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金
文
二
字
に
よ
る
作
品
制
作
で
重
要
と
な
る
要
素
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
作
で
特
に
留
意
し
た
の
は
、
文
字
の
重
心
を
低
く
落
と
し
、
紙
面
上
部
に

広
く
余
白
を
と
る
こ
と
で
し
た
。
冠
毛
を
も
つ
鳥
を
表
す
「
雚
」
は
冠
毛
の
部

分
を
大
胆
に
伸
ば
し
、「
呉
」
は
夨
と
口
の
間
隔
を
広
く
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

紙
面
上
部
に
明
る
さ
と
広
が
り
を
持
た
せ
よ
う
と
試
み
ま
し
た
。
ま
た
上
部
の

余
白
を
引
き
立
た
せ
る
た
め
、「
忄
」
は
旁
と
密
着
さ
せ
、「
女
」
は
縦
形
に
す

る
こ
と
で
下
部
全
体
を
引
き
締
め
、
上
部
と
の
対
比
を
狙
い
ま
し
た
。

　

構
成
上
、
そ
の
他
考
慮
し
た
点
は
、
三
つ
あ
る
口
に
潤
渇
、
筆
法
、
角
度
の

変
化
を
つ
け
、
単
調
さ
を
避
け
る
こ
と
で
し
た
。「
雚
」
の
二
つ
の
口
は
角
度

を
文
字
の
中
心
に
傾
け
、
求
心
力
を
持
た
せ
冠
毛
部
分
の
伸
び
を
強
調
さ
せ
る

よ
う
に
し
、「
呉
」
の
口
は
余
白
を
際
立
た
せ
る
た
め
、
墨
量
を
多
め
に
力
強

く
堂
々
と
書
き
ま
し
た
。

　

包
世
臣
が
鄧
石
如
の
「
字
画
の
疏
な
る
処
は
以
て
馬
を
走
ら
す
べ
く
、
密
な

る
処
は
風
を
も
透
ら
し
め
ず
、
常
に
白
を
計
り
て
以
て
黒
を
当
つ
れ
ば
、
奇
趣

乃
ち
出
づ
。」
と
い
う
書
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
金
文
を
用
い
た
少
字
数
作
品
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と

が
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
作
で
は
前
述
し
た
通
り
、
疏
密
の
対
比
を
念
頭

に
大
胆
な
余
白
の
配
置
を
試
み
、
ま
た
線
に
肥
痩
の
差
は
あ
ま
り
つ
け
ず
、
潤

筆
と
渇
筆
、
運
筆
の
遅
速
に
よ
っ
て
動
き
を
出
す
こ
と
を
意
識
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
技
術
と
自
己
の
感
性
を
基
に
作
品
制
作
に
臨
み
ま

し
た
が
、
理
想
に
は
程
遠
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
作
品
の
構
成
は

様
々
な
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
要
素
を
と
っ
て
も
一
朝
一
夕

に
会
得
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
今
後
と
も
益
々
精
進
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

○
釈
文　
　
　
　
　
　

懽
娯
…
よ
ろ
こ
び
た
の
し
む
。

○
用
具
・
用
材　
　
　

筆
…
兼
毫
筆
、
紙
…
台
湾
画
仙
、
墨
…
墨
液　

○
寸
法　
　
　
　
　
　

六
九
㎝
×
一
二
〇
㎝

構
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の
追
求

髙　

木　

茂　

行
（
聖　

雨
）

Shigeyuki

（Seiu

）T
akaki



─ 5─

懽娯 69×120


