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芥
川
の
墨
画
と
文
人
的
風
流

高

橋

奈

保

子

は
じ
め
に

一
九
二

O
（
大
正
九
）
年
か
ら
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
の
自
殺
直
前
ま
で
の
約
七
年
間
、
小
説
創
作
の
傍
ら
墨

（

1）
 

画
を
画
い
た
が
、
こ
の
芥
川
の
墨
画
に
つ
い
て
は
、
概
ね
文
人
的
風
流
と
関
連
さ
せ
て
言
及
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
情
緒
が

色
濃
く
残
り
多
く
の
文
人
墨
客
の
隠
棲
の
地
で
あ
っ
た
東
京
下
町
の
本
所
で
育
っ
た
養
育
環
境
や
、
一
中
節
や
南
画
な
ど
の
文
人
趣
味

（

2
）

（

3）
 

を
も
っ
て
い
た
養
父
母
や
伯
母
か
ら
の
影
響
や
、
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
の
田
端
移
住
以
来
の
多
く
の
風
流
入
と
の
交
流
な
ど
を
契

（

4
）
 

機
と
す
る
文
人
的
作
家
の
私
的
な
余
技
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
一
九
九
三
年
に
宮
城
県
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
『
近
代
の
文

人
画
』
展
に
お
い
て
、
芥
川
の
墨
画
は
、
富
岡
鉄
斎
・
小
川
芋
銭
・
夏
目
散
石
ら
の
墨
画
と
同
様
に
、
世
俗
た
据
ぴ
ず
、
技
巧
を
弄
せ

（

5
｝
 

ず
、
あ
た
か
も
自
ず
か
ら
生
成
し
た
か
の
よ
う
な
「
筆
墨
の
自
然
」
を
備
え
た
近
代
の
文
人
画
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
る
。

は
た
し
て
、
芥
川
は
文
人
的
風
流
の
境
地
に
よ
っ
て
墨
画
を
画
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
芥
川
の
墨
画
は
文
人
的
作
家
の
私
的
な
余
技
な

芥
川
龍
之
介
は

53 

の
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
『
近
代
の
文
人
画
』
展
で
は
、
芥
川
が
画
い
た
河
童
や
化
物
・
樹
木
な
ど
が
、
他
の
近
代
の
日
本
画
家
や
洋
画



54 

家
・
俳
人
た
ち
の
作
品
群
と
一
緒
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
れ
ら
か
ら
は
何
か
異
質
な
印
象
が
ぬ
ぐ
、
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
印

象
は
、
何
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
起
点
と
し
、
文
人
趣
味
と
風
流
と
に
関
す
る
芥
川
自
身
の
言
説
を
一
て
が
か
り
と
し
つ
つ
、
芥

川
の
墨
画
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
論
考
の
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
一
で
文
人
趣
味
、

γ

次
い
で
二
で
風
流
に
関
す

る
芥
川
自
身
の
考
え
方
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
証
し
た
の
ち
、
こ
れ
ら
一
・
二
の
結
果
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
三
で
芥
川
の
墨
画
に
つ

い
て
の
再
解
釈
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

文
人
趣
味
の
範
例
的
な
美
意
識
へ
の
抵
抗

（

6）
 

芥
川
は
「
梅
花
に
対
す
る
感
情
｜
｜
こ
の
ジ
ャ
ア
ナ
リ
ズ
ム
の
一
篇
を
謹
厳
な
る
西
川
英
次
郎
君
に
献
ず
」

の
冒
頭
に
お
い
て
、
芸

術
に
と
っ
て
の
独
自
性
の
重
要
さ
、

か
っ
そ
の
難
し
さ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

予
等
は
芸
術
の
士
な
る
が
故
に
、

如
実
に
万
象
を
観
ざ
る
可
ら
ず
。
少
く
と
も
万
人
の
眼
光
を
借
ら
ず
、
予
等
の
眼
光
を
以
て
見

ざ
る
可
ら
ず
。
古
来
偉
大
な
る
芸
術
の
士
は
皆
こ
の
独
自
の
眼
光
を
有
し
、

お
の
づ
か
ら
独
自
の
表
現
を
成
せ
り
。
ゴ
ッ
ホ
の
向

日
葵
の
写
真
版
の
今
日
も
な
ほ
愛
翫
せ
ら
る
る
、
宣
偶
然
の
結
果
な
ら
ん
や
。
（
中
略
）
こ
は
芸
術
を
使
命
と
す
る
も
の
に
は
白
日

よ
り
も
明
ら
か
な
る
事
実
な
り
。
然
れ
ど
も
独
自
の
眼
を
以
て
す
る
は
必
し
も
容
易
の
業
に
あ
ら
ず
。
（
十

二
七
一
）

そ
し
て
、
自
ら
が
梅
の
花
を
観
る
と
き
に
、

ど
う
し
て
も
鶴
や
初
月
・
筒
竹
・
林
処
士
な
ど
の
文
人
趣
味
の
模
範
的
な
美
意
識
が
想

起
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
触
れ
、
そ
の
こ
と
の
「
恐
ろ
し
き
」
に
つ
い
て
、
「
梅
花
は
予
の
軽
蔑
す
る
文
人
趣
味
を
強
ひ
ん
と
す
る
も
の



な
り
、
下
劣
詩
魔
に
魅
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
な
り
。
予
は
手
然
た
る
征
旅
の
客
の
深
山
大
沢
を
恐
る
る
が
知
く
、
こ
の
梅
花
を
恐
れ

ざ
る
可
か
ら
ず
」
と
言
及
す
る
。
特
に
道
楽
と
し
て
の
文
人
趣
味
に
つ
い
て
は

J

「
宣
彼
ら
の
道
楽
を
彼
ら
の
芸
術
と
混
同
せ
ん
や
」
（
以

上

十

二
七
三
）
と
言
い
切
っ
た
の
ち
、
自
身
の
梅
花
の
観
方
に
つ
い
て
、
次
の
結
論
を
示
し
て
い
る
。

予
は
独
自
の
眼
光
を
以
て
容
易
に
梅
花
を
観
難
き
が
故
に
、
愈
独
自
の
眼
光
を
以
て
梅
花
を
観
ん
と
欲
す
る
も
の
な
り
。
柳
か
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
を
弄
す
れ
ば
、
梅
花
に
冷
淡
な
る
こ
と
甚
し
き
が
故
に
、
梅
花
に
熱
中
す
る
こ
と
甚
し
き
も
の
な
り
。

芥川の墨画と文人的風流

十

二
七
四
）

（

7）
 

芸
術
家
に
と
っ
て
独
自
性
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
命
題
は
、
西
洋
近
代
芸
術
精
神
の
基
本
で
あ
る
が
、
独
自
性
を
宗
と
す
る
「
芸
術

の
士
」
を
標
梼
す
る
芥
川
に
と
っ
て
、
範
倒
的
な
美
意
識
自
体
が
否
定
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
強
ひ
ん
と
す
る
」
「
恐
れ
ざ
る

可
か
ら
ず
」
文
人
趣
味
は
、
軽
蔑
し
忌
避
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
自
律
し
た
芸
術
家
と
し
て
、
文
人
趣
味
は
積
極
的
に
乗
り
越

え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
こ
と
が
、
こ
の
一
文
に
は
、
あ
え
て
漢
文
体
の
文
章
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

風
流
と
芸
術
と
の
せ
め
ぎ
あ
い

（

8）
 

芥
川
の
ま
と
ま
っ
た
風
流
論
と
し
て
は
、
「
風
流
｜
｜
久
米
正
雄
、
佐
藤
春
夫
の
両
君
に
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
久
米
正
雄
と
佐
藤
春

55 

夫
と
の
あ
い
だ
で
お
こ
っ
た
風
流
に
つ
い
て
の
議
論
に
、
芥
川
が
触
発
さ
れ
て
書
い
た
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

芥
川
の
風
流
観
を
検
討
す
る
前
に
、
久
米
と
佐
藤
と
の
議
論
、
す
な
わ
ち
『
新
潮
」
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
三
月
号
掲
載
の
「
新

（

9）
 

潮
合
評
会
第
十
回
」
の
座
談
会
で
の
風
流
論
争
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
、
久
米
と
佐
藤
と
の
風
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流
観
の
相
違
が
も
っ
と
も
き
わ
だ
っ
て
い
る
次
の
箇
所
を
み
て
み
よ
う
。

久
米

つ
ま
り
（
室
生
犀
星
の
作
品
は
）

風
流
な
ん
だ
ね
。

佐
藤

さ
う
。
風
流
だ
。
さ
ぴ
し
を
り
だ
。

む
か
し
な
が
ら
の
風
流
だ
。

久
米

官
覚
的
な
と
こ
ろ
は
蓄
時
代
で
も
な
い
だ
ら
う
が
：

佐
藤

ど
う
し
て
？
「
む
か
し
乍
ら
」
で
も
何
で
も
風
流
と
い
ふ
も
の
は
官
覚
的
な
も
の
ぢ
ゃ
な
い
の
／

久
米

ど
ち
ら
か
と
云
へ
ば
意
志
的
な
も
の
だ
。
そ
れ
を
感
覚
で
行
け
ぽ
、
近
代
的
の
デ
カ
ダ
ン

い
や
、
風
流
と
云
ふ
心
境
は
、

に
な
っ
て
了
ふ
。

佐
藤

意
志
だ
っ
て
？
一
種
透
明
に
デ
ケ
イ
し
た
享
楽
主
義
だ
よ
。
こ
の
デ
カ
ダ
ン
振
り
は
東
洋
独
特
の
も
の
ら
し
い
の

だが・・・・・・。

久
米

そ
れ
ま
で
の
官
覚
に
到
達
し
得
る
前
に
、
意
志
的
な
鍛
錬
が
必
要
だ
。
そ
し
て
達
成
さ
れ
た
も
の
が
古
来
正
し
い
風
流
の

心
境
だ
。

こ
の
両
者
の
発
言
を
発
端
と
し
て
、
徳
田
秋
声
は
「
昔
し
の
風
流
は
感
覚
的
と
い
ふ
よ
り
も
、
も
っ
と
心
的
な
も
の
だ
と
思
ふ
。
禅
修

業
）
の
や
う
な
努
力
的
な
低
拡
｝
で
あ
っ
た
と
思
ふ
」
「
東
洋
風
の
宗
教
的
の
も
の
だ
っ
た
」
な
ど
の
言
で
久
米
説
を
支
持
し
、
久
保
田
万
太

1ρ 郎
は
「
原
始
精
神
に
眼
さ
め
よ
う
と
す
る
努
力
」
と
言
い
、
加
能
作
次
郎
は
「
或
る
意
味
の
信
頼
に
安
住
し
よ
う
と
す
る
努
力
」
と
言

い
ず
れ
も
久
米
の
風
流
意
志
説
に
賛
成
す
る
。
佐
藤
の
風
流
感
覚
説
は
、
彼
が
意
図
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
最
後
ま
で
各
氏
に
誤

解
さ
れ
た
ま
ま
、
当
時
文
壇
の
老
大
家
で
あ
っ
た
徳
田
秋
声
の
「
（
佐
藤
の
意
見
は
）
達
見
ぢ
ゃ
な
い
」
の
一
言
を
も
っ
て
、
風
流
に
つ



（叩）

い
て
の
話
題
は
途
切
れ
る
。
こ
れ
が
合
評
会
で
の
議
論
の
あ
ら
ま
し
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
概
観
す
る
に
、
そ
も
そ
も
風
流
と
い
う
言
葉

（日）

の
史
的
変
遷
に
よ
る
多
義
性
の
ゆ
え
で
も
あ
る
の
だ
が
、
風
流
を
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
捉
え
る
か
を
各
自
が
一
方
的
に
表
明
す
る
ば

か
り
で
、
風
流
の
概
念
を
批
判
的
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
欠
け
て
お
り
、
誤
解
と
す
れ
ち
が
い
と
の
議
論
に
な
っ
た
の
は
当
然

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
議
論
を
う
げ
て
芥
川
は
、
「
風
流
｜
｜
久
米
正
雄
、
佐
藤
春
夫
の
両
君
に
」
の
前
半
部
分
に
お
い
て
、
ま
ず

は
佐
藤
春
夫
を
擁
護
す
る
。
そ
の
こ
と
を
三
つ
の
点
か
ら
整
理
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
一
つ
め
に
芥
川
は
、
「
「
風
流
』
と
は
清
浄
な
る
デ

芥川の墨画と文人的風流

カ
ダ
ン
ス
で
あ
る
」
と
し
て
、
佐
藤
が
東
洋
独
特
の
デ
カ
ダ
ン
振
り
と
い
っ
た
風
流
の
放
蕩
性
に
つ
い
て
「
清
浄
な
る
」
と
い
う
形
容

を
も
っ
て
説
く
。
二
つ
め
に
芥
川
は
、
「
『
風
流
』
の
享
楽
的
傾
向
、

1
1
貰
老
に
発
し
た
道
教
は
王
摩
詰
の
芸
術
を
与
へ
た
外
に
も
、
濃

褒
な
る
房
術
を
も
与
へ
た
の
で
あ
る
」
こ
と
を
も
っ
て
、
佐
藤
の
享
楽
説
を
補
足
説
明
す
る
。
そ
し
て
三
つ
め
に
芥
川
は
、
「
『
風
流
』

と
は
芸
術
的
浬
繋
で
あ
る
。
浬
繋
と
は
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
を
、

説
に
反
対
す
る
（
以
上
の
引
用
は
、
二
十
一

i
意
志
を
掃
蕩
し
た
世
界
で
あ
る
」
と
し
て
、
久
米
正
雄
の
風
流
意
志

二
一
ム
ハ
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
芥
川
が
佐
藤
を
擁
護
し
、
彼
の
風
流
観
と
意
見
を
同
じ
く
し
た
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
風
流
的
芸
術
を
是
と
す
，
る

た
め
で
は
な
く
、
後
半
部
分
の
芥
川
の
主
意
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
す
ぎ
な
い
。
芥
川
の
本
意
は
、
風
流
が
本
来
芸
術
と
は
相
容
れ

（ロ）

な
い
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
。
芥
川
に
と
っ
て
、
煩
悩
や
意
志
の
な
い
浬
繋
の
世
界
で
あ
る
風
流
は
、
芸
術
と
は
い
え
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
最
後
に
書
か
れ
た
次
の
一
文
に
表
れ
て
い
る
。

57 

「
風
流
」
を
宗
と
す
る
芸
術
と
は
そ
れ
自
身
既
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
創
作
は
当
然
意
志
を
待
た
な
け
れ
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ば
な
ら
ぬ
。
（
二
十

七

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
芥
川
は
風
流
を
芸
術
で
は
な
い
と
い
い
き
ら
ず
、
「
『
風
流
」
を
宗
と
す
る
芸
術
と
は
そ
れ
自
身
既
に
パ
ラ
ド

ツ
ク
ス
」
な
ど
と
い
う
も
っ
て
ま
わ
っ
た
言
い
方
で
風
流
と
芸
術
と
を
論
じ
た
の
か
。
芥
川
が
こ
の
時
期
に
こ
の
よ
う
な
言
説
を
形
成

す
る
ま
で
に
は
、

風
流
と
芸
術
と
の
あ
い
だ
で
拾
抗
し
せ
め
ぎ
あ
う
よ
う
な
考
え
方
の
経
緯
が
あ
る
。
創
作
活
動
を
始
め
る
前
の
芥
川

（日）

は
、
自
分
自
身
の
た
め
だ
け
の
私
的
な
楽
し
み
で
あ
る
風
流
や
隠
逸
に
安
心
で
き
る
な
つ
か
し
さ
を
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
創
作
者

と
な
っ
た
芥
川
は
、
当
然
そ
の
私
的
な
楽
し
み
と
は
相
反
し
た
社
会
に
向
け
て
の
表
現
と
い
う
公
的
な
構
え
を
も
っ
た
。
そ
し
て
、
私

的
な
風
流
と
公
的
な
芸
術
と
は
、
以
後
そ
の
せ
め
ぎ
あ
い
を
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
さ
せ
た
の
ち
、
芸
術
の
対
概
恋
と
し
て
の
風
流
観
が
定

着
し
て
い
る
。

一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
十
月
八
日
脱
稿
の
「
芸
術
そ
の
他
」
で
は
、
「
何
よ
り
も
作
品
の
完
成
を
期
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

一
六
四
）
芸
術
家
と
し
て
「
風
流
の
魔
子
に
堕
落
さ
せ
る
倶
」
（
五

（

U）
 

「
風
流
地
獄
に
落
ち
て
毎
日
う
ん
う
ん
云
っ
て
小
説
を
書
い
て
ゐ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
私
的
な
楽
し
み
で
あ
る
は
ず
の
風
流
を
芸
術

五

一
七
こ
を
一
方
的
に
戒
め
る
宣
言
を
し
、
翌
年
に
は

風
流
人
た
ち
と
の
交
流
が
密
に
な
っ
た
一
九
二

0
・
一
九
一
一
一

（凶）

大
正
十
）
年
ご
ろ
に
は
、
「
我
々
の
間
で
は
風
流
が
即
道
で
す
」
「
僕
は
新
到
の
雲
水
で
す
が
」
な
ど
の
言
が
あ
る
の
だ
が
、

（
大
正
十
一
）
年
七
月
脱
稿
の
「
一
タ
話
」
で
は
、
風
流
を
捨
て
て
猛
烈
な
恋
愛
つ
ま
り
人
聞
の
煩
悩
の
極
地
を
求
め
て
い
く
主
人
公

（日）

の
意
気
を
、
自
ら
の
創
作
欲
と
重
ね
て
作
品
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
風
流

l
l
久
米
正
雄
、
佐
藤
春
夫
の
両
君
に
」
を
書
い
た
一
九

（
大
正
九
・

創
作
に
包
摂
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
発
言
を
す
る
。
ま
た
、

一
九
二
二

二
四
（
大
正
十
三
）
年
三
月
こ
ろ
の
芥
川
に
と
っ
て
の
風
流
と
は
、
芸
術
活
動
と
は
相
容
れ
な
い
矛
盾
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
す
で
に
創
作
者
と
な
っ
た
芥
川
に
と
っ
て
、
煩
悩
や
意
志
の
な
い
私
的
な
風
流
は
、
安
心
で
き
る
な
つ
か
し
さ
を



感
じ
つ
つ
も
、
対
概
念
と
し
て
の
公
的
な
芸
術
を
通
じ
て
、
相
対
的
に
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

芥
川
の
墨
画
再
考

一
に
お
い
て
、
独
自
性
を
宗
と
す
る
「
芸
術
の
士
」
た
る
芥
川
に
と
っ
て
、
文
人
趣
味
は
積
極
的
に
乗
り
越
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

風
流
は
芸
術
を
通
じ
て
相
対
的
に
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
証
し
た

た
こ
と
、
二
に
お
い
て
、

が
、
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
一
こ
で
は
、
従
来
文
人
的
風
流
と
関
連
さ
せ
て
語
ら
れ
て
き
た
芥
川
の
墨
画
に
つ
い
て
、
再
解
釈
を
試
み

芥川の墨画と文人的風流

一事』、。

J

’LV
 

＝？
l

一
文
人
趣
味
的
南
画
か
ら
の
逸
脱

芥
川
の
墨
画
は
、

た
し
か
に
東
洋
絵
画
の
墨
画
と
し
て
類
別
で
き
よ
う
。
材
料
・
道
具
に
お
い
て
、

墨
・
水
・
顔
彩
・
筆
・
画
仙
紙

な
ど
東
洋
絵
画
特
有
の
も
の
だ
け
を
使
用
し
て
お
り
、
ま
た
墨
画
の
技
法
的
特
徴
で
あ
る
筆
墨
法
仁
お
い
て
も
、
書
法
的
な
筆
線
に
よ

る
筆
法
（
用
筆
お
よ
び
運
筆
）
に
よ
っ
て
線
の
緩
急
抑
揚
や
筆
勢
が
表
現
さ
れ
、

墨
法
（
用
墨
お
よ
び
運
墨
）
に
よ
っ
て
墨
色
の
詰
調

が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

い
く
つ
か
作
例
を
み
て
み
よ
う
。
〈
水
虎
晩
帰
之
図
〉
（
図
イ
・
ロ
）

で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
軽
快
な

渇
筆
と
ゆ
っ
た
り
と
し
た
潤
筆
と
に
よ
っ
て
画
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
順
筆
に
よ
る
運
筆
が
多
い
た
め
、
素
直
な
筆
意
が
特

徴
的
で
あ
る
。

一
九
二

O
（
大
正
九
）
年
晩
秋
に
画
か
れ
た
〈
落
木
図
〉
は
、
書
も
画
も
い
わ
ゆ
る
飛
白
と
呼
ば
れ
る
速
い
運
筆
の
渇

筆
で
書
か
れ
て
い
る
。
書
は
行
書
体
で
書
か
れ
て
い
る
が
、

そ
の
書
体
に
あ
わ
せ
て
画
も
同
じ
よ
う
に
省
略
体
で
画
か
れ
て
い
る
。
墨

59 

色
は
中
墨
で
、
彩
色
よ
り
も
墨
色
を
尊
ぶ
文
人
画
ら
し
い
色
調
で
あ
る
。
〈
伯
母
の
云
ふ
〉
で
は
、

ろ
う
そ
く
や
炎
の
淡
墨
の
ぽ
か
し
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に
よ
っ
て
、

そ
の
質
感
が
た
く
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
芥
川
の
墨
画
に
は
俳
句
を
書
い
た
俳
画
が
多
く
、
俳
味
と
呼
ば
れ
る

滑
稽
や
軽
み
や
酒
脱
な
ど
の
俳
譜
的
な
趣
を
独
自
の
筆
法
と
墨
法
と
で
表
現
し
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
〈
と
ん
ぽ
の
図
〉
は
、
「
野

茨
に
か
ら
ま
る
萩
の
さ
か
り
か
な
」
と
書
か
れ
た
書
と
崎
蛤
の
画
と
の
筆
勢
と
墨
調
と
が
調
和
し
て
お
り
、

ひ
と
つ
の
空
間
に
詩
書
画

が
無
理
な
く
融
合
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
同
じ
く
、
作
品
〈
傘
の
図
〉
は
「
時
雨
る
る
や
堀
江
の
茶
屋
に
客
ひ
と
り
」
の
書
と
傘

の
画
が
軽
い
筆
致
で
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
芥
川
の
墨
画
は
、
中
国
南
宗
画
を
主
た
る
手
本
と
し
た
江
戸
中
期
以
来
の
文
人
趣
味
的
南
画
の
様
式
に
は
属
し
え

な
い
。
以
下
の
二
つ
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
ー
ー
一
つ
め
に
‘
芥
川
の
墨
画
の
画
題
に
は
、
南
画
様
式
の
画
題
と
し
て
範
例
的
な
山
水

や
四
君
子
と
呼
ば
れ
る
梅
・
竹
・
蘭
・
菊
が
全
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
作
例
の
多
い
画
題
を
挙
げ
る
と
、
河
童
十
一
作
・
妖
怪
九
作
・

樹
木
（
葉
を
つ
け
た
も
の
お
よ
ぴ
枯
れ
木
）
七
・
自
画
像
五
・
友
人
の
顔
四
・
傘
三
・
藁
屋
ニ
・
崎
蛤
二
・
以
下
、
犬
・
烏
・
鯨
・
杯
・

猪
口
・
ろ
う
そ
く
・
北
斗
七
星
・
帆
掛
け
船
・
木
石
・
絵
馬
・
物
干
し
竿
が
各
一
作
で
、
写
実
に
よ
る
も
の
よ
り
も
空
想
や
想
像
上
の

も
の
が
多
く
、
と
り
わ
け
撮
人
化
し
た
か
た
ち
が
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
〈
一
目
怪
〉
（
図
ハ
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
〈
人
魂
〉

〈
の
っ
ペ
ら
ぼ
う
〉
〈
化
け
傘
〉
な
ど
の
空
想
上
の
妖
怪
た
ち
の
画
像
は
、
清
時
代
末
に
揚
州
八
怪
の
羅
両
方
が
画
い
た
〈
鬼
趣
（
亡

霊
）
図
〉
に
通
じ
る
よ
う
な
怪
奇
趣
味
の
画
題
で
あ
る
。
南
画
で
は
、
文
人
と
し
て
あ
る
べ
き
清
廉
高
潔
な
人
格
を
自
然
物
に
託
し
て

表
現
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
先
に
挙
げ
た
四
君
子
の
よ
う
な
植
物
な
ど
で
象
徴
す
る
こ
と
が
多
く
、
芥
川
の
特
徴
で
あ
る

人
聞
の
か
た
ち
に
よ
る
象
徴
は
、
南
画
様
式
の
範
倒
的
な
画
題
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。

ー
ー
二
つ
め
に
、
芥
川
の
墨
画
の
構
図
は

画
面
の
中
に
広
が
る
大
気
の
雄
大
な
気
韻
生
動
を
重
視
す
る
南
画
様
式
の
構
図
と
は
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
芥
川
の
構
図
は
、

極
力
筆
数
を
減
ら
し
た
い
わ
ゆ
る
減
筆
と
呼
ば
れ
る
余
白
の
多
い
空
間
構
成
が
特
徴
的
で
、
単
一
な
画
題
を
単
純
に
画
く
だ
け
の
筒
撮



な
も
の
ば
か
り
で
、
周
り
の
空
間
や
場
所
を
し
め
す
背
景
を
画
か
ず
、

そ
の
モ
チ
ー
フ
の
み
が
独
立
し
た
画
面
構
成
で
画
か
れ
て
い
る
。

式
に
は
属
し
え
な
い
。
こ
れ
は

以
上
の
よ
う
に
、
芥
川
の
墨
画
は
伝
統
的
な
東
洋
絵
画
の
墨
画
と
し
て
の
体
裁
を
備
え
て
は
い
る
も
の
の
、
文
人
趣
味
的
南
画
の
様

は
り
墨
画
制
作
に
お
い
て
も
、
文
人
趣
味
を
逸
脱
し
た
独
自
の
表
現
を
求
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
で
み
た
よ
う
に
、
範
倒
的
な
文
人
趣
味
の
美
意
識
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
芥
川
に
と
っ
て
、
や

＝
？

l
ニ
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
表
象

＼ 

つ
ま
り
自
画
像
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、

芥川の墨画と文人的風流

芥
川
の
墨
画
に
は
、
自
己
イ
メ
ー
ジ
が
表
象
さ
れ
た
画
像
、

実
際
の
画
家
の
人
生
や
個
性
な
ど
の
実
像
を
透
明
に
写
し
出
す
も
の
と
し
て
の
自
画
像
を
、
こ
こ
で
は
前
提
と
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な

自
画
像
解
釈
の
仕
方
は
、
画
を
観
る
者
の
芥
川
像
の
投
影
・
投
射
で
あ
る
ば
か
り
か
、
画
を
観
せ
る
者
つ
ま
り
芥
川
自
身
の
意
志
や
意

図
を
も
封
印
し
で
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
〈
画
の
中
の
自
己
〉
・
〈
画
い
て
い
る
自
己
v
・
企
画
く
対
象
と
し
て
）

く
つ
か
の
類
型
に
そ
っ
て
、
芥
川
の
自
画
像
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

鏡
に
映
っ
て
い
る
自
己
〉
と
い
う
三
者
の
自
己
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
自
画
像
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
持
つ
多
義
性
を
ふ
ま
え
つ
つ
、

L、

一
つ
め
は
、
他
者
が
欲
望
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
あ
え
て
自
ら
演
じ
よ
う
と
す
る
芥
川
の
自
己
演
出
・
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
画
像
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
〈
画
い
て
い
る
自
己
v
と
〈
鏡
に
映
っ
て
い
る
自
己
〉
と
が
無
化
さ
れ
て
い
る
全
く
の
虚
構
と
し
て
の
〈
画
の
中
の
自
己
〉
の

い
類
型
で
あ
る
が
、
一
九
二
二
（
大
正
十
一
）
年
ご
ろ
か
ら
画
き
は
じ
め
た
〈
水
虎
晩
帰
之
図
〉
（
図
イ
・

み
の
自
画
像
で
あ
る
。
見
せ
る
た
め
の
意
図
的
な
身
振
り
ゆ
え
に
、
〈
画
の
中
の
自
己
V

は
、
堂
々
と
晒
さ
れ
て
い
る
。
最
も
作
例
の
多

ロ
な
ど
）
に
顕
著
で
あ
る
。

こ
の
画
像
に
つ
い
て
、
芥
川
の
著
書
の
装
丁
を
多
く
手
が
け
た
親
友
の
画
家
・
小
穴
隆
一
が
「
芥
川
の
登
録
商
標
」
と
称
し
て
い
る
よ

61 
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（口）

う
に
、
文
人
作
家
芥
川
龍
之
介
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
と
し
て
意
図
的
に
量
産
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
依
頼
さ
れ
て
画
か
れ
て

（時）

い
た
の
だ
が
、
各
依
頼
主
の
体
型
や
性
別
に
よ
っ
て
河
童
が
画
き
分
け
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
一
面
も
あ
っ

た。
二
つ
め
は
、
自
己
奮
起
・
自
己
願
望
と
し
て
の
画
像
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
〈
鏡
に
映
っ
て
い
る
自
己
〉
と
の
対
話
が
動
揺
な
｛
行
わ
れ

て
い
る
た
め
に
、
〈
画
い
て
い
る
自
己
〉
が
〈
画
の
中
の
自
己
〉
の
な
か
に
安
定
し
て
同
居
し
得
て
い
る
自
画
像
で
あ
る
。
一
九
二

O
（大

正
九
）
年
晩
秋
に
好
ん
で
画
い
た
〈
落
木
図
〉
が
、

そ
の
類
型
に
あ
て
は
ま
る
。
自
作
の
七
言
絶
句
「
窮
巷
売
文
偏
寂
冥

寒
厨
欠
酒

白
清
修

枯
毒
窓
外
西
風
晩

欲
潟
胸
中
落
木
秋
（
筆
者
意
訳

む
さ
く
る
し
い
街
巷
に
文
を
売
る
の
は
切
に
物
寂
し
い
こ
と
だ

貧

し
い
台
所
に
酒
を
事
欠
き
み
ず
か
ら
清
く
身
を
修
み

窓
の
外
に
西
風
の
吹
く
夕
暮
れ
に
筆
を
ひ
ね
る

心
の
中
の
落
木
の
秋
の
物
思

い
を
画
き
写
そ
う
と
）
」
の
題
辞
と
と
も
に
、
葉
を
落
と
し
た
落
葉
樹
が
画
か
れ
て
い
る
。
こ
の
題
辞
の
内
容
、
そ
し
て
こ
の
落
葉
樹
が

あ
く
ま
で
も
落
葉
L
た
木
で
あ
っ
て
枯
れ
死
ん
だ
朽
木
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
芥
川
の
痩
身
長
躯
の
体
型
に
似
て
す
ら
り
と
し
た
立
ち

姿
を
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
察
す
る
と
、
「
心
の
中
の
落
木
の
秋
の
物
思
い
」
、
す
な
わ
ち
旺
盛
な
生
命
力
の
発
露
の
夏
が
過
ぎ
秋

と
な
っ
た
寂
実
感
と
と
も
に
、
古
い
葉
を
落
と
す
こ
と
で
さ
ら
に
ま
た
新
し
い
葉
を
つ
け
る
た
め
の
力
を
う
ち
に
秘
め
、
枯
れ
痩
せ
て

は
い
て
も
藻
と
立
つ
落
木
を
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
た
自
己
奮
起
と
し
て
の
自
画
像
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
自
殺
の

直
前
に
画
か
れ
た
〈
裟
婆
を
逃
れ
る
河
童
〉
（
図
ニ
）

は
、
〈
画
い
て
い
る
自
己
〉
の
現
世
逃
避
の
自
殺
願
望
が
、
〈
鏡
に
映
っ
て
い
る

自
己
〉
を
通
り
抜
け
、
〈
画
の
中
の
自
己
〉
に
写
し
出
さ
れ
て
い
る
画
像
で
あ
る
。

三
つ
め
は
、
意
外
性
を
苧
ん
だ
自
己
の
分
身
と
し
て
の
画
像
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
〈
画
い
て
い
る
自
己
〉
に
と
っ
て
意
想
外
の
〈
鏡
に

映
っ
て
い
る
自
己
〉
が
〈
画
の
中
の
自
己
γ

と
な
っ
た
自
画
像
で
あ
る
。

九

（
大
正
十
）
年
静
養
中
一
の
湯
河
原
で
画
い
た
〈
耳



を
広
げ
て
い
る
人
〉
は
、
、
大
き
な
ア
ン
テ
ナ
の
よ
う
な
大
き
く
張
り
出
し
た
岡
耳
と
伏
せ
た
顔
を
覆
い
隠
す
垂
れ
た
長
髪
と
長
く
伸
び

た
爪
と
を
も
っ
不
気
味
な
異
形
の
人
物
が
、
三
日
月
の
出
た
空
と
波
涛
が
巻
き
起
こ
る
海
と
を
背
景
に
、
岩
の
上
で
膝
を
抱
え
て
う
な

に
も
か
か
わ
ら
ず
何
か
を
過
剰
に
受
け
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
影

だ
れ
て
い
る
画
像
で
あ
る
。
視
た
く
な
い
ま
た
は
視
ら
れ
た
く
な
い
、

の
自
己
の
画
像
で
は
な
い
か
。

以
上
、
芥
川
の
墨
画
に
み
ら
れ
る
一
連
の
自
画
像
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、

そ
も
そ
も
自
己
イ
メ
ー
ジ
の
表
象
と
い
う
身
振
り

自
体
が
意
志
的
・
意
図
的
な
も
の
で
あ
り
、
煩
悩
や
意
志
の
な
い
浬
繋
の
世
界
を
風
流
と
考
え
る
芥
川
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
芸
術

芥川の墨画と文人的風流

的
な
作
画
態
度
自
体
が
、
湿
繋
の
風
流
か
ら
は
遠
い
も
の
で
あ
る
。

一一T
i
三

「
あ
る
暗
い
眼
」
の
形
象
化

一
九
二
三
（
大
正
十
二
）
年
以
降
の
作
品
と
推
定
さ
れ
る
〈
一
目
怪
〉
（
図
ハ
）
は
、
巷
聞
か
ら
は
し
ご
が
か
け
ら
れ
た
空
中
に
、

た
だ
大
き
な
上
目
が
ち
の
眼
球
が
浮
か
ん
で
い
る
図
像
で
あ
る
。
遺
稿
「
或
阿
呆
の
一
生
」
（
原
題
は
「
彼
の
夢
｜
｜
自
伝
的
エ
ス
キ

（凶）ス
」
）
の
序
章
「
一

時
代
」
に
、
こ
の
画
と
符
節
を
あ
わ
せ
る
よ
う
な
次
の
一
節
が
あ
る
。

彼
は
梯
子
の
上
に
作
ん
だ
ま
ま
、
本
の
聞
に
動
い
て
ゐ
る
店
員
や
客
を
見
下
し
た
。
彼
等
は
妙
に
小
さ
か
っ
た
。

の
み
な
ら
ず
如

何
に
も
見
す
ぼ
ら
し
か
っ
た
。
「
人
生
は
一
行
の
ポ
オ
ド
レ
エ
ル
に
も
若
か
な
い
。
」
彼
は
暫
く
梯
子
の
上
か
ら
か
う
云
ふ
彼
等
を

見
渡
し
て
ゐ
た
O
i
－
－
・
（
十
六

三
八
）
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遡
っ
て
、
青
年
期
に
書
か
れ
た
一
九
一
五

（
大
正
四
）
年
十
二
月
三
日
付
井
川
恭
宛
書
簡
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
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こ
の
ま
冶
で
何
十
年
何
百
年
で
も
じ
っ
と
し
て
「
た
へ
ず
変
化
す
れ
ど
も
静
止
し

流
転
す
れ
ど
も
恒
久
な
る
」

一
切
を
み
て
ゐ

た
い
や
う
な
気
が
す
る

何
故
だ
か
し
ら
な
い

唯
僕
の
意
識
の
中
に
は
あ
る
時
い
眼
が
浮
ん
で
ゐ
る

何
度
も
そ
れ
が
泣
く
の

を
見
た
眼
で
あ
る

僕
は
こ
の
心
も
ち
を
失
ふ
の
を
恐
れ
る

こ
の
眼
を
失
ふ
の
を
恐
れ
る

か
な
し
い
や
う
な
気
も
す

る
：
：
：
（
十
七

一一一） 

青
年
期
の
芥
川
は
、
自
身
の
意
識
の
中
に
、
人
間
的
な
感
情
を
冷
徹
に
見
据
え
よ
う
と
す
る
「
あ
る
暗
い
眼
」

の
存
在
を
感
じ
、

そ
れ

を
失
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
「
あ
る
暗
い
眼
」
は
そ
の
後
も
存
在
し
続
け
、
巷
間
を
上
か
ら
見
下
ろ
す
眼
と
し
て
、

〈
一
目
怪
〉
お
よ
び
「
或
阿
呆
の
一
生
」
に
お
い
て
形
象
化
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
或
阿
呆
の
一
生
」
は
、
序
章
「
一

時
代
」
か

ら
終
章
「
五
十
一

敗
北
」
へ
と
連
動
し
て
い
く
の
だ
が
、
終
盤
の
章
「
五
十

停
」
の
中
の
「
「
世
紀
末
の
悪
鬼
」
は
実
際
彼
を
虐
ん

で
ゐ
る
の
に
違
ひ
な
か
っ
た
」
（
十
六

六
六
）
と
い
う
言
葉
に
一
不
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
風
流
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、
空
中
に
浮

か
ぶ
眼
と
い
う
主
題
は
、
芥
川
の
生
き
た
世
紀
末
の
時
代
と
の
脈
絡
を
考
え
さ
せ
る
。

一
一
丁
四

機
知
や
詰
謹
の
表
現

芥
川
の
墨
画
の
中
に
は
、
機
知
や
譜
語
が
表
現
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。

い
く
つ
か
作
例
を
み
て
み
よ
う
。

一
九
二
六
（
大
正
十
五
）

年
に
療
養
中
の
鵠
沼
に
て
画
か
れ
た
〈
北
斗
七
星
〉
は
、
「
霜
の
ふ
る
夜
を
菅
笠
の
ゆ
く
へ
哉
」
の
俳
句
と
六
つ
星
の
星
座
が
固
か
れ
て

い
る
。
小
穴
隆
一
の
回
想
に
よ
る
と
、
当
時
死
の
話
ば
か
り
し
て
い
た
芥
川
が
、
こ
の
画
を
見
せ
な
が
ら
「
こ
れ
は
な
ん
だ
か
わ
か
る

か
ね
え
」
と
尋
ね
る
の
で
「
北
斗
七
星
だ
ら
う
が
、
星
が
一
つ
飛
ん
で
落
ち
て
ゐ
る
」
と
答
え
る
と
、

に
や
っ
と
笑
っ
て
「
う
む
、



（初）

つ
飛
ん
ぢ
ゃ
っ
た
」
と
言
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
飛
ぴ
落
ち
て
し
ま
っ
た
星
と
自
身
の
死
と
を
関
連
づ
け
た
酒
脱
な
機
知
の
表
現
で
あ

る

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
の
自
殺
産
前
に
画
か
れ
た
〈
自
噸

水
梯
や
鼻
の
先
だ
け
暮
れ
残
る
〉
は
、
戯
画
化
し
た
自
身
の
顔
と

同
句
が
一
緒
に
画
か
れ
て
い
る
。
夕
暮
れ
の
薄
明
か
り
の
中
に
鼻
先
の
水
沸
だ
け
が
光
っ
て
い
る
と
い
う
こ
の
句
は
、
す
で
に
一
九
二

（幻）

O
（
大
正
九
）
年
ご
ろ
ま
で
に
作
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
が
、
芥
川
は
、
死
を
譜
語
的
に
演
出
す
る
べ
く
、
意
図
的
に
辞
世
の
句

と
し
て
知
人
に
書
き
遣
し
て
い
る
。
自
噸
的
か
つ
凄
惨
な
譜
龍
の
表
現
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
機
知
や
譜
龍
を
弄
し
た
最
晩
年
の
芥
川
の
墨
画
制
作
の
態
度
は
、
や
は
り
煩
悩
や
意
志
の
な
い
浬
繋
の
私
的
な
風
流

芥川の墨画と文人的風琉

か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。

お
わ
り
に

芥
川
に
と
っ
て
風
流
と
は
、
人
間
的
な
憤
悩
や
意
志
の
な
い
世
界
で
あ
っ
た
。
が
、
芥
川
の
墨
画
に
は
、
芥
川
の
意
志
や
意
図
が
多

分
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
芥
川
は
、
風
流
の
境
地
に
よ
っ
て
墨
画
を
画
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
範
倒
的
な
文
人
趣

や
は
り
墨
画
制
作
に
お
い
て
も
、
文
人
趣
味
を
逸
脱
し
た
独
自
の
表
現
を
求
め
た
。

昧
の
美
意
識
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
芥
川
は
、

ゆ
え
に
、
芥
川
は
、
文
人
趣
味
に
よ
っ
て
墨
画
を
画
い
た
の
で
も
な
か
っ
た
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
、
も
し
も
芥
川
の
墨
画
が
近
代

の
文
人
画
と
し
て
観
ら
れ
る
な
ら
ば
、
な
に
か
異
質
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
要
因
で
は
な
か
っ
た
か
。

芥
川
に
と
っ
て
、
私
的
な
楽
し
み
で
あ
る
風
流
は
、
安
心
で
き
る
な
つ
か
し
さ
を
感
ー
じ
つ
つ
も
、
常
に
対
概
念
と
し
て
の
公
的
な
芸

術
を
通
じ
て
、
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
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つ
ま
り
、
風
流
に
対
し
て
独
立
し
た
価
値
を
見
出
せ
な
か
っ
た
。
師
夏
目
激

（

m）
 

石
が
最
晩
年
、
漢
詩
や
書
画
の
制
作
を
す
る
こ
と
で
、
文
人
的
風
流
を
自
分
ひ
と
り
で
楽
し
ん
だ
の
と
は
ち
が
っ
て
、
芥
川
は
、
芸
術
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活
動
と
は
無
縁
な
は
ず
の
私
的
な
墨
画
制
作
に
お
い
て
す
ら
、
文
人
的
風
流
に
没
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

で
は
、
な
ぜ
芥
川
は
文
人
的
風
流
を
独
立
し
た
価
値
と
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
青
年
期
に
無
二
の
親
友
だ
っ
た
井
川

恭
は
、
芥
川
の
自
然
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

彼
は
自
然
の
美
の
観
照
に
お
い
て
極
め
て
す
る
ど
い
感
覚
を
も
っ
て
ゐ
た
け
れ
ど
、
自
然
に
対
す
る
彼
の
態
度
は
、
観
照
者
の
た

た
ず
む
界
線
の
此
方
に
執
念
深
く
留
ま
っ
て
ゐ
た
。
そ
れ
を
踏
み
こ
え
て
謂
は
ば
自
然
の
ふ
と
こ
ろ
に
抱
か
れ
る
こ
と
を
少
年
の

た五時
v~ か

ら
ね
が
7 
て
ゐ
た
私

と
っ
て
は

さ
う
し
た
彼
の
性
向
は
、
意
地
悪
く
も
、
物
足
り
な
く
も
、

は
が
ゆ
く
も
感
じ
ら
れ

井
川
に
と
っ
て
、
芥
川
は
、
自
然
を
対
象
化
し
客
体
化
し
て
い
た
。
元
来
文
人
的
風
流
の
境
地
が
、
自
然
の
中
に
人
聞
が
溶
け
込
む
こ

と
で
、
自
然
と
人
間
と
の
主
客
未
分
の
津
然
一
体
感
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
芥
川
の
人
間
中

心
主
義
的
な
自
然
に
対
す
る
態
度
こ
そ
、
芥
川
が
文
人
的
風
流
を
独
立
し
た
価
値
と
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
根
本
的
な
原
因
と
し
て
推

測
で
き
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註

芥
川
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
（
岩
波
書
店
）
全
二
十
四
巻
一
九
九
五
1
一
九
九
八
年
に
拠
り
、
た
と
え
ば

第
十
六
巻
の
二

O
コ
一
ペ
ー
ジ
か
ら
の
引
用
で
あ
れ
ば
（
十
六
二

O
一
二
）
の
よ
う
に
、
本
文
中
に
記
し
た
。

（1
）
岡
崎
義
恵
「
日
本
芸
術
思
潮
第
二
巻
風
流
の
思
想
』
上
・
下
（
岩
波
書
店
）
一
九
四
七
・
一
九
四
八
年
に
拠
る
と
、
中
国
古
代

に
お
い
て
成
立
し
た
風
流
の
思
想
は
、
日
本
に
渡
来
し
て
の
ち
、
元
来
の
倫
理
的
価
値
・
政
治
的
価
値
お
よ
ぴ
美
的
価
値
の
な
か
で
も



特
に
美
的
価
値
が
強
調
さ
れ
つ
つ
、
時
代
ご
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
を
経
た
。
岡
崎
の
史
的
展
開
に
そ
え
ば
、
万
葉
時
代
の
清
明
・
さ

や
け
さ
・
す
な
お
さ
な
ど
の
倫
理
的
な
み
さ
を
の
風
流
と
宮
ら
し
き
ゃ
み
や
こ
ぴ
の
優
美
さ
を
あ
ら
わ
す
み
や
び
の
風
流
、
平
安
時
代

の
華
美
な
意
匠
や
珍
奇
な
趣
向
を
中
心
と
す
る
風
流
、
そ
の
華
麗
の
流
れ
を
継
い
だ
中
世
に
お
け
る
豪
奪
な
過
差
と
ば
さ
ら
の
風
流
お

よ
び
行
事
と
な
っ
た
歌
舞
演
劇
の
風
流
、
そ
れ
ら
の
人
工
的
な
華
麗
に
対
し
て
、
自
然
の
幽
趣
や
質
素
を
重
視
し
た
佑
ぴ
茶
の
風
流
と

書
道
・
楽
道
・
香
道
・
花
道
な
ど
の
芸
道
の
風
流
、
さ
ら
に
自
然
物
の
清
浄
な
美
を
愛
し
そ
の
な
か
に
詩
趣
詩
情
を
見
出
す
五
山
禅
林

の
枯
淡
冷
浄
の
風
流
、
さ
ら
に
そ
の
枯
淡
を
深
め
た
わ
ぴ
・
さ
ぴ
・
し
を
り
・
ほ
そ
み
・
を
か
し
の
俳
請
の
風
流
、
同
じ
く
大
自
然
の

高
逸
な
情
趣
と
の
主
客
未
分
の
淳
一
感
の
意
境
を
め
ざ
す
文
人
的
（
脱
俗
清
測
の
）
風
流
、
遡
っ
て
国
学
者
お
よ
び
近
世
歌
人
に
よ
る

古
道
（
神
道
）
的
み
や
ぴ
の
風
流
、
近
世
町
人
文
化
で
あ
る
遊
里
的
好
色
の
戯
作
物
や
歌
舞
演
劇
の
ふ
り
・
い
き
・
す
ゐ
・
つ
う
の
風

流
、
さ
ら
に
近
代
の
作
家
で
は
、
幸
田
露
伴
の
愛
と
信
と
美
と
の
一
体
化
し
た
風
流
、
夏
目
激
石
の
則
天
去
私
の
風
流
な
ど
の
変
遷
が

あ
っ
た
。

（2
）
文
人
（
江
戸
）
趣
味
は
、
主
に
漢
詩
を
暗
む
儒
者
や
富
裕
な
商
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
江
戸
時
代
後
期
に
広
ま
っ
た
の
だ
が
、
中
国
の

風
流
隠
士
の
超
俗
的
な
趣
味
生
活
を
江
戸
文
化
の
な
か
で
読
み
替
、
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
国
古
典
は
俳
諸
に
、
文
人
画

は
南
画
に
、
唐
琴
は
三
味
線
に
と
い
っ
た
具
合
で
、
書
画
骨
董
や
硯
墨
な
ど
の
文
房
具
な
ど
を
書
斎
に
し
つ
ら
え
、
香
を
薫
き
、
煎
茶

を
点
て
、
花
を
生
け
、
詩
書
画
の
や
り
と
り
を
す
る
な
ど
の
趣
味
を
指
す
。
芥
川
の
実
母
・
フ
ク
の
実
家
で
あ
る
芥
川
家
は
、
代
々
江

戸
城
の
御
数
寄
屋
坊
主
を
勤
め
た
旧
家
の
士
族
で
、
芥
川
の
養
母
・
ト
モ
は
、
江
戸
の
大
通
・
津
藤
（
細
木
香
以
）
の
姉
の
子
だ
っ
た
。

ま
た
、
芥
川
を
母
代
わ
り
に
育
て
た
伯
母
・
フ
キ
も
、
一
中
節
の
名
取
で
南
画
を
噌
む
趣
味
が
あ
っ
た
。

（3
）
筆
者
は
、
『
生
誕
百
年
記
念
も
う
ひ
と
り
の
芥
川
龍
之
介
』
展
（
一
九
九
二
年
）
に
お
い
て
、
芥
川
と
交
流
の
あ
っ
た
風
流
人
・
文

人
た
ち
を
は
じ
め
、
芥
川
が
言
及
し
た
日
本
・
中
国
絵
画
の
調
査
を
主
に
担
当
し
、
こ
の
時
の
成
果
は
、
同
編
著
・
「
第
二
章
東
洋

詩
的
精
神
の
感
応
」
に
全
図
版
入
り
で
収
め
ら
れ
た
。
な
お
、
こ
の
展
覧
会
は
、
芥
川
が
実
際
に
見
、
聴
き
、
触
れ
、
愛
好
し
た
絵
画
・

工
芸
・
建
築
・
音
楽
・
演
劇
・
舞
踏
（
個
々
の
作
品
を
実
証
的
に
選
出
）
と
そ
れ
に
対
応
す
る
彼
の
言
葉
と
を
併
置
す
る
こ
と
で
、
芥

川
の
美
的
体
験
の
諸
相
を
探
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。

（4
）
芥
川
の
墨
画
に
つ
い
て
は
、
文
人
的
作
家
像
を
示
す
た
め
の
い
わ
ゆ
る
作
家
語
り
の
資
料
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
節
が
あ
る
。
例
え
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ば
、
佐
佐
木
茂
索
「
あ
と
が
き
」
『
芥
川
龍
之
介
遺
墨
』
（
中
央
公
論
美
術
出
版
）
一
九
六

O
年
一
四
一
・
一
四
二
ペ
ー
ジ
、
葛
巻
義

敏
編
集
解
説
『
芥
川
龍
之
介
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム
三
ハ
』
（
筑
摩
書
房
）
一
九
六
八
年
二
八
ペ
ー
ジ
、
下
島
勲
『
芥
川
龍
之
介
の
回

想
』
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）
一
九
九
O
年
四
六
ペ
ー
ジ
な
ど
を
参
照
。

（5
）
庄
司
淳
一
「
展
示
の
意
図
と
作
品
の
選
定
に
つ
い
て
」
『
近
代
の
文
人
画
』
宮
城
県
美
術
館
一
九
九
三
年
一

o
i
二
一
ペ
ー
ジ

を
参
照
。

（6
）
初
出
は
、
『
中
央
公
論
』
第
三
九
年
第
二
号
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
二
月
。

（7
）
小
田
部
胤
久
『
芸
術
の
逆
説
近
代
美
学
の
成
立
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
二

O
O
一
年
「
第
二
章

2

独
創
性
と
範
例
性
」
を

参
照
。

（8
）
こ
の
一
文
は
芥
川
の
未
定
稿
草
稿
の
一
筋
で
あ
る
が
、
合
評
会
で
の
議
論
と
逐
一
内
容
的
な
呼
応
関
係
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
合
評
会

が
掲
載
さ
れ
た
『
新
潮
』
一
九
二
四
年
三
月
号
が
三
月
一
日
発
刊
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
論
争
を
発
端
と
し
た
佐
藤
春
夫
の
再
説
「
風
流

論
」
が
掲
載
さ
れ
た
「
中
央
公
論
』
同
年
四
月
号
が
四
月
一
日
発
刊
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
佐
藤
の
「
風
流
論
」
と
こ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム

と
の
連
関
性
が
な
い
こ
と
か
ら
、
一
九
二
四
年
の
三
月
中
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
。

（9
）
座
談
会
の
出
席
者
は
、
佐
藤
春
夫
・
久
米
正
雄
・
徳
田
秋
戸
・
加
能
作
次
郎
・
千
葉
亀
雄
・
田
中
純
・
久
保
田
万
太
郎
・
里
見
葬
・

中
村
武
羅
夫
の
各
氏
。
各
発
言
は
、
『
新
潮
』
第
四
十
巻
第
九
ロ
マ
一
九
二
四
年
三
月
八
八
・
八
九
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
（
括
弧
内
筆
者

付
記
）
。

（
叩
）
こ
の
合
評
会
で
の
い
き
さ
つ
に
発
奮
し
た
佐
藤
春
夫
は
、
そ
の
後
ひ
と
月
あ
ま
り
で
大
部
の
「
風
流
論
」
を
ま
と
め
あ
げ
、
『
中
央
公

論
』
同
年
四
月
号
に
発
表
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
佐
藤
の
「
風
流
論
」
を
う
け
、
再
度
芥
川
は
草
稿
を
残
し
て
い
る
。
次
の
一
節
は
、

佐
藤
が
再
説
し
た
風
流
感
覚
説
に
つ
い
て
、
重
ね
て
芥
川
が
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
神
秘
な
る
何
も
の
か
」
は
感
覚
の
姉
妹
の
一
人
で
あ
る
と
共
に
感
情
の
姉
妹
の
一
人
で
あ
る
。
再
ぴ
君
の
絶
愛
す
る
月
の
光

り
を
例
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
神
秘
な
る
何
も
の
か
」
は
懐
郷
の
情
を
与
へ
る
で
あ
ら
う
。
が
、
さ
う
云
ふ
感
情
を
全
然
勘
定
に
入
れ

な
い
に
も
せ
よ
、
何
か
も
っ
と
捉
へ
難
い
、
云
は
ば
「
感
情
の
芽
」
に
似
た
も
の
を
い
つ
も
そ
の
中
に
苧
ん
で
ゐ
る
。
即
ち
こ
の
「
神

秘
な
る
何
も
の
か
」
は
感
覚
と
呼
ぶ
に
は
余
り
に
幽
幻
な
、
感
情
と
呼
ぶ
に
は
余
り
に
微
妙
な
、
或
如
何
に
も
説
明
し
悪
い
心
の
閃
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き
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
二
十
二

（
日
）
（
1
）
に
同
じ
。

（
ロ
）
佐
藤
春
夫
「
芥
川
龍
之
介
を
憶
ふ
」
『
改
造
』
一
九
二
八
｛
昭
和
三
）
年
七
月
号
九
七
ペ
ー
ジ
に
拠
る
と
、
ほ
ぽ
同
時
期
の
一
九
二

四
（
大
正
十
三
）
年
九
月
ご
ろ
、
芥
川
と
「
風
流
で
は
小
説
が
書
け
な
い
」
こ
と
を
話
し
合
っ
た
と
い
う
。
こ
の
芥
川
・
佐
藤
両
者
と

同
じ
考
え
方
と
し
て
、
「
人
間
意
志
の
紛
糾
を
極
め
た
葛
藤
を
凝
視
し
そ
れ
を
組
み
立
て
た
と
こ
ろ
に
意
味
の
あ
る
近
代
小
説
は
、
風
流

的
芸
術
と
は
対
立
す
る
」
（
岡
崎
義
葱
前
褐
書
下
二
六
一
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
。

（
日
）
た
と
え
ば
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
八
月
三
十
日
付
井
川
恭
宛
書
簡
に
、
「
祈
に
浴
し
舞
雲
に
風
し
詠
じ
て
帰
ら
ん
」
と
い
う

『
論
語
』
中
の
曾
点
の
言
に
対
し
て
、
「
ゆ
か
し
」
さ
や
「
な
つ
か
し
さ
」
と
「
す
べ
て
の
煩
悩
を
脱
離
し
た
清
浄
な
心
も
ち
が
何
時

と
な
く
心
の
底
か
ら
に
じ
み
出
す
や
う
な
気
が
す
る
」
（
十
七
二
一
四
・
二
一
五
）
と
あ
る
。
ち
な
み
に
九
鬼
周
造
も
、
「
風
流
に
関

す
る
一
考
察
」
に
お
い
て
、
芥
川
と
同
じ
く
曽
点
の
言
説
を
引
用
し
つ
つ
、
「
風
流
と
は
、
世
俗
と
断
つ
曽
哲
の
心
意
気
で
あ
る
」
（
『
九

鬼
周
造
全
集
』
（
岩
波
書
店
）
第
四
巻
一
九
八
一
年
六
0
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
三
月
脱

稿
の
「
東
洋
の
秋
」
で
は
、
「
篠
懸
の
葉
ば
か
り
き
ら
び
や
か
な
日
比
谷
公
園
」
で
「
永
劫
の
流
転
を
閲
し
な
が
ら
も
、
今
日
猶
予
」
の
公

園
の
篠
懸
の
落
葉
を
掻
い
て
い
ゐ
」
寒
山
拾
得
が
、
「
売
文
生
活
に
疲
れ
た
お
れ
を
よ
み
返
ら
せ
て
く
れ
る
」
と
し
て
、
「
懐
し
い
古
東

洋
の
秋
の
夢
」
を
描
き
、
そ
の
「
静
か
な
悦
ぴ
」
に
つ
い
て
吐
露
し
て
い
る
。
（
六
一
八
三

（H
）
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
七
月
二
十
四
日
付
池
崎
忠
孝
宛
書
簡
よ
り
引
用
（
十
八
三
O
四
）
。
そ
の
他
、
同
年
十
二
月
十
四
日
付
大

須
賀
乙
字
宛
・
十
二
月
二
十
三
日
付
龍
村
平
蔵
宛
各
書
簡
に
も
「
風
流
地
獄
」
の
語
句
が
み
ら
れ
る
。

（
日
）
一
九
一
一
一
（
大
正
十
）
年
一
月
六
日
付
小
津
碧
童
宛
書
簡
よ
り
引
用
（
十
九
二
二
七
三

（
団
）
一
九
二
二
｛
大
正
十
一
）
年
七
月
三
十
日
付
渡
辺
庫
輔
宛
書
簡
を
参
照
。

（
口
）
「
人
が
芥
川
の
登
録
商
標
の
や
う
に
し
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
河
童
の
妻
」
（
小
穴
隆
一
一
編
「
芥
川
龍
之
介
遺
墨
』
［
中
央
公
論
美
術
出
版
］

一
九
六
O
年
九
一
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
）
、
「
水
虎
－
晩
帰
之
図
が
そ
ろ
そ
ろ
弘
ま
っ
て
し
ま
っ
た
頃
、
き
み
、
ぽ
く
は
た
の
ま
れ
て
ゐ
る

ん
だ
が
、
な
に
か
新
子
は
な
い
か
ね
え
、
と
相
談
さ
れ
て
」
（
前
掲
書
一
二
七
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
）
な
ど
を
参
照
。
文
人
作
家
と
し
て

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
各
雑
誌
の
編
集
者
か
ら
望
ま
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

五
二
ニ
）
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（
問
）
「
私
の
乞
ふ
ま
ま
、
芥
川
氏
は
硯
に
筆
を
染
浸
ま
せ
、
一
一
線
一
線
毎
に
、
河
童
の
画
を
画
き
初
め
ら
れ
た
」
（
永
見
徳
太
郎
「
芥
川
龍

之
介
と
河
童
」
『
新
潮
』
第
二
十
四
年
第
九
号
一
九
二
七
年
九
月
三
一
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
）
、
「
そ
の
時
は
久
保
田
氏
が
他
の
人
の

（
画
の
）
依
頼
を
う
け
て
来
て
ゐ
ら
れ
た
や
う
に
記
憶
し
て
ゐ
る
」
（
佐
佐
木
千
之
「
お
も
か
げ
」
「
三
国
文
学
』
第
二
巻
第
十
二
号

一
九
二
七
年
十
一
月
八
八
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
）
な
ど
を
参
照
。

（
四
）
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
七
月
二
十
四
日
の
芥
川
自
殺
後
、
『
改
造
』
同
年
十
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。

（
却
）
小
穴
隆
一
編
前
掲
書
七
四
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
幻
）
山
本
健
吉
『
現
代
俳
句
』
（
角
川
書
店
）
一
九
八
六
年
二
一
五
ペ
ー
ジ
を
参
照
。
山
本
に
よ
る
と
、
芥
川
の
自
殺
直
後
に
始
め
ら
れ

た
岩
波
書
店
版
の
芥
川
全
集
の
編
纂
に
あ
た
っ
た
堀
辰
雄
か
ら
、
こ
の
句
の
作
句
時
期
が
一
九
一
九
（
大
正
八
）
・
一
九
二

O
（
大
正

九
）
年
ご
ろ
で
あ
る
こ
と
を
示
教
さ
れ
た
と
い
う
。

（
詑
）
石
崎
等
「
激
石
の
書
」
『
夏
目
激
石
遺
墨
集
』
第
一
巻
童
日
蹟
篇
（
求
龍
堂
）
一
九
七
九
年
を
参
照
。
石
崎
は
、
「
明
暗
」
執
筆
時
の
激

石
の
漢
詩
・
書
画
制
作
を
、
文
学
創
作
に
お
け
る
〈
俗
了
〉
を
振
り
払
う
た
め
の
相
桔
抗
す
る
精
神
の
傾
き
と
解
釈
し
て
い
る
。

（
幻
）
井
川
恭
「
友
人
芥
川
の
追
憶
」
『
文
妻
春
秋
』
第
五
年
第
九
号
一
九
二
七
年
九
月
八
ペ
ー
ジ
よ
り
引
用
。（

大
学
院
後
期
課
程
学
生
）
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図イ く水虎娩帰之図〉 紙本墨画・画中占

1922年 25×17cm 日本近代文学館蔵
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二妻子

多

図ロ く＊虎晩帰之図〉紙本墨画・画粘

(925年 33×49cm 日本近代文学館蔵

図ハ 〈一目怪〉 紙本墨画・折帖制作年不詳。

21×59cm 日本近代文学館蔵
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Th記 InkPaintings of Akutagawa Ryunosuke and社間 B誼njinLi士号rati

A記stheticof Fu.ryu 

ちJahokoTAKAHASヨE

From 1920 until his suicide in 1927, foe novεlist Akutagawa 

Ryunosuke paintεd traditional ink paintings in addition to writing凹

Thεsεpaintings have gεnεrally been considerεd to be representative of 

the furyu (elξgant, stylish) aesthetic of the bunjin literati tradition. 

Various reasons have bξen given for this, including the influencξof his 

upbringing and of his literary neighbors in Tabata, where he livεd 

from 1919 until his death. This view of Ak討agawa’spaintings as being 

in foe bunjin style can be seen in the inclusion of his works in foe 1993 

“Exhibit of Modern Literati PaintingsアAkutagawa'spaintings show 

similaritiεs to thosξof the well-known bunjin引 yleartists in the 

exhibition, in their traditional and yet artless technique. 

However, this widely-accepted view of Akutagawa’s ink paintings 

suggests a number of questions舗（ l ) Did Akutagawa purposely imitate 

the bunjin aesthetic of furyu in his ink paintings? ( 2 ) Were 

Akutagawa's ink paintings truly just a litεrati,style pastime? In the 

“Exhibit of Modern Litεrati Paintings," Akukatagawa’S paintings seem 

somehow out of place in the context of the other works in the 

exhibitiono ＼月Jもyis this? 

This essay uses Akutagawa's own views on bunjin aesfoetics and 

furyu to explore a new interpretation of his ink paintings. My con-

clusions may be summarized as follows: 

( 1 ) Akutagawa did not deliberately imita民社1ebunjin aesthetic 

of furyu in his paintings. He viewed furyu as a state of freedom from 

worldly desirεs and individual will. In contrast to this, his ink paintings 

express his own individuality, and at times deviate from bunjin 

tradition. These factors may be why Akutagawa’s ink paintings seem 

somehow out of place when categorized as bunjinga, or bunjin 

paintings. 

( 2 ) Nor may Akutagawa’S paintings be regarded as a private 



75 

hobby of a literati-style writer. Although he may have felt a nostalgic 

longing for the bunjin concept of furyu as an aesthetic for private 

enjoyment, ultimately he could only regard his ink paintings as one 

more public facet of his artistic output. This is in con位astto his men-

tor N atsume Soseki, who was able to pr甘atelyenjoy such bunjin 

activities as painting and writing Chinese poetry as pastimes田 parate

from his public persona as a novelist. Akutagawa, however, was un-

able to lose himself in the private enjoyment of出ebunjin literati ideal 

of furyu, even in his production of ink paintings由at,in theory, had no 

connection with his public creative output as a writer. 

区eywords: furyu, bunjin literati aesthetics/tastes/, originality, will/ 

intention, private vs. public 


