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一
．
は
じ
め
に

清
初
の
個
性
派
画
家
で
あ
る
石
濤
（
一
六
四
二
―
一
七
〇
七
）
は
、
当
時
流
行
し

て
い
た
、
明
末
の
董
其
昌
（
一
五
五
五
―
一
六
三
六
）
の
提
唱
し
た
「
仿
古
」
を
否

定
し
模
倣
や
形
式
に
囚
わ
れ
ず
に
画
技
を
磨
い
た
。
後
年
に
は
「
又
た
曰
く
、
至
人

は
法
無
し
と
。
法
無
き
に
非
ざ
る
な
り
。
法
無
く
し
て
法
あ
れ
ば
、
乃
ち
至
法
と
為

す
」（『
画
語
録
』「
変
化
章
」）１

と
言
い
、
無
法
の
法
こ
そ
至
上
の
法
で
あ
る
と
し
、

常
に
「
変
」
を
求
め
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
多
様
な
画
風
を
展
開
し
た
画
家
で
あ
っ

た
。
加
え
て
文
人
画
家
と
し
て
は
珍
し
く
、
若
年
期
の
作
品
か
ら
伝
わ
っ
て
お
り
、

画
技
の
盛
期
を
経
て
職
業
画
家
と
し
て
活
動
し
た
晩
年
期
に
至
る
ま
で
幅
広
い
年
代

の
作
品
比
較
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
が
国
の
石
濤
研
究
は
住
友
家
所
蔵
の
三

作
品
な
ど
の
近
代
日
本
に
伝
来
し
た
「
黄
山
八
勝
図
冊
」
や
「
黄
山
図
巻
」（
い
ず

れ
も
京
都
・
泉
屋
博
古
館
）
等
、
特
に
渇
筆
を
用
い
た
繊
細
で
穏
や
か
な
作
風
の
黄

山
を
描
い
た
も
の
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
。

し
か
し
、
日
本
国
外
所
蔵
の
初
期
の
作
品
に
つ
い
て
は
潤
筆
で
大
胆
な
筆
遣
い
の

も
の
が
多
く
、
中
で
も
掛
軸
な
ど
の
大
作
は
未
だ
研
究
対
象
と
し
て
十
分
に
扱
わ
れ

て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る２
。 

本
稿
で
は
ま
ず
石
濤
の
画
業
の
初
期
で
あ
る
宣
城

時
代
か
ら
中
期
の
南
京
時
代
に
か
け
て
の
掛
軸
作
品
の
構
図
法
に
つ
い
て
、
そ
の
変

遷
を
年
記
の
あ
る
作
品
を
中
心
に
考
察
す
る
。

二
．
宣
城
時
代
の
作
品
の
特
徴

石
濤
は
本
名
を
朱
若
極
、
明
の
宗
室
で
あ
る
靖
江
王
朱
亨
嘉
の
子
と
し
て
一
六
四

二
年
、
広
西
桂
林
に
生
ま
れ
た
。
一
六
四
四
年
、
首
都
北
京
が
落
ち
国
号
が
清
に
な

る
と
、
南
に
立
っ
た
明
王
室
の
継
承
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
一
六
四
六
年
に
父
が

死
亡
し
、
太
監
に
託
さ
れ
て
武
昌
（
湖
北
）
に
逃
れ
る
。
四
歳
で
剃
髪
し
、
十
歳
ご

ろ
よ
り
書
画
を
良
く
学
ん
だ
と
い
う３
。
一
六
六
五
年
、
二
十
三
歳
の
時
に
松
江
崑
山

の
泗
洲
塔
院
に
滞
在
の
の
ち
、
自
ら
旅
庵
本
月
禅
師
に
師
事
し
、
一
六
六
六
年
、
安

徽
の
宣
城
、
敬
亭
山
広
教
寺
に
至
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
後
一
六
八
〇
年
頃
に
南
京

の
長
干
一
枝
閣
に
住
す
ま
で
を
、
宣
城
時
代
と
す
る
。

宣
城
時
代
は
画
家
に
と
っ
て
重
要
な
時
期
と
言
え
る
。
ま
ず
、
梅
清
（
一
六
二
三

―
一
六
九
七
）・
梅
庚
（
一
六
四
〇
―
？
）
兄
弟
や
施
潤
章
（
一
六
一
八
―
一
六
八

三
）
な
ど
地
元
の
文
人
と
交
流
し
見
識
を
深
め
、
そ
の
繋
が
り
は
後
年
に
続
き
、
石

濤
の
交
友
関
係
に
影
響
を
与
え
た
。
梅
清
は
字
淵
公
、
号
瞿
山
、
梅
庚
は
字
耦
長
、

号
雪
坪
・
聴
山
翁
、
施
潤
章
は
字
尚
白
、
号
愚
山
、
い
ず
れ
も
安
徽
宣
城
の
人
で
あ

り
地
元
の
名
士
で
あ
る
。
加
え
て
、
徽
州
知
府
曹
鼎
望
（
一
六
一
八
―
一
六
九
三
／

石
濤
画
の
構
図
の
変
遷　

初
期
か
ら
中
期
の
掛
軸
を
中
心
に　
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在
任
期
間
一
六
六
七
―
一
六
七
二
）
と
の
関
わ
り
は
重
要
で
あ
る
。
後
年
に
渡
っ
て

石
濤
を
支
え
た
ほ
か
、
同
氏
の
招
き
に
応
じ
る
こ
と
で
生
涯
に
わ
た
っ
て
「
わ
が
師

わ
が
友
」
と
し
て
繰
り
返
し
描
い
た
黄
山
遊
を
一
六
六
七
年
、
石
濤
二
十
五
歳
の
時

に
果
た
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た４
。

冒
頭
で
触
れ
た
と
お
り
、
石
濤
の
作
品
は
若
年
期
の
も
の
が
伝
世
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
画
家
が
初
期
の
頃
か
ら
実
力
を
備
え
て
い
た
に
他
な
ら
な
い
。
一
六
六
七
年

に
歙
県
で
制
作
さ
れ
た
と
張
子
寧
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
「
白
描
十
六
尊
者

図
巻
」〈
図
１
〉
は
、
特
に
初
期
の
作
例
で
あ
り
、
若
年
期
の
画
技
を
見
る
こ
と
が

で
き
る５
。
画
中
に
現
れ
る
数
々
の
羅
漢
は
極
め
て
細
い
線
描
で
頭
髪
や
髭
、
眉
、
ま

つ
毛
、
瞼
の
皴
に
至
る
ま
で
細
か
く
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
鼻
や
頬
、
目

も
と
に
薄
墨
を
差
す
こ
と
で
顔
面
の
立
体
感
が
出
て
表
情
が
よ
り
は
っ
き
り
と
表
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
衣
服
は
文
様
を
細
密
に
描
き
、
衣
紋
に
は
薄
墨
で
影
を
入
れ
る

な
ど
弱
冠
二
十
六
歳
に
し
て
既
に
完
成
度
の
高
い
人
物
画
の
描
法
を
会
得
し
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
山
水
表
現
に
つ
い
て
も
主
題
の
羅
漢
た
ち
に
干
渉
し
過
ぎ

ず
、
か
つ
消
極
的
す
ぎ
な
い
程
よ
い
塩
梅
で
配
置
さ
れ
て
い
る
。
皴
法
は
擦
れ
た
線

で
勢
い
よ
く
長
い
皴
を
同
じ
調
子
で
幾
重
に
も
重
ね
た
表
現
が
目
立
ち
、
し
ず
く
形

の
点
苔
が
軽
妙
で
あ
る
。
こ
う
し
た
山
水
表
現
は
、
年
記
は
な
い
も
の
の
本
作
と
比

較
的
近
い
制
作
年
と
推
察
さ
れ
る
「
黄
山
図
冊
」〈
図
２
〉
と
も
共
通
す
る
表
現
で

あ
る６
。

山
水
技
法
に
つ
い
て
は
書
の
手
法
が
画
中
に
表
さ
れ
て
い
る
と
画
家
自
ら
が
言

い７
、
あ
ら
ゆ
る
手
法
で
作
画
し
た
こ
と
が
窺
え
、
前
述
の
擦
れ
た
筆
や
一
六
七
一
年

「
陶
詩
採
菊
図
軸
」〈
図
３
〉
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
な
潤
っ
た
墨
で
筆
先
を
な

め
ら
か
に
滑
ら
せ
て
描
い
た
皴
な
ど
、
初
期
の
段
階
か
ら
様
々
な
筆
遣
い
が
見
ら
れ

る
。
両
者
と
も
に
長
い
皴
を
幾
重
に
も
重
ね
、
勢
い
の
あ
る
筆
で
軽
や
か
に
描
い
て

い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
線
一
本
一
本
が
後
年
の
作
品
に
比
べ
て
弱
く
、
後
に
述
べ
る

よ
う
に
大
作
に
な
る
と
ど
こ
か
頼
り
な
い
印
象
を
受
け
る
。

こ
う
し
た
初
期
の
石
濤
画
に
つ
い
て
、
人
物
画
に
つ
い
て
は
早
年
松
江
を
遊
し
、

呉
越
の
仏
門
中
に
作
品
が
流
伝
し
て
い
た
丁
雲
鵬
（
一
五
四
七
―
一
六
二
八
以
降
）

の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る８
。
し
か
し
人
物
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
積
極
的
に
山
水

図
と
組
み
合
わ
せ
た
画
面
構
成
は
、
常
に
新
し
さ
を
模
索
し
た
石
濤
画
を
表
し
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三
．
宣
城
時
代
の
掛
軸
作
品
の
構
図

宣
城
時
代
の
掛
軸
作
品
と
し
て
一
六
七
一
年
「
陶
詩
採
菊
図
軸
」〈
図
３
〉
や
同

年
「
山
水
十
二
屏 

第
四
図
」〈
図
４
〉、
一
六
七
四
年
「
観
音
図
軸
」〈
図
５
〉
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
二
点
は
山
水
を
中
心
と
し
た
山
水
図
軸
、
後
者
一
点
は
人
物

を
中
心
と
し
た
人
物
図
軸
で
あ
る
。　
　

山
水
図
軸
は
ど
の
作
品
も
大
ら
か
な
印
象
を
う
け
る
。
前
述
の
筆
遣
い
が
理
由
で

あ
ろ
う
が
、
画
面
に
対
し
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る

こ
と
も
、
要
因
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
加
え
て
点
苔
も
大
き
く
、
山
山
の

険
し
さ
を
表
現
す
る
ど
こ
ろ
か
、
ど
こ
か
柔
ら
か
さ
を
も
覚
え
る
。
構
図
法
に
お
い

て
は
、
当
時
新
安
で
流
行
し
て
い
た
元
の
文
人
画
家
で
あ
る
倪
瓚
風
の
、
両
岸
一
水

の
構
図
で
は
な
く
、
画
面
最
下
に
大
き
く
最
前
景
を
配
置
し
、
そ
こ
か
ら
上
に
積
み

げ
て
い
く
よ
う
に
、
遠
景
ま
で
描
き
き
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
画
面
構
成
で

あ
る
の
で
、
遠
山
も
含
め
て
全
体
的
に
観
者
と
の
距
離
が
近
い
構
図
で
あ
り
、
奥
行

も
少
な
い
。
そ
れ
で
も
、
モ
チ
ー
フ
の
大
き
さ
に
反
し
て
豪
放
さ
を
感
じ
な
い
の

は
、
前
述
の
筆
墨
の
弱
さ
に
加
え
、
構
図
の
面
で
は
余
白
が
少
な
い
こ
と
や
、
前
景
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と
後
景
の
大
き
さ
の
比
率
が
適
当
で
な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

宣
城
時
代
の
掛
軸
作
品
の
な
か
で
も
一
六
七
一
年
「
山
水
十
二
屏
」〈
図
４
〉

は
、
全
図
に
石
濤
印
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
曹
鼎
望
の
誕
生
日
に
贈
っ
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
お
り
、
同
時
代
の
基
準
作
と
さ
れ
て
い
る９
。
本
作
も
前
述
の
掛
軸
作
品

の
特
徴
を
備
え
て
い
る
が
、
加
え
て
多
様
な
筆
遣
い
が
試
み
ら
れ
て
い
る
点
や
大
画

面
山
水
画
の
単
純
な
構
図
か
ら
の
脱
却
が
見
ら
れ
る
点
に
面
白
さ
が
あ
る11
。

中
で
も
第
四
図
は
画
面
中
央
に
渓
流
を
眺
め
る
人
物
が
描
か
れ
、
こ
れ
を
囲
む
よ

う
に
岩
が
画
面
の
両
側
か
ら
突
き
出
し
て
い
る
。
左
側
に
描
か
れ
た
岩
は
右
肩
上
が

り
に
描
か
れ
、
右
側
か
ら
書
か
れ
た
岩
は
左
肩
下
が
り
に
描
か
れ
て
お
り
、
ま
る
で

写
真
の
フ
レ
ー
ム
の
よ
う
に
人
物
の
い
る
場
所
を
岩
が
囲
む
構
図
と
な
る
。
こ
れ
に

よ
り
、
観
者
の
視
線
は
必
然
的
に
中
央
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
中
央
か
ら
流

れ
落
ち
る
水
流
と
右
中
央
に
描
か
れ
た
そ
れ
を
見
下
ろ
す
人
物
に
よ
っ
て
、
描
か
れ

て
い
る
場
所
が
地
上
よ
り
も
高
い
場
所
に
あ
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
同
時
期
の
作

例
で
あ
っ
て
も
ひ
と
つ
の
様
式
を
繰
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
、
常
に
「
変
」
を
求
め

た
画
家
の
姿
勢
が
垣
間
見
え
る
よ
う
だ
。

人
物
図
軸
の
ひ
と
つ
に
一
六
七
四
年
「
観
音
図
軸
」〈
図
５
〉
が
あ
る
。
後
景
の

長
い
線
で
描
か
れ
た
皴
や
、
全
体
的
に
モ
チ
ー
フ
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
点
に
つ

い
て
は
共
通
す
る
。
画
面
の
中
央
に
大
き
く
描
か
れ
た
人
物
は
、
前
述
の
と
お
り
ご

く
細
い
線
で
輪
郭
線
を
取
り
、
髪
は
さ
ら
に
細
い
筆
で
墨
の
濃
淡
を
活
用
し
な
が
ら

一
本
ず
つ
丁
寧
に
繊
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
衣
紋
線
は
線
の
太
さ
や
濃
さ
を
変
え
て

描
か
れ
て
お
り
、
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
る
こ
と
で
後
景
の
岩
の
描
写
と
は
異
な
る
筆
遣

い
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

人
物
表
現
の
緻
密
さ
か
ら
し
て
、
三
十
前
後
の
若
い
画
家
が
本
作
を
描
き
切
っ
た

技
量
は
相
当
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
他
の
山
水
図
軸
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

大
ら
か
な
印
象
の
作
風
に
留
め
た
背
景
と
し
て
、
こ
の
時
期
に
交
流
し
て
い
た
文
人

の
影
響
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

安
徽
の
名
士
で
あ
る
梅
清
は
晩
年
絵
を
良
く
し
、
特
に
地
元
の
名
勝
地
で
あ
る
黄

山
の
景
を
し
ば
し
ば
描
い
た
。
潤
筆
で
長
く
ひ
か
れ
た
皴
や
モ
チ
ー
フ
の
大
き
さ
、

下
か
ら
積
み
上
げ
て
い
く
構
図
の
作
り
方
な
ど
が
石
濤
画
と
類
似
す
る
〈
図
６
〉11
。

明
末
に
董
其
昌
（
一
五
五
五
―
一
六
三
六
）
が
提
唱
し
た
「
南
北
二
宗
論
」
の
古

画
の
「
倣
古
」
に
よ
り
画
の
正
当
性
を
主
張
す
る
と
い
う
の
は
清
初
の
画
壇
に
も
継

承
さ
れ
た
。
し
か
し
、
古
画
を
学
ぶ
に
は
董
其
昌
の
よ
う
に
画
家
自
身
が
そ
れ
な
り

の
立
場
な
い
し
は
地
位
に
い
て
古
画
鑑
賞
の
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
指

導
す
る
師
が
必
要
で
あ
る
。
亡
国
の
遺
児
で
あ
る
石
濤
に
は
ど
ち
ら
も
な
か
っ
た
。

し
か
し
ど
の
よ
う
な
画
家
も
、
無
か
ら
有
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
石
濤

も
、
当
時
自
身
の
周
辺
に
あ
っ
た
様
々
な
作
品
を
見
た
に
違
い
な
い
。

梅
清
の
作
品
に
つ
い
て
は
石
濤
が
宣
城
を
離
れ
て
以
降
の
年
記
の
も
の
が
主
で
あ

り
、
そ
の
画
風
は
前
述
の
と
お
り
確
か
に
宣
城
時
代
の
石
濤
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
一
方
的
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
よ
り
は
、
相
互
に
刺
激
を
受
け
た
可
能

性
が
高
い
だ
ろ
う
。
そ
の
他
に
も
、
こ
の
頃
の
石
濤
は
黄
山
付
近
で
活
動
し
て
い
た

新
安
派
の
作
品
も
い
く
つ
か
目
に
し
て
い
た
と
み
え
、
弘
仁
（
一
六
一
〇
―
一
六
六

三
）
や
程
邃
（
一
六
〇
七
―
一
六
九
二
）
な
ど
と
の
影
響
関
係
も
示
唆
さ
れ
て
い

る11
。

四
．
南
京
時
代
の
作
品
の
特
徴

一
六
七
八
年
頃
か
ら
宣
城
と
南
京
を
往
来
し
は
じ
め
、
一
六
八
〇
年
よ
り
南
京
の

長
干
、
す
な
わ
ち
大
報
恩
寺
の
一
枝
閣
に
住
す
る
。
本
稿
で
は
一
六
八
〇
年
か
ら
一

六
八
九
年
頃
ま
で
を
南
京
時
代
と
す
る
。
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石
濤
の
南
京
時
代
に
は
政
治
的
な
側
面
も
垣
間
見
え
る
。
一
六
八
四
年
、
南
巡
中

の
康
煕
帝
に
謁
見
し
、
石
濤
が
禅
僧
と
し
て
中
央
に
お
い
て
地
位
を
確
立
し
よ
う
と

目
論
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
え
る13
。

石
濤
が
滞
在
し
て
い
た
大
報
恩
寺
は
南
京
の
大
寺
で
あ
り
、
政
治
的
に
も
文
化
的

に
も
様
々
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
想
像
す
る
。
ま
た
、
南
京
で
活
躍
し
た

画
僧
に
石
渓
（
一
六
一
二
―
一
六
七
三
）
が
い
る
。
石
渓
は
武
陵
の
人
で
法
名　

残
、
字
石
渓
・
介
丘
、
号
白
禿
、
残
道
人
、
石
道
人
な
ど
。
彼
は
療
養
の
た
め
に
大

報
恩
寺
に
は
し
ば
し
ば
滞
在
し
て
い
た
。
石
濤
が
南
京
に
赴
い
た
頃
に
は
既
に
石
渓

は
鬼
籍
に
入
っ
て
い
る
が
、
そ
の
作
品
を
目
に
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

南
京
時
代
の
作
品
か
ら
は
宣
城
時
代
に
得
た
作
画
の
技
法
と
南
京
に
至
っ
て
新
し

く
修
得
し
た
技
法
の
両
方
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
多
様
な
作
風
を
展
開
す
る
。
中
で

も
一
際
異
彩
を
放
つ
の
が
一
六
八
五
年
「
萬
点
悪
墨
図
巻
」〈
図
７
〉
で
あ
る
。
皴

法
は
筆
先
を
少
し
寝
か
せ
て
擦
れ
た
長
い
線
を
描
き
、
宣
城
時
代
の
皴
法
と
類
似
す

る
。
ま
た
、
濃
墨
を
用
い
て
大
き
い
点
苔
を
散
ら
し
た
り
、
筆
に
た
っ
ぷ
り
水
を
つ

け
て
ぼ
か
し
を
作
っ
た
り
と
放
胆
な
墨
の
遣
い
方
が
見
ら
れ
る
。
本
作
の
表
現
に
つ

い
て
は
自
跋
に
「
満
点
悪
墨
悩
殺
米
顛
、
…
…
」
と
あ
り
、
北
宋
の
書
画
家
で
あ
る

米
芾
（
一
〇
五
一
―
一
一
〇
七
）
の
影
響
を
示
唆
し
て
い
る
。

今
回
取
り
上
げ
る
一
六
八
七
年
「
細
雨
虬
松
図
軸
」〈
図
８
〉
は
、
宣
城
時
代
の

作
品
と
は
筆
墨
・
構
図
な
ど
に
お
い
て
異
な
る
作
風
を
呈
し
て
い
る
。
筆
墨
に
つ
い

て
は
渇
筆
を
用
い
た
静
謐
な
表
現
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
渇
筆
は
、
筆
の
中

の
余
分
な
水
分
を
取
り
除
い
た
の
ち
に
描
画
す
る
技
法
で
、
宣
城
時
代
に
見
ら
れ
た

擦
れ
た
線
の
表
現
よ
り
も
さ
ら
に
硬
質
な
印
象
を
与
え
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
線
は

筆
先
で
細
く
鋭
角
的
に
表
し
、
岩
の
形
姿
を
確
実
に
描
写
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
点

苔
も
丸
形
に
な
り
、
全
体
に
小
さ
い
も
の
が
施
さ
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
渇
筆
と
い
う

の
も
あ
り
、
墨
の
主
張
が
激
し
く
な
い
た
め
、
全
体
の
調
子
を
程
よ
く
整
え
る
役
割

を
十
分
に
果
た
し
て
い
る
。
宣
城
時
代
に
見
ら
れ
た
波
型
の
皴
や
、
長
い
線
で
柔
ら

か
く
溶
け
落
ち
そ
う
な
岩
肌
を
表
し
て
い
た
皴
よ
り
も
筆
の
速
さ
は
遅
い
が
、
却
っ

て
紙
に
直
接
彫
り
込
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

五
．
南
京
時
代
の
掛
軸
の
特
徴
―
「
細
雨
虬
松
図
軸
」
を
中
心
に
―

以
上
を
踏
ま
え
て
南
京
時
代
の
基
準
作
で
あ
る
「
細
雨
虬
松
図
軸
」〈
図
８
〉
を

見
る
と
、
宣
城
時
代
に
比
べ
て
明
ら
か
に
構
図
が
複
雑
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
ず
一
つ
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
の
大
き
さ
が
宣
城
時
代
の
掛
軸
作
品
と
比
べ
て
小

さ
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
画
面
そ
の
も
の
の
大
き
さ
や
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
に

合
っ
た
大
き
さ
で
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
余
白
を
し
っ
か
り
と
っ
て
い
る
こ
と
に

も
注
視
し
た
い
。
こ
の
余
白
は
画
面
下
の
水
面
を
表
し
た
り
、
奥
行
を
持
た
せ
て
主

山
の
堂
々
と
聳
え
る
様
を
際
だ
た
せ
た
り
と
、
役
割
を
持
た
さ
れ
た
効
果
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

構
図
は
画
面
右
下
に
最
前
景
と
な
る
岩
が
配
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
枯
れ
木
が
左
に
向

か
っ
て
二
股
に
伸
び
て
い
る
。
こ
れ
に
沿
っ
て
左
側
に
目
を
む
け
る
と
、
最
左
に
崖

が
あ
り
、
そ
の
陰
か
ら
橋
が
中
央
の
岩
場
に
向
か
っ
て
か
か
っ
て
お
り
、
杖
を
持
っ

た
人
物
が
こ
れ
を
渡
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
中
央
上
に
は
松
が
二
本
描
か

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
真
上
と
右
に
向
か
っ
て
生
え
て
い
る
。
右
に
は
小
丘
が
あ
り
、
画
面

上
部
に
は
大
き
な
峰
が
描
か
れ
、
峰
の
右
側
に
は
松
な
ど
に
囲
ま
れ
た
建
物
の
な
か

に
人
物
が
お
り
、
反
対
側
に
は
小
さ
な
滝
が
流
れ
落
ち
て
、
橋
の
下
を
通
っ
て
画
面

下
の
水
面
へ
つ
な
が
る
。
画
面
上
部
に
見
ら
れ
る
剣
の
よ
う
に
鋭
い
形
の
遠
山
は
代

赭
と
藍
を
用
い
て
僅
か
に
見
え
る
山
の
遠
さ
を
演
出
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
画

中
に
現
れ
る
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
、
観
者
は
視
点
を
移
動
さ
せ
ら
れ
よ
う
に
計
算
さ
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れ
て
い
る
。
な
に
よ
り
モ
チ
ー
フ
の
大
き
さ
の
変
化
や
余
白
の
有
無
に
よ
っ
て
観
者

と
の
距
離
が
保
た
れ
、
深
い
奥
行
き
が
表
さ
れ
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、

前
景
の
モ
チ
ー
フ
に
は
濃
墨
を
重
ね
て
色
彩
の
面
で
も
前
後
関
係
が
明
ら
か
に
な
る

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
宣
城
時
代
に
は
遠
山
も
含
め
て
全
体
的
に
観
者
と

の
距
離
が
近
い
構
図
で
あ
り
、
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
た
画
面
を
見
て
い
る
よ
う
な
印
象

で
奥
行
も
少
な
か
っ
た
。
南
京
時
代
の
作
品
で
は
観
者
と
の
距
離
は
適
切
に
保
た

れ
、
前
景
と
遠
景
の
奥
行
も
墨
の
濃
淡
や
モ
チ
ー
フ
の
配
置
、
余
白
等
に
よ
っ
て
全

体
を
見
通
す
よ
う
な
遠
近
感
を
表
し
て
い
る
。

恐
ら
く
は
先
に
挙
げ
た
石
渓
画
の
影
響
も
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
層
岩
畳
壑
図
軸
」

（
一
六
六
三
年
）〈
図
９
〉
な
ど
に
見
る
手
前
に
水
面
を
置
き
、
上
部
を
余
白
と
す
る

点
に
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、「
細
雨
虬
松
図
軸
」
が
描
か
れ
た
一
六
八
七
年

の
春
に
は
、
石
濤
は
揚
州
に
お
い
て
孔
尚
任
の
秘
園
雅
集
で
襲
賢
、
査
士
標
な
ど
と

交
友
し
て
い
る11
。
そ
し
て
同
年
の
夏
に
子
老
道
翁
が
宋
の
羅
紋
紙
を
出
し
て
画
を
求

め
た
の
に
応
じ
「
細
雨
虬
松
図
軸
」
を
描
い
た
と
い
い
、
南
京
時
代
の
石
濤
の
交
友

関
係
が
窺
え
る
作
品
で
も
あ
る15
。

六
．
ま
と
め

石
濤
は
宣
城
時
代
の
早
期
よ
り
掛
軸
・
画
冊
・
画
巻
問
わ
ず
画
の
才
能
を
示
し
て

い
る
が
、
宣
城
時
代
か
ら
南
京
時
代
に
か
け
て
の
掛
軸
作
品
を
並
べ
て
み
る
と
、
明

ら
か
に
後
年
の
方
が
大
画
面
山
水
画
の
構
成
力
が
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
し
て
、
南
京
時
代
に
見
ら
れ
る
構
成
力
の
片
鱗
は
一
六
七
一
年
「
山
水
十
二
屏
」

第
四
図
な
ど
に
既
に
発
露
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
南
京
に
至
っ
て
宣
城
で
は
見
ら

れ
な
か
っ
た
大
作
な
ど
を
見
た
り
、
宣
城
で
得
た
構
図
に
、
さ
ら
に
複
雑
な
視
点
誘

導
を
巧
み
に
仕
掛
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
空
間
を
よ
り
有
効
に
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

今
回
は
宣
城
時
代
か
ら
南
京
時
代
に
か
け
て
の
掛
軸
作
品
の
構
図
の
比
較
の
み
に

と
ど
ま
っ
た
が
、
改
め
て
画
家
自
ら
が
得
た
学
び
や
形
式
に
と
ら
わ
れ
ず
、
常
に

「
変
」
を
求
め
て
制
作
を
し
て
い
た
こ
と
を
強
く
感
じ
た
。
画
家
の
強
い
「
我
法
」

へ
の
拘
り
を
踏
ま
え
、
画
巻
や
画
冊
に
つ
い
て
の
考
察
や
筆
遣
い
等
に
つ
い
て
は
別

の
機
会
に
述
べ
た
い
。

謝
辞

指
導
教
員
で
あ
る
宮
崎
法
子
先
生
に
は
終
始
助
言
を
賜
り
、
丁
寧
に
ご
指
導
い
た
だ
き
ま

し
た
こ
と
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

注１ 　

石
濤
「
苦
瓜
和
尚
画
語
録
」「
又
曰
、
至
人
無
法
。
非
無
法
也
、
無
法
而
法
、
乃
為

至
法
。」（
中
村
茂
夫
『
石
濤
―
人
と
芸
術
』
東
京
美
術　

一
九
八
五
年
四
月　

一
五
一

頁
）

２ 　

日
本
国
内
に
お
け
る
石
濤
の
初
期
作
品
の
紹
介
は
張
子
寧
・
著　

宮
崎
法
子
・
訳

「
石
濤
の
「
白
描
十
六
尊
者
」
巻
と
「
黄
山
図
」
冊
（
上
下
）」（『
国
華
』
一
一
八
四
・

一
一
八
五
号　

一
一
―
一
九
頁
・
二
五
―
三
八
頁
）　

一
九
九
六
年
七
月
・
八
月　

国

華
社 

に
て
な
さ
れ
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
「
山
水
十
二
屏
」
は
一
九
九
八
年
に
小

学
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
世
界
美
術
大
全
集　

東
洋
編　

第
九
巻　

清
』
に
掲
載
さ
れ

た
。
し
か
し
依
然
と
し
て
他
の
作
品
に
つ
い
て
は
未
だ
に
日
本
国
内
で
な
か
な
か
紹
介

さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
あ
る
。
ま
た
、
訳
者
後
書
き
「
石
濤
『
白
描
十
六
尊
者
』
巻
と

『
黄
山
図
』
冊
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
石
濤
の
真
贋
問
題
の
難
し
さ
に
つ
い
て
触
れ
て
、

日
本
国
内
伝
世
の
、
特
に
京
都
・
泉
屋
博
古
館
所
蔵
の
石
濤
画
の
よ
う
な
穏
や
か
な
画
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風
の
も
の
の
み
を
基
準
と
す
る
風
潮
か
ら
の
脱
却
を
促
し
て
い
る
（
前
掲
上
・
十
八
頁
）。

３ 　

石
濤
の
生
涯
に
つ
い
て
は
李
驎
『
虬
峯
文
集
』
中
の
「
大
滌
子
伝
」（
北
京
図
書
館

蔵
）
を
紹
介
し
た
汪
世
清
「
石
濤
散
考
」（『
大
公
報
』
一
九
七
八
年
一
一
月
二
二
日

号
）
汪
世
清
「
虬
峯
文
集
中
有
関
石
濤
詩
文
」（『
文
物
』
一
九
七
九
年
十
二
期
）、
日

本
に
汪
論
文
を
紹
介
し
た
新
藤
武
弘
「
石
濤
小
考
」（
鈴
木
敬
先
生
還
暦
記
念
会
・
編

『
鈴
木
敬
先
生
還
暦
記
念　

中
国
絵
画
史
論
集
』
三
四
二
―
三
六
二
頁　

一
九
八
一
年 

吉
川
弘
文
館
）
を
参
照
。
若
年
期
の
石
濤
の
書
画
学
習
に
つ
い
て
は
前
出
新
藤
三
四
八

頁
の
「
大
滌
子
伝
」
釈
文
に
「
年
十
歳
、
卽
好
聚
古
書
、
然
不
知
讀
。
或
語
之
曰
、〝
不

讀
聚
、
奚
爲
〞。
始
梢
梢
取
而
讀
之
。
暇
卽
臨
古
法
帖
、
而
心
尤
喜
顔
魯
公
。
或
曰
、

〝
不
學
董
文
敏
、
時
所
好
也
〞。
卽
改
而
學
董
。
然
心
不
甚
喜
。
又
學
畫
山
水
、
人
物
及

花
卉
、
翎
毛
。
楚
人
往
往
稱
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

４ 　

前
掲
注
２
張
子
寧
論
文
上
・
十
二
頁
所
載
の
石
濤
が
萬
曆
年
間
人
の
「
羅
漢
図
」
巻

（
上
海
博
物
館
）
に
一
六
八
八
年
に
書
し
た
跋
に
、「
丁
未
年
應
新
安
太
守
曹
公
之
請
寓

太
平
十
寺
中
之
一
寺
名
羅
漢
寺
」
と
あ
り
、
石
濤
が
歙
県
に
至
る
経
緯
が
わ
か
る
。
ま

た
、
黄
山
遊
に
関
わ
る
記
録
と
し
て
は
前
掲
注
３
新
藤
三
五
二
頁
「
大
滌
子
伝
」
釈
文

を
参
照
。「
旣
又
率
其
緇
侶
、
遊
歙
之
黄
山
。
攀
接
引
松
、
過
獨
木
橋
、
觀
始
信
峯
。

居
逾
月
、
始
于
范
范
雲
海
中
得
一
見
之
。
奇
松
怪
石
、
千
變
萬
殊
、
如
鬼
神
不
可
端

倪
。
狂
喜
大
叫
、
而
畫
以
益
進
。
時
徽
守
曹
某
、
好
奇
士
也
。
聞
其
在
山
中
、
以
書
来

丐
畫
、
匹
紙
七
十
二
幅
、
幅
圖
一
峯
。
笑
而
許
之
。
圖
成
、
毎
幅
各
彷
彿
一
宋
元
名

家
、
而
筆
無
定
姿
、
倏
濃
倏
澹
、
要
皆
出
自
自
巳
意
、
爲
之
神
到
筆
隨
、
與
古
人
不
謀

而
合
者
也
」。

５ 　

前
掲
注
２
張
子
寧
論
文
上
・
十
三
頁
参
照
。

６ 　

全
二
十
一
図
の
「
黄
山
図
冊
」
は
石
濤
が
黄
山
山
中
に
在
る
と
き
に
曹
鼎
望
に
請
わ

れ
て
描
い
た
七
十
二
幅
の
黄
山
図
の
残
欠
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
前
掲
注
２
張

子
寧
論
文
下
・
二
五
頁
に
お
い
て
本
作
と
「
大
滌
子
伝
」
と
の
関
連
を
考
察
を
さ
れ
て

い
る
。

７ 　

石
濤
の
山
水
画
法
に
つ
い
て
は
前
掲
注
２
張
子
寧
上
・
十
二
頁
、
論
文
所
引
の
萬
曆

年
間
人
「
羅
漢
図
」
巻
の
跋
に
、「
山
水
林
木
皆
以
篆
隷
灋
成
之
」
と
あ
り
、
山
水
や

林
木
に
つ
い
て
は
篆
書
や
隷
書
の
法
を
用
い
て
い
る
と
画
家
自
ら
述
べ
て
い
る
。
ま

た
、
同
論
文
の
一
五
頁
下
段
に
て
「
白
描
十
六
尊
者
図
巻
」
の
山
水
表
現
に
つ
い
て
、

山
石
の
皴
は
側
筆
気
味
の
筆
勢
で
輪
郭
を
と
り
、
皴
を
擦
り
描
く
隷
書
の
法
の
筆
遣
い

が
見
ら
れ
、
木
の
枝
や
幹
は
中
鋒
を
用
い
た
篆
書
の
筆
法
に
類
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、「
大
滌
子
伝
」
中
に
も
「
所
作
畫
皆
用
作
字
法
、
布
置
或
從
行
草
、
或
從

篆
隷
、
疏
密
各
有
其
體
」
と
あ
り
、
書
法
を
も
っ
て
画
を
成
し
、
画
法
の
源
流
は
書
法

で
あ
る
と
言
う
。

８ 　

前
掲
注
４
張
子
寧
論
文
十
四
頁
か
ら
十
五
頁
を
参
照
。
若
年
の
丁
雲
鵬
が
当
時
二
人

の
高
僧
の
延
誉
を
得
て
各
地
の
信
徒
の
た
め
に
羅
漢
や
仏
像
の
制
作
を
し
て
い
た
こ
と

や
、
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
紫
柏
老
人
が
刊
行
の
発
起
人
と
な
る
『
嘉
興
蔵
』
の
蔵

経
の
巻
首
の
為
の
仏
画
の
版
下
図
を
制
作
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
丁
雲
鵬
の
早
年
の
白

描
作
品
が
仏
門
中
に
お
い
て
は
非
常
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

９ 　

西
上
実
「
作
品
解
説
三
十
一
」（
中
野
徹
・
西
上
実 

責
任
編
集
『
世
界
美
術
大
全
集　

東
洋
編　

第
九
巻　

清
』
三
五
十
一
頁
一
九
九
八
年
四
月　

小
学
館
）

10 　

本
作
の
各
幅
の
画
風
に
つ
い
て
張
子
寧
氏
は
、
文
徴
明
一
派
の
繊
細
な
筆
致
が
表
れ

て
い
る
第
五
図
、
清
初
の
正
統
派
画
家
た
ち
、
特
に
四
王
の
筆
使
い
を
表
し
た
第
七

図
、
宣
城
時
代
の
友
人
で
あ
る
梅
清
の
画
風
に
似
て
い
る
第
二
図
と
第
三
図
、
新
安
画

派
の
渇
筆
画
風
で
描
か
れ
た
第
四
図
と
第
十
二
図
、
石
濤
早
期
の
画
風
を
呈
し
て
い
る

第
一
図
と
第
九
図
、
黄
山
景
を
描
い
た
第
十
図
と
第
十
一
図
と
解
説
し
て
い
る
。
前
掲

２
張
子
寧
論
文
下
・
三
七
頁
参
照
。

11 　

梅
清
「
高
山
流
水
図
軸
」
一
六
九
四
年 

北
京
故
宮
博
物
院
蔵

12 　

明
末
清
初
の
風
尚
と
石
濤
初
期
の
画
風
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
傅
申
「
石
濤
の
絵

画
」（『
文
人
画
粹
編 

中
国
編 

八　

石
濤
』
一
一
七
―
一
二
八
頁　

一
九
八
六
年
五
月　

中
央
公
論
社
）
一
一
七
か
ら
一
二
〇
頁
に
て
指
摘
が
あ
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
ら
れ
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て
い
る
い
く
つ
か
の
石
濤
作
品
に
つ
い
て
は
そ
の
十
分
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

13 　

石
濤
の
政
治
的
野
心
に
つ
い
て
は
前
掲
２
張
子
寧
論
文
下
・
三
十
三
頁
以
降
に
詳
し

い
。

14 　

靑
木
正
兒
「
揚
州
に
在
り
し
日
の
孔
尚
任
」『
支
那
學
』
五
―
二　

一
九
二
九
年　

（
靑
木
正
兒
『
靑
木
正
兒
全
集 

第
二
巻
』　

一
九
七
〇
年
七
月　

春
秋
社　

四
七
八
―
四

九
〇
頁
）

15 　

西
上
実
「
三
十
二 
山
水
十
二
屏
第
九
図
作
品
解
説
」（
中
野
徹
・
西
上
実 

責
任
編
集

『
世
界
美
術
大
全
集　

東
洋
編　

第
九
巻　

清
』
三
五
一
―
三
五
三
頁
一
九
九
八
年
四

月　

小
学
館
）

〈
図
版
出
典
〉

図
１ 　

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館 

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
（
二
〇
二
〇
年
十
月
二
十
日
最

終
閲
覧
）

　
　
（https://w

w
w.m

etm
useum

.org/art/collection/search/49170

）

図
２ 　

楊
新
・
主
編
『
四
僧
絵
画　

故
宮
博
物
院
蔵
文
物
珍
品
全
集
』
一
九
九
九
年
五
月　

商
務
印
書
館
（
香
港
）
有
限
公
司

図
３ 　

楊
新
・
主
編
『
四
僧
絵
画　

故
宮
博
物
院
蔵
文
物
珍
品
全
集
』
一
九
九
九
年
五
月　

商
務
印
書
館
（
香
港
）
有
限
公
司

図
４ 　

李
聯
明 

編
集
『
福
建
積
翠
園
芸
術
館
蔵
書
画
集　

第
一
集
』
一
九
九
二
年
十
月　

文
物
出
版
社

図
５ 　
『
石
濤
書
画
全
集
・
上
下
巻
』　

一
九
九
五
年
六
月　

天
津
人
民
美
術
出
版
社　

上

巻
所
収

図
６ 　

聶
崇
正
・
主
編
『
晥
浙
絵
画　

故
宮
博
物
院
蔵
文
物
珍
品
全
集
』
二
〇
〇
七
年
四

月　

商
務
印
書
館
（
香
港
）
有
限
公
司

図
７ 　
『
芸
苑
綴
英
』
一
九
七
八
年
第
一
期　

一
九
七
八
年
五
月　

上
海
人
民
美
術
出
版

社

図
８ 　
『
石
濤
書
画
全
集
・
上
下
巻
』　

一
九
九
五
年
六
月　

天
津
人
民
美
術
出
版
社　

上

巻
所
収

図
９ 　

楊
新
・
主
編
『
四
僧
絵
画　

故
宮
博
物
院
蔵
文
物
珍
品
全
集
』
一
九
九
九
年
五
月　

商
務
印
書
館
（
香
港
）
有
限
公
司
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