
畫
家

リ
氏
は
余

が
歸

國

の
際
再
會

の
日

を
待

っ
と
云
は
れ
し

が
、
余

未
た

發
せ
ざ

る
に
噫

々
恩

師
は
七
十
有
餘
才

を
以

て
遂

に
天
國

の
人

と
な

つ
て

し
ま

つ
た
、
同
時

に
僕

が
再
渡

米

の
た

の
し
み
は
消

失

せ
て
、
此

れ
を
記

す
時

だ
も
慈
愛
深

き
師

の
面
影

の

偲

ば
れ

て
轉

た

落

涙

に

咽
ぶ
の
で

あ

る
。
尚
ほ
北
齋
翁

を
酒
家

の
や
う
に
書

い
て
あ

つ
た

が
、
翁

は
元
來
甘
黨

で
あ

る
か
ら
序

に
訂

正
し

て
置
く

。

　
　

　
　

△
　
　
　
　
△
　
　
　

△

適

當

の
色

は
人

心
に
活
溌
愉
快

の
感
覺

を
與

へ
る
も
の
で

あ

る
、
人
間

の

視
感

は
色

に
對

し

て
活
動

を
起
す
も

の
で

、
あ

る
種
類

の
色

は
眼

の
健
全

に
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
も

の
、
又
腦

の
健
全

は
視
官

の
感
覺

に
よ

つ
て
生

じ

た

る
神
經

の
作
用
如
何

に
關

係
す

る
こ
と
尠

か
ら

ぬ
も

の
で

、
然

か
も
神

經
の
作
爲

は
色

の
種
類

に
よ

つ
て
差

異

の
あ

る
も

の
で
あ

る
。

凡

そ
神
經

は
赤

色

を
見

る
時

に
亢

奮

し
、
縁
色

を
見

る
時

に
慰

安
し
、
藍

色

を
視
る
暗

に
殆

と
麻
痺
す

る
が
如
く

、
黄

色

を
視
る
時

は
視

官

の
感
覺

を

強
く
し

、
白

色
を
視

る
時
は

開
豁

の
情

を
發

し
、
光

の
薄

弱
な

る
時

は

疲

倦
し
、
光

の
過
敏

な

る
時
は
注

意
力
を
薄
弱

な
ら
し

め
、

且
不
安

の
心

活

動

の
情

を
起

し
、
陰

影

に
あ
る
時
は
精
神

を
し

て
注
意
思

考
並
に
休
息

に
適

せ
し
め
、
暗
黑

な

る
時
は
欝

憂

の
念

を
生
ぜ
し
む

る
と

い
ふ

こ
と
で

あ
る
。

元
來

人
の
精
神

は
感
覺

に

よ
り

て
變

動
を

生
ず

る

も
の
で

あ

つ
て

適

當

の
色

を
見
ざ
る
時
は
精
神

の
活

動
を
來
す

こ
と
は
無

い
の
で
、

赤
色

は
然
か

も
疲
倦

し
た

る
機
能

を
し

て
健

康

の
作
爲

を
生
ぜ

し
む

る
も
眼

に

滴

當

し
た

る
色
な

の
で

あ

る
、
若
し
室
内

に
在

て
久

し
く

視
力
を
勞

し
た

る
後

、
大
空

の
藍
色

を
見
、
又
遠
方

の
風

景
を
見

る
時

は
、
眼

は
之

に
滿

　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

足
し

て
視

力
を
慰
勞

せ
し

む
る
こ
と

が
出
來

る
、
而
し
て

色
の
變

換
は
實

に
必
要
な

る
も

の
で

あ

つ
て
、
視
力

は
色

に
よ

り

て
慰
撫

す
る

こ
と
を
得

る
、
即

ち
清
夾
壯

快
な

る
遠
隔

の
色

に
し

て
、
黄

白

明
暗
を

混

合
し

た
る

も

の
を
見

る
時

は
、
安
息
す

る

こ
と
を
得

る

の
で
あ

る
。

久

し
く
純
黑

な
る

或

は
純
白
な

る
室
内

に
閉

居
す

る
時

は
、
白
痴
又
は
欝

性
の

病

を
生
ず

る
傾

向
が
あ

る
と

い
ふ

こ
と
で
あ

る
、
沙
漠
或

は
積
雪

の

白
き
閃

光

に
よ
り

て
失
明

し
た
る
例

も
あ
り
、
又
暗
黑

な
る
獄
舍
に

閉

居

し
て
發

狂
し
た

る
實

例

も
あ
り

、
緑
色

の
覆

面
紗

に
代

ふ
る

に
褐
色

を
用

ゐ
て
實

効
を
收

め
た
學
者

も
あ
る
。

要
す

る

に
人

の
健

康
及
快
活

を
得
ん

と
思

つ
た
な
ら
ば

、
色

の
撰
擇

は
審

美
學

の
學

理

に
基

き

、
正
當

な
る
感

覺
に
適
し
、
天
然

の
眞
理
に
從

は
ね

ば
な

ら
ぬ

云

々

(
關

以
雄

氏

『
色

と

衞
生

上
の
關
係

、
』
小
學
校

)

一
部

の
評
家

よ
り
極
端
な

る
理
想
派

と
稱

せ
ら
れ

し
雅

邦
翁

の
こ
と
な
れ

ば

、
形
似

に
腐

心

せ
ざ
り

し

や
う

に
思
は

る
れ
ど
、

一
面

に
於

て
は

大
に

寫
實

を
重
ん

じ
、
時

に
は
洋
畫

家

も
及
ば

ざ

る
實

物
寫

生

を
試

み
た

り
。

去

る

二
十

八
年
京

都

の
博
覽

會

に
出
品

せ
り
し
猛
虎

の
圖
は
、
當
時

の
批

評

界
を
賑

は
し

て
、
褒
貶

の
聲

な
か
な
か

に
喧

し
か
り

き
、
翁
は
彼

の
畫

を
描

か
ん
爲

に
、
毎
日
動
物
園

に
通

ひ
、
猛
獸
咆
哮

の
姿
態

を
寫

さ
ん
と

な

し
け

る
が

、
長

く
檻
中

に
封

じ

ら
れ

し
虎

は
、
自
然

に
猛
烈

の
氣

を
失

し
望

み
の
姿

を
呈

せ
ざ

る
よ
り

、
翁
は
構
圖

に
非
常

の
苦

心
を
な

し
、
種

々
の
寫

生
を
參

照
し

て
件

の
圖

を
得

た
る
な
り

と
。
(
日

本
美
術
）


