
六
一

耳
鳥
齋
に
よ
る
戯
画
の
源
泉
（
中
谷
）

耳
鳥
齋
に
よ
る
戯
画
の
源
泉

中　

谷　

伸　

生

は
じ
め
に

　

耳
鳥
齋
の
戯
画
の
源
泉
は
何
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
い
く
つ
か
の
主
張
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
今
な
お
明
確
な
結
論
は
出

て
い
な
い
。
耳
鳥
齋
の
戯
画
の
源
泉
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
英
一
蝶
、
与
謝
蕪
村
、
古

、
上
田
公
長
、
大
津
絵
、
鳥
羽
僧
正

覚
猶
、
鳥
羽
絵
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
実
の
と
こ
ろ
、
戯
画
作
者
と
し
て
の
耳
鳥
齋
の
出
自
は
不
明
で
あ
る
。
始
め
は
狩
野
派
の
小
柴
探

春
齋
（
守
直
）
に
絵
画
を
習
っ
た
と
い
う
伝
聞
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
耳
鳥
齋
の
戯
画
の
出
自
と
は
無
関
係
で
あ
ろ
う
。
続
い
て
、
蕪
村
と

の
関
係
で
は
、
高
安
月
郊
が
『
上
方
趣
味
』（
大
正
十
四
年
・
一
九
二
五
年
）
に
お
い
て
、
耳
鳥
齋
の
戯
画
に
は
蕪
村
の
影
響
が
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
明
誉
古

と
の
関
係
で
い
え
ば
、
古

の
数
多
い
「
大
黒
天
図
」
の
い
さ
さ
か
滑
稽
な
雰
囲
気
が
、
耳
鳥
齋

の
戯
画
と
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
暁
鐘
成
は
『
浪
華
名
家
墓
所
集
』
附
録
に
お
い
て
、「
鳥
羽
僧
正
古

の
間
を
學
ん
で

狂
畫
に
達
し
大
に
雅
致
あ
り
」
と
記
し
て
い
る
。
上
田
公
長
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
高
安
月
郊
が
、
公
長
の
影
響
が
あ
る
と
言
及
し
て
い

る
が
、
両
者
の
活
動
期
間
を
考
え
る
と
、
公
長
は
耳
鳥
齋
の
次
世
代
の
画
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
影
響
関
係
で
い
え
ば
逆
に
な
る
。
ま
た
、
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大
津
絵
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
滑
稽
な
戯
画
的
性
格
や
鬼
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
用
い
る
な
ど
、
雰
囲
気
的
に
は
類
似
し
た
作
品
も
見
ら
れ

る
。
戯
画
的
作
品
で
知
ら
れ
る
一
蝶
と
の
関
係
は
、
耳
鳥
齋
筆
《
祇
園
一
力
康
楽
之
図
》
の
画
面
左
に
「
英
一
蝶
画
耳
鳥
齋
写
」
と
い
う

墨
書
の
書
き
込
み
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
直
接
の
影
響
関
係
も
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
鳥
羽
僧
正
と
の
関
連
は
、《
鳥
獣
人
物
戯
画
》

に
登
場
す
る
擬
人
化
さ
れ
た
動
物
た
ち
と
、
耳
鳥
齋
の
そ
れ
と
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
と
、
暁
鐘
成
の
前
記
の
文
献
に
「
鳥
羽
僧
正
を
学

ぶ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
な
り
昔
か
ら
両
者
の
関
係
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た
。
加
え
て
、
大
岡
春
卜
周
辺
で
誕
生
し
た
鳥

羽
絵
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
、
そ
の
人
物
描
写
が
よ
く
似
て
お
り
、
耳
鳥
齋
が
鳥
羽
絵
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る

の
も
難
し
い
が
、
耳
鳥
齋
自
身
が
、
自
分
の
絵
を
手
足
の
長
い
鳥
羽
絵
と
一
緒
に
し
て
も
ら
っ
て
は
困
る
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

簡
単
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
い
で
な
が
ら
、
耳
鳥
齋
の
戯
画
は
、
雛
屋
立
圃
に
も
似
た
所
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
耳
鳥
齋

誕
生
の
き
っ
か
け
に
は
、
大
な
り
小
な
り
多
様
な
作
品
群
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
問
い
に
対

し
て
、
ま
ず
蕪
村
か
ら
考
察
を
始
め
た
い
。

一　

与
謝
蕪
村
と
耳
鳥
齋

　

池
大
雅
と
並
ん
で
日
本
の
文
人
画
の
代
表
者
と
目
さ
れ
る
与
謝
蕪
村
は
、
多
く
の
戯
画
作
品
を
制
作
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
一
部
に
は

大
津
絵
の
学
習
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
た
《「
又
平
に
」
自
画
賛
》（
逸
翁
美
術
館
蔵
）〔
図
１
〕
の

画
面
上
部
に
は
、「
み
や
こ
の
花
の
ち
り
か
ゝ
る
ハ
光
信
が
胡
粉
の
剥
落
し
た
る
さ
ま
な
れ
り
」
と
あ
り
、
そ
の
左
に
「
又
平
に
逢
ふ
や

御
室
の
花
ざ
か
り
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
岩
佐
又
兵
衛
に
擬
し
た
架
空
の
画
家
浮
世
又
兵
衛
と
土
佐
光
信
を
結
び
つ
け
た

絵
画
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
近
松
門
左
衛
門
作
『
傾
城
反
魂
香
』
に
取
材
し
た
内
容
で
、
蕪
村
が
大
津
絵
に
興
味
を
抱

い
て
い
た
決
定
的
な
証
拠
物
件
と
な
る
。
蕪
村
が
大
津
絵
に
関
心
を
抱
き
、
そ
こ
か
ら
利
用
で
き
る
も
の
を
借
用
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
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い
が
、
そ
れ
を
具
体
的
に
指
摘
す
る
の
は
意
外
に
も
難
し
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
高
安
月
郊
に
よ
れ
ば
、
耳
鳥
齋
の
戯
画
に
は
蕪
村
の
影
響
が
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

１
）。

文
人
画
の
代
表
者
と
い
わ
れ

る
与
謝
蕪
村
の
戯
画
的
作
品
は
、
耳
鳥
齋
の
戯
画
と
多
少
と
も
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
耳
鳥
齋
は
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
に
《
地
獄
図

巻
》（
熊
本
県
立
美
術
館
蔵
）〔
図
２
〕
を
描
き
、
同
年
に
同
主
題
の
《
地
獄
図
巻
》（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）
を
制
作
し
て
い
る
。
ま
た

そ
の
頃
に
、
同
じ
く
地
獄
を
扱
っ
た
図
巻
の
《
別
世
界
巻
》（
関
西
大
学
図
書
館
蔵
）
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
種
の
画
巻
は
、
当
世

地
獄
を
描
い
た
も
の
で
、
同
じ
図
様
が
多
少
と
も
形
態
描
写
を
変
化
さ
せ
つ
つ
も
繰
り
返
し
登
場
す
る
。
す
べ
て
の
場
面
に
鬼
が
登
場
す

る
わ
け
で
あ
る
が
、
大
津
絵
の
図
様
と
共
通
す
る
耳
鳥
齋
の
「
鬼
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
た
と
え
ば
、
蕪
村
筆
《
神
変
大
菩
薩
像
》（
北

村
美
術
館
蔵
）〔
図
３
〕
に
も
登
場
し
、
画
面
上
部
に
役
行
者
（
神
変
大
菩
薩
像
）、
そ
の
下
に
二
人
の
鬼
神
が
描
か
れ
て
い
る
。
役
行
者

は
葛
城
山
中
に
籠
り
苦
行
三
〇
年
、
つ
い
に
超
人
的
な
幻
術
を
会
得
し
、
鬼
神
を
下
僕
の
よ
う
に
使
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
画
面
に
お
い

て
役
行
者
は
、
錫
杖
を
右
手
に
持
ち
、
高
下
駄
を
履
い
て
い
る
。
星
野
鈴
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
あ
た
か
も
役
行
者
は
、
岩
の
上
に
立

つ
と
い
う
よ
り
も
空
中
に
浮
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る（

２
）。
一
人
の
鬼
神
は
、
両
手
で
水
差
し
を
大
事
そ
う
に
持
ち
、
ま
さ
に
従
順
な
使
用

人
さ
な
が
ら
で
あ
る
。
も
う
一
人
の
鬼
神
は
、
手
に
持
つ
ま
さ
か
り
を
肩
に
か
け
、
こ
ち
ら
も
役
行
者
の
指
示
を
待
っ
て
い
る
様
子
で
あ

る
。
三
人
の
顔
つ
き
は
恐
ろ
し
い
と
い
う
よ
り
も
滑
稽
味
に
あ
ふ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
水
差
し
を
持
つ
鬼
神
は
、
耳
鳥
齋
や
大
津
絵
に

登
場
す
る
鬼
の
姿
に
酷
似
す
る
。
蕪
村
は
大
津
絵
の
表
現
を
採
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
肥
痩
の
線
描
を
じ
ぐ
ざ
ぐ
に
走
ら
せ
、
多
少

と
も
「
う
る
さ
い
」
と
見
え
る
線
描
の
束
は
、
大
津
絵
の
作
風
と
は
か
な
り
異
な
る
が
、
鬼
神
の
表
情
な
ど
は
、
確
か
に
大
津
絵
の
そ
れ

に
近
い
。

　

耳
鳥
齋
は
、
こ
う
し
た
蕪
村
の
形
態
モ
テ
ィ
ー
フ
を
用
い
て
い
る
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
が
、
確
か
に
、
両
者
に
は
よ
く
似
た
モ
テ

ィ
ー
フ
が
見
受
け
ら
れ
る
。
高
安
月
郊
が
、
耳
鳥
齋
に
は
蕪
村
の
影
響
が
あ
る
、
と
記
し
た
の
も
、
そ
う
し
た
類
似
関
係
に
基
づ
く
も
の
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で
あ
ろ
う
。
耳
鳥
齋
は
独
特
の
個
性
を
示
す
戯
画
を
描
き
、
蕪
村
は
画
題
や
作
風
の
幅
を
広
げ
、
日
本
・
中
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
絵
画
に
取

材
し
て
、
多
様
な
作
品
を
遺
し
て
い
る
。
蕪
村
筆
《
奥
の
細
道
図
巻
》（
安
永
八
年
・
一
七
七
九
・
逸
翁
美
術
館
蔵
）
な
ど
の
戯
画
・
俳

画
と
耳
鳥
齋
の
戯
画
で
は
多
少
と
も
趣
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
両
者
の
略
画
風
の
人
物
描
写
は
似
通
っ
て
い
る
。
蕪
村
筆
《
神

変
大
菩
薩
像
》
は
、
多
く
の
山
水
図
や
人
物
図
、
ま
た
花
卉
図
や
動
物
図
な
ど
を
制
作
し
た
蕪
村
の
作
品
群
の
中
で
も
、
牛
若
丸
と
弁
慶

の
姿
を
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
姿
で
描
い
た
《
雪
月
花
》
自
画
賛
（
逸
翁
美
術
館
蔵
）〔
図
４
〕
や
大
胆
な
肥
痩
の
線
描
を
駆
使
し
た
《
萬

歳
図
》（
個
人
蔵
）
な
ど
を
扱
っ
た
戯
画
的
絵
画
と
と
も
に
、
蕪
村
の
俳
画
と
戯
画
の
特
質
を
明
示
す
る
佳
品
で
あ
る
。

　

大
津
絵
と
の
関
係
に
言
及
す
る
と
、
単
な
る
仮
説
に
す
ぎ
な
い
が
、
耳
鳥
齋
や
蕪
村
は
、
自
己
の
絵
画
世
界
を
追
及
す
る
過
程
で
、
新

し
い
創
造
的
世
界
を
開
拓
す
る
た
め
に
、
と
き
ど
き
は
通
常
の
世
界
か
ら
脱
出
し
た
く
な
り
、
大
津
絵
に
関
心
を
抱
い
て
実
験
的
絵
画
を

描
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
両
者
の
似
通
っ
た
作
品
に
介
在
す
る
大
津
絵
の
存
在
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

要
す
る
に
、
耳
鳥
齋
と
蕪
村
の
「
大
津
絵
的
な
も
の
」
は
、
江
戸
絵
画
史
上
、
通
常
は
あ
ま
り
表
に
は
出
ず
、
見
え
隠
れ
し
な
が
ら
、

と
き
ど
き
浮
上
し
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
耳
鳥
齋
と
蕪
村
の
大
津
絵
に
寄
せ
る
関
心
は
、
蕪
村
で
は
、
丹
後
時
代
の
秀

抜
な
《
田
楽
茶
屋
図
屏
風
》〔
図
５
〕
に
お
い
て
、
す
で
に
そ
の
萌
芽
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
屏
風
は
、
こ
れ

ま
で
英
一
蝶
や
大
津
絵
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
近
年
の
研
究
で
は
、
ド
イ
ツ
の
リ
ン
デ
ン
民
族
博
物
館
所
蔵
の
一

蝶
筆
《
古
事
人
物
図
巻
》
の
中
の
「
田
楽
を
買
い
食
い
す
る
奴
た
ち
」
に
お
い
て
、
蕪
村
の
描
い
た
「
田
楽
を
焼
く
女
」、「
田
楽
を
頬
張

る
男
」
と
同
じ
ポ
ー
ズ
の
人
物
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
屏
風
の
右
端
で
「
扇
を
振
る
男
」
に
つ
い
て
も
、
フ
リ
ー
ア
美
術

館
の
一
蝶
筆
《
田
園
風
俗
図
屏
風
》
に
酷
似
す
る
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

３
）。
と
い
う
こ
と
は
、
ゆ
る
や
か
に
大
津

絵
と
の
関
連
も
否
定
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
定
打
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
一
蝶
の
影
響
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、

大
津
絵
の
影
響
が
あ
る
と
言
わ
れ
た
の
は
、
一
見
、
素
朴
簡
略
と
見
え
る
人
物
描
写
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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図１　蕪村《「又平に」自画賛》図２　耳鳥齋《地獄図巻》

図３　蕪村《神変大菩薩像》図４　蕪村《雪月花》
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つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
耳
鳥
齋
と
蕪
村
の
間
に
別
の
画
家
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
一
蝶
が
見
え
隠
れ
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
最
後

に
も
う
一
点
、
蕪
村
筆
《
井
上
士
朗
・
加
藤
暁
台
あ
て
書
簡
》（
名
古
屋
市
博
物
館
蔵
）
の
末
尾
に
添
え
ら
れ
た
略
画
〔
図
６
〕
を
紹
介

し
て
お
く
。
こ
の
手
紙
は
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
、
蕪
村
が
京
都
国
立
博
物
館
本
の
《
奥
の
細
道
図
巻
》
を

完
成
さ
せ
、
こ
れ
か
ら
暁
台
に
送
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
手
紙
の
最
後
に
添
え
ら
れ
た
略
画
風
の
人
物
図
は
、
頭
の
上
に
手
を
や
っ
て
、

滑
稽
な
姿
で
踊
る
二
人
の
男
と
そ
の
前
の
男
女
二
人
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
略
画
風
の
人
物
が
、
多
少
と
も
耳
鳥
齋
の
《
仮
名
手

本
忠
臣
蔵
》（
三
段
目
・
足
利
館
之
図
・
早
野
勘
平
）（
個
人
蔵
）〔
図
７
〕
や
絵
巻
の
《
戯
画
巻
》（
福
岡
市
博
物
館
蔵
）〔
図
８
〕
に
見

ら
れ
る
人
物
描
写
と
ど
こ
か
で
重
な
っ
て
見
え
る
。
両
者
は
酷
似
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
問
題
は
、
耳
鳥
齋
の
描
く
勘
平
や
戯
画

巻
に
登
場
す
る
人
物
の
形
態
描
写
が
、
蕪
村
の
学
習
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
論
で
あ
る
。
単
純
に
似
て
い
る
、
似
て

い
な
い
と
い
う
議
論
を
超
え
て
、
耳
鳥
齋
の
源
泉
を
考
え
る
に
際
し
て
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
留
意
点
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

二　

耳
鳥
齋
と
大
津
絵

　

さ
て
、
耳
鳥
齋
（
一
七
五
一
以
前
─
一
八
〇
二
／
一
八
〇
三
）
の
戯
画
に
は
、
江
戸
時
代
の
大
津
絵
の
影
響
が
あ
る
の
で
は
、
と
い
う

議
論
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
鬼
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
用
い
て
い
る
こ
と
や
、
略
画
風
に
崩

し
た
形
態
描
写
、
滑
稽
で
諷
刺
的
な
特
質
な
ど
、
雰
囲
気
的
に
大
津
絵
と
耳
鳥
齋
に
は
共
通
項
が
あ
り
、
何
と
な
く
関
係
が
あ
る
の
で
は
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
証
的
な
研
究
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
曖
昧
な
ま
ま
積
み
残
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま

ず
、
大
津
絵
が
江
戸
時
代
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
流
派
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
既
成
の
流
派
に

は
入
ら
な
い
庶
民
の
芸
術
、
い
や
愛
玩
物
と
で
も
い
う
べ
き
大
津
絵
は
、
決
し
て
大
向
こ
う
を
唸
ら
せ
る
絵
画
で
は
な
く
、
庶
民
の
信
仰

と
関
わ
る
大
衆
的
な
絵
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
江
戸
時
代
の
画
家
た
ち
が
、
自
ら
の
発
想
が
枯
渇
し
か
か
っ
た
と
き
に
、
作
品
制
作
の
ヒ
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ン
ト
と
な
る
も
の
は
何
か
、
と
探
し
た
挙
句
に
見
出
さ
れ
た
対
象
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
江
戸
絵
画
史
上
に
見
え
隠

れ
す
る
大
津
絵
の
図
様
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
画
家
た
ち
が
、
束
縛
に
縛
ら
れ
、
枯
渇
し
た
自
ら
の
想
像
力
を
、
生
き
生
き
と
し
た
源
泉
に
還

そ
う
と
し
た
わ
け
で
、
そ
こ
に
大
津
絵
が
見
出
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
平
た
く
言
え
ば
、
画
家
の
想
像
力
が
枯
渇
し
た
と
き
に
、

最
後
に
選
ぶ
存
在
、
そ
れ
が
大
津
絵
で
は
な
か
ろ
う
か
。
岡
倉
天
心
（
覚
三
）
は
、
徳
川
政
権
下
の
規
則
主
義
に
つ
い
て
、
琳
派
に
言
及

し
つ
つ
、「（
琳
派
は
）
不
幸
、
徳
川
体
制
の
氷
の
ご
と
き
因
襲
主
義
に
屈
し
て
、
そ
の
偉
大
な
未
来
性
を
蕾
の
う
ち
に
摘
み
取
ら
れ
て
し

ま
っ
た
」（『
東
洋
の
理
想（

４
）』）
と
批
判
し
た
が
、
大
津
絵
が
誕
生
し
た
の
は
、
島
原
の
乱
が
起
こ
っ
た
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
頃
で
、

キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
に
対
す
る
自
己
防
衛
の
た
め
の
お
札
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
も
出
て
い
る
。
と
も
か

く
、
大
津
絵
が
全
盛
期
を
迎
え
た
の
は
、
徳
川
幕
府
が
支
配
体
制
を
堅
固
に
築
い
た
時
代
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
耳
鳥
齋
ら
の
戯

画
作
者
に
と
っ
て
、
大
津
絵
は
、
自
己
の
作
画
活
動
に
新
た
な
ヒ
ン
ト
を
得
る
た
め
の
役
割
を
担
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
大
坂
の
戯
画
作
者
の
耳
鳥
齋
は
、
鳥
羽
絵
を
源
泉
に
し
て
作
画
し
た
と
も
言
わ
れ
る
が
、
耳
鳥
齋
本
人
は
、
そ
れ
を
否
定
し
て

い
る
。
鳥
羽
絵
は
と
も
か
く
、
耳
鳥
齋
の
戯
画
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
大
津
絵
か
ら
形
態
モ
テ
ィ
ー
フ
や
図
様
を
借
用
し
た
と
思
わ
れ
る

作
品
が
幾
つ
か
遺
さ
れ
て
い
る
。
木
村
蒹
葭
堂
が
著
し
た
『
蒹
葭
堂
雑
録
』
巻
三
に
は
「
狂
画
師
耳
鳥
齋
ハ
浪
花
の
産
に
て
京
町
堀
三
丁

目
に
住
し
、
俗
称
松
屋
平
三
郎
と
云
其
始
酒
造
家
な
り
し
が
後
骨
董
鋪
を
業
と
し
狂
画
を
得
て
世
に
名
高
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
耳
鳥

齋
の
戯
画
の
中
で
も
大
津
絵
を
想
起
さ
せ
る
作
品
は
、
当
世
地
獄
を
鬼
の
世
界
に
譬
え
て
滑
稽
に
描
く
寛
政
五
年（
一
七
九
三
）作
の《
地

獄
図
巻
》（
熊
本
県
立
美
術
館
蔵
）
お
よ
び
《
地
獄
図
巻
》（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）、
ま
た
、
そ
の
頃
に
描
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
《
別

世
界
巻
》（
関
西
大
学
図
書
館
蔵
）
な
ど
、
大
津
絵
の
精
神
に
近
い
基
調
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
近
松
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
大
津
絵

の
始
祖
の
浮
世
又
平
の
姿
が
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
に
出
版
さ
れ
た
耳
鳥
齋
の
『
絵
本
水
也
空
』
最
終
場
面
〔
図
９
〕
に
登
場
す
る
。

そ
こ
で
は
、
自
殺
を
決
意
し
、
石
製
の
手
水
鉢
に
自
画
像
を
描
く
又
平
が
描
か
れ
た
。
こ
の
場
面
か
ら
、
耳
鳥
齋
が
大
津
絵
を
強
く
意
識
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図10　鬼の三味線弾き図11　耳鳥齋《別世界巻》

図９　耳鳥齋《絵本水也空》
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し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

さ
て
、
耳
鳥
齋
と
大
津
絵
を
め
ぐ
っ
て
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
大
津
絵
に
登
場
す
る
と
推
測
さ
れ
る《
鬼
の
三
味
線
弾
き
》〔
図
10
〕が
、

耳
鳥
齋
《
別
世
界
巻
》
に
含
ま
れ
る
「
芸
子
法
師
の
地
獄
」〔
図
11
〕
と
重
な
り
合
う（

５
）。
耳
鳥
齋
が
描
く
老
婆
の
姿
を
し
た
鬼
は
、
三
味

線
に
さ
れ
た
哀
れ
な
男
を
爪
弾
い
て
い
る
が
、
本
来
は
恐
ろ
し
い
鬼
の
世
界
で
あ
る
は
ず
の
地
獄
が
、
お
も
し
ろ
お
か
し
く
戯
画
化
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
図
様
は
、
ま
さ
し
く
大
津
絵
に
見
ら
れ
る
精
神
を
露
わ
に
示
し
て
お
り
、
制
作
年
代
か
ら
推
測
す
る
と
、
や
は
り
大

津
絵
の
方
が
古
い
。
戯
画
作
者
の
耳
鳥
齋
は
、
間
違
い
な
く
大
津
絵
の
「
鬼
」
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
大
津
絵
の
「
鬼
の
三
味
線
」

の
画
題
は
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
ら
し
く
、
大
津
絵
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
刊
行
さ
れ
た
山
口
素
絢
（
一

七
五
九
│
一
八
一
八
）
著
『
倭
人
物
画
譜
』
後
編
に
は
、
絵
画
の
手
本
と
し
て
「
藤
娘
」
な
ど
の
画
題
と
共
に
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

素
絢
は
円
山
派
の
画
家
で
、
平
明
な
写
生
の
山
水
図
を
得
意
と
す
る
傍
ら
、
滑
稽
味
を
滲
ま
せ
る
人
物
図
で
も
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
源
泉

の
一
部
分
に
大
津
絵
が
存
在
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
画
題
「
鬼
の
三
味
線
」
の
意
味
は
、
酒
や
音
曲
に
惑
わ
さ
れ
や
す
い
男
性
に
対
す

る
警
告
で
あ
る
と
い
う
。
つ
い
で
な
が
ら
、
山
東
京
伝
に
よ
る
「
鬼
の
三
味
線
と
藤
娘
」
と
い
う
画
題
の
団
扇
絵
が
遺
存
し
て
い
る
が
、

こ
れ
も
ま
た
、
大
津
絵
の
人
気
画
題
を
合
併
し
た
も
の
で
、
京
伝
は
大
津
絵
古
画
考
証
を
『
骨
董
集
』
で
展
開
し
た
。

　

ま
た
、
直
接
の
影
響
関
係
の
有
無
を
離
れ
て
、
紀
楳
亭
に
よ
る
《
大
津
絵
見
立
て
大
野
九
郎
と
お
か
る
》〔
図
12
〕
と
耳
鳥
齋
《
仮
名

手
本
忠
臣
蔵
（
七
段
目
・
祇
園
一
力
之
図
）》（
天
明
期
頃
）〔
図
13
〕
と
の
類
似
も
興
味
深
い（

６
）。

耳
鳥
齋
の
場
面
で
は
、
手
紙
を
読
む
大

星
由
良
之
助
（
大
石
内
蔵
助
）
と
、
密
偵
と
し
て
縁
の
下
に
隠
れ
る
斧
九
太
夫
（
大
野
九
郎
兵
衛
）
が
描
か
れ
て
い
る
。〈
お
か
る
〉
を

描
く
か
ど
う
か
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
縦
長
の
画
面
に
描
か
れ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
は
共
通
し
て
お
り
、
大
星
由
良
之
助
の
笑
い
の
表
情
に

は
、
愉
快
な
滑
稽
さ
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
り
わ
け
、
耳
鳥
齋
が
描
く
由
良
之
助
は
、
舌
を
見
せ
て
笑
う
、
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ

れ
る
表
情
を
示
し
て
お
り
、
縁
の
下
に
隠
れ
て
、
丸
い
尻
を
見
せ
る
斧
九
太
夫
の
後
ろ
姿
も
、
簡
潔
に
引
か
れ
た
円
い
線
に
よ
っ
て
笑
い
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を
誘
う
。
両
者
の
影
響
関
係
は
定
か
で
は
な
く
、
紀
楳
亭
の
方
は
と
も
か
く
、
耳
鳥
齋
が
大
津
絵
と
ど
れ
ほ
ど
関
係
が
あ
る
の
か
は
不
明

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
戯
画
は
、
た
ま
た
ま
似
通
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
滑
稽
と
い
う
点
で
は
、
江
戸
時
代
と

い
う
背
景
か
ら
生
ま
れ
た
絵
画
と
い
う
共
通
項
が
見
出
さ
れ
、
大
津
絵
と
戯
画
に
通
底
す
る
笑
い
の
広
が
り
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
二
階
か
ら
由
良
之
助
を
見
や
る
〈
お
か
る
〉
の
頭
部
は
、
し
ば
し
ば
大
津
絵
に
登
場
す
る
福
禄
寿
の
よ
う
に
、
細

長
く
引
き
伸
ば
さ
れ
た
長
頭
に
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
形
態
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
大
津
絵
《
外
法
の
梯
子
剃
》〔
図
14
〕
に
登
場
す
る
福
禄
寿

と
重
な
っ
て
見
え
る
。

　
《
外
法
の
梯
子
剃
》で
は
、
大
黒
天
が
福
禄
寿
の
頭
を
剃
る
図
様
で
あ
る
が
、
こ
の
図
様
の
由
来
は
正
確
に
は
分
か
っ
て
い
な
い
。
後
年
、

大
津
絵
十
種
の
画
題
の
一
つ
に
な
り
、
比
較
的
数
の
多
い
画
題
だ
と
い
っ
て
よ
い
。「
外
法
」
と
は
長
頭
翁
の
福
禄
寿
を
指
す
。
信
多
純

一
氏
に
よ
る
と
、
少
な
く
と
も
、
二
人
の
福
神
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
戯
画
は
、
大
津
絵
独
自
の
図
様
で
は
な
く
、
元
禄
五
年（
一
六
九
二
）

以
前
に
成
立
し
た
西
鶴
の
『
西
鶴
独
吟
自
註
百
韻
』
に
含
ま
れ
る
「
宮
古
（
都
）
の
絵
馬
き
の
ふ
見
残
す
」
と
い
う
句
に
、「
清
水
に
福

録
（
マ
マ
）寿
の
あ
た
ま
に
階
子
を
か
け
て
、
月
代
を
剃
所
も
お
か
し
。」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
画
題
や
図
様
は
、
十
七
世
紀
に
は
確
実

に
絵
馬
に
描
か
れ
て
い
て
、
そ
の
時
代
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
遡
る
と
い
う（

７
）。
い
う
ま
で
も
な
く
、「
月
代
」
と
は
、
戦
国
の
武
士
た

ち
が
、
額
か
ら
頭
頂
部
に
か
け
て
髪
を
剃
り
上
げ
た
も
の
を
い
う
。
類
似
の
形
態
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
耳
鳥
齋
の《
天
狗
寿
老
鼻
頭
く
ら
べ
》

に
描
か
れ
た
長
頭
の
福
禄
寿
に
も
見
受
け
ら
れ
、
こ
う
し
た
図
様
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て
は
、
絵
馬
、
大
津
絵
、
江
戸
中
期
以
後
の
戯

画
と
い
う
幅
の
広
い
ジ
ャ
ン
ル
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

８
）。

　

以
上
、
耳
鳥
齋
は
、
蕪
村
の
戯
画
あ
た
り
か
ら
戯
画
作
者
と
し
て
出
発
し
た
と
も
い
わ
れ
、《
大
石
氏
祇
園
一
力
康
楽
之
図
》〔
図
15
〕

の
画
面
左
に
墨
書
さ
れ
た
「
英
一
蝶
畫
耳
鳥
齋
写
」
か
ら
も
、
英
一
蝶
と
の
つ
な
が
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

９
）。

少
な
く
と
も
、
大
津
絵
と

は
無
関
係
に
戯
画
作
者
と
し
て
出
発
し
、
あ
る
部
分
で
大
津
絵
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
制
作
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
耳
鳥
齋
の
全
体
像
を
見
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渡
せ
ば
、
大
津
絵
の
役
割
は
大
き
い
と
も
、
小
さ
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、《
別
世
界
巻
》を
中
心
に
俯
瞰
的
に
眺
め
れ
ば
、
耳
鳥
齋
の「
笑

い
」
の
源
泉
の
ひ
と
つ
に
大
津
絵
が
控
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
耳
鳥
齋
は
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
『
あ
ら
し
小
六
過
去
物
語
』
を
出
版
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
、
歌
舞
伎
役
者
の

三
代
目
嵐
小
六
（
初
代
嵐
雛
助
）
の
地
獄
め
ぐ
り
を
扱
っ
た
荒
唐
無
稽
の
内
容
で
、
本
文
と
挿
図
と
も
に
耳
鳥
齋
自
身
の
手
に
な
る
も
の

で
あ
る
。
地
獄
を
め
ぐ
る
嵐
小
六
は
、
大
津
絵
が
描
い
た
「
朝
比
奈
と
鬼
首
引
き
」、
つ
ま
り
、
地
獄
で
大
暴
れ
し
て
鬼
と
首
引
き
を
す

る
勇
猛
果
敢
な
朝
比
奈
を
多
少
と
も
想
起
さ
せ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か）

10
（

。「
朝
比
奈
」
の
戯
画
に
つ
い
て
は
、
享
和
九
年
（
一
七
二
四
）
に

出
版
さ
れ
た
長
谷
川
光
信
『
鳥
羽
絵
筆
拍
子
』
に
含
ま
れ
る
一
場
面
を
挙
げ
て
お
く
。

三　

英
一
蝶
ほ
か
と
耳
鳥
齋

　

冒
頭
に
も
簡
潔
に
記
し
た
よ
う
に
、
耳
鳥
齋
の
出
自
に
関
し
て
、
始
め
は
狩
野
派
の
小
柴
探
春
齋
に
絵
画
を
習
っ
た
と
い
う
伝
聞
が
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
文
献
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
言
い
伝
え
で
、
探
春
齋
は
大
坂
生
ま
れ
、
名
を
守
直
、
隼
人
と
い
い
、「
探
」

の
一
字
か
ら
も
京
都
の
狩
野
派
で
あ
る
鶴
沢
探
山
の
門
人
で
あ
ろ
う
。
享
保
年
間
（
一
七
一
六
│
一
七
三
六
）
頃
に
活
躍
し
た
画
家
と
推

測
さ
れ
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
に
五
十
七
歳
で
死
去
し
た
と
い
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
死
去
説
も
あ
る
が
、

詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
大
坂
の
画
家
は
、
探
山
門
が
多
い
た
め
、
耳
鳥
齋
も
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
耳
鳥
齋
に
関

す
る
狩
野
派
学
習
云
々
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
無
関
係
だ
と
言
っ
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
江
戸
時
代
の
画
家
た
ち
は
、
文
人
画

家
で
あ
れ
、
写
生
派
の
画
家
で
あ
れ
、
浮
世
絵
師
で
あ
れ
、
最
初
は
画
塾
を
開
い
て
い
た
狩
野
派
の
画
家
の
門
を
叩
く
の
が
通
例
だ
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
格
的
な
絵
画
修
業
と
い
う
よ
り
は
、
半
ば
形
式
的
な
流
れ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
狩
野
派
門
人
か
ら

出
発
し
た
と
言
っ
て
は
間
違
い
に
な
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
耳
鳥
齋
に
は
狩
野
派
を
匂
わ
せ
る
作
品
は
一
点
も
な
い
。
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そ
の
意
味
で
は
、
耳
鳥
齋
の
最
初
の
出
発
点
は
、
や
は
り
与
謝
蕪
村
や
英
一
蝶
あ
た
り
を
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、

耳
鳥
齋
の
出
自
に
関
し
て
は
、
一
蝶
が
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
耳
鳥
齋
筆
《
祇
園
一
力
康
楽
之
図
》
が
遺
存
し
て
お
り
、
そ
こ
で

は
忠
臣
蔵
の
主
人
公
で
も
あ
る
大
石
内
蔵
助
が
描
か
れ
て
い
る
。
作
風
お
よ
び
落
款
な
ど
の
雰
囲
気
か
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
戯
画
は
、
耳

鳥
齋
の
初
期
作
品
で
あ
ろ
う
。
画
面
左
に
「
大
石
氏
祇
園
一
力
康
楽
之
図　

英
一
蝶
画　

耳
鳥
齋
写
」
の
墨
書
に
よ
る
署
名
な
ど
が
記
さ

れ
て
い
る
。
一
蝶
に
倣
っ
て
描
い
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
素
直
に
解
釈
す
れ
ば
、
耳
鳥
齋
が
戯
画
作
者
と
な
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず

一
蝶
に
私
淑
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
耳
鳥
齋
自
身
が
一
蝶
に
言
及
し
た
唯
一
の
作
品
で
あ
る
。
画
面
奥
で
踊
る
太
鼓
持
ち
の
人
物

を
魚
に
見
立
て
て
、
餌
の
代
わ
り
に
小
判
を
括
り
付
け
た
釣
り
竿
を
持
ち
な
が
ら
、
今
ま
さ
に
魚
（
太
鼓
持
ち
）
を
釣
り
上
げ
よ
う
と
す

る
内
蔵
助
を
描
い
て
い
る
。
内
蔵
助
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
周
囲
に
座
る
芸
者
た
ち
の
配
置
と
構
図
は
、
た
と
え
ば
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
動
勢

を
示
す
一
蝶
の
《
布
晒
舞
図
》（
遠
山
記
念
館
蔵
）〔
図
16
〕
な
ど
に
類
似
す
る
。
推
測
す
る
と
こ
ろ
、
酒
造
業
か
ら
離
れ
て
骨
董
商
と
な

り
、
や
が
て
戯
画
作
者
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
耳
鳥
齋
は
、
戯
画
を
描
き
始
め
た
初
期
の
頃
に
は
一
蝶
に
私
淑
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
耳
鳥
齋
と
一
蝶
に
直
接
係
る
作
品
や
史
料
は
こ
の
一
点
、
つ
ま
り
《
祇
園
一
力
康
楽
之
図
》
に
尽
き
る
と
い
っ
て
よ
い
。
な
お
、

総
括
す
れ
ば
、
耳
鳥
齋
の
大
津
絵
風
、
戯
画
風
の
作
風
は
、
一
蝶
と
深
い
結
び
つ
き
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
一
蝶
は《
相

撲
図
》
に
「
大
津
絵
に
負
な
ん
老
の
流
れ
足
」
と
書
き
記
し
、
戯
画
作
者
の
自
分
は
、
大
津
絵
と
相
撲
を
と
っ
て
も
勝
ち
目
は
な
い
と
呟

い
た
と
い
う）

11
（

。
耳
鳥
齋
に
も
《
福
神
相
撲
図
》（
個
人
蔵
）〔
図
17
〕
が
遺
存
し
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
は
、
一
蝶
と
い
う
よ
り
は
雛
屋
立

圃
の
相
撲
図
を
想
起
さ
せ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

ま
た
、
暁
鐘
成
（
一
七
九
三
│
一
八
六
〇
）
は
、『
浪
華
名
家
墓
所
集
』
附
録
に
お
い
て
、
耳
鳥
齋
に
言
及
し
、「
鳥
羽
僧
正
古

の
間

を
學
ん
で
狂
畫
に
達
し
大
に
雅
致
あ
り
」
と
述
べ
た
。
明
誉
古

は
享
保
十
二
年
（
一
七
一
七
）
六
十
五
歳
で
死
去
し
て
い
る
。
浄
土
宗

の
僧
侶
と
し
て
奈
良
、
京
都
、
江
戸
な
ど
の
各
地
で
絵
画
制
作
を
行
っ
た
。
大
画
面
の
仏
画
や
社
寺
縁
起
絵
巻
を
は
じ
め
と
し
て
、
ユ
ー
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図12　紀楳亭《大津絵
見立て大野九郎
とおかる》

図13　耳鳥齋《仮名手本
忠臣蔵》七段目

図14　大津絵《外法の梯
子剃》

図15　耳鳥齋《祇園一力康楽之図》



七
五

耳
鳥
齋
に
よ
る
戯
画
の
源
泉
（
中
谷
）

モ
ア
あ
ふ
れ
る
略
画
風
草
体
の
「
大
黒
天
図
」〔
図
18
〕
を
数
多
く
描
き
、
そ
う
し
た
作
風
が
耳
鳥
齋
の
戯
画
と
関
連
す
る
と
い
う
の
が

従
来
の
説
で
あ
る
。
古

の
出
自
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
く
、
明
治
期
以
後
に
、
師
は
狩
野
永
納
だ
と
い
う
説
が
広
が
る
が
、
近
年

で
は
狩
野
洞
雪
と
海
北
友
雪
に
師
事
し
た
と
い
う
説
が
出
て
い
る）

12
（

。
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
古
画
備
考
』
に
よ
れ
ば
、

「
古

、
名
明
誉
和
州
郡
山
西
岸
寺
ニ
住
ス
、
画
法
前
軌
ヲ
脱
〆
、
行
筆
超
凡
好
テ
人
物
ヲ
画
キ
、
多
ク
大
黒
ヲ
写
ス
、
又
大
画
ニ
於
テ
、

豪
放
益
見
ル
、
書
画
一
覧
」
と
あ
り
、
奈
良
郡
山
の
西
岸
寺
を
出
発
地
と
し
て
画
僧
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
耳
鳥
齋
と
の

関
連
で
い
え
ば
、
夥
し
い
数
の
古

筆
「
大
黒
天
図
」
の
作
風
が
、
耳
鳥
齋
の
戯
画
人
物
図
に
似
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上

の
こ
と
は
、
鐘
成
の
記
述
以
外
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

ま
た
、
大
坂
生
ま
れ
で
紀
州
候
に
仕
え
た
上
田
公
長（
一
七
八
八
│
一
八
五
〇
）の
影
響
云
々
に
つ
い
て
は
、
高
安
月
郊
に
よ
っ
て「
耳

鳥
齋
の
戯
画
に
は
蕪
村
と
上
田
公
長
の
影
響
が
あ
る）

13
（

」
と
指
摘
が
あ
る
が
、
公
長
は
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
生
ま
れ
、
嘉
永
三
年
（
一

八
五
〇
）
に
没
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
耳
鳥
齋
の
次
世
代
に
あ
た
る
画
家
で
、
耳
鳥
齋
が
亡
く
な
っ
た
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
あ
る
い

は
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
に
公
長
は
ま
だ
十
五
歳
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
影
響
関
係
か
ら
い
え
ば
、
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
公
長
は
蕪
村

の
俳
画
の
影
響
下
に
あ
り
、
そ
の
点
で
は
耳
鳥
齋
と
同
様
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
鳥
羽
僧
正
覚
猶
と
耳
鳥
齋
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
と
、
鐘
成
の
記
述
に
基
づ
い
て
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
か

つ
て
耳
鳥
齋
は
絵
巻
《
鳥
獣
人
物
戯
画
》
を
描
い
た
と
言
わ
れ
た
鳥
羽
僧
正
覚
猶
の
影
響
を
受
け
て
戯
画
を
描
い
た
と
い
う
説
が
出
た
。

確
か
に
、
兎
や
蛙
の
姿
で
擬
人
化
さ
れ
た
《
鳥
獣
人
物
戯
画
》
に
登
場
す
る
動
物
た
ち
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
耳
鳥
齋
の
そ
れ
と
共
通
す
る

も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
こ
の
戯
画
絵
巻
は
有
名
で
、
耳
鳥
齋
も
こ
の
絵
巻
を
見
た
可
能
性
を
捨
て
切
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
明
快
な
確
証
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
要
す
る
に
、
耳
鳥
齋
研
究
が
未
だ
進
展
し
な
い
中
、
蕪
村
や

一
蝶
と
い
う
よ
り
は
、《
鳥
獣
人
物
戯
画
》
の
方
が
戯
画
と
し
て
は
目
立
つ
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
説
が
流
布
す
る
こ
と
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図17　耳鳥齋《福神相撲》

図18　古 《大黒天図》
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に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
鳥
羽
絵
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
確
か
に
、
耳
鳥
齋
の
人
物
描
写
は
鳥
羽
絵
の
そ
れ
に
似
て
い
る
と
言
っ
て
も
大
き
な
間
違
い

は
な
い
。
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
刊
の
『
浪
華
な
ま
り
』
に
は
「
耳
鳥
齋
の
戯
画
ハ
鳥
羽
の
僧
正
も
は
だ
し
に
て
」
と
記
さ
れ
、
両
者

の
関
係
を
匂
わ
せ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
耳
鳥
齋
自
身
が
「
予
の
圖
す
る
所
の
流
儀
を
鳥
羽
繪
と
の
み
心
得
し
人
世
に
多
か
り
き
、
恐
る

べ
し
、
鳥
羽
の
僧
正
の
畫
き
玉
ひ
し
人
物
は
面
正
直
に
し
て
今
世
に
い
ふ
手
足
長
き
人
物
に
非
す
（
中
略
）
こ
れ
を
誤
り
鳥
羽
繪
は
手
足

長
き
も
の
と
心
得
し
人
あ
り
と
見
え
た
り
、
予
は
こ
れ
に
同
じ
か
ら
ず
」（
宮
尾
し
げ
蔵
耳
鳥
齋
絵
巻
摸
本
）
と
反
論
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

耳
鳥
齋
の
戯
画
の
源
泉
に
つ
い
て
、
与
謝
蕪
村
、
大
津
絵
、
英
一
蝶
、
明
誉
古

、
鳥
羽
僧
正
覚
猶
、
鳥
羽
絵
と
の
関
係
に
つ
い
て
採

り
上
げ
て
論
じ
て
き
た
。
結
論
と
し
て
、
一
匹
狼
的
な
戯
画
作
者
の
耳
鳥
齋
は
、
自
ら
の
新
た
な
発
想
を
生
み
出
す
た
め
に
、
そ
し
て
、

戯
画
の
滑
稽
性
、
諷
刺
性
、
諧
謔
性
を
さ
ら
に
徹
底
し
て
追
及
す
る
た
め
に
蕪
村
の
戯
画
や
大
津
絵
、
一
蝶
の
戯
画
や
古

の
戯
画
風
絵

画
な
ど
か
ら
形
態
描
写
や
モ
テ
ィ
ー
フ
を
借
用
し
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
耳
鳥
齋
の
作
品
に「
見
え
隠
れ
」す
る
江
戸
時
代
の
戯
画
、

俳
画
、
略
画
は
、
耳
鳥
齋
の
戯
画
作
品
に
少
し
ず
つ
浸
透
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
部
分
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
耳
鳥
齋
は
、
新
機

軸
の
戯
画
を
生
み
出
す
た
め
に
、あ
る
い
は
創
作
の
解
決
策
を
蕪
村
や
一
蝶
ら
の
作
風
に
求
め
よ
う
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
。大
津
絵
は
、

徳
川
時
代
の
民
衆
文
化
を
基
底
と
し
て
、
日
本
美
術
に
し
ば
し
ば
見
え
隠
れ
す
る
諧
謔
的
な
性
格
の
民
画
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
か
つ
て
柳
宗
悦
が
大
津
絵
の
意
義
を
「
諷
刺
的
諧
謔
」｠

と）
14
（

呼
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
耳
鳥
齋
も
ま
た
鋭
い
諷
刺
と
滑
稽

な
諧
謔
趣
味
を
表
明
し
た
。
さ
ら
に
、
耳
鳥
齋
自
身
は
否
定
し
た
に
せ
よ
、
一
世
を
風
靡
し
た
鳥
羽
絵
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
つ
ま
り
、
耳
鳥
齋
の
戯
画
に
お
い
て
は
、
鳥
羽
絵
の
影
響
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。



七
八

關
西
大
學
『
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』
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六
十
七
巻
第
三
号

　

耳
鳥
齋
の
戯
画
の
源
泉
を
め
ぐ
っ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
が
交
錯
す
る
江
戸
時
代
の
美
術
お
よ
び
文
化
の
諸
相
を
多
面
的
に
追

及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
な
さ
れ
て
初
め
て
、
耳
鳥
齋
の
戯
画
の
真
の
源
泉
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う

に
、
今
の
と
こ
ろ
、
蕪
村
と
一
蝶
、
そ
し
て
大
津
絵
を
軸
に
し
て
、
耳
鳥
齋
の
戯
画
の
源
泉
を
思
い
め
ぐ
ら
す
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）
高
安
月
郊
「
上
方
の
浮
世
絵
│
大
坂
の
人
々
」、『
上
方
趣
味
』（
大
正
十
四
年
楊
柳
の
巻
）、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）。

（
２
）
星
野
鈴
「
神
変
大
菩
薩
像
解
説
」、
吉
沢
忠
『
与
謝
蕪
村
』（
日
本
美
術
絵
画
全
集
第
十
九
巻
）
所
収
、
集
英
社
、
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）、
一

四
二
頁
。

（
３
）
池
田
芙
美
「
田
楽
茶
屋
図
屏
風
解
説
」、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
編
『
生
誕
三
百
年　

同
い
年
の
天
才
絵
師　

若
冲
と
蕪
村
』
所
収
、
読
売
新
聞
社
、
平

成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）、
三
〇
〇
頁
。

（
４
）
岡
倉
天
心
『
東
洋
の
理
想
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）、
一
七
〇
頁
。

（
５
）大
津
市
歴
史
博
物
館
編『
大
津
絵
の
世
界
│
ユ
ー
モ
ア
と
風
刺
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
│
』、
大
津
市
歴
史
博
物
館
、
平
成
十
八
年
三
月
、
四
〇
頁
、
八
〇
頁
、

一
二
一
頁
。
拙
著
『
耳
鳥
齋
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
│
近
世
に
お
け
る
大
坂
の
戯
画
│
』、
関
西
大
学
出
版
、
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）、
三
六
頁
、
一
八

〇
頁
。

（
６
）
前
掲
書
、『
大
津
絵
の
世
界
』、
八
七
頁
。

（
７
）
信
多
純
一
『
祈
り
の
文
化
│
大
津
絵
模
様
・
絵
馬
模
様
│
』、
思
文
閣
出
版
、
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
六
月
、
一
四
七
│
一
四
八
頁
。

（
８
）
前
掲
書
、『
大
津
絵
の
世
界
』、
四
四
│
四
五
頁
。
前
掲
書
『
耳
鳥
齋
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』、
一
二
一
│
一
二
二
頁
。

（
９
）
同
書
『
耳
鳥
齋
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』、
一
六
七
│
一
六
八
頁
。

（
10
）
前
掲
書
、
信
多
純
一
『
祈
り
の
文
化
』
二
九
│
三
〇
頁
。『
耳
鳥
齋
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
』、
一
五
〇
│
一
五
二
頁
。

（
11
）『
柳
宗
悦
全
集
』
第
十
三
巻
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）、
九
三
│
九
四
頁
。

（
12
）
大
谷
哲
奘
「
画
僧
・
古

の
生
涯
」、
大
和
文
華
館
編
『
特
別
展　

没
後
三
〇
〇
年　

画
僧
古

』、
一
三
八
頁
。

（
13
）
前
掲
書
、
高
安
月
郊
「
上
方
の
浮
世
絵
」。



七
九

耳
鳥
齋
に
よ
る
戯
画
の
源
泉
（
中
谷
）

（
14
）
前
掲
書
、『
柳
宗
悦
全
集
』
第
十
三
巻
、
八
四
頁
。


