
富
岡
鐵
斎

賛
文

に
潜
む
も
う

一
つ
の
藝
術
観

戦

暁

梅

富岡鐵斎

は
じ
め
に

文
人
画
の

「最
後

の
巨
匠
」
と
賞
賛
さ

れ
る
富
岡
鐵
斎

(
一
八
三
六
～

一
九

二
四
)
は
近
代
日
本
画
壇

に
お
い
て
非
常
に
象
徴
的
、
且

つ
矛
盾
に
満

ち
た
存

在
で
あ
る
。
「彼
程
、
下
手
な
画
を
残

し
た
大
画
家
も
少
な
い
と
思
ふ
が
、
彼

程
、
高

い
処

に
遂
に
達
し
た
大
画
家
も
少
な

い
の
で
は
な

い
か
と
思
ふ
。
不
思

　
ユ

　

議
な
画
家

で
あ
る
」
と
、
武
者
小
路
実
篤

は
か
つ
て
語

っ
た
。
鐵
斎
は

一
生
画

筆
を
揮

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
画
家
と
呼
ば
れ
る
の
を
嫌

い
、
儒
者
だ
と
自

任
し
て
い
る
。
彼
は
西
洋
文
化

の
流
入
が
盛

ん
に
文
藝
の
諸
分
野
に
影
響
を
及

ぼ

し
た
な
か
、

一
人
画
壇
か
ら
離
れ
て
、
神
、
仏
、
儒
に
わ
た
る
あ
ら
ゆ
る
東

洋
的
教
養

に
陶
酔
し
、
伝
統
文
人

の
憧
れ

で
あ
る
読
書

・
作
画
三
昧
の
隠
逸
生

活
を
送

っ
た
。

一
方
、
彼
は
伝
統

の
文
人
画

か
ら
出
発
し
、
晩
年

に
な
る
に
つ

れ
て
、
個
性
豊

か
で
大
胆
多
彩
な
画
風

に
よ
っ
て
、
日
本
の
文
人
画
を

一
つ
の

頂
点
ま
で
発
展
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
奔
放
脱
俗
な
画
風
が
当
時
西
洋
に
も
先
端

に
立

つ
後
期
印
象
派
と

一
脈
通
じ
る
こ
と
で
世
界
的
に
も
共
鳴
を
引
き
起
こ
し

た
。
富
岡
鐵
斎
は
無
意
識
な
が
ら
も
、
西
洋
文
化

の
取
り
入
れ
に
焦
る
日
本

の

美
術
界
に
日
本
画
、
文
人
画
を
発
展
さ
せ
る
も
う

一
つ
の
あ
り
方
を
提
示
し
た
。

更

に
伝
統
文
化
と
外
来
文
化
が
交
錯
し
、
継
承
-
受
容
-
発
展

の
過
程
に
お
い

て
の
伝
統
文
化
の
あ
り
方
を
考
え
る
際

に
も
、
鐵
斎

の
画
風
は
良

い
示
唆
を
提

示
し
て
い
る
。

画
面
い

っ
ぱ

い
に
漲
る
力
強
い
タ
ッ
チ
、
原
色

に
近
い
鮮
や
か
な
色
彩
表
現
、

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
筆
触
、
こ
れ
ら
の
要
素
を
混
合
さ
せ
な
が
ら
気
ま
ぐ
れ
に
さ
え

思
え
る
画
面

の
雑
踏
は
、
確

か
に
伝
統

の
日
本
画
や
文
人
画

の
法
則
か
ら
逸
脱

し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
近
代
絵
画
が
求
め
る
稚
拙
、
醜
さ
が
潜
ん
で

い
る
。
文
人
画
家
富
岡
鐵
斎

は
、
何
を
求
め
て
こ
の
よ
う
な
画
境

に
至

っ
た
の

か
。
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富
岡
鐵
斎

の
藝
術
と
思
想
に
つ
い
て
は
、
小
高
根
太
郎
氏

の

『富
岡
鐵
斎

の

　
　

　

研
究
』
を
始
め
、
過
去

に
多
く
研
究
さ
れ
て
き
た
。
鐵
斎

の
藝
術
観
に
つ
い
て

　
　

　

　
う

　

　
ヨ

　

は
、
彼
が
絵
画
論
を
語

っ
た

「安
藤
茂

一
宛
書
翰
」、
「画
論
」、
「山
水
画
談
」

　
　

　

を
ま
と
め
た
も

の
が
主
流
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
画
論
は
、
明
の
董
其
昌

の
画
論

の
影
響
が
強
く
、

い
わ
ゆ
る
南
宗
画
の
最
も
基
本
的
な
内
容

に
過
ぎ
な

い
。
鐵

斎
画

の
個
性
豊
か
な
画
風
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
鐵
斎
自
身

の
藝
術
観
は
殆
ど

見
ら
れ
な
く
、
し
い
て
言
え
ば
、
「安
藤
茂

一
宛
書
翰
」

の
最
後

の

一
句

「大

胆
が
な
く
て
は
必
ず
志
望
が
空
と
な
り
」
と

い
う
、
大
胆
な
作
画
態
度
を
重
ん

じ
る
と
い
う
言
葉
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。

そ
ん
な
鐵
斎
に
は
、
常
に
口
癖

に
し
た
言

葉
が
あ

っ
た
。
「
わ
し
の
画
を
見

　
ア

　

る
な
ら
、
先
ず
賛
を
読
ん
で
く
れ
」
。
鐵
斎

画

の
大
き
な
特
徴

の

一
つ
は
、
そ

の
大
半

の
作
品
に
長
文
の
漢
文

で
綴
ら
れ
た
賛
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
も
、

中
国

の
古
典
か
ら
の
引
用
が
圧
倒
的
に
多

い
。
確
か
に
、
鐵
斎
の
賛
文
は
そ
の

難
解
さ
で
有
名
で
あ
り
、
ま
た
、
鐵
斎

の
絵

そ
の
も

の
が
与
え
て
く
れ
る
感
動

が
、
賛
文
の
内
容
を
超
え
て
共
通
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
ま
で

殆
ど
絵
画
論

の
視
点
か
ら
出
発
し
た
鐵
斎

の
藝
術
論
が
、
賛
文
を
見
落
と
し
て

き
た
の
も
分
か
ら
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
鐵
斎
の
藝
術
観
を
理
解
し
よ
う
と

す
れ
ば
、
彼
が
実
際
創
作
す
る
と
き
に
作
品

に
添
え
て
書

い
た
賛
文

こ
そ
最
も

重
要
な
カ
ギ
で
は
な
い
か
。
従

っ
て
、
本
論
文
は
、
鐵
斎

の
主
な
作
品
二
千
余

　
お

　

点

の
賛
文

の
解
読
が
な
さ
れ
た

『鐵
斎
研
究
』
の
全
作
品
を
分
析
し
た
結
果
を

手
が
か
り
に
、
賛
文
か
ら
浮

か
び
上
が

っ
た
鐵
斎

の
藝
術
観
を
巡

っ
て
検
討
し

た
い
と
思
う
。
な
お
、
本
論
文
で
引
用
す
る
鐵
斎

の
賛
文

の
現
代
語
訳
は
、

本
的
に

『鐵
斎
研
究
』

の
現
代
語
訳

に
基
づ
く
こ
と
に
す
る
。

絵
画

に
お
け
る
伝
統
と
独
創

の
認
識

基

富
岡
鐵
斎

の
賛
文

の
中
に
、
直
接

に
彼
の
絵
画
観
を
反
映
す
る
も
の
は
決
し

て
多

い
わ
け
で
は
な
い
。
『鐵
斎
研
究
』

に
取
り
上
げ
ら
れ
た
全
作
品
の
中
に
、

彼

の
絵
画
観
を
反
映
す
る
賛
文
は
全
部
で
四
十
三
作
あ
る
。

こ
の
四
十
三
作
の

賛
文

の
中

に
は
、
前
述

の
よ
う
な
文
人
画

の
一
般
論
を
反
映
し
た
作
品
が
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
。

甲
子
蒲
月
。
偶
写
平
安
之
名
勝
十
二
境
。
筆
墨
之
疎
拙
都
如
此
。
毎
図
附

一
詩
。
下
格
浅
調
而
無

一
可
覩
焉
。
又
唯
畫
之
匹
偶
耳
。
要
皆
消
閑
之
戯

也
。
観
者
無
罪
其
鄙
陋
而
可
。

元
治
元
年
甲
子
の
五
月
、
京
名
所
十
二
景
を
描
い
た
が
、
筆
墨

の
粗
末
で

下
手
な
こ
と
は
す
べ
て
こ
の
よ
う
で
あ
る
。

一
図
ご
と
に
詩
を
添
え
た
が
、

そ
の
格
調
は
浅
薄
で
、

一
つ
も
見
る
べ
き
も

の
は
な
く
、
た
だ
絵

の
同
類

に
過
ぎ
な
い
。
要
す
る
に
絵
も
詩
も
暇

つ
ぶ
し
の
遊
戯

で
あ
る
。

こ
の
絵

を
ご
覧

の
方
は
、
そ

の
田
舎
び
て
い
や
し
い
の
を
、
咎

め
な
い
で
く
だ
さ

い
。
(二
十
九
歳
作

『叡
山
雪
景
図
』
、
『鐵
斎
研
究
』
第

一
号
作
品

一
)

暁
風
吹
雨
雨
如
煙
。

一
角
蘇
山
没
半
天
。
要
識
大
痴
真
画
本
。
須
携
筆
硯
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入
豊
前
。

暁

の
風
が
雨
を
吹
き

つ
け
、
雨
は
煙

の
よ
う
。
そ
び
え
た

つ
阿
蘇
山
が
、

半
ぽ
雲

に
か
く
れ
て
い
る
。
元
の
大
家
黄
大
痴

の
本
物

の
画
を
知
り
た
い

と
思
う
な
ら
、
筆
硯
を
携
え
て
豊
前
に
入
り
、
頼
山
陽
が

「天
然

の
黄
大

痴
だ
」
と
賞
賛
し
た
耶
馬
渓
を
写
す

べ
き
だ
。

(三
十
歳
代
作

『書
画
貼
交

屏
風

・
左
三
』、
『鐵
斎
研
究
』
第
二
十
六
号
作
品

一
)

『叡
山
雪
景
図
』
に
お
い
て
鐵
斎
は
絵
も
詩
も
暇

つ
ぶ
し
の
遊
戯

で
あ
る
と
い

い
、
元
来

の
文
人
画

の
性
質
即
ち
学
者

・
士
大
夫
が
余
技
と
し
て
描
く
も

の
で

あ
る
こ
と
を
語

っ
て
い
る
。
『書
画
貼
交
屏
風

・
左
三
』
に
お
い
て
鐵
斎

は
画

を
学
ぶ
な
か
に
写
生
を
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
董
其

昌
の

「師
造
化
」、
大
自
然
を
師
と
す
る
理
論
を
踏
襲
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
こ
と
を
鐵
斎
が
身
を
も

っ
て
実
践
し
た
こ
と
は
、
次
の
賛
文

に
よ

く
表
れ

て
い
る
。

欲
制
梅
渓
好
畫
図
。
幾
回
鞋
韈
訪
仙
区
。
再
三
塗
抹
無
成
効
。
人
笑
徒
労

我
自
娯
。

月
瀬
梅
渓
の
よ
い
絵
を
描
こ
う
と
思

っ
て
、
何
回
草
鞋
を
は
い
て
仙
境
を

訪
う
た
こ
と
だ
ろ
う
。
再
三
塗

っ
た
り
、
消
し
た
り
苦
心
を
重
ね
た
が
、

う
ま
く
い
か
な

い
。
人
は
無
駄
骨
折
り
を
笑
う
が
、
私
自
身

は
楽
し
ん
で

い
る
。

(七
十
歳
作

『梅
渓
放
棹
図
』、
『鐵
斎
研
究
』
第
十
二
号
作
品
十
二
)

鐵
斎

は
若

い
と
き
か
ら
旅
行
が
好
き
で
、
「足
跡
遍
天
下
」
と
い
う
印
が
あ

る
ほ
ど
、
北

は
北
海
道
か
ら
南
は
九
州
ま
で
旅
を
し
た
。
旅
先

で
写
生
を
し
、

「
万
巻
の
書
を
読
み
、
万
里

の
道
を
行
く
」
と
い
う
文
人
画
家
と
し
て

一
番
大

切
だ
と
さ
れ
る
修
業
を
し
た
。
こ
の
賛
文
は
修
業
過
程
の
な
か
の

一
断
片
と
し

て
見
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
い
作
品
を
作
る
た
め
に
幾
た
び
も
実
景
を
訪
れ

る
が
、
そ
れ
で
も
う
ま
く
描
け
な

い
場
合
は
、
文
人
画
家
は
職
業
画
家
で
は
な

い
の
だ
か
ら
、
上
手
に
描
け
な
く
て
も
い
い
と
考
え
、
自
ら
こ
の
修
業

の
過
程

を
楽
し
ん
で
い
る
自
身

の
姿
が
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
鐵
斎

の
賛
文
に
は
、
主

に
董
其
昌

の
文
人
画
理
論

に
基
づ

い
た

文
人
画

の

一
般
論
が
し
ば
し
ぼ
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
と
は
ま
た
違
う
趣
旨

の
鐵

斎

の
独
特
な
絵
画
観
を
反
映
し
た
賛
文
も
少
な
く
な
い
。

古
人

・
古
法
を
師
と
す
る
際
に
そ
れ
を
ど
う
扱
う
か
、
こ
の
問
題
は
文
人
画

論

の
中
で
大
き
な
テ
ー

マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
鐵
斎
が

「画
論
」

の
な
か
で
言
及
し
た

「古
法
を
よ
く
会
得

し
、
そ
の
形
似
を
ま
ね
し
な
い
で
、

そ
の
精
神
を
発
揮
」
す

る
こ
と
は
、
「気
韻
生
動
」
を
最
も
重

ん
じ
る
六
法
論

を
基
本
と
す
る
伝
統
画
論

の
主
流
を
受
け
継
い
だ
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
鐵
斎

の
賛
文

の
中

に
も
、
先
人

の
名
作
を
尊
重

し
、
積
極
的
に
学
ぶ
姿
勢
が
反
映
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
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馳

(『生誕!50年 記念富岡鐵斎図2鐵 斎 擬大津絵小帖(部 分)

展』(1985)図 録 よ り引用)

 

一

「
師
古
人
」
の
中
味

鐵
斎
画

の
題
目

に
は
、
よ
く

「倣
米
法

山
水
図
」
(米
法
山
水

の
画
法
に
倣

う
)
や

「擬
大
津
絵
…
…
」
(大
津
絵
の
画
風
を
擬
す
る
)
と
い

っ
た
言
葉
が
見

図
師

録

か
け
ら
れ
、
画
法
に
お
い
て
先
人
や
他
ジ
ャ

水

の
図

山

そ
紛

ン
ル
の
作
を
倣

っ
た
作
で
あ
る
こ
と
を
明
示

懇

し
た
も
の
が
餮

図
歯

毳

に
見

離∵
鬚
爨
欝

醺

図

ー
友

よ

法
を
学
ぶ
姿
勢
が
見
ら
れ
る
が
、
古
人
を
師

と
す
る
場
合
に
、
鐵
斎

は
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
目
を

つ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

次

の
作
を
通
じ
て
見

て
み
よ
う
。

鶯
宿
梅
。

本
朝
後
鳥
羽
院
之
時
。
京
洛
有
寡
婦
。
園
植

一
株
之
梅
。
紅
白
相
交
。
其

(花
)
尤
異
。
毎
春
有
鶯
来
宿
。
可
謂
鶯
花
相
得
矣
。
院
聞
之
。
欲
移
内

園
。
婦
作
倭
歌
云
。
勅
最
賢
鶯
問
如
何
答
。
院
感
而
不
移
也
。
蓋
因
婦
歌
。

名
日
鶯
宿
梅
。
古
老
日
。
婦
家
旧
園
。
京
洛
二
条
林
光
院
是
也
。
右
見
下

学

(集
)。
林
光
院
。
今
猶
襲
其
名
。
在
洛
北
相
国
寺
中
。
而
鶯
宿
梅
老

樹
。
纔
存
焉
。
余
摘
其
梅
弁
以
粘
。
即
此
図
也
。
乾
花
弁
粘
画
之
法
。
見

於
王
漁
洋
香
祖
筆
記
中
。
余
以
此
法
造
此
。

後
鳥
羽
院

の
時
に
、
京

に

一
人

の
後
家
が
い
た
。
園
に

一
株

の
梅
を
植
え

て
い
た
が
、
そ
れ
は
紅
白

の
花
が
入
り
ま
じ

っ
て
咲
き
、
最
も
す
ぐ
れ
て

い
た
。
春
ご
と
に
鶯
が
来
て
宿

っ
た
。
鶯
と
花
と
相
得
た
り
と
い
う
べ
き
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だ

っ
た
。
院
が

こ
れ
を
聞
き
、
内
園

に
移
そ
う
と
欲
せ
ら
れ
た
。
そ
の
女

が
和
歌
を
作

っ
て
い
う
に
は
、
「勅
な
れ
ぽ

い
と
も
か
し
こ
し
鶯

の
宿

は

と
問
は
ば
い
か
が
答

へ
ん
」
と
。
院

は
こ
の
歌
に
感
じ
て
移
す

の
を
や
め

ら
れ
た
。
こ
の
女
の
歌
に
よ

っ
て
、

こ
の
梅
を
鶯
宿
梅
と
名
付
け
た
。
古

老

の
話
だ
と
、
こ
の
女
の
園
は
京

の
二
条

の
林
光
院
が
そ
れ
だ
そ
う
で
あ

る
。
右
は
下
学
集

・
草
木
門
第
十
四

に
載

っ
て
い
る
。
林
光
院
は
今
な
お

そ
の
名
を

つ
い
で
、
洛
北

の
相
国
寺

の
中
に
あ
る
。
そ
し
て
鶯
宿
梅

の
老

木
が
わ
ず
か
に
残

っ
て
い
る
。
私

は
そ
の
花
び
ら
を
摘
ん
で
貼
り

つ
け
た
。

す
な
わ
ち
此
の
図
で
あ
る
。
花
び
ら
を
乾
か
し
て
画
に
貼

る
法
は
、
清

の

王
漁
洋

の
香
祖
筆
記

の
中
に
見
え
て
い
る
。
私
は
こ
の
法
を
も

っ
て
こ
れ

を
作

っ
た
。
(八
十
七
歳
作

『扇
面

・
二

・
裏
』
、
『鐵
斎
研
究
』
第
二
十

一
号

作
品
十
二
)

宋
覚
範
和
尚
。
月
夜
無
墨
。
煮
噂
子
膠
畫
梅
花
。
余
倣
其
法
。

宋
の
覚
範
和
尚
は
月
夜

に
墨
が
な
か

っ
た
の
で
、
さ
い
か
ち
の
膠
を
煮
て

墨
の
代
わ
り
と
し
て
梅
花
を
画

い
た
。
私
は
そ
の
方
法
を
ま
ね
た
の
で
あ

る
。
(七
十
九
歳
作

『静
観
楽
事
帖
』、
『
鐵
斎
研
究
』
第
三
号
作
品
十
六
)

二

つ
と
も
鐵
斎

の
最
晩
年
、
鐵
斎
藝
術

の
円
熟
期

の
作
品

で
あ

る
。
『扇

面

・
二

・
裏
』

の
賛
文
で
は
鶯
宿
梅
と

い
う
木

の
物
語
を
語

っ
て
お
り
、
清
人

の
記
録

に
残
さ
れ
る
花
び
ら
を
乾
か
し
て
画

に
貼
る
方
法
を
実
践
す
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
『静
観
楽
事
帖
』

の
賛
文

に
お
い
て
は
宋

の
覚
範
和
尚
が

「さ

い
か
ち
」

の
膠
を
煮

て
墨
の
代
わ
り
に
す
る
と
い
う
物
語
か
ら
、
そ

の
方
法
を

ま
ね
て
自
分
の
創
作

に
生
か
す
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
鐵
斎

に
と

っ
て
、
古
人
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
画
面
に
お
い
て
の
筆
法
、
構
図
な
ど
を

学
ぶ
よ
り
も
、
古
人

の
物
語
を
元
に
し
た
、
創
作
過
程
に
お
け
る
風
流
な
仕
方

を
学
ぶ
こ
と
だ
と
察
せ
ら
れ
る
。

ま
た
、
鐵
斎

は
古
人

の
画
風
の
中

に
主
に
何
を
求

め
る
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
、
次

の
よ
う
な
言
葉
を
賛
文

の
中
に
書
い
て
い
る
。
「賞
古
奇
癖
」
(古
人
画

風
の
奇
な
る
癖
を
鑑
賞
す
る
)、
「丹
青
遊
戯
筆
。
摩
古
主
痴
奇
」
(絵
画
は
私
の
遊

戯
で
あ
っ
て
、
古
画
を
模
写
す
る
に
は
、
そ
の
馬
鹿
げ
て
変
わ

っ
た
と
こ
ろ
を
重
要

視
す
る
)。
こ
の
画
風

に
お
け
る

「痴
」
と

「奇
」

へ
の
重
視

は
、
後

に
別
論

す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

「師
古
人
」
と
い
う
こ
と
は
、
鐵
斎

に
と

っ
て
図
1
、
図
2
の

よ
う
に
ま
じ
め
に
古
人

の
筆
法
、
雰
囲
気
を
ま
ね
て
作
り
出
す
こ
と
で
あ
り
な

が
ら
、

一
方
で
は
こ
の
二
つ
の
賛
文

の
よ
う
に
、
古
人
の
物
語
に
反
映
さ
れ
た

絵
画

の
制
作
過
程

に
お
け
る
洒
落

た
や
り
方
を
学
ぶ
こ
と
で
も
あ

っ
た
。
そ
し

て
晩
年

に
な
る
に
従

っ
て
、
後
者

の
方
が
鐵
斎
に
と

っ
て
魅
力
的
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
鐵
斎

の
用

い
た
洒
落
た
方
法
の
背
後

に
は
必
ず
風
流
な
物
語

　
　

　

が
潜
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
鐵
斎

の

「
い
わ
れ
の
な
い
も

の
は
描
か
な
い
」
と
い

う
言
葉

の
端
的
な
表
現
と
も
言
え
よ
う
。
ま
た
後
に
詳
述
す
る
が
、
鐵
斎
が
古

人

の
画
風
を
手
本

に
す
る
際
、
そ
の
馬
鹿
げ

て
変
わ

っ
た
と
こ
ろ
を
重
要
視
す
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る

と

い
う

、

「
痴

・
奇

」

を

求

め

る

性

格

も

強

か

っ
た
。

二

古
法
か
ら
の
脱
出
と
独
創

鐵
斎
は
古
人
を
師
と
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
な
が
ら
も
、
古
法

の
扱
い
方

に

つ
い
て
賛
文

の
中
で

一
つ
の
主
張
を
述

べ
て
い
る
。
次
に
七
十
代
、
八
十
代

の

四
作
を
通
じ
て
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

鐵
斎

の
七
十
歳
代

の
作
品
に
、
池
大
雅

・
与
謝
蕪
村
合
作

の
有
名
な

『十
便

十
宜
図
』
を
模
写
し
た
作
品
が
あ
る
。
こ
れ

は
大
雅
と
蕪
村
が
中
国
の
文
人
李

笠
翁

の

「十
便
十
二
宜
詩
」
の
う
ち
か
ら
十
便
と
十
宜
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の

詩
意
を
絵

に
よ
っ
て
表
現
し
た
も

の
で
あ
る
。
鐵
斎

は
そ
れ
を
模
写
し
、
そ
の

箱
書
き

に

「余
、
大
雅
蕪
村
が
画
く
所
の
十
便
十
宜
図
を
観
る
こ
と
数
回
な
り
。

観
る
毎

に
模
写
し
、
以
て
楽
し
み
と
為
す
」

と
い
う
言
葉
を
記
し
て
い
る
。
こ

の
言
葉

か
ら
、
鐵
斎
は
先
人

の
作
品
を
手
本

に
す
る
こ
と
を
た
い

へ
ん
楽
し
み

と
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
が
、
ま
た
こ
の
模
作

の
最
後
に
十
時
梅
崖
の

跋
を
録
し
、
臨
模
す
る
際
の
要
領
を
述
べ
て

い
る
。

十
便
原
大
雅
所
図
。
十
宜
即
蕪
村
所
筆

。
倶
為
合
作
矣
。
余
臨
之
過
。
蓋

運
筆
之
間
。
索
神
韻
乎
形
似
之
外
。
不
必
拘
於
原
本
。
此
所
謂
学
魯
男
子

者
。
具
眼
者
。
其
能
識
之
矣
。

十
便
は
池
大
雅
の
作
、
十
宜
は
与
謝
蕪

村
の
作

で
合
作
で
あ
る
。
私
は
こ

れ
を
手
本

に
画
い
た
が
、
や
り
そ
こ
な

っ
た
。
け
だ
し
運
筆

の
際
に
原
図

の
通
り
に
写
さ
な

い
で
、
そ

の
画

の
精
神
を
求
め
、
必
ず
し
も
原
本
に
拘

ら
な
か

っ
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
聖
人
柳
下
恵
の
行
為
を
学
ぶ
に
あ
た

っ
て
、
そ
の
外
形
を
学
ば
ず
、
そ
の
心
意
を
学
ん
だ
と
い
う
魯

の
男
子
を

学
ん
だ
わ
け

で
あ

る
。
眼

の
あ

る
人
な
ら
分

か

っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

(七
十
歳
代
作

『十
便
十
宜
図
跋
』、
『鐵
斎
研
究
』
第
二
十
二
号
作
品
十
二
)

こ
の
跋
を
通
じ
て
、
鐵
斎
は
模
写
す
る
際
に
形
が
似
る
こ
と
よ
り
も
、
画

の

精
神
を
求
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
鐵
斎
は
こ
の
作

品
を
通
じ
て
画
の
精
神
を
学
ぶ
こ
と
を
実
践
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
は
ど
う
い
う
点
に
そ
れ
が
表
れ
て
い
る
か
、
比
較
し
て
み
よ
う
。
図
3
は
蕪

村
の

『十
宜
帖
』

の
中

の

「宜
風
図
」
で
あ
る
。

こ
の
図

の
題
詩
は
李
笠
翁

の

も

の
で
あ
る
が
、
波
音

の
よ
う
な
松
風
が
聞
こ
え
な
く
な

っ
た
の
で
、
池

の
水

面
を
見
る
と
、
池

の
中

に
散

っ
た
花
び
ら
が
波

に
ゆ
ら
れ
て
皺

の
よ
う

に
な

っ

て
い
る
と
い
う
情
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
夏
風
の
動
か
ら
静

へ
の
変
化
を
描
写

し
た
詩

で
あ
る
。
蕪
村
の
画
は
、
非
常
に
単
純
な
線
で
松
、
柳
、
小
屋
、
山
な

ど
を
描
き
、
ま
た
画
面
の
中
心
部

に
左
下
向
き
の
淡
墨
を
施
し
、
風

の
動
き
を

表
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
風
の
動
き
に
応
じ
る
よ
う
に
、
画
面

の

一
番

手
前

に
配
置
さ
れ
た
渓
流

に
、
花
び
ら
と
思
わ
れ
る
墨
点
が
点
在
し
て
い
る
。

そ
し
て
閑
静
安
逸
な
風
景
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
れ
と
比
較
し
て
鐵
斎

の
模
作

(図
4
)
を
見
る
と
、
鐵
斎
は
蕪
村
が
描

い
た

「
風
の
動
き
」

に
着
目
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
松
、
柳
、
小
屋
、
渓
流
、
遠
景

の
山
は
蕪
村

の
図
と
同
じ
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富岡鐵斎

∴ 誉2彡 蓁i髴塗鑾

図3与 謝蕪村 『十宜帖 ・宜風 』(『文人画粋編十 三 ・

与 謝蕪村』中央公論社 、昭和 四十九年 よ り)

図4鐵 斎 『十便十宜 図 ・宜風』(『鐵斎研究』第二十二号 作

品十二 よ り)

配
置
を
し
て
い

る
け
れ
ど
、
中

央
部

に
風
の
動

き
を
強
調
す
る

よ
う
に
強
い
筆

勢
の
線
が
施
さ

れ
て
い
る
。
ま

た
蕪
村

の
図

に

配
置
さ
れ
た
柳

の
木
は
静
か
に

佇

ん
で
い
る
が
、

鐵
斎

の
絵
で
は

風

の
動
き
に
合

わ
せ
る
か
の
よ

う

に
、
左
の
方

向
に
枝
が
揺
れ

て
い
る
。
無
形

な
る
風

の
動
き

を
表
現
す
る
た

め
に
、
淡
墨
を

施
し
て
、
風
を

有
形
の
も
の
に
す
る
と
い
う
蕪
村

の
や
り
方
を
取
り
入
れ
た
鐵
斎
は
、
そ
の
ま

ま
淡
墨
を
施
し
て
模
倣
す
る
の
で
は
な
く
、

こ
の
意
を
さ
ら
に
発
揮
し
て
も

っ

と
勢

い
の
あ
る
風

の
表
現
を
し
て
い
る
。

畫
徴
録
。
王
麓
臺
傳
日
。
不
在
古
法
。
不
在
吾
手
。
而
又
不
出
古
法
吾
手

之
外
。
筆
端
金
剛
杵
。
在
脱
盡
習
氣
。
観
此
語
。
其
所
至
可
知
矣
。
近
日

竹
洞
山
人
。
爲
初
學
著
画
法
指
南
書
。
名
金
剛
杵
者
。
即
取
意
於
麓
臺
也
。

余
頃
日
囑
墨
工
梅
仙
新
製
小
墨
。
名
金
剛
杵
。
蓋
喜
真
意
而
在
拡
充
其
義

而
已
。

国
朝
画
徴
録
巻
下

に
載

っ
て
い
る
清

の
王
原
祁

の
伝
記
に
、
「絵

の
大
切

な
と
こ
ろ
は
古
法
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
ま
た
わ
が
手

の
熟
練

に
あ
る
の

で
も
な
い
。
し
か
も
古
法
と
わ
が
手

の
外
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
筆
の
穂

先
が
煩
悩
を
断
じ
、
悪
魔
を
降
伏
す
る
真
言

の
金
剛
杵
の
よ
う
に
、
煩
悩

の
余
習
を
脱
却
し
尽
す
と
こ
ろ
に
絵
画

の
意
義
が
あ
る
の
だ
。
」
と

い
う

彼

の
文
を
引
用
し
て
、
こ
の
文
を
見
る
と
王
原
祁

の
造
詣
す
る
と
こ
ろ
が

分

る
と
書

い
て
あ
る
。
近
ご
ろ
、
南
画
家

の
中
林
竹
洞
が
初
学
者

の
た
め

に
画
法
指
南
書
を
書
い
て
、
画
道
金
剛
杵
と
題
し
た
の
は
、
王
原
祁

の
意

を
継
承
し
た
の
だ
。
私
は
こ
の
頃
、
墨
工
鈴
木
梅
仙
に
依
頼
し
て
新
し
く

墨
を
作

っ
て
も
ら
い
、
金
剛
杵
と
名
付
け
た
が
、
そ
れ
は
王
原
祁

の
意
を

喜

ん
で
、
そ
の
義

を
拡
張
し
よ
う
と
考
え
た
か
ら
な

の
だ
。
(八
十
歳
作

『金
剛
杵
画
讃
』)
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こ
の
賛
に
お
い
て
鐵
斎
は
清

の
王
原
祁

の
言
葉
を
引
用
し
て
絵

の
大
切
な
と

こ
ろ
を
述
べ
て
い
る
。
文
中

の
ポ
イ

ソ
ト
と
な
る
言
葉

「在
脱
盡
習
氣
」
に
つ

い
て
、
『鐵
斎
研
究
』
で
は
前

の

「筆
端
金
剛
杵
」
を
意
識
し
て

「煩
悩

の
余

習
を
脱
却
し
尽
す
と
こ
ろ
に
絵
画
の
意
義
が

あ
る
の
だ
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
、

清
人
の
い
う

「筆
端
金
剛
杵
」
と
は
、
筆

の
穂
先
が
強
靱
な
金
剛
杵

の
よ
う
だ

と
い
う
単
な
る
比
喩
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
だ
と
す
る
と
、
次

の

「在
脱
盡
習

氣
」
は

「従
来

の
慣
習
を
脱
却
し
尽
す
と
こ
ろ
に
絵
画
の
意
義
が
あ
る
」
と
解

釈
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
絵
画
に
お
い
て
従
来

の
慣
習
を
脱
却
し
尽
く
す
こ
と
は
、

正
に
古
人

・
古
法
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
鐵
斎
は
積
極
的
に
古
人
を
手
本

に
し
て
学
び
な
が
ら
、
古
法

か

ら

の
脱
却
を
同
時

に
大
切
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
脱
却

の
姿
勢
は
や
が

て
古

人

・
古
法
を
基
礎
と
し
な
が
ら
独
創
に
繋
が

る
よ
う
に
な
る
。
独
創
を
重
視
す

る
と
い
う
鐵
斎

の
態
度
は
、
古
人

・
古
法

に
対

し
て
だ
け
で
な
く
、
時
代
の
潮

流

に
対
し
て
も
同
じ
で
あ

っ
た
。
鐵
斎
五
十
歳
代

の
作

『富
貴

国
香
図
』

(図

5
)
は
当
時
世
人

に
好
ま
れ
る
明
清
花
鳥
画
牡
丹
を
描
き
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て

元
の
隠
士
梅
華
道
人
の
詩
を
録
し
て
、
次

の
よ
う
な
賛
文
を
書

い
た
。

早
知
不
会
時
人
眼
。
多
買
臙
脂
畫
牡
丹
。
是
元
隠
士
梅
華
道
人
之
句
也
。

余
有
感
於
此
句
意
。
因
録
此
。

私

の
描
く
山
水
や
竹
石

の
絵
な
ど
が
現
代
人
の
目
に
合
わ
な
い
と
い
う
こ

と
が
早
く
分
か

っ
て
い
た
な
ら
、
た
く
さ
ん
臙
脂
を
買

っ
て
世
人

の
好
む

牡
丹

の
絵
を
描

い
た
の
に
。
こ
れ
は
元

の
隠
士
呉
鎮

(梅
華
道
人
)
の
句

で
あ
る
。
私
は
こ
の
句
意

に
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
こ
で
こ
こ
に
録

し
て
お
く
わ
け
だ
。
(『鐵
斎
研
究
』
第
六
号
作
品
六
)

『鐵
斎
研
究
』

の
解
釈
で
は
、
呉
鎮

の
詩

の
最
後

「
た
く
さ
ん
臙
脂
を
買

っ
て

世
人
の
好
む
牡
丹
の
絵
を
描

い
た
の
に
」

の
後
ろ
に
、
「残
念
な
こ
と
を
し
た
」

と
加
え
て
い
る
が
、
こ
の
詩

の
元
来

の
意
味
を
考
え
る
と
、
呉
鎮
は
自
分

の
絵

が
世
人

の
好
み
に
合
わ
な
い
こ
と
を
残
念
が

っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
自

分
の
絵
が
時
潮
に
合
わ
な
い
こ
と
に
プ
ラ
イ
ド
を
も

っ
て
こ
の
よ
う
に
言

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
鐵
斎
も
こ
の
意

に
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
図
5
に
お

い
て
賛
文

に
引
用
し
た
詩
文

の
後
半
を
表
す
か
の
よ
う
に
、
明
清
花
鳥
画
風
の

艶
麗
な
牡
丹
を
描

い
た
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
時
潮

に
合
わ

な

い
こ
と
は
即
ち
独
創
を
追
求
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
鐵
斎
は
次

の
賛
文

で
独

創
を
重

ん
じ
る
こ
と
を
語

っ
た
。

火
用
慎
。

此
火
用
慎
。
此
慎
。
或

ハ
鎮
ヲ
書
。
何

レ
ニ
テ
モ
可
。
慎

ノ
方
、
古
人
未

用
。
是

ハ
銕
叟

ノ
創
意
也
。
も
し
帋
力
大

ニ
シ
テ
不
都
合
ト
ア
レ
ハ
、
小

二
改
書

ス
ベ
キ

ニ
付
、
御

一
報
有

ル
ベ
シ
。
但

シ
大
之
方
尤
妙
也
。
(七

十
歳
代
作

『家
内
安
全
火
用
慎
』、
『鐵
斎
研
究
』
第
九
号
作
品
十
二
)
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こ
れ
は
鐵
斎
が
書

い
た

「火
用
慎
」
の
書

で
あ

る
。
「慎
」

の
字
は
古
人
が

使

っ
た
こ
と
は
な
く
、
自
分

の
創
意
で
あ

る
と
明
記
し
て
い
る
。
鐵
斎

の
独
創

を
重
ん
じ
る
絵
画
精
神
が
、
こ
の
よ
う
な
字

の
使

い
方
と
い
う
細
か
い
と
こ
ろ

ま
で
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
を
窺

い
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
鐵
斎
晩
年

の
自
由
奔
放
な
画
風
を
思
わ
せ
る
次

の
賛
文
を
通
じ
て
、

最
晩
年

の
鐵
斎
が
完
全

に
古
人

・
古
法
の
枠
か
ら
飛
び
出
し
、
自
分

の
世
界
を

築

い
て
い
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

我
畫
無
所
師
法
。
人
或
笑
。
無
佛
之
処
称
尊
。

私

の
画
は
勝
手
気
壗
に
描

い
て
い
る
の
で
、
別
に
習
う
べ
き
画
法
と
い
う

も

の
は
な
い
。
世
人
あ
る
い
は

「仏
の
い
な
い
と
こ
ろ
で
、
お
れ
が
仏
だ

と
威
張

っ
て
る
よ
う
な
も

の
だ
」
と
笑
う
か
も
知

れ
な
い
。

(八
十
八
歳

作

『十
六
羅
漢
尊
図
』、
『鐵
斎
研
究
』
第
十
九
号
作
品
二
十
二
、
図
6
)

図5鐵 斎 富貴 国香 図(『 生 誕150年 記念

富岡鐵斎展』(1985)図 録 よ り)

図6鐵 斎 『十六羅漢尊図』

(『鐵斎研究』第十九号作品二

十二より)

『鐵
斎
研
究
』

で

「無
所
師
法
」
の
大
意
を

「別
に
師
匠

か
ら
習

っ
た
の
で
は
な

い
」
と
記
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
は

直
訳
す
る
と
、
「別
に
習
う
べ
き
画
法
と
い
う
も

の
は
な

い
」
で
あ
る
。
こ
の
賛
意
を
通
し
て
、
絵
を
見
る
と
、
ま

さ
に
鐵
斎
最
晩
年

の
特
色
と
言
え
る
画
面
で
、
太
く
乱
雑

な
筆
触
が
画
面

い
っ
ぱ
い
に
充
満
し
て
、
遠
景

・
近
景
は

分
か
ら
ず
、
規
則
と
い
う
も

の
は
見
ら
れ
ず
、
十
六
人

の

羅
漢
が
そ
の
黒

い
墨
点
の
間

で
ひ
し
め
い
て
い
る
場
面

で

あ
る
。
遠
景
で
あ
る
は
ず

の
画
面
の
上
半
分
は
、
羅
漢
、

山
、
木
を
表
現
す
る
太
い
力
強

い
タ
ッ
チ
で
圧
迫
感
さ
え

感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
図

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
鐵

斎
画

の
自
由
奔
放
、
力
強
い
画
風
が
成
立
す
る
の
で
あ
ろ

う
。
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鐵
斎
は
広
く
先
人

の
作
品
を
手
本

に
積
極
的

に
学
ぶ
姿
勢
を
見
せ
、
画
面

の

構
図
、
運
筆
を
学
ぶ

一
方
、
古
人
が
作
画
す

る
際

に
用
い
た
顔
料
の
使
用
な
ど
、

風
流
で
洒
落
た
や
り
方
に
強
い
興
味
を
見
せ
た
。
ま
た
画
面

に
お
い
て
も
、
古

人

の

「痴
」、
「奇
」

の
性
質
を
求
め
た
。
模
写
す
る
際
に
鐵
斎
は
形
が
似

る
こ

と
よ
り
画
の
精
神
を
求
め
、
そ
れ
を
さ
ら
に
発
揮
す
る
性
格
を
見
せ
て
い
る
。

こ
の
性
格

は
伝
統

の
画
風

・
画
法

に
拘
ら
な

い
鐵
斎
の
絵
画
観
を
表
し
て
い
る
。

ま
た
こ
の
性
格
は
伝
統
か
ら
次
第

に
脱
却
し
、
独
創
を
求
め
る
こ
と

へ
と
変
わ

り
、
鐵
斎
画
風

の
円
熟
期
で
あ
る
最
晩
年

に
、
完
全
に
伝
統
を
無
視
す
る
よ
う

に
な

っ
た
。
こ
の
伝
統
の
無
視
は
単
な
る
無
意
味
な
無
視

で
は
な
く
、
長
年
伝

統

の
精
神
を
学
び
、
そ
れ
を
自
分
の
胸

の
中

に
完
全
に
融
合
さ
せ
、
自
分
の
も

の
に
し
た
上
で
の
無
視
で
あ
る
。
こ
の
特
徴

は
鐵
斎

の
晩
年
画
に
表
れ
る
自
由

奔
放
、
力
強

い
画
風

へ
と
転
じ
た
の
で
あ
る
。

画
風

に
お
け

る

「痴

・
奇

・
拙

・
醜
」

の
追
求

富
岡
鐵
斎
は
何
を
求
め
て
あ
の
独
特
な
画
境
に
至

っ
た
の
か
。
こ
の
問
い
に

対
し
て
、
鐵
斎
画
の
賛
文
か
ら
鐵
斎

の
画
風

に
対
す
る
志
向
が
は

っ
き
り
と
浮

か
び
上
が

っ
た
。
そ
の
特
徴
を

一
言
で
概
括
す
れ
ば
、
即
ち

「痴

・
奇

・
拙

・

醜
」
の
追
求

で
あ
る
。

一

「痴
」
、
「奇
」
の
追
求

前
述
し
た
よ
う
に
、
鐵
斎
は
古
人

・
古
法

を
学
ぶ
場
合
、
古
人
の
画
風

の
中

で
も

「痴
」
と

「奇
」

の
画
風
を
重
ん
じ
た
。
こ
う
し
た

「痴
」、
「奇
」
を
求

め
る
賛
文
は
、
実
は
鐵
斎

の
長
い
創
作
生
涯

の
中

に
ず

っ
と
あ
り
、
『鐵
斎
研

究
』
で
は
三
十
代
、
七
十
代
と
八
十
代
の
作
品
で
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。
先
ず
三

十
歳
代

の
作

か
ら
見

て
み
よ
う
。

余
之
詩
画
。
不
欲
同
於
世
人
所
為
也
。
同
乎
世
人
即
人
々
之
所
善
。
何
足

称
奇
哉
。

私

の
詩
画
は
世
人
の
作
る
と
こ
ろ
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
。
世

人
と
同
じ
な
ら
、
誰
に
で
も
出
来
る
こ
と
で
、
奇
と
称
す
る
に
足
り
ぬ
。

(三
十
三
歳
作

『四
季
山
水
図

・
二
』
、
『鐵
斎
研
究
』
第
九
号
作
品

一
、
図
7
)

偶
写
層
巒
出
怪
奇
。

一
峰
在
処
復
奚
疑
。
門
生
笑
説
先
生
筆
。
圧
倒
人
間

老
画
師
。

た
ま
た
ま
重
な
り
あ

っ
た
山
々
を
描

い
て
怪
奇
な
お
も
む
き
を
出
し
た
。

一
つ
の
峰

の
あ
る
と
こ
ろ
、
大
い
に
自
信
が
あ
る
。
門
人
が
笑

い
な
が
ら

言

っ
た

「
先
生
の
絵
は
、
世
間

の
老
画
師
を
圧
倒
し
て
い
ま
す
」
。
(三
十

歳
代
作

『書
画
貼
交
屏
風

・
右
三
』、
『鐵
斎
研
究
』
第
二
十
六
号
作
品

一
)

こ
の
二
つ
の
賛
文
に
お
い
て
鐵
斎
は
絵
画
に

「奇
」
を
求
め
る
こ
と
を
表
明

し
て
い
る
。
げ
れ
ど
も
、
鐵
斎
が
取
り
上
げ
る

「奇
」
の
概
念
が

こ
の
二
つ
の

賛

に
お
い
て
意
味
が
違
う
こ
と
が
分
か
る
。
『四
季
山
水
図

・
二
』
で
は

「奇
」
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図7鐵 斎 『四季 山水図 ・二』(『鐵斎研 究』

第 九号作 品一 よ り)

図8鐵 斎 『倣大津絵人物

図』(『鐵斎研究』第二十八

号作品十六より)

図9鐵 斎 『擬土佐又 平筆 法遊戯人

物図』(『生誕150年 記念富岡鐵斎展』

(1985)図 録 よ り)

の
こ
と
を

「世
人
と
同
じ
こ
と
を
欲
し
な

い
」
と
い
う
意
味

で
使

っ
て
い
る
。
即
ち
珍
し
い
と
い
う
意
味
で
、
時
代
様
式
か
ら
の
独

創
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
の
意
味
合

い
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
絵

の
方
を
見

て
み
る
と
、
図
7
に
描
か
れ
た
山
は
真

ん
中
に
米
点
を

使
い
、
そ
こ
か
ら
左
右
に
向
か

っ
て
の
線

の
重
ね
方
は
非
常

に
独

特
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

『書
画
貼
交
屏
風

・
右
三
』
で
は
、

旦
ハ体
的

に
絵

の
中
に
怪
奇
な
趣
を
導
入
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

こ
こ
か
ら
三
十
代

の
鐵
斎

に
と

っ
て
の

「奇
」
は
、
画
面
に
お
け

る
怪
奇
な
趣
と
時
代
流
行

の
様
式
か
ら
の
独
創
と
い
う
二
重

の
意

味
を
伴

っ
て
い
る
こ
と
が
察
知
で
き
る
。

次
の
七
十
代

の
賛
文
に
お
い
て
鐵
斎
は
初
め
て

「痴
」
の
概
念

を
取
り
上
げ
、
「奇
」
と
共
に
述

べ
る
よ
う

に
な
る
。

賞
古
奇
癖
。
(七
十
歳
代
作

『倣
大
津
絵
人
物
図
』
、
『鐵
斎
研

究
』
第
二
十
八
号
作
品
十
六
、
図
8
)

丹
青
遊
戯
筆
。
摩
古
主
痴
奇
。
阿
堵
傳
神
妙
。
又
平
是
我
師
。

絵
画
は
私

の
遊
戯
で
あ

っ
て
、
古
画
を
模
写
す
る
際

に
は
、

そ
の
馬
鹿
げ

て
変
わ

っ
た
と
こ
ろ
を
重
要
視
す
る
。
人
物
画

の
名
手
で
あ

っ
た
晋
の
顧
愃
之
は
、
人
物
画
の
瞳
を
容
易
に

点
じ
な

い
で
、
「傳
神
写
照
、
正

に
阿
堵

の
中
に
在
り
」
と
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い
っ
た
が
、
大
津
絵
の
元
祖
土
佐
又
平

は
、
ま
こ
と
に
人
物
画
に
す
ぐ
れ

て
い
る
か
ら
、
私

は
又
平
を
わ
が
師

と
す

る
の
で
あ

る
。

(七
十
七
歳
作

『擬
土
佐
又
平
筆
法
遊
戯
人
物
図
』、
『鐵
斎
研
究
』
第

一
号
作
品
十
九
、
図
9
)

こ
の
二
作

の
内
容

は
、
古
人

・
古
法
を
師

と
す
る
場
合
、
鐵
斎
が
古
人
の
画

風
か
ら
求
め
た
こ
と
は

「痴
」
と

「奇
」

で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
時
期
に
お
い
て
鐵
斎
は
初
め
て

「痴
」

馬
鹿
げ
た
と
こ
ろ
と
い
う
概
念

を
取
り
上
げ
る
。
従

っ
て
、
こ
こ
で
使
う

「奇
」

の
意
味
も

「変
な
と
こ
ろ
」

と
い
う
意
味

に
変
わ

っ
た
の
で
あ
る
。
絵
を
見
る
と
、
二
作
は
と
も
に
鐵
斎
が

模
写
し
た
大
津
絵
風
の
人
物
画
で
あ
り
、
人
物
は
み
な
滑
稽
味
を
帯
び
て
い
て

「痴
」
、
「
奇
」
そ

の
も

の
が
伝
わ

っ
て
く
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、

ア
メ
リ
カ
巡
回

展
に
お
い
て
大

い
に
賞
賛
さ
れ
た
鐵
斎

の
人
物
画

の
滑
稽
味
や

ユ
ー
モ
ア
は
、

こ
の

「痴
」
と

「奇
」

の
追
求
に
由
来
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
鐵
斎

の
最
晩
年

の
賛
文
を
見
る
と
、
「痴
、
奇
」
の
内
、
「奇
」

の
言

葉
が
見
ら
れ
な
く
な
り
、
専
ら

「痴
」
を
唱

え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
二
作

に
お
い
て
既
に

「奇
」
も

「変
な
と
こ
ろ
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期

の
鐵
斎
に
と

っ
て

「痴
」
は

「奇
」

の
意
味

を

に
な

い
、
「痴
」

の
語
に
統

一
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
次
に
鐵
斎

の
七
十

九
歳
、
八
十
六
歳

の
時
の
賛
文
を
通
じ
て
、

こ
の

「痴
」

の
意
を
尊
ぶ
鐵
斎
の

気
持
ち
を
察
し
て
み
よ
う
。

六
法
心
傳
筆

一
枝
。
写
山
欲
得
買
山
資
。
蒔
生
好
事
真
迂
闊
。
非
学
大
痴

徒
学
痴
。

画
の
六
法
を
以
心
伝
心
し
て
、

一
本

の
筆

に
生
活
を
托
し
て
い
る
。
山
を

描

い
て
そ
れ
を
売
り
、
隠
居
す
る
た
め
の
山
を
買
う
金
を
得
た
い
と
思

っ

て
い
る
。
小
生

の
物
好
き
は
、
ま
こ
と
に
世
事
に
迂
闊
で
あ

っ
て
、
元

の

文
人
画
家
黄
大
痴
の
絵
を
学
ぽ
ず

に
、

い
た
ず
ら
に
痴
を
学
ん
で
い
る
。

(七
十
九
歳
作

『渓
山
招
隠
図
』
、
『鐵
斎
研
究
』
第
六
十
五
号
作
品
十
二
)

学
得

一
分
痴
呆
。
多

一
分
快
活
。
余
之
於
画
。
常
学
此
意
。

阿
呆
を
学
ぶ
こ
と
多
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
快
活
な
る
こ
と
が
多

い
と
い
う
。

私
は
画

に
お
い
て
、

い
つ
も
こ
の
意
を
学
ん
で
い
る
。

(八
十
六
歳
作

『守

愚
補
拙
図
』、
『鐵
斎
研
究
』
第
二
十
五
号
作
品
十
五
)

七
十
九
歳
作
の

『渓
山
招
隠
図
』

に
お
い
て
鐵
斎

は
自
分
が
世
事
に
迂
闊
な

こ
と
を

「痴
」
と
言

い
、
八
十
六
歳
作
の

『守
愚
補
拙
図
』

に
お
い
て
は
常

に

こ
の

「痴
」
の
意
を
学
ぽ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
。

二

「
拙

」
、

「
醜

」

の
追

求

鐵

斎

の
画

風

に

お

い

て

の
も

う

一
つ

の
追

求

は
、

「
拙

」

と

「
醜

」

に

あ

っ

た
。

「
拙

」

と

は
拙

さ
、

愚

鈍

で
あ

る

こ
と

、

「
醜

」

と

は

醜

さ

。

い
ず

れ

も

画

風

に
お

い

て

う

ま

く

な

ろ

う

と

し

な

い

こ

と

、

精

緻

を
求

め
な

い
こ

と

、

ま

た
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は
画
面
の
秩
序
を
無
視
す
る
よ
う
な
画
風

づ
く
り

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た

「拙
」
、
「醜
」
を
表
す
賛
文
は
鐵
斎

の
四
十
代
後
半

の
作
品
か
ら
見
ら
れ
る
。

不
用
論
妍
醜
。
我
非
工
画
師
。

美
し
い
と
か
醜
い
と
か
論
じ
る
必
要

は
な
い
。
も
と
も
と
私
は
上
手
な
画

家
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
(四
十
八
歳
作

『牡
丹
挿
瓶
図
』
、
『鐵
斎
研
究
』
第

二
号
作
品
四
)

ち
く
ら
ん
ぞ
く
が

と
う

こ
れ
は
明

の
李
日
華

の
竹
嬾
續
畫
謄

に
出
て
い
る

「写
石
」

の
詩
か
ら

の
引

用
で
、
こ
の
賛
を
通
じ
て
鐵
斎
は
絵
画

に
お
い
て
う
ま
く
な
ら
な
く
て
も

い
い
、

と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
る
も
の
に
送

っ
た
の
で
あ

る
。
鐵
斎

の
若
い
と
き

の

作
品
を
振
り
返

っ
て
見
る
と
、
彼
は
ジ
ャ

ン
ル
を
問
わ
ず
広
く
色

々
な
流
派
を

学
ん
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
の
画
風
を
極
め
よ
う
と
い
う
姿
勢

は
見
ら
れ
な

か
っ
た
。
そ
れ
を
右

の
賛
意
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
そ
れ
が
偶
然
で
は
な
い

こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の

「拙
」

の
言
葉
は
七
十
歳
代
か
ら
最
晩
年

の
八
十
代
後
半
ま
で

し
ば
し
ば
賛
文
の
中

に
現
れ
て
い
る
。

れ
る
ほ
ど

で
、

つ
い
に
は
そ
れ
を
画

に
か
い
て
娯
楽
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は

一
時
の
遊
戯

の
筆
な

の
で
あ

っ
て
、
も
と
よ
り
順
序
次
第
も

な
く
、
ま
た
上
手
下
手
な
ど
か
ま
わ
な
い
の
で
あ

る
。
(七
十
二
歳
作

『鐵

崖
仙
史
人
物
冊

・
跋
』、
『鐵
斎
研
究
』
第
三
十
七
号
作
品

一
)

こ
の
賛

の
始

め
は
、
鐵
斎
が

「絵
を
見
る
前
に
、
賛
を
読
ん
で
く
れ
」

の
言

葉

の
所
以
を
語

っ
た
も

の
で
あ
る
。
鐵
斎

の
作
画
は
、
読
書
か
ら
心
に
適
す
る

処
を
画
に
す
る
と
い
う
過
程
を
辿

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
続
い
て
、

絵
は

一
時

の
遊
戯

で
あ

っ
て
、
上
手
下
手
は
気
に
し
な
い
と
言

っ
て
い
る
の
は
、

気
燼
に
描

い
て
い
て
精
緻

に
描
け
る
よ
う
な
工
夫
は
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ

る
。

有
客
訪
余
。
有
時
左
手
持
杯
。
右
手
作
画
贈
客
。
而
不
復
顧
巧
拙
。
是
我

常
態
也
。

来
客
が
あ
る
と
、
酒
を
飲
み
な
が
ら
画
を
か
き
、
客
に
贈

っ
て
、
ま
た
上

手
下
手
を
考
え
な
い
。
こ
れ
が
私

の
い
つ
も
の
状
態
だ
。
(七
十
六
歳
作

『噴
飯
帖

・
跋
』、
『鐵
斎
研
究
』
第
二
十
号
作
品
十
)

富岡鐵斎

余
嗜
読
書
。
至
會
心
処
。
殆
忘
寝
食
。
遂
畫
之
以
為
娯
楽
矣
。
然

一
時
遊

戯
之
筆
。
素
無
倫
次
。
不
復
計
其
工
拙
也
。

私
は
読
書
が
好
き
で
、
心
に
適
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
、
殆
ど
寝
食
を
忘

こ
の
賛

で
は
鐵
斎
は
自
分
が
作
画
す
る
と
き

の
様
子
を
述
べ
て
い
る
。
杯
を

持
ち
な
が
ら
の
、
非
常

に
大
ら
か
な
自
然
体

の
作
画
の
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
作
画

の
方
法
は
い
つ
も
の
状
態

で
あ
る
か
ら
、
勿
論
巧
拙
な
ど
は
考
え
な
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い

で
あ

ろ

う

。

余
自
少
時
篤
好
書
畫
学
焉
。
無
所
達
而
不
能
廃
。
盤
確
吮
毫
。
曾
無
虚
日
。

今
季
齢
至
八
十
有
八
。
邦
俗
称
之
米
壽
以
爲
吉
瑞
。
來
称
賀
者
甚
衆
。
余

感
其
厚
意
作
書
畫
以
酬
之
。
老
筆
頽
唐
。
恐
不
直
覆
甑
耳
。
但
取
古
人
縞

紵
之
義
。
未
遑
計
工
拙
也
。

私
は
若

い
時
か
ら
あ

つ
く
書
画

の
学
を
好
ん
だ
。
上
手
に
な
れ
な
い
が
、

止
め
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
足
を
前

に
投
げ
出
す
と
い
う
よ
う
な
気
ま
ま

な
形
で
坐

っ
て
、
筆
を
な
め
て
書
画
を
揮
毫
し
、

一
日
た
り
と
止
め
た
こ

と
は
な
か

っ
た
。
今
年
、
年
齢
が
八
十

八
に
な

っ
た
。
わ
が
国
の
風
俗
と

し
て
、
こ
れ
を
米
寿
と
称
し
て
吉
瑞
と

し
て
い
る
。
お
祝

い
に
来
る
人
が

大

へ
ん
多

い
。
私
は
そ
の
厚
意
に
感
じ
、
書
画
を
作

っ
て
お
礼
と
し
た
。

筆
が
衰
え
て
い
る
の
で
、
反
故
紙
と
し

て
醤

の
瓶
を
お
お
う
価
値
も
な
い

だ
ろ
う
こ
と
を
恐
れ
る
の
み
で
あ
る
。

た
だ
昔
、
呉
の
季
札
が
鄭
の
子
産

が
た
が

い
に
縞
帯
と
紵
衣
を
贈

っ
た
故
事
に
な
ら

っ
て
こ
れ
を
贈
る
の
で

あ

っ
て
、
上
手
下
手
な
ど
考

え
る
余

裕
は
な

い
の
で
あ

る
。
(八
十
八
歳

作

『貽
笑
墨
戯
冊

・
二
八
』、
『鐵
斎
研
究
』
第
二
十

一
号
作
品
八
)

こ
の
賛
に
お
い
て
は
、
鐵
斎

は
人
に
あ
げ

る
書
画
作
品
を
謙
遜
し
て

「上
手

下
手
な
ど
考
え
る
余
裕
は
な
い
」
と
言

っ
た

の
で
あ
る
が
、
賛

の
最
初

に

「上

手

に
な
れ
な
い
が
、
止
め
る
こ
と
も
出
来
な

い
。
足
を
前

に
投
げ
出
す
と
い
う

よ
う
な
気
ま
ま
な
形

で
坐

っ
て
、
筆
を
な
め
て
書
画
を
揮
毫
し
、

一
日
た
り
と

止
め
た
こ
と
は
な
か

っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
所
は
、
鐵
斎

の
自
然
体
の
作
画
精

神
を
端
的

に
表
現
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
賛
を
通
じ
て
、
鐵
斎
が
言
う

「拙
」
と
い
う

の
は
、
う
ま
く
な

ろ
う
と
し
な
い
こ
と
、
精
緻

を
求
め
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の

「拙
」

の
意
は
常

に

「巧
」

の
対
義
的
概
念
と
し
て
鐵
斎

の
気
儘

の
作
画

過
程
に
伴

っ
て
登
場
す
る
。
こ
れ
は
即
ち
、
鐵
斎

の
画
風
に

「精
緻
を
求
め
よ

う
と
し
な
い
こ
と
」
「う
ま
く
な
ろ
う
と
し
な

い
こ
と
」

の
背
後

に
、
気
儘

で

自
然
体
で
あ
る
べ
し
と
い
う
鐵
斎

の
作
画
態
度
が
潜

ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
鐵
斎

に
は
次

の
よ
ケ
な
言
葉
も
あ
る
。

寧
醜
毋
媚
。

い
っ
そ
醜
く
て
も
か
ま
わ
ぬ
か
ら
、
人
に
媚
び
る
よ
う
な
美
し
さ
を
目
的

と
す
る
な
。
(『噴
飯
帖

・
題
字
』、
『鐵
斎
研
究
』
第
二
十
号
作
品
十
)

こ
の

『噴
飯
帖
』
は
制
作
年
不
詳
だ
が
、
題
字

に
こ
の
四
字
を
選
ぶ
か
ら
に

は
、
鐵
斎

の
創
作
の
意
図
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
明
末
清
初

の
有
名
な
書
家
傅
山

(
一
六
〇
七
～

一
六
八
四
)
の
言
葉

で
あ

る
。
傅
山
は
明

清
期

の
有
名
な
思
想
家
で
も
あ
り
、
彼

の
書
画
に
関
す
る
見
解
は
そ
の
哲
学
思

想
と
同
じ
く
、
明
中
期
以
降
、
ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
の
反
逆
的
色
彩
を
帯
び
て
い

る
。

こ
の
句

の
前

に

「寧
拙
毋
巧
」
(い
っ
そ
下
手
で
も
か
ま
わ
ぬ
か
ら
、
上
手
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富岡鐵斎

に
描
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
な
)
と
い
う
句
も
あ
る
。
鐵
斎
は
お
そ
ら
く
こ
の
句

に
惹
か
れ
、
「拙
」
と

「醜
」
を
求
め
た
も

の
と
想
像
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
み
れ
ぽ
、
鐵
斎

の
賛
文

に
現
れ

る

「拙
」、
「醜
」

の
言
葉
は
、
中

国
明
の
中
後
期
の
反
逆
的
な
思
想
を
持

つ
書
家
傅
山
の
言
葉
を
踏
襲
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
、
明
の
中
後
期

の
文
人
達
が
社
会
現
実

に
対
す
る
憤
怒

や
不
満
を
表
す
た
め
に
、
画
風
に
お
い
て
表
現
し
た

「怪
、
醜
」
の
わ
ざ
と
ら

し
さ
と
比
べ
る
と
、
鐵
斎

の

「拙
」
、
「醜
」

の
追
求
は

「巧
」
、
「媚
」

の
対
義

概
念
と
し
て
現
れ
る
も

の
で
あ

っ
て
、
あ

く
ま
で
も
自
然
体

と
し

て
の

「拙

さ
」、
「醜
さ
」
で
あ

っ
た
。

図10鐵 斎 『瓦礫帖 ・八』(『鐵 斎研 究』第十二号作品四 よ り)

自
我

と

「
心
」

の
重
視

こ
う
し
て
鐵
斎

の
賛
文
に
表
れ
る

絵
画
観
を
検
討
し
て
い
く
う
ち
に
、

や

は
り

「心
」

の
重
視
が

一
つ
の
ポ

イ
ソ
ト
と
し
て
浮
か
び
上
が

っ
て
く

る
。
直
接
に

「心
」

の
概
念
を
賛
文

の
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
賛
文

に
は
、

次

の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。

畫
図
者
。
五
色
之
章
相
宣
。
萬

物

之
形
無
道

(遁
)。
容
止

可

観
。
進
退
有
度
。
自
想
心
遊
。
蓋
即
閑
中
之
趣
也
。

画
図
は
五
色

の
色
ど
り
を
用

い
て
、
あ
ら
ゆ
る
物

の
形
を

一
つ
残
ら
ず
表

現
す
る
。
立
居
振
舞

い
見
る
べ
く
、
進
退
に
度
が
あ
る
。
そ
れ
は
想
像

の

世
界
に
遊

ぶ
も

の
で
あ

り
、
閑
中

の
な
ぐ
さ
み
で
あ

る
。
(五
十

一
歳
作

『瓦
礫
帖

・
題
文
』、
『鐵
斎
研
究
』
第
十
二
号
作
品
四
)

こ
れ
は
鐵
斎
五
十

一
歳

の
時
の
作
で
、
古
今
著
聞
集
巻
第
十

一
の
画
図

の
章

の
端
書
を
録
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
賛
の
中
に
、
絵
画
は

「自
想
心
遊
」

の

も
の
、
即
ち
自
分

の
想
像

に
任
せ
、
心
で
遊
ぶ
も

の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

ま
た
閑
中

の
趣

で
あ
る
と
も
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ

る

「心
」
と

い
う
言
葉
は
、
心
で
遊
ぶ
こ
と
、
も

っ
と
深
く
読
め
ぽ
心
の
想
像
力
を
発
揮
す

る
こ
と
、
と
い
う
意
味

で
使

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
鐵
斎
は
こ
れ
を

『瓦
礫
帖
』

の
題
文
と
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
意
に
感
じ
、
心

の
想
像
力

を
発
揮
す
る
と
い
う
絵
画
精
神
を

『瓦
礫
帖
』

の
中

で
実
践
し
よ
う
と
思

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

『瓦
礫
帖
』

の
第
八
図

(図
10
)
を
通
じ
て
見

る
こ
と

に
し
よ
う
。

『瓦
礫
帖
』

の
第
八
図

の
賛
文
は
、
大
石
良
雄
が
島
原
の
女
郎
屋
墨
染

の
仰
板

に
題
し
た
語
を
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
か
ら
見
れ
ぽ
非
常

に
ユ
ー
モ
ラ
ス

で
あ
り
、
遊
び
感
覚
で
描

い
た
語
句

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

今
日
亦
逢
遊
君
。
空
過
光
陰
。
明
日
如
何
。
可
憐
恐
君
急
拂
袖
帰
。
後
世
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人
久
不
許
逗
留
。
不
過
二
夜
者
也
。

今
日
も
ま
た
遊
女
に
あ

っ
て
空
し
く
時

間
を
浪
費
す
る
。
明
日
は
ど
う
だ

ろ
う
。
遊
女

は
君
が
急

に
袖
を
払

っ
て
帰
る
の
を
恐
れ
て
い
る
が
、
私
は

後
世

の
人
が
長
い
こ
と
逗
留
す
る
の
を
許
さ
な

い
。

二
晩
以
上
は
だ
め
だ
。

こ
う
し
た
賛
文
を
録
し
、
画
面
に
お
い
て
鐵
斎
は
大
石
良
雄
が
仰
板

に
こ
の

句
を
題
す
る
場
面
を
想
像
し
て
描
い
て
い
る
。
遊
女
と
お
酒
を
飲

ん
だ
跡

お
か
ず
が
残
さ
れ
た
皿
と
お
ち
ょ
こ
が
部
屋

の

一
角
に
退
け
ら
れ
、
大
石
と
思

わ
れ
る
男
が
机

に
の
っ
か
っ
て
、
硯
を
左
手

に
右
手
で
天
井

に
描

い
て
い
る
。

そ
ば

に
座

っ
て
い
る
遊
女
は
描

い
て
い
る
天
井
の
方
を
見

て
い
る
。
大
石
は
笑

っ
て
い
る
の
か
、
遊
女
と
話
を
し
て
い
る
の
か
、
口
は
大
き
く
開

い
て
い
る
。

賛
文
に
は
言
及
し
て
い
な
い
内
容
ま
で
、
鐵

斎
は
自
分

の
想
像
に
任
せ
て
こ
の

情
景
を
生
き
生
き
と
描
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
画
面

の
筆
触
を
見
る
と
、
綺
麗

に
描

こ
う
と
し
な
い
鐵
斎

の

「拙
」
を
求
め
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
ま
さ
に
想

像

の
世
界
に
心

で
遊
ぶ
と
い
う
語
句
そ
の
も

の
で
あ
る
。

こ
の

「遊
び
心
」
は

ま
た
多
く

の
鐵
斎

の
作
品
に
も
見
ら
れ
、
鐵

斎
晩
年

の
独
特
な
画
風
を
形
成
す

る
大
き
な
要
因

の

一
つ
と
な

っ
て
い
る

次
の
賛
文
は
鐵
斎
七
十
二
歳

の
年
に
描

い
た
作
品

に
題
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

予
毎
作
書
作
畫
。
皆
不
能
用
意
。
匆
卒

一
揮
之
所
就
。
無
足
観
者
也
。
今

於
此
帖
。
信
筆
無
所
択
。
或
爲
山
水
。
或
爲
人
物
。
惟
随
心
所
欲
。
而
欲

罷
不
能
。
至
此
耳
。
書
以

一
笑
。

私
は
書
画
を
製
作
す
る
た
び
に
、
用
意
を
十
分
に
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、

い
そ
が
し
く
製
作
す
る
の
で
、
見
る
に
足
る
も

の
は
な
い
。
今
こ
の
画
帖

で
も
、
筆
ま
か
せ
で
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
く
、
あ
る
い
は
人
物
画
と
な
り
、

あ
る
い
は
山
水
画
と
な

っ
た
。
た
だ
心

の
欲
す
る
所

に
従
い
、
や
め
よ
う

と
思

っ
て
も
や
め
ら
れ
ず
、

つ
い
に
こ
の
画
帖
と
な

っ
た
だ
け

の
こ
と
で

あ
る
。
書

し
て

一
笑
す
る
。
(七
十
二
歳
作

『十
年
研
錬
帖

・
跋
』、
『鐵
斎

研
究
』
第
十
八
号
作
品
二
)

こ
の
賛
に
お
い
て
鐵
斎
は
自
分
の
作
画

の
様
子
を
語

っ
て
い
る
。
用
意
が
十

分
に
で
き
な

い
ま
ま
、
た
だ
心
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従

い
、
止
め
よ
う
と
思

っ

て
も
止
め
ら
れ
な
い
、
ま
る
で
心
の
中

に
充
満
し
た
も

の
を

一
気
に
吐
き
出
す

よ
う
な
非
常
に
勢

い
の
あ
る
作
画
過
程
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
作
画
過
程
で
あ

る
か
ら
、
当
然
細
か
い
所
は
気

に
す
る
こ
と
な
く
、
筆
法

に
も
精
緻
を
求
め
る

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
心
の
欲
す
る
所

に
従
う
と
い
う
点
は
、
鐵
斎
が
若

い
時

か
ら
信
じ
た
、
「
心
即
理
」
す
な
わ
ち
、
自
我

の
主
観
性
を
重
要
視
す
る

陽
明
学
の
影
響
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の

「従
心
所
欲
」

の
言
葉
は
、
鐵
斎
晩
年

の
ほ
か
の
作
品

に
も
多
く
見
ら
れ
、
鐵
斎

の
人
生
観
や
生
活
様
式
を
大
き
く
左

右
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
後
に
述
べ
る

「掃
心
塵
」
の
キ

ー
ワ
ー
ド
に
通
じ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
鐵
斎

の
藝
術
観

に
お
け
る
こ
の
性
格

の

表
れ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
伝
統

・
時
代
流
行

・
精
緻
な
ど
を
す
べ
て
超

120



富岡鐵斎

え
た
、
自
分

の
個
性
の
自
由
自
在
な
発
揮

に
重
き
を
置
く
姿
勢
で
あ
ろ
う
。
こ

の
特
色
を
再
び
絵

の
中
か
ら
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『十
年
研
錬
帖
』

の
第
十

一
図

(図
11
)
で
は
、
大
き
な
花
鉢
で
栽
培
さ
れ
て

い
る
若
竹
を
描

い
て
い
る
が
、
画
面
の
構

図
を
余
り
考
え
て
い
な
い
せ
い
か
、

花
鉢
が
画
面
の
右
半
分
を
占
め
、
竹
の
葉

を
描
く
空
間
は
少

し
し
か
残
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
花
鉢
を
描
く
際

に
は
、
墨
線

は
太
く
比
較
的
き
ち
ん
と
描

い
て

い
る
が
、
若
竹

の
葉
や
花
の
描
き
方
は
そ
れ
に
比
べ
て
大
ま
か
に
な

っ
て
い
る
。

ま
た
賛
文
の
配
置
を
見
て
も
、
画
面
の
左

に
垂
れ
て
き
た
花
枝
と
鉢

の
問
の
空

間
に

を

れ
よ
う
と
し
た
が
、

中
で
場

所
が
な
く
な

っ
て
し
ま
い
、
最
後

図11鐵 斎 『十 年研錬 ・ 一 写 ・・一

り)

の
三
行

は
画
面
左

の
上
端
か
ら
書
く
こ
と
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

『十
年
研
錬
帖
』
の
第
十
九
図

『利
休
訪

ノ
貫
図
』
(図
12
)
で
は
、
茅
屋

に

住
ん
で
い
る
ノ
貫
を
利
休
が
訪
れ
る
図
で
あ
る
。
こ
の
図

の
小
屋
の
周
り
に
配

置
さ
れ
た
木
と
山

の
タ
ッ
チ
を
見
る
と
、
淡
墨
の
上
に
そ
れ
を
描
き
直
す
か
の

よ
う
に
濃
墨

の
太

い
線
を
施
し
て
い
る
。
そ
れ
は
少
し
汚
さ
さ
え
感
じ
さ
せ
る

も

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
規
則

・
常
識
を
超
え
た
心
の
発
揮
は
、
鐵
斎
晩
年

の
画
風

に
直
接

に
繋
が
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
と
同
じ
意
味

に
お
い
て
、
鐵
斎

は
次

の
賛
文
で

絵
を
描
く
こ
と
を

「
心
の
塵
埃
を
掃
う
」
た
め
の
手
段
だ
と
明
記
し
て
い
る
。

図12鐵 斎 『十年研錬帖 ・十九 ・利休訪 ノ貫 図』(『鐵斎研究』第十

八号作 品二 より)

援
毫
欲
掃
我
心
塵
。
写
得
渓
山
小
景
眞
。
亦
是
読
書
餘
暇
楽
。

拙
技
何
曾
視
他
人
。

筆
を
取

っ
て
絵
を
画
き
、
わ
が
心
の
塵
を
掃
お
う
と
欲
し
、

山
や
谷
の
小
景

の
真
を
え
が

い
た
。
私

の
絵

は
読
書

の
余
暇

の
な
ぐ
さ
み
だ
か
ら
、
下
手
く
そ
な
作
品
を
他
人
に
見
せ
よ

う
と
い
う
気
は
更
々
な

い
。

(八
十

一
歳
作

『扇
面
青
緑
山
水

図
』、
『鐵
斎
研
究
』
第
十
八
号
作
品
八
)

鐵
斎

に
と

っ
て
絵
画

に
お
け
る

「掃
心
塵
」
は
、
本
来

の
心
の

表
れ
、
ま
た
は
性
情

の
表
れ
を
妨
げ
る
既
成

の
規
則

・
模
式
を
除

去
す
る
こ
と
だ
と
解
釈
出
来
る
。
こ
う
し
て
鐵
斎
が
絵
画
観

の
中
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で
取
り
上
げ
る

「心
」

の
概
念

は
、
五
十
代

で
の
心

の
豊
富
な
想
像
力

か
ら
七

十
代

に
お
け
る
心
の
自
由
な
発
揮
、
そ
し
て
八
十
代

に
は
は
っ
き
り
と

「心

の

塵
埃
を
掃
う
」

へ
と
帰
結
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
画
面

に
お
い
て
、
画
題
内
容

の

豊
富
さ
、
ま
た
は
自
由
奔
放
な
表
現
力
と
強

い
個
性

の
表
れ
を
見
出
す
こ
と
が

出
来

る
。
そ
し
て
こ
の
変
化

の
過
程
は
ま
さ

に
鐵
斎
晩
年

の
独
特
な
画
風

へ
の

道
程
で
も
あ
る
。

「遊
び
心
」

に
由
来

す
る

ユ
ー

モ
ァ
感
覚

富
岡
鐵
斎
晩
年
の
独
特
な
画
風
を
構
成
す

る
も
う

一
つ
の
大
き
な
特
色
と
し

て
、
作
品

の
中

に
溢
れ
る

ユ
ー
モ
ア
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の

ユ
ー
モ
ア
は
鐵
斎

の
晩
年

の
作
品
の
筆
致
や
構
図
に
読
み
と
れ

る

「遊
び
・19
」
に
由
来
す
る
も

の

と
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
元
来

の
文
人
画
は
余
技
と
し
て
描
か
れ
る
絵

の
こ
と
で

あ
り
、
鐵
斎
自
身
も

「文
人
画

・
南
宗
画
は
自
己

の
性
情
を
淘
汰
す
る
遊
戯

で

　む
　

あ
る
」
と
語

っ
た
よ
う

に
、
そ
も
そ
も
文
人
画

の
内

に
遊
び
心

の
要
素
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
鐵
斎

の

「遊
び
心
」
は
は
る
か
に
そ

の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
い
る
こ
と
が
、
賛
文
の
分
析
を
通
じ
て

一
層
明
確
に
な

っ

て
く
る
。
『鐵
斎
研
究
』
の
作
品
を
見
る
限

り
、
賛
文

か
ら
明
ら
か
に

「遊
び

心
」
が
見
ら
れ
る
作
品

は
主
に
七
十
歳
代
後
半
か
ら
八
十
歳
代
後
半
ま
で
の
問

に
多
く
描

か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
次

に
こ
の

「遊
び
心
」
の
具
体
的
な

現
れ
方

に
つ
い
て
検
討

し
て
み
よ
う
。

一

文
字
と
絵
の
遊
び
方

鐵
斎
画
の

ユ
ー
モ
ア
に
つ
い
て
は
、
そ
の
賛
と
絵
を

一
緒

に
扱
う
こ
と
に
よ

っ
て
初

め
て
、
彼

の
遊
び
心
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
賛

文
と
絵

は
内
容
的
に
繋
が

っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
鐵
斎
は
構
図

に
お
い
て

も
賛
そ
の
も

の
を
絵
に
し
、
ま
た
絵
を
賛

の

一
部
に
す
る
こ
と
も
試
み
て
い
る
。

あ

さ
起

。

い
さ

ぎ

よ
き

。

辛

ぽ

う

の
よ

き

。

ゆ

だ

ん

の

な
き

。

萬

程

よ
き

。

慈

悲

深

。

正

直

。

か

せ

ぎ

。

費

の
無

。

家

内

む

つ
ま

し

き

。

よ

う

ぜ

う

(養
生

)

の
善

。

(六

十

四
歳
作

『立
身

木

図
』
、

『鐵

斎
研
究

』
第

二
十

九
号

作

品
五

、
図

13
。

八
十

九

歳
作

『立

志

起
家

図

』
、

『
鐵
斎

研
究

』

第
十

九

号
作

品

二
十

六
、

図

14
)

こ
の
賛
は
徳
川
家
康

の
家
訓
に
よ

っ
て
お
り
、
内
容

は
家
を
繁
栄
さ
せ
る
為

の
覚
え
書
き

で
あ
る
。
こ
れ
が
書
か
れ
て
い
る
作
品
図
13
と
図
14
を
見
る
と
、

明
ら
か
に
賛
文
の
文
字
そ
の
も
の
が
絵

に
な

っ
て
い
る
。
賛
文

の
そ
れ
ぞ
れ
の

句

に

「き
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
も
じ

っ
て
、
鐵
斎
は
そ
れ
を

「木
」

に

見
立
て
、
画
面
全
体
に
大
き
な
木
を
描

い
て
い
る
。
六
十
四
歳

に
描
い
た
図
13

の

『立
身
木
図
』
は
画
題
通
り

一
本

の
木
の
構
図

に
な

っ
て
い
る
が
、
こ
の
木

の
根
幹
と
枝

は
す
べ
て
賛

の
文
字
か
ら
な

っ
て
い
る
。
木

の
根
元
に
太

い
強
靱

な
筆
触
で

「正
直
」

の
二
字
が
書
か
れ
、
そ
こ
か
ら
ま

っ
す
ぐ
上
に
向
か

っ
て

「慈
悲
深
、
萬
程
よ
き
」
を
真

ん
中

の
根
幹
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
鐵
斎
が
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こ
の
内
容
を
最
も
大
切
な
修
身
の
訓
え
と

し
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
即
ち
家

を
繁
栄
さ
せ
る
為
の
要
素
と
し
て
最
も
根
本
的
な
も
の
は
、
「正
直
」

で
あ
り
、

そ
の
上
に

「慈
悲
深
、
萬
程
よ
き
」

の
心
を
持

つ
こ
と
が
家
人

の
根
幹
と
し
て

い
る
。
そ
の
他

の

「あ
さ
起
。
い
さ
ぎ
よ
き
。
辛
ぽ
う
の
よ
き
。
ゆ
だ
ん
の
な

き
。」
等

は
、
木

の
幹

に
寄
り
添
う
枝
や
葉

の
よ
う
な
も

の
で
、
同
じ
よ
う

に

大
切
な
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
が
全
部
具
わ

っ
て
こ
そ
、

一
家
も

一
本

の
木

の
よ
う
に
繁
盛
す
る
と
、
鐵
斎
は
こ

の
絵
を
通
じ
て
訓
え

て
い
る
の
で
あ

る
。
従

っ
て
、
こ
の
画
に
お
い
て
の
文
字

は
、
文
字

の
意
思
伝
達

の
役
割
と
同

時

に
、
そ
れ
以
上
に
構
図

の
上
か
ら
象
徴
的
な
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

同
じ
様
な
構
図

は
八
十
九
歳
作

の

『立
志
起
家
図
』
(図
14
)
に
も
見
ら
れ

る
。
こ
の
図

に
お
い
て
は
、
木
と
賛

の
位
置
や
按
配
は
図
13
と
さ
ほ
ど
変
わ
り

が
な
い
け
れ
ど
も
、
根
元

に
木
を
植
え
て
い
る
人
物
と
木
の
枝
に
掴
ま

っ
て
ぶ

ら
下
が

っ
て
い
る
子
供
が
描

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
は
自
ら
の
手
で
家
を

繁
栄
さ
せ
る
べ
し
と
い
う
意
味
を
暗
示
す
る

一
方
で
、
子
供
が
木

の
上
に
登

っ

て
頬
笑
み
な
が
ら
遊
ん
で
い
る
様
子
を
描
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
画
面

に
頬
笑
み

を
与
え
る
と
共

に
、
子
孫

の
繁
栄
の
意
を
暗
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

図13鐵 斎 立身木図

(『鐵斎研究』第二十九

号作品五より)

図14鐵 斎 立 志 起 家 図(『 生 誕

150年 記念富 岡鐵斎展 』(1985)図

録 より)

守

口
如
瓶
。
五
言
絶
句

一
首
。
毎
字
倶
加

一
口
字
。

其
讀
法
如
左
。
嘯
咏
只
含
嘸
。
咨
嗟
加
囁
喀
。
知

君
嗔
喋
舌
。
吃
吶
可
如
吾
。

瓶

の
口
が
す
ぼ

ん
で
い
る
よ
う
に
、
口
を
と
じ
て
、

し
ゃ
べ
る
こ
と
を
慎
む
。
下
の
瓶
の
内

に

「肅
永

八
今
黒
次
差
力
聶
需
矢
尹
眞
某
千
乞
内
丁
女
五
」

の
二
十
字
を
配
し
、
中
央
に
口
の

一
字
が
あ
る
が
、

そ
の
二
十
字

の
各
々
に
口
の
字
を
加
え
る
と
、
左

の
よ
う
な

一
首

の
五
言
絶
句
に
な
る
。
私
は
俗
世

を
超
越

し
て
、
う
そ
ぶ
き
詠
じ
、
た
だ
沈
黙
を
守

る
の
み
。
世
人
は
た
め
い
き
を

つ
い
て
な
げ
き
、

そ
の
上
ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
と
し
ゃ
べ
る
。
君
が
お
し
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や
べ

り

を

お

こ

っ
て

い

る

こ

と

は

知

っ
て

い

る
。

よ

ろ

し

く

吾

の
よ

う

に

口

下

手

で
あ

れ
。

(七
十

歳
作

『松

芝

不
老

図

』
、

『
鐵
斎

研

究
』

第

二
十

九
号

作

品
十

七
、

図

15
。

七
十

九

歳
作

『長

守
富

貴

図
』
、

『鐵

斎

研
究

』
第

三

十

七

号

作
品

二
十

三
、

図

16
)

図16鐵 斎 長守富貴図(『鐵斎研究』第三 図15鐵 斎 松芝不老図(『鐵斎研究』第二

十七号作品二十三 より)十 九号作品十七 より)

図
15
と
図
16
は
そ
れ
ぞ
れ
松
芝
と
牡
丹
を
描

い
た
も
の
で
あ
る
が
、

共
通
す
る
特
徴
は
花
瓶
が
中
央

に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
花
瓶

に
鐵
斎
は
文
字

の
ゲ
ー
ム
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
謎
詩
を
題
し
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
全
く
関
係

の
な
い
二
十
文
字

に
、
口
と
い
う
字
が

加
え
ら
れ
る
と
、
「瓶

の
口
が
す
ぼ
ん
で
い
る
よ
う
に
、
口
を
と
じ

て
、
し
ゃ
べ
る
こ
と
を
慎
む
」
と
い
う
意
味

の
詩
に
な
る
。
ま
た
二

十

の
文
字
が
真
ん
中

の
口
と
い
う
字
を

「守
る
」
構
図
に
な

っ
て
い

る
の
は
、
瓶
の
口
が
す
ぼ
ん
で
い
る
よ
う
に
、
口
を

「守
る
」
と

い

う
意
味
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
画

に
お
い
て
も
、
文
字
が
意

味
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
絵
と
し
て
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る

と
言
え
よ
う
o

伝
統
的
文
人
画
に
お
い
て
は
画
と
賛
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
扱
わ
れ

る
の
に
対
し
、
鐵
斎
は
こ
こ
で
文
字
遊
び
を
絵
の
中
に
取
り
込
み
、

ま
た
文
字
そ
の
も
の
を
構
図
と
し
て
象
徴
性
を
与
え
、
さ
ら
に
文
字

を
絵

に
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ
は
文
字
と
絵

の
境
界
線
を

な
く
そ
う
と
す
る
大
胆
な
遊
び
心
と
見
る
こ
と
が
出
来

る
。

二

神
の
扱
い
方

こ
の
種

の
大
胆
な
遊
び
心
は
、
聖
な
る
神
様

の
扱
い
方
に
も
見
ら
れ
る
。
鐵

斎
は
神
様

・
聖
人

・
仙
人
を
描

い
た
作
品
を
多
く
残
し
て
い
る
が
、
そ
ん
な
中

に
神
様
を

「笑
い
」

の
内
に
描
こ
う
と
し
た
作
品
が
見
ら
れ
る
。
次
に
こ
の
よ

124
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う
な
作
品
を
通
じ
て
、
鐵
斎

の

「遊
び
心
」
を
解
読
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(
一
)

「神
」
を
遊
ぽ
せ
る
心

鐵
斎
は
よ
く
神
仙

の
遊
ぶ
場
面
を
描

い
た
。
例
え
ば

『七
福
遊
戯
図
』
(八

十
九
歳
作
、
『鐵
斎
研
究
』
第
五
十
号
作
品
十
五
、
図
17
)
で
は
、
七
福
神
が

一
堂

に
集
ま
り
談
笑
し
て
い
る
場
面
を
描
き
、
次

の
賛
を
添
え
て
い
る
。

神
仙
窟
裏
虚
心
楽
。
寿
老
社
中
富
貴
遊
。

神
仙

の
住
む
洞
穴

の
中
で
無
心
に
楽
し
み
、

ぶ
。

寿
老
人
の
社
中
で
富
貴
に
遊

こ
の
賛
文

は
非
常
に
簡
潔
に
諸
神
が
遊
ぶ
場
面
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

鐵
斎
は
こ
の
作
品

の
箱
書
き

に

「大
正
甲
子
歳
長
夏
。
再
観
笑
題
。
」
(大
正
甲

子
年
の
長
い
夏
、
再
び
観
て
、
笑
い
な
が
ら
題
す
る
)
と

い
う
言
葉
を
残
し
て
い

る
。
こ
れ
は
画
中

の
諸
神
が
人
々
に
笑
い
を
引
き
起

こ
し
た
こ
と
と
、
自
分
も

笑
い
を
得
た
と
い
う
二
つ
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
送

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
画
中

で
神
仙
を
遊
ば

せ
る
場
面

に
よ

っ
て
人
々
に
笑
い
を
与
え
よ
う
と
し
た

端
的
な
例
と
し
て
、
大
黒
天
と
寿
老
人
が
相
撲
を
し
て
い
る
画
が
挙
げ
ら
れ
る
。

は
だ
か
に
て
投
ら
れ
た
さ
ま
を
見
よ

福
禄
寿
も
あ

っ
た
も
の
か
は

十
代
作

『福
神
遊
戯
図
』、
『鐵
斎
研
究
』
第
二
号
作
品
十
五
、
図
18
)

(
七

こ

の
賛
文

は

「福
禄
寿

(寿
老
人
)」
と
い
う
尊

い
神
様
を

「
は
だ

か
に
て

投
げ
ら
れ
る
」
と
い
う
大
胆
な
言
葉
で
形
容
し
、
明
ら
か
に
通
常

の
神
様
を
尊

敬
す
る
表
現

で
は
な
く
、
寧
ろ
神
様
を
遊
ば

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
面
白
が

っ
て

い
る
鐵
斎

の
遊
び
心
を
表
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
画
面
を
見
る
と
も

っ
と
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
は
縦
長

の
掛
け
幅
で
、
画
面
の
上
半
分

に
賛
文
を
書

き
、
下
半
分
は
寿
老
人
が
大
黒
天
に
投
げ
ら
れ
た
場
面
を
描

い
て
い
る
。
大
黒

天
も
寿
老
人
も
通
常

の
イ
メ
ー
ジ
と
は
大
い
に
異
な
り
、
褌

一
本

で
登
場
し
て

い
る
。
大
黒
天
は
寿
老
人
を
倒
し
て
欣
喜
雀
躍
し
て
い
る
が
、
投
げ
ら
れ
た
寿

老
人
は
量
感
表
現
が
殆
ど
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
る
で
逆
さ
ま
に
な

っ
て
い
る
よ

う
な
描
か
れ
方

で
あ
り
、

一
層
滑
稽
味
を
増
し
て
い
る
。

ま
た
、
扇
面
で
は
あ

る
が
、
『角
力
図
』
(図
19
)
も
同
じ
く
大
黒
天
が
寿
老

人
を
倒
し
た
場
面
を
描

い
て
い
る
。
二
神
の
唇
と
大
黒
天

の
褌
は
強
烈
な
紅

で

施
さ
れ
、
軽
快
な
画
面

に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
図

で
は
大
黒
天
と
寿
老
人

の
間

の
空
間
感
覚

は
殆
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。

二
人
は
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
で
描
か
れ
、

寿
老
人
が
逆
さ
ま
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
投
げ
ら
れ
た
こ
と
を
想
像
さ

せ
る
だ
け
で
あ
る
。

大
黒
天
と
寿
老
人
に
角
力
を
取
ら
せ
る
と
い
う
画
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

八
十
五
歳

の
作

『問
遊
戯
図
』

(『鐵
斎
研
究
』
第
五
十
五
号
作
品
十
八
、
図
20
)

で
は
大
黒
天
と
寿
老
人
の
角
力

の
最
中
を
描

い
て
い
る
。
こ
の
図
の
賛
文

に
は

簡
単
に

「福
寿
遊
戯
」
と
書

い
て
あ

る
だ
け
だ
が
、
大
黒
天
と
寿
老
人
が
褌
姿
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図17鐵 斎 七福遊戯図(『鐵斎研究』第五十号作品十五より)

図19鐵 斎 角 力 図(『 鐵 斎 大 成』富 岡益 太 郎 ・小 高 根 太 郎 ・坂 本 光 聡 編、講 談 社、

1976～1977年 よ り)

図20鐵 斎 間遊戯図(『 生誕150年 記 念富岡鐵斎展』(1985)図 録 よ

り)

図18鐵 斎 福 神 遊 戯

図(『 鐵 斎 研 究』第 二

号作品十五 よ り)
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で
が

っ
ぷ
り
と
組
み
合

い
、
寿
老
人

の
手
が
大
黒
天
の
褌
を
掴
ま
え
、
大
黒
天

の
右
手
は
寿
老
人
の
頭
に
当

て
ら
れ
て
い
る
。
両
神

の
後
ろ
に
は
寿
老
人

の
象

徴
で
あ
る
鹿
と
大
黒
天
の
象
徴
で
あ
る
大

き
な
袋
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
お

か
し
な
場
面
と
は
如
何
に
も
似
合
わ
な

い
も
の
に
見
え
る
。
こ
の
作
品
の
箱
書

き

に
も
鐵
斎

は
次

の
よ
う
な
言
葉
を
書

い
て
い
る
。
「大
正
十
年
十
二
月
人
事

怱
忙
日
。
観
此
間
遊
戯
図
。
獨
発

一
笑
並
署
」
(大
正
十
年
の
十
二
月
人
事
が
忙

し
い
日
に
、
こ
の
間
遊
戯
図
を
観
、

一
人
で

一
笑
を
発
し
、
併
せ
て
署
す
)。
も
と

も
と
尊

い
存
在
と
し
て
描

か
れ
る
べ
き
大
黒
天
と
寿
老
人
を
、
裸
で
角
力
を
と

ら
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
鐵
斎
は
観

る
者
を
笑

い
に
誘

い
、
ま
た
自
ら
も
面
白

が

っ
て
享
受
し
て
い
る
こ
と
が
こ
の
言
葉

か
ら
察
知
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(二
)

「神
」
と

「我
」

の
接
近

鐵
斎
自
身
八
十
九
歳
と
い
う
長
寿
を
ほ

こ
っ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
神
仙
を
扱

う
作
品
の
中
で
不
老
長
寿

の
寿
老
人
を
描

い
た
も

の
が
圧
倒
的

に
多
い
。
前

に

紹
介
し
た

『七
福
遊
戯
図
』

(図
17
)
の
よ
う
な
多
く
の
神
仙
を
描

い
た
作
品

の
場
合
で
も
、
寿
老
人
が
中
心
と
な

っ
て

い
る
も

の
が
殆
ど
で
あ
る
。
そ

の
な

か
に
は
、
賛
文
を
読
む
と
鐵
斎
自
身
を
寿

老
人
に
見
立

て
て
描

い
た
作
品
も
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。

喫
飯
穿
衣
七
十
春
。
硯
田
耕
業
足
安
身
。
受
来
清
福
能
知
楽
。
我
亦
熈
朝

寿
老
人
。

飯
を
食

い
着
物
を
着
る
と
い
う
日
常
生
活
を
繰
り
返
し
て
、
七
十
歳
の
正

月
を
迎
え
た
。
書
画

の
揮
毫
を
生
業
と
し
て
、
ま
あ
何
と
か
や

っ
て
い
け

る
。
天
か
ら
賜

っ
た
清
福
を
受
け
て
、
そ
れ
を
楽
し
む
こ
と
を
知

っ
て
い

る
。
私
も
太
平
の
大
御
世

の
寿
老
人
な

の
だ
。
(七
十
歳
作

『朱
寿
老
図
』、

『鐵
斎
研
究
』
第
三
十
九
号
作
品
十
三
、
図
21
)

八
十

八
年
又
遇
新
。
児
童
侑
酒
笑
顔
頻
。
泰
平
有
象
君
看
取
。
我
是
聖
朝

寿
老
人
。

ま
た
新
年
を
迎
え
て
私
は
八
十
八
歳
に
な

っ
た
。
子
供
ら
が
酒
を
す
す
め

て
く
れ
る
の
で
、
し
き
り
に
に
こ
に
こ
笑
う
。
ご
覧
な
さ
い
、
太
平

の
世

の
し
る
し
を
。
私
は
聖
朝

に
あ
ら
わ
れ

た
寿
老
人
な

の
だ
。
(八
十
八
歳

作

『寿
老
図
』
、
『鐵
斎
研
究
』
第
四
十

一
号
作
品
十
九
、
図
22
)

こ
の
二
作
は
そ
れ
ぞ
れ
鐵
斎
が
七
十
歳
と
八
十
八
歳

の
お
正
月

の
時
に
描

い

た
も
の
で
あ
る
。
賛
文

の
中
か
ら
悠
々
自
適
な
生
活

へ
の
満
足
と
自
分
の
長
寿

へ
の
満
足
感
が
読
み
と
れ
る
。
こ
の
二

つ
の
賛
文
に
共
通
す
る
内
容
は
、
「私

も
寿
老
人
な

の
だ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
、

こ
の
言
葉
は
明
ら
か
に
鐵
斎
が
自

分

の
こ
と
を
寿
老
人
に
投
影
し
て
い
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

『朱
寿
老
図
』
は
文
字
通
り
朱
色

の
筆
を
使

い
、
簡
単
な
筆
触

で
寿
老
人
を
描

い
て
い
る
。
太
い
線
条

に
躍
動
感
が
あ
り
、
寿
老
人
の
髭
が
風
に
吹
か
れ
て
い

る
よ
う
に
横
に
な
び

い
て
い
る
表
現
は

ユ
ー
モ
ァ
感
を
か
も
し
出

し
て
い
る
。
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『寿
老
図
』

の
場
合
は
、
寿
老
人
の
顔
を
非
常

に
細

い
線
で
丁
寧

に
表
情
を
描

き
出
し
、
服
な
ど
は
比
較
的
太
い
線
で
描
き
出
し
て
い
る
。
二
図
と
も
お
正
月

に
描
い
た
も

の
な
の
で
、
両
方
と
も
寿
老
人

は
杖
を
手
に
し
、
図
22
の
寿
老
人

の
左

の
手

の
上
に
不
老
長
寿
の
象
徴
で
あ
る
仙
桃
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
こ

の
二
図
と
趣
が
異
な
る
も
の
と
し
て
、
図
23

の
よ
う
な
寿
老
人
像
も
あ
る
。
ま

ず
賛
文
か
ら
見
て
み
よ
う
。

八
十
の
老

の
至
を
て
つ
と
よ
ぶ

銕
を
ば
書

か

へ
耋
斎
と
せ
む

(『寿
老
人
図
』、
『鐵
斎
研
究
』
第
三
十
九
号
作
品
十
三
、
図
23
)

賛
文
に
寿
老

の
言
葉
は

一
つ
も
な
く
、
鐵
斎
は
自
分

の
長
寿
を
詠
じ
た
だ
け

図21鐵 斎 朱 寿 老 図

(『鐵斎研究』第三十九号

作品十三より)

図22鐵 斎 寿老 図(『 鐵

斎研究 』第四十一号作品

十九 よ り)

で
あ
る
。
こ
の
図
を
見
る
と
、
寿
老
人
と
し
て
の
シ
ン
ボ

ル
は

一
つ
も
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
し
い
老
人
が
机

の
前

に
坐

っ
て
、
右
手
に
筆
・を
持

っ
て
絵
を
描
こ
う
と
し

て
い
る
図
で
あ
る
。
明
ら
か
に
こ
の
絵
で
描
い
た
寿
老
人

は
、
完
全
に
鐵
斎
自
身

の
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し

て
寿
老
人
と
い
う
神
聖
な
存
在
に
自
分
を
投
影
し
、
さ
ら

に
そ
れ
に
な
り
き

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鐵
斎
に
と

っ
て

の
神
の
存
在
は
非
常
に
身
近
な
も

の
で
、
神
と
人
間
と
の

距
離
感
は
殆
ど
な
く
、
対
等
な
関
係

に
な

っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
言
え
よ
う
。

こ
れ
は
単

に
鐵
斎
自
身
が
長
生
き

し
た
か
ら
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
次

の
作
品
例
を
見

て
い
く
と
、
ほ
か
の
画

題

に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。

そ
れ
は
八
十
七
歳
の
作

『西
王
母
像
』

(『鐵
斎
研
究
』
第
四
十
号
作
品
二
十
八
、

図
24
)
で
あ
る
。

こ
の
図
は
伝
説
中

の
不
老
長
寿

の
仙
人
西
王
母
を
描

い
た
も

の
で
、
手

に
大
き
な
壽
桃
を
持

っ
て
い
る
西
王
母
は
唐
風
の
衣
裳
を
身
に
つ
け
、

晩
年

の
作

に
し
て
は
非
常

に
丁
寧
な
筆
致
で
描
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
賛

文
に
は
次

の
よ
う
な
言
葉
を
記
し
て
い
る
。

王
母
人
問
長
寿
仙
。
君
家
老
姥
亦
同
然
。

西
王
母
は
人
間
世
界

の
長
寿

の
神
仙
で
あ
る
。

は
り
同
じ
で
あ
る
。

君

の
家

の
お
婆
さ
ん
も
や
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こ
れ
は
鐵
斎
が
友
人
の
お
母
さ
ん
の
生
誕
を
祝
う
為
に
書

い
た
も

の
で
、
賛

文
に
は
非
常

に
庶
民
的
な
言
葉
で

「君
の
家

の
お
ば
あ
さ
ん
も
西
王
母
と
同
じ

だ
」
と
言

い
、
易
々
と
人
間
を
神
仙

に
譬
え
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
晩
年

の
鐵
斎

の
大
胆
な

ユ
ー
モ
ア
が
伝
わ

っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
大
胆
な
表
現
を
通
じ
て
、

鐵
斎
は
神
聖
な
る
存
在
、
尊
い
存
在

で
あ

る
神
様
を

「我
」

の
い
る
人
問
世
界

に
引

っ
張
り
だ
し
、
「神
」
と

「我
」
と
の
接
近
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

図23鐵 斎 寿老人図(『鐵斎研究』第二十七号作品十七より)

(三
)

「神
」
を
揶
揄
す
る
心

こ
う
し
て
神
と
我
と
の
接
近
を
果

た
し
た
鐵
斎
は
、
や
が
て
も

っ
と
大

胆
な
神

の
扱

い
方
を
見
せ
る
。
鐵
斎

の
最
晩
年
、
八
十
九
歳

の
年
に
見
ら

れ
る

一
休
禅
師
と
蓮
如
上
人

の
逸
話

に
基
づ

い
た
作
品
が
そ
の
端
的
な
表

現
で
あ
る
。

一
休
禅
師
與
蓮
如
上
人
道

(交
)
親
密
。

一
日

一
休
訪
蓮
如
於
山
科
佛
院
。

適
蓮
如
外
出
。

一
休
窃
登
佛
壇
。
手
搴
阿
弥
陀
仏
像
。
倒
之
為
枕
。
而
仰

臥
鼾
睡
。
駒
々
如
雷
。
少
間
蓮
如
帰
。
見
之
栽

一
休
肩
日
。
爾
倒
我
欖
。

我
豈
得
不
窮
乎
。

一
休
睡
覚
。
徐
起
坐
而
抵
掌
。
共
発
大
笑
。

一
休
禅
師
は
蓮
如
上
人
と
仏
道

の
交
わ
り
が
親
密
だ

っ
た
。
あ
る
日

一
休

が
山
科

の
寺
に
蓮
如
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
折
し
も
蓮
如
は
外
出
し
て
い
た
。

一
休
は
こ
っ
そ
り
佛
壇
に
登
り
、
阿
弥
陀
仏
像
を
抜
き
取
り
、
こ
れ
を
倒

し
て
枕
と
し
、
仰
向
け
に
臥
し
て
大
い
び
き
を
か
い
て
眠

っ
て
し
ま

っ
た
。

し
ば
ら
く
し
て
蓮
如
が
帰

っ
て
き
て
こ
れ
を
見
、

一
休

の
肩
を
た
た
い
て

言

っ
た
。
「
お
前
が
わ
し
の
米
櫃
を
倒
し
た
ら
、
わ
し
は
困
る
が
な
。」

一

休
は
目
を
覚
ま
し
て
ゆ

っ
く
り
起
き
あ
が
り
、
両
手
を
打
ち
共
に
大
笑

い

し
た
。
(八
十
九
歳
作

『
一
休
戯
謔
図
』
、
『鐵
斎
研
究
』
第
二
十
三
号
作
品

二
十
、
図
25
)

こ
の
逸
話
を
読
む
と
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は

一
休
と
蓮
如
が
共
に
阿
弥
陀

図24鐵 斎 西 王 母 像

(『鐵斎研究 』第四十号作

品二十ノ丶よ り)
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仏
を
揶
揄
し
た
話

で
あ

っ
て
、
阿
弥
陀
仏
を
尊

い
仏
様
と
し
て
尊
敬
し
、
礼
拝

す
る
と
い
う

一
般
的
な
常
識

か
ら
極
め
て
外
れ
た
話

で
あ
る
。
図
25
は
大
胆
な

筆
触

で
こ
の
話
を
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
画
題
と
し
て
取
り
入
れ
た

作
品
は
鐵
斎

の
最
晩
年
八
十
九
歳
の
年
に
し

か
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
画
題

の
作

品
は
、
『鐵
斎
研
究
』
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
も

の
を
見
た
限
り
、
三
点
も
あ

っ

た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
最
晩
年

の
鐵
斎
が

こ
の
話
を
大
変
気
に
入

っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
ま
た
こ
れ
を
神
を
遊
ば
せ
る
画
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
鐵
斎
に
も

一
休
や
蓮
如
と
同
じ
く
神
を
面
白
が
り
、
さ
ら
に
揶
揄
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
鐵
斎
は
聖
な
る
神
様
を
遊
ば
せ
た
り
、
自
分
を
神

に
譬
え

た
り
、
さ
ら
に
は
神
様
を
揶
揄
し
た
り
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
神
様
と
存
分
に

遊

ん
だ

の
で
あ

る
。
鐵
斎
が
神
を
遊
ぽ

せ

て
笑

い
を
得

る
事
や
、
「神
」
と

「我
」
と
の
距
離

の
短
縮
、
さ
ら
に
は
神
を
揶
揄
す
る
過
程

に
お
い
て
、
鐵
斎

に
と

っ
て
の

「神
」
は
既
に
い
わ
ゆ
る
聖
な
る
尊

い
も

の
で
は
な
く
な
り
、
自

図25鐵 斎 一 休戯 謔 図(『 生誕150

年記念 富岡鐵斎展』 図録 よ り)

分
と
同
等

の
存
在
と
な

っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
逆
に
い
う
と
、
鐵
斎
は

一
般
的
な
世

間
の
常
識
か
ら
見
た
尊

い
存
在
の
神
様
と
自
分

の

存
在
を

一
致
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
は
鐵
斎

の

「心
」
が

「神
」
ま
た
は

「天
」

と
合
致
し
た
心
境
を
暗
示
し
た
表
現
と
言
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

三

画
中
と
画
外
の
交
響

鐵
斎
画

の
遊
び
心
の
も
う

一
つ
の
特
徴
は
、
画
面
と
描
き
手
、
画
面
と
見
る

者

の
間
の
境
界
線
を
破
る
こ
と
に
あ
る
。

一
つ
は
描
き
手
と
し
て
の
鐵
斎
が
自

分
を
画
面

の
内

に
取
り
入
れ
、
自
分
を
か
ら
か
う
こ
と
に
よ
っ
て

ユ
ー
モ
ア
を

生
み
出
す
手
法

で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
賛
文

に
観
衆
が
画
面
の
人
物

に
話
し
か

け
る
よ
う
な
内
容
を
盛
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
画
中
と
画
外
の
世
界
を
共
鳴
さ
せ

る
手
法
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
を
次
の
二
作
を
通
し
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

落
柿
舎

の
ま

つ
り
に
我

ハ
落
車
哉
。
(六
十
九
歳
作

『落
車
図
』、
『鐵
斎
研

究
』
第

一
号
作
品
十
六
、
図
26
)

明
治
三
十
七
年
十

一
月
二
十
日
、
鐵
斎
は
嵯
峨
の
落
柿
舎

で
開
か
れ
た
向
井

去
来

の
二
百
年
祭

に
出
席
す
る
た
め
、
人
力
車

に
乗

っ
て
出
か
け
た
が
、
途
中
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で
車
夫
が
石
に
つ
ま
ず

い
て
た
お
れ
、
鐵
斎

は
車
か
ら
投
げ
出
さ
れ
て
重
傷
を

負

っ
た
。
し
か
し
鐵
斎
は
少
し
も
車
夫
を
咎

め
ず
、
逆

に
慰
め
た
と
い
う
。
図

26
の
賛
文

は
そ
の

一
部
始
終
を
記
録
し
た
上
で
、
「落
柿
舎

の
ま

つ
り
に
我

ハ

落
車
哉
」
と
駄
洒
落

の

一
句
で
、
自
分
を
笑

い
の
タ
ネ
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
図

に
は
車
夫
が
倒
れ
、
鐵
斎
が
車
か
ら
落
ち
た
場
面
を
描

い
て
い
る
が
、

車
夫
は
濃
墨
で
大

の
字
に
描
か
れ
、
鐵
斎
は
簡
単
な
線
条

で
描
き
出
さ
れ
て
い

る
。
倒
れ
た
鐵
斎

の
両
足
は
後
ろ
の
方
に
投
げ
出
さ
れ
、
下
駄
は
前
に
落
ち
て

い
る
が
、
顔
に
苦
痛

の
表
情
は
な
く
、
非
常

に
滑
稽
な
光
景
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。

董

図26鐵 斎 落車図(『 鐵斎研 究』第一号作品十六 よ り)

塵
も
な
き
清
き
心

の
寒
山

は
箒
を
す
て
て
何
を
す
る

や
ら
。
(八
十
歳
作

『寒
山

拾
得
図
』、
「鐵
斎
研
究
』
第

五
十
二
号
作
品
十
四
、
図
27
)

こ
の
図
は
あ

の
有
名
な
寒
山
と
拾
得

の
話
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
図
は
寒
山

が
石
壁
に
詩
を
題
す
る
光
景

で
、
寒
山
が

「我
心
如
」

の
三
字
を
書
き
終
わ

っ

た
所

で
あ
る
。
非
常

に
大
胆
な
太
い
筆
致

で
寒
山
と
拾
得
を
描

い
て
い
る
が
、

二
人

の
顔
の
表
情
と
動
作
は
誇
張
さ
れ
、
面
白
お
か
し
く
描

か
れ
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
賛
文
を
見
る
と
、
寒
山
が
字
を
書

い
て
い
る
場
面

に
つ
い
て
で
は
な
く
、

寒
山
が
書
き
終
わ

っ
た
ら

「箒
を
す
て
て
何
を
す
る
や
ら
」
と
、
見
る
者
が
画

中

の
人
物

に
語
り
か
け
る
よ
う
な
内
容
に
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
画
面
外
に

想
像

の
空
間
が
生
ま
れ
、
賛
文
を
通
し
て
絵

の
中

の
人
物
に
語
り
か
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
見
る
者
と
描

か
れ
た
対
象
と
の
問

に
共
鳴
が
生
じ
、
鑑
賞
者
と
絵

の
中

の
人
物

の
境
界
線
が
消
え
、
絵

の
ス
ケ
ー
ル
を
想
像
の
空
間
に
拡
げ

て
い

る
。
従

っ
て
、
画
の
ス
ケ
ー
ル
は
広

い
想
像
的
な
空
問

へ
と
開
放
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

鐵
斎
は
第

一
に
文
字
と
絵

の
遊
び
に
よ

っ
て
書
と
画
の
境
界
線
を
な
く
し
、

第
二
に
聖
な
る
神
様
を
遊
ば
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て

「神
」
と

「我
」

の
世
界
と

斎

.

図27鐵 斎 寒山拾得図(「鐵

研究』第五十二号作品十 四

り)
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の
合

一
を
表
現
し
、
さ
ら
に
神
を
揶
揄
す
る
遊
び
心
に
よ

っ
て
人
間
と
神
と
の

境
界
線
を
な
く
し
、
第
三
に
画
中
と
画
外
を
交
響
さ
せ
る
表
現
手
法

に
よ

っ
て

絵
そ
の
も
の
と
観
者
の
問

の
境
界
線
を
な
く
し
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
境
界

線
を
な
く
す
と
い
う
鐵
斎

の
遊
び
心
は
、
前

述
し
た
鐵
斎

の
晩
年

「従
心
所

欲
」
と
い
う
陽
明
学
的
な
特
徴
と
非
常

に
似

て
い
る
。

こ
の
遊
び
心
の
強
さ
は

単

に

ユ
ー
モ
ア
を
引
き
出
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
鐵
斎
画
の
表
現
空
間
を
絵
そ

の
も
の
か
ら
解
放
し
、
画
題
が
帯
び
る
空
問
を
固
有

の
認
識
や
考
え
か
ら
解
放

し
、
さ
ら
に
絵
の
鑑
賞
空
間
を
画
面

の
有
限
空
間

か
ら
想
像

の
無
限
空
問
ま
で

拡
大
さ
せ
た
。
即
ち
、
鐵
斎
画

の
一
つ
の
特
徴

で
あ
る

ユ
ー
モ
ア
は
、
直
接
的

に
は
彼

の
遊
び
心

に
由
来
す
る
も
の
と
は
言

え
、
そ
の
遊
び
心
の
強
さ
は
単
な

る

ユ
ー
モ
ア
の
創
出
を
超
え
て
、
晩
年
の
鐵
斎
画
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
や
個

性
と
気
迫
の
強
さ
に
ま
で
影
響
を
与
え
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り

に

伝
統
か
ら

の
逸
脱
、
画
風
に
お
け
る

「痴

・
奇

・
拙

・
醜
」

の
追
求
、
自
我

と

「心
」

の
重
視
、
「遊
び
心
」
を
ベ
ー
ス
に
築
き
上
げ

た

ユ
ー
モ
ア
、
賛
文

か
ら
読
み
と
れ
る
鐵
斎

の
藝
術
観
は
実

に
こ
の
よ
う
な
多
彩
多
様
な
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
個
性
溢
れ
る
藝
術
観
を
貫
き
、
開
花
さ
せ
た
か
ら
こ
そ
、
鐵

斎
画

の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
、
力
強
さ
が
時
代
や
分
野
を
問
わ
ず
、
人
々
を
魅

了
し
た
の
で
あ
る
。

「鐵
斎

の
前

に
鐵
斎
は
な
し
、
鐵
斎

の
後
に
も
鐵
斎
は
な
し
」
と
よ
く
言
わ
れ

て
き
た
。
確

か
に
伝
統
文
人
画

の
視
点
か
ら
見
る
と
、
十
九
世
紀
中
後
期
か
ら

西
洋
文
化

の
衝
撃
で
文
人
画
が
衰
弱
の
道
を
辿

っ
た
時
代
背
景
を
考
・兇
る
と
、

文
人
画
家
富
岡
鐵
斎

の
後
継
者
は
い
な
か

っ
た
。
が
、
美
術
界
で
は
西
洋
画

の

様
式
を
盛
ん
に
導
入
し
た
中
、
そ
ん
な
画
壇

か
ら
離
れ
読
書

・
作
画
三
昧
な
生

活
を
送
り
、
伝
統

の
東
洋
文
化
に
身
を
染
め
、

一
文
人
画
家
と
し
て
の
姿
勢
を

保
ち
な
が
ら
築
き
上
げ
た
鐵
斎

の
こ
の
画
風
は
、
実

に
原
始
主
義
、
稚
拙
を
重

ん
じ
る
近
代
藝
術
と
通
じ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

大
正
時
代

に
な

っ
て
、
西
欧
か
ら
印
象
派
や
後
期
印
象
派
が
盛

ん
に
紹
介
さ

れ
始
め
た
時
代
に
、
富
岡
鐵
斎
の
藝
術
は
若

い
藝
術
家
達

の
問

で
反
響
を
起

こ

し
た
。
鐵
斎

の
色
彩

に
感
動
し
た

一
人
で
あ
り
、
豊
か
な
装
飾
性
と
自
在
な
フ

ォ
ル
ム
に
よ
る
生
命
感
溢
れ
る
絢
爛
た
る
画
風

で
有
名
な
洋
画
家
梅
原
龍
三
郎

(
一
八
八
八
～

一
九
八
六
)
は

「自
分
は
鐵
斎

の
晩
年

の
作

の
す
べ
て
に
傾
倒

し

て
い
る
が
、
殊

に
時
折
色
彩

の
濃
厚
な
も

の
を
見

て
頗

る
驚
嘆
す
る
も

の
が

　　
　

あ
る
」
と
言

っ
て
い
る
。
ま
た
文
学
者

の
武
者
小
路
実
篤

は

「彼
は
た
し
か
に

　ぴ
ソ

色
彩
家

で
あ

っ
て
、
新
鮮
な
色
を
よ
く
生
か
し
居
る
」
と
語

っ
た
と
い
う
。
当

時
、
白
樺
派

の
人
々
や
梅
原
龍
三
郎
な
ど
自
由
な
人
間
性
と
形
式
を
破

る
こ
と

を
求
め
た
新
し
い
藝
術
主
義
者
達
は
殆
ど

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
藝
術

か
ら
出
発

し
た
の
だ
が
、
後
に
彼
等
は
そ
の
理
想
と
感
動
を
身
近
な
存
在

で
あ
る
富
岡
鐵

斎
に
見

つ
げ
た
。
新
し
い
個
性
を
求
め
る
藝
術
家
達
を
魅
了
し
た
鐵
斎
藝
術

の

特
徴
は
、
ま
さ
に
以
上
述

べ
て
き
た
鐵
斎
の
藝
術
観
か
ら
出
発
し
た
も

の
で
あ

る
。
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富岡鐵斎

十
九
世
紀

の
後
半
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
の
対
立

の
中
で
新

し
い
物
の
見
方
を
求
め
て
印
象
派
が
登
場

し
、
西
洋

の
近
代
藝
術
が
発
展
し
た
。

こ
の
意
味
で
言
え
ば
、
富
岡
鐵
斎
の
藝
術

は
日
本
、
或

い
は
東

ア
ジ
ア
の
美
術

史
、
文
化
史
上

に
お
い
て
、
印
象
派

の
西

洋
美
術
史

の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
役

割
を
果
た
し
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。

今
日
の
人
々
は
近
代
藝
術
と
言

っ
た
場

合
、
自
然

に
そ
れ
は
西
洋
的
、
或

い

は
西
洋
の
影
響
下
に
あ
る
藝
術
を
思

い
起

こ
す
こ
と
が
多
い
。
そ
の
大
き
な
要

因
と
し
て
、
近
代
化

の
進
む
過
程
で
東

ア
ジ
ア
の
国
々
が
置
か
れ
た
特
殊
な
歴

史
状
況
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
十
八
世

紀
以
来
西
洋
文
明
が
世
界
を
支
配
す

る
よ
う
に
な
り
、
西
洋
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
国
々
が
西
洋
に
目
を
向
け
る
よ

う
に
な
る
過
程

の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
在

来
文
化
と
歴
史
を
無
視
す
る
と

い
う

性
急
な
論
が
多

か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時

代
背
景

の
な
か
で
、
文
人
画

の
思
想

的
な
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
そ
の
中

に
潜
む
正
統

に
反
す
る
部
分
を
大
切

に
し
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
築
き
上
げ
た
豊

か
な
感
覚

こ
そ
、
鐵
斎
藝
術

の
最
も

大
き
な
意
義

で
は
な
か
ろ
う
か
。

注(
1
)

武

者

小

路

実
篤

『美

術

を
語

る
』
、
文

藝

春

秋

社

、

一
九

四

二
、

二

一
七

1

二

一
八
頁
。

(
2
)

小

高
根

太
郎

『富

岡
鐵

斎

の
研
究

』
、
藝

文
書

院

、

一
九

四
四
。

(3
)

鐵
斎
が
安
藤
茂

一
氏
宛
に
書
い
た
書
翰
で
あ
る
。
安
藤
茂

一
は
信
州
飯
田

の
画
人
で
、
鐵
斎

に
教
え
を
乞

っ
た
が
、
鐵
斎
は
書
翰
を
出
し
て
、
南
画

(文
人
画
)
の
由
来
を
語
り
な
が
ら
、
当
代
の
南
画

の
退
廃
を
嘆
き
、
自
分

が
弟
子
を
と
ら
な
い
理
由
を
説
明
し
て
謝
絶
し
た
。
ま
た
画
家

の
名
手
何
人

か
の
名
前
を
挙
げ
、
そ
の
筆
を
熟
覧
す
る
よ
う
に
助
言
し
、
更
に
竹
洞
山
人

の
画
論
の
小
巻
を
送
っ
た
と
い
う
。
『現
代
日
本
美
術
全
集
1

富
岡
鐵
斎
』

所
収
、
集
英
社
、

一
九
七
三
、

=
二
〇
頁
。

(4
)

「画
論
」
に
お
い
て
、
鐵
斎
は
色
彩
画
か
ら
水
墨
画

へ
の
変
遷
は
、
「画
を

写
す
に
形
似
を
貴
ぶ
」
と
い
う
写
実
主
義
か
ら
神
気
の
活
動
を
重
ん
じ
る
こ

と
へ
の
転
換
で
あ
る
と
言
い
、
南
画
の
起
源
ま
で
の
沿
革
を
語

っ
た
。
特
に

元
の
四
大
家
を
取
り
上
げ
て
南
宗
画
の
精
妙
の
所
在
を
論
じ
、
ま
た
当
代
南

画
の
退
廃
と
彩
色
画
法

の
衰
退
に
つ
い
て
感
慨
し
た
。
『画
林
』
十
号

(
一

九
〇
五
)
に
発
表
し
た
も
の
で
、
原
文
は
文
語
体
、
現
代
語
訳

の
内
容
は

『現
代
日
本
美
術
全
集
1

富
岡
鐵
斎
』
所
収
、
集
英
社
、
一
九
七
三
、

一
三
〇
頁
。

(5
)

「山
水
画
談
」
は
鐵
斎
が
大
阪
毎
日
新
聞
に
書
い
た
文
章
で
あ
る
。
こ
の

中
に
鐵
斎
は
元
の
黄
大
痴
の

『天
地
石
壁
図
』
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
真
贋

の
話
か
ら
、
大
雅
堂
が
祗
園
南
海
か
ら
も
ら
っ
た
図
帖
の
話
ま
で
語

っ
て
、

殆
ど
雑
談
で
終
わ

っ
て
い
る
。
『現
代
日
本
美
術
全
集
1

富
岡
鐵
斎
』
所

収
、
集
英
社
、

一
九
七
三
、

=
二
〇
頁
。

(6
)

例
え
ば
小
高
根
太
郎
は
以
上
の
画
論
を
援
用
し
な
が
ら
、
鐵
斎
は

「中
国

文
人
画
の
客
観
的

・
写
実
的
な
傾
向
と
主
観
的

・
表
現
的
な
傾
向
を
共
に
研

究
し
た
が
、
体
質
的
に
は
後
者

の
ほ
う
を
好
ん
だ
」
と
言

っ
た
。
小
高
根
太

郎

『日
本
近
代
絵
画
全
集
第
十
四
巻

富
岡
鐵
斎
』、
講
談
社
、

一
九
六
三
、

四
六
頁
。
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(
7
)

小
高

根

太
郎

『
日
本
近

代

絵

画
全

集

第
十

四
巻

富

岡
鐵
斎

』
、

講

談
社

、

一
九

六
三
、

六

一
頁

。

(
8
)

『
鐵
斎

研
究

』
、

一
九

六
九

年

か
ら

一
九
九

六

年

に

わ

た

っ
て
鐵
斎

研

究
所

に
よ

っ
て
編

纂

さ
れ

た
雑

誌

。
全

七
十

一
号
、

鐵
斎

の
主

な
作

品

二
千

余
点

に

つ
い

て
賛

文

の
解

読

を
行

っ
た
。

(
9
)

小
高

根

太

郎

『
現

代

日
本

美

術

全

集

1

富

岡

鐵

斎

』
、
集

英

社

、

一
九

七

三
。

(
10
)

富

岡

鐵
斎

「安

藤

茂

一
宛

書
翰

」

『
現
代

日

本
美

術

全
集

1

富

岡
鐵

斎

』

所
収

、
集

英
社

、

一
九

七
三
、

一
三
〇
頁

。

(
11
)

梅

原
龍

三
郎

「鐵

斎

の
色
感

」

『
鐵
斎
』
、
筑

摩
書

房
、

一
九

六
六

。
.

(
12
)

武

者
小

路
実

篤

「
人
界

の
龍

」

『
鐵
斎
』
、
筑

摩
童
旦
房
、

一
九

六
六

。
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