
達
磨
の
図
像
学

 
 

 

も

く
じ

一
、
意
志

の
人

二
、
見
返

り
達

磨

三
、
女
形
達
磨

四
、
女
達
磨

五
、
猪
牙
達

磨

六
、
杖

つ
き

の
乃

の
字

一
、

意

志

の
人

“
喝

ッ
”

“
喝

≧
≧
≧

”

 

の

っ
け

か
ら
大

喝

一
声
。

 

こ
ん
な
大
音

声
を
聞

い
た
ら
、
別

に
只
管
打
座
、
禅

の
修

行

に
励
む
若
き
学
人

な
ら
ず

と
も
、
覚

醒
す

る
こ
と
は
必
定
。

定
め
し
読
者

も
驚

か
さ
れ
た

に
相
違
な

い
。

ま
し
て
や
筆

者
な

ど
は
、
空
即
是
色

、

一
介

の
ク
ソ
袋
だ

と
は
諦
念

し
て
み

て
も
、
所
詮

は
凡
夫

の
哀

し
さ
、
こ
ん
な
桐
喝

の
声

が
上
が
れ
ば
、

つ
ぎ

は
徳
山

宣

鑑

（唐
代

の
禅
僧
）

の
棒

（竹
箆
）

の
如
き

一
打

が
あ
る

の
で
は
と
、
覚
醒
ど

こ
ろ
か
、
驚

天
動
地
、
思
わ
ず
裸
足
で
逃
げ

出
す
。
臨
済
義

玄

（
臨
済
宗

の
開
祖

、

唐

代

の
人

）
な
ら
ず

と
も
、
大
悟
し

た
師
家

（禅
僧
）
が
学

人
接
得

に
放

つ

”
喝
”

の
大
音
声

は
、
そ
れ
程

の
迫

力
を

も

っ
て

い
た

の
だ
。

ま

さ
し
く
殺

活
自
在
、
学

人
ど

こ
ろ
か
、
そ
れ
こ
そ
巌
を
も
動

か
す
。
だ
が
、

そ
れ
も

こ
れ
も
こ

の

一
語

の

裡

に
、
師
家

の
峻
烈

な
禅

風
や
強
固

な
意
志
や
、
ひ

い
て
は
そ
の
全

人
格
が

こ
め

榊

原

 
 

悟

ら

れ
て

い
た

か
ら
に
他
な

る
ま

い
。

そ

の
意
味
で

“
喝
”
こ
そ
は
、
釈
尊

と
摩

詞

迦
葉
と

の
拮
華
微
笑
を
妙
旨
と
し
、
師
資
相

承
を
重
ん

じ
た
禅

の
、
最
も
禅

的
な

学

人
接
得

の
方
法
で
あ

っ
た
。

 

と

こ
ろ
で
、

”
峻
烈

な
禅

風
”
や

”
強
固
な
意
志

”
を
云
う
な

ら
ば

、
こ
の

”
喝

”

の
臨

済
や

“
棒
”

の
徳
山
も

さ
る
こ
と
な
が

ら
、
や
は

り
達
磨

、
正
し
く

は
菩
提

達
磨
を
上
げ

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

云
う
ま
で
も
な
く
彼

は
禅
宗

の
初
祖
。
波

斯
国

の
人
と
も
、
南

イ

ン
ド

の
バ
ラ

モ
ン
の
出
身
と
も
云
わ

れ
、

な
お
そ

の
出
自

は
定

か
で
は
な

い
が
、
少
な
く
と
も
六
世
紀
初

め
北

魏

の
頃

に
、

お
そ
ら
く

は
西
域
を

経

由
し
て
中

国

へ
入

っ
た
と
み
ら
れ

る
。
梁

の
武
帝
と
問
答
を
交
わ
し
た

の
ち
、

卒

然
と
し
て
嵩

山

の
少
林
寺

に
赴
き
、
坐
禅

三
昧

の
生
活

に
入

っ
た
と
云
う
。

い

わ

ゆ
る

”
面
壁
九
年
”
と
呼
ば

れ

る
行

が
そ
れ

で
、
知

ら
ぬ
者

の
な

い
達
磨

の
事

蹟

の

一
つ
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
か
ら
も
窺

え
る
よ
う

に
強

固
で
峻
烈

な
”
意
志

の
人
”

と
云
う

の
が
、
達
磨

に
対
す
る
我
々
の
最

も

一
般
的

な
イ

メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。

云

わ
ば
達
磨

は
、
直
指
人

心
、
見

性

成

仏
を
標
傍

し
、
自

力
を
侍

ん
だ
禅
宗
を

ま

さ
し
く
象
徴
す
る
人
物
で
あ

っ
た

の
だ
。

し

か
も
達
磨

は
そ

の
初
祖
で
あ

る
。
と

な

れ
ば
師
資

相
承
を

と
り
わ
け
重
ん

じ
た
禅
林

に
あ

っ
て
、
達
磨

が
篤

い
尊
崇
を

あ

つ
め
た
こ
と
は
云
う

ま
で
も
あ

る
ま

い
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
そ

の
画
像

も
、

禅

の
高
僧

た
ち
を
描

い
た
列
祖
像

の
中

の
初
祖
像
と
し
て
、

は
た
ま
た

一
幅

の
独

尊
像
と
し
て
、
実

に
数
多

く
描

か
れ
た
。

こ
と

に
北
宋

末
期

か
ら
南
宋

初
期

に
か

け
て
の
禅

林

に
お
い
て
初

祖
達
磨

の
地
位

が
再
評
価

さ
れ
た
結
果
、

「
達
磨

図
」
の

需
要

が
高

ま
り
、
そ
の
制
作

に
も
拍
車
を

か
け
た
よ
う
だ
。
無
論

、
そ

の
点

は
も

っ

ぱ
ら
南

宋
禅
を
輸

入
し
た
日
本
禅
林
で
も
変
わ
ら
な

い
。
伝
存
す
る

「
達
磨
図

」

は
実

に
多

い
。

そ
れ
ら
は
大
き
く
全
身

像

（立
像
、

坐
像
）
と
半
身

像
と

に
分

け



ら
れ

る
が
、
さ
ら

に
達
磨

の
数
々
の
事
蹟

に
応

じ
て
様
々
の
図
像

が
成
立
し
た
。

そ

の
主

な
も

の
を
挙
げ

る
と
、
次

の
よ
う
で
あ
ろ
う
。

・
「
芦
葉
達
磨
図
」
…

…
中

国

に
入

っ
た
達
磨

は
梁

の
武
帝
と
問
答

し
た
が
、
意

は

か
な
わ
ず
、
揚

子
江
を
渡

っ
て
魏

へ
と
去

る
。
こ
の
時

の
様

子
を
描

い
た
の
が
「
芦

葉
達
磨
図

」
で
、
渡
江

の
際
、
芦

の

一
茎

に
乗

っ
た
と

の
伝
称

に
基
づ
く
。
成
道

寺
本

（
一
山

一
寧
賛 

図

1
）
、
南
禅

寺
本

（規
庵
祖

円
賛

）
、

玉
蔵
院
本

（固
山

一
輩
賛
）

な
ど
遺

品

は
多

い
。

・
「
面
壁
達
磨
図
」
…

…
長

江
を
渡

っ
た
達
磨

は
、や
が
て
嵩

山

の
少
林
寺

に
至

り
、

そ
こ
で
面
壁

九
年

の
行

に
入
る
。
「
面
壁
達
磨
図
」
は
そ

の
時

の
達
磨
を
描

い
た
も

の
で
、
岩
上

に
坐
し
、
壁

面
を
睨

み
す
え

る
達
磨

の
姿
が
捉

え
ら
れ
て

い
る
。
達

磨

に
参
禅
を
乞

う
も
許

さ
れ
な
か

っ
た
慧
可

が
、
自

分

の
左
手
を
断
ち
切

っ
て
そ

の
決
意

の
深

さ
を
示
し

た
、

い
わ
ゆ

る

「
慧
可
断
臂

図
」
も

こ
の

「
面
壁
達
磨

図
」

の

一
派
生
と
み
て
よ

い
だ

ろ
う
。
さ
ら

に
半
身
像

の
中

に
も
面
壁

坐
禅
達
磨
と

み

ら
れ
な
く
も

な

い
も

の
が
少

な
か
ら
ず
含

ま
れ
、
「
達
磨

図
」

の
遺
品
と
し
て
は
、

こ

の

「
面
壁
達
磨

図
」
が
最

も
多

い
。
代
表
的
遺
例

に
向
嶽
寺
本

（
蘭
渓
道
隆
賛

図
2
）
、
東

福
寺
本

（
明
兆
筆
）
な

ど
が
あ
る
。

・
「
隻
履
達

磨
図
」
…
…
達
磨

入
滅

後
三
年
、
魏

の
国
使
宋
雲

は
、

西
域
か
ら

の
帰

国

の
折

に
パ
ミ
ー

ル
あ
た

り
で
、
片
方

の
履
だ

け
を
も

っ
て
西

へ
向

か
う
達
磨

に

会

っ
た
。
不
思
議

に
思

っ
た
宋

雲
が
、
帰
国
後
、
達

磨

の
墓
を
開

く
と
、
遺
体

は

な
く
片
方

の
履
だ

け
が
残

さ
れ
て

い
た
と
云
う
。

「
隻
履
達
磨

図
」

は
、
こ
の
時

、

宋
雲

が
パ
ミ

ー

ル
で
出

会

っ
た
達
磨
を
描

い
た
も

の
。
遺
品

は
正
木
美
術
館
本

（南

浦
紹

明
賛 

図

3
）

な
ど
比
較
的
少

な

い
。

こ
れ
以
外

に
も
曲

景

に
座

し
、
頂
相
的
な
礼
拝
像
と
し
て
の
「
達
磨
図
」

（代
表
作

に
西

醐
子
曇
賛

・南

禅
寺
本

「
六
代
祖
師
図
」

の
う
ち

の

『初
祖

菩
提
達
磨
大
師

』

が
あ

る
）
や
、
同

じ
く
礼

拝
用

の

「
列

祖
像
」

の
う
ち

の

『
初
祖
達
磨

大
師
図
』

（半
身
像

、
代
表
作

に
明
兆
筆

・
東
福

寺
本

「
四
十
祖
像

」

の
う
ち
の

『
初
祖
達

磨
大
師

図
』
や
、
こ
れ
を
写

し
た
狩
野
探
幽
筆

の
相
国
寺
本

な
ど
が
あ

る 

図

4
）

な
ど
、
様
々
な
像

容
を
も

っ
た

「
達

磨
図
」

の
存
在

が
知
ら
れ

て
い
る
。
初

祖
達

磨

に
対
す

る
深

い
尊

崇

の
念

が
、
こ
れ
ら
各
種

の

「達
磨

図
」
を
生

み
出

し
た

の

で
あ

る
。

た
だ
し
そ
う
し

た
図
像

上

の
違

い
は
あ

っ
て
も
、
そ

の
風
貌

に
人
を
射

る
よ
う
な
大
き
な
眼
と
黒
々
と
蓄

え
ら
れ
た
髭
、
真

一
文
字

に
結

ん
だ
口
な
ど
を

備
え
て
い
る
点
で
は
、
す

べ
て
の

「
達
磨
図
」
で

一
致
す

る
。
も

と
よ
り
そ
う
し

た
特
徴
が
、
達
磨

の
出
自

そ
の
も
の

に
よ

る
と
考

え
ら
れ
な
く
も

な

い
。
が
、
そ

れ
は
ま
た
強
固

な

”
意

志

の
人
”
と
云
う

イ
メ
ー
ジ

に
適

っ
た
表

現
で
も
あ

っ
た
。

そ

の
点
で
筆
者

が
常
々
、
最
も
達
磨

ら
し

い

「
達
磨
図
」
と
感

嘆
し
て
い
る
の
が
、

一
休
宗
純

（
―
三二
九
四
〜

一
四
八

一
）
賛
、
曽
我
墨
漢

（
〜

一
四
七

三
）
筆

の
真

珠
庵

本

（図

5
）
で
あ

る
。
禿
頭
、

鋭

い
眼
光
、
大
き
な
鼻
、
伸
び
放

題

の
髭
、

一
直
線

に
結

ん
だ

口
、
厚

い
胸

な
ど
、
精
気
と
気
迫

に
あ
ふ
れ

る
。

ま
さ
し
く
達

磨
で
あ

る
。

そ
れ
以
外

の
何
も

の
で
も
な

い
。
こ
れ
な
ら
ば
、

の
ち
に
能

登
よ
り

上
洛
し
て
間
も

な

い
信
春
時
代

の
長

谷
川
筆
伯

（
一
五
三
九
〜

一
六

一
〇
）
が
、

本

図
を

一
見
、

た
だ
ち

に
模
写
を
試

み
た
こ
と

に
も
得

心
が

い
く
。
筆

伯
は
本
図

に

「
達
磨
図
」

の
典

型
を
見
出

し
た
の
で
あ

ろ
う
。

 

な

か
で
も
筆
者

が
、

こ
の
真
珠
庵
本
で
と
り
わ
け
注

目
し
て
い
る
の
は
、°
刷
毛

で
描

い
た
よ
う

な
漆

黒

の
衣
文
線
で
あ
る
。

お
そ

ら
く

は
伝
顔
輝
筆

『寒

山
拾
得

図
』

（東
京

国
立
博
物
館
蔵

）
や
伝
石
恪
筆

『
二
祖

調
心
図
』

（東
京
国

立
博
物
館

蔵

）
な
ど

に
見

ら
れ
る
よ
う
な
衣
文
表

現
を
参
考

に
し
た
も

の
だ

ろ
う

が
、
そ

の

荒
々
し
く
誇
張

さ
れ
た
描
線

に
よ

っ
て
、
達
磨

の
峻
烈

な
禅

風
や

そ
の
気
迫
や
、

ひ

い
て
は
彼

の

”意

志

の
人
”
と
し
て
の
全
人
格
そ

の
も

の
を
表
現

し
よ
う
と
し

た

の
で
あ

ろ
う
。

そ
し
て
画
家

の
こ
の
目
論
見
は
見
事

に
成

功
し
た
。

図
上

の

一

休

の
賛
が

云
う
通

り
、

 

半
身
形
象

現

全
身

す
な
わ

ち
半
身
像

な
が
ら

よ
く
達
磨

の
全
体
を
表

現
し
え

て
い
る
か
ら

で
あ

る
。

 

重
要
な

こ
と
は
、
こ
う

し
た

一
気

呵
成

の
濃
墨

の
衣

文
線
が
、
達
磨

の
性
格
表

現

に
適
う
も

の
と
し
て
、
こ
の
後

、
多
く

の
画
家

た
ち

に
よ

っ
て
受
け
容
れ
ら

れ



て

い

っ
た
点
で
あ
る
。
祥
啓

の

『
達
磨

図
』

（南

禅
寺
蔵
）
し

か
り
、
牧
松

の

『達

磨

図
』

（慈

照
院
蔵
）
し
か
り
、
そ

し
て
等

伯

の
、
真
珠
庵
本

の
直
模
的
作

品

（龍

門
寺
蔵 

図

6
）
し

か
り
、
で
あ
る
。

つ
ま
り
後

世

の
画
家

に
と

っ
て

「
達
磨
図
」

と
云
え
ば
、
強

烈
な
濃
墨
線
、

こ
れ
が
常
識
で
あ

っ
た

の
だ
。

そ

の
意
味
で
ま
こ

と

に
興
味
深

い
作
品
が
遺

さ
れ

て
い
る
。

 

 
 

二
、

見
返
り
達
磨

 

図
が
、

そ

の
『達
磨

図
』

（図

7
）
で
あ

る
。
筆
者

は
曽
我
蕭
白

（
一
七
三
〇
〜

八

一
）
。
最
近
と

み
に
そ

の
奇
想
が
高

い
評
価
を
得
て

い
る
画
家
で
あ

る
。
図
も
そ
う

し
た
世

評

に
違
わ
ず
、
す
こ
ぶ
る
付
き
の
面
白
さ
だ
。
「
見
返
り
美
人

」な
ら

ぬ
「
見

返
り
達
磨

」
と
で
も
呼

ぶ

べ
き
も

の
で
あ

り
、
ふ
り
向
き
ざ

ま

の
―

と
云
う

こ

と
は
、
と

り
も
直

さ
ず
こ
の
絵
を
鑑

る
我
々

の
方
を
見
詰

め
返
す

―

達
磨
が
描

か
れ
て

い
る
。
白
眼

が
ち
だ
が

つ
ぶ
ら
な
眸
が

こ
ち
ら
を
向

い
て
、
“わ
た
し

キ

レ

イ
？
”
と

で
も

云

っ
て

い
る
よ
う
だ
が
、
う
す
墨
を
刷

い
た

ヒ
ゲ

面
と
全
く
不
釣

合

い
だ
。
し

か
し
、

こ
の
達
磨

が
ど

こ
か

ユ
ー

モ
ラ

ス
で
あ

る
の
も
、

お
そ

ら
く

こ
う
し
た
表
情

の
奇

妙
な

ア
ン
バ
ラ

ン
ス
故
で
あ
ろ
う

か
。
本
来

、
峻
厳

で
あ

る

は
ず

の

“
意
志

の
人
”
達
磨

が
、
こ
こ
で
は
馬

子

か
、
駕
籠
鼻
き
で
も
あ

る
か

の

よ
う
な
情
け
な

い
表

情
を
浮

か

べ
て
い
る
。
こ
ん
な
達
磨
と
視

線
を
交
わ
し
た
な

ら
ば

、
そ

の
途
端

、
何

か
見
て
は
な
ら
な

い
も

の
、
ど

こ
か
お
ぞ
ま
し

い
も

の
を

見
て
し
ま

っ
た
後

の
、
あ

の
疲

労
感

に
と
ら
わ
れ
る

の
は
、

お
そ
ら
く
筆
者

だ
け

で
は
な

い
だ

ろ
う
。
こ
の
達
磨

の
表
情

に
は
、

そ
ん
な
鑑

る
人
を
辟
易

さ
せ
る
よ

う
な
毒
が
含

ま
れ

て
い
る
の
だ
。
そ
れ

と
云
う

の
も
、
我
々

の
心

の
ど

こ
か

に
、

大
悟
し

た
達
磨

に
対
す

る
確

固
た

る
イ

メ
ー
ジ
が
あ

り
、
こ
ん
な
体

た
ら
く

の
達

磨
は
絶
対

に
あ

っ
て
は
な
ら
な

い
、
と
の
確

信

に
も
似

た
思

い
が
あ

る
か
ら
だ
。

達
磨

の
こ
ん
な
情
け
な

い
表

情
は
、

そ
ん
な
我
々
の
気
持
ち
を
逆
な
で
す
る
、
と

云
う
わ
け
だ
。

 

と
は
云
え
、
こ
れ
は
ま
ぎ

れ
も
な
く
達
磨

で
あ

る
。

大
き
な
眼
と
髭
を
も

っ
た

特
徴
あ

る
顔

貌
や
、
所

謂

”
達
磨
被
ぎ

”
と
云
わ
れ
る
法
衣
を
身

に
ま
と

っ
た
、

そ
の
姿

、
形

は
、
達
磨

が
達
磨
で
あ

る
た
め

の
条
件
を
す

べ
て
充
た

し
て

い
る
。

し
か
も

こ
こ
に
は
、
達
磨
を
描
く

た
め

の
常

套
手
法
と
も
云
う

べ
き
、
あ

の
濃
墨

の
衣
紋

線

（輪
郭
線

）
も
確

か
に
あ

る
。
と
云
う

よ
り
す
さ
ま
じ

い
ス
ピ
ー
ド

で

引

か
れ
た
、

そ
の
野
太
く
も
激

し

い
描

線
は
、
異
様

な
迫

力
を
以

っ
て
鑑
る
者

に

迫

る
。
通
常

の

「
達

磨
図
」
で
は
、
こ
う
し

た
強
烈

な
濃
墨
線
こ
そ
が
、
達
磨

の

峻
烈

な
禅
風
や
気
迫
を
象
徴
す

る
も

の
で
あ

っ
た
は
ず

だ
。
だ
が
本

図
で
は
、
ご

覧

の
通
り
、
こ
の
激
烈

な
描
線

は
、
達
磨

に
は
あ

る
ま
じ
き
情
け
な

い
表

情

に
よ

っ

て
、
決
し
て
彼

の
高

い
精
神
性

の
表

現
と

は
な

っ
て

い
な

い
。

 

で
は

こ
の
強

い
描
線
と
、

そ
れ

に
よ

っ
て
描

か
れ
た
こ
の

『
達
磨

図
』
は
、

一

体

、
何

で
あ

っ
た
の
か
。
画
家
は
こ
の
図

に
よ

っ
て
何
を
表

現
し
た

か

っ
た

の
か
、

で
あ

る
。

そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る

の
が
落
款

に
他

な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち

”
曽
我

瀟
白
鎮
酔
画

”
と
あ

る
。
こ
れ

に
よ

っ
て
図

が
酔

余

の
席
画
で
あ
る
と
知
れ
る
。

酒
席

に
お

い
て
、
畳
目
が
写

る

の
も

か
ま
わ
ず

、

一
気
呵
成

に
描

い
た
も

の
で
あ

ろ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
こ
こ
に
見

る
異
様
な
迫
力
を
持

っ
た
描
線

に
も
得

心
が

い
く
。
こ
の
迫
力

は
、

も
ち

ろ
ん
そ
の
大
部
分
が
薫
白

の
鬼
才

に
よ
る

の
で

あ

ろ
う
が
、
酒

の
力
、
す
な
わ

ち
酔

い
の
勢

い
に
よ

る
と
こ
ろ
も
、

ま
た
少

な
く

は
な
か

っ
た

の
で
あ

る
。
薫

白

は
、

お
そ
ら
く
本
図
を
描

く
こ
と

に
よ

っ
て
、

一

種

の
心
理
的

カ
タ

ル
シ

ス
を
さ
え
味
わ

っ
た

に
相
違

な

い
。
落
款

の

“
鎮
酔

”
と

は
、
そ
の
謂
で
あ

っ
た
と
み
て
よ

い
だ

ろ
う
。
蕭

白

の
鬼
才
と
酔

い
と

の
出
会

い
、

こ
の
作
品
は
そ

の
見
事

な
成
果
で
あ
り
、
云

っ
て
み
れ
ば

「
達
磨
図
」

の
戯
画
で

あ

っ
た

の
だ
。

そ
れ
な
ら
ば
、
達
磨

の
情
け
な

い
表
情

も
無
理

か
ら
ぬ
と

こ
ろ
だ

ろ
う
。
無
論
、
強

烈
な
描
線
が
達
磨

の
精
神

の
表

現
で
あ
る
は
ず

も
な

い
。
そ
れ

は
、
あ
く
ま
で
画
家
薫

白

の
パ
フ

ォ
ー

マ
ン
ス

（席

画
）
を
見

せ
る
た
め

の
手
段

で
あ
り
結
果
で
あ

っ
た

の
だ
。

“
線

の
遊
び

”
と
言

い
換
え

て
も

よ

い
だ
ろ
う
。
遊

び

な
ら
ば
、
強
烈

で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
、
観
客

の
眼
を
驚

か
す

こ
と
は
必
定
。
激

し
く
筆
を

の
た
く
ら
せ
、
最
後

に
渾
身

の
力
で
は
ね
て

一
図
を
描
き

お
え
た
と
き
、

宴
席

か
ら

は
期

せ
ず
し
て
大
き
な
ど
よ
め
き

さ
え
起

こ

っ
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

 

た
だ
し
見
逃

し
て
は
な

ら
な

い
の
は
、
“
鎮
酔

”
し
て

い
た
と
は
云
え
、
蕭

白
が
、



す

べ
て
を
計
算

し
た
上
で
こ
の
パ
フ

ォ
ー

マ
ン
ス
を
行
な

っ
て

い
た
点
で
あ
る
。

大
向

こ
う
を
う

な
ら
せ
る
た

め
に
、
身
振

り
大
き
く
、
強

い
線
を
引

く
こ
と
が
ど

れ
程
効

果
的

か
、
蕭

白
は
充
分
承
知

し
て

い
た

に
違

い
な

い
。
無
論

、
「
達
磨
図

」

に
お
け

る
墨
線

の
も

つ
意
味
や
、

さ
ら

に
は

こ
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
を
見
る
江
戸

時
代

の
人
々
の
平
均

的

「
達
磨
図
」

が
奈

辺

に
あ

っ
た
の
か
、

に
つ
い
て
も
画
家

と
し
て
当
然
、
認
識

し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
曽
我

墨
漢

の

『
達
磨
図
』

な
ど

に
触
発

さ
れ
る

”
意
志

の
人
”
達
磨

の
イ

メ
ー
ジ
で
あ

っ
た
こ
と
は
す

で
に

述

べ
た
。

そ
し
て
蕭

白

の
達
磨

の
イ
メ
ー
ジ
も
ま
た
江
戸

人
士
の
そ
れ
と
同
じ
で

あ

っ
た
。
と
云
う
の
も
蕭
白
自
身
、
曽
我

氏
を
私
称
す

る
以
上
、
室
町
期

の
曽
我

派

に
興
味
を
抱

い
て

い
た
は
ず
で
、

現

に
墨
漢

の
『達
磨

図
』
に
近

い
画
趣
を
も

っ

た

『達

磨
図
』

（
図
8
）
を
彼
自
身
本
画

に
描

い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
実
際

に
京

の
地

に
あ

っ
て
、
真
珠
庵
本

の
こ

の
墨
漢

の

『
達
磨

図
』
を
見
た
可
能
性
す

ら
あ
る
だ

ろ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
冒
頭
で
見

た
酔
余

の

一
作
と
も

云
う

べ
き
『
達

磨

図
』

の
戯
画

の
、
画
面
を

の
た
く

る

一
気

の
墨
線

は
、

必
ず

し
も
酔

い
に
任

せ

て
引

か
れ
た

も
の
と
は
云
え
な
く

な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
描
線

は
、
明
ら

か
に
達
磨

の
気
迫

の
象
徴
と
も
云
う

べ
き
、
あ

の
強

い
墨
線

の
伝
統
を
蕭

白
な
り

に
受
け
継

い
だ
結

果
で
あ

っ
た

の
だ
。
勿
論
、
酔

い
の
勢

い
に
よ

っ
て
墨
線

に

一
層

の
激

し

さ
が
備
わ

っ
た
こ
と
は
否
め
ま

い
。

が
、
と
も
あ
れ
こ
の

『達
磨

図
』
は
席
画

の

即
興

に
出
た
も

の
と
は
云

い
な
が

ら
、

そ

の
図
様
と
手
法

に
お

い
て
意
外

に
も
優

れ
て
伝
統
的
で
あ

っ
た
。

 

こ
れ

に
関
連

し
て
注
目
す

べ
き

は
、

か

の
葛

飾
北
斎

（
一
七
六
〇
〜

一
八
四
九
）

の
パ

フ
ォ
ー

マ
ン
ス

（座

画
）
で
あ

る
。
文

化
十

四
年

（
一
八

一
七
）
尾
張
名
古

屋

は
西
本

願
寺

の
別
院

（
西
掛
所
）
で
興
行

さ
れ
た
席
画
で
北
斎

が
取
上
げ

た
の

も
、
確

か

「
達
磨
図
」
で
あ

っ
た

は
ず
だ
。

こ
の

「
達
磨
図

」
は
、
人
々
の
想
像

を
絶
す
る
巨
大

さ
故

に
、
戯

画
で
あ

っ
た

の
だ
。

 

し

か
し
考

え
て
み
れ
ば
戯

画
が
、
伝
統
的

な
画
題
す
な
わ
ち
古

典
と
切

っ
て
も

切

り
離

せ
な

い
関
係

に
あ
る
こ
と

は
、
当
然
と
云
え
ば
余

り
に
当
然
と
云
え

る
だ

ろ
う
。
と

い
う

の
も
古
典
と
し
て
周
知

の
図
様
を
も

っ
た
画
題
を
茶
化
し
て
、
こ

れ
を
戯

画
化
し
た
時

の
笑

い
や

ユ
ー
モ
ア
ほ
ど
、
イ

ン
パ
ク
ト
が
強

い
も

の
は
な

い
と
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ

る
。
高
尚
な
も

の
を
卑

俗
化
し
て
お
か
し
み
や
笑

い
を

誘

う
こ
と
、
戯
画

の
常
套

手
段
は
こ
こ
に
あ

っ
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
高

尚
で
尊

崇

さ
れ
る

べ
き
も

の
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
、
こ

の
手
法

は
効
果
を

発
揮
す
る
。
そ

の
意
味
で
達
磨

は
、
蕭
白

の
作
品
を
挙
げ

る
ま
で
も
な
く
、
戯
画

の
格

好

の
画
題

で
あ

っ
た
。
人

は
悪

い
が
、
何

事

に
よ
ら
ず

、
相
手

の
真
面
目
を
か
ら

か
う
こ
と

ほ
ど
楽
し

い
も

の
は
あ

る
ま

い
。
達
磨

が
覚
悟

し
た
真
面
目
を

示
そ
う
と
リ

キ
め

ば

リ
キ
む
ほ
ど
、
こ
れ
を
茶

化
し
た
時

の
笑

い
は
大
き

い
。

ニ
ヤ

つ
く
馬
子
面
を

も

っ
た
達
磨

の
衝
撃
度

は

い
か
ば

か
り
で
あ

っ
た
ろ
う

か
、
想
像
す
る
だ

に
難
く

な

い
だ
ろ
う
。
蕭
白

の

『達

磨
図
』
戯
画

は
、
古

典
を
逆
手

に
と

っ
た
こ
の
画
家

の
趣
向

の
勝
利
で
あ

っ
た
。

 

興
味
深

い
の
は
、
こ
う
し
た
趣
向
が
、
ひ
と
り
蕭
白
だ
け

の
も
の
で
は
な

か

っ

た
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
蕭

白
と
ほ

ぼ
同
時
代

の
川
柳

に
云
う
。

 

・
も
う
五
年

お
そ

い
と
達
磨

首
ば

か
り 

 

 

 

 

『誹
颯
柳
多
留

』

二
六
篇

 

・
人

の
見

ぬ
間

に
は
達
磨

も
蝿
を
追

い 

 

『
川
柳
評
万
句
合
』
宝

暦

一
三
年

 

・
達
磨
さ
ま
蚊

の
喰
所

は
顔
ば

か
り 

 

 

 

 

『
誹
調
柳
多
留
』

一
二
○
篇

 

・
七
人
が
皆
竹

の
子
に
蹴

つ
ま
づ

き 
 

 
 

 
 

『誹
調
柳
多
留
』

一
二
〇
篇

 

・
七
人
は
藪
蚊
を
追

う

に
か

か

っ
て
居 

 
 
 

 

『誹
調
柳
多
留
』
拾

遺

一
二

 

・
七
賢

の
着
物
雀

の
糞

だ
ら
け 
 

 
 

 
 

 

『誹
謁
柳
多
留
』

一
四
六
篇

達

磨
だ
け
で
な
く

”竹
林

の
七
賢
人
”

な
ど
、

行
な

い
す
ま
し

た
散

聖

の
人

た
ち

を
時

に
オ
チ

ョ
ク
リ
、
茶

化
し
、
卑
俗

な
と
こ
ろ

に
引
き
ず

り
お
ろ
し
て
笑

い
と

ば
す
。
尊
崇
す

べ
き
聖
人
た
ち
も
蝿

は
五
月
蝿
し
、
蚊

に
刺

さ
れ
れ
ば
痒

い
。
所

詮
は
人
間
だ
、
と
云
う
わ
け
だ
が
、

川
柳

に
見

る
こ
う

し
た
譜
謔

の
精
神

は
、

ま

さ
し
く
蕭
白

の
こ

の

『
達
磨
図
』

に
も
通
じ
る
も

の
だ

ろ
う
。

 

だ
が

こ
れ
だ
け
で
は
な

か

っ
た
。
達

磨
は
江
戸
人
士

の
茶
化
し

の
対
象
と
し
て

よ
ほ
ど
好

ま
れ
た

の
だ

ろ
う
。
実

に
多

く

の

「
達
磨
図

」

の
戯
画
が
描

か
れ

て
い

る

か
ら
だ
。

 

で
は
そ
う

し
た
作
品

に
は
、
ど

の
よ
う
な
も

の
が
あ

る

の
だ

ろ
う

か
。

さ
ら

に



見

て

い
こ

う

。

三
、
女
形
達
磨

 

何

は
と
も
あ
れ
、

ま
ず

は
図
を
ご

覧
願

い
た

い
。

 

図
は

『
達
磨
遊
女

図
』
。

あ
る

い
は
も
う
少

し
図
様

に
即
し
て
云
え
ば
、

『
達
磨

遊
女

異
装
図
』

（心
遠
館
蔵 

図

9
）
と

で
も
命
名
す

べ
き
内
容
を
も

つ
。
白
粉
を

厚

く
塗

っ
た
遊

女
と
禿

頭

に
ギ

ョ
ロ
眼
、

ヒ
ゲ
面

の
、
あ

の
お
馴

じ

み
の
顔

は

…
…
、
そ
う
、
達
磨

で
あ

る
。

 

し
か
し
、

一
体

、
な

ん
だ
、
こ
れ

は
。
そ

の
服
装

は
、
な
ん
と
遊
女

が
達
磨

の
、

達

磨
が
遊
女

の
そ
れ
を
着
て

い
る

の
で
は
な

い
か
。
こ
れ

で
は
オ
カ

マ
か
。
い
や
、

そ
れ

で
は

”
意

志

の
人
”

に
対

し
て
失
礼
だ
。

”
女

形
達

磨
”
と
呼

ぼ
う
。

 

が
、
そ
れ

に
し
て
も
、
こ
の
達
磨

の
帯

は
遊

女

の
よ
う

に
前

帯

に
締
め
、
遊
女

の
着
る
墨
染

め

の
衣

は
、

「
達
磨
図
」
に
特
有

の
、
あ

の
肥
痩

の
あ
る
濃
墨
線
で
描

か
れ

る
。
こ

の
画
家

の
観
察

の
眼
と
芸

は
、

な

か
な

か
に
細

か

い
。
女

の
身

の
丈

に
は
僧
衣

は
長

過
ぎ

る
の
だ
ろ
う
。
ダ
ブ
ダ
ブ

だ
。
逆

に
達

磨

に
は
小
袖

の
丈

が

短

か
過
ぎ

る
。

毛
つ

ね
を
出

し
た
、

ツ

ン
ツ

ル
テ
ン
姿

が
な
ん
と
も
可
笑

し

い
。

し

か
し

そ
ん
な
怪
し
げ

な
恰

好
を
し
て

い
る

の
に
、
達
磨

は
相
も
変
わ
ら
ず
達
磨

で
あ

る
。
大
き
な
眼
を
前
方

に
見
据

え
、

口
を
真

一
文
字

に
結
ん
だ
、
あ

の

”
意

志

の
人
”
の
表

情
を
浮

か

べ
て

い
る

の
だ
。

”
大
悟

の
人
”
ら
し
く
外
見
な

ど

一
切

気

に
し

な

い
と
も
云

え
る
が
、
そ
れ

に
し
て
も
嘆

か
わ
し

い
。
遊
女
用

の
朱
を
利

か
せ
た
小
袖

は
、
達
磨

が
着

る

か
ら
な

の
だ
ろ
う
、
裾

に
芦

の
葉
が
あ

し
ら
わ
れ

て
い
る
。

だ
が
こ
の
派
手

な
小
袖
と
ヒ
ゲ

面
は
全
く

チ
グ

バ
グ
だ
。

そ
の
ア

ン
バ

ラ

ン
ス
が
笑

い
を
誇
う
。

さ
し
ず

め
こ
の
達

磨
が
振

り
向

く
と
、
す

で
に
紹
介

し

た

「
見
返

り
達

磨
」

に
な
る

の
だ

ろ
う
。

奇
妙
奇
天
烈
と
云
え
ば
、
こ
れ
ほ
ど
珍

妙
な
作

品

（
達
磨
）

は
あ
る
ま

い
。

お
そ
ら
く
読
者

の
十

中
八
、
九
ど
こ
ろ
か
、

十
人

が
十

人
ま
で
も

が
、
こ
れ
を
見
て
眼
を
剥

い
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
そ

れ

は
筆
者
と

て
も
変

ら
な

い
。

 

図
を
筆
者

が
初

め
て
見
た

の
は
、
現
在
を
去

る
こ
と
十

四
年

余
り
前
、
『
異
色

の

江
戸
絵
画
ー

ア
メ
リ
カ

・
プ
ラ
イ

ス
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
ー
』
展

（於

サ

ン
ト
リ

ー
美

術
館 

昭
和

59

・
9

・
15
〜

11

・
4
）

の
準
備

の
た
め
、
ジ

ョ
ー

・
プ
ラ
イ

ス
氏

の
心
遠
館
を

オ
ク
ラ

ホ

マ
に
訪

ね
た
時
で
あ

っ
た
。
氏

の

コ
レ
ク

シ

ョ
ン
は

「
心

遠
館
」

の
号

か
ら
も
分

か
る
よ
う

に
、
伊
藤
若
沖

（斗
米
庵
、

心
遠
館
、

一
七

一

六
〜

一
八
〇

〇
）

の
作
品

が
有
名

だ
が
、
酒
井
抱

一

（
一
七

六

一
〜

一
八
二
八
）

や
鈴
木
其

一

（
一
七
九
六
〜

一
八
五
八
）
、
長

沢
芦
雪

（
一
七
五

四
〜

九
九
）
な
ど

の
作
品

に
も
粒
よ
り

の
優
品

が
揃

っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
多
く

の
名

品

に
混
じ

っ
て

筆
者

の
眼
前

に
、
突
然
、
登
場

し
た

の
が
、
こ

の
珍
妙
な

二
人
連
れ

で
あ

っ
た
。

 

そ

の
時

の
第

一
印
象

は
…
…
。

頭

の
中

が
ま

っ
白
、
と
は
大
袈

裟
だ
が
、

一
瞬

わ

れ
と
わ
が
眼
を
疑

い
、
し
ば

し
唖
然
と
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
そ

の
後
、

奥
村
政

信

（
一
六

八
四
〜

一
七
六

四
／
六

八
）

に
も
全
く
同
種

の
趣
向

に
な
る
作

品

『
達
磨
遊

女
異
装
道
行
き
図
』

（
日
本
浮

世
絵
博
物
館
蔵

、
こ
の
図

の

”達
磨

大

夫
”
の
小
袖

も

「
芦
葉
達
磨

」
に
ち
な
ん
で

”
芦
葉
模

様
”
、
道

行
き

に
は
払

子
を

も

っ
た
禿
が

つ
き
従
う 

図

10
）
が
あ

る
こ
と
を
知

っ
た
。
さ
ら

に
別
趣

の
達
磨

を
茶
化

し
た
作
品

の
多

く

に
接
し
、
現

に
現
在
こ
う

し
て

「
達
磨

の
図
像
学

」
な

る
戯
れ
文
を
書
く

は
め

に
な

っ
た
、

そ
も
そ
も
き

っ
か
け
と
な

っ
た

の
が
、
ま

さ

し
く
こ

の
心
遠
館
本

『達

磨
遊
女
異
装

図
』
で
あ

っ
た
。
そ

の
意
味
で
こ

の

一
点

は
、

筆
者

に
と

っ
て
、

終
生
、
忘
れ
難

い
強
烈
な
印
象
を
残
す
作
と
な

っ
た
。

 

問
題
は
、
こ
の
珍

に
し
て
妙
な

二
人
連
れ
が
何
を
意

味
す
る

か
、
で
あ
る
。

そ

れ
を
考
え
る
上
で
参
考

に
な

る
作

品
が
、
時
代
も
場
所

も
大
き
く
異

な
り
、
し

か

も
唐

突
だ
が
、
泰
西
名
画

に
あ
る
。
そ

の
中

に
美

し

い
裸

女
と
老
婆
、
骸
骨
と
が
、

し
ば

し
ば

一
緒

に
登
場
す

る

（た
と
え
ば

ド

イ

ツ
ル
ネ

ッ
サ

ン
ス

の
画

家

バ

ル

ド

ゥ
ン
グ

・
グ
リ
ー

ン
の

『
死
と
女
』 

一
五

一
七
年 

バ
ー

セ
ル
美

術
館

蔵
）
。

彼

女
ら
が
生
、
老
、

死

の
象
徴
で
あ
る
こ
と

は
云

う
ま
で
も
な

い
。

そ
し
て
本
図

の
趣

向
も

こ
れ
に
近

い
だ

ろ
う
。

つ
ま
り
達
磨
を

”
聖

な
る
も

の
”
、
遊

女
を

”
俗

な
る
も

の
”

の
代
表
と

み
た

の
だ
ろ
う
。
そ

の
二
人
が
着
物
を
互

い
に
取
り
換

え

て

い
る

の
で
あ

る
。

達
磨

は
遊
女

、
遊

女
は
達
磨
、
と
云
う
わ

け
だ

が
、
そ

の
意

味
す
る
と

こ
ろ
は
、
”
聖

な
る
も

の
”

に
俗
を
見
、
”
俗
な
る
も

の
”

の
中

に
聖
を

見
る
た
と
え
で
あ

ろ
う

か
。
無
論

、
こ

の
絵
が
言

い
た
か

っ
た

の
は
、
と
り
わ
け



後
者

の
場
合
、
す
な
わ
ち
遊

女

の
中

に

”
聖
な
る
も

の
”

＝

”
聖
性
”
を
認
め
た

か

っ
た

に
違

い
な

い
。

 

と
こ
ろ
で
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
筆
者

は
こ
う
し
た
解
釈
を
全
く

の
あ
て
ず

っ

ぽ
う
で
述

べ
て
い
る
の
で
は
な

い
。

か
の
沢
庵
宗

彰

（
一
五
七

三
〜

一
六
四
五
）

の
偈
と
歌

に
云
う
。

 

仏

は
法
を
う
り
、
祖
師

は
仏
を
う

る
。
汝

は
五
尺

の
体
を
売

っ
て

一
切
衆
生

の

煩
悩
を
易
す
、
柳
緑
花
紅

の
色
々
か

 

水

の
面

に
よ
な
よ
な
月

は
か
よ

へ
と
も

 
 

 
 
 

心
も
と
め
す
影
も

の
こ
さ
す

 
 

 
 

右
沢
庵 

八
十
三
翁
不
白

江
戸
千
家

の
茶
人
川

上
不
白

（
一
七

一
五
〜

一
八
〇
七
）

が
寛

政
九
年

（
一
七
九

七
）
、
沢
庵

の
偈
と
歌
を
借

り
て
、
宮
川
長
春

（
一
六

八
二
〜

一
七
五

二
）
筆

の
『
美

人
図
』

（大
和

文
華
館
蔵
）
に
後
賛
し

た
も

の
だ
が
、
衆
生
を
煩
悩

か
ら
救
済
す

る

点
で
、
遊

女
は
祖
師

に
優

る
と
も
劣
ら

な

い
と
云
う
。
遊
女

に
聖
性
を
見
出
し
て

い
る
わ
け
だ
が
、
こ
う

し
た
考
え
方

は
、

日
本

の
文
学

・
芸
能

の
伝
統

の

一
つ
で

も
あ

っ
た
よ
う
だ
。
そ

の
こ
と
を
教

え
て
く
れ

る
の
が
、
観
阿
弥

（
一
三
三
三
〜

八

四
）
作

の
謡
曲

『江

口
』

に
他

な
ら
な

い
。

 

こ

の
積
塔

は

い
に
し

へ
の
江

口
の
君
と

て
名

に
聞
こ
え
た

る
遊

君
の
跡

の
し

る

 

し

に
て
候 

こ
れ
は
歌
人

に
て
居
ら
れ
候
ひ
け
る
が
、
ま
こ
と
は
普

賢
菩
薩

の

 

化

身
な
ど

と
申

し
伝

へ
て
候 

西
行

上
人
も
歌
を
詠

ま
れ

て
候
ひ
け
る

に
、
面

 

白
き
返
歌
を

せ
ら
れ
た
り
け

る
な
ん
ど
申
し
伝

へ
て
候

、
心
あ

る
人

は
お
ん
弔

 

ひ
候 

立
ち
寄

り
て
お
ん
弔
ひ
あ

ら
う
ず
る

に
て
候

摂
津
国

（大
阪
府

）
神

崎
川

の
河
口
、
江

口
の
里

の
遊

君

に
ま

つ
わ
る
話
で
あ

る
。

旅

の
僧

が
、
江

口
の
里

に
や

っ
て
来
て
、
故

あ
り
げ
な
墓
石
を
見

つ
け
、
里

の
男

に
尋

ね
た
と
こ
ろ
、
返

っ
て
き
た
答

え
が
、
こ
れ

で
あ

る
。

そ

の
墓
石

は
、

西
行

（
一

一
一
八
〜
九
〇
）
と
歌

の
問
答
を
し
、
普
賢
菩
薩

の
化
身
と
云
わ
れ
た
遊

女

の
墓
で
あ
る
と

い
う
。
遊
女

に
聖
性
を
認

め
た
典

型
的
事
例
で
あ

る
。

 

だ
が
こ
こ

に
見

る
遊
女
観

は
、
観

阿
弥
独
自

の
も
の
で
は
な

か

っ
た
。
こ
れ

に

先
行
す
る
説
話
が
あ

っ
た
の
だ
。

云
う
ま
で
も

な
く
西
行
と
遊
女

の
交
渉

そ
の
も

の
は
、

『
新
古
今
和

歌
集
』
巻
十

「
羇
旅
歌

」
で
四
天
王
寺

参
詣

の
途
中
、

江
口

の

里
で
に
わ
か
雨

に
あ

い
、
遊
女

屋

に
仮
り

の
宿
を
所
望

し
た
も

の
の
断
わ
ら
れ
た

西
行

が
、

そ

の
屋

の
遊
女
妙
と
交
わ
し
た
歌

に
由
来

し
、
あ
ま
ね
く
人

口
に
膾

炙

す

る
が
、
遊

女
を
普
賢
菩
薩

の
化

現
と

み
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
さ
ら

に
別

の
説

話

に
基
づ

く
と
云
う

（権
藤
芳

一
著

『能

楽
手
帳

『
騒
々
堂

出
版
）
。

 

そ

の
説
話
と
は
、
鎌
倉
時
代

に
成
立

し
た

『
撰

集

抄
』
の
伝
え
る
も

の
で
、
書

写
上
人

性

空

（
九

一
〇
〜

一
〇
〇

七
）
が
、
江

口
な
ら

ぬ
、
古

来
よ
り
そ

の
名

の

高

い
室

の
泊

（室

津
）

の
遊
女

に
、
普
賢
菩

薩

の
化
現
を

見
た
こ
と

に
他
な

ら
な

い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

天
台

の
高
僧
性
空

は
、
「
法
花
読

誦
」
の
功

に
よ
り
六
根
清
浄

の
功
徳
を
得

た
が
、

い
ま
だ
生
身

の
普
賢
菩

薩
を
拝
見

し
な

い
の
は
恨

み
の
中

の

恨

み
と
、
七

日
七
夜
祈
念

し
、
そ

の
最
後

の
日

の
暁

に

”
室

の
遊

女

の
長
者
を
拝

め
、
彼
女
こ
そ
ま
こ
と

の
普
賢
な
り
”
と
の
啓

示
を
う
け

た
。
急
ぎ

室

の
津

に
至

り
、
宿
を

と
る
。
や
が
て
お
目
あ
て
の
長
者
す
な
わ
ち
遊
女

屋
の
主
人
が
出
て
き

て
酒
を
す
す

め
、
舞

い
を
舞
う
。
こ
の
と
き
と
ば

か
り
、
上
人

が
目
を

ふ
さ
ぎ
心

を
静

め
て
観
念
す
る
と
、
端
厳

柔
和

の
普

賢
菩
薩
が
白
象

に
乗

っ
て
、

“
法

性
無

漏

の
大
海

に
は
普
賢
恒

順

の
月 

光

ほ
が

ら
か
な
り
”
と
歌

っ
て

い
る
。
目
を
あ

け
て

み
れ
ば
、
遊
女

の
長
者
で

“
さ
さ
ら
波

た

つ
”
と
歌

い
、

ま
た
目
を
閉
じ

れ

ば
菩

薩

の
姿

に
か
わ
る
。
遊

女
と
見
れ
ば
菩
薩

、
菩
薩

か
と
見
れ
ば
遊

女
、
と
云

う
次

第
。
「
色

即
是
空
、
煩
悩

即
菩
薩

」
、

日
ご

と
夜
ご

と
相
手
を
か
え
る
遊
女

な

れ
ば

こ
そ
人

の
世

の
無
常
を
深
く
感
じ
、

ま
た
彼
女
ら

の
詩

歌
舞

曲

の
優
れ
た
わ

ざ

は
成

仏

の
機
縁

に
な
る
と
云
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
遊

女
は
す
な
わ

ち
菩
薩

で
あ

っ
た

の
だ
。

『
撰
集
抄
』
の
遊
女
即
菩
薩
説

は
、

ま
さ
し
ぐ
そ

の
こ
と
を
教

え

て
く
れ
る
も

の
で
あ

っ
た
。

 

見
逃

し
て
は
な
ら

な

い
の
は
、
こ
う

し
た
遊

女
観
が
近
世

に
入

っ
て
も
な

お
保

た
れ

て

い
た
、
と
云
う

よ
り
さ
ら

に

一
般
化

し
た
と
考
え

ら
れ
る
点
で
あ

る
。
円



山
応
挙

（
一
七

三
三
〜

九
五
）
や
多
く

の
浮
世
絵
師

た
ち
が
、
白
象

の
背

に
遊
女

を
乗

せ
た
、
所
謂

「
見
立
て
江

口
君
図
」
を
描

い
て
い
る
の
が
、

そ

の
何
よ
り

の

証
左
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ら
多
く

の

「
見
立
て
江

口
君
図
」

は
、

性
空
が
室

の

遊
女
屋
で
観

た
と
云
う
普
賢
菩

薩
を
思
わ

せ
る
。

 

興
味
深

い
の
は
、

い
ま
問
題
と
し
て
い
る
心
遠
館

本

『
達
磨
遊
女

異
装
図
』

の

画
家
竹

田
春
信

（伝
歴
未
詳
）

も
、
そ
う
し
た

「
見

立
て
江

口
君
図
」
を
描

い
て

い
る

の
で
あ

る
。

し

か
も
彼

の

『
見
立
て
江

口
君
図
』

（出
光
美
術

館
蔵 

図

11
）

は
、
遊
女

の
乗

っ
た
舟
が
白
象

に
変

化
す
る
ま

さ
に
そ

の

一
瞬
を
描
き
出

し
て

い

る
点
で
、
謡
曲

『江

口
』

の

“
す
な
わ
ち
普
賢
菩
薩
と
現
わ
れ
、
舟

は
白
象

に
な

り

つ
つ
”
と

の

一
節
を
最

も
忠

実

に
絵
画
化

し
た
も

の
だ
と

云
う

（石

田
佳
也

「
『
見

立
江

口
図
』
試
論

―
謡
曲

の
絵
画
化
を
め
ぐ

っ
て
」

『
サ

ン
ト
リ
ー
美

術
館
論
集
』

5
号
）
。
春

信
が
、
遊
女
す
な
わ
ち

“
聖
な

る
も

の
”
と
考

え
て
い
た
こ
と
は
疑

い

あ
る
ま

い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

『達

磨
遊
女
異
装
図
』

の
二
人
が
互

い
に
着

物
を
取
り
替
え

る
と
云
う
、
前
代
未
聞

の
特
異
な
図
様

も
ま
た
、
遊
女

の
”
聖
性
”

を
表

現
し
た
も

の
だ

と
す
る
筆
者

の
見
解

は
、
あ
な
が
ち
強
引

な
深
読

み
と
は
云

え
な

い
だ
ろ
う
。

『
達
磨
遊
女

異
装

図
』
も
ま
た
、
珍
妙
な
図
様

に
似
ず
、
優
れ
て

伝
統

的
で
あ

っ
た

の
だ
。

 

問

題
は
、
こ
の
図

の

”
聖
な
る
も

の
”

の
代
表
が
、
な

に
ゆ
え
達
磨
で
あ

ら
ね

ば

な
ら
な
か

っ
た

か
、
で
あ
る
。
「
見
立
て
江

口
君
図

」

に
倣
え
ば
普
賢

か
観
音

、

あ

る

い
は
釈
迦

の
方
が

”
聖

な
る
も

の
”

に
相
応

し

い
と
思
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
達

磨
で
あ

っ
た

の
か
。
そ
こ
に
こ

の
画
家

一
流

の

ユ
ー

モ
ア
の
セ

ン
ス
を
見

る
こ
と

も
で
き
よ
う
が
、
さ
ら

に
達
磨

の
図
様
が
、
誰
で
も

一
見
し
て
そ
れ
と
分

か
る
程

に

一
般
化

し
て

い
た
こ
と
も
、
こ
の
際

、
そ

の
理
由
と
し
て
忘
れ

て
は
な
ら

な

い
。

 

だ
が
、

い
ず

れ

に
せ
よ
江
戸
時
代

の

「
達
磨
図
」

戯
画

に
あ

っ
て
は
、
遊
女
と

の
組
合

せ
が
妙

に
多

い
の
だ
。

 

で
は
二
人
を
、
鴛

鴛

の
如
く
、
切

っ
て
も
切
れ
な

い
赤

い
糸
で
結
び

つ
け
た
も

の
は
、
何
で
あ

っ
た

の
か
。

さ
ら
に
見
て
い
こ
う
。

四
、
女
達
磨

 

『達
磨

遊
女
異
装

図
』
の
よ
う

な
奇
抜
な

「
達
磨

図
」
は
類
例

に
乏
し

い
よ
う
だ
。

筆
者

の
知

る
と

こ
ろ
で
は
、
わ
ず

か
に
奥
村

政
信
が
絵

入
り
俳
書

『
鶴

の
嘴
』

（宝

暦

二
年
、

一
七
五

二
）

に
載

せ
た

一
図
と
、

同
じ
く
政

信

の
、
前
述

し
た

『
達
磨

遊

女
異
装
道
行
き
図
』

（
図

10
）
と
を
挙

げ

る
の
み
で
あ

る
。
こ

の
う
ち
前
者

は
、

達

磨
が
遊
女

の
裲
福

（打
掛

け
）
を
着
け
、
遊

女
が
達
磨

の
衣
を
着

け
た
戯

画
で

あ
る
と
云
う

が

（吉

田
漱

『浮

世
絵
辞
典
』
味
榿
書
房

）
、
残
念

な
が

ら
筆
者

は
未

見
。
な

お
前
掲

し
た

『
達
磨
遊
女

異
装
図
』

の
画
家
竹

田
春

信
が
、
生
没
年

未
詳

な
が
ら
正
徳

か
ら
享

保

（
一
七

一

―
〜
三
六
）

に
か
け

て
活

躍
し
た
と
推
定

さ
れ

て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
珍
妙

な
図
様

の
創
始
者

の
栄
誉

を
担

う
画
家

が
誰

な

の

か
、

な

お
不
明
で
は
あ
る
が
、
図
様

そ

の
も

の
は
、
ほ

ぼ
こ
の
頃
、
十

八
世

紀
初

期

に
は
成
立

し
て

い
た
と

み
て
大
過

な

い
だ

ろ
う
。

 

と

こ
ろ
で
こ
の

『
異
装

図
』
も
含

め
て
、
「
達
磨
図
」
の
戯
画

に
は
、

い
か
な

る

理
由

か
ら

か
、
遊

女

（
美
人
）
と
組
合

せ
た
も

の
が
ま
こ
と
に
多

い
。

い
ま
そ
れ

ら

は
便

宜
上
、
次

の
三

つ
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。

 

Ｉ

達
磨

の
事
蹟
を
踏

ま
え
た
も

の

 

Ⅱ

そ
れ
以
外

の
も

の

 

Ⅲ

女
達
磨

I

は
、

云
う
ま
で
も

な
く

「
面
壁
」
や

「
芦
葉
」
な

ど
達

磨

の
代
表

的
事
蹟

に
遊

女
を
描
き
加

え
た
も

の
。

な
か
で
も

「
芦

葉
達
磨
」

に
ち
な
む
も

の
は
、
達
磨

が

芦
葉
上
で
座
禅
を
組

み
、
遊

女
が
櫓
を

こ
ぐ
、
あ
え

て
云
え
ば

「
変
わ
り
芦
葉
達

磨
」
と

で
も
呼
ぶ

べ
き
図
様
で
、
肉
筆
で
は
英

一
蝶

（
一
六
五

二
〜

一
七

二
四
）

本
や
宮
川
長
亀
本

、
山
崎
龍

女
本

（群

馬
県
立
近
代
美

術
館
蔵
）
、
版
画
で
は
奥
村

政
信
本

（
ホ
ノ

ル
ル
美
術
館
蔵

）
な
ど
作
例

も
少
な

か
ら
ず

伝
存

し
、

当
時
よ

り

好

評
を
博
し
て

い
た
よ
う

だ
。

そ

の
理
由

も
含

め
Ｉ

に

つ
い
て
は
、
後

に
改
め
て

触
れ

て
み
た

い
。

 

こ
れ

に
対

し
Ⅱ
は
、
達
磨

の
事

蹟
と

は
直
接

的
関
係

の
な

い

一
群
。
美

女
と
相



合

い
傘
で
歩

ん
だ
り

（鈴
木
春
信
画

『
達
磨
と
美
人

の
相
合
傘
』

シ
カ
ゴ
美
術
館

蔵
）
、
美

女

の
こ
ぐ
舟

に
乗

っ
て
水
面

に
映

る
影
を
見
な
が
ら
髭
を
抜

い
た
り

（鈴

木
春
信
画

『
水
鏡
で
髭
抜

く
達
磨
』 

図

12
）
、
さ
ら

に
は
美
人
と

二
人
で

一
本

の

三
味
線
を
弾

い
た
り

（東
燕
斎

寛
志
筆

『
美
人
と
達
磨
図
』
、
図
上

に
は

“
弾
け

は

鳴

る

か
た
手

の
さ
る
や
冬
ご
も
り
”
の
賛
が
あ

る
、

日
本

浮
世
絵
博
物
館
蔵

）
、

は

て
は
美
女

に
耳
垢
を
取
ら
せ
た
り

（河
鍋
暁
斎
筆

『
達
磨

耳
か
き
図
』

（
太
田
記
念

美

術
館
蔵 

図

13
）
す
る
達
磨
が
描

か
れ
て

い
る
。
あ

の

“
意
志

の
人
”
初

祖
達

磨

が
こ
ん
な

に
ヤ

ニ
下
が

っ
て
よ

い
も

の
か
、

全
く
体
た
ら
く

の
達
磨
で
あ
る
。

「
達
磨

図
」
と

は
云
え
、
自

由

に
奇
抜
な
戯
画
化
を
楽
し
ん
だ
作
と
云
え
る
だ
ろ

う
。

 

そ

の
意
味

で
は
画
中
画

に

「
達
磨
図
」
を
あ

し
ら

っ
た
も

の
に
も
面
白

い
作

が

多

い
。

「
不
立

文
字

」
を
標
傍
し
な

が
ら
も
、
美
女

の
読
む
文

の
文
字

（内
容

）
が

気

に
な

っ
て
仕

方
が
な

い
と
云
う
態
で
、
床

の
掛
軸

か
ら
半
身
を
乗
り
出
す
達
磨

（鈴
木
春
信

画

『
文
読
む
女
と
達

磨
』
）
、
美
女
と
若

い
扇
売

り
が
親
し
気

に
言
葉

を

か
わ
す

の
を
、
指
を

し
ゃ
ぶ

っ
て
赤

子
の
よ
う

に
羨
む
画
中

の
扇
絵

の
達
磨

（喜

多
川
歌
麿
面

『
扇
売

り
』 

図

14
）
、
吉
原
で
花
魁
、
幇
間
を
揚
げ

て
す

る
乱
痴
気

騒
ぎ

に
、
描

か
れ
た
衝
立

の
中

か
ら
出
る

に
出
ら

れ
ず
、
ひ
た
す
ら
睨

み

つ
け

る

だ
け

の
形
相

が
何
と
も
云
え
ず
秀
逸

な
衝
立

の
達
磨

（河
鍋
暁
斎

筆

『
吉
原
遊
宴

図
』
心
遠
館
蔵 

図

15
）
な
ど

な
ど
、
見
逃
し
難

い
作
が
あ

る
。

だ
が

こ
れ
ら

は

筆

者

の
手
元

に
あ

る
カ
タ

ロ
グ

か
ら
の
も

の
ば

か
り
で
あ

る
。

さ
ら

に
博
捜
精
査

す
れ
ば
、
遊
女

（美
女

）
と
共

に
あ

る

「
達
磨

図
」
は
、
こ
の
数
倍
を
優

に
下

る

ま

い
。

 

し
か
し
、
そ
れ

に
し
て
も
達

磨
は
よ
く

も
て
る
。
全
く

ス
ミ
に
お
け
な

い
。
そ

れ
こ
そ

「色

即
是
色
」

の
色

男

ぶ
り
だ
。
も
て
る
と
云
え
ば
、
女
房
と
娘

以
外

に

は
経
験

の
な

い
筆
者

か
ら

す
れ
ば

、
全
く
舌
打
ち
し
た

い
く
ら

い
だ
。
で
は
達
磨

は
ど
う

し
て
こ
ん
な

に
遊
女
と

一
緒
な

の
だ

ろ
う
か
。

 

そ
れ
を
考

え
る
手
掛
り
を
与

え
て
く
れ

る
の
が
、

Ⅲ

の

「
女
達
磨
」
で
あ

る
。

こ
の

一
群

は
、

そ

の
名

の
通

り
、

女

の
達
磨
す

な
わ
ち

“
達
磨
被
ぎ
”
と
呼
ば

れ

る
僧
衣

に
身
を
包

ん
だ

「
美
女
図
」
を
云
う
。
要
す
る
に

『
達
磨
遊
女
異
装
図
』

の
遊
女
だ
け
が
独
立

し
て
描

か
れ

た
も
の
と
考
え
れ
ば
よ

い
。

「
達
磨
図
」
の
見
立

て
絵
で
あ

る
。

「
達
磨
図
」
が
達
磨

の
事
蹟

に
応
じ
て
さ
ま
ざ

ま
の
図
様
を
成
立

さ

せ
た
よ
う

に
、

「
女
達
磨
図
」
に
も
各
種
図
様

が
あ

っ
た
と
推
測

さ
れ
る
が
、
筆
者

が
現
在
ま
で
に
知

り
得

た
も

の
は
、
“
半
身
像

型
”

（見
立
て
面
壁
達

磨
図
）
と
“
芦

葉
達

磨
型
”

（
見
立
て
芦
葉
達
磨

図
）

の
二

つ
で
、

“
隻
履
達
磨
型

”
は
寡
聞

に
し

て
知

ら
な

い
。

 

こ

の
う
ち
前
者

に
は
、
刷

り
物

で
は
、
山
東
京

伝

（
一
七
六

一
〜

一
八

一
六
）

の
読
本

『本
朝
酔
菩
提

全
伝
』

（
文
化
六
年
、

一
八
〇
九
）
や
合
巻

『女
達
達

磨
之

由
来
文

法
語
』

（文
化
十

二
年
）
に
歌
川
豊
国

（
一
七

六
九
〜

一
八

二
五
）
が
寄
せ

た
『
女
達
磨
図
』

（図

16
）
が
あ
り
、

ま
た
肉
筆

で
は
、
歌
川
豊
春

（
一
七
三
五
〜

一

八

一
四
）

の

一
本

（熊
本
県
立
美
術
館

今
西

コ
レ
ク
シ

ョ
ン
蔵

図

17
）
や
菊
川

英
山

（
一
七
八
七
〜

一
八
六
七
）

の

一
本

（熊
本
県
立

美
術
館
今
西

コ
レ
ク

シ

ョ

ン
蔵
）
が
知

ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
ま
た
残
念

な
が

ら
筆
者

は

い
ま
だ
実
見

の
機

会
が
な

い
。

 

一
方
、
後
者

に
は
、
見
立
て
絵
を
得
意
と
し
た
鈴
木
春
信

（
一
七

二
五
〜
七
〇
）

の
『芦
葉

女
達
磨
図
』

（
ベ
ル
リ

ン
国
立
博
物
館

本 

図

18
、
ブ

ル
ッ
ク
リ

ン
美
術

館

本

の
柱
絵
）
や
、

さ
ら

に
は
磯
田
湖
竜
斎

お
よ
び
鳥
居
清
満

の

「
女
達
磨
図
」

の
よ
う

に
芦
葉
を
文

に
代
え
た
も

の
や
、
天

明
四
年

（
一
七

八
四
）

の
絵
暦

の
よ

う

に
三
味
線

に
代

え
た
も

の
ま
で
あ

っ
た
と
云
う

（
吉
田
氏
前
掲
書

）
。

 

と

こ
ろ
で
こ
う

し
た
多
様

な
図
像
を
生

み
出

し
た

「
女
達
磨
図
」

が
、
そ
も

そ

も
描

か
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
事
情

に

つ
い
て
、

ま
こ
と

に
興
味
尽
き
な

い
言

い
伝

え
が
あ

っ
た
。
し

か
も

そ
れ
は
達
磨
と
遊
女

の
馴
れ
初

め
を
知

る
上
で
も
重
要
な

内
容
を
含
む
。
す
な
わ
ち
宮

川
政
運

の
『宮

川
舎
漫
筆
』

（安
政

五
年

、

一
八
五

八

自
序
）

は
、
次

の
よ
う

に
云
う
。

 
 

 

○
女
達
磨

の
は
じ
ま
り

 

愛
閑
楼

雑
記

に
い
ふ
、
新
吉

原
中
近
江
屋

の
抱

に
半

太
夫
と
い
ふ
遊

女

の
あ
り

 

し
が
、
後

に
大
伝
馬
町

の
商

人
え
縁
付
た
り
。
其
家

に
人
々
あ

つ
ま
り
何

く
れ

 

と
物

語

の
序

に
、
達
磨

の
九
年

面
壁

の
噺

に
な
り
し
が
、
半
太
夫
聞
て
九
年
面



 

壁

の
座
禅

は
、
何

程

の
事

か
あ
ら
ん
。
浮
れ
女

の
身

の
上

は
、
紋

日
も

の
日

の

 

心
づ

か
ひ
に
、

昼
夜
見
世
を
張
る
事
、
面
壁

に
替
る
事
な

し
。
達

磨
は
九
年
わ

 

れ
く

は
十
年

な
れ
ば
、
達
磨

よ
り
も
遙

に
悟
道

な

る
べ
し
と
わ
ら
ひ
け

る
。

 

此
は
な
し
を
英

一
蝶
聞
て
、
頓
て
半
身

の
達

磨
を
傾
城

に
画
き
た
る
が
、
世
上

 

に
は
や

り
て
、
扇

子
、
団
扇
、
篶

入
、
柱

隠
し

な
ど

に
書

て
女

達
磨
と
言
け

る

 

と
か
や
。
故

に
女
だ

る
ま
は

一
蝶
よ
り
始

る
と

い
ふ
。
市
川
柏
莚

が
其
画

の
讃

 

に
、

 
 

 

そ
も

さ
ん
欺

是

み
な
さ
ん
は
誰

 
 

九
年
母

も
粋

よ
り
出

し
甘

み
か
な

 

俳
人
谷
素
外

が
手
引
草

に
、

 
 

九
年
何
苦
界

拾
ね
ん
花
こ
ろ
も 

 

祇
空

 

愛
閑
楼
と
は
、

予
志
れ

る
医
師

星
野
周
庵

が
別

号
な
り
。

新
吉
原

は
近
江

屋

の
遊
女
半

太
夫

は
、
後

に
落
籍

さ
れ

て
大
伝

馬
町

の
商
人

の
お

内
儀
と
な

っ
た
。

あ

る
時
、
話

が
達
磨

の
面
壁

九
年

に
及

ん
だ
折

、
半
太
夫
が
云

う

に
は
、
達
磨

が
九
年

の
苦
行
と
云
う
な

ら
、
吉

原

の
遊
女

は
紋

日
物
日

に
は
そ

れ
相
応

の
気
遣

い
し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
し
、
昼
夜
を
分
た
ぬ
辛

い
お

つ
と
め
が
、

九
年
ど

こ
ろ
か
十
年

も
続
く
。
達
磨

が
九
年
で
大
悟

し
た

の
な

ら
、
吾

ら
は
十
年

。

そ

の
悟
り
も
達
磨
を
は

る
か
に
凌
ぐ
も

の
だ

ワ
イ
サ
と
、
微
笑

ん
だ

と
云
う
。
「
女

達
磨

図
」

は
、
こ

の
話
を
聞

い
た
英

一
蝶
が
描

い
た
も

の
で
、

お
そ
ら
く
半
身
像

型
で
あ

っ
た

に
違

い
な

い
。

「
女
達
磨
図

」
英

一
蝶
創
始
説
で
あ

る
。

『
変
わ
り
芦

葉
達

磨
図
』

（図

20
）
を
も
描

い
て

い
る

一
蝶
な
ら
ば
、

「
女
達
磨
」
を
初
め
て
描

い
た
可
能
性
も

き
わ
め
て
高

い
だ
ろ
う
。
が
、
こ
れ

に
対
し
て
は
、

一
蝶
と
ほ

ぼ

同
時

代

の
南
画
家

祇
園
南
海

（
一
六

七
七
〜

一
七
五

一
）
の
描

い
た

『
女
達
磨

図
』

も
伝
え
ら

れ
て

い
る
こ
と

か
ら

（
『
本
朝
酔
菩
薩
提

全
伝
』
に
寄
せ
た
豊
国

の

『
女

達

磨
図
』

は
、
こ

の
南
海
自
画
讃
本
を
摸
写

し
た
も

の
だ
と

云
う 

図
16
）
、

「
女

達

磨
図
」

の
創
始
者
を
直
ち
に

一
蝶
と
断
定
す

る
わ
け

に
は
い
か
な

い
だ
ろ
う
。

だ
が
、

い
ず

れ
に
せ
よ
、

一
蝶

の
活
躍
し
た
十

七
世
紀
末

か
ら
十

八
世
紀
初
め

に

か
け
て

「
女
達
磨
図

」
は
成
立

し
、
か
な
り
流
行

し
た
も

の
と
み
て
間
違

い
な

い

だ

ろ
う
。

な
ぜ

な
ら
、
廷
享
頃

（十

八
世
紀
半
ば
）
を
活
躍
期
と
す

る
宮

川

一
笑

（宮
川
長
春

の
門
弟
）
の

『
貝
合

せ
図
』

（東
京

国
立
博
物
館
蔵 

図

19
）
の
画
中

画

に

「
女
達
磨

図
」
が
見
出

さ
れ
、
す

で
に
こ
の
画
題

が
大

い
に
流
行

し
て

い
た

こ
と

は
疑

い
な

い
か
ら
で
あ

る
。

「
女
達
磨
図

」
の
成

立
は
、
あ

る
い
は
十

七
世
紀

末

葉

に
ま
で
遡

る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
と
す
れ
ば

一
蝶
創
始
説

の
方

が
年
代

的

に
は
無

理
が
な

い
の
だ
が
、
結
論

は
、
今
後

の
検
討

に
侯
ち
た

い
。

 

が
、

そ
れ
は
と
も
か
く
、
興
味
深

い
の
は
、
こ
こ
で

「
女
達
磨
図
」

の
は
じ
ま

り

に
こ
と
寄

せ
て
、
達
磨
と
遊
女
と

の
馴
れ
初

め
を
教

え
て
く
れ

て

い
る
点
で
あ

る
。
こ
の
両
者
を
結
び

つ
け
た

の
は
、
面
壁
九
年
と
苦
界
十
年
、
こ
の
凌

ま
じ

い

苦
行

の
原
体
験

が
共
通
し
た

か
ら
で
あ

っ
た

の
だ
。
無
論

、
こ
の
根
底

に
は
、
遊

女
を

“
聖

な
る
も

の
”
と

み
る
伝
統

的
遊
女
観

が
あ

っ
た
こ
と
は
疑

い
な

い
だ
ろ

う
。

 

し

か
し
、

そ
れ

に
し
て
も
面
壁

九
年
と
苦
界
十
年
と
を
関
連
付

け
る
と
は
。
全

く
地

口

（語

呂
合
せ
）

の
よ
う

な
故
事
付
け

で
あ

る
。
だ
が
、
こ
の
故
事

付
け
は

多
く

の
人
々
の
支

持
を
得
た

よ
う

だ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
多
く

の

「
達
磨

遊
女

図
」
や

「
女
達
磨

図
」
が
描

か
れ
た

の
だ

ろ
う
。

そ
れ
と
云
う

の
も
、
こ
こ

に
は

達
磨
と
遊
女
と
云
う

一
見
無
関
係

の
も

の
を
結
び
付

け
、
し

か
も

そ
の
聖
な
る

一

方
で
あ

る
達
磨
を
存
分

に
茶
化
す
と
云
う
、
戯
画

の
本
質
を
衝

い
た
手

法
が
使
わ

れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

 

と

こ
ろ
で
こ

の
色
男

の
達
磨
、
彼

が
足
繁
く
通

う
の
は
…
…
、

云
う
ま
で
も
な

く
大
江
戸

の
極
楽

・
吉
原
で
あ

る
。

五
、
猪

牙
達
磨

 

で
は
達
磨

は
、
“な

に
”
で
吉
原

へ
行

っ
た

の
だ
ろ
う

か
。
勿
論
、
こ

こ
で
の
“な

に
”

は
、
吉
原

へ
の
足
を
問
う
て

い
る

の
で
あ

る
。
徒
歩

で
行
く
。
達
磨

に
そ
ん

な

こ
と
が
で
き
る
は
ず
も
な

い
。
で
は
馬
や
駕
籠

に
乗

っ
て
行
く

の
だ

ろ
う
か
。

そ

の
可
能
性

は
あ
る
。
だ
が
達
磨

は
色

男
で
あ

っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
な
ら
ば

通

に

き
ま

っ
て

い
る
。
と
な
れ
ば
吉
原

へ
繰

り
込
む

の
に
徒
歩

は
云
う

に
及
ぼ
ず

、
馬



や
駕
籠

に
乗

っ
て
行
く

な
ん
て
こ
と
は
あ

り
得
な

い
。

通
な
ら
ば

、
や
は
り
こ
こ

は
定
石

通
り
、
大

川
を
船

で
行
き
た

い
。
吉

原

へ
は
隅

田
川
を
船
で
行
く

に
こ
し

た
こ
と
は
な

い
の
だ
。

そ
こ
か
ら
山
谷
堀

に
入
り
、
陸

に
上

っ
て
衣

紋
坂
を

の
ぼ

れ
ば
、

そ
こ
は
も
う
不
夜

城

・
吉

原

の
大
門

、
西
方
浄

土
な
ら

ぬ
こ

の
世

の
極
楽

で
あ

っ
た
。

 

と
こ
ろ
で

い
ま
吉
原

へ
は
船
で
行

く
と
云

っ
た
が
、

こ
の
船
こ
そ
、

か
の

”
猪

牙
船

”
で
あ

っ
た
。

そ
の
舳
先

が
猪

牙

に
似
て

い
る
こ
と

か
ら

こ
う
呼
ば
れ

た
よ

う
だ

が
、
こ
の
船

こ
そ
が
、
吉
原

へ
の
足

の
定
番
で
あ

っ
た
。
必

ら
ず

や
達
磨

も

こ
れ
に
乗

っ
た

に
違

い
な

い
。
川
を
行

っ
た

の
だ
。

 

思

い
出
し
て

い
た
だ

き
た

い
の
は
、
達
磨

の
事
蹟

の
中

で
確

か
に
川
を
行
く
こ

と
が

あ

っ
た
点

だ
。

し
か
も
そ

の
際
、
彼

が
乗

っ
た

の
は
、
芦

の
葉
で
あ

っ
た

は

ず

だ
。
と
な

れ
ば

長
江

（
揚
子
江

）
で
あ
れ
大
川
で
あ
れ
、
達
磨

が
川
を
行
く
折

に
乗

る
も

の
は
…
…
。
無
論

、
船
で
は
な

い
。
芦

の
葉
、
こ
れ

に
決
ま

っ
て

い
る
。

当

然

の
こ
と
な

が
ら
船
頭

が
必
要

だ
。
猪
牙
船

に
は
必

ら
ず

船
頭

が
乗

っ
て
い
る

の
で
は
な

い
か
。

た
と
え
芦

の
葉
で
も
、
船
で
あ
れ
ば
船

頭
、
こ
れ
が
当
た
り
前

で
あ

っ
た
。
だ

が
そ

の
船

頭
が
、
む
く

つ
け
き
男
で
は
台
無

し
だ
。
こ
れ

か
ら
色

男

の
達
磨

が
吉

原

へ
繰

り
込
む

の
だ
。
男
で
は
あ
ま

り

に
色

気
が

な

い
と
云
う

も

の
だ

ろ
う
。
と
な
れ
ば
芦

の
葉
船

の
船
頭

に
は
、
”
目
黒

の
サ

ン
マ
”
な
ら

ぬ
遊
女

に
限

る
、
と

云
う
わ

け
だ
。

 

吉
原

へ
通
う
達

磨
。
考

え
て
み
れ
ば
全
く
珍

妙
、
荒
唐
無

稽
だ
。

そ
ん
な

こ
と

は
筆
者

も
百
も
承

知
し
て

い
る
。

だ
が
筆
者

は
そ
こ
か
ら
以
上

の
よ
う
な
見
当
を

つ
け

た
も

の
だ
。
ど
う

か
読
者

は
こ
れ
を
全

く
と
り
と

め

の
な

い
議
論

だ
、
と
云

う
な

か
れ

で
あ

る
。

そ
れ
と
云
う

の
も
、
興
味
深

い
こ
と
に
は
、
江
戸

の
戯
作
者

な
ら

ぬ
戯

画
家

た
ち
も
、

い
ま
述

べ
た
よ
う

な
連

想
を
し

た
と
考
え

ら
れ
る
か
ら

で
あ

る
。

し

か
も
彼

ら
戯
画
家

は
こ
う

し
た
連
想
を
と
り
と
め
な

い
ど
こ
ろ
か
、

む
し

ろ
自

然
で
面
白

い
と
思

っ
た
こ
と
だ

ろ
う
。

そ

の
点

は
多

く

の
江
戸

人
士
も

変
わ
ら

な

い
。
彼
ら

も
ま
た
こ
れ
を
面
白

い
と
感

じ
、
厚

い
支
持
を
与

え
た

の
だ
。

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

Ｉ
の

「
達
磨

図
」
を
戯
画
化

し
た

「
変
わ

り
芦

葉
達
磨
図
」

と

で
も
呼

ぶ

べ
き
作

品
が
多

く
描

か
れ
た

の
だ

ろ
う
。
先

に
保

留
し
た

理
由

の
答

え
が

こ
れ

で
あ

る
。

 

で
は
そ
う

し
た

「
変
わ
り
芦
葉
達
磨

図
」

に
は
、

い
か
な
る
作
が
あ

っ
た
の
だ

ろ
う

か
。
そ

の
主

な
も

の
を
挙
げ

る
と
、

 

・
英

一
蝶
本

（
図
20
）

 

・
奥

村
政
信
本 

ホ
ノ

ル
ル
美
術
館

蔵

 

・
宮

川
長
亀
本

（
図
21
）

 

・
山
崎

龍
女
本 

群

馬
県
立
美
術
館

戸
方
庵
井
上

コ
レ
ク

シ

ョ
ン
蔵

（図

22
）

な
ど

が
あ
る
だ

ろ
う
。
こ
れ
以
外

に
も
奥

村
政
信

に
は
、

図
様

に
も
う
ひ
と
ひ
ね

り
利

か
せ
て
、
芦
葉

に
乗

っ
た
達
磨

に
遊

女
を
背
負
わ
せ
、

『
伊
勢
物
語
』
の

「
芥

川
」

に
見
立
て
た

『
達
磨

図
』
も
あ

っ
た
よ
う
だ
。
こ
う

し
た
こ

の
テ
ー

マ
へ
の

執
着

ぶ
り
か
ら
す

る
と
、
そ
も
そ
も

「
変
わ
り
芦
葉
達
磨
図

」
を
最
初

に
描

い
た

画
家

は
、

一
蝶

か
、
あ

る

い
は
奥
村
政
信

そ

の
人
で
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。

 

が
、

そ
れ
は
と
も

か
く
、

い
ま
挙
げ

た
作

品

に
描

か
れ
た
達
磨

は
、
と

て
も
、

”
大
悟

の
人

”
と

は
思

え
ず

、

ニ
ヤ

つ
い
て

い
る
。
ヤ

ニ
下

が

っ
て

い
る
。
'な

か

に
は
宮
川
長
亀

本

の
よ
う

に
毛
抜
き

で
髭
を
整

え
、
色

男

ぶ
り
に

一
段
と
磨
き
を

か
け

よ
う

と
す
る
達
磨

も

い
る
始
末
。
ど

い
つ
も
こ
い

つ
も
菩
提

へ
の
期
待
、

い

や
吉
原

へ
の
熱

い
期
待
で

一
杯

な

の
だ
。

そ
の
期
待
と
は
、
無
論
、
遊

女
と
し
ん

ね
り
と
、

さ
し

つ
さ

さ
れ

つ
、

し

っ
ぽ
り
濡
れ
る
こ
と
だ

ろ
う
。

し
か
し
そ
こ
は

達
磨
で
あ

る
。

そ
ん
な

こ
と
が
で
き
た
だ

ろ
う

か
。

し

か
も
迎

え
う

つ
遊

女
は
、

海
千
山
千
ど
こ
ろ

か
、
俳
譜
師

祇
空

（
一
六
六

三
〜

一
七
三
三
）

が
、

 

九
年
な

に
苦

界
十
年
花
衣

と
詠
ん
だ

よ
う

に
、
達
磨
以

上

の
悟

り

に
達
し

た
者

た
ち

で
あ

っ
た
は
ず

だ
。

 

で
は
吉
原

の
大

門
を
く
ぐ

り
、
揚
屋

に
登
楼

っ
た
達
磨

は
ど
う
な

っ
た
の
か
、

で
あ
る
。

は
た
し
て
し

っ
ぽ
り
濡
れ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う

か
。

は
た
ま
た

歌
舞
音
曲
、
常

問
た
ち

と
乱
痴
気

騒
ぎ

に
う

つ
つ
を
抜

か
し
、

つ
い
に
は
、



 

面
壁

九
年

の
鬱
気
を

は
ら
し
、
直
指
人
身

の
さ
と
り

 
 

 
 
 
 

（前
掲 

山
崎
龍
女
本

『変
わ
り
芦
葉
達
磨

図
』
賛
文 

図

22
）

を

ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う

か
。

そ
れ
を
知

る
手
掛

り
と
な
る

の
が
、
勝

川

春
好

（
一
七
四
三
〜

一
八

一
二
）

の

『達
磨
と
遊
女
図
』

（享
和

三
年

・
一
八
〇

三

東
京
国
立
博

物
館
蔵 

図

23
）
で
あ

る
。

 

図

は
、

坐
禅
を
組
む
達
磨
と
そ

の
か
た
わ
ら
で
払
子
を
持

っ
て
立

つ
遊
女
が
描

か
れ

て

い
る
。
坐
禅
姿
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
先

の
達
磨

の
図
様

分
類
で
の
Ｉ
、
す

な
わ

ち

「
変
わ
り
面
壁
達
磨
図

」
と
見
ら
れ
な

く
も
な

い
。
だ
が
遊
女
と

一
緒
だ
。

や

は
り
登
楼

し
た
達
磨
と
見

る

べ
き
だ

ろ
う
。

そ

の
達
磨

の
額
を
遊
女
が
払

子

の

毛
先
で
く
す
ぐ
る
。

 

ネ

ェ
ー
、

主
さ
ん
、
達
磨

屋

の
旦
那
。
ど
う
し
た

の
サ

ァ
ー
、
初
会
で
も
あ

る

 

ま

い
し
。

も
う

ワ
ッ
チ
と
は
馴
染

み
だ

エ
ー
。
そ
ん

な
に
身
を
固
く
し
で
、
ウ

 

ブ
だ

ネ

ェ
ー
。
カ

ワ
イ
イ

ッ
た
ら

ア
リ

ャ
し
な

い
。
達
磨

屋
だ
け

に
手
も
足

も

 

出
な

い
の
か

エ
ー
。

な
ど

と
、
右
袖

で
口
許
を

お
さ
え
、
遊
女
が
真

面
目
な
ら

ぬ
生

面
目
な
達
磨
を

い

い
よ
う

に
か
ら
か
う
。

そ
の
達
磨

は
と
云

え
ば

、
確

か
に
遊
女

の
云
う
通
り
、
身

を
固
く
し
て

い
る
。
し

か
も
そ

の
目
は
、
あ

の
達
磨

独
特

の
ギ

ョ
ロ
目
は
、
明

ら

か

に
背
後

の
遊

女
を
意
識

し
て

い
る
。
と
同
時

に
こ

の
目
は
、
自
分

の
心

の
中
を
、

そ

の
深
淵
を

の
ぞ
き
込
ん
で

い
る
よ
う

に
も

み
え
る
。

 

ど
う
し

よ
う
、
吉
原

に
登
楼

っ
て
し
ま

っ
て
。

そ
れ
も

一
度
や
二
度
な
ら
ず
、

 

こ
の
遊
女
と
馴
染

み
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

も
う

ッ
た
く

ッ
、
ど
う
し
よ
う
。

 

そ
れ

に
し
て
も
こ
の
遊
女

の
香

の
匂

い

ッ
た
ら
、
ま

っ
た
く
こ
た
え
ら
れ
ネ

ェ

 

ヤ
。

と
筆
者

に
は
、
こ
の
達
磨

が
混
乱

の
極

に
あ
る
よ
う

に
も

み
え
る
。
「
困
惑
達

磨
」

と
云
う
わ
け
だ
。
無
論
、
こ
ん
な
情

け
な

い
達

磨
で
は
、

君
を
思
ふ
外

に

一
物
も

な
き
我
を

 
 

し
り
く
さ

る
こ
そ
う
ら
み
也
け

る

 
 
 
 

 

雲
錦
席
上
戯
作

 
 
 
 

 
 
 

（葛
飾
北

雲
筆

『
美
人
と
達

磨
図
』
賛

・
麻
布

工
芸
館
保
管

）

と
、
所

詮
は
ふ
ら
れ

る
の
が
オ
チ
と
云
う

も

の
だ
。

 

が
、

そ
れ
は
と
も

か
く
、

こ
の
春
好

の
東
京

国
立
博
物
館
本

『
達
磨
と
遊

女
図
』

に

つ
い
て
は
、
全
く
異

な

っ
た
見
方
も
で
き
る
よ
う
だ
。

そ
れ
を
教
え

て
く
れ
る

の
は
、

図

の
上
方

に
認

め
ら
れ
た

四
方
赤
良
す
な
わ
ち
大
江
戸

一
代

の
戯
作
者

、

か
の
大

田
蜀
山
人

（南
畝 

一
七

四
九
〜

一
八

二
三
）
そ

の
人

の
賛

に
他

な
ら
な

い
。

 

拈
華
微

笑

の
床
花

 

正
法

眼
蔵

の
帯
と

か
せ

 

教
外
別

伝

の
正
伝
節

は

 

文
字

太
夫

か
流
を
不
立

 

芦

の

一
葉

の
猪
牙

に
乗
て

 

九
年

面
壁

の
ゐ

つ
〉
け
と
は

 
 

汝

か
尻

の
く
さ
れ
縁

か

 
 
 

金

か
ふ
ん
た
ん

た
る
ま
な

る
か

 
 
 
 
 
 
 

か
ら
く

喝

 
 
 
 

前

大
徳
利 

四
方
赤

良
和
南

（印

）

拈
華
微
笑

以
下
、
達
磨
と
禅

の
真

随
を
伝

え
る
四
文
字
成
句
を
遺

漏
な
く
折

り
こ

み
、
あ

ま

つ
さ
え

“
金

が
ふ
ん
た
ん

に
た
る
ま
な
る

か
”
と
駄

ジ

ャ
レ
た
、

い
か

に
も
蜀
山

人
ら
し

い
賛
だ
。
こ
れ

に
よ
れ
ば
達
磨

は
、
や

は
先

の
推
定
通

り
、
遊



女
を
船
頭

に

”
芦

の

一
葉
”

の
猪
牙
船
で
吉
原

に
繰

り
込
ん
で
来

た
の
だ
。

そ

の

達
磨
は
、

”
居
残

り
佐

平
次
”
な
ら

ぬ

「
流

連
達
磨
」
で
あ

っ
た
と
云
う
。

だ
が

こ

れ
も
、
九
年
面

壁

の
は
て
に
、

 

も
う

五
年

お
そ

い
と
達
磨
首
ば

か
り

（
『
誹
調
柳

多
留
』

二
六
篇
）

の
達
磨
で
あ

っ
て
み
れ
ば
仕
方

の
な

い
こ
と
か
。

つ
ま
り
蜀
山
人

は
、
こ
の
絵

の

描

か
れ
た
達
磨

の
バ
ツ
の
悪

そ
う
な
表
情
を
、
流
連

客

の
そ
れ

と
み
た
わ
け
だ
。

と
な

れ
ば
遊

女
も
、

 

ネ

ェ
主

さ
ん
、
達
磨
屋
だ

か
ら
と
云

っ
て
流
連

は
許

さ
れ
な

い
ん
だ

ヨ
。

ほ
ん

 

と
う

に
お
銭

は
な

い
の
か

ェ
ー
、

モ
ー

い
い
か
げ

ん

に
し
て
お
く
れ

で
な

い

 

か

ェ
ー
。

お
帰

り

ョ
ッ
、
付

け
馬
を

つ
け

る
か
ら
サ
。
ホ
ラ
ホ
ラ
。

と
、
払
子

の
毛
で
追

っ
払

お
う
と
す
る
。
達
磨

に
と

っ
て
、

お
銭

（足
）
の
話

は
、

そ
れ

こ
そ
、

 

通
ひ
く

る
足

も
だ
る
ま

の
年
ふ
れ
ば

 

 
 
 

腰
を

ぬ
か
す
と
君
悟
れ
か
し

 

 
 
 

 
 
 

 

（
『
狂
歌
才
蔵
集
』

巻
十

一
 

鹿

野
山
住

「
寄

達
磨

恋
」
）

と
狂
歌

に
も
詠

ま
れ
て

い
る
よ
う

に
、
禁
句
で
あ

っ
た
は
ず

だ
。

そ
れ
が
遊

女

の

こ
の
言
葉
で
あ

る
。
こ
れ

で
は
達
磨

も

い
た
た
ま
れ
ま

い
。
そ

の
意
味
で
は

「
困

惑
達
磨

」
と
も

云
え
よ
う
が
、

「
流
連
」
と

「
困
惑
」
、

い
ず

れ

の
達
磨
で
あ
る

に

せ
よ
、
“
意
志

の
人
”
達
磨
を
存
分

に
か
ら
か

い
、
茶
化

し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な

い
。
図
は
、

「
達
磨
図

」
の
戯
画
と
し
て
、
筆
者

に
は
秀

逸

の
作
と
思

え
る

の

だ

が
、
読
者

に
は
、

は
た
し
て
ど
う
映

っ
た
だ

ろ
う

か
。
拮

華
微
笑

の

一
点
と
な

れ
ば

、
こ
の
体

た
ら
く

の
達
磨

も
本
望

だ
ろ
う
。

 

と
こ
ろ
が
皆

さ
ん
、

「
達
磨

図
」
に
は
、
さ
ら

に
表
現

の
極

北
と
も
云
う

べ
き
驚

く

べ
き
戯

画
が
あ

っ
た
の
だ
。

 
 

 

六
、
杖

つ
き

の
乃
の
字

 

そ
こ
で
質
問
を

一
つ
。
読
者

は

”
杖

つ
き
の
乃
の
字

”
と
云
う
言
葉
を
ご
存
知

だ

ろ
う

か
。
現
在

で
は
あ
ま

り
馴
染

み
が
な

い
か
も
知
れ
な

い
が
、
古
俳
句

に
は
、

 

書
初
や
杖

つ
き
乃

の
字
老

の
春

と
詠

ま
れ
、

別

に

”
裡

か
け
の
の
字

”
と
も
呼
ば

れ
て

い
る
よ
う

に

（宮
武

外
骨

著

『
面
白
半

分
』
）
、

か

つ
て
は
相
当

、
人

口
に
謄
災

し
て

い
た
よ
う
だ
。

現

に
、

か
し
こ
く
も
天

皇

・
霊

元
帝

（
一
六
五

四
〜

一
七
三

二
）

の
歌

に
さ
え
、

 

老

の
身

の
腰

の
の
び
た

る
杖

つ
き

の
乃

の
字

の
な

り
の
字

の
如
く

に
て

と
あ

る
と
云
う

（織

田
正
吉
著

『
日
本

の

ユ
ー

モ
ア
Ｉ
詩
歌
篇 

筑
摩
書

房
）
。

要

す

る
に

”
乃
”

の
字

の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
現
人
神

・
畏
れ
多

く
も
天

皇
が
、
杖

つ
き
の
爺
で
は
戯
画
だ

ろ
う
。

い
や
天
が
下
で
は
戯

画

に
も
な
る
ま

い
。

 

と
は

い
え

こ
の

“
乃
”

の
字

、

い
ま

一
度
、
面
壁

九
年
、
壁
を
ま
じ

ろ
ぎ

も
せ

ず
見
す
え
た
達

磨

の
よ
う

に
、
凝
視

し
て
欲

し

い
も

の
だ
。
何

に
見

え
ま
す
。
や

っ

ぱ

り

”
乃
”

に
し

か
見

え
な

い
と
云
う
人

は
、

も
う
少

し

”
眼

の
想
像
力
”
を
働

か
せ
て
欲

し

い
も

の
だ
。
さ

ア
も
う

一
度

、
じ

っ
く
り
見
て
、
何

に
見
え
ま
し

た
。

や

は
り
天

皇

の
云
う
と

お
り
、
人

に
見
え
な

い
だ

ろ
う

か
。
杖
を

つ
い
た
人

に
。

そ
う

云
わ
れ

て
み
れ
ば
、
第

一
画
目

の
斜

め
の
棒

が
杖

の
よ
う

に
も
見

え
る

の
だ

が
。

現
代

の
我
々
の
眼
で
は
そ
ん
な
と

こ
ろ
だ

ろ
う
。

 

と
こ
ろ
が
江
戸
時
代

の
我
々

の
先
祖
た
ち
は
、
こ

の
字

の
形

に
人

の
姿
を
は

っ

き
り
と
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
浅
井

了
意

（
一
六

一
二
〜

九

一
）

の

『
東
海
道

名
所
記
』

（万
治
年
間

・
一
六
五

八
〜

六

一
）
巻
四

「ご
ゆ
よ
り

庄
野
ま

で
」

に

、



 

つ
ゑ

つ
き
の
乃

の
字

の
な
り
な
ま

ん
ぢ

う
を

 
 

 

 
 

座

頭
殿
こ
そ
こ
し
め
さ
れ
け
れ

と
あ
る
。
明

ら
か

に

”
乃
”

の
字
を
人

に
見

立
て

て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
江
戸

の
人
々
の

“
眼
の
想
像
力
”

は
、
端
侃
す

べ
か
ら
ざ

る
も

の
で
あ

っ
た

の
だ
。
無

論

、
そ
う
し

た
能

力
を
得

る

に
つ
い
て
は
わ
け
が
あ

っ
た
。

 

そ

の
理
由
と
は
、
彼
ら
が
読

ん
だ
り
書

い
た
り
、

つ
ま

り
は
文

字
と
親

し
む
度

合

い
が
、
現
代

の
我
々
に
較

べ
、

は

る
か
に
濃
密

で
あ

っ
た
こ
と

に
尽
き

る
。
彼

ら
江
戸
人
士

が
読

み
書
き
し

た
文
字

に
は
、
楷

、
行
、
草

の
三
体

が
あ
り
、

さ
ら

に
同
じ
仮
名
で
も
、
い
く

つ
か
字
体
を
異
な
ら
せ

た
、
い
わ

ゆ
る
変

体
仮
名
が
あ

っ

た
。

そ
れ
ら
を
自

在

に
使

い
こ
な
す

に
は
、
文
字

の
形
を
正
確

に
認
識
す

る
必
要

が
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
あ

る
ま

い
。
当
然

、
文
字

の
形

に
対
す
る
関
心

は

い

や
が
上

に
も
増

し
た
こ
と
だ

ろ
う
。

 

と

こ
ろ
が
こ
れ
が
現
代
人
と
な
る
と
、
文
字

に
親
し
む

と
云

っ
て
も
、
所
詮

は

活
字

に
で
あ

る
。

し
か
も
そ

の
活
字

か
ら

さ
え
遠

ざ

か

っ
て

い
る

の
が
我
々
の
現

状

な

の
で
あ

る
。

一
字

一
字

の
字

形

に
対
す
る
注
意
力
は
、
我
彼

お
そ
ら
く
雲

泥

の
ご

と
き
差
が

あ

っ
た

に
違

い
な

い
。
例

え
ば

い
ま
問
題

に
し
て

い
る

“
乃
”

の

字
。

現
代

の
我
々
は
、
す

べ
て
を
“
の
”
で
済

ま
せ
て

い
る
。
が
、

か

つ
て
は
“
乃
、

能
、
農

、
濃
、
廼
、

野
”
が
あ

り
、

我
々
の
先
祖

た
ち
は
、
こ
れ
ら

い
く

つ
か
の

“
の

”
を
字
形
で
は

っ
き
り
識
別

し
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ

の
形

に
対
す

る
注
意

力
が
如
何

な

る
も

の
か
分

か
ろ
う

と
云
う
も

の
だ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で

こ
れ

に
関
連

し
て
ま
こ
と

に
興
味
深

い
噺
が
伝

え
ら
れ

て
い
る
。

 

上

野

の
虫
屋

に
、

女
、
茶
を
立
て
て
居

る
所

へ
、
高

野

の
坊
主
と
座

頭
と
紺
屋

 

と
立

寄
り
、
茶
を
飲

み
居
て
、
高

野

の
坊
主
申

し
け
る
は
、
「
上
野

の
の
の
字

は
、

 

高

野

の
野

の
字
」
と
申

し
け
る
。
紺
屋
聞
て
、
「
い
や
く

、

か
た
か
な

の
濃

の

 

字

じ
ゃ
」
と
申

し
け
る
。
座
頭
聞

い
て
、

「
い
や
く

、
杖
突
き

の
乃
字

じ
ゃ
」

 

と

い
ふ
。
茶
を
立
て
し
女
申
し

け
る
は
、
「
い
や
く

、
上

野
の

の
の
字

は
、
た

 

す

き
が
け

の
の
の
字
で
ご
ざ
り

ま
す
」
と

い
ふ
た
。

（鹿
野
武
左
衛

門
著

『
武
左

 

衛
門

口
伝
咄
』
下
巻

「
三
人

の
軽

口
」 

天
和
三
年

・
一
六
八
三
）

要
す

る

に
同
じ
上
野

の

“
の
”

の
字
も
、

人
そ
れ
ぞ
れ
立
場

に
よ

っ
て

“
野
”
と

も
云
う

し
、
“
濃
”
と
も

“
乃
”
と
も
、
は
た
ま

た

“
能

”
と
も

云
う
の
で
あ

る
。

重
要

な

の
は
、
こ
う

し
た
笑

い
話
が
生

ま
れ
、
支
持
さ
れ
て
き
た
と

い
う
事
実
で

あ

る
。

そ
れ
だ
け
人
々
の
文
字

に
対
す

る
関

心
、
注
意
力
が
鋭

か

っ
た
こ
と
に
他

な

る
ま

い
。
そ

の
意
味
で
も
う

一
つ
、
面
白

い
小
咄
を
紹
介

し
て
お
こ
う
。
米

沢

彦

八
の

『軽

口
御
前
男
』

（元
禄
十

六
年

・
一
七
〇

三
）

に
載

る

「
見
立

の
文
字
」

と
題

し
た
笑

話
が
、

そ
れ
で
あ
る
。

 

よ

そ
に
せ
む
し
な

る
人

、
煙

草
す

い

つ
け

る
を
見
て
友
だ
ち
の

い
ふ
や
う
、
「
其

 

方

の
た
ば

こ
呑

る

〉
は
、
そ

の
ま

〉
杖

つ
き

の
乃

の
字

じ
ゃ
」
と
見
た
て
け
れ

 

ば
、

せ
む
し
は

は
ら

を
た
て
、
き

せ
る
小
わ
き

に
か
い
こ
み
、

「
な
ぶ
る
か
」
と

 

儀
勢

し
け
れ
ば
、

「
さ
う
し
や

れ
ば

、
悉
皆
、
及
と

い
ふ
字
じ
ゃ
」
と

わ
ら

は
れ

 

た
。

あ

る
時
、
猫
背

の
人

が
煙
草
を
吸

っ
て

い
る
姿
を
見
て
友

人
が
、
“
杖

つ
き
乃

の
字
”

の
よ
う

だ
と
云

っ
た
。

そ
こ
で
腹
を
た
て
、
煙
管
を
小
脇

に

「
か
ら

か
う

の
か
」

と
凄

ん
だ

と

こ
ろ
、

「
そ

の
形

は
、

ま
さ
し
く

“
及
”
と

い
う
字
だ
」
と
笑

っ
た
と

て
い
う
。

な
る
ほ
ど
、

”
乃
”
の
字
を
猫
背

の
人
の
姿
形
と

み
れ
ば

、
小
脇

に
か
か

え
た
煙
管

の
長

い
棒

は
、

“
及
”
の
最
後

の

一
画

に
も
相
当
す

る
だ

ろ
う
。
こ
こ
に

も
漢
字

一
文
字

の
形

に
対
す
る
鋭

い
注
意
力

が
、
確

か

に
あ

っ
た

の
だ
。

 

と

は
云
え
、
“
乃
”
と

“
及
”

に
人

の
形
を
見

る
と
は
。

全
く
思

い
も
か
け

ぬ
。

そ
れ

こ
そ
現
代

人

の
及
び

も

つ
か
な

い

”
眼

の
想
像

力
”
だ
。
だ

が
大
多
数

の
江

戸
人
士
も
意
外

で
あ

っ
た
に
違

い
な

い
。

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
他
愛

も
な

い
小
咄

を
笑
う

こ
と
が
で
き
た

の
だ
ろ
う
。
人

の
形
と
文
字

の
形
、
通
常
で
は
全
く
無
関

係

の
も

の
に
、

思

い
も

か
け
ぬ
共
通
性
を
見
出
す
、
こ
れ

こ
そ

が
見
立
て
の
醍
醐

味
で
あ

っ
た
。

そ

の
意
味
で
こ
の
小
咄

は
、
見
立
て

の
真
随
を

ま
さ
し
く
杖
突

い

た
も

の
で
あ

っ
た
。



 

と

こ
ろ
で

こ
の

”
乃
”

の
字
、
そ

の
形

が
、
何

に
よ

ら
ず

見
立
て
る
こ
と
の
好

き
な

”
見
立
て
人
間
”
大

江
戸
人
士

に
は
、
ど
う

に
も
気

に
な

っ
て
仕
方
な

か

っ

た
よ
う
だ
。

こ
の
字
を
他

の
も

の
に
も
見
立

て
て
い
る
か
ら
だ
。
無
論
、
こ
れ
に

は
、
す

で

に
”
乃
”
を
座
頭
や
猫
背
、
杖

つ
き
と
見
た
実
績

が
大
き
く
も

の
を

云

っ

て
い
る
に
違

い
な

い
。

な
ぜ
な
ら

一
つ
の
見
立
て
が
成
立
す
れ
ば
、

い
や
こ
う

も

見

え
る
、

あ

・
も
見

え
る
と
喧
し
く

な
る

の
は
必
定
だ

か
ら
だ
。

 

で
は
何

に
見
立
て
た
の
か
。

 

も

う
こ
こ
ま
で
云
え
ば

、

お
分

か
り
だ
ろ
う
。

そ
う
、
達
磨
で
あ
る
。
な

ん
と

達
磨

に
見
立
て
た

の
だ
。

 

し
か
し
、
そ
れ

に
し
て
も
、
し

か
し
、
だ
。
な

ん
と
奇
想
天
外
な
発
想

だ
ろ
う
。

だ
が
、

そ
れ
を
し

た
の
が
、
蜀
山
人
と
と
も

に
江
戸
戯
作
界

に
そ

の
名
を
謳
わ
れ

た
山
東
京
伝

（
一
七
六

一
〜

一
八

一
六
）
と
聞

け
ば
納
得
も

い
く
。
『
小
紋
栽

』

（
天

明

四
年

・
一
七

八
四
）
、

『小
紋

新
法
』

（
天
明
六
年
）
、

『
奇
妙
図
彙
』

（享
和

三
年

・

一
八
〇

三
）
な

ど
、

も

の
の
形

に
こ
だ
わ

っ
た
滑
稽
本
を
刊

行
し

た
京
伝
で
あ
る
。

見
立
て
に
も
鋭

い
感
覚
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
云
う

ま
で
も
あ
る
ま

い
。

そ
の
京

伝

一
代

の
名
作

見
立
て
絵
本

が
、

『絵

兄
弟
』

（寛

政
六
年

・
一
七
九

四
）
で
あ
る
。

”
湯
番

”
と

”
賓
頭
盧
尊
者

”
、

”
虎
”
と

”
賃
粉
刻
”
、
”
阿
半

長
右
衛
門
”
と

”
善

光
”
、

“
儀
太
夫

語
”
と

“
如

意
輪
観
世
音
”

な
ど
、
通
常
で
は
全
く
無
関
係

の
二

つ
が
、
実

は
そ

の
形
を
思

い
も
か
け
ず
似

通
ら
せ
て
い
る
こ
と
を
図
示
し
、

そ
の

視
覚
的
意
外
性
を
愉

し
も
う
と

の
趣
向

に
出

た
絵

本
で
あ

る
。

な
か
で
も
傑
作

な

の
が
、

”
女
達
磨
”
と

”
杖

揚

乃
字
”

の
組

み
合
せ
で
あ

る

（
図
24
）
。

”
乃
”

の

字
を

「
女
達
磨

」

に
見
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
う

の
で
あ
る
。
確

か
に
こ
の

字
を
よ
く
眺

め
る
と
、
上
部

の
横
棒
と
そ
れ

に
続

く
轡
曲
線

の
描

く
形
は
、
「
女
達

磨
」
が
着

る
達
磨

被
ぎ

の
形
を
思
わ
せ

る
。

あ

の

”
意
志

の
人
”
達
磨

の
気
迫
を

表
現
す

る
た
め

の
濃
墨
線

が
、
薫
白

の

「
”
見
返
り
達
磨

”
」

に
代
表
さ
れ

る
大
胆

な
線

の
遊
び

を
経
、

さ
ら
に
抽

象
化
さ
れ
た
結

果
、

つ
い
に
は
漢
字

に
な

っ
て
し

ま

っ
た
、
と
云
う
わ

け
だ
。

そ

の
意
味
で

“
杖
掲

乃
字
”

は
、

「
達
磨

の
図
像
学
」

が
、
杖

ま
で

つ
い
て
よ
う

や
く
辿
り
着

い
た
表

現

の
極
北
、

一
帰

結
と

み
な
し
て

よ

い
だ

ろ
う
。

 

思

い
出

し
て
い
た
だ

き
た

い
の
は
、
こ
の
見

立
て
の
本
歌
と
も
云
う

べ
き

「
女

達
磨
」

そ
れ
自

体
も
ま

た
、

 

な

る
ほ
ど
、
ざ
ぜ

ん
と

い
ふ
も

の
は
あ

り
が
て

へ
も

の
だ
、
わ

っ
ち
も
久

し
く

 

ざ
ぜ

ん
を
し
て
、

お
手

の
な
る

の
を
、
て
う

し
と
さ
と
り
や
し
た

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

『
絵
兄
弟
』

「
十

五
番
、
兄
女
達
磨

」

と
、

「
女
達
磨
」

が
告
白

し
て
い
る
よ
う

に
、
「
面

壁
達
磨
」

の
見
立
て
で
あ

っ
た

と
云
う
事
実
で
あ
る
。

つ
ま
り

”
乃
”

の
字

は

“杖

つ
き

の
人

”
の
見
立
て
で
あ

る
と
同
時

に
、

「
達
磨

」
「
女
達
磨

」

の
見
立
て
で
も
あ

っ
た

の
だ
。

見
立
て
の
見

立
て
、

い
や
も
う

一
つ
見
立
て
を
付
け
る

べ
き
か
。

い
や

は
や
、
惑

乱
す

る
よ
う

な
見
立
て
だ
。

『
絵

兄
弟

』
の
云
う
通
り
、

「
女
達
磨
」
を
兄
、

「
杖
揚

乃
字

」
を
弟

と
す

る
な

ら
ば

、
さ
し
づ

め

「
面
壁
達
磨
」

は
父
で
あ
ろ
う

か
。

そ

の
父

の
代
表

と
し
て
、
こ
こ
で
は

か
の
雪
舟

の
名

作

『
慧
可
断
書
図
』

（斉
年
寺

蔵 

図

25
）
を

挙
げ
て
お
こ
う
。
彼
ら

三
名

が
揃

っ
て
歩
く
姿
を
想
像
す
れ
ば
、
こ

の
見
立
て
の

面
白

さ
に
、

も
は
や
説
明

は
要

る
ま

い
。

 

が
、

そ
れ

に
し
て
も

こ
れ
ら
を
見
立
て
た
山
東
京
伝
や
大
江
戸

人
士
た
ち

の
眼

は
、
や
は
り
凄

い
。

〈
付
記
〉 

小
稿
を
ま
と
め
る
に
当

っ
て
は
、
左

記

の
方
々
の
こ

示
教
を
得

た
。

 

心

よ
り
お
礼
申

し
上
げ

た

い
。

千
葉
市
美
術
館

・
浅
野
秀
剛
氏

、
熊
本
県
立
美

 

術
館

・
高

浜
州
賀
子
氏
、
村

田
栄
子
氏
、
群

馬
県
立
近
代
美
術
館

・
鶴
見
香
織

 

氏
、
静
嘉
堂

文
庫
美
術
館

・
小
林
優
子
氏
、
跡

見
学
園
女

子
大

学

・
大
久
保
純

 

一
氏
、
群

馬
県
立
女
子
大
学

・
岡
本
隆
雄
氏

、
古

川
元
也
氏



図3 隻履達磨図（部分）正木美術館 図1 芦葉達磨 図 （部分）成道寺蔵

図2 面壁達磨図 （部分 ）向嶽寺蔵 図4 初祖達磨大師図（部分）狩野探幽筆 相国寺蔵



図5 達磨 図（部分） 曽我墨渓筆 真珠庵蔵

図7 達磨図 曽我蕭白筆

図8 達磨図 曽我蕭白筆 図6 達磨図 長谷川等伯筆 龍門寺蔵



図

10 

達
磨
遊
女
異
装
道
行
き
図

（部
分
）
奥
村
政
信
筆

日
本
浮
世
絵
博
物
館
蔵

図12 水鏡で髪抜 く達磨 （部分）

鈴木春信画

図11見 立て江 口君図 （部分）

竹田春信筆 出光美術館蔵

図9 達磨遊女異装図 竹田春信筆 心遠館蔵

図13 達磨耳かき図 川鍋暁斎筆 大田記念美術館蔵

図15 吉原遊宴図 河鍋暁斎筆 心遠館蔵 図14 扇売 り 喜多川歌麿画



図
16 

女
達
磨
図
（
『本
朝
酔
菩
提
全
伝
』
所
収
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

歌
川
豊
国
画

 

 
 

図
17 

女
達
磨
図

歌
川
豊
春
筆

熊
本
県
立
美
術
館
今
西

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵

図20変 わ り芦葉達磨図 英一蝶筆

 

図
18 

芦
葉
女
達
磨
図

鈴
木
春
信
画

 
 
 
 

ベ
ル
リ
ン
国
立
博
物
館
蔵

図
19 

貝
合
わ
せ
図

（部
分
）
宮
川

一
笑

 

 

 

 

 

 

東
京
国
立
博
物
館
蔵

図21変 わ り芦葉達磨図 宮川長亀筆



図
22 

変
わ
り
芦
葉
達
磨
図

山
崎
龍
女
筆

群
馬
県
立
近
代
美
術
館

戸
方
庵
井
上

コ
レ
ク
シ

ョ
ン
蔵

図
23 

達
磨
と
遊
女
図

勝
川
春
好
筆

東
京
国
立
博
物
館
蔵

図24女 達磨 と杖掲乃字 （山東京伝著 『絵兄弟』よ り）図25 慧可断膏図（部分）雪舟筆 斉年寺蔵


