し

て
、

斉

の
謝
赫

の

一
古
画

品
録
L

に
、

六
法
を

掲
げ

て
、

一
、

気
韻

生
動

、

二
、

骨

法

用
筆
、

三
、
応

物
象

形
、

四
、
随

類
賦

形

、

五
、
経

営
位
置

、
六
、

伝
模

移
写
と

い
う
。

画

は
六

朝
時

代

で

は
入
物

を
主

と
し

た
た
め
、

生
命

の
あ

る
も

の
を
え
が

く

が

た
め

に
、

気
韻

生
動

と

い
う

こ
と

が
も

っ
と
も

大

切

で
あ

っ
た
わ

け

で
あ

る
。
後

世

に
な
る

と
、

気
韻
説

は

も

っ
と
思
想

的

に
高
度

の
も

の
を
意

味
す

る

よ
う

に
な
る

が

(
宋

の
郭

若
虚

の

「
図

画
見

聞
誌
」

に
、

気

韻

は
師

に
よ
る

に
非
ず

と
し
、

山ロ陶
雅

な
人
品

の
発
現
と
す

る
)
、

六

朝

で
は
ま
だ

そ
れ

ほ
ど

ま

で
に
は
至

っ
て
い
な

い
よ
う

で
あ

る
。

画

に
は
書
と

こ
と

な

っ
て
、
写

生

と
か

彩
色

と
か
構

図
と
か

模
写

と

い
う

よ
う

な

こ
と

が

必
要
な
条

件

と
し

て
加

え
ら
れ

る
。
従

っ
て
書

の
場
合

と
は
異

な

っ
て
い
る
。

た
だ
、

書
と

画

の
共
通

す

る
と

こ

ろ
は
、

骨
法

と
用
筆

に
あ
り
、

こ
の
点

で
は
た
し

か

に
書
画

一
体

と

言

う

こ
と
が

で
き

る
。

よ

っ
て
名

画

記

に
は
ま
た
、

"
骨

気
と

形
似
と

は
と
も

に
立
意

に
本

づ

き
、

用
筆

に
帰

す

る
か

ら

こ
そ
、
画

の
エ
み
な
も

の
は
多

く

書
を
善
く

す

る

の

で
あ

る
」
と

い
う

の

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
、

そ

の
源

流

に
お

い

て
は
、

と
も

に
絵

画

的
な
る
が

ゆ
え

に
、

書

と
画
と

は
同
体

で
あ

る
と

言

う

こ
と

が

で
き

る
が
、

書
は

そ
の

の
ち

、

書
体

を
形
成

し
、

整

理
さ
れ

た
筆
画

に

よ

っ
て
、

安
定

し

た
形
を
と

る

よ
う

に
な
り

、
さ

ら

に
、

時
代

の
変

遷
と

と

も

に
、

そ

の
書
体

は
象
隷

楷

へ
と
移
行

し

て
ゆ
く
。

か

た
わ
ら
、

ま

た
、
略

体

の
草
書

や
章

草

を
生
じ

、
さ

ら

に
装

飾
的

な

雑
体

を
も

発
生
す

る

よ
う

に
な
る
。

こ
れ

と

平
行

し

て
、

整

理
さ
れ
た

一
定

の
字
形

に
も
と

つ
く

精
密

な
書

の

基

礎
点

画

の
技

法
が

発
達
し

て
ゆ
く

。

こ

の
よ
う

に
な
る

と
、

源
流

で
は

一
体

で
あ

っ
た
画
か

ら

は
、

も

は
や
大

き

い
距

離
を

へ
だ

て

て
し
ま

っ
て
、

後
世

の
整
理
さ
れ

た
字

体

か
ら

は
、
も

と

の
画

の
よ
う

な
文

字

を
想
像
す

る

の
も

困
難
を

感
ぜ

し
め

る
も

の
と

な

っ
て

い

る
。

こ
れ

に
対
し

て
、
画

の
方

は
、
形

を
あ

ら
わ
す

こ
と

を

目
的

と
し

て

い
る

の
で
、

形
態
、

色
彩

、
構

図
、

模
写

な
ど
を

加
え

る

こ
と

に
よ
り
、

ま
た

別

の
発
達
を

と
げ

て
ゆ
く

こ
と
と

な
る
。

書

は
意

を

主
と
す

る
の

で
、

精
神

的
な

面
を

大
き
く

あ

ら
わ
す

こ
と
が

で
き

る
。

い
き
お

い
、

そ

の
精
神

を

理
解
す

る

こ
と

に
困
難

を

生
ず

る

こ
と
も

あ
り

、
親

し

み

難

い
性
質

を
も

っ
て
い
る
。
画

が
形

態

や
彩
色

や
構
図

に

よ

っ
て
直
接

的

に
訴
え

る
も

の
を
も

っ
て

い

て

理
解

し

や
す

い
の
と
は

異

る

こ
と

が
あ

る
。

た
だ

し
、

書

に

も
、

草
書

と
か
雑
体

飛

白

な
ど

の
よ

う

に
、

絵

画
的

な
要

素

を
も

っ
て

い
る
面
も

あ

る
の

で
、

い
く

ら

か

で
も
造

形

に
近

づ
く

こ
と

は
で
き

る
。

書

に

一
筆

書
が

あ
り
、

画

に
も

ま

た

一
筆

画
が

あ
る

の
で
、

書
画

は
同
体

で
あ

る

と

い
う
考

え
か
た

は
、
六

朝

の
貴

族

の
問

に

行
わ

れ

て
い
た
遊

戯
的

な
も

の
で
、

こ
れ
だ

け

で
た

だ
ち

に
書
画

を
同
体

と

す

る
わ
け

に
は

ゆ
か

な

い
が
、

画

に
た
く

み
な

人

は
書
を
も

よ
く

す

る
と
言

う
よ
う

に
、

骨

法
用

筆

の
上
か
ら

は
、
書

画

は
共
通
す

る
接
点

を
も

っ
て
い
る
と

逸

格

の

藝

術

一5一
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逸

格

の

藝

術

言

う

こ
と
は

で
き

る

で
あ

ろ
う
。

現

に
後

世

に
お

い
て
も

、
書

の
象

隷

や
八
分
、

飛
白
、
草

書

の
筆
法

を

画

の

一
部
分

に
応

用
し

て
い
る
例

(趙
孟
頬

の
論

画
、
何

九
思

の
論
画

に
説
が
あ

り
、

後
世
、
鄭

板
橋

な
ど
も

こ
の
法

を

用

い
た
)

も
あ

り
、

こ

の
性
質

を
裏
付

け

て
い

る
。

し
か
し

、
本
質

的

に
は
、
書

は
意

の
表

現

で
あ
り
、
画

は

形

の
表

現

で
あ

っ
て
、
両

者

は
分
離
し

た
も

の
と
し

て
見

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

た
だ
、

書

は
詩

文
を

体
質
と

し

て
い
る

の
で
、

画

の
も

っ
て
い
な

い
も

の
が
あ

り
、

こ
れ

に
よ

っ
て
画

を
補

う

こ
と

が

で
き

、
ま
た

、
画

に
は
書

の
も

っ
て
い

な
い
も

の
が

あ

っ
て
、

や
は
り

ま
た
書

を
補

う
こ
と
が

で
き
る

と

い
う

点
か

ら
、
書

画
を
併

せ

る

こ
と

に
よ

っ
て

、
芸

術
上

の
作

品

の
効
果

は

一
そ
う
完

全

に
な

る
。
東

洋

で
は

唐
代

に
お

こ

っ
た

文
人

た
ち

に
よ

っ
て
、

書
と
書

の
体
質

を

な
す
詩

文
と
画

と

い
う
も

の
が

、
た

が

い
に

結
び

つ
き
な
が

ら
、

発
達
し

て
ゆ
く

形
を
と

る
よ

う
に
な

っ
て

ゆ
く
。

こ
れ
は
先

に
述

べ
た
よ

う
な
書
画

の

一
体

化
と

い

う

の
で
は
な
く

て
、

い
わ
ゆ

る
書

と
詩

と
画

の

三
絶

の
連
契

と
し

て
あ
ら
わ

れ

て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

書
画

の
品
第

に
お
け

る
逸
格

中

国

に
お

い
て
は
、
六
朝

時
代

に
、
文
芸

の
作

家
や
作

品

の
優
劣

上
下
を
品

評
す

る

の
に
、

い
わ
ゆ

る

九
品

の
方
法
を
用

い
て
い
る
。
斉
梁

の
こ
ろ

に
は
、
と

く
に

こ

れ
が

流
行

し
た
。
詩

で
は
鍾
蝶

の

「
詩

品
」

が
あ

り
、

書

で
は
庚
肩
吾

の

一
書

品
L

が
あ
り

、
画

で
は
謝

赫

の

「
古

画
品
録
」

が
あ

る
。
唐
代

に
は
、

六
朝

の
品

評
を
う

け

て
、
文
芸

に
お
け

る
優
劣

上
下

の
品
評
が
行

わ
れ

る
が

、

そ

の
方
法

は
、

よ
う

や
く
変
化

を
来

し

て

い

る
。

そ
れ

は
従
来

の
上
中

下
九
品

の
ほ
か

に
、
逸

と
か
神

妙
能

と

い
う
よ

う
な
格
づ

け
を
行

っ
て
い
る

こ
と

で
あ

る
。

こ

こ
で
は
と

く
に
、
逸

と

い
う
格
づ

け

に

つ
い

て
、

そ
れ
が

ど

の
よ
う

に
使

用
さ
れ
、

ど

の
よ
う

な
意
味

を
も

っ

て
い
る
か
を
考

え

て
見
よ

う
と
思
う
。

お

よ
そ
、

ひ
ろ
く

書

画

の
作

品
の
な
か

で
逸
格

と
よ
ば

れ

て
い
る

も

の
が
、

ど
う
し

て
起

っ
た
か
、

ま
た
ど

の
よ

う
な
意
義

を
も

つ
も

の
で
あ

る
か
を

尋
ね

る
に
あ
た

っ
て
、
ま

ず
、
唐

代

に
お
け
る
逸
格

と

い
う
も

の
を
と

り
あ
げ

て
見

る

こ
と

と
し
た

い
。

唐

の
則
天
武
后

朝

に
出
た
李

嗣
真

に

曲
続
画

品
録
」

が

あ

っ
た
が
、
今

は
伏

し

て
、

わ
ず
か

に

「
歴
代

名

画
記
」

に
侠
文

十

七
条

を
伝

え
る

の
み
で
あ

る
。

品
第

の
形

式
は

上
中

下

三
品

に
依

っ
た

こ
と
は
、
伏

文
中

に
上
品

下

品

の
語
を
多
く

用

い
て

い
る

の
に
よ

っ
て
明
ら

か

で
あ

る
。

た
だ

し
、
逸

品
は

な
い
。
李

嗣
真

は
書

に
関

し

て

「
書
後

品
」
が

あ
り
、

こ
れ

は
現
存
し

て

い
る
。

そ
の
品

第

の
方

法
と
し

て
は
、

逸
を

最
上
位
と

し

て
、

そ

の
下

に
上
中
下

九
品
を
置

い
て
い
る
。
逸

品
と

し

て
掲
げ

て

い
る

の
は
、
秦

の
李
斯

を
小
象

の
第

一
と
し
、

正
草
飛
白

等

の
書

体

で
は
漢

の
張
芝
、

魏

の
鍾
鋭

、

晋

の

王
義
之
、
献

之
を

取
り
、
神

助

に
成

り
、
畷

代

の
絶

作
と

し
、

こ
れ

を
超
然

た
る
逸

品
と

し

て
い
る
。

し
か

し
、

こ
こ

に
掲
げ

て
い
る
張
芝
、

鍾
縣
、

王

歳
之
と

い
う

の

は
、
梁

の
庚

肩
吾

の

「
書

品
」

で
は
上

の
上

に
置

か
れ

て
い
た
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も

の

で
あ
り
、

実
質
的

に
は

上

の
上

と
か
わ

り
は

な
い
。

こ
れ
を
逸

品

に
お

い
た

の
は
、
唐

代

に
な

っ
て
、

こ
う

い
う

書
人
た
ち

を

さ
ら

に
神
格

化
し
、

近
づ

き
難

い
も

の
と

し

て
、

こ
れ
を
特

上
に
お

い

て
逸

品
と
称

し
た
も

の
と

思
わ

れ

る
。

こ
こ

に
は
後

世

の

い
わ

ゆ
る

逸

格

の
意

味
は

な
い
。

開

元
年
間

に
出

た
張
懐

罐

に

「
書

断
」

と

「
画
断
」

が

あ

る
。

「
画

断
」

は
亡
扶

し

て
、

今
、

鞠
歴

代
名

画

記
」

中

に
供

文
四
条

を
伝

え

る

の
み
で

あ
る
。

唐

の
朱
景

玄

の

「
唐

朝
名

画
録
」

の
序

文

に
は
、

張
懐

灌

の

「
画
品
断
」

を

以

っ
て

(
適
用

し

て
の

意
)

神
妙
能

三
品

と
し

て
、

そ

の
等

格

を
定
め

、

そ
れ
を
ま

た
上

中

下

に
分

っ
て

三
と

す
る
、

そ

の
格

外

に
常

法

に
拘

ら
ざ

る
も

の
あ
れ
ば

、
ま

た
逸
品
が

あ
り
、

こ
れ

で
そ
の
優
劣
を

表
し

て

い
る
、
と

い
う
。

こ
の
記
事

は
張

の

「
画

品
断

」

(画
断
)

が
神

妙
能

三
品

に
分
ち
、

さ
ら

に
そ
れ

ぞ

れ
上
中

下

に
分

っ
て

い
た

の
に
基
づ

い
て
朱

氏
が

「
唐
朝
名

画
録
」

を

つ
く

り
、
さ

ら

に
朱
氏
が
格

外

に
逸

品

を
お

い
た

と

い
う
意
味

に
解

せ
ら
れ

る
。

「
書
断
」

は
唐

の
張
彦

遠

の

「
法

書

要
録
」

に
収
め

ら

れ
た
も

の
が

あ

る
。

こ
れ

に
は
、

神
妙
能

三
品

に
よ
り

、
書
体

別

に
品
第

を
行

っ
て

い
る
。

神

品
は

二
十

五
人

を
あ
げ

、
大
集

、

鍮
文
、

小
簾
、

八
分
、
隷

書
、

行
書
、

章

草
、

飛
白
、

草
書

の
各
体

に
分

け

て
い
る

が
、

そ

の
中

に
、

や
は
り
張

芝
、

鍾
孫
、

王
義

之
、

王
献

之
を
配

置

し

て

い
る
。

品

第

の
考

え
方

は
変

っ
て
も

、

そ
の
対
象

と
し

て
い
る
書

人

は
、

上
位

の
も

の
は

い

つ
も

上
位

に
現
れ

て
く

る
。

神

品
と

い
う

の
は
、

入
神

の
境

に
至

っ

た

も

の
、

霊
妙

な

天
臆

に
出

た
も

の
、
人
間

の
技

で
は
到

達

で
き

な

い
も

の
を
言

っ
て
い
る
。

上

の
ヒ

と
し

な

い
で
神

と
し
、

そ
れ

に
次

ぐ
も

の
と
し

て
妙
能

を
配
し

た

の
は
、
神

技
を

強
調
し

た
か

ら

で
あ

ろ
う
と

思
う
。

こ
の
場
合

に
は
逸
品

は
出

て
こ
な

い
。

唐

末

の
朱

景
玄

の

「
唐

朝
名

画
録
」

を
見

る
と
、

こ
れ

に
は
神
妙
能

逸

の
四
品

に
分

っ
て

い
る
。

神

妙

能
は

そ
れ
ぞ
れ

ま
た

上
中

下
に
分

っ
て
い
る
。
逸

は
、
序

文

に

も
あ

っ
た

よ
う

に
格
外

に
あ

っ
て
常

法

に
拘

ら
な

い
も

の
と
し

て
、
特

別

に
設
け
た

品
等

で
あ

る
。

こ

の
神

品

の
上
品

に
は
呉
道

玄
を

あ
げ
、

神
晶

の
中

品
に

は
周

肪
を

あ
げ

、
神
品

の
下

品

に
は
閻
立
本
、

閻

立
徳

等

七
人
を

あ

げ

て

い
る
。

以
下

妙
能

二
品
に
及
び

、
最

後

に
逸

品

と
し

て
あ
げ

て
い
る

の
は
、

王
墨
、
張

志
和
、

李
霊
省

の

い
つ
こ

三
人

で
あ

る
。

こ

の
三
人

に

つ
い
て
は
小

伝
を

記
し

て
い

る
。

"
王
墨

(王
黙
)

と

い
う

の
は
何
許

の
人

な
る
か

を
知
ら
ず

、
ま

た
、

そ

の
名

を
知
ら

ず
。
溌

墨
を
善

く

し

、
山

水
を
画

く
。

時
入

は
故

に
こ
れ
を

王
墨
と
謂

う
。

多

く
江

湖

の
間

に
遊
び

、
常

に
山
水

松
石
雑

樹
を

画
く
。

性
は
多

く
躁
野

に
し

て
、

酒
を
好

む
。
凡

そ
障

に
画

か

ん
と
す

る
と

き
は
、

先
ず

酒
を
飲

み
、
醜
酎

の
の
ち
、

即

ち
墨
を

以

っ
て
揆
す

る
。
或

は
笑

い
或

は

吟
じ
、

脚

は
歴
ま
り
手

は
抹

し
、
或

は
揮

い
或

は
掃
く

、
或

は
淡

く
或

は
濃
く

、

そ

の
形
状

に
随

っ
て
、

山
と

為
し
、

石
と

為

し
、
雲

と
為

し
水
と

為
す
。
手

に
応
じ
、

意

に
随

い
、
條

と
し

て
造
化

の
ご
と

く
、
雲

霞

を
図
出
し

、
風

雨

を
染

成
す
。

宛
も

神
巧

の
ご
と
く
、

術

し

て
観

る

に
、

そ

の
墨
汚

の
迩

を

見
ず

。

皆
、
奇
異

と
謂

う

べ
し
」

と

い
う
。

王
墨
は

ど

こ

の
人
か

わ
か

ら
ず
、

そ

の
姓

名
も

わ

逸

格

の

藝

術

一7一
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逸

格

の

藝

術

か

ら
な

い
と

い
う

の
は
、
晋

の
陶

淵
明

の
五
柳

先
生
伝

に

倣

っ
た
か

の
よ
う

で
あ
る
。
水

墨
山
水

を
よ

く

し
、

溌
墨

の
法
を

は
じ
め
た

と

い
う
。

酒
を
愛

し

て
、

陶
酔

し

て
画

を
え
が
き
、

意

の
ま
ま

に
自
然
を

写
し
た

と

い
う
。

こ
れ
が

、

こ
の
人
物

の
特
長
と

な

っ
て
い
る
。

「
歴
代
名

画

記
」

に
言
う
王
黙

は
、

「
項
容
を

師
と
し

、
風
顛

酒
狂
、
松

石
山
水

を
え
が

き
、
高

奇
さ

に
は
乏
し

い
が
、

流
俗
も
亦

か
れ
を

好

ん
だ
。

酔
後

、
頭
髪

を
墨

に
ひ
た

し

て
絹

画
を

つ
く
る

に
至

っ
た
」

と

い
う
。

こ
の
王
墨

と
は
、

あ
る

い
は
同

一
人
物

の
よ
う

で
あ
る
。

ま

た
王
治

と
い
う

の
も
同

一
人
物

で
あ
る

と
い
わ
れ

る

(図

絵
宝

鑑
巻

二
)
。

ま
た
、
李

霊
省

は
、

「
落

托

に
し

て
拘
検

せ
ず
。

長
く

山

水
を
画

く
を
愛

す
。

一
障

を
図

す
る
こ

と

に
、

そ

の
欲

す
る
と

こ
ろ
に
非
ず

ん
ば
、

即
ち

強

い
て
為
さ
ざ

る

な

り
。

た
だ
、

酒
を

以

っ
て
思

い
を

生
ず
。
傲

然
と
し

て
自
得

し
、

王
公

の
尊

貴
を
知

ら
ず
。
山

水
竹
樹

を

画
く
が
若

き
は
、

皆

一
点

一
抹
、
便

ち

そ
の
象
を
得

た

り
。

物
勢
み
な
自
然
に
出
で
、
或
は
舞

雲
際
を
揮

、
或
は
罐

江
辺
を
為
り
・
非
常
の
体
を
得
て
・
造
化

の
エ
に
符
す
・
品
格
に
拘
ら
ず
・
自
ら
そ
の
趣
を
得
た
り
」
と

い
う
。

こ
の
人
物
も
ま

た
、

放
縦

で
し

ま
り
が

な
く
、
山

水
画

を
よ
く

し
た
が
、

気
が
向

か

な
け
れ
ば
画

か

な
い
。

酒

を
飲

ん

で
は
じ

め

て
発
想

が
わ

い

て
く

る
。

自
ら

山口同
く
持

し

て
王
公
な
ど

の
貴
顕

は
問
題

に
し
な

い
。

そ

の

作
は
造
化

の
た

く
み

の
よ
う

に
自

然

に
成

る
と

い
う
。

品
格

に
拘

ら

な
い

で
、

自
ら
そ

の
趣
を
得

る
と

い
う
か

ら
、
品
第

の
外

に
あ
り
、

ま
さ

に
逸
格

と
言
う

べ
き
人
物

で
あ

る
。

張
志
和
も

ま
た
、

煙
波

子
と
号

し

て
、
常

に
洞
庭

湖

に
漁

釣
し

て

い
た

と

い
う
。

こ
の
人
物
も
、

「
歴

代
名

画
記
」

に
あ

り
、

一
会

稽

の
人
、
性

は
高
適

で
、

拘
検

せ

ず

、
自
ら
煙

波
釣
徒

と
称
し

た
。
玄

真

子
十

巻
を
著

し
た

。
書

迩

は
狂
逸

で
、

自
ら
漁

歌
を

つ
く
り
、

こ
れ

を
画

に
え
が

い
て
、
た

い
そ

う
逸

思
が
あ

っ
た

云

々
L

、

と

い
う
。

こ
れ

も
ま

た
放
縦

さ
に
お

い
て
た
ぐ

い
を
同
じ

く

す

る
も

の
で
あ

る
。

朱
景
玄

は
、

こ
れ
ら

の
三

人

は
画

の
本

法

で
は
な

い
。

故

に
こ
れ
を
目
し

て
逸
品

と
す

る

の
で
あ
る
。
蓋

し
、
前

古
未
だ

こ
れ
有

ら
ざ

る
な
り
、

故

に
こ
れ
を
書

す
と
結

ん

で
い
る
。

宋
代

の
初

に
出

た
黄
休

復

の

湘
益
州
名

画
録
」

に
お

い

て
は
、

益
州
地

方

の
画
入
を

品
第
し

て
、
逸
格

を
は

じ
め
と
し

、
神
妙

能
を

こ
れ

に

つ
づ

け
、

妙
能
は

さ
ら

に

上
中
下

三
点

に
分

っ
て
い
る
。

こ

こ
で
は
逸
格
を

神
妙
能

よ
り
先

に
出
し

て
い
る
と

こ
ろ
が

注
目

さ
れ

る
。

ま
ず
巻

頭

に
逸
格
を

説

い
て
、

「
画

の
逸
格

は
、
最
も

其
れ

僑

し
難
し
。

規
矩

を
方
円

に
拙

に
し
、
精

研
を
彩

絵

に
鄙

に
す
。
筆

、
簡

に
し

て
形
、
具
わ

り
、

こ
れ
を

自

然

に
得

、
楷
模

す

べ
き
な
く

し

て
、
意

表

に
出
づ
。
故

に
こ

れ
を

目
し

て
逸
格

と
日
う

の
み
」
と

い
う
。

そ

の
例

と
し

て
孫
位

一
人
を
掲
げ

て
い
る
。

こ
れ
は
、

形
態

や
色
彩

に
お

い
て

工
細

な
技
巧

を
発
揮
す

る

の
で
は
な
く

、
簡

略

な
筆

で
し

か
も

形

の
具
わ

っ
た
画

き
か

た

で
、
自
然

の

心
を
よ
く
体

得
し

て
、
模

倣

に
陥

ら
な

い

で
、

意

表

に
出

で
常
格

を
脱

す
る
と

い
う
意
味

の
よ

う

で
あ

る
。

自

然

の
心
を
体
得

す

る
点

で
は

馳
唐
朝
名

画
録
」

と

よ
く

似

て
い
る
が
、
筆

簡

に
し

て
形
具
わ

る
と

い
う

の

は
、

そ

の

の
ち
逸

格

に
お
い

て
、

大
き
く

暢
び

て
ゆ
く
特
質

と
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な
る
も

の
で
あ
る
。
簡
略
な
画
法
は
、
す
で
に
呉
道
子
が

こ
こ
ろ
み
た
と
い
う
説
が
あ
り
、
書

の
草
書

の
書
法
が
楷
書
を
簡
略
に
し
た
と
こ
ろ
か
ら
発
想
し
た
と
も
言
わ

れ
る
。
形
の
抽
象
化
、
要
素
化
と
と
も

に
、
そ
の
物
の
性
格
を
表
現
す
る
の
に
も

っ
と
も
よ
い
方
法
と
し
て
、

の
ち

の
文
人
画
に
大
き
く
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

孫
位
の
小
伝
を
記
し

て
い
る
の
に
よ
る
と
、

「
孫
位
は
性
情
は
錬
野
、
襟
抱
は
超
然
、
飲
酒
を
好
む
と
い
え
ど
も
、
未
だ
嘗

て
沈
酩
せ
ず
、
禅
僧

道
士
が
常
に
と
も

に

往
還
す
。
豪

貴
が
相
請
礼
す
る
も
、
少
し
く
慢
な
る
と
こ
ろ
あ
ら
ば
、
た
と
い
千
金
を
贈
る
も
、

一
筆
を
留
め
難
し
。
唯
、
好
事
者

の
時
に
そ
の
画
を
得
る
の
み
」
と

い

と
ら

わ

う
。

ま
た

そ

の
画

法
を

説

い
て
、

「
そ

の
龍
、
祭

え
、

水
、

淘
く

や
、
千

状
万

態
、
勢
、

飛
動

せ

ん
と

欲

す
。

松
石

墨
竹
、
筆

は
精

、
墨

は
妙
、

雄
壮
気

象
、

記
述
す

べ

た
れ

く
み

き

こ
と
な
し

。
天
縦

に
非
ず

ん
ば

、

そ
れ
能
く

せ

ん
や

。
情

は
高
く

、
格

は
逸
、

そ
れ
敦

か

よ
く

こ
れ

に
与
せ

ん
や
」

と

い
う
。

逸

格

の
画
人
が
、

ま
ず

そ

の
天
性

の
人

格

に
特
異

な
性
質

が
あ

る

こ
と
、

酒
を
好

む

こ
と
、

顕

貴

に
お
も

ね
ら

な

い
こ
と
、

そ

の
作

風
が
縦

送

で
及

ぶ
も

の
が

な

い
こ
と

な
ど
、

こ
れ
ら

は
後
世

の
逸
格

画
人

の

性
格

が
、

こ

の

一
人

の
画

人

に
よ
く
備

わ

っ
て
い

る
の

を
見

る

こ
と

が

で
き

る
。

以

上

の
よ
う

に
、

逸
格

は

「
唐
朝

名
画

録
」

に
お

い

て
、
神

妙
能

の
の
ち

に
お
い

て
、

常
法

に
拘

る

こ
と

の
な

い
別
格

の
も

の
と

し

て
取

り
扱

っ
て
い
る
。

「
益
州
名

画
録
」

に
お

い
て
は
、
神

妙
能

の
上

に
逸

品
を

設
け

て

い
る
が
、

こ
れ
も

い
わ
ば

別
格

で
あ

る
が

ゆ
え

に
上
位

に
お

い
た

の
で
あ
る
。

逸
品

を
あ

る

い
は

上
位

に
、
あ

る

い
は

下
位

に
お

い
た

の
は
、

品
第

の
上

で

の
等

差

で
は

な
く
、

そ
の
性
質

の
点

に
お

い
て
、
上

中
下

を

分

つ
こ
と
が

で
き

な

い
か
ら
、
特

別

の
位

地

を
与

え

て
取

り
扱

っ

た
ま

で
の

こ
と

で
あ

る
。

逸

品
は
本
来

、
個

人
的

な
も

の
、
入

間
的

な
も

の
で
、

そ
れ
自
体

が

独
自

に

成
立

し

て
い
る
も

の

で
あ
る
。

そ

の
な
か

に
は
技
術

や
内
容

全
般

に
わ

た

っ
て
、

そ

の
個

人
独

自

の
も

の
を
備

え

て
い
る

こ
と

に
特

色

が
あ
り
、

こ
れ

が

や
が

て
の
ち

の
創

作

的
な
".衣
術
と
し

て
の
本
質
を

論
ず

る
基

礎
づ
く

り
と

な

っ
て

ゆ
く
。
後

世

の
宋
以
後

の
文

人
画
が
、
創

作

芸
術

と
し

て
発
展

し

て
ゆ
く

に

つ
い
て
、

こ

の
逸

品

の
も

つ
特

質

は
き
わ
め

て
大

き
な
意
義

を
も

つ
も

の
で
あ
る
。

唐

五

代

の

逸

格

派

こ

こ
で
、

唐

五
代

の
こ
ろ

の
逸

品

の
書

画
家

を
拾

っ
て
み
る
と
、

書

で
は
、

武
后
朝

の
李

嗣
真

が
、

近
ご

ろ

の
書

人
は
、
師

心
を
も

っ
て
独
往

す

る
、

と
言

っ
て
、

伝

統

の
書

法
か

ら
脱
却

し

て
、

自
分

の
書
を

か

こ
う
と

し

た

人
が
あ

っ
た

こ
と
を

歎
じ

て
い

る

の
は
、

一
面

か

ら
言
え
ば

、

こ
の

こ
ろ
か
ら

、
ま
た
魏

晋

の
人

の
よ
う

な
超

越
逸
脱

し
た

気
風
が

唐
代

に
ま
た
蘇

っ
て
き
た

こ
と
を

想
わ

せ

る
。

玄
宗

朝

に
は
張
旭

が
出

て
、

酒
狂

に
よ

っ
て
大
草

を
か
く

。

と
き

に
は
頭
髪

に
墨
汁

を

ひ
た
し

て
書

い
た
と

伝
え

る
。

画

に
お

け
る
王
黙

も

こ
れ

に
似

た

こ

と
を

や

っ
て

い
る
。

張

旭

の
場
合

は
、

世

上

の
注
視

の
中

に
行

わ
れ
、

や

や
劇
的

な
演
出

を
も

っ
て
行

わ
れ
、

半

逸

格

の

藝

術
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逸

格

の

藝

術

ば

興
行
的

な
感
が

し
な

い
で
も

な

い
が
、

そ

の
逸

脱

の
精

神
は
、

杜
甫

の
詩
、
韓
愈

の
文
な
ど

に
よ
く

理
解

さ
れ

て
、
後

世
狂

逸

の
書

家
と
し

て
の
名

を
留
め

た
。
張

旭

か

ら
は
、
書

法

の
伝

授
を

受
け
た

と
称
す

る
も

の
が

き

わ

め

て
多

い
。

顔

真
卿
も

そ

の

一
人

で
あ
る
が

、

又
別

に

一
家
を

な
し
、

そ

の
人
物
と
書

法

の
独
自
性

に
お

い

て

卓

出
し
た

こ
と

は
周

知

の
と
お
り

で
あ

る
。

張
旭

に

そ

の
ま
ま
倣

っ
た
懐

素
は
、

お

な
じ
く

酒
狂

に
よ

る
大
草

に
長
じ
、

朝

野

の

詩

人
た
ち

に
、

そ

の
美

を

称

讃
さ

れ

た
。

こ
れ

ら

の
人
た
ち
は
、

そ
の
人
物
が

放
縦
超
脱

、

ま
た
特
異

で
あ
り

、
張
、

素

の
よ
う

に
酒

に
酔

う

こ
と

に
お

い
て
作

品

を

つ
く

る

こ
と
、

ま
た
、
折

欽

股
、
屋

漏

痕
、

壁
塀

な
ど
新
し

い
技

法
を
も

っ
て
、
物

象
か

ら

の
自

由
な

発
想

に
書

法
を

見
出
し
、

い
わ

ゆ
る
永

字

八
法

の
よ
う

な
伝
統

的
な
技
法

に
拘
泥

し
な
か

っ
た

こ
と
な
ど

に
お

い
て
、

逸
品

と
し

て
の
特
質

を
よ
く
備

え
た
も

の

と
言
う

こ
と
が

で
き
る
。

懐
素

に

つ
い

で
、

高

閑
と

い
う
人
物
も

、

狂
草

を
よ
く
し

、

韓

愈

の

「
送
高

閑
上
人

序
」

に
よ

っ
て
、
張

旭

の
あ

と
を

つ
い
だ
高

閑

の
狂

草

を
、

そ

の
卓

越
し

た
名
文

で
称
讃

し
た

こ
と
は

、

多
く
世

に
知

ら
れ
る

と

こ
ろ
で
あ

る
。

画
人

で
は
、

門
歴
代
名
画

記
」

に
よ

っ
て
拾

っ
て
み

る
と
、

賀

知
章

、

張
志
和
、

王
黙

(王

墨
ま
た

王
治
)
が

あ
る
。
賀

知
章

は
玄
宗
朝

の
著
名

な
人
物

で
、

四
明
狂

客

と
号
し
、

酒
を
好

み
、
酔

え
ば

か
な
ら
ず

文
詞
を

つ
く

り
、
行

草
相
ま

じ
り
、

時

に
は
狂
逸

に
及

ぶ
が

、
醒
め

て

の
の
ち

又
書

す
る
も
、

必
ず

し
も

そ
の
よ

う

に
は
書

け

な
か

っ
た
、
と

い
う
。
張

志
和
、

王
黙

は
、

「
唐

朝

名

画
録
」

に
見

え
た
と

お
り

で
あ
る
。

こ

の
ほ
か

に
、

「
唐

朝
名

画
録
」

に

の
せ

た
、
も

う

一
人
の
李

霊
省

を
加

え

る

こ
と
が

で
き

よ
う
。

こ
う

い
う
逸
格
派

の
人
物

は

、

「
歴
代
名

画
記
」

に
収

め
た
多

数

の
な
か

の

わ
ず
か
数
名

に
す
ぎ

な

い
こ
と

は
、

そ

の
特

異

な
性

格

の
人
物

で

あ

り
、

そ

の
数
も
少

な
く
、

ま
た

よ
ほ
ど
傑

出
し
た

も

の

で
な

け
れ
ば

取

り
あ
げ

な
か

っ
た
と

い
う
面

も

あ

っ
た
で
あ

ろ
う
。

五
代

に
は
書

で
は
楊

凝
式

が
あ

る
。

王
朝

の
転
変

す

る
乱
世

に
生
き

て
狂

を
洋

っ
て
楊

風
子
と

よ
ば

れ
、

書
は
顔

真
卿
を
学

ん
だ
。

画

で
は
董
源

と
そ

の
門

下

の
巨
源

が

あ
り
、
文

人
画

の
実
際

上

の
祖
と

し

て
水

墨
山
水

に
新

風
を
開

い
た
。

宋

代

の

写

意

論

つ
ぎ

に
、
宋
代

は
、

そ

の
前

半
期

の
北
宋

に
お

い
て

、
士
大

夫

の
間

に
文
芸

が
さ

か
ん

に
起

っ
た
。

書
画

の
収
蔵
、

鑑
賞

に
お

い
て
は
、
唐

五
代

に
ひ
き

つ
づ

き
、

さ

ら

に
そ

の
度
を

高
め

た
。

士

大
夫
た
ち

は
書

画

の
原

理

と
本
質

を
究

め
る

こ
と

に
、

大
き

な
努
力

を
払

っ
た
。

欧
陽
脩

は
、

そ
う

い
う
新
し

い
考

え
方

に
お

い
て
傑

出
し

た
文
化

人

の

一
人

で
あ

っ
た
。

か
れ

は
顔

真
卿

の
書
を

こ
の
ん
で
、

そ

の
書
は
、

書
と
と

も

に
人

物

の
す
ぐ

れ
た
と

こ
ろ
を
取

る

べ
き

で
あ
る

こ
と

を
論

じ
た
。

そ

の
門
下

に
出
た
蘇

転

(東

坂
)

も
ま

た
、
顔

真

卿
を

崇
尚
し
、

書

に
お

い
て
は
古
人

の
模
倣
を

す

て
て
、

自

ら

の

一10一



入

間
性
を
表

現
す

る

こ
と

に
徹

し
た
。

「
我
書
意

造
本

無
法
」

我
が
書

は
意

を
も

て
造
り

、
本
と

法

な
し

(
石
蒼

詩
酔

墨
堂

詩
)
、

と

い
う

の
は

か
れ

の
書

の
特
質
を

も

っ

と
も

よ
く

あ

ら
わ
す

言
葉

と
し

て
知
ら
れ

る
。
か

れ

は
古

人
を

模
倣
す

る

こ
と

な
く

、
形

似

に
と

ら
わ

れ

な

い
で
、
清
新

な
創

意
を
出
す

こ
と

に
よ

っ
て
、

他
入

の
追
随

を

ゆ

る
さ

ぬ
独
自

の
境

地
を
開

い
た
。

意

を
論
じ

た
説
は
、

す

で
に
唐

の

「
歴

代
名
画

記
」

に
見
え

る
。

「
意
は
筆

先

に
存
す

る
」

と

い

っ
た
り

、

一
物

の
す

が
た
を

え
が
く

に
は
、

形
似

を
離
れ

る

こ
と

は

で
き

な
い
。

形
似
は
骨

気
を
完

全

に
表
現

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

骨

気
と

形
似
は

、
と
も

に
立

意

に
基
づ

い
て
、

用
筆

に
帰
す

る
」

と

い
う
。

こ

の
よ
う

な
場
合

の
意

は
筆
を

と
る
前

の
意
像

を
意
味

し

て
い
る
。

そ
し

て
ま

た
、

形
似

を
離
れ

て

は
意
と

い
う
も

の
は
成

㍍

し
な

い
と
す

る
説

を
立

て
て

い
る
。

こ
れ

は
、
六
朝

以
来
、
古

く

か
ら

あ
る
、
天

然

と
工

夫

と
か
、

心
と
手

と
か
、

神

彩
と

形
質

と
か

い
う
よ

う

に
、

対
蹉
し

た

二

つ
の
理
念

を
立

て

て
、

そ

の
調
和

の
状

況

に
よ

っ
て
作
品

を
完
成

し
よ

う
と
す

る
説
と

よ
く
似

て
い
る
。

こ

の
場
合

も
、

ど
ち

ら
か

一
方
を
欠

い
て
は
な
ら

な

い
の
で
あ

っ
て
、
相
対

応
す

る

二

つ
の
も

の
が
A
日

体
し

て
は

じ
め

て
神

妙
な

境
地

に
至

る
と
す

る
も

の
で

あ

る
。

名
画

記

に
お

い
て
、
形
似

を
離

れ

て
は

な
ら

な

い
と

い
う

の
も

、

こ
う

い
う
伝
統

的

な
論

理
か

ら
来

て
い

る
も

の
と

思
わ
れ

る
。

と

こ
ろ
が

、
宋
代

に
な

る
と
、

そ
う

い
う
考

え
方

で

は
な
く

て
、

工
夫

よ
り
も

天
然
を
、

手

よ
り
も

心
を
、

形
質

よ
り
も
神

彩
を

重
ん
ず

る
よ
う

に
変

っ
て
く

る
。

こ

の
現

象
は
す

で
に
唐
代

か

ら
も
現

れ

て
い
な

い
こ
と

は

な

い
が

、
宋

代

で
は

一
そ
う
あ
き

ら
か

に

こ
れ

が
現

れ

て
く

る
。

唐

は
法

を
尚

び
、
宋

は
意

を
尚

ぶ
と

い
う
言
葉

が
あ

る
よ
う

に
、
宋

人

の
時

代

の
性
格

と
し

て
、

法

よ
り
も

意
を
尚

ぶ
傾
向

が
強
く

あ
ら
わ
れ

て
く

る
。

そ

の
上
、

意

と

い
う

の
も
、

単

に
意

像
を

あ
ら

わ
す
だ

け

で
は

な
く

て
、
も

っ
と
深

い
人
間

の
性

理
を

意
味
す

る
よ

う
に

な
る
。

作

晶
を

つ
く
る
と
き

に
、
意

を

重
視
し

て
、
意

を
通

し

て
人
間

性

を
発
露
す

る
。

い
き

お

い
形
似

を
第

二
に

お
く
傾
向

を

生
ず

る

わ
け

で
あ
る
。

蘇

拭

の
詩

の
句

に
、

一
看
画

以
形
似
、

見

与
児

歳
隣

」

(書
部

陵

王
主
簿
所

画
折

枝
詩

蘇
詩
合

註

巻

二
九
)
と

あ
り
、

画
を

見
る

の
に
形
似

の
似

る
こ
と
を

求
め

る

の

は
、

そ

の
見
解

は
児
童
と
隣

す

る
幼
稚

さ

で
あ
る
、

と

言

っ
て
い
る
。

ま

た
、

こ

の
よ
う
な

こ
と
も

言

っ
て

い
る
。

「
文

人

の
作

っ
た
画

を
見
る

の
は
、

良
馬

を
見

る

の

む
ち

か
い
ば
お
け

ま
ぐ
さ

と
同

様

で
あ
る
。

た
だ

そ

の
意

気

の
到

る
と

こ
ろ
を

と

る

の

で
あ

る
。

画

工
が
馬

を

え
が
く

の
に
、

鞭

策
と

か
毛
皮

と
か

槽

樋

と
か
鯛

秣

を
ば
か

り

え
が

い
て
、

い
さ

さ
か

の
俊

発

の
気
も

な

い
な
ら
ば
、

こ
の
長

い
画

巻
を

数
尺

ひ
ら

い
た
だ

け

で
見
倦

き

て
し
ま

う
」

と

い
う

(践
宋
漢

傑
画

山
、
東
披

題
践

巻
五
)
。

ま
た

、
蘇
東

披

の

翻
浄

因

院
記
L

に
も

、
画
を

か
く

と
き
、

一
定

不
変

の
形
を
誤

る
こ
と

は
ま

だ

全
体

を
傷

つ
け

る

こ
と

は
な

い
が
、

目

に
見

え
ぬ

一
定
不
変

の
原

理

逸

格

の

藝

術
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逸

格

の

藝

術

に
は
ず
れ
た

ら
、

全
体
が
駄

目

に
な

っ
て
し
ま

う
、
と

い
う
こ
と
を

言

っ
て
い
る
。

か

れ
は
ま

た
、

逸
格

の
画

人
孫
位

を
評
し

て
、

そ
の
新

意

の
あ

る
と

こ
ろ
を
取

っ
て
神
逸

と
称
し

た

(書

蒲
永
昇
画

後
、
蘇

東
披

集
巻

二
三
)。

ま

た
、
呉

道
玄

を
論

じ

て
、

「
新

意
を

法
度

の
内

に
出
し

、
妙

理
を
豪
放

の
外

に
寄

す
」

(書
呉

道
士
画
後

、
東
披

題
践

巻

五
)

と
称
し
、

そ
の
境
地
を

、

「
荘

子
」

の
遊
刃
、

地
を
余

し
、

運
斤
、
風

を
成
す

に
比
喩
し

て
、
古

今
第

一
の
画
人
と

し

た
。

か
れ

の
と
く

意
と

い
う

の
は
、

唐

人

の

い
う
意
像

に

と
ど
ま

ら
ず
、

さ
ら

に

深
く

人
間
性

に
根
ざ

す
も

の

で
、

そ
れ
は
古

人
を
離
脱

し

て
創
作

的
な
新

意

と
な

っ
て
あ
ら

わ
さ
れ

る

の
で
あ
る
。

元

の
湯
厘

の

「
画
堕
」

に
、

「
梅

を
え
が

く

の
に
、

梅

を
写
す

と

い
い
、

竹
を

え
が
く

の
に
竹
を

写

す

と

い
い
、

菊
を

え
が
く

の
に
菊
を

写
す

と
い
う

の
は
、
ど

う

い

う

わ
け
か

と

い
え
ば
、
花

の
も

っ
と

も
清
ら
か

な
も

の
は

、

こ
れ
を

え
が
く

に
は
意

を
も

っ
て
す

べ
き

で
あ

り
、
形
似

を
も

っ
て
す

べ
き

で
は
な

い
か

ら

で
あ
る
。

宋

の

陳

去
非

(
与
義
)

の
詩

に
も

、

「
意

足
不
求

顔
色
似
、

前

身

相
馬

九
方
呆
、
」

(意

足
れ
ば

顔
色

の
似

る

を
求

あ
ず
、

前
身

は

馬
を

相

す
る

の

九
方
呆

な

り
し
な

ら
ん
)

と
あ
る
、

い
う

う

(陳
与
義

、

墨
梅

詩
)
。

ま
た
、

お
な
じ

く
湯
重

の
説

に
、

「
今

の
人
は
画
を

見

る

の
に
多

く
形
似

を
取

っ
て
い
る
が
、
実

の
と

こ
ろ
、
古

入
は
、

形
似

は
末
節

で
あ
る
と
考

え

て
い
た

こ
と

に

気
付
か

な
い

の
で
あ

る
。
李

伯
時

(龍
眠
)

は
人
物

を

え
が
く

こ
と

に
か

け

て
、
呉

道
子

以
後
第

一
人

者

で
あ

る
が
、

そ
れ

で
も

形
似

に
は

誤

り
を

ま

ぬ
が

れ

な
か

っ

た
。

と

い
う

の
は
、
か
れ

の
妙
処

は
、
筆
法

、
気
韻
、

神

采

に
あ

り
、
形
似

は
た
だ

末
節

に
す
ぎ

な
か

っ
た
か

ら
で
あ

る
。

東
披

の
こ
と
ば

に
、

「
論

画

以
形
似
、

見
与

か
ぎ

児
童
鄭
、
作
詩
必
此
詩
、
定
非
知
詩
人
」

(画
を
論
ず

る
に
形
似
を
も

っ
て
す
る
は
、
そ
の
見
、
児
童
と
隣
す
、
詩
を
作
る
に
そ
の
詩
を
必
る
は
、
定
め
て
詩
を
知
る
の

人
に
非
ず
)
と
あ
る
。
私
は
画
を
鑑
賞
す
る
方
法
を
こ
の
詩
か
ら
得
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
詩
を

つ
く
る
方
法
も
、

こ
の
詩
か
ら
悟

っ
た
」
と
い
う
。

形
似
に
対
し
て
、
神
似
と
い
う
こ
と
ば
で
こ
れ
を
論
ず
る
説
も
あ
る

(方
薫
)
。

蘇
東
披
は
書
画
に
お
い
て
、

形
似
を
す
て
て
神
似
を
と
る
説
を
持

っ
て
い
る
人
で
あ

る
。
そ

の
書
を
論
ず
る
に
も
、
古
人
の
模
倣
を
す
て
て
、
文
字
に
は
神
気
骨
肉
血

の
五

つ
の
要
素
が
あ
る
と
し
、
書
を
人
間
と
し
て
、
書
に
お
い
て
自
己

の
人
間
性

の
表

現
を
行

っ
て
い
る
。
か
れ
は
画
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
専
門
的
で
は
な
い
が
、
竹
石
な
ど
を
え
が
い
た
も

の
は
、
き
わ
め
て
簡
素
で
、
深
い
意
趣
を
備
え
て
い
る
。
か
れ

は
人
物
、
書
、
画
み
な
逸
格
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

逸
格

の
書
画
家
と
い
う
の
は
、
個
人
の
自
我
の
上
に
形
成
さ
れ
る
の
で
、
次
珂
な
身
世
や
、
政
治
上
社
会
上
の
争
乱
や
不
安
な
境
涯
や
、
ま
た
そ
の
老
晩
の
薫
索
や
、

孤
独
の
生
活
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
如
意
の
境
遇
の
中
か
ら
出
る
情
意
に
成
る
も

の
が
多

い
。
多
く
の
人
は
、
そ
の
は
じ
め
、
若

い
こ
ろ
に
は
形
似
を
学
ぶ
こ
と
は
あ

っ
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て
も

、
最

後

に
画
境

を
大
成

す

る
こ

ろ
に
は
、

形
似

か

ら
逸

脱
す

る
も

の
で
あ

る
こ
と
も
考
慮

し

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

蘇

、
黄
、

米

の
三
家

の
書

画
論

は
、
逸
格

派

の
芸

術

に
と
く

に
大
き

な
役
割

を
果

し

て
い
る
。
蘇

東

坂

に

つ
い
て
は
上

記
の
ご

と
く

で
あ
る
が

、
黄

山

谷
も
ま

た
自
分

の
新

し

い
道
を
開

い

て
い
る
。
か

れ
は
詩

人
と
し

て
、

ま

た
書

人
と
し

て
も
多

く

の
作

を

の

こ
し

て

い

る
が
、

そ

の
他

は
蘇

東
坂

ほ
ど
多

方
面

で
は

な

い
。

か
れ

は
唐

の

張

旭
、
懐

素
、
高
閑

ら

の
狂
草

を
愛
し
、

そ

の
中

に
晋

人

の
超

逸
絶
塵

の
気

を
見
出

し
俗

気
を
去

る

こ
と

に
極

力
潜

心
し
、

三
十
余

年

に
わ
た

っ
て
草
書

を
練

磨

し
、

つ

い
に
草
書

三
昧

の
境

に
入

っ
た
。

そ

の
間

に
は
多

分

に
禅

家

に
お
け

る
向
上

一
路

の
気
慨

が
う
か

が
わ

れ

る
。

黄

山
谷

の
こ
と
ば

に
、

門
私

は
は
じ
め
画

と

い
う
も

の
を
識

ら
な
か

っ
た
。

し
か

し
、
参

禅
し

て
は

じ

め

て
無
功

の
功

と
い
う

こ
と

が
わ
か

っ
た
。

学

問

の
道

に
入

っ

て
は
じ
め

て
至
道
は
煩

な
ら
ず

(
簡
易

で
あ
る
)

と

い

う

こ
と

が
わ
か

っ
た
。

こ
う
し

て
画
を

鑑
賞
す

る

に
あ
た

っ
て
、

巧
妙

と
拙

劣
、

精

工
と
凡

俗
と

い
う

こ
と
が

よ

く

わ
か

る
よ

う
に
な
り
、

微
妙

な
境
界

に
い
た

る
こ
と

が

で
き

る
よ

う

に
な

っ
た
。

し
か

し

こ
う
い
う

こ
と

は
見
識

の
浅

い
人

に
は
言

っ
て
き

か
せ

て
も

わ
か
ら

な

い
で

む
し
ば

あ

ろ
う
」

(題
趙

公
佑

画
)

と

い
う
。
ま

た
、
{
虫

が
木

を

蝕

む
と
き
、

偶

然

に
紋

様
を

つ
く

る

こ
と

が

あ

る
。

私

が
古

人

の
妙

処
を

観
る

に
、
お

お
む

ね

こ
の
と
お
り

で
あ
る
)

と

い
う

(題
李
漢

挙

墨
竹
、
山

谷
題
践

巻

三
)
。

こ
の

こ
と
ば

を

引

い
て
、
清

の
方
薫

は
、

山

谷

の
書
を

平
淡
天

真
と

評
し

て

い
る
。

た
だ

し
、

煩
燗

(
絢
燗
、

か
が

や
か

し

い
技

法

の
努

力
)

を

へ
な
い
で
平
淡

天
成

を

得
る

も

の
は
、
前

例
が

な

い
、

と
説

明
し

て

い
る

(山
静

居
画

論
)
。

こ

の
条
件

は

方
薫

の
形

似
な
く

し

て
神

似

は
得
ら

れ

な
い
と

い
う
理
論

か
ら
出

て

い
る
も

の
で
、

山
谷

の
場
合

は
、

禅
宗

の
信
仰

も
あ

り
、
技

巧
面

は
た
だ

ひ
た

す
ら
練

成

に
よ

っ
て
目
的

を
達

す

る
た

め

に
あ

り

、
目
的

は
第

一
義

に
あ
る

こ
と
は
当
然

と
考

え
ら
れ

る
。

方
薫

の
説
は
、

た
だ
、

平
淡

天
真

の
説
を

取

る
方
が

よ

い
と

患
う
。

こ
れ

は
要
す

る
に
晋

人

の
逸
脱

の
気

に

通
ず

る
も

の
で
あ
り
、
か

れ

の
目
ざ
す

と

こ
ろ
が

晋
人

の
逸
気

に
あ

る

こ
と
は
、
か

れ

み
ず
か

ら
も
言

っ
て

い
る
と
お
り

で
あ

る
。

米
市
は

書
画

の
収
蔵
、

鑑
識
、

閲

玩
と

も

に
す

ぐ
れ

た
入
物

で
、
好

事

の
癖
が

あ
り
、

書

は
古

入

の
名

蹟

の
臨
模

と
鑑

識

の
功
を
積

ん

で
、

唐

よ
り

さ
か

の
ぼ

っ
て
晋

入

の
真
蹟

を

通
し

て
、
平

淡
自

然

の
好
境

を
悟
得

し
た

。

画

に
お

い

て
も
、

水

墨
山

水
を

愛
し

て
、
逸

格

の
画
入
董

源
を

見
出

し
、

そ

の
平
淡

天
真

を
取

り
、
近

世

の
神

品
、

格

の
高

き
こ
と
と
も

に
比

す
る
も

の
な
し

と
称
し

て
、

そ

の

一
片
江
南

の
風
景
を
賞

し

た
。

当
時

の
山
水
画

論

に
お

い
て
は
、
李
成

、
萢
寛

、
関

全

を
主

と
し

て
、
董

源

や
そ

の
門

下

の

巨
然

な
ど

は

取

り
あ
げ

る

こ
と
は
な
か

っ
た

が
、

米

は
董

、

巨

の
う
ち

に
、

平
淡

天
真

の
妙
境
を

見
出

し
た
。

こ
れ

は
東

披

や
山

谷
が

そ

う

で
あ

っ
た

よ
う

に
、

晋

人
に
見

ら

れ

る
自
然

の
逸
気

を
た

っ
と

ん
だ
か

ら

で
あ

ろ
う
。
と

り
わ

け
水

墨

の
雲
燗

に
天
然

の
妙

趣
を
取

り
、

み
ず

か
ら
も

い
わ

ゆ

る
米

法
山

水
と

よ
ば

れ
る
新
し

い
画

法
を

開

い
た
。

そ
の
山

水

の

伝
来
す

る
も

の
は

稀

で
あ

る
が
、

そ

の
人

逸

格

の

藝

術
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逸

格

の

藝

術

物
、

性
格
、

奇
行

の
多

い
逸

話
、

そ
の
晋
入

の
逸
気
を

目
ざ
し

て
、

平
淡

天
真
を

た

っ
と

ぶ

こ
と
、

又

新
し

い
画
法

を
生

み
出
し

て
、
創

作

の
芸
術
を
完

成
す

る
な
ど
、

す

べ
て
逸

格

の
画

人
に
ふ
さ

わ
し

い
条

件
を
具

備
し

た

人
物
と

言
う

こ
と

が

で
き

よ
う
。

本
来
、
山

水
画

と

い
う
も

の
は
、

道
家

や
神

仙
家

の

思
想
か

ら
出

て
、

山
林

に
閑

居
し
、

ま
た

迫
遥

す

る
高
士

や
隠
逸
者

の
理
想

を
え
が
き

、
ま
た
、

晋
宋
か

ら
唐

に

及
ぶ
詩
人

た
ち

に
え
が
か
れ

た
山
水

の
高
趣

を
敬
慕
し

て
、

そ
れ
を
画
図

に
求
め

る
も

の

で
あ
り

、
元

来
、

高
逸

な
性
格

を
も

つ
も

の

で
あ

る
。

し
か

し
、
山
水

画

の
発

達

の
過
程

の
中

で
、
文
人

画
と

い
う
も

の
が

起

っ
て
き

た
。

明

の
董
其

昌

の
説

に
よ
る

と
、
文
人

画
は

唐

の
王
維

に
は
じ

ま
り
、
董

源
、
巨
然

、
李
成
、

池
寛

に
引
き

つ

が
れ
、
宋

の
李
伯

時
、

王
読

、
米
清

と
米
友

仁
が

こ
れ

を
承

け
、

元
末

の
四
大
家
、

黄
、

侃
、
王

、
呉

も

ま
た

そ

の
正
伝

で
あ
る
と

い
い
、
明

に
入

っ
て
、
沈

周
、
文
徴

明
か

ら
董

其

畠
に
至

る
と

い
う

の
が
、
そ

の
大
略

の
系

譜

で
あ
る
。

こ
れ

に
伴

っ
て
な

お
多
く

の
画
人

が

あ

る
が
、

そ
れ

ら

の
中

で
、

董
源
、

巨
然
、

米
箭
父

子
お

よ
び

元
末

の
四
大
家

は
、

そ
こ

に
創
作

的
な
芸
術

と
し

て
高

い
香

気
を
放

っ
て
い
る
。

あ
る

意
味

で
は

文
人

画

の
骨
格

を
な
す

も

の
は
、

理
論
的

に
は
逸
格

派

の
画

人
と
言

う

こ
と
も

で
き

な

い
こ
と

は
な

い
。

そ

こ
に
、

北
宋

の
士

大
夫

た
ち
が
、

唐

の
後
半

期

に
発
達
し

た
逸
格

派
を
基
本

と
し

て

つ
く
り

あ
げ
た
画
論

の
中

に
は
、
創
作

芸
術

と

し

て
の
文
入
画

の
真
価

を
目
ざ
す

も

の
が

あ
り
、

こ
れ

ら
が

と
も

な

っ
て
、

元
明

の
文

入
画
が
育

成

さ

れ

て
い

っ
た
と

い
う

こ
と
が

で
き

よ
う
。

元

代

の

逸

格

派

元
末
四
大
家
の
中
で
は
、
侃
蹟

(雲
林
)
が
と
く
に
逸
格
と
し
て
傑
出
し

て
い
る
。
か
れ
は
胸
中

の
逸
気
を
写
す
こ
と
を
主
眼
と
し
、
晩
年

の
蒲
散
簡
遠
の
体
は
、
と

く
に
逸
格
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
言
わ
れ
よ
う
。
侃
雲
林

の
高
逸
を
敬
慕
す
る
も
の
は
、
明
代
お
よ
び
そ
れ
以
後

に
い
た

っ
て
も
き
わ
め
て
多
く
、
文
人
画
の
目
標
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
要
は
や
は
り
逸
格
性
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

明

代

の

逸

格

論

つ
ぎ

の
明
代

に
な
る
と
、
国

家

の
情
勢

も
変
化

し
、

ふ
た
た
び
漢

民
族

の
王
朝
と

な
り
、

文
運

の
発

展

に
と
も

な

っ
て
、
中

期

の
こ
ろ
か
ら
書

画

の
趣
味

が

に
わ
か

に

高

揚
し
た
。

蘇
州

あ
た
り
を
中

心

に
し

て
、
詩

書
画
を

よ
く
す

る
文
入
が
輩

出
し
、

ほ
と

ん
ど
家
ご

と

に
収

蔵
、

鑑
識
、

閲

玩
に
執

心
す
る
あ
り

さ
ま

で
あ

っ
た
。

い
き

お

い
、
清

玩

の
た

め

の
翰

墨
遊
戯

的
な
面
が
多

く
な
り

、
真
実

さ
に
欠

け
る
面
も

あ

っ
た

が
、
そ

の
間

、
文

人
と
し

て
人
物

技
価
と
も

に
す
ぐ

れ
た
も

の
も
あ

ら
わ
れ
、
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布
衣

の
身

分

で
書

画
に
没

頭
す

る
も

の

の
中

に
は
、
逸

格

の
も

の
も
あ

ら
わ
れ
た
。

呉

(
蘇
州
)

の
地

方

や
松
江

地
方

の
も

の
に
は
、
見

る

べ
き

も

の
が
多

い
よ

う

で
あ

る
。

明

の
万

暦
中

に
は
董
其

呂
が

出

て
、

こ
れ

ら

の
文

人

画

の
源

流
を
さ

ぐ
り
、

そ

の
系

譜
を

明
ら
か

に
し

た

こ
と
は
、
前

に
も

一
言
し

た
と
お

り

で
あ
る
。

こ
の
間
、

比
較
的

早
く

に
出
た

の
が
徐

清

(
あ
ざ

な
文
長
、

青
藤

と
号

し
た
)

で
あ
る
。

は
じ
め
漸

江
総
督

の
胡

宗
憲

に
仕

え
る
が
、

胡
宗
憲

の
失
脚

の
た

め

に
投
獄

さ
れ
自

殺
を

は
か
り
、

つ
い
に

は
妻

を
殺

害
す

る
な

ど
常

規

を
逸
し

た
行

い
も

あ
り
、
貴

顕
が
門

に
訪

れ

て
も

拒

ん

で
い
れ
ず
、

銭
を
携

え

て
酒
蜂

に
至
り
、

下
賎

の
も

の
と
と
も

に

酔

う

な
ど
奇

行
が
多

く
、
晩

年
、
欝

噴

の
あ
ま

り
洋

狂

し

て
終

っ
た
人
物

で
あ

り
、
詩
文

書
画

か
ら
戯

曲

小
説

に
至
る
ま

で
思
う

ま
ま

に
才

気
を

発
揮

し
た
、

ま

さ

に
常

格
を

逸
脱

し
た

人
物

で
あ
る
。

そ
の
書
画
詩

文

み
な
新

鮮

で
逸
脱

性

の

つ
よ

い
も

の
ば
か

り

で
あ

る
。

そ

の
書
画

の

作

風
を

見

て
も
、

ま

さ

に

逸

と
称

す

べ
き

入
物

で

あ

る
。
も

う

一
人
、
明

末

に
八
大
山

入
朱
脊

が

あ
る
。

か
れ

は
明

の
王
族

の
出
身

で
、
明

末

の
争

乱

の

悲

運

に
遭

遇
し

て
出
家
し
、

痘

と
な
り
、

狂

乱
と

な
り
、

ま
た
洋

狂
し

て
、

そ

の
生
涯

も

正
確

に
は
わ
か

ら
な

い
と

い
う

人

物

で
あ

り
、
作

品

に
は
多
分

に
故

国
山

河

の

哀
恨

を
託

し
た
あ

と
が
あ

り
、

減
筆

に
よ

る
抽

象
化

さ
れ

た
表
現

は
、
写

意

の
甚
し

い
す
が

た
を

な
し
、

た
ぐ

う
も

の

の
な

い
新
し

い
芸

術
境
を
開

い
て
い

る
。

こ
れ

ま

た

逸
格

の
最
た

る
も

の
と
言
わ

れ
よ
う
。

ま

た
、
も

う

一
人
、
石

涛

が

あ
る
。

明
末

に
生
れ

、
明

の
滅

亡
後
、
僧

侶
と

な

っ
て
諸
名

勝
を

探

っ
て
、

ひ
ろ
く

画

入
と
も

交

遊

し

て
終

っ
て
い
る
。

八
大
山

人

の
よ
う

な
奇
癖

は
な

い
が
、

そ

の
著

の

闘
画

語
録
」

(
一
に
苦

瓜
和
尚

画
語
録

」

に
お

い

て
、

老
子

の

一
画

の
原

理
を
基
本

と
し

て
、

万

物

は

こ
れ

よ
り
生
成

さ
れ

る
と
し
、

画

に
お

け
る
創

作

も
、

こ

の
原

理
を
体

す

る
こ
と

に
よ
り

、
自
然

の
心

と

一
体

と

な

っ
て
新
し

い
境
界
を

顕
現

す

べ
き

で
あ

る
と

し

、
古

人

の
形
似
は

一
切
す

て

て
取

る

こ
と
な
く
、

新
し

い
創
作

芸
術

の
原

理
を

生
み
出

し
た
。

こ
の
原

理
は
逸
格

の
創

作

の
原

理
を
考

え

る
に
よ
く

適
合

し
、
従
来

の
古

典
的

な
神

妙
能

の
説
よ
り
も

、
さ

ら

に
堅
固

な
理
論
的

な
根

拠

を

形
成
す

る

こ
と
と
な

っ
た
。

石
涛

は

こ
の
意
味

で

は
逸

格

に
と

っ
て
欠
く

こ
と

の

で
き

な

い
大

き

い
存

在

で
あ

る
。

以
上

の
三
家

は
、
逸
格

を
考

え

る
上

で

の
、
も

っ

と
も

重
点

と

な
る
人
物

で
あ
る
。

以
上

は
清
初

ま

で
に

つ
い

て
述

べ
た
が
、

清
代

で
は

乾
隆
中

に
揚

州

八
怪
が
あ

ら
わ
れ
、

こ
こ
に
ま

た
新

し

い
逸

格

の
芸

術
が

生
み
だ
さ

れ
る
。

中

晩

に
は

一
般

に
個

性

的
な
作

風

が
広

く
行

わ
れ

る
よ

う
に

な
り
、
清

末

の

呉
昌

碩
、
斉

白
石

へ
と

つ
な
が

っ
て
ゆ
く
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
又
稿

を
改
あ

て
述

べ
る

こ
と
と

し
た

い
。

結

び

要
す

る

に
、
逸

格
と

い
う
も

の
に
は
、

逸

格

の

藝

術

仕
官
す
る
も
の
が
高
逸
を
慕
う
場
合
と
、
布
衣

で
隠
逸
の
高
士

で
あ
る
場
合
が
あ
り
、
布
衣
の
方
が
よ
り
多
く
逸
格
の
性
質
を
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逸

格

の

藝

術

備

え
る
。

隠
逸

の
高
士

に
も

、
風

流
文
人

の
清
逸
も

あ

り
、

こ
れ

も
ま

た
逸

格

に
属

す

る
が

、

こ
こ

で
逸
格

と

い
う

の
は
、

そ
う

い
う
逸
格

の
中

で
と
く

に
常
格

か
ら

逸

脱

し
た
も

の
を

さ
し

て
い

っ
た
も

の
で
あ

る
。

そ

の
特

質

を
考

え

て
み

る
に
、
本
来

個
人

の
人
間

に
関

す

る
性
格

を
と
り

出
し

て
考

え

ら
れ
る
も

の
で
、

比
較
す

る
も

の

も

な
く
、

上
下
も

な
く
、
全

く

一
個

の
人
格

に

つ
い

て
言

っ
た
も

の

で
あ

る
。

そ
の
条
件
が

は

っ
き
り

あ

る
わ
け

で
は
な

い
が
、
唐

宋

以
来

の
実

例
か

ら
見

て
も

、

ほ
ぼ

こ
の
輪
廓

は
あ

る
。

そ

の
生
涯
が

攻
珂
不

遇

で
、

放
浪

の
う
ち

に
生
き

る
こ
と
、
性

格
は

放
縦

逸
脱

で
酒

に
ひ
た

る

こ
と
、

狂

逸
、

狂
乱
、

洋

狂

に

走

る
も

の
が
多

い

こ
と
、
作

風
は

つ
ね

に
古

人
を
模

倣
せ
ず
、

自
ら

の
新

意
に
よ

っ
て
創

作

す
る

こ
と
、
多
く

は
簡
易

で
深

遠
な
作

風
を
備

え

て
い
る

こ
と
、

な
ど
を

あ
げ

る
こ
と

が

で
き

よ
う
。

こ
れ
は
条

件

で
は
な

い
が
、

多
く

の
逸
格

の
作

者

が

こ
の
よ
う

で
あ
り
、

こ

こ
に
そ

の
常
格

を

逸

し
た
逸
脱

性
が

あ
る

こ
と

が
認

め
ら
れ

る
わ
け

で
あ
る
。

こ
の

中

の
と
く

に
重

要
な
要
素

は
、
芸

術
を
創
作

す

る
こ
と

の

一
点

に
あ
る

と
い
う

こ
と
が

で
き
よ
う
。

以
上
、

逸
格

に

つ
い

て
考

え
ら
れ

た

こ
と

は
、

そ
れ

が

つ
ね

に
文
入
画

の
系
列

の
中

に
あ

っ
て
、
た

え
ず
浄

化
さ
れ

つ

つ
創

作
芸
術

へ
の
道
を
た

ど

っ
て
い
た

こ
と

に

あ
る
。
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