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続
々
　
倭
詩  

そ
の
一

一
、
雪
舟
の
画
よ
り 

　
　
　

　
又
も
又
、
こ
れ
も
こ
れ
、
件

く
だ
ん

の
三
輪
社
長
か
ら
あ

る
記
事
が
メ
ー
ル
さ
れ
て
来
た
。

　
雪
舟
の
画
で
あ
る
。

　
84
年
ぶ
り
に
山
口
で
発
見
さ
れ
た
と
か
。

　
国
宝
は
、
狩
野
永
徳
、
俵
屋
宗
達
、
尾
形
光
琳
で

３
つ
、
独
り
雪
舟
に
至
っ
て
は
６
つ
の
指
定
。
周
囲

が
騒ざ

わ

め
き
立
っ
て
い
る
。

　
題
は
「
倣ほ

う

夏か
け
い珪
山
水
図
」。

　
南
宋
の
画
人
、
夏
珪
の
臨
模
で
あ
る
。

　
色
褪
せ
も
な
く
、
写
真
を
見
る
限
り
、
な
か
な
か

の
名
品
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
濃
緑
の
色
合
い
が
時
代

を
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
映は

え
て
息
を
呑
む
。

　
思
え
ば
、
室
町
期
５
０
０
年
前
の
雪
舟
作
が
、
世

に
出
る
こ
と
な
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
自
体
、
不
思

議
と
言
え
ば
不
思
議
だ
。

　
世
間
で
は
、
手
放
し
と
言
わ
ず
と
も
、
す
で
に
評

価
の
定
ま
っ
て
い
る
雪
舟
に
対
し
て
、
口
の
挟は

さ

め
な

い
権
威
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

ま
し
て
や
目め

き利
き
の
少
な
い
現

代
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
数
学
者
・
岡
潔
先

生
の
話
を
持
ち
出
す
こ
と
に
な

る
が
…
…
。

雪 舟 (1420 ～ 1506) は、 室 町 時
代に活躍した水墨画家・禅僧。「雪
舟」は号、諱は「等楊」。 備中国
に生まれ、京都相国寺で修行後、
周防国に移る。その後、遣明船
に同乗して中国に渡り、李在よ
り中国の画法を学んだ。

岡潔先生の審美眼

ま
ほ
ろ
ば
主
人
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若
き
日
に
聞
い
た
、
あ
の
雪
舟
の

国
宝
「
天
橋
立
図
」
も
、
先
生
が
一

刀
両
断
に
、

　「
あ
れ
は
観
光
ポ
ス
タ
ー
だ
!!
」

　
と
辛し

ん
ら
つ辣
に
言
い
放
っ
た
の
に
は
、

当
時
、
甚
だ
驚
愕
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　
学
者
が
、
異
分
野
の
芸
術
を
こ
う

も
評
価
で
き
る
の
か
、
断
定
で
き
る

の
か
。

　
と
こ
ろ
が
、『
国
家
の
品
格
』
の

著
者
・
数
学
者
藤
原
正
彦
氏
は
、
天

才
数
学
者
は
ど
う
し
て
生
ま
れ
る

か
の
自
問
に
、
あ
る
答
え
を
見
出
し

て
い
た
。
そ
れ
は
「
天
才
は
美
し
い

場
所
で
生
ま
れ
る
」
と
い
う
絶
対
条

件
が
必
須
で
あ
る
、
と
。
歴
史
的
大

天
才
・
ラ
マ
ヌ
ジ
ャ
ン
（Srinivasa 

Aiyangar Ram
anujan

、
１
８
８
７ 

―

１
９
２
０
）。
彼
は
、
高
等
教
育
も
受

け
ず
に
、
日
に
幾
つ
も
の
定
理
や
数

式
を
生
み
出
し
、
そ
の
数
４
０
０
０

に
及
ん
だ
。
一
数
学
者
が
、
生
涯
に

一
つ
の
そ
れ
を
発
見
す
る
か
否
か
の

率
と
い
う
の
に
。
彼
の
故
郷
南
イ
ン

ド
の
ク
ン
バ
コ
ナ
ム
は
、
美
し
い
自

然
と
伝
統
的
寺
院
や
文
化
が
横お

う
い
つ溢
し

て
い
た
。
美
し
き
公
式
と
美
し
い
自
然
は
、
切
っ
て
も

切
れ
な
い
表
裏
に
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
例
外
な
く

天
才
と
呼
ば
れ
る
数
学
者
・
科
学
者
の
故
郷
は
み
な
美

景
で
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
然
り
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
然
り
。

生
地
の
自
然
の
中
で
五
感
を
磨
き
上
げ
た
美
感
。
そ
の

美
意
識
が
あ
っ
て
こ
そ
、
世
に
譬
え
よ
う
も
な
い
見
る

も
美
し
き
数
理
が
発
見
さ
れ
た
の
だ
。

　
岡
先
生
は
、
和
歌
山
県
橋
本
市
の
紀
見
峠
の
絶
景
地

で
生
を
受
け
、
類
い
稀
な
る
美
観
を
発
達
さ
せ
て
、
世

紀
の
難
題
「
多
変
数
解
析
関
数
論
」
の
大
発
見
に
至
っ

た
。
ま
さ
に
、
数
学
は
、
芸
術
だ
っ
た
訳
だ
。

　　雪舟筆　「天橋立図」紙本墨画淡彩 89.5 × 169.5cm 室町時代（1501 ～ 1506）国宝

ラマヌジャンと渡英前の数学的発見を記したノート三冊
「失われたノートブック」の１Ｐ。
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ヤ
ク
ザ
な
美
術
史
家
・
評
論
家
の
到
底
立
ち
向
か
え

る
相
手
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
国
宝
と
い
う
権
威
も
、
先
生
の
前
で
は
形か

た

無

し
で
あ
る
。
対
象
が
何
で
あ
れ
、
良
い
も
の
は
良
い
、

悪
い
も
の
は
悪
い
と
い
う
、
毀き

よ誉
褒ほ

う
へ
ん貶
に
阿

お
も
ね

ら
な
い
、

人
か
ら
ど
う
思
わ
れ
よ
う
が
、
全
く
意
に
介
せ
ず
、
そ

の
率
直
な
姿
勢
に
瞠め

を
み
は目
る
。
不
動
の
美
観
は
、
不
動
の

自
信
で
も
あ
っ
た
。
何
事
も
、
人
の
評
価
、
世
間
の

建た
て
ま
え前
に
左
右
さ
れ
ず
、
自
分
の
眼
で
正
直
に
観
る
こ
と

の
大
切
さ
を
教
え
て
頂
い
た
。
こ
の
、
青
年
時
、
心
に

刻
ま
れ
た
鮮
烈
な
印
象
は
、
今
な
お
残
っ
て
い
る
。

　
過
去
の
も
の
で
あ
れ
、
現
代
の
も
の
で
あ
れ
、
同
じ

地
平
線
で
、
本
質
を
見
抜
く
眼
力
は
、
ど
の
世
界
に
も

通
じ
る
も
の
な
の
だ
。

　
こ
の
眼
光
紙
背
に
徹
す
る
評
価
の
基
準
は
、
先
生
の

場
合
、
生
来
の
本
性
と
数
学
研
究
と
佛
道
修
行
に
磨
き

を
か
け
た
も
の
だ
。
そ
の
心
眼
の
清
澄
さ
、
鋭
さ
、
深

さ
は
、
透
徹
し
た
求
道
鍛
錬
の
末
の
も
の
で
、
後
人
の

追
従
す
る
所
で
は
、
凡お

よ

そ
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
は
、
意
識
を
通
さ
な
い
観
法
で
あ
っ
た
。

　
悟
り
の
境
地
が
進
む
と
、
一
瞬
パ
ッ
と
見
る
だ
け
で
、

す
べ
て
を
解
す
る
。
こ
れ

は
佛
の
四
大
智
恵
の
「
妙

観
察
智
」
に
当
た
る
が
、

余
程
心
の
境
涯
が
進
ん
で

お
ら
れ
た
と
思
う
。
こ
れ
を
頭
頂
葉
、
神
の

座
の
判
断
と
も
称
さ
れ
て
い
た
。

　
難
し
い
こ
と
は
さ
て
お
き
、
要
す
る
に
本

当
に
良
い
も
の
は
、
一
片
の
疑
い
も
生
じ
さ

せ
な
い
、
と
い
う
絶
対
の
信
を
伴
う
の
が
特

徴
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
信
は
真
情
が
納
得
せ

ね
ば
生
ま
れ
な
い
。
こ
れ
を
古
来
「
情
緒
」

と
呼
び
習
わ
し
た
。
こ
れ
を
真
の
美
と
い
う
。

美
と
は
、永
遠
の
陰
で
あ
る
。

故
に
真
善
美
、
真
理
と
善
意

が
そ
こ
に
介
在
せ
ね
ば
、
美

は
成
立
し
な
い
、
と
。

　
現
代
近
代
、
ま
し
て
や
遠

く
に
ま
で
、
堂
々
と
雪
舟
批

判
を
し
た
の
は
、
後
に
も
先

に
も
岡
先
生
お
独
り
で
は
な

か
ろ
う
か
。

二
、
ピ
カ
ソ
　

　
し
か
も
、
畳
み
か
け
る
よ

う
に
し
て
、
世
界
の
ピ
カ
ソ

を
「
無
明
の
達
人
」
と
決
め

つ
け
た
か
ら
、
フ
ァ
ン
は
た

ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
不
思
議

と
こ
の
ピ
カ
ソ
評
に
、
反
論
異
論

を
加
え
ら
れ
る
確
信
の
人
は
誰
一

人
と
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
聞
き

及
ん
で
い
な
い
。

　
ピ
カ
ソ
を
美
術
評
論
家
・
高
階

秀
爾
氏
は
一
言
、「
剽

ひ
ょ
う
せ
つ窃
」
と
称

し
、
編
集
工
学
の
松
岡
正
剛
氏
は

「
擬

M
O

D
O

KI」
と
譬た

と

え
た
。

　
岡
先
生
は
、
男
女
の
愛
や
裸
の

画
な
ど
、
古
来
東
洋
に
は
無
い
、

美
の
基
準
、
格
調
が
違
う
と
主
張

さ
れ
て
、
美
は
悠
久
の
調
べ
を
描

か
ね
ば
美
で
は
な
い
、
と
。

パブロ・ピカソ（Pablo Picasso  1881 - 1973 年）、スペイン。
フランスで制作活動をした画家、素描家、彫刻家。キュビ
スムの創始者。最も多作な美術家であった。

ピカソ「90 歳」（1972 年）
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ピ
カ
ソ
の
よ
う
に
、
次
々
と
女
性
を
取
り
換
え
、
家

を
移
し
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
私
生
活
を
繰
り
返
す
度

に
画
風
、
ス
タ
イ
ル
を
一
新
さ
せ
て
、
世
の
歓
心
を

買
い
、
賛
美
を
受
け
る
。
そ
れ
が
如
実
に
画
に
表
れ

て
い
る
。
こ
れ
を
無
明
と
い
う
。「
こ
ん
な
も
の
、
何

故
、
人
は
尊
ぶ
の
か
」
と
、
宣

の
た
ま

う
の
で
あ
る
。
西
洋
物も
の

の
美
術
展
覧
会
は
長
蛇
の
列
を
な
す
が
、
東
洋
の
そ
れ

は
、
閑
散
と
し
て
人
が
寄
ら
な
い
。「
全
く
日
本
人
は

分
か
っ
て
い
な
い
」
と
激
怒
す
る
の
で
あ
る
。
西
洋
文

化
の
精
粋
、
数
学
を
窮き

わ

め
た
人
が
「
西
洋
は
ト
リ
ビ
ア

ル
（
瑣さ

ま
つ末
）、
東
洋
は
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
（
本
質
）」
と
、

言
う
も
憚
ら
な
い
の
だ
。

　
正
直
、
私
も
驚
い
た
。
最
晩
年
の
ピ
カ
ソ
の
自
画
像
。

ま
さ
に
無
明
の
目
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
今
な
お
迷
っ

て
い
る
、
苦
海
に
彷さ

ま
よ徨
っ
て
い
る
眼

ま
な
こ

で
あ
る
。
こ
れ
を

見
て
、
気
分
が
良
く
な
る
と
は
思
え
な
い
。
ど
ん
な
技

法
の
末
か
も
し
れ
ぬ
が
、
彼
は
最
期
幸
せ
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
か
。
芸
術
は
、
人
に
清
涼
感
を
与
え
、
希
望
と
光

明
を
与
え
る
も
の
で
、
逆
に
「
無
明
を
押
し
付
け
る
と

は
、
何
事
か
!!
」
と
、
叱
責
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
か
ろ

う
か
。

三
、
評
価
　
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
の
道
の
専
門
家
の
評
論
査
定
は
、
経
験
学
識
の
披

瀝
に
終
始
す
る
、
つ
ま
り
頭
の
解
釈
だ
が
、
岡
先
生
の

場
合
は
、
心
眼
で
何
事
も
直
感
的
に
語
ら
れ
て
い
た
。

　
私
が
若
き
日
、
仲
間
と
集
っ
て
先
生
の
東
京
で
の
講

演
後
、
ホ
テ
ル
の
一
室
を
お
訊た

ず

ね
し
た
。
招
か
れ
た
時
、

皆
の
顔
を
、
無
言
で
ジ
ー
と
見
つ
め
ら
れ
た
、
そ
の
時

間
の
長
さ
と
、
そ
の
目
の
印
象
が
未
だ
に
忘
れ
ら
れ
な

い
。
そ
の
青
白
く
透
み
切
っ
た
眼
光
の
底
に
、
こ
の
世

の
も
の
と
は
思
え
な
い
何
か
を
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
が

余
り
に
も
崇
高
な
輝
き
を
放
っ
て
い
た
の
で
、
言
葉
を

失
っ
た
。
神
の
目
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
そ
れ
で
、
私
た
ち
の
器
の
底
の
底
を
見
透す

か
さ

れ
た
よ
う
で
、
心
底
震
え
上
が
っ
て
い
た
。

　
古
き
も
新
し
き
も
な
い
、
有
名
も
無
名
も
な
い
。
古

き
雪
舟
で
あ
ろ
う
が
、
世
界
の
ピ
カ
ソ
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
容
赦
な
い
。
鉄
斎
さ
え
も
、
俗
と
し
て
濁
り
あ

り
、
天
が
見
え
て
な
い
と
道
破
し
た
。

　
こ
こ
に
、『
岡
潔
講
演
録
』
の
中
で
、
質
疑
応
答
の

記
録
が
残
っ
て
い
る
。
紹
介
し
よ
う
。

 

本
居
宣
長
の
あ
は
れ
に

つ
い
て

（
１
９
６
９
年
）

(

質
問) 

山
崎
闇
斎
っ
て
い
う

人
は
良
か
っ
た
ん
で
す
か
。

(

岡) 

い
や
い
や
、
一
人
も
い

や
し
ま
せ
ん
。
あ
の
連
中
で
、
そ
ん
な
も
の
誰
が
い
る
も

の
か
。
本
居
宣
長
が
ど
れ
く
ら
い
駄
目
だ
っ
た
か
。「
あ

は
れ
」
と
い
う
の
を
知
り
た
い
と
、そ
れ
で
『
源
氏
物
語
』

を
調
べ
た
ん
で
す
。『
源
氏
物
語
』
に
出
て
く
る
女
性
は
、

あ
れ
は
作
つ
く
り
も
の物
で
事
実
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
れ
を
餓
鬼

道
と
い
う
ん
で
す
！ 

色
餓
鬼
で
す
。

(

質
問) 

あ
あ
、
色
餓
鬼
で
す
か
。(

笑)

(

岡) 

色
餓
鬼
の
あ
は
れ
を
調
べ
る
と
い
う
風
な
位
置

で
も
、
そ
れ
で
調
べ
て
、

  

　
　
敷
島
の
大
和
心
を
人
問
は
ば

　
　
　
　
　
　
　
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
桜
花

と
い
う
。実
際
そ
ん
な
も
ん
だ
と
思
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
あ
。

自
然
界
全
体
が
心
の
表
現
で
あ
る
っ
て
い
う
く
ら
い
の
心

が
「
敷
島
の
大
和
心
」
だ
か
ら
。
そ
れ
を
「
朝
日
に
に
ほ

ふ
山
桜
花
」と
い
う
た
ん
で
す
。
全
然
、わ
か
っ
て
な
い
！

　
藤
田
東
湖
の
「
天
地
正
大
の
気
」
と
い
う
方
が
少
し
近

い
ん
で
す
、
そ
れ
に
ね
、
真
相
に
…
…
…
。

本居 宣長　江戸時代の国学者・
文献学者・医師。「国学の四大人」
の一人とされる。 
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　『
人
間
の
建
設
』
で
小
林
秀
雄
と
対
談
し
た
岡
先

生
は
、
こ
う
言
い
放
っ
た
の
だ
。

　『
本
居
宣
長
』
は
小
林
が
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て

取
り
組
ん
で
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
で
あ
る
。

　
私
は
20
歳
前
後
に
、
筑
波
山
の
梅
田
開
拓
苑
に
通

っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
汪

お
う
ち
ょ
う
め
い

兆
銘
政
府
の
高
官
、
胡
蘭

成
大
人
が
、
毛
沢
東
と
蒋
介
石
に
追
わ
れ
て
亡
命
し

て
来
て
居
ら
れ
た
。
そ
こ
の
主ぬ

し

、
古
神
道
継
承
者
・

梅
田
美
保
女
史
が
い
ら
し
て
、
そ
こ
で
国
家
天
下
の

大
事
や
神
道
修
行
や
中
国
古
典
を
学
ん
で
い
た
。
岡

先
生
の
畏
友
で
も
あ
る
胡
先
生
は
昵じ

っ
こ
ん懇
の
仲
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
、
美
保
女
史
か
ら
、
あ
の
歴
史
的
名
対

談
『
人
間
の
建
設
』
の
内
幕
を
聞
か
せ
て
戴
い
た
の

だ
。
何
と
あ
の
続
編
と
も
な
る
テ
ー
プ
が
、
新
潮
社
の

蔵
に
眠
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
内
容
は
、
岡
先
生
が

小
林
を
激げ

っ
こ
う昂
し
て
叱
っ
て
、
コ
ン
コ
ン
と
諌い

さ

め
た
と
い

う
衝
撃
的
内
容
で
、
そ
の
ま
ま
本
に
す
る
に
は
憚

は
ば
か

れ
、

ど
う
に
か
体
裁
を
保
っ
て
、
あ
の
よ
う
な
形
に
し
た
と

い
う
の
だ
。
当
時
の
編
集
者
は
既
に
鬼
籍
に
入
ら
れ
て

い
る
か
ら
確
か
め
よ
う
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
岡
先
生

は
、
誰
彼
な
く
、
破
邪
顕
正
の
矛ほ

こ
さ
き先
を
、
世
の
毀
誉

褒
貶
に
は
全
く
関
わ
ら
ず
に
向
け
、
そ
れ
は
そ
れ
は
、

面め
ん
も
く目
躍や

く
じ
ょ如
た
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　「
あ
な
た
は
分
か
っ
て
い
な
い
!!
」

　
と
、
天
下
の
小
林
秀
雄
で
も
、
た
じ
た
じ
と
し
て
頭

を
下
げ
ざ
る
を
得
な
い
場
面
で
あ
っ
た
、
と
い
う
か
ら

凄
絶
の
一
言
で
あ
る
。

　『
源
氏
物
語
』
な
ど
は
、
心
の
濁
り
で
あ
っ
て
、『
万

葉
集
』
の
直な

お

き
心
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
。
紫
式

部
も
清
少
納
言
も
顔

が
ん
し
ょ
く色
が
失う

せ
る
。
平
安
以
降
、
中
世

も
近
世
も
日
本
人
が
堕
落
し
た
と
す
る
辺
り
、
こ
れ
は

取
り
付
く
島
も
な
い
が
、
正
鵠
を
射
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
ら
、
誰
も
反は

ん
ば
く駁
出
来
る
強つ

わ
も
の者
は
い
な
か
っ
た
。

　
大
鉄
斎
も
、
万
巻
の
書
を
閲け

み

し
、
万
里
の
旅
を
踏
破

し
た
文
人
の
博
覧
強
記
、
画
人
の
天
衣
無
縫
さ
は
頗

す
こ
ぶ

る

比
類
な
く
面
白
い
が
、
そ
れ
以
上
に
突
き
抜
け
た
所
が

無
い
と
見
抜
い
て
い
た
。

「富士山達望図」1905 年六曲一双　清荒神清澄寺　鉄斎美術館

富岡 鉄斎（1837 ～ 1924 年）は、明治・大正期の
文人画家、儒学者。日本最後の文人と謳われる。
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晩
年
の
先
生
は
、「
初
め
て
日
本
人
に
会
っ
た
」
と

坂
本
繁
二
郎
の
馬
の
画
を
褒
め
、
ま
た
無
我
無
欲
な
熊

谷
守
一
の
童
画
の
よ
う
な
作
を
好
ん
だ
が
、
し
ば
ら
く

し
て
そ
れ
さ
え
も
語
ら
な
く
な
ら
れ
た
。

 

　
そ
ん
な
訳
で
、
私
は
18
・
19
か
ら
画
の
究
極
は
、
水

墨
と
決
め
て
か
か
っ
て
い
た
中
で
、
と
り
わ
け
、
先
生

が
ベ
タ
褒
め
の
奈
良
・
大
和
文
華
館
に
あ
る
李り

て
き迪
『
雪

中
帰
牧
図
』
に
注
目
し
た
。

　
こ
れ
は
当
時
、
薬
師
寺
に
居
た
の
で
、
早
速
奈

良
・
大
和
文
華
館
に
行
っ
て
プ
リ
ン
ト
を
買
い
求

め
、
20
歳
前
か
ら
、
自
室
に
長
く
掲
げ
て
眺
め
て

い
た
。
こ
れ
が
、
画
に
お
け
る
観
法
の
基
準
に
な

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
北
国
育
ち
の
私
に
は
、
凍
て
つ
い
た
ピ
ー
ン
と

張
っ
た
こ
の
寒
気
が
凛
と
し
て
伝
わ
る
。
そ
し
て
、

牛
を
伴
い
て
歩
む
人
と
牛
の
一
体
感
が
ユ
ー
モ
ラ

ス
に
描
か
れ
て
、
そ
の
心
中
の
何
と
も
言
え
な
い

温
か
さ
が
、
格
別
な
の
で
あ
る
。
画
院
画
家
で
あ

る
故
に
、
描
き
方
も
丁
寧
で
あ
る
が
、
心
が
洒し

ゃ
だ
つ脱

で
あ
る
。
そ
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
よ
り
、

軽
妙
な
心
の
有
り
様
が
凄
い
と
言
え
ば
凄
い
。
脱

俗
と
塵
埃
の
取
り
合
わ
せ
た
妙
と
い
う
べ
き
か
。

禅
の
境
地
で
言
え
ば
「
十
牛
図
」
の
『
人
牛
倶
忘
』

と
言
っ
た
処
で
あ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
に
も
心
温
ま

り
、
し
か
も
凛
然
と
し
た
荘
厳
さ
を
表
達
し
得
る

画
境
、格
調
の
高
さ
は
、古
今
に
中
々
な
い
だ
ろ
う
。 

熊谷守一（1880 ～ 1977 年）「赤蟻」1971 年

坂 本 繁 二 郎（1882 ～ 1969）「 月 光 」
1968 年　馬の博物館蔵　
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そ
し
て
、
同
じ
手
で
「
紅
白
芙ふ

よ
う蓉
図
」
が
描
け

る
の
で
あ
る
。
今
日
ま
で
、
芙
蓉
の
題
材
で
描
か

れ
た
も
の
は
、
千
万
と
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
遥
か

に
抜
き
ん
出
て
い
る
。
類た

ぐ

い
稀ま

れ

な
技
量
才
知
は
言

う
に
及
ば
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
言
う
に
及
ば
な

い
所
が
李
迪
の
心
境
で
あ
る
。
精
緻
に
描
く
が
、

そ
の
奥
に
は
悠
然
と
し
た
余
裕
が
、
悠
揚
迫
ら
ざ

る
風
格
と
し
て
観
る
も
の
を
し
て
魅
了
す
る
の
だ
。 

こ
の
紅
白
は
、
男
女

の
仲
も
、
こ
う
あ
る

べ
き
と
い
う
べ
き
か
。 

絶
世
の
気
品
の
中
に

も
、
こ
の
世
の
春
を

謳
歌
す
る
歓
び
に
満

ち
溢
れ
て
い
る
。
あ

の
詩
経
「
関か

ん
か
ん
し
ょ

関
雎
鳩き

ゅ
う
」

の
仲
睦
ま
じ
き
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
。
こ

れ
ら
国
宝
は
固も

と

よ
り
、

歴
史
的
神
品
の
第
一

に
推
さ
れ
る
べ
き
も

の
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
歳
に

な
っ
て
も
思
う
が
、
何

と
夢
の
無
い
青
春
、
カ

ビ
の
生
え
た
青
年
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
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笑
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
こ
う
も
思
春
期
に
植
え
付
け

ら
れ
た
教
訓
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
歳
ま
で
尾
を
引
く

も
の
だ
ろ
う
か
と
、
さ
ら
に
苦
笑
す
る
の
だ
。

　
そ
の
頃
、
中
国
の
古
典
楽
器
、
古
琴
を
修
学
し
て
い

た
。
盛
ん
に
水
墨
の
画
題
、『
瀟

し
ょ
う
し
ょ
う湘
八
景
』
や
、『
高
山

流
水
』
な
ど
山
水
に
ま
つ
わ
る
曲
題
を
自
ら
手
で
奏
す

る
こ
と
に
よ
り
、
中
国
文
人
の
意
図
す
る
所
を
、
何
か

わ
ず
か
な
り
と
も
身
に
帯
び
た
の
だ
ろ
う
か
。『
平
沙

落
雁
』
と
い
う
瀟
湘
八
景
の
一
景
が
一
曲
と
な
っ
て
奏

す
る
の
で
あ
る
が
、
い
つ
も
念
頭
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い

た
の
が
、
牧も

っ
け
い谿
の
「
瀟
湘
八
景
」
の
連
作
で
あ
っ
た
。

　
李
迪
や
牧
谿
は
、
私
に
と
っ
て
、
時
代
を
超
え
た
先

達
で
も
あ
り
、
自
ら
老
齢
に
な
っ
て
最
も
身
近
に
親
し

み
を
交
わ
す
知ち

い
ん音
と
も
な
っ
て
い
た
。
あ
の
世
に
行
っ

た
な
ら
ば
、
真
っ
先
に
会
っ
て
み
た
い
人
達
な
の
だ
。

　
か
か
る
岡
潔
先
生
の
審し

ん
び
が
ん

美
眼
「
美
の
在あ

り
処か

」
は
、

改
め
て
何
事
に
も
囚と

ら

わ
れ
ず
、
何
者
に
も
阿
お
も
ね
ら
な
い
精

神
。
甚

は
な
は
だ
厳
し
く
、
甚
だ
遠
い
。

　
私
に
と
り
、
ま
だ
ま
だ
先
の
先
に
在
る
美
の
存
在
。

し
か
し
乍
ら
、
何
を
差
し
置
い
て
も
、
人
の
手
を
尽
く

し
て
も
、
自
然
の
美
に
勝
る
美
は
、
無
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
毎
日
の
営
農
か
ら
自
然
を
学
び
た
い
。
只
今
、
そ
の

一
歩
を
歩
み
始
め
た
ば
か
り
だ
。
何
時
、
そ
の
高
見
に

辿
り
着
く
か
は
分
か
ら
な
い
。

　
だ
か
ら
、
作
物
に
教
わ
り
、
虫
や
鳥
た
ち
か
ら
学
ぶ
。

そ
の
日
々
の
対
話
を
重
ね
、
天
工
の
美
、
至
上
の
美
に

何
時
か
目
覚
め
た
い
と
切
に
願
っ
て
い
る
。

 


