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南
総
に
や
っ
て
束
た
′
･

伊
八
･
等
琳
･
等
随
㌔
交
友
録
㌔

北
斎
名
画
誕
生
秘
話

北
斎
　
｢
神
奈
川
沖
浪
裏
｣

-
房
総
浮
世
絵
美
術
館
提
供
-

北
斎
と
南
紀
の
地
､
こ
と
に
行

元
与
と
飯
縄
寺
は
北
斎
の
交
友
を

介
し
て
､
深
い
結
び
つ
き
が
考
え

ら
れ
る
｡
以
下
､
伊
八
㌧
　
等
林
､

等
随
と
の
推
孝
父
友
録
で
あ
る
｡

上
野
界
隈
で
の

等
琳
と
等
随

北
斎
は
転
居
の
達
人
と
し
て
も

知
ら
れ
る
｡
引
越
し
す
る
こ
と
生

涯
に
九
二
一
回
､
識
者
は
こ
れ
を
許

し
て
画
境
の
開
拓
と
躍
進
に
あ
た

っ
た
と
す
る
｡
そ
の
中
で
も
比
較

的
長
-
住
ん
だ
の
が
､
上
野
山
下

辺
で
享
利
元
年
　
二
八
〇
三
)
　
ご

ろ
か
ら
で
数
年
聞
'
い
わ
ば
北
斎

が
一
番
血
気
盛
ん
な
と
き
だ
っ
た
｡

こ
の
間
よ
-
上
野
寛
永
寺
界
隈

を
歩
い
て
｢
L
野
｣
　
の
画
題
を
中

心
に
｢
ヒ
野
晩
鐘
｣
や
｢
根
本
中

生
｣
｢
に
な
い
堂
｣
な
ど
多
-
の
浮

世
絵
を
描
い
た
｡
こ
の
こ
と
で
寛

永
寺
に
出
入
り
し
て
､
僧
た
ち
と

面
識
が
あ
っ
た
｡
画
僧
の
等
随
は

じ
め
伴
頭
職
　
(
学
頭
職
の
下
に
あ

り
現
在
の
副
学
長
職
か
)
　
の
慶
伝

や
栄
長
を
知
っ
た
｡
こ
の
慶
伝
と

栄
長
が
'
の
ち
行
元
寺
住
職
と
し

て
晋
山
す
る
こ
と
で
縁
は
深
い
｡

ま
た
､
l
l
｡
世
堤
等
琳
と
も
友
人

と
し
て
親
密
な
関
係
と
も
な
っ
た
｡

機
会
は
護
国
寺
で
の
達
磨
半
身
像

を
北
斎
が
描
い
た
と
き
だ
｡
一
二

〇
畳
敷
の
達
磨
図
を
書
-
た
め
､

藁
筆
の
柄
を
長
-
し
て
､
そ
の
端

に
f
J
を
吊
り
下
げ
､
柄
を
肩
に
か

け
､
酒
樽
に
入
れ
た
潔
を
つ
け
て

大
紙
に
い
っ
き
に
苦
い
て
い
-
0

こ
の
様
子
を
み
て
驚
い
た
の
が
堤

等
林
だ
っ
た
｡

馬
琴
の
食
客

南
総
へ
の
憧
れ

こ
の
あ
と
､
北
斎
は
読
本
の
挿

絵
に
勢
力
を
集
中
し
た
こ
と
で
､

そ
の
独
特
の
画
法
は
人
気
絶
頂
に

も
逢
し
た
｡
挿
絵
を
描
-
こ
と
実

に
一
万
三
千
枚
と
も
い
う
｡
文
化
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二
一
年
　
二
八
〇
六
)
　
挿
絵
を
措
-

た
め
馬
琴
の
食
客
と
な
っ
て
い
た
じ

北
斎
と
馬
琴
は
門
弟
の
ご
と
-
級

し
-
'
北
斎
が
麻
裏
草
履
を
は
い

て
外
へ
出
る
と
､
馬
琴
が
後
ろ
か

ら
つ
い
て
き
た
と
い
う
D

こ
の
こ
ろ
馬
琴
は
　
｢
南
総
里
見

八
犬
伝
｣
　
の
構
想
を
　
｢
里
見
記
｣

｢
里
見
九
代
記
｣
さ
ら
に
は
中
村
国

香
　
(
い
す
み
市
長
者
住
)
　
の
　
｢
房

総
志
料
｣
を
手
元
に
置
い
て
読
破

し
て
い
た
｡
こ
の
　
｢
房
総
志
料
｣

は
南
総
の
雑
談
や
奇
説
を
も
書
か

れ
て
お
り
､
そ
の
上
'
書
き
出
し

が
｢
荻
原
行
-
.
<
寺
｣
　
で
始
ま
る
の

も
奇
縁
で
､
馬
琴
が
八
犬
伝
執
筆

に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
と
さ

れ
る
｡ま

た
'
当
時
最
大
の
人
気
作
家

山
東
京
伝
と
弟
の
東
山
が
､
と
も

に
南
総
の
夷
隅
邪
神
置
村
　
(
硯
い

す
み
市
神
置
)
　
出
身
と
さ
れ
る

｢
白
藤
源
太
談
｣
ま
た
｢
花
角
力
白

藤
源
太
｣
を
執
筆
中
だ
と
馬
琴
は

知
っ
た
｡
か
つ
て
若
き
滝
沢
馬
琴

は
酒
一
博
を
下
げ
て
､
京
伝
の
弟

子
に
し
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
こ
と

も
あ
る
｡
し
か
も
そ
の
挿
絵
を
北

斎
の
ラ
イ
バ
ル
豊
国
が
描
い
て
い

て
､
白
藤
源
太
の
錦
絵
は
人
気
の

頂
点
に
あ
っ
た
｡
ほ
か
に
新
内
節

や
歌
舞
伎
に
登
場
し
て
巷
間
の
話

題
を
さ
ら
っ
て
い
た
｡

一
方
'
北
斎
は
伊
八
へ
の
関
心

は
強
か
っ
た
｡
日
蓮
宗
信
者
の
北

斎
は
据
之
内
　
(
東
京
杉
並
区
)
　
の

妙
法
寺
で
伊
八
の
彫
刻
を
み
て
感

動
し
た
､
'
そ
の
伊
八
と
等
随
が
南

総
行
元
寺
で
書
院
の
杉
l
L
絵
や
欄

間
彫
刻
を
制
作
中
と
聞
け
ば
な
お

史
だ
っ
た
｡
加
え
て
八
犬
伝
の
挿

絵
と
の
関
係
か
ら
､
南
総
の
風
土

を
知
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
い
た
｡

文
化
三
年
(
1
八
〇
六
)
　
六
月
､

北
斎
は
南
総
へ
旅
エ
リ
.
ち
す
る
｡
こ

の
こ
と
は
木
更
津
の
口
技
神
社
の

奉
納
額
｢
富
士
の
巻
狩
り
図
｣
に
､

｢
画
狂
人
北
斎
旅
中
画
｣
と
あ
る
こ

と
で
立
証
さ
れ
て
い
る
｡
つ
い
で

立
寄
っ
た
の
が
久
留
里
だ
｡

久
留
里
藩
上
の
梅
幕
里
谷
峨
が
､

本
所
埋
据
藩
邸
か
ら
久
留
里
に
帰

っ
て
い
て
｢
山
根
大
夫
｣
　
の
読
本

を
執
筆
中
で
'
そ
の
挿
絵
を
頼
ま

れ
て
い
た
ら
し
い
｡

等
随｢

土
岐
の
鷹
｣
制
作
中

久
留
里
か
ら
山
越
え
で
大
多
い
汁

城
ト
へ
､
更
に
荻
原
行
元
寺
へ
と

向
か
う
｡
と
き
の
住
僧
栄
良
は
､

寛
永
寺
の
画
僧
等
随
を
連
れ
て
き

て
杉
戸
絵
を
描
か
せ
て
い
た
｡
北

斎
は
等
随
と
呪
懇
の
中
だ
け
に
等

随
は
左
1
:
ん
で
迎
え
た
で
あ
ろ
う
O

墨
書
の
　
｢
松
和
国
｣
四
面
(
現
存

し
な
い
)
　
は
完
成
し
て
い
て
､
｢
老

梅
に
白
鷹
｣
そ
の
粟
は
｢
獅
子
二

態
｣
だ
が
､
制
作
中
だ
っ
た
｡

白
鷹
が
老
梅
に
羽
根
を
休
め
'

頭
を
左
に
向
け
鋭
い
眼
光
と
爪
に

力
強
さ
が
溢
れ
て
い
た
｡
こ
れ
は

｢
卜
岐
の
鷹
｣
　
で
美
濃
国
に
あ
っ
た

土
岐
頼
芸
の
シ
ン
ボ
ル
だ
｡
強
-

生
き
た
い
と
願
っ
た
の
だ
が
､
家

来
の
斉
藤
道
三
に
回
を
追
わ
れ
'

逃
避
行
の
未
に
万
吉
城
　
(
い
す
み

市
万
木
)
　
に
亡
命
'
こ
の
間
に
行

元
寺
で
仏
道
修
行
に
励
ん
だ
と
い

､
つ
0

絵
を
描
い
た
等
随
は
字
は
淡
山
､

偏
撫
斎
と
‖
'
D
L
､
い
ま
の
栃
木
市

片
柳
の
寮
坊
五
楽
院
に
任
し
た
こ

と
で
克
楽
院
等
随
の
名
が
あ
る
o

等
随
の
元
祖
は
高
松
又
八
郎
邦
教

に
逆
上
-
､
不
思
議
な
こ
と
に
行

元
寺
本
萱
の
彫
刻
､
｢
龍
｣
　
｢
錆
鶏

と
牡
丹
凶
｣
､
向
拝
の
　
｢
唐
獅
子
｣

｢
膜
｣
な
ど
名
作
を
残
し
た
徳
川
家

御
摘
彫
師
で
あ
る
o
　
北
斎
も
親
し

-
看
と
れ
た
に
違
い
な
い
｡
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■

l鷹の岐

怒
蹄
に
新
機
軸
発
見

｢
伊
八
の
波
｣

別
部
屋
で
は
｢
波
の
伊
八
｣
が

●

●

波
回
彫
刻
に
の
み
を
振
っ
て
挑
ん

で
い
た
｡
北
斎
が
訪
れ
た
そ
の
時

は
波
国
は
完
成
し
て
い
な
-
'
横

波
･
鶴
な
ど
制
作
半
ば
で
あ
っ
た
｡

こ
れ
ま
で
伊
八
は
住
職
の
馬
を
駆

っ
て
､
毎
日
の
よ
う
に
九
十
九
里

浜
南
端
の
太
東
崎
の
荒
海
の
中
に

入
っ
て
'
崩
れ
る
横
波
を
凝
視
し

続
け
た
｡
波
は
瞬
時
と
し
て
留
ま

ら
な
い
｡
現
れ
た
と
見
れ
ば
崩
け

散
っ
て
消
え
､
ま
た
新
し
い
波
が

う
ね
-
押
し
寄
せ
て
-
る
｡

伊
八
は
こ
れ
ま
で
の
粉
本
に
な

い
横
波
の
波
頭
､
荒
波
の
腹
部
を

下
か
ら
覗
き
上
か
ら
見
お
ろ
し
た
｡

複
数
の
視
点
か
ら
見
た
光
景
を
脳

裏
に
み
ご
と
と
ど
め
た
｡
波
を
彫

刻
で
あ
ら
わ
す
こ
と
自
体
､
絵
画

と
異
な
っ
て
修
l
j
j
も
効
か
な
い
｡

失
敗
は
絶
対
許
せ
な
い
の
だ
｡

形
あ
る
も
の
は
消
え
る
｡
栄
長

の
こ
と
ば
に
伊
八
は
波
に
無
常
を

感
じ
た
｡
般
若
心
経
の
色
即
是
空

の
　
｢
空
｣
を
会
得
し
た
｡
こ
れ
を

宝
珠
で
表
現
し
た
｡
加
え
て
波
裏

の
彫
法
に
北
斎
は
新
機
軸
を
発
見

し
た
｡彫

刻
で
い
う
規
矩
準
縄
い
や
規

矩
方
円
を
み
ご
と
駆
使
し
て
彫
っ

て
い
る
で
は
な
い
か
o
　
規
は
ブ
ン

マ
ワ
シ
　
(
コ
ン
パ
ス
)
　
そ
れ
に
差

し
金
､
水
盛
-
'
空
っ
ぽ
の
糸
を

垂
れ
て
の
仕
事
に
北
斎
は
大
き
な

感
動
に
浸
っ
た
｡
そ
こ
に
立
体
感
､

写
実
､
遠
近
法
と
い
っ
た
幾
何
学

的
手
法
に
魅
了
を
覚
え
た
｡

北
斎
が
前
に
描
い
た
　
｢
お
し
を

-
り
は
と
う
つ
う
せ
ん
ず
｣
　
や

｢
賀
奈
川
沖
本
埜
之
図
｣
は
､
ど
こ

か
生
気
に
乏
し
い
｡
こ
れ
が
や
が

て
北
斎
の
代
表
作
｢
賀
奈
川
津
浪

裏
｣
に
転
生
す
る
の
だ
が
､
飛
び

散
る
浪
の
表
現
は
ま
だ
な
い
｡
伊

八
の
　
｢
波
に
宝
珠
｣
　
の
完
工
を
､

北
斎
は
楽
し
み
に
待
つ
こ
と
と
し

た
｡

伊
八
の
　
｢
波
図
彫
刻
｣
は
翌
文

化
四
年
に
か
け
完
工
し
た
｡
そ
の

あ
と
伊
八
は
故
郷
打
塁
　
(
硯
鴨
川

市
)
　
に
一
旦
立
寄
り
､
い
ま
の
南

房
総
市
や
館
山
市
内
の
数
か
寺
の

彫
刻
と
､
と
き
に
泉
水
池
を
造
成

す
る
と
い
っ
た
器
量
の
大
き
さ
を

発
揮
し
た
｡

房
州
で
の
仕
事
を
終
え
た
伊
八

は
､
そ
の
翌
年
書
院
奥
の
間
正
面

に
｢
松
竹
梅
｣
回
を
彫
っ
て
完
工
､

そ
の
銘
に

省
山
三
十
七
せ
帆
柱
紫
衣
代

郎
物
上
　
虜
叫
.
収
扱
那
わ
名
産

氷
+
'
･
)
_
押
八
良
絹
功
咋

弟
子
久
八

千
時
丈
化
六
こ
こ
ネ
9
月
吉
祥
q
!

堤
等
琳
｢
龍
図
｣
と

怒
涛
凝
視
!

北
斎
が
つ
ぎ
に
訪
れ
た
飯
縄
寺

本
堂
は
一
年
前
の
文
化
二
年
　
(
一

八
〇
五
)
　
三
月
に
竣
工
し
て
い
る
｡

こ
の
落
慶
法
要
の
導
師
を
つ
と
め

た
の
が
行
一
l
g
寺
栄
長
だ
っ
た
o
　
こ

の
本
堂
の
内
陣
と
外
陣
を
区
切
る

結
界
上
部
に
伊
八
の
　
｢
牛
若
丸
と

天
狗
｣
｢
波
の
飛
龍
｣
　
の
大
彫
刻
が

あ
る
D
　
｢
牛
若
丸
が
天
狗
よ
り
極
意

を
授
け
ら
れ
る
｣
　
場
面
で
あ
ろ
う

が
､
厚
手
に
豪
快
な
彫
り
に
生
気

が
躍
動
し
､
ま
た
飛
龍
に
呑
み
込

ま
れ
そ
う
な
威
圧
を
感
じ
る
｡

こ
の
伊
八
の
彫
刻
に
浸
っ
た
北

斎
は
内
陣
天
井
画
の
　
｢
龍
｣
　
に
見

と
れ
た
｡
こ
れ
が
雪
山
､
つ
ま
り

堤
等
琳
の
作
だ
か
ら
で
あ
る
｡
北

斎
は
直
接
等
林
か
ら
聞
い
て
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
｡
線
描
太
-
輪
郭
が

は
っ
き
-
し
て
'
円
を
猫
-
よ
う

に
全
身
を
-
ね
ら
せ
て
い
る
龍
の

姿
態
だ
｡
そ
の
尻
尾
と
鱗
部
分
に

点
描
と
も
受
取
れ
る
等
琳
独
特
の

特
色
を
見
出
し
た
｡
ま
た
桝
に
描

い
た
花
鳥
図
､
蓮
華
､
牡
丹
図
に

感
銘
し
た
北
斎
で
あ
る
｡

つ
い
で
北
斎
は
太
東
岬
を
訪
れ

た
で
あ
ろ
う
｡
伊
八
の
波
岡
を
通

し
て
太
東
岬
の
怒
涛
に
深
い
関
心

を
寄
せ
て
い
た
｡
怒
涛
逆
巻
-
波

を
､
い
や
波
の
腹
を
見
上
げ
見
下

ろ
す
｡
精
細
な
波
の
観
察
に
終
始

し
た
｡
凝
視
し
て
は
手
早
-
ス
ケ

ッ
チ
す
る
北
斎
の
様
子
が
臼
に
見

え
る
よ
う
だ
｡
か
れ
独
特
の
新
工

夫
を
加
え
､
画
期
的
な
作
品
を
願

っ
て
の
波
の
大
写
だ
っ
た
｡

南
総
行
脚
か
ら
江
戸
に
帰
っ
た

北
斎
は
'
馬
琴
と
　
｢
水
瀦
伝
｣
　
の

挿
絵
の
件
で
い
さ
か
い
を
生
じ
､

こ
の
後
編
刊
行
に
版
元
は
困
っ
て

馬
琴
を
お
ろ
し
て
高
井
関
山
が
引

き
継
い
だ
｡
あ
れ
ほ
ど
密
だ
っ
た

二
人
は
文
化
九
年
ご
ろ
に
は
絶
交

状
態
と
な
っ
て
､
北
斎
は
読
本
の

挿
絵
の
世
界
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い

く

0

1

一

等
琳
の
許
へ
移
る

北
斎
は
属
を
馬
琴
宅
か
ら
等
琳

の
許
へ
移
す
｡
南
総
か
ら
帰
っ
た

北
斎
は
等
琳
を
師
と
仰
ぐ
よ
う
に

な
る
｡
文
政
三
年
　
(
1
八
二
〇
)

北
斎
は
載
斗
の
号
を
改
め
｢
為
こ

と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
｢
二

に
帰
-
新
た
な
出
発
を
願
っ
て
の

｢
為
二
名
で
あ
ろ
う
か
｡
い
や
そ

れ
以
上
に
等
琳
と
の
関
係
が
考
え

ら
れ
て
-
る
｡
北
斎
よ
-
は
や
-

等
琳
の
弟
子
と
な
っ
た
の
が
'
行

元
寺
で
杉
戸
絵
を
描
い
て
い
た
等

随
で
､
北
斎
よ
り
前
に
　
｢
無
為
｣

の
称
号
を
与
え
ら
れ
て
い
た
｡
こ
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行元寺山門　一顔料に岩絵具を駆使して復元-

吟醸酒｢波の伊人｣

｢錦鶏斡｣

純米酒｢錦鶏埠｣

いすみ市荻原3918

市原酒店
0470-86-3343

波の伊八ファンクラブ｢伊八会｣会員募集中　　習志野市花咲1-21-5

ん
な
こ
と
で
等
林
に
門
下
生
二
人

を
得
た
o
為
言
方
は
富
接
三
十
六

宗
が
ま
と
ま
る
天
保
四
年
二
八

三
三
)
ま
で
続
-
｡

覗
法
と点

描
法
の
伝
授

等
琳
の
得
意
と
し
た
画
法
に
覗

法
が
あ
る
｡
さ
き
に
浅
草
寺
に
奉

納
し
た
｢
韓
信
の
股
-
ぐ
-
｣
　
(
一

八
四
セ
ン
チ
二
二
九
セ
ン
チ
)

の
大
絵
馬
は
今
に
伝
わ
り
圧
巻
だ
｡

の
ち
北
斎
が
描
-
｢
跨
ぎ
の
不
二
｣

や
｢
た
か
は
し
の
不
二
｣
は
股
の

間
か
ら
橋
脚
の
下
か
ら
富
士
を
小

さ
く
覗
-
｡
そ
の
図
柄
の
奇
抜
さ

は
そ
の
典
型
と
い
っ
て
よ
い
｡

ま
た
北
斎
が
洋
風
趣
味
の
も
と

描
い
た
　
｢
お
し
を
-
り
は
と
う
つ

う
せ
ん
ず
｣
｢
賀
奈
川
沖
本
埜
之
図
｣

は
'
波
を
措
い
て
盛
-
上
が
る
形

態
は
両
者
共
通
だ
が
'
ど
こ
か
生
　
硯
は
な
い
｡
等
称
は
ま
た
点
描
法

気
に
欠
け
た
重
々
し
い
波
だ
｡
そ
　
　
な
る
技
法
を
北
斎
に
示
し
た
｡
波

こ
に
は
飛
び
散
る
波
し
ぶ
き
の
表
　
し
ぶ
き
が
そ
れ
で
あ
っ
た
｡

｢
神
奈
川
沖
浪
裏
｣
と
等
琳
･
伊
八

北
寿
･
北
漠
と
外
房

こ
の
こ
ろ
､
文
政
五
年
前
後
に

北
斎
は
再
度
南
総
へ
の
旅
に
赴
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
に

就
い
て
は
北
斎
伝
や
そ
の
他
の
記

録
に
見
え
な
い
が
'
高
弟
の
昇
亭

北
寿
が
描
い
た
　
｢
上
総
九
十
九
里

地
引
網
大
漁
猟
正
写
図
｣
　
の
立
体

感
に
刺
激
さ
れ
､
ま
た
　
｢
神
奈
川

沖
浪
裏
｣
完
成
の
た
め
に
､
伊
八

の
　
｢
波
に
宝
珠
｣
を
再
度
確
認
と
､

等
随
の
　
｢
鷹
回
｣
　
の
完
成
作
品
を

見
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
｡

さ
ら
に
文
政
五
年
秋
に
は
､
弟

子
の
魚
屋
北
渓
が
長
者
町
　
(
硯
い

山
門
裏
面
彫
刻
､

中
通
彫
刻
復
元

2
1
年
完
工
予
定

l
R
東
日
本
文
化
財
団
支
援
金
'

今
年
度
二
百
万
円
､
お
よ
び
拝
観

料
､
篤
志
者
か
ら
の
寄
付
金
､
浄

財
等
を
あ
て
'
2
 
1
年
秋
に
は
裏
面

と
中
通
り
彫
刻
彩
色
復
元
が
完
丁

の
予
定
で
す
｡

す
み
市
)
　
に
来
て
､
江
戸
屈
指
の

問
屋
｢
伊
勢
八
店
｣
　
の
絵
馬
を
措

い
て
町
内
の
天
神
社
に
奉
納
し
て

い
る
｡
長
者
町
出
身
の
忠
兵
衛
が

描
か
せ
た
の
だ
が
､
北
斎
の
再
度

南
総
へ
の
来
訪
と
関
係
あ
る
か
も

知
れ
な
い
｡

等
琳
の
教
授
と
伊
八
の
波
図
に

再
度
接
し
た
こ
と
で
'
長
年
の
夢

が
果
た
せ
た
｡
巨
大
な
波
が
飛
沫

を
あ
げ
な
が
ら
､
砕
け
落
ち
よ
う

と
し
て
い
る
｡
そ
し
て
波
の
袈
面

を
い
や
腹
部
を
､
視
線
を
低
-
と

っ
て
波
を
見
上
げ
､
舟
を
上
か
ら

見
下
ろ
す
と
い
っ
た
複
数
の
視
点

か
ら
描
い
た
｡
伊
八
が
馬
上
か
ら

波
を
見
上
げ
見
下
ろ
し
た
､
｢
波
と

宝
珠
｣
　
の
彫
刻
に
共
通
し
て
い
る
｡

こ
う
し
て
生
ま
れ
た
で
あ
ろ
う

｢
神
奈
川
沖
浪
裏
｣
は
､
世
界
絵
画

史
上
画
期
的
新
機
軸
と
さ
れ
'
世

の
絶
賛
を
浴
び
た
の
で
あ
る
｡

西
洋
文
化
へ

大
き
な
影
響

こ
の
北
斎
の
点
描
法
を
と
り
入

れ
た
の
が
､
ゴ
ッ
ホ
だ
っ
た
｡
か

れ
は
非
常
な
感
激
を
覚
え
遠
-
海

外
か
ら
北
斎
を
私
淑
し
て
い
た
(
)

ピ
カ
ソ
に
し
て
も
同
じ
-
北
斎
を

慕
っ
た
｡
｢
神
奈
川
沖
浪
裏
｣
を
低

い
視
点
か
ら
見
上
げ
る
｡
舟
を
上

か
ら
見
下
ろ
す
､
い
わ
ゆ
る
ピ
カ

ソ
の
キ
ユ
ビ
ズ
ム
　
(
立
体
主
義
)

に
関
連
す
る
｡
ま
た
西
洋
で
は
じ

め
て
怒
涛
逆
巻
-
波
裏
を
描
い
た

の
が
ク
ー
ル
ベ
で
､
北
斎
の
作
品

よ
り
六
〇
年
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
｡

さ
ら
に
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
海
の
曲

は
｢
神
奈
川
津
浪
裏
｣
か
ら
受
け

た
霊
感
に
よ
る
と
さ
れ
る
｡

北
斎
の
前
に
北
斎
は
な
-
'
風

俗
画
､
美
人
画
の
添
え
画
だ
っ
た

風
景
を
独
立
さ
せ
､
浮
世
絵
風
景

画
な
る
ジ
ャ
ン
ル
を
開
拓
'
大
成

し
た
貢
献
に
敬
意
の
念
し
き
り
だ

が
､
北
斎
に
影
響
感
化
を
及
ぼ
し

た
､
堤
等
琳
や
等
随
､
波
の
伊
八

の
存
在
は
看
過
で
き
な
い
と
思
う
｡

行
元
寺
住
職
　
市
原
淳
田


