
水
墨
画
に
関
す
る
一
考
察

　
　
　
　
L
郭
煕
の
早
春
図
と
林
泉
高
上
に
つ
い
て
一

山

岡

泰
　
　
造

　
本
論
は
北
宋
の
画
家
郭
煕
の
顧
論
と
作
品
に
就
い
て
水
墨
画
の
特
質
を
考
察
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
北
宋
は
唐
に
始
つ
た
水
墨
画

が
著
し
い
発
達
を
遂
げ
中
国
絵
画
史
の
主
流
を
占
め
る
に
到
っ
た
時
代
で
あ
り
、
郭
煕
は
当
時
に
あ
っ
て
理
論
と
実
作
を
比
較
し
得
る
稀

有
な
る
画
家
で
あ
る
。
作
品
は
台
湾
の
故
宮
博
物
院
の
名
品
早
春
図
（
国
母
五
年
H
O
起
の
年
紀
あ
り
）
を
採
っ
て
そ
の
作
風
を
分
析
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

裏
づ
け
と
な
る
べ
き
絵
画
理
論
は
郭
熈
の
所
論
を
そ
の
子
思
の
編
せ
る
林
泉
高
曇
に
窺
っ
た
。

O
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郭
若
虚
の
図
画
見
聞
誌
8
山
O
謹
に
拠
れ
ば
、
郭
照
は
河
蝕
温
県
の
人
、
御
書
院
芸
学
と
為
り
、
山
水
寒
林
を
画
く
の
に
工
み
で
、
施

し
て
は
巧
謄
を
為
し
、
位
置
深
淵
復
た
営
丘
を
学
界
す
る
と
錐
も
、
亦
能
く
自
ら
胸
臆
を
放
ち
、
巨
野
選
壁
、
多
多
益
壮
な
り
、
今
の
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

独
絶
た
り
と
あ
り
、
凡
そ
十
一
古
塁
後
半
に
無
官
の
名
手
で
あ
っ
た
。
そ
の
繋
属
し
た
営
丘
李
成
は
約
百
年
前
の
画
家
で
、
潮
道
醇
の
聖

朝
名
画
評
H
O
α
㊤
↓
に
よ
れ
ば
当
時
第
一
と
さ
れ
、
宣
和
画
譜
回
這
○
で
も
凡
そ
山
水
を
称
す
る
も
の
成
を
以
て
古
今
第
一
と
な
す
と
い
う
。

図
画
見
聞
誌
は
論
三
家
山
水
に
於
て
、
李
成
と
、
長
安
関
同
、
華
原
萢
寛
の
三
人
を
百
代
の
標
程
と
し
、
唐
及
び
五
代
の
空
聾
・
李
思
訓
・

鋼
浩
も
こ
れ
に
及
ば
ぬ
と
い
う
。

　
　
　
　
水
墨
画
に
関
す
る
　
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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三
八

　
八
世
紀
に
始
ま
っ
た
水
墨
画
が
唐
末
五
代
を
経
て
次
第
に
発
達
し
、
特
に
山
水
画
の
分
野
に
確
乎
た
る
位
概
を
占
め
る
の
は
十
世
紀
で

あ
る
。
図
画
見
聞
誌
も
そ
の
事
を
い
う
。
早
成
は
宣
和
画
譜
に
よ
れ
ば
荊
浩
に
師
製
す
る
と
難
も
嵐
藍
の
誉
を
擁
に
す
る
と
あ
り
、
関
岡

も
荊
浩
を
学
び
萢
寛
は
李
成
を
学
ん
で
別
に
一
家
を
成
し
た
。
荊
浩
は
筆
法
記
を
著
し
て
水
墨
爾
論
を
は
じ
め
て
体
系
的
に
述
べ
た
人
、

唐
末
の
争
乱
を
避
け
て
太
行
山
中
に
隠
棲
し
た
と
い
わ
れ
る
。
関
岡
は
剤
浩
に
学
ん
で
こ
れ
又
出
藍
の
美
あ
り
関
家
山
水
と
し
て
著
名
で

あ
っ
た
。
そ
の
作
風
は
、
上
に
魏
峯
を
突
し
下
に
窮
谷
を
鰍
、
加
う
る
に
地
理
幽
遠
を
以
て
す
と
い
わ
れ
、
立
体
的
で
奥
行
の
あ
る
構
成

を
採
り
、
石
漆
竪
凝
、
雑
木
豊
茂
と
あ
る
よ
う
に
、
間
近
く
景
物
を
見
て
は
よ
く
質
感
を
あ
ら
わ
し
、
豪
壮
の
気
が
あ
っ
た
。
翼
成
は
こ

れ
に
対
し
、
燭
林
平
遠
の
妙
営
丘
よ
り
始
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
清
畷
な
る
山
水
を
得
意
と
し
、
断
重
連
岡
、
気
象
粛
疎
、
或
は
峯
轡

重
畳
、
ま
ま
飼
紫
を
．
濁
す
と
い
っ
た
滑
砂
た
る
趣
が
あ
っ
た
。
萢
覧
は
墾
朝
名
画
評
に
、
李
成
を
学
ん
で
精
妙
を
得
る
と
錐
も
尚
そ
の
下

に
出
ず
、
遂
に
三
景
造
意
し
て
繁
飾
を
取
ら
ず
、
山
の
真
骨
を
写
し
て
織
ら
一
家
を
為
し
、
そ
の
総
論
の
筆
は
前
輩
を
犯
さ
ず
、
こ
れ
に

よ
り
築
成
と
井
び
行
わ
る
と
さ
れ
、
写
生
に
よ
っ
て
牽
強
質
撲
な
一
体
を
成
し
た
。
聖
朝
名
実
評
は
宋
天
下
を
有
つ
や
山
水
を
為
す
者
惟

中
正
と
成
の
み
称
絶
す
、
今
に
至
る
も
及
ぶ
も
の
な
し
と
し
て
、
北
龍
に
於
け
る
李
成
・
萢
寛
の
卓
越
を
い
い
、
更
に
二
人
の
作
風
の
違

い
を
指
摘
す
る
。
時
人
議
し
て
田
く
、
黒
藻
の
筆
は
近
視
す
れ
ど
も
千
思
の
遠
き
が
如
く
、
萢
寛
の
筆
は
遠
望
し
て
も
座
外
を
離
れ
ず
と

い
い
、
李
成
が
広
が
り
を
描
く
を
得
意
と
す
る
に
対
し
、
池
寛
は
櫓
峯
大
石
の
重
重
し
い
塊
量
や
質
感
を
表
わ
し
そ
れ
が
見
る
も
の
に
迫

る
こ
と
を
い
う
。
か
か
る
作
風
の
違
い
は
由
水
画
の
形
式
の
違
い
で
あ
る
と
共
に
、
霞
然
や
人
の
眼
の
違
い
で
も
あ
っ
た
。
郭
煕
は
林
泉

’
高
致
山
水
訓
に
い
う
。
今
、
斉
魯
の
士
は
雛
営
丘
を
慕
い
、
難
陳
の
士
は
惟
萢
寛
を
慕
す
と
。
即
ち
黄
河
の
下
流
山
東
省
の
人
は
平
遠
山

水
を
、
黄
河
の
上
流
隈
西
省
の
人
は
…
魏
峯
突
兀
た
る
山
水
を
好
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
十
一
世
紀
に
な
る
と
湿
潤
な
江
爾
、
揚
子
江
七
城
の
風
景
を
表
す
山
水
瀬
が
好
ま
れ
は
じ
め
た
。
北
宋
の
文
人
で
詩
書
画
に
謬
れ
る
米

蓄
は
そ
の
著
画
史
＄
．
雛
O
O
に
於
て
、
十
世
紀
の
画
家
董
源
及
び
蕩
然
を
称
揚
し
董
源
は
平
淡
に
し
て
天
真
多
し
、
唐
に
此
の
品
な
く
、

畢
宏
の
上
に
あ
り
、
近
世
の
神
獣
に
し
て
格
の
高
さ
は
共
に
忍
ぶ
も
の
な
し
と
い
い
、
董
源
の
墨
気
の
多
い
山
水
顧
は
奇
蛸
を
求
め
ぬ
と



　
　
こ
ろ
に
素
直
な
美
し
さ
が
あ
る
と
す
る
。
董
源
を
師
と
す
る
臣
然
に
つ
い
て
も
嵐
気
清
潤
に
し
て
布
津
は
得
て
天
真
多
し
と
い
い
、
水
墨

　
　
で
気
象
の
変
化
を
よ
く
捉
え
た
と
す
る
。
暴
風
及
び
巨
然
の
作
風
は
揚
子
江
流
域
の
平
淡
な
風
光
や
、
峯
轡
出
没
し
雲
霧
顕
起
す
る
さ
ま

　
　
を
、
技
巧
を
凝
ら
さ
ず
表
現
し
た
も
の
で
、
近
世
の
神
口
㎜
と
す
る
の
は
、
・
黙
ら
も
水
墨
心
癖
た
る
山
水
を
描
い
た
米
市
の
見
識
で
あ
ろ
う
。

　
　
沈
括
H
O
鱒
ゆ
…
H
O
り
G
。
の
夢
漢
筆
談
に
よ
れ
ば
、
董
源
及
び
巨
然
の
筆
は
智
遠
観
に
宜
し
く
そ
の
用
筆
は
甚
だ
草
草
た
り
、
近
視
す
れ
ば
凡

　
　
そ
物
象
は
類
せ
ず
、
遠
観
す
れ
ば
景
物
が
油
然
と
あ
ら
わ
れ
そ
の
幽
情
幽
思
は
異
境
を
繋
る
が
如
く
で
あ
る
と
い
う
。
米
帝
は
董
源
・
巨

　
　
然
に
対
し
て
李
成
・
関
購
に
俗
気
を
見
、
技
巧
が
多
く
て
真
意
少
し
と
す
る
。

　
　
　
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
に
か
け
て
は
更
に
、
山
水
画
に
景
趣
や
詩
情
を
い
い
、
余
思
や
景
外
の
意
を
求
め
る
傾
向
が
強
く
な
る
。
応
和

　
　
画
譜
に
は
画
中
に
詩
情
を
求
め
る
例
が
多
い
。

　
　
　
郭
煕
は
か
か
る
状
況
の
も
と
に
制
作
し
自
己
の
山
水
画
論
を
展
開
す
る
。
ま
ず
広
く
諸
家
の
体
を
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
い
い
、
大
人
達
士

　
　
に
歪
っ
て
は
一
家
に
局
せ
ず
、
兼
収
並
覧
広
議
皇
考
し
、
以
て
我
を
し
て
自
ら
一
家
を
成
さ
し
め
然
る
後
得
た
り
と
為
す
と
し
、
関
陳
の

　
　
士
は
萢
寛
、
斉
魯
の
士
は
落
成
と
い
っ
た
専
門
の
学
を
不
可
と
す
る
。
自
ら
は
豊
成
の
平
遠
山
水
を
学
び
つ
つ
鷺
稼
高
壁
を
排
せ
ず
、
更

　
　
に
気
象
変
化
に
注
属
し
、
雲
煙
変
滅
瞭
顯
の
間
に
千
態
万
状
を
表
わ
さ
ん
と
す
る
。
林
泉
高
致
は
遠
近
浅
深
、
風
雨
明
晦
、
四
時
朝
暮
の

　
　
不
同
を
い
い
、
山
水
樹
石
を
晴
・
地
・
性
．
形
か
ら
観
察
す
る
。
更
に
景
外
の
意
、
意
外
の
妙
を
論
じ
、
蘇
賦
ら
文
人
の
唱
え
る
詩
爾
一

　
　
致
の
思
想
に
呼
応
す
る
。
以
て
山
水
画
論
の
集
大
成
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。
か
か
る
山
水
画
論
は
主
観
的
な
表
現
技
法
た
る
水
墨
爾
の

　
　
発
達
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
郭
熈
も
荊
浩
の
筆
法
記
を
受
け
て
一
鶴
精
緻
な
水
墨
画
論
を
展
無
し
て
い
る
。

　
　
　
早
春
図
は
春
浅
き
山
峡
の
粛
粛
た
る
風
景
で
あ
る
。
樹
木
は
未
だ
葉
を
着
け
ず
屹
二
身
蠕
し
、
草
は
未
だ
萌
え
ず
土
石
は
露
わ
に
満
掻

　
　
荒
塞
と
し
て
い
る
。
近
視
す
れ
ば
懸
魚
覇
旅
の
入
物
や
山
市
の
楼
観
に
生
動
を
感
じ
、
幾
重
に
も
懸
る
飛
泉
の
響
き
も
聞
え
よ
う
か
と
思

　
　
わ
れ
る
。
　
一
度
遠
観
す
れ
ば
、
物
態
は
凝
然
と
し
て
大
石
が
左
聡
に
並
び
上
下
に
量
る
。
甫
朝
影
塵
走
俗
の
状
が
全
く
感
じ
ら
れ
ぬ
静
寂

　
　
な
自
然
で
あ
る
。
人
を
し
て
浩
然
の
気
を
抱
か
し
め
、
性
清
を
暢
べ
し
め
る
趣
き
が
あ
る
。
物
象
は
一
瞬
皆
息
づ
き
飛
動
す
る
が
如
く
、

473　
　
　
　
　
　
水
墨
繭
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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四
〇

円
鋭
長
短
遠
近
の
勢
が
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
遠
く
主
峯
が
回
復
し
突
如
湧
出
す
る
が
如
く
或
は
雲
気
を
吐
く
が
如
く
で
あ
る
。
そ

の
問
に
幽
漢
細
路
が
屈
曲
榮
帯
し
、
往
く
人
は
上
に
突
兀
た
る
峯
を
仰
ぎ
、
下
に
溝
援
た
る
谷
を
み
る
。
全
体
に
柔
か
い
筆
致
で
描
か
れ

た
景
物
や
中
景
一
帯
の
雲
姻
の
表
現
に
春
気
欲
動
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
筆
墨
は
微
妙
で
隠
士
は
層
次
多
く
変
化
に
凄
み
、
画
に
沈
着
五
重
の
趣
き
を
与
え
て
い
る
。
筆
難
平
利
を
求
め
る
よ
り
む
し
ろ
用
量
塩

柄
を
尊
び
、
筆
の
中
鋒
を
以
て
円
渾
に
描
き
、
そ
の
述
は
線
と
も
面
と
も
い
い
難
い
。
淡
墨
湿
筆
を
根
幹
と
し
、
乾
筆
野
里
は
之
を
用
い

な
い
。
墨
筆
施
擦
は
顕
著
で
な
く
、
全
体
と
し
て
水
墨
淋
溜
た
る
も
の
が
あ
る
。
か
か
る
濃
淡
映
発
す
る
筆
墨
に
よ
っ
て
山
石
土
披
が
塊

量
重
畳
だ
る
さ
ま
に
描
か
れ
る
。
筆
墨
は
後
世
巻
雲
獄
と
か
鬼
瞼
薮
と
か
云
わ
れ
る
如
く
う
ね
り
躍
動
す
る
。
　
一
個
の
量
塊
は
そ
れ
自
体

で
は
完
結
せ
ず
、
一
部
に
明
確
な
輪
廓
を
も
ち
つ
つ
他
の
部
分
は
陰
影
空
虚
の
中
に
没
し
、
他
の
量
塊
に
通
じ
融
合
し
そ
れ
を
成
り
立
た

し
め
る
。
従
っ
て
単
な
る
塊
量
の
聚
積
と
い
う
感
じ
は
な
く
、
面
や
線
や
空
虚
を
共
有
す
る
渾
然
た
る
融
合
体
と
し
て
山
水
が
表
わ
さ
れ

て
い
る
。
郭
煕
は
林
泉
高
致
の
画
聖
に
天
の
位
地
の
位
を
決
め
て
中
景
の
経
営
に
苦
心
を
要
す
と
い
う
が
、
早
春
図
に
お
い
て
も
将
に
近

景
の
脚
石
土
披
と
遠
景
の
轡
峰
と
を
繋
ぐ
雲
姻
の
滲
拝
た
る
辺
り
に
融
合
の
核
心
が
あ
る
。

　
早
春
図
は
ま
た
広
狭
濡
色
の
変
化
に
富
む
曲
線
の
連
綿
た
る
気
脈
に
よ
っ
て
成
立
し
、
看
る
も
の
は
そ
の
快
い
律
動
に
搏
た
れ
る
。
気

脈
は
単
な
る
線
の
脈
絡
で
は
な
く
筆
墨
の
参
差
交
錯
に
よ
る
立
体
的
な
裏
づ
け
を
有
っ
。
濃
淡
の
反
覆
に
よ
っ
て
変
幻
す
る
岩
石
や
樹
木
、

か
か
る
風
光
の
中
に
自
ら
浮
び
出
る
管
厚
な
る
気
脈
で
あ
る
。
そ
れ
は
土
披
か
ら
岩
に
岩
か
ら
轡
峰
に
刻
刻
に
景
物
を
顕
滅
し
画
面
に
躍

動
感
を
与
え
る
。
か
か
る
気
脈
か
ら
樹
木
が
生
え
飛
泉
が
送
り
空
穴
を
穿
っ
て
景
物
を
潜
ま
し
め
巻
静
聚
散
慣
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
早

春
図
に
お
い
て
は
単
に
景
物
を
描
き
形
ど
る
と
い
う
よ
り
は
か
か
る
気
脈
を
捉
え
虚
実
の
間
を
貫
通
す
る
大
軸
を
表
わ
す
こ
と
が
意
図
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
が
郭
煕
の
大
き
な
特
色
で
は
な
い
か
と
思
う
。
山
石
の
明
白
な
る
と
こ
ろ
に
蔚
然
た
る
樹
木
を
配
し
、
巻

上
の
通
票
な
る
と
こ
ろ
に
清
艶
な
る
水
流
が
走
る
。
か
か
る
軽
重
明
晦
の
均
衡
も
こ
の
画
の
特
色
で
あ
る
。
上
に
塵
埃
な
く
下
に
糞
根
な

し
と
さ
れ
る
中
国
山
水
画
の
軽
快
明
秀
な
る
空
虚
に
生
ず
る
気
脈
は
、
或
は
景
物
を
変
幻
動
揺
せ
し
め
或
は
一
瞬
凝
固
さ
せ
る
。
単
な
る
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重
列
聖
映
の
み
な
ら
ず
隠
隣
し
て
群
濁
す
る
律
動
が
あ
る
。
近
視
す
れ
ば
大
石
累
々
と
し
て
繋
爪
状
の
枯
木
が
構
え
臥
し
或
は
岩
下
に
洞

を
劇
っ
て
蠕
ま
る
。
樹
木
は
宛
も
岩
石
の
…
部
が
変
容
し
た
か
に
見
え
る
。
醗
然
た
る
見
え
ざ
る
力
が
物
象
を
展
開
す
る
か
に
見
え
る
。

稽
遠
く
画
面
中
央
に
緩
か
に
反
転
す
る
丹
崖
、
そ
の
左
右
の
漢
谷
、
更
に
遠
く
岩
蛸
、
向
っ
て
左
下
か
ら
は
漢
を
循
っ
て
細
田
が
穿
た
れ

遙
か
土
披
の
断
続
す
る
平
遠
の
景
を
見
渡
す
谷
口
に
野
橋
を
渡
し
、
山
腰
に
疎
々
と
し
て
燗
霧
の
起
る
と
こ
ろ
・
石
上
方
の
遠
く
深
い
峡
谷

に
か
か
る
楼
観
に
至
る
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
遠
く
乱
発
深
処
へ
の
連
続
は
合
理
的
で
な
い
。
主
峰
直
下
は
無
脚
に
し
て
壁
立
特
起
し
、
中

央
の
巌
嬌
、
左
方
清
鑛
な
る
谷
口
の
断
崖
、
右
方
幽
深
な
る
漢
谷
そ
れ
ぞ
れ
暗
示
的
に
主
峰
へ
詰
る
。
か
か
る
構
成
に
つ
い
て
林
泉
高
致

は
山
水
訓
に
お
い
て
正
面
は
里
山
樹
木
要
撃
委
曲
し
て
人
鼠
の
近
号
す
る
と
こ
ろ
、
重
工
は
平
遠
な
る
嬌
嶺
重
畳
鉤
止
し
繧
砂
と
し
て
去

り
人
目
の
鑛
望
す
る
と
こ
ろ
と
い
う
。

　
早
春
図
は
近
視
す
れ
ば
山
石
の
竪
凝
肥
厚
、
枯
木
の
圃
牢
干
羅
な
る
を
得
、
雲
気
凄
涼
、
水
声
濃
濃
た
る
を
得
、
遠
く
大
観
す
れ
ば
繁

飾
を
去
っ
た
山
水
の
骨
格
と
虚
実
の
間
に
有
無
相
通
ず
る
気
脈
を
得
る
。
連
続
し
つ
つ
分
節
す
る
塊
量
、
塊
量
的
で
あ
り
つ
つ
分
解
し
て

行
く
塊
量
が
層
層
と
し
て
重
出
す
る
重
層
的
構
造
が
あ
る
。
間
近
く
土
披
巨
石
樹
木
、
稻
遠
く
水
流
と
楼
観
、
更
に
遠
く
騒
騒
を
配
す
る

構
成
、
そ
こ
に
は
景
象
を
包
み
込
む
巨
大
な
空
間
が
あ
る
。
個
々
の
山
石
は
立
体
的
で
あ
り
陰
陽
向
背
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
一
定
の

視
点
＝
力
向
の
光
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
山
石
は
左
右
両
軍
を
有
ち
、
視
点
は
左
右
上
下
に
動
き
、
崩
落
屹
立
遙
遠
の
勢
を
巧
み
に
捉

え
る
。
近
視
遠
観
も
随
意
に
変
更
し
得
る
。
部
分
は
全
体
を
構
成
し
し
か
も
全
体
の
印
象
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
意
外
な
視
野
を
そ
こ
ご

こ
に
展
開
す
る
。
多
く
の
視
点
の
転
換
す
る
場
所
を
指
摘
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
到
る
処
視
点
が
あ
り
あ
ら
ゆ
る
方
向
を
も
ち
、
い
わ
ば

画
は
複
合
的
な
視
線
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
早
春
図
か
ら
～
資
し
て
即
座
に
掴
め
ぬ
あ
る
取
留
の
な
さ
苛
立
た
し
さ
を
感
じ
る
が
、

そ
れ
は
最
早
視
線
と
か
景
物
と
か
い
う
観
念
で
は
捉
え
ら
れ
ぬ
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
視
線
を
吸
収
し
て
止

ま
ぬ
空
間
で
あ
り
、
高
さ
に
於
て
も
広
さ
に
於
て
も
深
さ
に
於
て
も
近
接
し
て
も
常
に
そ
こ
に
存
在
す
る
遠
さ
で
あ
る
。
あ
る
一
つ
の
視

点
に
お
い
て
は
そ
の
全
体
を
捉
え
得
な
い
も
の
と
し
て
の
、
又
あ
る
景
物
に
太
り
に
宿
る
が
決
し
て
そ
れ
に
融
合
さ
れ
得
な
い
も
の
と
し

　
　
　
　
水
墨
磁
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一
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503　
　
て
の
遠
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

　
　
　
遠
は
筆
墨
に
よ
っ
て
し
か
表
わ
れ
ず
、
爾
家
の
手
の
跡
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
感
得
さ
れ
る
。
遠
は
鵜
呑
の
筆
墨
が
欄
作
の
無
限

　
　
の
過
程
を
表
わ
す
こ
と
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
、
単
な
る
写
実
的
な
形
似
を
超
え
て
自
己
の
内
な
る
美
的
理
念
を
追
求
す
る
こ
と
の
う
ち
に

　
　
生
じ
る
遠
で
あ
る
。
山
水
画
は
空
間
を
表
現
し
遠
を
求
め
る
。
し
か
し
て
そ
れ
は
能
書
の
主
体
的
な
深
ま
り
を
内
容
と
す
る
表
現
の
論
理

　
　
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
郭
熈
の
忍
法
は
複
雑
で
あ
る
。
輪
廓
線
や
山
石
の
形
に
添
っ
て
細
長
く
柔
か
な
濃
淡
の
筆
致
を
幾
重
に
も
施
し
て
、
浅
深
凹
凸
陰
陽
体

　
　
勢
を
表
わ
す
。
し
ば
し
ば
短
い
横
嫉
を
加
え
岩
の
竪
さ
を
強
調
す
る
。
郭
煕
は
輪
廓
線
響
岩
に
既
に
面
的
性
格
を
与
え
て
層
り
鐵
は
そ
れ

　
　
を
補
強
す
る
。
軍
法
は
宋
代
に
次
第
に
種
類
が
ふ
え
且
つ
又
整
理
さ
れ
て
く
る
が
、
元
来
は
輪
廓
線
に
添
っ
て
施
さ
れ
た
晒
し
で
あ
っ
て
、

　
　
人
物
画
の
衣
文
の
表
現
と
同
じ
く
幾
重
に
も
輪
廓
線
を
重
ね
そ
れ
に
添
っ
て
墨
の
量
し
を
施
し
て
立
体
感
を
表
現
し
た
。
後
世
明
人
に
よ

　
　
っ
て
水
墨
画
の
祖
と
さ
れ
る
王
維
の
破
墨
法
な
る
も
の
は
模
本
か
ら
推
隠
す
る
か
ぎ
り
や
は
り
輪
廓
線
が
主
体
で
あ
っ
た
。
先
に
挙
げ
た

　
　
素
案
は
唐
末
五
代
の
画
家
で
そ
の
匡
濾
図
（
台
湾
の
故
宮
博
物
院
蔵
・
模
本
）
は
山
の
漿
を
幾
重
に
も
線
で
表
わ
し
そ
れ
に
添
っ
て
小
さ

　
　
な
点
描
風
の
破
を
施
し
て
い
る
が
、
濃
淡
の
楷
調
が
単
純
で
山
容
は
鍾
形
を
と
り
形
式
的
な
嫉
法
を
も
つ
。
関
隅
に
な
る
と
景
物
は
写
実

　
　
的
に
な
り
細
か
い
点
描
風
の
獄
な
が
ら
画
面
に
切
込
む
よ
う
に
密
に
配
し
、
岩
の
質
感
と
鐙
感
を
巧
み
に
表
現
し
輪
廓
線
は
屠
立
た
な
い
。

　
　
こ
れ
に
対
し
江
南
の
董
源
や
巨
然
は
柔
か
い
細
い
線
を
重
ね
て
立
体
感
を
表
わ
し
後
世
披
麻
厳
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
平
遠
山
水
に
巧
み
で

　
　
あ
っ
た
李
成
は
山
水
を
包
む
気
象
の
表
現
を
重
ん
ず
る
と
こ
ろ
が
ら
特
に
微
妙
な
墨
の
運
用
に
蘇
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
郭
熈
は
こ
れ

　
　
ら
の
伝
統
の
上
に
林
泉
高
致
の
画
訣
に
於
て
翰
墨
法
を
述
べ
以
て
早
春
図
の
渾
然
た
る
作
風
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
に
つ

　
　
い
て
は
㈹
で
述
べ
る
。⇔
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如
何
な
る
山
水
が
描
か
れ
る
か
。
林
泉
高
致
の
山
水
訓
に
依
れ
ば
、
山
水
に
は
行
く
べ
き
も
の
望
む
べ
き
も
の
遊
ぶ
べ
き
も
の
居
る
べ

き
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
て
旅
し
望
む
べ
き
奇
勝
は
多
い
が
悠
々
露
適
で
き
る
佳
処
は
少
い
。
山
水
画
は
特
に
可
居
可
遊
の
趣
を
描
く
べ

き
で
あ
り
優
者
も
そ
の
意
を
汲
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
山
水
を
愛
す
る
の
は
丘
園
養
素
泉
石
瞭
傲
、
魚
樵
隠
逸
猿
鶴
飛
鳴
あ
る
が
為
で
あ
る
が
、

林
泉
の
志
姻
霞
の
侶
は
夢
線
に
在
っ
て
も
現
実
に
は
耳
目
か
ら
絶
す
る
の
が
常
で
あ
る
か
ら
、
高
卑
牽
引
離
世
絶
俗
の
趣
あ
ら
し
め
人
意

を
快
く
し
身
心
を
獲
る
の
が
山
水
画
の
本
意
で
あ
る
。
心
を
集
中
し
て
山
水
画
に
臨
め
ば
神
観
清
風
が
胸
中
を
聖
節
な
ら
し
め
、
意
志
悦

通
し
油
然
の
心
を
生
じ
る
と
い
う
。
早
春
図
も
塵
巷
を
離
れ
た
深
山
幽
谷
を
描
き
、
汀
沙
漁
歩
山
路
繕
旅
に
人
事
を
示
し
雲
煙
動
揺
嵐
光

明
滅
の
裡
に
清
抜
な
風
景
を
幻
賜
す
る
。

　
由
水
賛
美
、
遊
覧
、
行
旅
、
隠
棲
は
電
鍵
以
来
屡
々
詩
文
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
老
荘
思
想
の
影
響
を
受
け
躍
然
に
於
け
る
人

性
の
暢
達
を
い
う
。
劉
宋
に
至
っ
て
詩
文
の
体
に
因
革
あ
り
荘
老
は
退
く
を
皆
げ
て
山
水
は
方
に
会
し
と
い
う
風
潮
の
間
に
謝
霊
運
。
。
G
。
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

一
窃
ω
に
依
る
山
水
詩
の
確
立
を
見
た
が
、
こ
の
頃
中
国
最
古
の
山
水
画
論
が
娼
た
。
宗
晒
の
画
山
水
序
（
歴
代
名
画
記
所
収
）
で
あ
る
。

宗
嫡
は
官
途
に
就
か
ず
弾
琴
と
読
書
を
好
み
書
画
を
善
く
し
た
。
名
山
を
歴
遊
し
澄
懐
観
道
の
日
々
を
送
っ
た
が
老
病
と
も
ど
も
至
る
に

及
び
旧
遊
の
山
水
を
描
い
て
居
な
が
ら
に
し
て
眼
前
に
あ
ら
し
め
、
こ
れ
を
臥
遊
と
い
っ
た
。
宗
畑
に
依
れ
ば
山
水
画
は
質
軍
需
趣
霊
即

ち
現
有
の
山
水
を
描
き
つ
つ
そ
れ
を
超
え
た
霊
に
趣
く
も
の
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
形
体
及
び
そ
の
分
類
に
宿
る
広
大
無
辺
な
る
神
を
求
め
る

と
い
う
。
閑
居
し
て
呼
吸
を
整
え
払
鳩
鳴
琴
図
画
を
語
い
て
静
か
に
相
対
す
れ
ば
農
己
の
心
に
宿
る
神
を
暢
び
や
か
に
す
る
。
宗
熔
の
僧

正
は
老
荘
の
恒
心
養
志
で
あ
り
、
郭
照
の
人
意
を
快
く
し
里
心
を
獲
る
と
い
う
の
も
か
か
る
伝
統
の
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
山
水
画
は

東
蕊
の
顧
燈
之
G
。
魔
…
心
O
q
の
華
中
（
歴
代
名
爾
記
所
収
）
に
、
凡
画
人
最
野
次
山
水
次
狗
馬
台
湾
一
定
器
耳
と
あ
る
よ
う
に
早
く
か
ら

画
の
主
題
に
数
え
ら
れ
、
顧
雲
鳥
自
身
画
雲
台
山
嵐
（
歴
代
名
画
記
所
収
）
な
る
麟
画
山
水
の
記
述
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
道
教
の

道
場
と
し
て
実
在
し
た
山
で
画
面
で
は
東
面
中
央
正
面
及
び
上
中
下
段
に
分
け
て
熟
成
し
葛
洪
の
神
伯
伝
そ
の
他
に
説
く
物
語
の
舞
台
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
＞

し
て
描
い
て
い
る
。
こ
の
山
水
画
の
作
風
は
さ
ま
ぎ
ま
に
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
．
歴
代
名
画
記
。
。
誤
の
述
べ
る
唐
以
前
の
山
水
画
の
特
長
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52
3
　
は
好
ん
で
非
現
実
的
な
険
怪
な
貌
を
描
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
水
不
溶
泥
、
専
大
干
山
な
る
不
自
然
な
比
例
を
も
ち
、
群
峯
の
勢
は
斎
館
犀

　
　
櫛
の
如
く
樹
石
列
植
の
状
は
伸
醤
布
指
の
如
く
、
石
は
三
世
に
務
め
て
総
譜
斧
刃
の
如
く
樹
は
葉
脈
を
透
か
せ
葉
を
鍍
ば
め
る
と
い
う
よ

　
　
う
に
奇
異
で
工
学
的
で
細
緻
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
歴
代
名
画
記
に
い
う
山
水
の
変
、
即
ち
呉
道
玄
。
P
c
。
ρ
前
半
に
始
り
学
堂
訓
①
鐘
…

　
　
講
G
。
李
昭
道
父
子
に
完
成
し
た
唐
代
の
山
水
の
変
を
経
て
宋
に
至
る
や
、
図
画
見
聞
誌
の
論
古
今
優
劣
に
い
う
よ
う
に
山
水
画
と
花
鳥
画

　
　
が
前
代
よ
り
秀
れ
る
と
ざ
れ
、
就
中
山
水
繭
は
李
成
関
同
弔
意
の
三
家
を
得
て
再
び
一
変
し
、
奇
矯
な
る
雰
囲
気
を
一
掃
し
て
写
実
的
と

　
　
な
っ
た
。
郭
煕
の
い
う
可
居
異
言
の
山
水
と
は
精
緻
な
観
察
に
基
づ
く
現
実
感
を
強
調
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
他
方
山
水
画
の
主
観
的
な
性
格
に
つ
い
て
も
古
く
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
。
岩
心
乱
撃
の
趣
き
は
受
認
の
人
柄
を
通
じ
て
自
ら
画
に
滲
み

　
　
出
る
と
さ
れ
る
。
山
水
画
の
作
風
が
画
家
の
人
格
に
基
づ
く
と
い
う
考
え
は
歴
代
名
画
記
に
既
に
み
ら
れ
る
。
張
彦
遠
は
先
に
挙
げ
た
宗

　
　
柄
の
山
水
画
に
つ
い
て
南
斉
の
謝
赫
の
評
価
に
異
を
唱
え
て
い
る
が
、
芸
評
は
古
画
品
録
。
・
。
．
器
b
。
i
G
・
お
を
著
し
て
古
典
的
な
絵
画
批
評

　
　
の
基
を
つ
く
り
、
彼
の
漫
評
の
規
準
た
る
画
の
六
法
に
照
ら
し
て
宗
燭
は
善
く
す
る
と
こ
ろ
な
し
と
し
た
。
張
彦
遠
は
こ
の
批
評
を
採
る

　
　
に
足
ら
ず
と
し
、
宗
柄
は
高
士
で
あ
っ
て
俗
世
を
超
え
た
と
こ
ろ
物
外
の
情
に
蕩
然
と
し
て
い
て
俗
画
を
以
て
し
て
は
そ
の
意
旨
を
伝
え

　
　
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
。
又
宗
柄
と
同
じ
頃
の
山
水
画
家
で
謝
赫
の
評
価
は
更
に
低
い
王
微
に
つ
い
て
、
王
微
宗
柄
ら
は
行
学
を
上
士

　
　
巣
父
に
な
ぞ
ら
え
情
を
林
整
に
放
ち
琴
酒
を
友
と
し
て
自
適
し
姻
霞
を
侶
と
し
て
独
り
さ
ま
よ
っ
た
。
彼
ら
の
意
は
深
遠
で
行
遊
は
高
尚

　
　
で
あ
り
画
の
解
ら
ぬ
者
は
共
に
論
ず
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
。
八
世
紀
に
入
っ
て
文
人
高
士
の
問
に
水
墨
山
水
画
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

　
　
な
る
と
山
水
画
の
主
観
性
は
一
層
強
調
さ
れ
る
。
宣
和
画
譜
H
誌
O
に
よ
れ
ば
昔
人
が
母
人
隠
士
を
磯
っ
て
泉
石
膏
盲
千
思
癒
疾
と
い
っ

　
　
た
よ
う
に
、
山
水
画
も
必
ず
し
も
も
て
は
や
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
唐
か
ら
宋
に
か
け
て
山
水
で
著
名
な
画
家
は
所
謂
画
家
者

　
流
に
類
せ
ず
緒
紳
士
大
夫
の
出
が
多
く
世
に
高
し
と
さ
れ
た
と
い
う
。
韓
拙
の
山
水
純
全
集
一
義
H
で
は
山
水
画
の
格
は
清
華
理
は
悪
難
、

　
　
四
時
の
景
物
や
風
雲
気
候
の
千
変
万
化
を
捉
え
る
術
で
あ
る
か
ら
博
学
広
識
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
。
下
っ
て
明
の
莫
是
竜
の
理
説
に
依

　
　
れ
ば
、
山
水
画
は
宇
宙
を
手
中
に
あ
ら
し
め
る
も
の
で
眼
前
に
生
機
に
非
ざ
る
も
の
な
く
、
山
水
画
家
は
往
往
多
謝
だ
と
す
る
。



　
之
を
要
す
る
に
描
か
る
べ
き
山
水
は
可
居
可
遊
の
趣
あ
り
て
憂
心
養
志
に
資
す
る
、
即
ち
写
貌
物
情
始
発
人
思
を
旨
と
す
べ
き
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
極
め
て
主
観
性
が
つ
よ
く
、
郭
熈
に
よ
れ
ば
林
泉
の
心
を
以
っ
て
画
に
臨
め
ば
そ
の
高
い
価
値
が
わ
か
り
、
品
番
の
藏
を
以

て
臨
め
ば
良
さ
が
曇
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⇔

　
　
　
か
か
る
山
水
を
如
何
に
捉
え
る
か
。
林
泉
高
前
山
字
訓
に
依
れ
ば
ま
ず
遠
観
し
て
山
川
の
形
勢
気
象
を
一
挙
に
捉
え
る
べ
き
だ
と
い
う
。

　
　
山
水
は
大
物
で
あ
り
川
谷
は
遠
望
し
て
そ
の
勢
を
取
り
、
雲
気
を
活
か
す
為
に
大
勢
を
見
て
斬
刻
の
形
を
為
さ
ず
、
姻
嵐
を
正
し
く
捉
え

　
　
る
為
に
大
意
を
描
い
て
刻
画
の
跡
を
為
さ
ぬ
。
斬
翔
の
形
を
為
さ
ず
と
い
い
刻
画
を
為
さ
ぬ
と
い
う
の
は
雲
斎
の
渾
然
た
る
さ
ま
を
表
現

　
　
す
る
為
で
あ
る
が
、
雲
姻
は
景
物
を
累
積
的
に
描
く
の
で
な
く
ま
ず
全
体
の
大
勢
を
謎
え
る
に
用
い
ら
れ
る
表
現
法
で
あ
ろ
う
。
明
人
莫

　
　
是
竜
の
画
説
の
言
を
籍
り
て
い
え
ば
、
綱
海
量
を
積
ん
で
大
山
を
為
す
の
で
は
な
く
歯
軸
を
運
ら
し
て
た
だ
三
四
の
大
分
を
合
し
て
章
を

　
　
成
す
の
で
あ
り
、
仮
に
細
砕
処
が
あ
っ
て
も
勢
を
取
る
こ
と
を
主
と
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
山
水
の
勢
や
気
象
の
動
き
に
要
訣
あ
る
大
観

　
　
的
山
水
画
の
主
張
が
あ
る
。
風
雨
陰
晴
も
遠
望
し
て
こ
そ
錯
縦
起
止
の
捻
転
晦
隠
見
の
蓬
が
究
尽
さ
れ
る
。

　
　
　
更
に
山
水
を
擬
人
約
に
捉
え
る
。
林
泉
高
士
山
水
訓
に
よ
れ
ば
、
大
山
が
身
許
林
鰹
の
主
た
る
さ
ま
を
潜
主
臣
下
に
比
し
、
長
松
が
藤

　
　
羅
草
木
の
表
に
あ
る
を
君
子
小
人
に
擬
す
。
山
形
を
箕
躍
盤
購
晶
晶
朝
揖
な
ど
と
人
の
動
作
に
擬
し
、
高
山
を
書
っ
て
血
脈
即
ち
水
が
下

　
　
方
に
あ
り
五
股
開
張
し
其
脚
は
壮
事
た
り
な
ど
と
表
現
す
る
。
又
山
水
の
布
置
を
い
う
に
水
は
血
脈
草
木
は
毛
髪
紫
雲
は
顔
容
の
神
彩
と

　
　
し
、
こ
れ
ら
を
侯
っ
て
山
は
活
き
秀
眉
た
り
、
水
に
と
っ
て
山
は
面
亭
樹
は
眉
碍
漁
樵
は
精
神
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
依
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

　
　
趣
が
与
え
ら
れ
る
、
又
石
を
天
地
の
骨
と
し
水
を
天
地
の
面
と
す
る
。
山
水
を
擬
人
的
に
捉
え
る
こ
と
は
六
朝
以
来
無
く
は
な
い
が
、
郭

　
　
熈
は
唯
構
成
要
素
の
上
か
ら
の
比
較
だ
け
で
な
く
山
水
を
生
動
す
る
有
機
体
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
い
わ
ば
形
似
及
び
要
素
の

　
　
上
で
の
比
較
で
な
く
、
形
勢
及
び
情
趣
的
な
面
に
注
目
し
た
感
情
移
入
釣
な
捉
え
方
と
い
う
意
味
で
の
擬
人
化
で
あ
る
。
こ
の
際
気
象
の

鵬　
　
　
　
　
　
諌
墨
戯
に
瀾
す
る
　
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵬
五
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匹
田

変
化
は
特
に
重
要
で
、
春
山
事
事
連
綿
は
人
を
し
て
欣
欣
た
ら
し
め
、
山
砂
嘉
木
繁
蔭
は
人
を
し
て
坦
々
た
ら
し
め
、
秋
山
明
浄
揺
落
は

粛
粛
た
ら
し
め
、
冬
山
昏
　
糎
撃
塞
は
寂
寂
た
ら
し
め
る
。
　
一
部
屋
数
十
菖
山
の
心
身
を
具
え
そ
こ
で
は
景
外
の
意
即
ち
人
關
の
感
清
に
よ

る
変
貌
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
条
は
山
水
な
る
も
の
に
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ん
と
す
る
あ
ま
り
却
っ
て
生
硬
通
俗
な
議
論
と
な
っ
て

い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
山
水
の
捉
え
方
に
は
細
緻
な
観
察
の
裏
打
が
あ
る
。
東
爾
の
山
に
奇
秀
が
多
い
の
は
地
が
低
く
山
が
浅
く
漱
濯
開
智
す

る
為
で
、
奇
峰
蛸
壁
や
爆
擶
墜
落
を
轡
漢
雲
霞
の
外
表
に
現
わ
す
。
爾
北
の
山
が
渾
厚
で
あ
る
の
は
地
が
高
く
水
が
深
く
岡
朧
擁
急
な
る

が
為
で
、
鋸
盤
盤
麟
や
介
丘
有
頂
を
千
里
の
外
四
国
の
野
に
蓮
纒
抜
擁
し
、
仁
山
華
山
衡
山
常
山
泰
山
天
台
武
夷
朧
羅
雁
蕩
眠
峨
巫
峡
天

壇
忌
屋
林
慮
武
当
な
ど
の
名
山
を
挙
げ
そ
の
要
妙
を
窮
む
べ
き
こ
と
を
い
う
。
大
小
の
比
例
を
含
理
的
に
し
、
山
に
竃
大
あ
り
と
し
て
人

問
と
樹
木
と
山
水
の
相
互
関
係
を
正
し
く
把
握
し
、
木
と
入
の
比
較
は
葉
を
基
と
し
、
人
と
木
の
釣
合
は
頭
を
基
と
す
る
。
遠
近
の
合
理

性
の
要
訣
は
燗
霞
に
あ
り
と
し
、
山
を
高
く
す
る
に
は
山
腰
を
燭
霞
で
鎖
ざ
し
山
を
遠
く
す
る
に
は
掩
映
を
も
っ
て
単
調
な
脈
絡
を
断
つ

べ
き
だ
と
い
う
。
山
水
樹
石
の
関
係
の
地
質
学
的
説
明
あ
り
山
水
と
店
立
村
落
を
地
形
的
に
解
説
す
る
。
又
、
季
節
気
象
景
物
の
取
合
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
列
挙
す
る
の
も
林
泉
高
致
の
一
特
色
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
条
も
山
水
画
法
書
と
し
て
の
通
俗
的
な
一
面
を
露
呈
し
て
い
る
と
も
い
え

る
。

　
郭
熈
に
よ
れ
ば
山
水
函
は
大
観
的
で
あ
る
べ
き
で
霞
然
の
勢
を
表
現
し
生
き
生
き
と
し
た
気
，
脈
を
捉
え
、
山
水
を
有
機
的
な
存
在
と
し

て
山
水
の
中
に
精
神
と
共
鳴
し
そ
れ
を
感
動
さ
せ
る
生
命
を
見
る
。

　
山
水
の
勢
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
劉
宋
の
山
水
画
家
細
微
は
、
絵
画
を
言
う
者
は
童
に
容
勢
を
求
む

る
の
み
と
言
い
（
歴
代
名
画
記
所
収
王
微
影
画
）
、
唐
朝
名
画
録
が
逸
贔
に
列
す
る
李
霊
鳥
は
山
水
竹
群
を
描
い
て
一
点
一
抹
皆
よ
く
そ

の
形
を
得
そ
の
自
然
の
勢
を
表
わ
す
と
さ
れ
る
。
鋼
浩
は
筆
法
記
に
於
て
山
水
の
象
は
気
勢
細
い
生
ず
る
と
し
山
水
画
は
心
墨
を
去
っ
て

大
要
を
採
る
べ
き
と
す
る
。
更
に
山
水
画
に
有
形
の
病
と
無
形
の
病
を
指
摘
し
、
前
面
は
比
例
や
形
態
に
つ
い
て
の
欠
点
で
あ
る
が
、
後



老
は
気
韻
即
ち
画
家
の
意
と
そ
の
表
わ
れ
が
共
に
混
ん
で
物
象
が
す
べ
て
乖
離
し
筆
墨
の
　
は
見
ら
れ
て
も
死
物
に
同
じ
と
す
る
。
か
か

る
気
韻
を
支
え
る
の
は
筆
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
単
に
形
似
を
求
め
る
の
で
な
く
飛
動
す
る
如
く
に
し
て
そ
れ
自
身
筋
肉
三
舎
の
四
勢
を

も
っ
と
す
る
。
筋
は
絶
断
の
勢
、
肉
は
起
伏
成
実
、
骨
は
生
死
剛
正
、
気
は
跡
爾
不
敗
と
す
る
。
荊
浩
に
あ
っ
て
は
山
水
の
勢
は
筆
勢
に

支
え
ら
れ
る
。
八
世
紀
に
於
け
る
水
墨
画
の
発
生
は
山
水
樹
石
に
於
け
る
勢
の
表
現
と
深
い
関
係
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
胤
然
や
人
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

を
忠
実
に
描
写
し
て
形
似
を
求
め
る
画
で
は
な
く
て
、
凝
然
の
う
ち
に
欝
己
の
意
を
見
る
主
観
的
な
表
現
が
求
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

r
山
水
を
有
機
体
と
見
る
の
は
郭
煕
に
於
て
著
し
い
が
、
既
に
古
く
顧
榿
之
も
論
画
（
歴
代
名
画
記
所
収
）
に
嘗
て
山
水
を
人
物
や
狗
馬

と
一
書
に
し
て
建
物
や
器
物
が
死
物
で
あ
る
の
と
区
別
し
て
い
る
。
又
水
墨
画
の
発
生
期
に
樹
木
を
描
い
て
こ
れ
を
竜
馬
に
比
す
る
例
が

あ
る
が
、
こ
れ
も
郭
煕
の
先
金
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
比
例
の
合
理
性
に
つ
い
て
は
既
に
歴
代
名
画
記
に
論
じ
ら
れ
、
荊
浩
も
山
水
画
の
有

形
の
病
の
中
で
論
じ
て
い
る
コ
多
勢
を
捉
え
大
要
を
採
る
大
観
に
つ
い
て
も
古
来
遠
望
が
書
わ
れ
遙
か
な
る
想
い
を
養
う
た
め
登
高
が
行

わ
れ
、
画
家
に
限
ら
ず
楚
辞
の
昔
か
ら
詩
人
文
士
の
例
が
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
宋
代
に
は
黄
山
谷
の
天
開
図
画
な
る
語
が
あ
り
元
人
黄
公

望
は
そ
の
写
山
水
訣
に
お
い
て
登
楼
し
て
空
澗
処
を
望
み
気
韻
を
轟
轟
に
見
る
、
是
即
ち
山
頭
の
景
物
で
あ
っ
て
李
成
も
郭
熊
も
皆
此
の

方
法
を
用
い
て
い
る
と
し
、
郭
煕
の
爾
石
が
雲
の
如
く
な
る
の
も
か
か
る
事
に
由
る
の
で
あ
り
古
人
の
所
謂
天
命
図
画
な
る
も
の
も
是
で

　
　
　
（
7
）

あ
る
と
い
う
。

　
　
　
か
か
る
画
家
の
姿
勢
は
い
か
な
る
も
の
か
。
林
泉
高
致
の
山
水
翻
は
造
化
の
功
を
奪
う
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
は
好
む
よ
り
神

　
　
な
る
は
な
く
勤
め
よ
り
精
な
る
は
な
く
飽
游
猷
着
す
る
よ
り
大
な
る
は
な
く
、
か
く
す
れ
ば
万
象
が
歴
歴
と
胸
中
に
羅
列
し
画
布
や
筆
墨

　
　
を
意
識
せ
ず
し
て
或
は
分
明
に
或
は
ぼ
ん
や
り
と
す
べ
て
麟
己
の
胸
中
丘
墾
が
表
わ
れ
る
と
す
る
。
所
養
拡
充
、
所
覧
淳
熟
、
所
経
衆
多
、

　
　
所
取
精
粋
、
即
ち
教
養
経
験
を
豊
か
に
し
そ
れ
を
基
に
し
て
山
水
の
理
想
像
を
つ
く
る
こ
と
を
添
う
。

553　
　
　
　
　
　
水
盤
画
に
目
す
る
…
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隣
七
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八

　
造
化
の
功
を
奪
う
と
は
自
然
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
の
反
面
、
母
家
の
自
発
性
を
強
調
し
て
い
る
。
例
え
ば
唐
朝
名
画
録
は
水
墨
画
を
描

い
て
当
時
と
し
て
は
斬
新
な
作
風
を
も
つ
李
霊
省
を
非
常
の
体
あ
り
と
し
て
逸
晶
に
列
し
、
か
か
る
非
常
の
体
が
造
化
の
功
に
符
会
す
る

と
い
う
。
唐
朝
名
画
録
と
略
同
時
代
の
歴
代
名
画
記
。
。
ミ
も
呉
道
玄
に
つ
い
て
造
化
の
功
に
合
う
と
い
う
が
、
図
画
見
聞
誌
で
は
造
化
を

倫
む
と
い
い
、
更
に
造
化
の
功
を
奪
う
と
い
う
よ
う
に
能
動
性
を
強
調
し
た
語
気
に
転
じ
、
宋
代
に
は
こ
の
用
例
が
多
い
。
単
な
る
写
実

か
ら
画
家
の
表
現
意
志
を
尊
重
す
る
方
向
へ
の
絵
画
史
の
展
開
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
と
思
う
。
画
家
の
自
発
性
の
重
視
は
古
く
か
ら
あ

り
、
単
に
形
似
を
求
め
て
描
く
こ
と
は
物
に
凝
せ
ら
れ
る
と
し
て
斥
け
る
。
例
え
ば
先
に
挙
げ
た
宗
柄
の
画
山
水
序
に
よ
れ
ば
、
目
に
応

じ
心
に
適
う
こ
と
を
画
の
理
だ
と
し
、
画
が
対
象
を
巧
く
捉
え
て
居
れ
ば
圏
と
心
で
触
れ
あ
う
こ
と
が
で
き
神
即
ち
自
然
の
神
妙
に
共
感

し
、
神
が
す
ぐ
れ
て
い
て
対
象
の
理
即
ち
本
質
が
感
得
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
形
似
を
求
め
る
こ
と
が
画
の
根
本
で
あ
る
と
す
る
六
朝

絵
画
論
の
主
張
で
あ
る
が
、
そ
の
蟻
壁
冒
会
心
の
不
可
欠
な
る
を
言
い
そ
れ
に
よ
っ
て
画
家
の
自
発
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
又
王
微
の

泥
画
は
、
画
は
畢
寛
容
勢
を
求
め
る
の
み
と
し
て
形
に
墓
つ
く
も
の
は
融
合
し
霊
に
し
て
動
く
も
の
は
変
化
し
心
が
止
ま
れ
ば
霊
は
表
れ

る
こ
と
が
な
い
、
だ
か
ら
不
動
な
る
も
の
に
託
す
、
眼
に
は
限
界
が
あ
っ
て
見
る
と
こ
ろ
は
周
く
な
い
、
そ
こ
で
一
本
の
筆
を
太
虚
の
体

即
ち
宇
宙
生
成
の
物
体
に
な
ぞ
ろ
え
三
尺
の
紙
を
も
っ
て
眼
に
明
か
な
と
こ
ろ
を
描
く
こ
と
に
な
る
、
か
く
て
山
水
人
物
に
穿
て
縦
横
の

変
化
の
為
に
動
き
が
生
じ
前
後
方
円
に
よ
っ
て
霊
が
あ
ら
わ
れ
る
、
そ
こ
で
器
物
は
分
類
さ
れ
犬
馬
禽
獣
は
そ
れ
ぞ
れ
の
状
態
に
分
れ
る
、

こ
れ
が
画
の
極
致
で
あ
る
、
図
を
養
い
て
山
水
が
奇
異
の
状
を
表
す
の
は
単
に
こ
れ
ら
の
情
景
を
指
掌
の
間
に
運
ら
せ
る
の
み
で
な
く
神

明
を
以
て
之
に
降
す
即
ち
明
王
な
精
神
を
之
に
加
え
る
か
ら
で
あ
る
、
こ
れ
が
画
の
情
で
あ
る
と
い
う
。
王
微
の
論
旨
は
明
確
に
は
理
解

し
難
い
が
、
写
実
を
画
の
根
本
と
し
つ
つ
何
ら
か
の
画
家
の
精
神
の
参
与
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
。
顧
憧
之
の
論
画
も
人
物
狗
馬
山
水
を

描
く
場
合
は
死
物
で
あ
る
器
物
台
樹
を
描
く
場
合
と
違
っ
て
、
単
に
対
象
に
忠
実
で
あ
る
だ
け
で
な
く
想
を
練
る
必
要
即
ち
遷
移
妙
得
を

い
う
。

　
宗
嫡
翠
微
の
眼
目
会
心
、
顧
榿
之
の
遷
想
妙
薬
は
描
か
れ
た
画
に
つ
い
て
観
照
的
に
考
え
ら
れ
た
能
動
性
に
乏
し
い
概
念
で
あ
る
が
、
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三
代
に
な
る
と
歴
代
名
画
記
や
歴
代
名
画
記
蘭
引
の
李
嗣
真
の
後
画
品
録
に
曾
て
、
意
は
筆
先
に
存
す
と
か
心
に
得
て
手
に
応
ず
と
い
う

よ
う
に
画
家
の
表
現
意
志
と
自
然
と
の
合
　
が
単
作
活
動
に
就
い
て
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
歴
代
名
画
記
の
論
顧
陸
風
呉
罵

筆
に
於
て
顧
挺
身
に
激
て
意
は
筆
先
に
存
し
画
が
成
っ
て
も
意
は
残
っ
て
い
る
、
そ
れ
故
神
気
即
ち
自
然
の
神
妙
さ
が
全
う
さ
れ
る
と
す

る
。
又
呉
道
玄
に
つ
い
て
神
即
ち
自
然
の
神
妙
さ
を
守
っ
て
専
心
し
造
化
の
功
に
合
し
呉
道
玄
の
筆
を
掛
り
て
表
現
す
る
、
こ
れ
が
先
に

顧
撹
之
に
つ
い
て
述
べ
た
意
存
筆
先
繭
尽
意
在
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
二
例
は
山
水
画
に
就
い
て
の
論
で
は
な
い
が
、
共
に
画
家
の
意
志

と
自
然
と
の
合
一
を
制
作
に
就
て
主
張
し
主
体
的
な
表
現
活
動
に
着
目
し
た
古
い
例
で
あ
る
。
意
存
筆
先
と
は
意
を
蓑
わ
す
の
は
筆
で
あ

る
と
言
う
事
と
、
描
く
に
先
立
っ
て
表
現
意
志
が
存
す
る
と
い
う
事
と
の
二
つ
の
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
但
し
張
彦
遠
に
あ
っ
て
は
描

け
ば
無
意
識
的
に
お
の
ず
か
ら
造
化
の
功
に
合
す
る
と
い
う
語
気
が
あ
る
に
対
し
、
郭
煕
は
造
化
の
功
を
奪
う
と
い
っ
て
画
家
の
主
体
的

な
働
き
か
け
を
強
調
し
、
そ
の
た
め
に
好
み
勤
め
旅
し
着
る
こ
と
を
奨
め
、
山
水
画
は
画
家
の
胸
中
丘
整
か
ら
発
す
る
と
い
う
。
張
彦
遠

に
あ
っ
て
は
造
化
は
虜
己
及
び
自
然
を
包
摂
す
る
も
の
即
ち
神
を
生
む
も
の
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
郭
熈
は
造
化
を
自
己
の
内
に
取
込

み
い
わ
ば
内
在
化
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
神
に
代
っ
て
主
体
の
内
に
尋
ね
ら
る
べ
き
真
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
源
が
あ

る
。　

李
嗣
真
の
後
画
品
録
に
梁
の
張
僧
縣
に
つ
い
て
骨
気
の
奇
麗
な
る
こ
と
、
師
と
し
て
模
し
て
自
己
の
も
の
と
す
る
こ
と
の
宏
遠
さ
に
至

っ
て
は
、
単
に
六
法
が
悉
く
備
わ
っ
て
い
る
の
み
で
な
く
実
に
亦
あ
ら
ゆ
る
題
材
に
亙
っ
て
す
べ
て
妙
手
ぶ
り
を
発
揮
し
、
千
変
万
化
誰

状
細
形
す
べ
て
こ
れ
を
目
で
み
て
掌
に
運
ら
し
心
に
得
て
手
に
応
ぜ
し
め
る
、
意
う
に
天
の
降
せ
る
聖
人
は
後
世
の
手
本
で
あ
り
そ
の
創

作
の
す
ば
ら
し
さ
は
陰
陽
に
擬
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
と
し
、
画
家
の
制
作
が
単
な
る
自
然
の
動
き
と
異
る
こ
と
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
例

は
そ
の
後
数
多
く
見
ら
れ
、
聖
朝
名
画
評
囲
盛
り
↓
の
い
う
象
生
筆
端
、
形
造
筆
下
、
対
景
造
意
、
図
画
見
聞
誌
＄
．
H
O
課
の
心
師
造
化
、

意
出
前
賢
、
学
窮
造
化
、
意
出
古
今
、
情
趣
画
譜
ド
匿
O
の
立
意
為
先
、
布
概
縁
飾
為
次
、
覧
物
得
意
、
写
物
創
意
、
す
べ
て
意
を
得
る

処
遂
に
造
物
者
と
友
と
な
る
、
広
州
画
蹟
＄
自
這
蒔
の
画
に
於
て
無
心
な
る
者
は
造
物
の
先
を
求
む
、
凡
そ
賦
形
出
象
は
生
意
に
発
し
之

　
　
　
　
水
墨
画
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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58
3
　
を
自
然
に
得
て
そ
の
胸
中
に
あ
ら
わ
る
る
を
待
つ
と
い
う
な
ど
、
糊
代
の
も
の
が
多
い
。
画
家
が
自
然
を
師
と
し
な
が
ら
も
制
作
の
根
拠

　
　
を
自
己
の
心
申
に
求
め
る
と
い
う
主
張
の
古
い
例
は
歴
代
名
画
記
の
張
燥
の
記
事
に
見
え
、
張
環
は
八
世
紀
後
半
の
人
で
禿
筆
の
み
を
用

　
　
い
た
り
手
で
墨
を
画
絹
に
こ
す
り
つ
け
た
り
特
異
な
描
法
を
用
い
て
有
名
な
初
期
の
水
墨
画
家
で
あ
る
が
、
畢
宏
と
い
う
画
家
が
そ
の
所

　
　
受
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
外
師
造
化
中
得
心
源
と
答
え
た
。
従
っ
て
郭
熈
の
言
う
造
化
の
功
を
奪
う
こ
と
即
ち
主
体
的
な
表
現
活
動
の
主
張
は

　
　
水
墨
画
の
発
達
に
つ
れ
て
そ
の
主
観
的
な
無
漏
に
相
応
じ
て
次
第
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
以
上
の
挙
例
は
表
現
意
志
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
に
対
し
て
、
郭
煕
は
先
述
の
如
く
胸
中
丘
墜
を
言
っ
て
画
家
の
意
を
よ
り
具
体
的

　
　
に
捉
え
、
い
わ
ば
中
得
心
源
の
性
格
を
明
か
に
し
た
と
い
え
る
。
自
然
を
写
実
的
に
、
描
き
つ
つ
そ
の
自
然
を
内
在
化
す
る
、
但
し
感
情
移

　
　
入
的
な
把
提
に
は
留
ら
な
い
。
郭
煕
は
先
述
の
如
く
教
養
を
拡
充
し
て
画
の
ま
題
に
対
す
る
理
解
を
深
め
工
夫
を
凝
ら
し
、
覧
る
と
こ
ろ

　
　
を
淳
熟
し
て
渾
然
か
つ
宛
然
た
る
自
然
を
描
き
、
経
験
を
多
く
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
の
在
り
方
を
極
め
、
画
に
は
精
粋
の
み
を
採
り
上

　
　
げ
る
、
例
え
ば
太
飯
山
や
泰
山
の
真
面
昌
は
何
か
と
い
う
点
を
よ
く
警
ん
で
描
く
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
こ
れ
は
胸
中
丘
整
が
霞
割
の
理

　
　
想
的
な
姿
を
志
向
す
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
。
胸
中
丘
墾
と
い
う
語
は
北
宋
の
絵
画
の
写
実
的
に
し
て
理
念
的
な
る
性
格
を
よ
く
表
わ
し

　
　
て
い
る
。
胸
中
丘
墾
と
い
う
考
え
方
は
山
水
画
に
就
い
て
の
み
な
ら
ず
、
郭
烈
と
略
同
時
代
の
論
客
H
O
H
G
。
…
H
O
刈
○
。
の
墨
竹
や
李
公
麟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
H
O
念
！
瓢
O
回
の
馬
に
つ
い
て
も
、
画
く
に
当
っ
て
胸
中
に
成
竹
有
り
と
か
画
く
に
先
立
っ
て
胸
中
に
意
馬
が
あ
る
と
か
言
わ
れ
て
い
る
。

　
　
胸
中
丘
墾
の
理
念
的
な
性
格
に
つ
い
て
韓
拙
の
山
水
純
全
集
に
b
こ
H
は
気
韻
を
以
て
そ
の
画
に
求
む
れ
ば
形
似
は
お
の
ず
か
ら
其
間
に
あ

　
　
る
、
ま
さ
に
よ
く
山
水
の
理
を
究
む
べ
き
と
し
、
広
川
猛
襲
8
．
H
お
刈
に
も
厳
物
は
必
ず
窮
理
を
先
に
す
べ
き
と
あ
る
。
胸
中
丘
墜
の
用

　
　
例
は
画
史
画
論
の
類
で
は
宣
和
画
譜
H
嵩
O
に
最
も
多
い
。

　
　
　
沈
括
H
O
b
。
⑩
l
H
O
り
G
。
の
夢
漢
筆
談
に
は
郭
煕
よ
り
稽
遅
れ
る
山
水
画
家
で
春
鳥
八
景
の
創
始
者
と
し
て
著
名
な
宋
遽
の
言
を
載
せ
て
い

　
　
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
壊
れ
た
築
地
を
捜
し
絹
を
張
っ
た
も
の
を
こ
れ
に
訳
せ
か
け
朝
夕
眺
め
て
久
し
く
な
る
と
絹
を
編
て
て
見
る
諸
芸

　
　
の
高
低
噛
折
が
皆
山
水
の
象
と
な
る
。
心
存
臼
想
即
ち
心
図
を
落
着
け
て
想
い
廻
ら
せ
ば
高
き
は
山
と
為
り
低
き
は
水
と
為
り
玖
な
る
老



ば
谷
と
為
り
欠
く
る
老
は
澗
と
為
り
顕
な
る
は
近
く
晦
な
る
は
遠
く
、
神
傾
属
音
即
ち
精
神
で
傾
解
し
意
志
が
搾
り
悦
然
と
し
て
其
の
人

為
草
木
飛
動
往
来
の
象
を
兇
、
了
然
と
し
て
目
に
在
ら
ば
随
意
命
筆
、
黙
し
て
以
て
読
会
即
ち
筆
の
趣
く
ま
ま
に
お
の
ず
か
ら
自
然
の
神

妙
に
合
致
し
、
霞
然
の
境
は
皆
々
の
成
せ
る
も
の
で
人
為
に
類
せ
ず
と
い
う
。
以
て
胸
中
置
去
が
か
な
り
具
体
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
分
る
が
、
造
化
の
功
を
奪
う
或
は
胸
中
丘
整
を
画
面
に
実
現
す
る
の
は
画
家
が
自
然
を
我
が
物
と
し
支
配
す
る
こ
と
と
は
考
え
ら
れ

て
居
ら
ず
、
融
通
無
凝
な
る
観
作
を
却
っ
て
人
為
に
類
せ
ず
と
い
う
。
郭
煕
の
頃
に
は
か
か
る
制
作
活
動
を
遊
戯
と
考
え
る
風
潮
が
盛
ん

に
な
り
宣
和
画
譜
津
N
O
は
そ
の
例
が
多
い
。
水
墨
画
の
技
法
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
そ
の
主
観
的
な
性
格
が
強
い
故
に
却
っ
て
入
の
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

い
る
技
術
で
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
胸
中
丘
墜
は
如
何
に
し
て
薗
に
構
成
さ
れ
る
か
。
そ
れ
は
高
さ
深
さ
奥
行
の
三
方
向
に
遠
さ
を
見
る
三
遠
な
る
視
線
を
軸
に
し
て
構
成

　
　
さ
れ
る
。
林
泉
高
致
の
山
水
訓
は
山
に
三
遠
有
り
と
し
山
下
よ
り
山
顛
を
仰
ぐ
を
高
遠
、
山
前
よ
り
山
程
を
窺
う
を
深
遠
、
近
山
か
ら
遠

　
　
山
を
望
む
を
耳
遠
と
す
る
。
三
遠
は
単
な
る
視
線
の
方
向
で
は
な
く
色
と
形
勢
を
も
つ
具
体
的
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
高
遠
の
色
は

　
　
清
明
、
深
遠
の
色
は
重
出
、
耳
遠
の
色
は
明
豊
の
交
替
で
あ
り
、
高
遠
の
勢
は
突
兀
、
深
遠
の
勢
は
重
畳
、
平
遠
の
勢
は
沖
融
で
あ
る
。

　
　
三
遠
に
於
て
見
ら
れ
た
景
物
は
例
え
ば
人
物
に
つ
い
て
、
高
遠
に
あ
っ
て
は
明
瞭
で
短
か
ら
ず
、
深
遠
に
あ
っ
て
は
細
砕
で
長
か
ら
ず
、

　
　
平
遠
に
あ
っ
て
は
沖
澹
で
大
き
か
ら
ず
と
し
、
画
は
深
遠
が
欠
け
れ
ば
浅
く
、
平
遠
が
欠
け
れ
ば
近
く
、
高
遠
が
欠
け
れ
ば
平
板
で
あ
る
。

　
　
即
ち
三
遠
は
単
な
る
遠
望
の
方
向
の
違
い
で
は
な
く
て
三
者
が
働
き
舎
っ
て
山
水
画
を
成
立
せ
し
め
る
不
可
欠
の
要
素
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
三
遠
は
上
下
遠
近
へ
の
視
点
の
移
動
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
林
泉
筆
致
山
水
訓
に
依
れ
ば
山
は
近
く
で
看
れ
ば
か
く
の
如
く
、
数
塁
を

　
　
距
て
て
見
れ
ば
又
劉
の
様
相
を
呈
し
、
十
数
里
を
距
て
て
見
れ
ば
又
異
る
。
即
ち
毎
遠
毎
異
、
田
形
は
歩
歩
に
移
る
。
山
は
正
側
背
各
面

　
　
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
異
る
桐
貌
を
も
つ
。
即
ち
毎
看
毎
異
、
山
形
は
面
面
に
潜
る
と
す
る
。
か
く
一
山
は
数
十
百
山
の
形
状
を
兼
備
し
こ
れ

593　
　
　
　
　
　
水
墨
画
に
蘭
　
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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五
工

を
悉
く
胸
中
に
得
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
単
に
毎
遠
毎
異
、
毎
看
毎
異
を
別
瑚
に
捉
え
る
の
み
な
ら
ず
、
胸
中
丘
墾
と
し
て
一
図

の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
体
を
複
合
的
重
層
的
に
…
構
成
す
る
こ
と
を
意
製
す
る
。
真
山
水
の
川
谷
は
遠
望
し
て
其
の
勢
を
取
り
、
近
申
し

て
其
の
質
を
取
る
と
い
い
、
山
は
大
物
で
上
昇
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
臨
観
す
る
如
く
、
下
游
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
指
鷹
す
る
如
し
と
い
い
、
い

ず
れ
も
視
点
の
移
動
に
よ
っ
て
毎
遠
毎
異
、
毎
看
毎
異
を
一
の
山
水
図
と
し
て
理
念
的
に
表
わ
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
単
に
賦
払

的
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
て
三
遠
に
基
づ
く
空
間
表
現
に
於
て
実
現
さ
れ
る
。
林
泉
高
致
山
水
訓
に
は
花
を
描
く
の
に
そ
れ
を
穴
の
中

に
置
い
て
上
か
ら
臨
ん
で
四
面
を
見
、
竹
を
描
く
の
に
月
夜
の
素
壁
に
く
っ
き
り
と
そ
の
姿
を
投
射
し
て
捉
え
る
こ
と
を
い
う
が
、
山
水

も
遠
さ
、
方
向
、
時
の
違
い
に
従
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
勢
意
態
を
も
う
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
方
を
凄
め
て
そ
の
総
体
を
求
め
よ
う
と
す

る
。
郭
照
は
胸
中
郵
信
の
構
成
を
観
念
と
感
覚
が
拮
抗
し
調
和
す
る
世
界
に
考
え
る
。
画
家
の
視
点
は
高
低
遠
近
に
動
き
景
物
の
周
囲
を

廻
る
。
固
定
し
た
視
点
の
な
い
世
界
、
視
点
の
移
動
に
つ
れ
て
展
裾
す
る
空
間
、
か
か
る
画
面
は
、
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
刻
刻
に
形
成
さ

れ
て
行
く
と
い
う
意
味
で
過
程
的
な
性
格
を
も
つ
。

　
山
水
画
は
元
来
遠
を
志
向
す
る
。
そ
の
特
色
を
い
う
の
に
六
朝
以
来
創
立
千
里
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
は
山
水
画
の
縮
図

法
的
性
格
を
言
い
、
以
大
観
小
と
か
以
大
為
小
の
技
法
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
丸
寝
の
画
山
水
序
は
、
箆
罷
山
は
大
き
く
人
の
瞳
は
小
さ

い
か
ら
至
近
距
離
で
は
山
の
形
は
見
え
な
い
が
、
遙
か
数
里
を
隔
て
て
眺
め
れ
ば
寸
眸
の
中
に
全
貌
を
収
め
る
事
が
で
き
る
。
こ
れ
は
対

象
か
ら
遠
ざ
か
る
に
従
っ
て
そ
の
映
像
は
い
よ
い
よ
小
さ
く
な
る
こ
と
に
依
る
。
今
薄
い
絹
を
張
っ
て
こ
れ
を
透
し
て
遠
景
を
写
す
な
ら

ば
箆
船
囲
苑
の
形
も
方
寸
の
中
に
囲
む
こ
と
が
で
き
、
三
寸
竪
劃
は
千
撫
の
高
さ
に
相
当
し
横
に
引
い
た
数
尺
の
墨
線
は
百
里
の
距
離
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
1
）

表
わ
す
と
。
そ
の
後
歴
代
名
画
記
以
下
の
画
史
画
論
に
演
戯
千
里
を
い
う
例
は
多
く
、
作
風
的
に
は
平
遠
山
水
に
あ
た
る
。

　
八
世
紀
に
水
墨
山
水
画
が
起
る
と
山
水
の
渾
厚
さ
が
求
め
ら
れ
そ
こ
に
精
神
的
深
さ
が
読
み
と
ら
れ
た
。
後
世
水
墨
画
の
祖
と
い
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

る
王
維
の
作
風
を
歴
代
名
画
記
は
重
深
と
言
っ
て
い
る
。
五
代
か
ら
北
宋
に
か
け
て
は
立
体
感
と
質
感
の
豊
か
な
大
観
的
山
水
画
が
籏
出

し
、
五
代
名
画
補
遺
H
O
q
り
は
関
同
の
作
風
を
描
写
し
て
上
突
魏
峯
、
下
蒸
篭
谷
、
卓
爾
硝
歯
黒
、
同
能
一
筆
而
成
、
其
蝶
薄
髭
状
、
突



36工

如
湧
出
、
而
峯
巌
蒼
翠
、
林
麓
土
石
、
加
以
地
理
平
遠
、
権
道
逸
興
、
橋
墨
黒
墾
、
杏
本
鮪
備
と
す
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
郭
照
の
早
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

図
の
作
風
や
三
遠
の
説
賜
に
符
合
す
る
。

　
視
点
の
移
動
に
つ
い
て
は
沈
括
の
夢
渓
筆
談
に
李
成
が
山
上
の
冷
製
や
楼
塔
を
描
く
に
つ
い
て
皆
仰
い
で
飛
籐
を
描
く
と
し
、
こ
の
よ

う
な
下
か
ら
上
を
望
む
仕
方
を
山
水
画
に
適
用
す
れ
ば
唯
一
重
の
山
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
ぬ
故
に
不
可
な
り
と
し
、
山
水
は
璽
重
悉
く

見
る
べ
き
で
、
富
谷
の
閾
の
事
や
屋
舎
の
中
庭
後
巷
中
の
事
も
描
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
東
に
立
て
ば
西
山
が
遠
境
と
な
り
西
に
立
て
ば

東
山
が
遠
境
と
な
る
と
い
う
の
で
は
如
何
に
し
て
画
を
成
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
李
成
は
以
大
観
小
の
法
を
も
っ
て
其
間
に
折
高
折
遠
、

即
ち
視
点
の
移
動
に
よ
る
高
さ
遠
さ
の
案
配
を
為
す
こ
と
の
う
ち
に
自
ら
妙
理
あ
る
を
知
ら
ず
と
い
う
。
又
先
に
述
べ
た
よ
う
に
董
源
及

び
巨
然
の
画
は
望
遠
観
に
よ
く
近
視
は
不
可
と
す
る
な
ど
夢
漢
筆
談
の
議
論
は
豪
儀
と
い
さ
さ
か
径
挺
は
あ
る
が
画
に
視
点
を
言
う
点
が

共
通
し
、
画
帳
の
頃
画
家
の
眼
の
能
動
性
が
は
っ
き
り
意
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
物
語
る
。
算
勘
名
画
評
に
も
李
藤
棚
寛
の
作
風
の
相
違

を
述
べ
る
際
に
近
視
遠
望
に
よ
る
検
討
を
試
み
て
い
る
の
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

　
林
泉
高
齢
山
水
訓
に
お
い
て
山
を
面
で
鍵
え
て
い
る
が
か
か
る
立
体
感
の
捉
え
方
も
恐
ら
く
郭
煕
の
頃
に
は
じ
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
、

後
に
な
る
と
例
え
ば
米
蕾
画
史
に
荊
浩
は
善
く
全
中
の
山
頂
の
四
面
縄
墨
な
る
を
為
す
と
し
、
湯
塵
の
爾
鑑
に
呉
道
元
人
物
に
八
面
あ
り
。

生
意
活
動
と
し
、
黄
公
望
の
写
山
水
訣
に
樹
は
照
面
を
要
す
、
石
に
三
面
あ
り
と
す
る
な
ど
の
例
が
あ
る
。

㈱

　
山
水
画
は
何
故
描
か
れ
る
か
。
そ
れ
は
以
上
述
べ
た
い
わ
ば
山
水
薗
の
理
念
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
表
現
音
心
志
が

発
動
す
る
為
で
あ
り
、
単
な
る
技
法
で
は
な
く
て
特
定
の
精
神
過
程
そ
の
も
の
を
表
わ
す
水
墨
画
の
世
界
が
量
っ
た
為
で
あ
る
。
結
論
を

い
え
ば
素
心
に
お
い
て
水
墨
画
は
一
応
完
成
さ
れ
る
。
◎
か
ら
㈲
に
亙
っ
て
挙
げ
た
山
水
画
の
諸
特
質
即
ち
主
観
的
性
格
、
勢
の
表
現
、

明
暗
陰
影
に
よ
る
景
物
の
関
連
づ
け
、
立
体
感
や
審
問
の
表
現
、
気
象
の
変
化
等
は
水
墨
画
の
技
法
を
ま
っ
て
十
分
に
実
現
さ
れ
る
。
即

　
　
　
　
水
墨
画
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
蕊
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五
四

ち
物
を
総
体
的
に
把
え
ん
と
す
る
努
力
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
挫
折
・
諦
観
・
妥
協
へ
の
過
程
で
あ
る
。
水
墨
画
な
る
表
現
活
動
は
必
然
的

に
山
水
画
的
な
も
の
を
志
向
す
る
。
水
墨
画
は
筆
の
線
と
墨
の
拡
が
り
で
描
く
画
で
あ
る
。
八
世
紀
即
ち
盛
唐
か
ら
中
唐
に
か
け
て
興
り

歴
代
名
画
記
は
破
墨
と
か
議
墨
と
呼
ん
で
い
る
。
即
ち
張
彦
遠
は
嘗
て
王
維
の
破
墨
山
水
を
み
て
筆
遊
勤
爽
と
い
い
、
又
張
彦
遠
の
宗
党

で
あ
る
張
躁
が
か
つ
て
濃
墨
の
家
に
八
輻
山
水
障
を
描
い
た
際
朱
枇
の
乱
団
。
。
Q
。
に
遭
っ
て
未
完
成
に
了
つ
た
事
を
破
墨
未
了
と
い
っ
て
い

る
。
張
環
は
禿
筆
を
使
い
、
手
で
墨
を
擦
っ
て
描
く
自
由
奔
放
な
制
作
や
、
二
本
の
筆
を
一
度
に
使
っ
て
生
平
と
枯
枝
を
描
き
わ
け
る
と

い
っ
た
臨
急
的
技
巧
で
有
名
で
あ
り
、
先
述
の
如
く
外
師
造
化
、
中
得
心
源
を
謂
っ
た
画
家
で
あ
る
。
張
礫
の
作
風
は
王
法
．
の
そ
れ
と
共
に

重
深
と
さ
れ
、
唐
朝
名
画
録
に
よ
れ
ば
、
其
の
山
水
の
状
は
則
ち
高
低
秀
麗
、
腿
尺
重
深
、
石
は
尖
り
て
落
ん
と
欲
し
、
泉
は
噴
き
で
吼
え

る
が
如
し
、
其
近
き
は
人
に
逼
り
て
寒
き
が
如
く
、
其
遠
き
は
天
を
極
め
て
尽
す
が
如
し
と
さ
れ
る
。
張
法
諺
は
先
の
未
完
の
山
水
障
に

つ
い
て
、
破
墨
未
だ
了
ら
ざ
る
が
故
に
却
っ
て
張
躁
の
思
即
ち
意
途
す
る
と
こ
ろ
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
に
既
に
立
体
感

や
奥
行
の
表
現
に
苅
れ
、
か
つ
そ
の
丸
作
過
程
が
重
要
な
水
墨
画
の
性
格
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
溌
墨
に
つ
い
て
歴
代
名
画
記
は

論
詩
体
工
評
議
写
の
項
に
、
古
人
の
画
雲
は
未
だ
妙
に
入
る
と
は
言
え
ず
、
面
素
を
湿
ら
せ
て
軽
粉
を
振
撒
き
、
で
た
ら
め
に
口
で
吹
き

か
け
そ
れ
を
吹
雲
と
で
も
欝
え
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
天
理
に
か
な
っ
て
い
る
、
巧
い
方
法
に
は
違
い
な
い
が
筆
の
遊
が
見
え
な
い
か
ら
画

と
は
論
え
な
い
と
し
、
山
水
画
家
の
溌
墨
も
や
は
り
画
と
は
疑
わ
れ
な
い
と
い
う
。
溌
墨
山
水
の
名
手
と
し
て
唐
朝
名
画
録
は
王
墨
を
挙

げ
、
酒
を
飲
ん
で
酔
っ
た
後
墨
を
議
し
、
笑
っ
た
り
歌
っ
た
り
、
脚
ぶ
み
し
手
で
擦
り
、
揮
い
掃
い
或
は
淡
く
時
に
は
濃
く
、
墨
の
拡
が

る
形
に
随
っ
て
山
や
石
を
為
し
雲
や
水
を
為
し
、
手
に
応
じ
意
に
従
っ
て
描
く
さ
ま
は
さ
な
が
ら
造
化
の
よ
う
だ
と
い
う
。
王
墨
は
歴
代

名
画
記
に
載
せ
る
王
黙
と
同
　
人
と
思
わ
れ
、
風
痘
酒
狂
で
頭
髪
に
墨
を
浸
け
て
描
い
た
と
い
う
。
唐
朝
名
画
録
の
朱
言
容
は
鷲
鼻
遠
と

同
じ
く
か
か
る
画
を
画
の
本
法
に
非
ず
と
す
る
。

　
水
墨
と
い
う
語
は
五
代
鉛
筆
の
筆
法
記
に
、
水
面
編
章
の
如
き
は
我
が
唐
代
に
興
る
と
い
う
の
が
著
名
で
あ
る
が
、
画
史
画
論
の
類
に

於
け
る
よ
り
も
却
っ
て
文
人
達
の
間
で
用
い
ら
れ
始
め
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
命
頁
元
頃
刈
O
①
一
G
。
8
の
詩
人
で
若
く
し
て
篇
あ
り
高



363

情
を
詠
じ
後
に
出
家
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
劉
商
は
そ
の
詩
与
湛
上
人
画
筆
に
お
い
て
、
水
墨
翻
意
巌
下
墨
、
宝
塔
介
護
暗
中
雲
と
い
い
、

こ
れ
は
恐
ら
く
水
墨
な
る
語
の
最
も
古
い
例
の
　
つ
で
あ
ろ
う
。
劉
商
は
先
述
の
急
心
に
画
を
学
び
山
水
樹
石
に
巧
み
で
松
樹
を
描
く
に

秀
れ
、
先
の
詩
も
宙
画
讃
で
あ
る
。
降
っ
て
晩
唐
の
詩
に
は
ま
ま
水
墨
と
い
う
誰
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
起
源
を
推
測
す
る
と
、
盛
唐
か

ら
中
唐
へ
か
け
て
特
異
な
技
法
を
示
す
画
人
達
、
張
環
、
畢
宏
、
難
偲
、
道
券
、
王
墨
ら
と
、
詩
人
で
あ
り
な
が
ら
画
を
よ
く
す
る
王
維
、

鄭
声
、
劉
商
、
顧
況
ら
の
間
で
描
か
れ
た
山
水
松
石
を
主
題
と
す
る
画
が
、
文
人
達
の
側
か
ら
水
墨
と
呼
ば
れ
始
め
た
も
の
で
は
な
い
か

　
　
　
（
1
3
）

と
推
測
す
る
。

　
水
墨
画
法
は
初
期
に
み
ら
れ
た
臨
芸
的
で
奇
異
な
技
法
か
ら
脱
し
て
次
第
に
洗
煉
さ
れ
複
雑
に
な
る
。
水
墨
醸
法
を
始
め
て
体
系
的
に

論
じ
た
の
は
五
代
荊
浩
の
筆
法
籠
で
あ
る
。
臨
接
虚
の
図
画
見
聞
誌
8
臣
O
置
は
叙
制
作
楷
模
に
お
い
て
山
石
を
描
く
者
は
多
く
扇
頭
即

ち
山
頂
の
石
の
畳
積
を
為
し
、
亦
凌
面
即
ち
山
の
面
と
面
を
分
つ
面
を
為
す
、
筆
で
描
い
て
身
重
の
質
感
を
現
わ
し
、
戯
を
入
れ
淺
淡
を

加
え
て
賞
凸
の
形
を
作
り
、
画
面
の
素
地
を
描
き
残
し
て
雲
や
雪
を
作
す
、
か
か
る
破
墨
を
巧
み
に
行
う
こ
と
は
最
も
難
い
と
い
う
。
即

ち
落
筆
、
叛
淡
、
留
素
借
地
を
含
め
た
広
範
な
内
容
が
破
墨
と
い
う
語
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
傾
向
は
既
に
荊
浩
に
見
ら
れ
郭
熈

の
林
泉
高
致
画
訣
で
は
一
贋
整
備
さ
れ
た
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。

　
郭
若
虚
が
破
墨
の
功
の
う
ち
に
数
え
る
獄
淡
、
特
に
薮
を
描
く
法
、
飯
法
は
水
墨
画
の
技
法
の
中
心
的
な
地
位
を
占
め
る
。
嫉
法
を
明

入
の
言
を
籍
り
て
定
義
す
れ
ば
、
王
畿
が
敷
法
、
澄
染
法
を
始
め
て
風
体
即
ち
鐘
の
よ
う
な
形
の
形
式
的
な
鍵
形
を
一
変
し
た
と
い
い

（
董
其
昌
の
画
旨
）
、
山
の
輪
廓
を
先
ず
定
め
て
然
る
後
に
之
に
叛
す
る
と
い
い
、
筆
墨
の
二
字
は
人
多
く
之
を
知
ら
ぬ
と
し
輪
廓
が
あ

っ
て
叛
法
が
な
い
の
を
無
筆
と
い
い
獄
法
が
あ
っ
て
軽
重
向
背
明
晦
の
差
が
無
い
の
を
無
墨
と
い
う
。
　
（
事
書
竜
の
曲
説
）
即
ち
鍛
と
は

輪
廓
に
対
す
る
も
の
で
輪
廓
線
で
景
物
を
形
ど
っ
た
後
そ
れ
に
施
し
て
軽
重
向
背
開
晦
の
趣
を
与
え
る
。
厳
法
は
筆
線
と
墨
の
拡
が
り
の

間
に
求
め
ら
れ
る
。
因
に
嫉
淡
の
淡
に
つ
い
て
も
莫
是
竜
は
罫
描
が
濱
淡
を
始
め
て
用
い
て
鈎
研
の
法
を
一
変
し
た
と
言
っ
て
居
り
、
嫉

法
が
鍾
体
を
一
変
す
る
と
い
い
、
い
ず
れ
も
水
墨
画
が
興
る
に
及
び
、
輪
廓
線
を
主
体
と
す
る
景
物
の
個
別
的
羅
列
聚
積
に
代
っ
て
、
景

　
　
　
　
水
墨
画
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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64
3
　
物
が
渾
然
と
融
合
さ
れ
る
画
の
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
を
い
う
。
董
其
昌
が
鼓
法
憲
昧
と
い
う
よ
う
に
嫉
法
は
水
墨
画
の
根
幹
で
あ

　
　
っ
て
、
単
に
山
石
の
み
に
限
ら
れ
ず
、
例
え
ば
群
論
愚
は
董
源
の
絵
に
つ
い
て
、
樹
を
描
く
に
枝
や
根
を
先
に
せ
ず
潤
筆
を
以
て
点
ず
る

　
　
だ
け
で
形
を
成
し
、
山
を
描
く
に
は
画
樹
の
叛
を
用
い
る
が
こ
れ
は
あ
ま
り
人
の
知
ら
ぬ
秘
訣
だ
と
す
る
。
又
敷
法
や
出
惜
法
は
鳳
鷺
の

　
　
飛
ぶ
が
如
く
で
あ
り
奇
に
し
て
正
に
反
す
る
如
く
に
思
え
、
王
維
以
後
作
者
は
各
各
思
い
思
い
に
之
を
造
る
と
す
る
。
元
人
饒
自
然
の
絵

　
　
宗
十
二
忌
に
は
各
家
画
石
敷
法
　
な
ら
ず
と
あ
り
、
董
総
藻
も
画
中
山
水
位
置
鍼
法
、
皆
各
門
庭
有
り
。
相
通
ず
べ
か
ら
ず
と
い
う
。
韓

　
　
拙
の
山
水
純
全
集
陣
H
邸
H
は
画
史
画
論
の
類
に
し
て
始
め
て
各
種
の
敷
法
を
列
挙
し
、
そ
の
後
に
続
け
て
、
　
一
画
一
点
、
各
［
古
今
家
数
体

　
　
の
法
有
り
て
存
す
と
い
う
の
も
嫉
法
に
門
庭
の
あ
る
事
を
い
う
。
因
に
獄
法
に
論
及
し
た
と
思
わ
れ
る
最
古
の
例
は
益
州
名
画
録
H
O
O
①
↓

　
　
に
あ
り
、
黄
居
宝
の
太
湖
石
に
就
て
前
輩
の
そ
れ
が
浅
深
芳
念
嵌
空
を
以
て
す
る
の
み
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
屠
宝
は
筆
端
を
も
っ
て
撲

　
　
擦
し
た
か
ら
文
理
が
縦
横
に
現
わ
れ
砂
石
が
雑
り
稜
角
が
か
た
く
急
く
虹
虎
が
将
に
躍
り
出
ん
と
す
る
が
如
く
毘
え
、
さ
ま
ざ
ま
の
状
態

　
　
の
石
を
表
わ
し
得
た
と
い
う
。
次
い
で
聖
朝
名
画
評
ド
8
Φ
↓
が
関
同
に
学
ぶ
山
水
画
家
劉
永
に
つ
い
て
、
其
の
意
思
筆
墨
頗
る
其
の
法
を

　
　
得
た
り
と
し
、
勾
男
爵
淡
を
可
と
な
す
の
み
と
い
い
、
関
同
の
山
水
画
も
勾
研
叛
淡
に
特
色
が
あ
っ
た
事
が
明
か
で
あ
る
。
山
水
純
全
集

　
　
が
古
画
は
鷺
山
を
写
す
だ
け
で
遠
近
浅
深
が
分
れ
ず
図
経
の
よ
う
で
あ
る
が
、
一
季
一
点
一
選
一
研
に
は
奏
法
が
あ
り
そ
れ
に
よ
っ
て
画

　
　
に
格
法
気
韻
が
与
え
ら
れ
る
と
す
る
時
、
豊
里
の
意
味
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
即
ち
画
を
描
画
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
表
現
の
一
貫
性
と

　
　
し
て
把
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
扱
破
墨
と
は
如
何
な
る
事
を
意
味
す
る
か
。
図
画
見
聞
誌
は
運
筆
微
淡
借
地
を
総
て
破
墨
の
功
と
い
い
、
山
水
純
全
集
も
又
離
石
に
つ

　
　
い
て
蕊
落
雄
壮
で
御
惚
頑
灘
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
、
か
か
る
形
勢
質
感
を
表
わ
す
の
が
破
墨
の
功
だ
と
す
る
。
即
ち
龍
頭
菱
面
は
層

　
　
薄
し
て
厚
薄
あ
り
覆
圧
し
て
重
量
あ
り
、
落
墨
は
堅
実
に
し
て
浅
深
凸
浅
あ
り
、
厳
は
陰
陽
を
払
出
し
点
は
高
下
の
均
衡
を
と
る
。
心
墨

　
　
鐡
点
を
破
墨
の
功
と
す
る
。
従
っ
て
破
墨
と
は
水
墨
画
法
の
一
般
的
特
長
を
言
う
か
に
思
え
る
。
破
墨
と
は
そ
の
語
か
ら
す
れ
ば
墨
を
破

　
　
る
と
も
墨
で
破
る
と
も
、
察
す
る
よ
う
な
勢
で
墨
を
用
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
黄
公
望
の
写
山
水
訣
は
董
源
の
糞
石
に
用
い
ら
れ
た
麻
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皮
獄
を
論
じ
て
、
土
披
の
脚
は
ま
ず
直
筆
を
用
い
て
輪
廓
を
描
き
、
次
で
叛
を
起
し
更
に
淡
墨
を
用
い
て
そ
の
深
林
処
を
破
す
る
と
い
い
、

又
血
糖
の
山
上
の
小
石
即
ち
馨
頭
を
論
じ
て
、
鐡
法
は
淫
声
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
下
に
砂
地
が
あ
れ
ば
淡
墨
を
用
い
て
掃
崩
し
屈
曲
を

為
し
再
び
淡
墨
を
用
い
て
起
す
と
い
う
。
墨
入
沈
寒
擾
の
芥
舟
学
画
編
の
破
墨
溌
墨
論
は
著
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
ま
ず
景
物
を

輪
廓
で
勾
附
し
そ
の
輪
廓
や
中
間
空
処
を
濃
淡
形
態
方
向
の
さ
ま
ざ
ま
な
筆
墨
で
署
し
て
行
く
こ
と
を
破
墨
と
い
っ
て
い
る
。
以
上
は
い

ず
れ
も
墨
で
破
る
こ
と
で
あ
る
が
、
絹
素
を
残
し
て
雲
や
雪
を
為
す
技
法
が
宛
も
墨
を
害
し
た
如
く
素
地
が
現
わ
れ
る
の
で
破
墨
と
い
う

と
す
る
説
が
あ
る
。
駕
す
る
が
如
き
勢
を
も
っ
て
墨
を
用
い
る
の
は
所
謂
機
墨
法
に
当
嵌
る
で
あ
ろ
う
。
溌
墨
法
は
先
述
の
王
孫
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

か
ら
考
え
て
、
特
に
墨
気
の
多
い
筆
で
麗
ぐ
よ
う
に
或
は
は
じ
く
よ
う
に
一
気
に
描
く
方
法
で
あ
る
。

　
之
を
要
す
る
に
物
の
形
を
忠
実
に
形
ど
る
と
い
う
意
識
で
制
作
す
る
の
で
は
な
く
、
既
に
描
か
れ
た
形
へ
更
に
筆
墨
を
加
え
て
も
と
の

形
を
温
し
つ
つ
画
家
の
求
め
る
葵
的
理
念
を
実
現
し
て
行
く
過
程
で
あ
る
。
破
墨
と
は
か
か
る
画
家
の
態
度
を
意
味
す
る
。
水
墨
画
と
は

決
し
て
単
な
る
技
法
を
い
う
概
念
で
は
な
く
、
あ
る
特
瑚
な
精
神
過
程
、
或
は
表
現
活
動
そ
の
も
の
を
指
す
も
の
と
考
え
た
い
。
か
か
る

表
現
活
動
は
個
個
の
崇
物
を
忠
実
に
形
ど
っ
て
明
確
に
分
類
す
る
よ
り
む
し
ろ
個
個
の
景
物
を
あ
る
一
つ
の
全
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
即

ち
関
連
づ
け
を
志
向
す
る
。
郭
熈
の
早
春
図
及
び
林
泉
高
書
に
煽
て
指
摘
し
た
事
、
山
水
画
の
総
体
的
表
現
、
有
機
的
構
成
、
感
情
移
入

的
理
解
、
理
念
的
愚
闇
意
識
等
画
家
の
生
の
律
動
を
伝
え
る
も
の
に
水
墨
画
に
於
け
る
破
墨
の
実
践
が
対
応
す
る
。
水
墨
山
水
画
の
空
間

は
視
点
の
移
動
に
よ
っ
て
潮
刻
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
破
墨
の
過
程
的
性
格
が
こ
れ
に
対
応
す
る
。
水
墨
山
水
画
は
破
墨
な

る
表
現
活
動
の
様
態
で
あ
り
評
者
は
筆
墨
を
生
き
生
き
と
追
体
験
し
つ
つ
画
家
の
美
的
理
念
を
諒
解
す
る
。
そ
こ
に
自
然
と
の
関
り
合
い

を
揚
と
し
て
自
己
の
内
に
美
的
理
念
を
追
求
し
、
理
念
と
現
実
と
の
調
和
を
求
め
る
近
世
的
性
格
を
み
る
。
水
墨
画
は
何
ら
か
の
原
像
を

模
写
す
る
「
鋼
」
で
は
な
く
ま
さ
に
「
絵
」
で
あ
る
。
画
家
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
「
破
船
の
や
り
方
を
も
つ
。
か
く
て
画
は
単
な
る
「
図
」

で
は
な
く
、
ま
さ
に
表
現
の
論
理
を
も
つ
。

　
郭
煕
は
林
泉
高
言
山
水
訓
に
お
い
て
筆
墨
の
混
成
せ
ざ
る
を
疎
と
い
い
疎
な
れ
ば
真
意
な
く
、
墨
色
の
江
島
な
ら
ざ
る
を
枯
と
い
い
、

　
　
　
　
水
墨
繭
に
関
す
る
一
考
察
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手
な
れ
ば
生
意
な
し
と
し
、
筆
墨
の
混
成
舟
遊
即
ち
水
墨
画
的
特
長
が
真
意
と
生
意
を
表
わ
す
と
す
る
。
真
意
と
は
後
述
す
る
よ
う
に
主

体
の
内
に
求
め
ら
れ
る
真
、
生
意
と
は
描
か
れ
た
景
物
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
林
泉
筆
致
画
訣
は
用
筆
に
就
て
の
書
画
一
致
論
、
尖
韓

国
細
事
綱
な
る
筆
の
種
類
、
淡
濃
馬
宿
退
埃
な
る
運
墨
、
特
に
用
墨
法
を
詳
し
く
述
べ
る
。
筆
墨
法
を
総
括
し
て
淡
墨
重
畳
旋
旋
と
し
て

之
を
取
る
を
斡
淡
、
平
筆
を
以
て
横
臥
し
若
若
と
し
て
之
を
取
る
を
嫉
擦
、
水
墨
を
以
て
再
三
し
淋
ぐ
の
を
濃
、
水
墨
を
以
て
渡
晒
し
写

す
の
を
刷
、
筆
頭
直
往
し
て
指
す
を
捧
、
筆
頭
を
以
て
特
下
し
て
指
す
を
擢
と
し
、
更
に
入
物
木
葉
に
施
す
点
と
母
屋
松
針
に
施
す
画
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

い
う
。
斡
淡
と
餓
擦
は
破
墨
に
、
演
と
沢
は
溌
墨
に
、
心
意
は
運
筆
に
あ
た
る
。
以
て
筆
墨
閾
の
広
汎
な
表
現
可
能
性
を
考
え
、
図
画
冤

聞
誌
の
破
墨
の
功
即
ち
獄
淡
運
筆
酵
素
借
地
に
紺
証
し
、
更
に
一
層
緬
か
く
分
類
し
て
い
る
。
根
嚢
は
更
に
雪
姻
風
土
、
石
爆
…
水
天
の
色

感
を
表
わ
す
用
墨
法
や
墨
に
黄
土
青
黛
な
ど
を
添
加
す
る
法
を
述
べ
る
。

　
詩
風
の
水
墨
法
は
五
代
荊
浩
の
筆
法
記
の
筆
墨
論
を
受
継
ぎ
発
達
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
荊
浩
は
唐
の
呉
道
玄
と
項
容
に
就
い
て
呉
道

玄
の
筆
は
物
を
形
ど
る
に
勝
れ
骨
気
は
自
ら
高
く
、
樹
は
図
と
雷
わ
ず
亦
恨
む
ら
く
は
墨
無
し
と
い
い
、
項
容
に
つ
い
て
は
そ
の
山
水
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
　

樹
石
頑
羅
、
稜
角
無
鎚
、
用
畜
は
独
り
玄
門
を
得
る
も
用
筆
は
全
く
其
の
露
な
く
然
も
放
逸
に
於
て
真
を
失
わ
ず
、
元
気
象
元
、
大
い
に

巧
蠣
を
企
む
と
い
う
。
図
画
見
聞
誌
に
よ
れ
ば
荊
浩
は
呉
道
子
は
山
水
を
画
い
て
筆
あ
り
て
墨
無
く
、
項
容
は
墨
有
り
て
筆
無
し
、
吾
盗

に
二
子
の
長
ず
る
所
を
采
り
一
家
の
体
を
成
さ
ん
と
い
い
筆
墨
兼
備
の
水
墨
画
法
を
確
立
せ
ん
と
し
た
。
五
代
名
画
補
遺
H
8
Φ
に
よ
れ

ば
皇
都
の
膏
蓮
寺
の
沙
門
大
愚
が
荊
浩
に
画
を
乞
う
て
贈
っ
た
詩
中
に
樹
下
留
磐
石
、
天
辺
縦
遠
峯
、
近
鰭
立
山
処
、
唯
借
墓
石
濃
と
あ

り
、
荊
冠
が
山
水
図
を
描
い
て
大
愚
に
送
っ
た
際
の
詩
に
、
恣
意
縦
横
掃
、
峯
轡
次
第
成
、
筆
尖
寒
樹
痩
、
墨
淡
野
雲
軽
と
あ
り
、
刑
訴

処
を
墨
燭
の
濃
き
を
借
り
て
表
わ
す
と
い
い
、
恣
い
儘
に
縦
横
に
描
い
て
種
姓
が
次
第
に
形
を
成
し
て
く
る
と
い
い
、
水
墨
画
の
特
色
を

髪
髭
た
ら
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
米
仁
恵
史
も
雨
下
に
就
て
善
く
雲
中
の
山
頂
を
為
し
四
面
俊
厚
と
い
い
、
立
体
感
の
表
現
に
彩
れ
る
こ

と
を
伝
え
る
。

　
細
杷
の
筆
法
記
は
用
筆
に
基
づ
く
古
典
釣
な
画
の
品
等
の
規
準
で
あ
る
南
斉
の
謝
赫
の
画
の
六
法
に
対
し
て
、
用
墨
を
も
考
慮
に
入
れ



　
　
た
颪
の
六
要
を
提
唱
し
て
い
る
。
謝
赫
は
古
画
贔
録
鶏
「
q
ω
騎
一
銭
㊤
に
六
法
を
論
じ
て
気
韻
生
動
、
骨
法
用
筆
、
応
益
象
形
、
随
類
賦
彩
、

　
　
経
営
位
署
、
伝
模
移
譲
を
い
い
、
後
言
ず
っ
と
論
画
の
基
礎
と
し
て
引
継
が
れ
歴
代
名
論
記
は
も
と
よ
り
図
画
見
聞
誌
に
潤
て
も
六
法
精

　
　
論
、
万
古
不
起
と
す
る
。
古
画
錨
録
以
後
荊
浩
の
筆
法
記
に
至
る
ま
で
錨
等
の
規
準
と
す
る
画
の
要
素
を
提
唱
し
た
書
が
み
ら
れ
ず
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
問
の
展
開
を
詳
か
に
す
る
事
は
で
き
ぬ
が
、
荊
浩
は
六
法
を
否
定
し
た
と
い
う
よ
り
濃
墨
の
観
点
か
ら
修
正
を
舶
え
た
と
思
わ
れ
る
。
画

　
　
の
六
法
自
体
も
時
代
の
変
遷
に
つ
れ
て
そ
の
意
味
内
容
が
変
っ
て
行
き
、
特
に
第
一
項
の
気
韻
生
動
の
如
き
は
最
も
著
し
い
。
歴
代
名
画

　
　
記
は
論
戦
六
法
に
予
て
先
に
挙
げ
た
顧
榿
之
の
論
画
を
引
い
て
、
台
閣
松
石
、
箪
輿
器
物
に
至
っ
て
は
生
動
の
擬
す
べ
き
な
く
気
韻
の
伴

　
　
う
な
し
、
た
だ
に
位
謄
向
背
の
み
で
あ
っ
て
鬼
神
人
物
よ
り
易
い
と
し
、
鬼
神
人
物
は
生
動
の
奏
す
可
き
も
の
あ
り
神
韻
を
得
て
は
じ
め

　
　
て
画
は
完
成
さ
れ
る
。
若
し
気
韻
が
十
分
で
な
け
れ
ば
空
し
く
形
態
を
描
写
す
る
に
留
ま
り
、
筆
力
が
勤
逸
で
な
け
れ
ば
唯
愚
筆
が
よ
い

　
　
と
言
う
だ
け
の
事
で
画
に
妙
が
あ
る
と
は
言
え
ぬ
と
す
る
。
即
ち
張
彦
遠
に
あ
っ
て
は
写
実
的
に
生
き
生
き
と
描
か
れ
た
爾
に
気
韻
生
動

　
　
を
み
、
し
か
も
単
な
る
形
似
で
は
な
く
て
用
筆
の
意
義
を
重
視
す
る
。
謝
赫
自
身
は
気
韻
生
動
を
如
何
に
考
え
て
い
る
か
明
瞭
で
な
い
が
、

　
　
古
画
贔
登
第
一
品
の
張
墨
・
葡
筋
の
条
に
風
勢
気
候
は
妙
を
極
め
、
神
に
参
じ
た
だ
精
霊
を
取
る
も
、
其
の
骨
法
を
遺
る
即
ち
筆
法
に
欠

　
　
け
る
と
こ
ろ
あ
り
と
し
、
若
し
拘
わ
る
に
体
物
を
以
て
す
れ
ば
未
だ
精
粋
を
見
ず
、
若
し
之
を
象
外
に
と
れ
ば
常
北
高
腋
即
ち
ま
さ
に
富

　
　
美
を
飽
食
し
て
微
妙
を
得
る
と
言
え
る
と
す
る
。
こ
れ
は
張
彦
遠
に
略
近
い
。
と
こ
ろ
が
図
画
見
聞
誌
は
論
気
韻
非
師
な
る
項
を
設
け
て
、

　
　
謝
赫
の
い
う
骨
法
用
筆
以
下
は
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
気
韻
は
必
ず
生
知
な
る
も
の
で
技
巧
に
依
っ
て
も
歳
月
を
か
け
て
も
得
ら
れ
る
も

　
　
の
で
な
い
と
し
、
人
品
が
高
け
れ
ば
自
ら
気
韻
も
高
く
気
韻
が
高
け
れ
ば
生
動
も
起
ら
ざ
る
を
得
ぬ
と
す
る
。
平
韻
草
筆
得
失
に
於
て
は

　
　
気
韻
は
游
心
に
基
づ
き
神
彩
は
用
筆
に
あ
ら
わ
れ
る
と
し
、
意
は
筆
先
に
存
し
、
筆
周
ね
く
し
て
意
内
に
、
画
き
尽
し
て
意
在
り
、
像
応

　
　
じ
神
全
し
と
す
る
。
郡
ち
面
家
の
意
と
そ
れ
を
実
現
す
る
筆
に
よ
っ
て
像
の
神
妙
さ
が
実
現
す
る
。
張
墨
黒
は
描
か
れ
た
対
象
の
生
動
に

　
　
気
韻
を
み
た
の
に
対
し
郭
若
虚
は
画
家
の
音
心
を
重
ん
じ
画
に
あ
ら
わ
れ
る
人
蔭
を
気
韻
と
し
た
。
こ
こ
に
形
似
か
ら
意
へ
の
展
開
が
見
ら

　
　
れ
る
と
共
に
、
意
及
び
人
贔
の
主
張
は
⇔
で
述
べ
た
山
水
画
の
主
観
性
に
よ
く
適
逃
す
る
。

673　
　
　
　
　
　
水
墨
画
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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六
〇

　
画
の
六
法
は
骨
法
用
筆
即
ち
線
描
を
基
と
し
形
似
に
於
け
る
追
真
性
に
重
き
を
置
く
論
で
あ
り
彩
色
を
重
視
す
る
。
こ
れ
に
対
し
荊
浩

は
随
類
賦
彩
は
古
よ
り
能
く
す
る
あ
り
水
論
叢
叢
の
如
き
は
我
が
唐
代
に
興
る
と
し
て
水
墨
画
の
六
要
を
提
著
し
た
。
即
ち
気
、
韻
、
思
、

景
、
筆
、
墨
で
、
気
は
心
に
随
っ
て
筆
を
運
ら
し
象
を
取
り
て
惑
わ
ず
、
韻
は
　
即
ち
筆
跡
を
隠
し
て
形
を
立
て
備
儀
俗
な
ら
ず
、
即
ち

細
部
ま
で
形
を
き
ち
ん
と
描
か
ず
し
て
画
を
な
す
、
思
は
大
要
を
棚
発
し
て
想
を
凝
ら
し
て
物
を
形
ど
る
、
即
ち
㊨
で
述
べ
た
山
水
画
論

に
適
合
す
る
、
景
は
時
因
を
制
度
し
て
即
ち
適
宜
な
る
機
会
を
捉
え
て
妙
を
捜
し
神
を
創
る
、
筆
は
法
意
に
よ
る
と
錐
も
運
転
変
通
し
て

露
な
ら
ず
形
な
ら
ず
飛
ぶ
が
如
く
動
く
が
如
し
、
郡
ち
用
筆
は
物
に
潤
せ
ら
れ
ず
そ
れ
猟
区
の
表
現
を
も
ち
、
墨
は
高
低
量
淡
、
品
物
浅

深
即
ち
遠
近
の
楷
調
や
立
体
感
を
表
わ
し
そ
の
文
書
は
自
然
で
筆
に
よ
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ぬ
と
す
る
。
用
筆
に
関
し
て
は
張
彦
遠
の

論
に
近
い
。
張
彦
遠
は
画
の
根
本
を
あ
く
ま
で
用
筆
に
掃
き
象
物
は
形
似
に
あ
り
、
形
似
は
そ
の
心
気
を
全
う
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
形
似
と

骨
気
は
立
意
に
本
づ
き
用
筆
に
帰
せ
ら
れ
る
と
し
、
書
画
一
致
を
説
く
。
こ
れ
に
対
し
荊
浩
は
張
彦
遠
が
そ
の
自
由
奔
放
な
健
筆
の
故
に

最
も
高
く
評
価
し
た
呉
道
玄
を
墨
な
し
と
し
て
斥
け
る
。
又
線
描
内
に
補
填
す
る
随
類
賦
彩
も
斥
け
る
が
こ
れ
は
既
に
張
彦
遠
に
萌
芽
が

あ
り
、
歴
代
名
画
記
の
影
画
体
エ
用
揚
写
に
自
然
が
慮
ら
色
彩
を
具
え
て
い
る
よ
う
に
墨
で
描
け
ば
自
ら
色
彩
が
感
じ
ら
れ
る
と
し
物
の

色
に
拘
泥
す
る
と
物
と
物
と
が
乖
離
し
全
体
の
覚
り
が
失
わ
れ
る
と
い
う
。
張
彦
遠
の
い
う
墨
と
は
主
と
し
て
墨
線
の
事
で
、
轟
轟
の
み

で
描
か
れ
彩
色
を
施
さ
ぬ
所
謂
白
画
の
美
を
し
ば
し
ば
い
う
が
、
水
墨
画
が
流
行
す
る
に
つ
れ
て
墨
は
五
彩
を
兼
ぬ
る
如
く
す
と
い
う
論

　
　
　
　
　
（
1
7
）

が
広
く
行
わ
れ
た
。

　
扱
、
荊
浩
の
気
と
韻
と
は
気
韻
生
動
を
画
家
の
意
の
側
と
そ
の
意
の
具
体
的
な
現
わ
れ
の
側
に
分
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
形
似
を
中
心

に
し
て
画
家
の
意
と
自
然
と
が
お
の
ず
か
ら
合
致
し
て
そ
こ
に
神
を
見
た
時
代
と
、
水
墨
画
が
盛
ん
に
な
っ
て
主
観
的
な
表
現
意
志
と
自

然
と
が
形
似
と
い
う
明
認
性
で
も
っ
て
直
接
結
合
さ
れ
る
と
い
う
事
が
で
き
な
く
な
っ
た
時
代
と
の
絵
画
観
の
網
違
を
示
す
と
考
え
ら
れ

る
。
思
は
謝
赫
の
六
法
で
は
応
物
象
形
に
景
は
経
営
位
澱
に
一
応
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
荊
浩
に
よ
れ
ば
画
は
物
象
に
度
っ
て
そ
の
真
を
取
る
こ
と
だ
と
い
う
。
又
颪
の
術
と
は
単
な
る
形
似
を
超
え
た
真
を
捉
え
る
術
で
、
形



　
　
似
は
形
を
得
て
気
を
忘
れ
る
も
の
で
あ
り
真
は
気
質
倶
に
盛
ん
な
る
こ
と
と
す
る
。
荊
浩
の
気
は
画
家
の
意
で
あ
り
そ
れ
と
自
然
と
が
形

　
　
似
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
合
致
す
る
こ
と
、
荊
浩
に
よ
れ
ば
華
は
華
、
実
は
実
と
し
て
共
に
取
り
つ
つ
華
に
幻
惑
さ
れ
る
こ
と
な
く
物
象
と

　
　
主
体
と
の
直
接
的
な
触
合
い
、
即
ち
主
体
的
真
実
が
画
に
於
て
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
画
の
制
作
過
程
の
内
に
刻
刻
に
求

　
　
め
ら
れ
水
墨
画
即
ち
破
墨
法
は
か
か
る
真
を
主
体
の
う
ち
に
発
掘
し
て
行
く
過
程
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
磁
位
は
初
期
の
水
墨
画
家
畜
環

　
　
に
つ
い
て
筆
墨
積
微
、
真
影
卓
然
と
い
い
、
比
容
に
つ
い
て
放
逸
な
れ
ど
も
真
を
失
わ
ず
と
い
う
。
女
癖
も
水
墨
画
に
於
て
物
の
真
意
が

　
　
得
ら
れ
る
と
し
、
米
蕾
の
画
史
も
筆
墨
滋
潤
な
る
董
源
巨
然
を
評
し
て
天
真
多
し
と
か
真
意
愛
す
べ
し
と
い
い
、
そ
の
後
も
水
墨
画
に
真

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
を
言
う
例
は
多
い
。

　
　
　
真
に
対
し
て
古
来
形
似
に
於
け
る
神
が
い
わ
れ
た
。
例
え
ば
顧
耳
擦
は
魏
蕾
勝
流
蘭
留
（
歴
代
名
画
記
所
収
、
実
は
論
画
に
入
る
箇

　
　
所
）
に
凡
そ
生
人
で
手
揖
眼
証
し
て
そ
の
前
に
対
象
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
い
か
に
形
を
も
っ
て
神
を
写
し
て
も
そ
の
実
際
の
対

　
　
象
が
な
い
と
生
気
を
捉
え
る
作
用
は
的
は
ず
れ
と
為
り
神
を
伝
え
る
趣
は
失
わ
れ
る
。
実
際
の
対
象
が
な
い
の
は
大
き
な
誤
り
で
あ
り
対

　
　
象
が
あ
っ
て
も
正
し
く
描
か
れ
て
い
な
い
の
は
小
さ
な
誤
り
で
あ
る
。
一
つ
の
物
象
（
こ
こ
で
は
人
物
像
）
が
開
噺
か
暖
昧
か
は
対
象
を

　
　
よ
く
理
解
し
て
神
に
通
ず
る
に
よ
っ
て
決
る
と
し
、
写
実
に
於
て
神
を
求
め
る
事
を
い
う
。
顧
榿
之
の
言
う
神
は
謝
赫
や
張
彦
遠
の
気
韻

　
　
生
動
の
解
釈
と
同
じ
で
あ
る
。
因
に
張
彦
遠
は
自
己
の
六
法
の
解
釈
に
基
づ
け
て
、
自
然
、
神
、
妙
、
精
、
謹
言
な
る
品
等
の
序
列
を
考

　
　
え
て
い
る
。

　
　
　
郭
煕
は
林
泉
高
致
山
水
訓
に
於
て
水
墨
麟
に
潤
て
物
の
真
意
を
得
る
要
訣
と
し
て
精
、
神
、
思
、
景
を
い
い
、
精
は
分
解
法
、
神
は
漁

　
　
麗
法
、
思
は
体
裁
法
、
景
は
緊
犯
法
だ
と
す
る
。
精
は
決
及
び
熱
心
、
神
は
爽
及
び
明
輝
、
思
は
円
や
か
に
厳
重
で
此
間
意
定
即
ち
神
や

　
　
す
ら
か
に
意
定
ま
り
、
景
は
斉
に
し
て
格
勤
に
し
て
重
複
終
始
す
る
。
こ
れ
ら
は
明
瞭
に
は
理
解
し
難
い
が
、
仮
に
荊
浩
の
思
即
ち
大
要

　
　
を
燐
ん
で
物
を
形
ど
る
こ
と
及
び
景
即
ち
あ
る
瞬
間
を
捉
え
て
捜
妙
創
神
す
る
こ
と
と
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
精
と
思
は
比

　
　
較
的
主
観
的
な
把
捉
を
、
神
と
景
は
客
観
的
で
生
動
を
与
え
る
把
捉
を
言
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
水
墨
画
は
主
観

謝　
　
　
　
　
　
水
墨
画
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
　
哲
欝
ザ
研
脂
冗
　
第
五
百
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

η
。
。
　
と
客
観
の
関
り
合
い
方
で
あ
り
、
偲
個
の
景
物
に
対
す
る
明
急
な
観
念
と
そ
れ
を
秩
序
づ
け
よ
う
と
す
る
構
想
力
の
関
り
合
い
に
よ
っ
て

　
　
生
じ
る
精
神
の
過
程
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
前
老
を
担
う
も
の
は
筆
郡
ち
線
描
で
あ
り
、
後
者
を
担
う
も
の
は
墨
即
ち
破
墨

　
　
法
で
あ
る
。
墨
は
筆
の
輪
廓
線
の
み
で
描
か
れ
た
白
画
即
ち
未
だ
限
定
を
受
け
て
い
な
い
物
の
観
念
を
あ
る
秩
序
の
中
に
限
定
す
る
。
水

　
　
墨
画
は
筆
縄
墨
を
両
極
と
し
て
そ
の
間
に
展
開
す
る
表
現
活
動
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
薮
法
に
端
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
物
に
依
拠

　
　
し
な
い
表
現
そ
の
も
の
の
論
理
を
も
つ
。

　
　
　
水
墨
颪
は
八
世
紀
に
文
人
を
奮
む
温
帯
な
サ
ー
ク
ル
の
内
で
生
ま
れ
画
家
や
批
評
家
の
間
で
は
破
墨
と
呼
ば
れ
文
人
輩
か
ら
は
水
墨
と

　
　
呼
ば
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
歴
代
名
画
記
や
唐
朝
名
画
録
は
そ
の
特
異
な
、
時
と
し
て
は
曲
芸
的
な
技
法
に
注
目
し
か
な
り
評
価
し
つ
つ

　
　
も
画
の
正
統
と
認
め
る
事
に
は
騰
躇
し
て
い
る
。
か
か
る
単
三
の
画
が
却
っ
て
最
も
本
質
的
で
あ
る
と
す
る
議
論
は
益
州
名
画
録
H
O
O
①
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
あ
た
り
か
ら
見
ら
れ
る
。
荊
浩
か
ら
骨
壷
へ
の
展
開
は
水
墨
画
を
技
法
的
に
も
理
念
的
に
も
定
着
さ
せ
、
そ
れ
を
全
人
格
的
な
表
現
活
動

　
　
と
し
て
完
成
さ
せ
て
行
く
過
程
で
あ
っ
た
。
郭
照
が
林
泉
高
議
の
画
意
に
於
て
詩
は
無
形
の
画
、
画
は
有
形
の
詩
と
い
う
と
き
、
蘇
賦
を

　
　
は
じ
め
と
す
る
詩
書
一
致
の
思
想
が
窺
え
る
が
、
そ
こ
に
は
詩
も
画
も
同
じ
人
格
に
由
来
す
る
か
ぎ
り
爆
心
だ
と
す
る
画
家
に
於
け
る
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
我
の
確
立
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
画
題
画
論
に
於
て
詩
画
一
致
を
強
調
す
る
古
い
例
は
宣
和
画
譜
囲
騰
O
で
そ
れ
以
後
は
極
め
て
普
遍
的

　
　
に
論
ぜ
ら
れ
る
。
郭
熈
は
そ
の
先
躍
と
い
え
る
が
、
そ
の
子
廓
思
は
父
が
平
素
口
に
し
て
い
た
詩
句
を
林
泉
高
致
画
意
に
収
録
し
て
い
る
。

　
　
　
水
墨
画
は
画
家
の
自
我
の
確
立
の
現
わ
れ
で
あ
り
そ
れ
が
自
然
と
人
海
と
の
潜
り
合
い
に
無
限
の
視
野
を
展
開
す
る
山
水
薦
の
分
野
で

　
　
発
達
し
た
の
も
当
然
か
と
思
わ
れ
る
。
水
墨
画
は
単
な
る
絵
画
技
法
を
い
う
の
で
は
な
く
物
の
み
か
た
、
捉
え
方
の
～
つ
の
あ
り
方
で
あ

　
　
る
。
そ
の
主
題
は
山
水
に
留
ま
ら
ず
、
道
釈
、
人
物
、
竜
魚
、
畜
獣
、
花
鳥
、
草
木
、
疏
果
に
及
ぶ
。
か
か
る
種
々
な
る
主
題
に
お
い
て
、

　
　
そ
れ
ら
の
物
質
性
を
除
去
し
、
い
わ
ば
精
神
で
以
て
そ
れ
ら
を
満
た
し
、
そ
こ
に
山
水
画
的
理
念
を
求
め
る
。

　
　
　
水
墨
画
は
主
観
的
表
現
で
あ
る
と
共
に
、
遠
さ
に
お
い
て
物
を
み
る
み
か
た
で
あ
る
。
即
ち
遠
の
実
現
で
あ
る
。
宗
教
的
な
絶
対
的
隔

　
　
絶
と
し
て
の
遠
で
も
な
け
れ
ば
、
可
測
的
な
距
離
と
し
て
の
遠
で
も
な
く
、
遠
そ
の
も
の
の
表
現
で
あ
り
、
自
己
が
遠
に
お
い
て
あ
る
こ
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と
の
、
即
ち
独
り
あ
る
こ
と
の
自
覚
で
あ
り
、

物
の
存
在
が
梢
対
的
な
る
こ
と
の
悟
り
で
あ
り
、
限
り
な
き
寂
蓼
の
表
白
で
あ
る
。
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
京
都
大
学
文
学
都
〔
美
学
美
術
史
〕
助
手
）

（
エ
）
林
泉
高
致
及
び
そ
の
解
題
は
命
剣
華
編
中
国
爾
論
類
篇
に
拠
る
。

（
2
）
　
四
庫
提
要
に
林
泉
高
致
画
記
な
る
一
篇
を
挙
げ
郭
煕
が
神
出
朝
H
O
①
。
。
i
日
O
G
。
①
に
寵
遇
さ
れ
た
事
を
い
う
。
國
勲
見
聞
誌
や
黄
庭
竪
H
O
戯
α
…

　
媒
O
α
蘇
轍
ド
O
O
。
り
…
置
這
の
詩
等
に
事
蹟
を
窺
う
こ
と
が
で
き
彼
等
よ
り
や
や
年
長
で
あ
ろ
う
。
鈴
木
　
敬
、
　
灘
学
を
中
心
と
し
た
細
謹
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
、
三
十
八
冊
。

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

　
林
玉
露
に
李
公
麟
δ
畠
－
置
8

　
に
胸
中
有
佳
処
な
ど
と
あ
る
。

（
9
）
　
豊
能
は
文
同
の
蜘
竹
に
就
て
遊
戯
得
自
在
と
い
い
宜
諏
離
縁
は
文
嗣
の
古
猛
老
穣
を
専
門
豊
国
な
ら
ぬ
締
紳
士
大
夫
の
余
技
と
す
る
。

（
－
o
）
歴
代
名
朗
朗
か
ら
秦
、
烈
蕎
、
度
方
寸
内
、
五
嶽
四
獣
、
列
土
器
焉
。
梁
、
藤
蛮
、
曽
於
編
上
漁
山
水
、
腿
一
華
万
厘
可
知
。
購
、
展
子
慶
、

　
出
川
腿
細
工
厘
。
唐
、
慮
稜
加
、
腿
尺
闘
山
水
題
廓
、
物
象
精
徽
。
庸
、
章
癌
、
俗
人
笙
知
融
善
馬
、
不
知
松
石
更
佳
也
、
腿
蒲
江
尋
、
等
。

（
1
1
）
　
窟
朝
名
函
録
に
張
環
の
山
水
を
腿
尺
重
深
、
朱
審
に
つ
い
て
璽
深
の
妙
。

（
1
2
）
　
小
林
太
帯
下
、
中
国
心
配
史
論
孜
解
収
、
支
那
緬
の
構
騒
と
そ
の
理
論
、
腿
尺
干
黒
な
る
三
遠
由
水
に
先
立
っ
て
遠
近
上
下
な
る
構
図
あ
り
と

　
す
る
。

（
1
3
）
、
稿
を
改
め
て
考
羅
す
る
。

（
1
4
）
　
田
中
豊
蔵
、
中
国
美
術
の
研
究
所
収
、
破
墨
の
弁
、
続
破
墨
の
弁
。
小
林
太
市
郎
、
中
国
絵
画
史
論
放
所
収
、
水
墨
鹸
の
原
始
。
琉
に
よ
れ
ば

　
留
素
借
地
に
破
墨
の
語
源
を
求
め
澱
墨
は
筆
で
墨
を
獲
ね
ち
ら
す
点
に
要
諦
あ
り
と
す
る
。

　
　
　
癖
小
墨
一
画
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
ハ
三

小
尾
郊
一
、
中
国
文
学
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
、
昭
灘
三
七
年
。

米
沢
嘉
圃
、
顧
澱
之
の
画
雲
台
山
詑
に
就
い
て
一
一
十
二
、
国
華
六
一
七
一
六
二
六
の
う
ち
。

中
国
画
論
類
篇
の
爾
剣
戴
の
解
題
に
よ
れ
ば
画
工
の
為
の
山
水
面
の
作
法
簿
の
如
き
が
流
行
し
た
と
し
、
林
泉
高
致
に
も
そ
の
趣
あ
り
と
す
る
。

小
林
太
市
郎
、
中
国
絵
画
史
論
孜
所
収
、
唐
代
の
画
松
、
硲
和
二
二
年
。

豫
章
黄
先
生
文
集
巻
十
五
、
王
揮
順
二
首
、
夕
照
尽
処
騒
士
閲
、
想
見
干
巌
細
菊
斑
、
人
得
交
游
是
風
月
、
天
閥
藤
江
即
江
山
。

無
声
画
角
、
暴
劇
暑
や
黄
庭
竪
の
詩
に
蘇
賦
ド
O
ω
①
一
H
H
O
甲
の
取
木
や
日
岡
H
O
H
G
。
一
H
O
お
の
墨
竹
に
つ
い
て
雷
わ
れ
て
い
る
。
羅
大
経
の
鶴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て
胸
中
有
全
縁
と
あ
る
。
因
に
胸
中
丘
蟹
は
或
は
文
人
雛
に
起
源
す
る
か
と
思
わ
れ
鼻
血
や
黄
落
竪
の
詩
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哲
学
研
究
　
第
五
百
十
五
号

六
四

（
1
5
）
　
郭
熈
の
い
う
斡
淡
の
斡
は
唐
朝
名
画
録
卑
侮
の
条
、
出
以
患
部
、
水
鶏
手
擦
と
あ
る
。

（
1
6
）
　
矢
代
幸
雄
、
荊
浩
の
筆
法
記
に
つ
い
て
、
大
和
文
華
四
七
号
。
中
村
茂
夫
、
中
国
画
論
の
展
開
、
鷺
唐
津
元
篇
所
収
荊
浩
の
筆
法
詑
。

（
1
7
）
　
歴
代
名
画
記
唐
の
太
宗
、
則
天
常
澄
頃
の
愚
人
般
仲
容
に
つ
い
て
、
善
書
画
工
写
雪
山
花
鳥
妙
得
其
真
、
或
用
墨
色
如
兼
五
彩
が
最
も
古
い
。

（
1
8
）
　
人
物
爵
に
つ
い
て
雷
わ
れ
る
写
真
の
真
と
は
異
る
。

（
1
9
）
　
島
照
修
二
郎
、
逸
品
画
風
に
つ
い
て
。
美
術
研
究
一
六
一
号
。

（
2
0
）
　
島
田
修
二
郎
、
詩
書
画
三
絶
。
平
凡
社
書
道
全
集
第
一
七
巻
厨
奴
。

　
　
な
お
全
般
に
亙
っ
て
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
手
古
原
宏
伸
氏
の
教
示
を
受
け
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

　
　
稿
国
後
、
早
春
図
を
詳
し
く
見
た
が
、
郭
熈
の
原
本
で
は
な
く
、
南
宋
か
元
の
忠
実
な
模
写
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿

　
　
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。



de　｝’exp6rienee　humaine　tota｝e．

　　Cela　revient　a　orienter　ia　philosophie　par　1’interm6diaire　de　la　th6010gie

et　a　universaliser　la　th6010gie　par　1’interm6diaire　de　la　philosophie，　ou　bien，

selon　les　mots　de　Blondel・　lui－meme，　a　‘’la　constitution　de　la　philosophie

int6grale　dans　le　christianisme　1nt6gra？’．　L’analyse　int6grale　de　1’action　de

？homme　se　fait　dans　une　telle　perspective．

Einige　Betrachtungen　ilber　die　Tusckemalerei．

von　Taizo　Yomaoka

（1）

　　Die　Tuschemalerei，　die　China　eigentlimliche　Kunst，　entstand　im　8．　Jahr－

huhdert　und　erreichte　im　11．　Jahrhundert　und　12．　Jabrhundert　ihre　vollkom－

mene　Ent｛a｝tung．　Diese　Malerkunst　war　darin？　ganz　neuartig，　daB　man　die

Objekte，　anders　als　bei　den　farbigen　Bildern，　nur　mit　einer　Farbe　der　Tusche

und　deren　Abschattierung　erfassen　wollte．　Die　ttberlieferte　Kunst　in　China，

die　die　Umrisse　der　Dinge　genau　nachzubilden　und　dann　die　Farben　darauf

zu　geben　suchte，　ist　dazu　geeignet，　（um）　die　Objel〈te　streng　zu　unterscheiden

und　sie　zu　arrangieren．　ln　der　Tuschemalerei　lst　aber　vielmehr　beabsichtigt，

in　der　Abschattierung　die　Dinge　in　Zusammenhang　zu　bringen　und　Atmosphtire

und　Harmonie　des　ganzen　Bildes　auszudrticken．　Das　bedeutet　zugleich，　daS

der．．Ma｝er　die　Dimension　der　Sinne，　i．　e．　d2e　der　Farben　zu　transzendieren，

die　Dinge　zu　immateria｝isieren　und　sie　sozusagen，　mit　den　Augen　des　Geistes

zu　begreifen　strebt．　Hier　wurde　eine　neue　Kunst　geboren，　in　der　groSer　Wert

auf　das　Gemtit　oder　das　Wollen．des　Ktinstlers　und　nicht．　wie　in　der　alten
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

Kunst，　auf　die　Gestalt　oder　das’Abbild　und　die　Farben　der　Dinge　gelegt

war．　Die　frttheren　KUnstler　glaubten　£est　an　die　Selbstversttindlichkeit　der

Gestalt　der　Dinge，　und　wir　1〈6nhen　da　eine　ikonographische　Zusammenstimmung

oder　eine　Art　von　prtistabilierter　｝｛｛atmonie　zwischen　den　Dingen　und　dem

Ausdruckswollen　finden．　ln　der　Tuschemalerei　ist　der　ProzeS　des　1　Schaffens

s．e．lbst　viel　wichtiger，　weil　die　Gestalt　det　Dinge　．　gerade　in・　diesem　Proze3

3



t・ ?ｎｔｄｅｃｋＣ　und　herausgeformt　wird．　Deshalb　haben　dabei　groBe－i　Wert　die

Konsequenz　oder　Folgerichtigkeit　des　Schaffensprozesses　und　die　Logik　des

Ausdrucl〈s，　nicht　aber　das　Bild　oder　Abbild　der　Dinge．　Der　Kitnstler　kanrt

・also　sehr　originell膿d　individuell　sein，　wenn　er　eine　gute　Ausdruckstechn三k

und　scharfen　Raumsinn　hat．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（R）

　　Als　Grund　fUr　die　Entstehung　des　Tuschemaleyei　k6nnen　wir　annehmen，

…daS　sich　die　Einstellung　der　Menschen　gegenUber　den　Dingen　vertindert　hat．

．Die　neue　Einstellung　besteht，　darin，　daB　man　die　Realitat　der　Dinge　nicht

mehr　ftir　absolut　hielt，　und，　ifberzeugt　von　ihrer　Relativitat，　den　relativen

．Zusammenhang　von　Ding　und　lch　als　“das　Ferne”　erfaSte．　ln　der　Tusche一

．zeichnung　ist　immer　das　Geftthl　vom　Fernen　（wenn　wir　es　so　nennen

dY，；fgn）　aF？gedrUc！s’t．　一D．as　Fer．ne；　．．d－as　i－st　weder　．n｝gl　baler　Absteng．．pogk

・absolute　Abgesondertheit，　sondern　“das　Ferne　an　sich”．　Das　Tuschebild　ist

．in　dem　Element　von　“Ferne”　，da．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（皿）

　　Von　der　Seite　des　Motivs　betrachtet，　war　die　Entwick｝ung　der　Tusche一

’malerei　pararell　mit　der　der　Landschaftsmaleyei．　Weil　die　ietztere　das　ganze

Bild　der　Objekte，　den　Logos　der　Natur　erzielte，　paBte　dieser　Charakter　gut

．zu　demjenigen，　das　die　Tuschemalerei　ausdrticken　wollte．　Man　sieht　in

・der　Landschaftsmalerei　das　Ferne　in　jeder　Richtung　（H6he，　Breite，　Tiefe），

und　Uberdies　ist　dort　der　Gesichtspunkt　nicht　an　einem　Punkt　festgelegt，

sondem　er　ist　sozusagen　der　der　Facettenaugen，　die　sich　beliebig　in　jede

Richtung　bewegen　k6nnen．　Hierin　k6nnte　man　am　1〈｝arsten　einsehen，　wie

das　Geftihl　von　“Ferne”　in　der　Tuschezeichnung　verbildlicht　wlrd．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IV）

　　Man　ditrfte　also　nicht　die　Tuschemalerei　eint’aclt　definieren　als　eine

Malerei，　die　die．bunten　Farben　durch　die　Abschattierung　der　Tusche　ersetzt

hat．　Sie　ist　vielmehr　eine　Art　des　Erkennens．　Das　Bild　oder　Abbild　ist

lmmer　da　im　BewuBtsein　des　Ktinstlers．　Aber　die　Tuschema｝erei　wird
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geboren　m鍛en　in　der　Spannung　und　de磁Wettstreit　zwischen　den　Bildem

oder　Vorstellungen　im　B．ewu昼tsein　des　Malers　tind　seiner　a疑f　sie　wirkenden

Einbildungskraft，　d．　h．　der　T護t童gkeit　d¢s　Sublektes．　Die　Vorstellung　oder

Idee　wird　durch　Zeichnung　（Skizze）：．．’1　dargestellt，　die　Aktivitat　der　EinL

bildungskrafl　wird　aber　durch　die　freie　Ausdehnung　der　Tusche　symboli－

siert．　Die　Welt　der　Tuschemalerei　ist　die　Welt　der　Ausdrucksm6glichkeiten，

die　die　Sk圭zze－Pinsel　und　Ausdehnung－Tusche　als　zwei　Pole　haben；anders

gesagt，　sie　ist　dle　Welt　des　Strichs（touch），　die　zwischen　Pinsehnd　Tusche

l）esteh宅．

　　Die　Tuschemalerei　hat　Gemeinsames　mit　dem　moderne無Geist　des　Duali－

smus　von　Ich　und　Ding．　Was　ln　lhr　auf　uns　tiefen　Eindruck　rnacht，　ist　dle

regelrechte　Ordnung　der　Pinse1－Tusche－Methode，　die　auf　der　Tafel　schwe－

b・・d・Sti瓢…gd・・u…g・茸・dli・辱・nF・m…di・i・・e三・・mG・u・dl玉・g・・d・
サ　サ

Uberzeugung　von　der　Relativ呈t翫der　Dinge，　und　das　Gef茸hl　der　erwachten

grenzenlosen　Einsamke圭t．
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