
作
品
説
明（
山
下
和
也
）│

罔
両
画（
も
う
り
ょ
う
が
）　

罔
両
画
は
中
国
南
宋
時
代
の
禅
僧
の
余
技
と
し
て
生
ま
れ
た
絵
画
の
ひ
と
つ
。禅
僧
・
智
融
（
一
一
一
四

〜
一
一
九
三
）が
始
め
た
と
さ
れ
る
。そ
の
絵
は「
墨
を
惜
し
む
こ
と
命
を
惜
し
む
が
如
し
。」と
言
わ
れ
て

い
る
が
、現
存
し
な
い
。極
度
に
薄
い
墨
と
僅
か
な
筆
致
で
消
え
入
る
よ
う
に
描
か
れ
、そ
の
消
え
入
る

よ
う
な
見
え
方
か
ら
罔
両（
魑
魅
魍
魎
、精
霊
）と
名
付
け
ら
れ
る
。荘
子
の『
斉
物
論
篇
』に
は
景（
影
）と
罔

両（
半
影
＝
影
の
影
）が
議
論
す
る
話
が
あ
り
、
本
来
は
罔
両
は
こ
ち
ら
の
意
味
に
由
来
す
る
。中
国
で
は

南
宋
〜
元
時
代
の
一
時
期
に
し
か
描
か
れ
な
い
が
、
罔
両
画
や
そ
の
系
譜
に
あ
る
牧
谿
の
作
品
は
、
室

町
時
代
の
足
利
将
軍
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
東
山
御
物
に
多
く
所
蔵
さ
れ
、
狩
野
派
を
は
じ
め
、
長

谷
川
等
伯
、
俵
屋
宗
達
な
ど
、
日
本
の
水
墨
画
史
上
に
多
大
な
影
響
を
あ
た
え
る
。し
か
し
、
罔
両
画
は

室
町
時
代
以
降
六
〇
〇
年
に
渡
っ
て
取
り
組
む
作
家
が
ほ
ぼ
い
な
い
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。ま
た
罔
両

画
に
は「
侘
び
・
寂
び
」「
幽
玄
」「
余
白
」と
い
っ
た
日
本
の
美
意
識
に
通
じ
る
情
趣
や
美
し
さ
を
見
い

出
す
こ
と
が
出
来
る
。現
代
に
お
い
て
、
こ
の
ミ
ニ
マ
ル
な
絵
画
様
式
は
あ
ら
た
な
絵
画
の
可
能
性
を

内
包
し
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

「
詞
に
現
れ
ぬ
余
情
、姿
に
見
え
ぬ
景
気
」を
描
く　

15
世
紀
（
室
町
時
代
）
に
大
成
し
た
能
楽
に
は
「
幽
玄
」
と
い
う
美
意
識
が
あ
る
。も
と
も
と
は
仏
教
用
語

で
、
奥
深
く
微
妙
で
、
簡
単
に
は
知
り
が
た
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。日
本
で
は
藤
原
俊
成（
一
一
一
四
〜

一
二
〇
四
）が
和
歌
論
に
使
い
始
め
、
能
楽
や
茶
道
の
美
学
と
し
て
発
展
し
、
日
本
人
の
美
意
識
の
中
核

と
な
る
。俊
成
の
息
子
で
あ
る
藤
原
定
家
と
同
世
代
の
鴨
長
明
は
、
著
書
の『
無
名
抄
』（
一
二
一
一
〜
一
二

一
六
）で「
幽
玄
」を「
詞
に
現
れ
ぬ
余
情
、
姿
に
見
え
ぬ
景
気
」と
規
定
す
る
。さ
ら
に
俊
成
が
詞
す
が
た

を
超
え
た
景
気
の
中
に
重
層
性
や
奥
行
き
の
美
を
見
出
す
の
に
対
し
て
、
長
明
は
隠
す
こ
と
に
よ
る
無

や
不
在
が
働
き
か
け
る
人
間
の
想
像
力
に
着
目
し
て
い
る
。

須
磨　
作
品
①
②
③　

須
磨
の
海
は
た
だ
の
海
で
は
な
い
。歴
史
と
物
語
の
重
層
性
に
満
ち
た
海
で
あ
る
。古
今
和
歌
集
の
在

原
行
平
を
は
じ
め
、
源
氏
と
平
氏
の
合
戦
、
そ
れ
ら
か
ら
生
ま
れ
た
数
々
の
和
歌
や
能
楽
は
数
え
き
れ

な
い
。私
の「
須
磨
」は
、
能
楽「
須
磨
源
氏
」、
源
氏
物
語「
須
磨
」「
絵
合
せ
」か
ら
そ
の
着
想
を
得
て
い

る
。須
磨
は
平
安
の
頃
よ
り
流
刑
の
地
で
あ
り
、
源
氏
物
語「
須
磨
」は
在
原
行
平
の
逸
話
を
ヒ
ン
ト
に

書
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。流
刑
の
地
で
暇
を
持
て
余
し
、様
々
な
遊
び
に
興
じ
る
光
源
氏
だ
が
、

そ
の
心
は
華
や
か
な
都
を
思
い
、
郷
愁
し
て
い
る
。須
磨
で
は「
う
つ
ろ
な
心
」で
日
々
を
過
ご
し
て
い

た
が
、
そ
の
後
、
明
石
の
君
と
の
出
会
い
や
物
語
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
な
る
重
要
な
時
間
を
過
ご

し
て
い
る
。後
段
の「
絵
合
せ
」で
は
、自
分
の
娘
を
天
皇
の
妃
に
す
る
た
め
、そ
の
座
を
巡
っ
て
敵
対
す

る
相
手
と
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
対
決
す
る
。光
源
氏
は
勝
利
す
る
の
だ
が
、
そ
の
勝
利
の
決
め
手
に

な
る
の
が
須
磨
の
流
刑
時
代
に
描
い
た
日
記
絵
巻
で
あ
っ
た
。当
時
の
光
源
氏
の
生
活
が
偲
ば
れ
る
絵

巻
に
、
鑑
賞
者
は
皆
涙
し
た
と
い
う
。光
源
氏
は
手
す
さ
び
に
須
磨
の
景
色
を
い
く
つ
も
描
い
た
の
だ

ろ
う
。中
で
も
水
墨
で
描
い
た
須
磨
の
絵
日
記
を
絵
巻
に
し
た
作
品
は
、『
絵
合
せ
』の
段
で
あ
ら
ゆ
る

者
の
心
を
捉
え
た
。源
氏
は
こ
の
須
磨
の
景
色
を
ど
の
よ
う
に
眺
め
て
、
ど
の
よ
う
な
絵
を
描
い
た
の

か
、画
家
と
し
て
は
実
に
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
。一
方
で
、能
楽
の「
須
磨
源
氏
」で
は
、旅
の
僧
が
須

磨
で
気
に
な
る
桜
を
み
つ
け
、
そ
れ
が
光
源
氏
の
お
手
植
え
の
桜
で
あ
る
こ
と
を
、
か
つ
て
の
光
源
氏

の
故
事
と
あ
わ
せ
て
そ
の
桜
の
化
身
が
告
げ
る
。さ
ら
に
そ
の
夜
に
須
磨
の
海
に
浮
か
ぶ
月
を
眺
め
て

い
た
ら
、
月
宮
よ
り
光
源
氏
の
尊
霊
が
あ
ら
わ
れ
、
舞
を
舞
っ
て
夜
明
け
と
と
も
に
消
え
る
と
い
う
内

容
で
あ
る
。春
の
海
に
浮
か
ぶ
月
を
夢
う
つ
つ
に
眺
め
る
旅
僧
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。そ

れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、私
は
須
磨
の
海
を
罔
両
画
で
描
く
こ
と
に
し
た
。

松
風　
作
品
④
⑤
⑥　

松
は
日
本
の
風
景
、文
化
、生
活
に
深
く
結
び
つ
い
た
植
物
で
あ
る
。日
本
で
は
神
の
依
代
や
影
向
す
る

た
め
の
御
神
木
で
あ
り
、強
い
霊
性
を
宿
す
木
で
あ
る
。世
阿
弥
に
よ
る
能
楽「
松
風
」は
、在
原
行
平
と

海
女
の
姉
妹
の
恋
物
語
を
基
に
つ
く
ら
れ
た
名
曲
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
歌
舞
伎
や
日
本
舞
踊
に
も
展

開
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、松
の
葉
が
風
に
よ
っ
て
立
て
る
音
を
松
風
と
も
言
い
、禅
に
は
松
風
を
聴
い
て

心
を
澄
ま
し
、
悟
り
を
得
る「
聴
松
」と
い
う
修
行
が
あ
る
。私
の「
松
風
」は
世
阿
弥
の
能
楽
と
禅
の
瞑

想
方
法
に
由
来
し
、夢
う
つ
つ
の
あ
わ
い
に
浮
か
び
上
が
る
松
林
を
描
い
て
い
る
。

松
風（
弐
）　
作
品
⑨　

《
松
風（
弐
）》は
、長
谷
川
等
伯
の《
松
林
図
屏
風
》と
関
係
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る《
月
夜
松
林
図
屏
風
》

か
ら
着
想
し
た
作
品
で
あ
る
。《
月
夜
松
林
図
屏
風
》は
長
谷
川
派
の
作
品
で
、《
松
林
図
屏
風
》の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。画
面
全
体
に
闇
夜
を
意
識
し
た
墨
色
が
見
ら
れ
、
左
隻
画
面

の
最
左
側
に
月
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。近
年
の
長
谷
川
等
伯
展
で
は
、
画
面
裏
側
の
全
体
に
真
っ

黒
に
墨
が
塗
布
さ
れ
て
い
た
事
が
修
理
記
録
か
ら
分
か
り
、
そ
の
墨
色
が
表
面
に
現
れ
て
闇
夜
の
表
現

に
影
響
し
て
い
た
こ
と
、
構
図
的
に
は
左
隻
と
右
隻
が
逆
で
、
中
央
に
月
を
置
く
配
置
で
は
な
い
か
と

い
う
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。禅
宗
で
は
、
月
は
悟
り
の
象
徴
で
あ
り
、
松
風（
聴
松
）は
悟
り
を
得
る
瞑
想

法
で
あ
る
。ま
た
、能
楽
で
は「
吉
野
」の
花
、「
松
風
」の
月
と
言
わ
れ
、松
風
は
秋
の
月
夜
を
舞
台
に
し

た
名
曲
で
あ
る
。

 玄
象　
作
品
⑦
⑧　

玄
象
は
平
安
時
代
の
琵
琶
の
名
手
・
村
上
天
皇
の
愛
用
の
琵
琶
の
名
称
で
、能
楽
の
演
目
の
ひ
と
つ
。そ

の
内
容
は
藤
原
師
長
が
音
楽
を
志
し
て
南
宋
に
旅
立
つ
途
中
、摂
津
国
須
磨
の
浦
で
村
上
天
皇
の
霊
に

押
し
止
め
ら
れ
た
と
い
う
逸
話
が
題
材
と
な
っ
て
い
る
。能
楽「
玄
象
」で
は
琵
琶
の
名
手
・
藤
原
師
長

が
須
磨
の
浦
で
宿
を
借
り
た
老
夫
婦
の
前
で
琵
琶
を
弾
く
う
ち
、村
雨
が
降
り
出
す
。そ
こ
で
老
夫
婦

は
屋
根
に
苫
を
敷
き
、雨
の
音
と
琵
琶
の
音
の
調
子
を
合
わ
せ
る
は
か
ら
い
を
す
る
。そ
の
対
処
に
感

心
し
た
師
長
は
、老
夫
婦
に
音
楽
の
心
得
が
あ
る
と
わ
か
り
一
曲
を
所
望
、老
夫
婦
の
奏
で
る
琵
琶
琴

の
素
晴
ら
し
さ
に
自
ら
を
恥
じ
る
。こ
の
老
夫
婦
が
村
上
天
皇
と
梨
壷
女
御
の
霊
で
あ
っ
た…

。能
楽

の
曲
中
で
も
度
々
琵
琶
を
演
奏
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
が
、舞
台
の
上
で
は
演
奏
は
抽
象
化
さ
れ
て
お

り
、特
殊
な
演
出
を
除
い
て
実
際
に
弾
く
こ
と
は
な
い
。こ
の
作
品
で
は
夜
の
雨
音
と
琵
琶
の
響
き
が

重
な
り
合
う
世
界
観
を
視
覚
化
す
る
。線
は
雨
と
な
り
、幽
霊
で
あ
る
村
上
天
皇
の
琵
琶
の
音
の
韻
律

と
な
っ
て
空
間
に
あ
ら
わ
れ
て
は
消
え
る
。

Aura 　
作
品
⑩　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
古
都
ト
ゥ
ル
ク
は
ア
ウ
ラ
川
の
河
口
に
あ
り
、バ
ル
ト
海
に
面
し
た
港
湾
都
市
で

す
。ア
ウ
ラ
川
は
市
民
に
と
っ
て
親
密
で
あ
る
と
同
時
に
歴
史
的
な
場
所
で
す
。二
〇
一
八
年
の
レ
ジ

デ
ン
ス
は
こ
の
川
沿
い
に
あ
るTitanik gallery

で
行
な
い
ま
し
た
。滞
在
中
に
見
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

の
自
然
と
色
彩
、光
と
影
は
と
て
も
印
象
深
く
、色
や
光
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
を
作
り
た
く
な
り

ま
し
た
。光（
色
彩
）と
水
と
筆
触
の
運
動
を
シ
ン
プ
ル
に
用
い
て
、空
と
水
の
景
色
の
中
にAura

（
霊
性
）

を
あ
ら
わ
し
ま
し
た
。

山
山　
作
品
　　

こ
の
書
作
品
は
指
で
か
く
指
頭
画（
し
と
う
が
）と
呼
ば
れ
る
方
法
を
用
い
て
い
る
。指
頭
画
は
８
世
紀
の

中
国
に
は
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、日
本
で
は
池
大
雅
が
そ
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
る
。私
の
作
品
は

「
山
」と
い
う
字
を
書
い
て
い
る
の
で
指
頭
書
と
云
っ
て
よ
い
。一
つ
の
文
字
を
画
面
い
っ
ぱ
い
に
大
き

く
書
く
様
式
は「
一
字
書
」と
言
い
、戦
後
の
前
衛
書
家
た
ち
が
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
が
あ
る
。巨
大
な
画

面
に
大
き
な
筆
、あ
る
い
は
何
本
も
束
ね
た
筆
を
使
っ
て
全
身
全
霊
で
書
き
、な
か
で
も
井
上
有
一
は
そ

の
代
表
的
な
書
家
で
あ
る
。井
上
有
一
の
一
字
書
は
読
む
こ
と
が
容
易
だ
が
、他
の
書
家
に
よ
る
前
衛
的

表
現
は
大
抵
読
む
こ
と
が
難
し
い
。し
か
し
、読
み
難
い
文
字
は
前
漢
時
代
の
草
書
体
、さ
ら
に
８
世
紀

に
は
そ
れ
を
さ
ら
に
崩
し
た「
狂
草
」と
い
う
書
が
既
に
あ
り
、書
は
書
き
順
や
崩
し
の
か
た
ち
を
目
で

追
う
こ
と
に
よ
っ
て
文
字
を
判
読
し
て
き
た
。今
回
は「
山
」の
字
を
小
さ
な
画
面
に
書
い
て
い
る
。筆
で

は
な
く
自
分
の
指
（
身
体
そ
の
も
の
）
を
使
っ
て
書
く
。紙
は
古
典
の
料
紙
技
法
と
し
て
あ
る
雲
母
引
き
を

行
な
っ
て
い
る
。そ
こ
に
凍
墨
と
い
う
井
上
有
一
が
初
期
の
一
字
書
で
使
用
し
て
い
た
方
法
を
採
用
し

た
。雲
母
の
白
い
輝
き
と
凍
墨
に
よ
る「
山
」の
字
は「Cold M

ountain

」、つ
ま
り
寒
山
を
イ
メ
ー
ジ
し

て
い
る
。「
山
山
」は
複
数
書
い
た
山
の
字
を
集
め
た
作
品
。個
々
に
書
い
て
独
立
し
た
も
の
が
反
復
し
て

い
る
こ
と
で
、山
の
文
字
自
体
に
様
々
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ（
空
間
、
視
座
）が
生
じ
る
。な
か
に
は
複
数

回
な
ぞ
り
書
き
し
て
書
き
消
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。そ
こ
で
は
書
の
持
つ
身
体
性
と
時
間
性
が
現

前
化
さ
れ
る
。漢
字
は
象
形
文
字
の
た
め
、源
を
た
ど
れ
ば
、そ
れ
は
絵
に
な
る
。小
さ
な
山
の
塊
は
雲
母

の
鈍
い
光
の
反
射
に
よ
っ
て
消
え
て
は
現
わ
れ
、距
離
や
見
る
角
度
の
違
い
で
見
え
方
が
実
際
的
に
変

化
す
る
。山
は
動
い
て
い
る
。補
足
す
る
と
、禅
の
教
義
を
あ
ら
わ
す
言
葉
に
不
立
文
字
と
い
う
言
葉
が

あ
る
。文
字
や
教
義
の
伝
達
の
ほ
か
に
、体
験
に
よ
っ
て
伝
え
る
も
の
こ
そ
真
髄
で
あ
る
と
い
う
意
味
。

ま
た
、山
と
は
言
わ
ず
も
が
な
私
の
苗
字
の
一
字
で
あ
り
、こ
れ
は
指
で
書
い
た
サ
イ
ン
で
も
あ
る
。

The Pine Prince and the Silver Birch 　
作
品
　　

「The Pine Prince and the Silver Birch
」（1964

）は
、Jam

es,Carol（1935,UK

）に
よ
る
児
童
文
学
で

日
本
で
は
一
九
六
七
年
に
翻
訳
書
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。松
の
木
の
王
子
と
白
樺
の
少
女
が
愛
の
逃
避

行
を
行
な
い
、
共
に
老
い
て
添
い
遂
げ
る
ま
で
の
愛
と
死
の
物
語
で
す
。擬
人
化
さ
れ
た
神
や
自
然
、
動

植
物
の
物
語
は
時
代
を
超
え
て
世
界
中
に
あ
り
ま
す
。先
人
の
作
り
出
し
た
神
話
や
物
語
か
ら
は 

自
然

と
人
間
の
親
密
な
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。白
樺
と
松
は
ま
る
で
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
と
日
本
を
あ

ら
わ
す
か
の
よ
う
な
両
国
を
代
表
す
る
植
物
で
す
。二
本
の
木
は
、た
だ
立
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る

し
、な
に
か
彼
ら
だ
け
の
世
界
に
私
た
ち
が
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
に
も
み
え
ま
す
。

Vaina

（Vainam
oinen

）　
作
品　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
民
族
叙
事
詩Kalevala

（
カ
レ
ワ
ラ
）
を
題
材
に
描
い
た
作
品
。Kalevala

は
19
世
紀
に

民
間
説
話
か
ら
ま
と
め
ら
れ
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
あ
ら
わ
す
重
要
な
フ
ィ
ン

ラ
ン
ド
語
文
学
。そ
の
成
立
に
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
歴
史
背
景
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。Kalevala

の
主

人
公Vainam

oinen

は
不
滅
の
賢
者
、水
の
主
で
あ
り
、元
の
伝
承
で
は
世
界
の
創
造
を
行
な
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。Vainam

oinen

のVaina

の
語
源
は「
深
く
、静
か
に
流
れ
る
川
」で
あ
る
。静
か
な
水
面
（
み

な
も
）の
さ
ざ
な
み
はVainam

oinen

に
よ
る
創
世
記
の
世
界
の
は
じ
ま
り
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

松
老
雲
閑（The Old Pine,Quiet of Clouds

）　
作
品
　　

北
極
圏
に
あ
る
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
はKelo

（
ケ
ロ
）
と
い
う
特
殊
な
老
松
の
産
地
で
す
。Kelo

は
寿
命
を
終

え
て
も
何
十
年
、何
百
年
と
立
ち
枯
れ
た
状
態
で
銀
色
に
風
化
し
た
松
の
こ
と
で
す
。極
寒
の
地
に
天

に
向
か
っ
て
孤
高
に
立
ち
続
け
る
姿
は
美
し
く
壮
絶
で
す
。死
し
て
な
お
堂
々
と
天
に
向
か
っ
て
立
つ

超
越
し
た
存
在
は
、神
々
し
さ
を
感
じ
ま
す
。日
本
で
は
老
松
に
は
神
が
宿
り
ま
す
。ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
の

老
松
も
神
が
宿
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。ま
た
日
本
に
は「
松
老
雲
閑
」（
松
は
老
い
て
、
雲
は
閑
か
。）
と

い
う
臨
済（
日
本
の
禅
僧
）の
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
老
松
や
雲
の
よ
う
に
悠
々
自
適
な
心
境
」と
い

う
意
味
で
禅
の
境
地
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。老
松
が
た
だ
一
本
立
っ
て
い
る
、そ
れ
だ
け
で
な
に
か

と
て
つ
も
な
い
世
界
が
見
え
て
く
る
よ
う
で
し
た
。

寒
山
拾
得　
作
品　

禅
画
の
画
題「
寒
山
拾
得
」を
罔
両
画
で
試
み
た
作
品
。本
作
で
は
減
筆
、破
墨
、渇
筆
の
技
法
を
中
心

に
余
白
の
質
を
意
識
し
た
罔
両
画
の
作
品
を
試
み
て
い
る
。そ
の
手
掛
か
り
と
な
っ
た
の
は
舞
踏
家
の

故
・
大
野
一
雄
へ
の
リ
ス
ペ
ク
ト
で
あ
る
。舞
台
芸
術
お
よ
び
身
体
芸
術
か
ら
生
ま
れ
る
捉
え
ど
こ
ろ

の
な
い
空
間
の
質
を
余
白
の
表
現
の
質
へ
と
置
き
換
え
る
。罔
両
画
は
禅
画
か
ら
派
生
し
て
い
る
の
で

祖
師
像
な
ど
の
人
物
画
が
画
題
と
な
る
も
の
が
多
い
。本
作
は
作
者
が
罔
両
画
シ
リ
ー
ズ
を
試
み
た
初

期
の
重
要
な
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。日
本
で
は
初
期
水
墨
画
の
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
曾
我
蕭
白
、

伊
藤
若
冲
、長
沢
芦
雪
な
ど
の
奇
想
の
画
家
か
ら
近
代
で
は
横
山
大
観
、岸
田
劉
生
ら
画
家
だ
け
で
な

く
、小
説
家
の
森
鴎
外
、坪
内
逍
遥
ら
に
よ
っ
て
作
品
化
さ
れ
て
き
た
著
名
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

＊
現
代
作
家
で
は
元
永
定
正《
寒
山
拾
得
》や
ブ
ラ
イ
ス
・
マ
ー
デ
ン《cold m

auntain

（
寒
山
）》シ
リ
ー
ズ
が
み
ら
れ
る
。
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