
中
林
梧
竹
「
十
七
帖
」
観
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現
存
作
品
の
分
析
を
中
心
と
し
て
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
田
　
千
　
鶴

は

じ
め
に

　
中
林
梧
竹
は
地
元
佐
賀
の
書
道
文
化
を
発
展
さ
せ
、
今
も
な
お
そ
の
名
の
付
V
展
覧
会
が

開
催
さ
れ
る
な
ど
、
明
治
の
三
筆
・
の
一
人
と
し
て
、
関
心
の
高
ま
る
人
物
で
あ
る
。

　
現
在
、
多
く
の
梧
竹
研
究
が
な
さ
れ
、
論
文
を
は
じ
め
と
し
、
書
籍
、
図
録
等
の
出
版
物

も
多
く
み
ら
れ
る
。
し
か
し
研
究
や
書
籍
に
お
い
て
、
梧
竹
の
臨
書
の
み
に
着
目
し
た
も
の

は

極
め

て

少
な
い
。
独
自
の
書
風
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
．
そ
の
独
特
な
作
風
の
み

に

印
象
が
持
た
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
梧
竹
の
書
の
根
源
で
あ
り
、
生
涯
変
わ
ら
ず
追
求
し
続

け
た
の
は
、
書
の
原
点
と
も
さ
れ
る
王
義
之
の
存
在
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
中
林
梧
竹
の
臨
書
学
習
に
重
き
を
置
き
、
中
で
も
梧
竹
が
生
涯
臨

書

し
続
け
た
と
い
わ
れ
る
、
王
義
之
の
「
十
七
帖
」
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
v
o
梧
竹
は
、

何

を
見
て
、
ど
の
よ
う
に
臨
書
学
習
を
し
て
き
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
臨
書
学
習
を
自
身
の

作
品
に
ど
の
よ
う
に
生
か
し
た
の
か
。
さ
ら
に
、
梧
竹
は
王
義
之
や
「
十
七
帖
」
か
ら
何
を

学
ぶ

た
め
に
、
生
涯
に
わ
た
り
臨
書
し
続
け
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
v
こ
と

で
、
梧
竹
の
「
十
七
帖
」
観
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

第
一
章
　
中
林
梧
竹

　
現
在
梧
竹
の
作
品
を
多
く
収
蔵
し
て
い
る
主
な
美
術
館
（
福
島
美
術
館
、
成
田
山
書
道
美

術

館
、
徳
島
文
学
書
道
館
、
小
城
市
立
中
林
梧
竹
記
念
館
、
佐
賀
県
立
美
術
館
）
に
て
調
査

を
行
い
、
各
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
、
梧
竹
の
全
体
の
作
品
数
を
出
し
た
。
そ
こ
か

ら
、
梧
竹
が
臨
書
し
た
数
々
の
古
典
の
中
で
、
ど
の
古
典
よ
り
も
「
十
七
帖
」
の
臨
書
が
一

番
多
い
こ
と
を
証
明
し
た
。
ま
た
、
こ
の
生
涯
に
わ
た
る
多
く
の
臨
書
の
数
か
ら
、
数
あ
る

古
典
の
中
で
も
王
義
之
、

意
志
が
感
じ
ら
れ
た
。

ま
た
「
十
七
帖
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
梧
竹
の
強
い

第
二
章
　
中
林
梧
竹
「
十
七
帖
」

　

ま
ず
第
一
節
で
は
、
交
友
関
係
を
中
心
に
「
十
七
帖
」
を
学
ぶ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
人
物

に

つ

い
て

論

じ
た
。
梧
竹
が
師
事
し
て
き
た
数
々
の
師
は
、
王
義
之
学
習
を
大
事
に
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
、
北
京
滞
在
時
の
師
で
あ
る
播
存
の
言
葉
が
王
義
之
学
習
の
意
欲
を
高
め
さ

せ

た
こ
と
が
重
要
な
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
．
．
こ
の
こ
と
か
ら
、
実
際
に
は
梧
竹
の

五
十
代
以
前
の
「
十
七
帖
」
作
品
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
以
前
に
も
「
十
七
帖
」
を
学

ん

で

い

た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
第
二
節
で
は
、
近
年
小
城
市
に
寄
託
さ
れ
た
『
梧
竹
堂
法
帖
』
に
つ
い
て
概
要
を
整

理

し
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
簡
単
に
考
察
を
試
み
た
。
ま
ず
は
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
収
集
は

二

度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
渡
航
し
た
時
期
と
計
算
書
の
日
付
か
ら
論
じ
た
。
ま

た
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
唐
碑
が
少
な
い
こ
と
に
疑
問
を
持
ち
、
梧
竹
の
書
論
『
梧
竹
堂
書

話
』
の
中
で
書
を
学
ぶ
上
で
の
随
唐
の
書
の
重
要
さ
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
単
に
唐
代

の

書
を
嫌
っ
て
い
た
わ
け
で
も
、
興
味
や
学
習
意
欲
が
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
こ
と

を
論
じ
、
唐
代
の
書
に
お
い
て
は
収
集
以
前
に
多
く
目
に
し
て
い
た
可
能
性
を
推
測
し
た
。

さ
ら
に
、
『
梧
竹
堂
法
帖
』
の
「
十
七
帖
」
は
、
帖
の
数
と
特
徴
等
か
ら
「
欠
十
七
行
本
」

の
特
徴
が
具
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

　

第
三
節
で
は
、
明
治
天
皇
に
「
十
七
帖
」
を
献
上
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、
当
時
の
資
料

や
、
梧
竹
と
信
仰
の
あ
る
人
物
の
資
料
を
基
に
論
じ
た
。
そ
れ
ら
の
資
料
か
ら
、
当
時
の
内

閣
総
理
大
臣
で
あ
っ
た
伊
藤
博
文
は
書
が
好
き
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
梧
竹
と
同
じ
明
治
の

三

筆
で
あ
る
巌
谷
＝
ハ
の
紹
介
で
、
明
治
天
皇
に
献
上
す
る
前
に
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

を
行
え
た
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
同
郷
で
あ
り
、
政
治
的
権
限
の
あ
る
副
島
蒼
海
の
存
在

な
ど
、
周
囲
の
人
や
環
境
に
恵
ま
れ
て
い
た
結
果
で
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
梧
竹
自
身
で

献
上

作
と
し
て
「
十
七
帖
」
を
選
ん
だ
の
で
は
な
く
、
副
島
蒼
海
が
梧
竹
の
「
十
七
帖
」
を
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見
て
、
明
治
天
皇
へ
献
上
す
べ
き
作
品
で
あ
る
と
判
断
す
る
ほ
ど
の
魅
力
が
、

作
品
に
あ
っ
た
。

梧
竹
の
臨
書

第
．
二
章
　
梧
竹
が
「
卜
七
帖
」
に
求
め
た
も
の
1
技
術
面
ー

　
第
一
節
で
は
「
十
七
帖
」
の
中
で
も
「
都
司
馬
帖
」
と
「
漢
時
帖
」
の
二
点
に
絞
り
、
一

字
比
較
を
年
代
ご
と
に
行
っ
た
。
①
文
字
の
上
部
の
大
き
さ
　
②
偏
と
芳
の
バ
ラ
ン
ス
　
③

中
心
部
の
移
動
に
よ
る
均
衡
　
の
三
点
の
特
徴
か
ら
比
較
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
年
代
に
よ
っ

て
、
も
し
く
は
前
後
左
右
の
文
字
と
の
関
係
性
に
よ
っ
て
も
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、
多

少
の
バ
ラ
つ
き
は
あ
る
が
、
一
字
一
字
か
ら
変
わ
ら
ず
「
十
七
帖
」
の
特
徴
が
見
ら
れ
た
。

　
第
二
節
で
は
、
王
義
之
と
の
部
分
比
較
を
年
代
ご
と
に
行
っ
た
。
①
行
の
う
ね
り
　
②
弓

状
か

ら
作
ら
れ
る
行
間
　
③
文
字
の
大
小
の
変
化
　
の
二
．
点
の
特
徴
か
ら
比
較
を
行
っ
た
と

こ
ろ
、
部
．
分
比
較
で
は
ど
の
年
代
で
も
必
ず
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
証
明
で
き
た
。

　
第
三
節
で
は
臨
書
作
品
比
較
の
際
の
特
徴
と
同
様
、
一
字
比
較
と
部
分
比
較
の
特
徴
を
合

わ

せ
た

六
点
の
特
徴

を
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
r
創
作
作
品
か
ら
も
そ
れ
ら
の
特
徴
が
感

じ
ら
れ
た
．
こ
の
よ
う
に
、
梧
竹
の
臨
書
作
品
と
創
作
作
品
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
が
な

い

こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
、
自
身
の
作
品
に
、
自
然
と
こ
れ
ら
の
特
徴
が
捉
え
ら
れ
て
い
る

の

に
は
、
あ
れ
ほ
ど
多
く
の
「
十
七
帖
」
臨
書
の
努
力
が
根
底
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

第
四
章
　
梧
竹
が
「
卜
七
帖
」
に
求
め
た
も
の
1
精
神
面
－

　
第
一
節
で
は
、
『
梧
竹
堂
書
話
』
の
中
に
F
風
神
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
で
て
く
る
則

を
と
り
あ
げ
、
梧
竹
の
書
に
ど
れ
ほ
ど
「
風
神
」
が
重
要
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ

た
’
三
十
二
則
に
「
作
品
の
風
神
の
高
さ
は
、
（
作
者
の
）
生
ま
れ
つ
き
の
資
質
に
よ
っ
て

決
ま
る
と
は
い
え
、
（
そ
れ
だ
け
で
決
ま
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
く
て
）
実
に
（
後
天
的

な
）
修
養
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
前
者
の
方
の
作
者
の
生

ま
れ
つ
き
の
資
質
を
王
義
之
と
捉
え
る
と
、
後
者
の
後
天
的
な
修
養
と
い
う
の
が
、
梧
竹

に

と
っ
て
、
生
涯
に
わ
た
る
王
義
之
r
十
七
帖
」
の
臨
書
学
習
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
の
修
養
（
生
涯
に
わ
た
る
「
十
七
帖
」
臨
書
）
に
よ
っ
て
、
王
義
之
の
作
品
の
中

に

あ
る
「
風
神
」
を
梧
竹
自
身
も
得
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
と
考
察
し
た
o
ま
た
こ
の
「
風

神
」
と
い
う
語
句
は
、
宋
の
姜
菱
の
書
論
『
績
書
譜
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
を
論

じ
た
、

　
第
二
節
で
は
、
王
義
之
に
対
す
る
思
い
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
と
り
あ

げ
、
梧
竹
の
精
神
面
に
王
義
之
が
深
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
一
つ
目
は
、
『
梧

竹
堂
書
話
』
に
は
直
接
的
な
記
述
の
な
か
っ
た
「
十
七
帖
」
に
関
す
る
記
述
が
書
き
と
め

ら
れ
て
い
る
『
観
帖
覚
』
、
二
つ
目
は
死
が
迫
る
中
で
も
、
ま
だ
王
義
之
の
書
を
鑑
賞
し
た

い
、
臨
書
し
た
い
と
い
う
梧
竹
の
強
い
意
思
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
王
義
之
を
生
涯
追
い
か

け
た
証
拠
で
あ
る
「
納
富
甚
吉
宛
書
簡
」
、
三
つ
目
は
、
先
人
先
師
の
位
牌
の
中
に
王
義
之

が
祀

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
．
こ
れ
ら
の
三
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
梧
竹
の
精
神
性
に

王
義
之

が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

お
わ
り
に

　
梧
竹
に
と
っ
て
の
「
十
七
帖
」
と
い
う
の
は
、
技
術
面
、
精
神
面
の
両
局
面
か
ら
も
“
支

柱
”
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
．
．
本
論
文
で
は
、
中
林
梧
竹
の
「
十
七
帖
」
観
と
い
う

テ

ー
マ
で
論
を
進
め
て
き
た
が
、
美
術
館
の
調
査
等
を
通
し
て
、
「
十
七
帖
」
は
勿
論
の
こ

と
、
多
数
の
臨
書
作
品
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
た
。
梧
竹
の
書
の
背
景
に
は
、
そ
の
臨
書
の

数
々
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
第
三
章
の
v
a
l
l
l
節
で
は
、
行
草
の
創
作
の
中
に
「
十
七
帖
」
が
生

か

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
生
涯
王
義
之
を
追
い
か
け
た
に
せ
よ
、
そ
の
線
の
中
に

は

金
文

な
ど
の
蒙
書
や
漢
代
の
隷
書
を
学
ん
だ
跡
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
紙
に
く
い
こ
む
よ

う
な
ね
ば
り
の
あ
る
線
が
見
ら
れ
る
の
だ
．
し
た
が
っ
て
、
梧
竹
の
書
の
全
て
を
王
義
之
や

r十
七
帖
」
が
形
成
し
て
い
る
と
ま
で
は
言
い
難
い
、
し
か
し
、
本
論
文
を
通
し
て
、
梧
竹

の

書
を
語
る
上
で
、
「
十
七
帖
」
は
欠
か
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
自
信
を
持
っ
て
言
い
切
る

こ
と
が
で
き
る
．
、
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【作
品
研
究
　
臨
書
】
「
景
伯
或
殴
」

《釈
文
》

景
伯
或
。
蘇
自
乃
租
考
、
有
勲
干
周
邦
。
佑
開
四
方
、
恵
張
天
命
。
女
肇
不
墜
。
余
易
女
租

箆
一
由
・
金
車
・
奉
幡
較
・
牽
報
・
朱
號
斯
・
虎
冨
朱
裏
・
金
甫
・
書
輻
・
金
厄
・
書
韓
・

馬
四

匹
・
整
勒
。
景
伯
或
、
敢
拝
手
稽
首
、
封
揚
天
子
　
顯
休
、
用
作
朕
皇
考
董
王
賓
噂

段
。

＜＜

法
量
》

八
1
・
O
x
二
三
二
・
○
セ
ン
チ
四
幅

＜＜

解
説
》

　

こ
れ
ま
で
の
集
大
成
の
作
品
と
し
て
発
表
し
た
創
作
に
対
し
、
臨
書
作
品
で
は
、
こ
れ
か

ら
新
た
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
書
風
と
し
て
金
文
を
選
択
し
た
o
用
具
用
材
に
お
い
て

は
、
筆
は
兼
毫
筆
を
用
い
、
紙
は
普
段
使
用
し
て
い
る
も
の
よ
り
も
厚
手
の
紙
を
使
用
し
、

墨
は
そ
の
紙
に
合
っ
た
墨
色
の
も
の
を
い
く
つ
か
試
し
た
。

　
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
金
文
は
青
銅
器
等
に
鋳
込
ま
れ
た
文
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法

帖
の
雰
囲
気
に
印
象
が
持
た
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
筆
で
表
現
を
す
る
と
な
る
と
、
線
の
強

さ
．
ま
た
曲
線
の
柔
ら
か
さ
等
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
来
金
文
の
持
つ
造
形
の
面

白
さ
に
加
え
て
、
筆
の
良
さ
を
活
か
し
た
、
線
の
強
さ
や
柔
ら
か
さ
を
表
現
で
き
る
よ
う
心

掛

け
た
。
ま
た
、
金
文
は
本
作
品
が
初
挑
戦
で
あ
る
た
め
、
な
る
べ
く
多
く
の
文
字
を
臨
書

し
覚
え
た
い
た
め
、
多
字
数
で
は
あ
る
が
、
小
蒙
よ
り
も
一
字
の
大
き
さ
が
少
し
大
き
く
な

る
よ
う
、
一
幅
に
三
行
の
形
式
で
、
四
幅
に
仕
上
げ
た
。

　
臨
書
と
は
い
え
、
単
に
原
帖
を
左
か
ら
右
へ
写
す
臨
書
で
は
な
い
た
め
、
書
く
場
所
や
紙

の
枚
数
、
一
行
ご
と
に
入
れ
る
文
字
数
、
さ
ら
に
作
品
の
顔
と
な
る
場
所
で
あ
る
二
幅
目
、

111幅
a
n
の
位
置
に
画
数
の
少
な
い
文
字
が
来
な
い
よ
う
工
夫
し
た
、
書
い
た
作
品
と
草
稿
と

を
見
比
べ
、
何
度
も
練
り
直
し
、
今
書
い
て
い
る
形
式
に
な
る
ま
で
に
、
多
く
の
時
間
を
要

し
た
。

　
本
作
品
も
、
三
×
八
尺
の
四
幅
の
大
作
で
あ
る
が
、
同
じ
築
書
で
あ
っ
て
も
、
小
築
と
金

文
の
違
い
を
し
っ
か
り
と
表
現
で
き
る
よ
う
努
め
た
。
日
頃
の
小
蒙
で
自
然
と
備
わ
っ
た
も

の

が
あ
り
、
字
形
を
長
方
形
に
捉
え
て
し
ま
っ
た
り
’
起
筆
に
お
い
て
も
全
て
同
じ
蔵
鋒
を

使
用
し
た
り
と
、
字
形
の
取
り
方
や
起
筆
に
お
い
て
は
、
特
に
苦
労
し
た
o

　
ま
た
、
章
法
の
面
に
お
い
て
も
苦
労
し
た
点
が
あ
っ
た
。
同
じ
大
き
さ
や
雰
囲
気
で
統
1

す

る
小
蒙
と
は
ま
た
違
っ
た
難
し
さ
が
あ
り
、
金
文
は
一
字
一
字
の
大
き
さ
が
異
な
る
た

め
、
大
小
の
変
化
の
バ
ラ
ン
ス
が
、
各
行
、
各
幅
で
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
で
き
る
よ
う
、
書

き
出
し
の
位
置
は
然
る
こ
と
な
が
ら
、
一
行
に
入
れ
る
文
字
数
や
、
ま
た
’
墨
の
潤
滑
や
線

の
太

細
、
文
字
の
中
の
空
間
を
ど
こ
に
作
る
か
な
ど
、
四
幅
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
な
が
ら
制

作
し
た
。

　
金

文
に
お
い
て
は
、
い
ろ
ん
な
面
で
ま
だ
勉
強
不
足
で
あ
る
た
め
、
課
題
が
多
く
残
っ

た
。
し
か
し
、
本
作
品
を
制
作
し
て
い
v
上
で
、
ま
た
小
蒙
と
は
違
っ
た
作
品
制
作
の
面
白

さ
や
奥
深
さ
’
金
文
の
魅
力
等
を
感
じ
、
こ
れ
か
ら
取
り
組
ん
で
い
く
書
風
と
し
て
、
意
欲

の
湧
く
題
材
で
あ
っ
た
。
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【作
品
研
究
　
創
作
】
「
杜
甫
之
詩
七
首
」

＜＜

釈
文
》

落
日
平
台
上

窮
翠
鳴
衣
桁

花
隠
披
垣
暮

不
寝
聴
金
鎗

好
雨
知
時
節

野
径
雲
倶
黒

棘
樹
寒
雲
色

野
鶴
清
農
出

風
林
繊
月
落

検
書
焼
燭
短

白
也
詩
無
敵

滑
北
春
天
樹

春
風
畷
茗
時

蜻
挺
立
釣
糸

殿
鰍
棲
鳥
過

因
風
想
玉
珂

当
春
乃
発
生

江
船
火
独
明

菌
陳
春
絹
香

山
精
白
日
蔵

衣
露
浄
琴
張

看
剣
引
盃
長

瓢
然
思
不
群

江
東
日
暮
雲

嘉
陵
江
色
何
所
似

更
復
春
従
沙
際
帰

聞
中
勝
事
可
腸
断

石
欄
斜
点
筆

自
今
幽
興
熟

星
臨
万
戸
動

明
朝
有
封
事

随
風
潜
入
夜

暁
看
紅
湿
処

脆
添
生
菜
美

石
林
幡
水
府

暗
水
流
花
径

詩
罷
聞
呉
詠

清
新
痩
開
府

何
時
一
尊
酒

石
黛
碧
玉
相
因
依

巴
童
蕩
漿
敵
側
過

聞
州
城
南
天
下
稀

＜＜
法
量
》

ki

o
・
o
x
二
三
二
・
○
セ
ン
チ
十
幅

桐
葉
坐
題
詩

来
往
亦
無
期

月
傍
九
脊
多

数

問
夜
如
何

潤
物
細
無
声

花
重
錦
官
城

陰
益
食
単
涼

百
里
独
蒼
蒼

春
星
帯
草
堂

扁
舟
意
不
忘

俊
逸
飽
参
軍

重
与
細
論
文

正

隣
日
破
浪
花
出

水
鶏
街
魚
来
去
飛

書
法
演
習
」
に
て
’
　
r
a
完
白
の
「
白
氏
草
堂
記
」
の
全
臨
に
取
り
組
ん
だ
。
「
白
氏
草
堂
記
」

の

臨
書
を
行
っ
た
こ
と
で
、
小
蒙
に
お
い
て
重
要
な
”
骨
”
を
学
び
、
ま
た
自
身
の
作
品
制

作
を
行
う
際
、
過
度
な
表
現
に
な
り
す
ぎ
ぬ
よ
う
、
基
礎
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

　
本
来
、
小
蒙
は
左
右
対
称
、
＝
疋
の
線
で
書
か
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
均
整
の
と
れ
た
書

風

に
美
し
さ
が
あ
る
。
し
か
し
、
自
身
の
作
品
で
は
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
理
解
し
た
上
で
、

文
字
の
空
間
の
変
化
や
、
線
の
太
細
、
墨
の
潤
渇
な
ど
か
ら
、
本
来
の
小
蒙
の
持
つ
美
し
さ

の

中
に
、
現
代
的
要
素
の
美
し
さ
を
含
ん
だ
立
体
感
の
あ
る
作
品
を
目
指
し
た
。
ま
た
蒙
書

で
あ
っ
て
も
ど
こ
か
行
意
を
感
じ
、
作
品
に
流
れ
が
出
る
よ
う
に
と
常
に
心
掛
け
て
い
る
、

　
小
蒙
は
大
学
院
の
二
年
間
、
最
も
力
を
入
れ
て
き
た
書
体
で
あ
り
、
思
い
入
れ
の
あ
る
題

材
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
学
生
最
後
の
集
大
成
と
し
て
自
身
の
作
品
制
作
最
大
で
あ
る
二
×

八
の
十
幅
の
創
作
に
挑
ん
だ
。
行
数
は
、
本
来
の
小
築
の
良
さ
を
残
し
つ
つ
、
迫
力
の
あ
る

作
品
に
な
る
よ
う
、
一
幅
に
三
行
の
形
式
と
し
、
全
文
で
二
九
六
文
字
の
多
字
数
で
あ
る
。

十
幅
を
制
作
す
る
際
、
一
幅
を
制
作
す
る
際
に
は
感
じ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
難
点
が
多
く

－s
っ

た
e
　
1
幅
の
場
合
、
一
枚
の
紙
面
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
制

作
し
て
い
v
が
、
そ
れ
に
加
え
、
墨
量
、
文
字
の
大
き
さ
、
宇
形
、
書
き
出
し
の
位
置
等
、

十
幅
全
て
に
統
1
感
の
あ
る
作
品
に
す
る
の
に
大
変
苦
労
し
た
。
ま
た
、
作
品
の
完
成
度
に

お
い
て
も
一
幅
と
十
幅
と
で
変
わ
ら
ぬ
も
の
に
な
る
よ
う
、
精
一
杯
取
り
組
ん
だ
。
課
題
の

残
る
未
熟
な
作
品
で
は
あ
る
が
、
大
学
院
生
と
し
て
現
在
持
っ
て
い
る
力
を
出
す
こ
と
が
で

き
た
よ
う
に
思
う
。

＜＜

解
説
》

　
創
作
は
小
蒙
を
ベ
ー
ス
に
作
品
制
作
を
行
っ
た
。
詩
文
は
杜
甫
の
詩
よ
り
七
首
、
修
了
展

が
行
わ
れ
る
時
期
で
も
あ
る
春
の
詩
を
選
ん
だ
。

　
小
蒙
に
お
い
て
は
、
日
頃
の
展
覧
会
活
動
に
加
え
、
大
学
院
二
年
次
に
受
講
し
た
「
中
国
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