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（
一
七
）

一
、
田
能
村
竹
田
、
文
晁
に
師
事
す

　

田
能
村
竹
田
は
、安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
豊
後
国
直な
お

入い
り

郷
竹
田
村
に
生
ま
れ
た
。

享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）、
二
五
歳
の
と
き
江
戸
に
出
張
し
、
翌
年
五
月
頃
ま
で
滞

在
す
る
間
、
写
山
楼
を
し
ば
し
ば
訪
ね
た
。
出
張
は
、『
豊
後
国
志
』
の
編
纂
事
業

を
兼
ね
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

竹
田
は
全
国
各
地
の
文
人
墨
客
と
接
し
、
朋
友
の
数
は
交
友
録
と
い
え
る
『
竹
田

荘
師
友
画
録
』
に
一
〇
五
名
を
あ
げ
る
。
そ
の
な
か
文
晁
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記

す
。

谷
先
生
、
名
は
文
晁
、
字
は
文
伍
。
資し

質し
つ

爽そ
う

快か
い

、
度
量
宏
閣
に
し
て
、
瀟
し
ょ
う

洒し
ゃ

調ち
ょ
う

戯ぎ

、
一
坐
風
生
ず
。
其
の
画
は
宋
人
の
画
院
の
諸
子
を
斟し
ん

酌し
ゃ
くし

て
自
ら
一

家
を
作
す
。
人
物
・
山
水
・
花
卉
・
翎
毛
善
く
せ
ざ
る
所
莫な

し
。
用
筆
雄ゆ
う

渾こ
ん

、

施
墨
淋り

ん

漓り

た
り
。
大
幅
長
巻
は
蒼そ
う

老ろ
う

沈ち
ん

鬱う
つ

に
し
て
、
観
る
者
悚し
ょ
う

然ぜ
ん

と
し
て
咸み
な

服
す
。
近
日
、
海
内
善
手
と
称
す
る
者
、
亡む

慮り
ょ

数
十
家
な
る
も
、
復
た
其
の
右

に
出
づ
る
は
罕ま

れ

な
り
。
関
東
に
高
踞
し
て
四
方
を
雄
視
す
。
王
公
貴
介
よ
り
下

閭り
ょ

閻え
ん

の
児
女
に
至
る
ま
で
、
一
時
汲
々
然
と
し
て
悉
く
傾
倒
す
。
盃
盤
、
器
皿
、

扇
頭
の
類
、
各
其
の
名
を
撫
し
、
或
は
刻
し
、
或
は
漆
す
。
嗚
呼
、
亦
盛
ん
な

る
か
な
。
予
、
未
だ
冠
す
る
に
及
ば
ず
し
て
、
君
山
先
生
に
托
し
贄に

え

を
門
下
に

投
ず
。
後
に
東
游
の
日
、
其
の
所
謂
る
写
山
楼
な
る
者
に
登
り
、
先
生
の
床
に

倚
っ
て
盤ば

ん

礴ぱ
く

の
状
を
観
る
こ
と
数
次
・
今
を
距
て
る
こ
と
三
十
余
年
な
り
。
聞

け
ば
猶
強
健
矍か

く

鑠し
ゃ
くと

し
て
、
筆
力
豪
興
、
少
し
も
衰
え
る
所
莫な

し
と
云
う（
１
）。

　

文
中
に
、「
君
山
先
生
に
托
し
贄
を
門
下
に
投
ず
。
後
に
東
游
の
日
云
々
」
と
あ

る
か
ら
、
竹
田
は
、
享
和
元
年
以
前
に
文
晁
の
門
下
生
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

君
山
先
生
と
は
、
唐
橋
世
済
で
あ
る
。
世
済
は
、
荻
生
徂
徠
の
蘐け

ん

園え
ん

学
派
の
流
れ
を

く
む
儒
者
で
、
漢
詩
人
で
も
あ
っ
た
。
江
戸
で
は
宝
暦
の
頃
よ
り
都
市
の
繁
華
と
と

も
に
滑
稽
文
学
が
盛
行
し
、
韻
文
に
お
い
て
狂
詩
や
狂
歌
な
ど
が
登
場
し
た
。
狂
詩

は
俗
語
を
用
い
た
滑
稽
な
漢
詩
で
、
簡
単
に
い
え
ば
漢
詩
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
。
世

済
は
娯ご

息そ
く

斎さ
い

延
命
の
狂
名
で
も
知
ら
れ
、明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）『
娯
息
斎
詩
文
集
』

を
出
版
し
た
。
世
済
が
江
戸
の
下
谷
竹
町
に
い
た
こ
ろ
、
司
馬
江
漢
は
、
近
隣
の
宗

元
と
い
う
医
者
宅
で
世
済
か
ら
詩
文
を
学
ん
だ
、
と
『
春
波
楼
筆
記
』
で
述
べ
る
。

　

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）、
世
済
は
岡
藩
藩
医
と
し
て
招
聘
さ
れ
、
竹
田
の
大
勝

院
円
通
閣
に
住
ん
だ
。
円
通
閣
で
詩
画
会
を
催
し
、
持
参
し
た
文
晁
、
馬
孟
熙
、
大

岡
雲
峰
ら
の
作
品
を
展
示
し
た
。
若
き
竹
田
も
、
し
ば
し
ば
参
加
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
竹
田
は
、
文
晁
の
絵
画
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。
一
部
は
、
す
で
に
紹
介
し
た

が
、天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に
出
版
さ
れ
た
『
山
中
人
饒
舌
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

潑
墨
惜
し
ま
ざ
る
は
谷
子
文
伍
か
。
僧
月
僊
は
此
れ
に
反
す
。
痩そ

う

筆ひ
つ

乾か
ん

擦さ
つ

、
後

に
淡
墨
を
用
い
、
少
し
く
之
を
湊そ

う

合ご
う

す
。
蓋
し
谷
子
は
、
大
い
に
古
法
を
存
す
。

月
僊
に
至
っ
て
は
専
ら
新
裁
を
出
し
て
、
古
法
全
く
尽
く
。
曩の

う

昔せ
き

南
游
し
、
一

医
生
の
家
に
於
て
、
谷
子
の
獼び

猴こ
う

の
図
を
観
る
。
僧
牧
渓
を
学
ん
で
、
咄と
つ

々と
つ

真

に
逼
る
。

谷
子
好
ん
で
仙
仏
を
写
す
。
用
筆
遒し

ゅ
う

勁け
い

。
賦
色
濃
厚
。
其
の
意
は
蓋
し
復
古

に
在
る
な
り
。山
水
に
至
っ
て
は
、馬
夏
の
輩
を
学
び
、倪
黄
の
諸
法
を
悦
ば
ず
。
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同
時
に
馬
孟
熙
な
る
者
あ
り
。
名
は
文
奎
、
寒
巌
と
号
す
。
良
の
子
な
り
。
谷

と
名
を
斉ひ
と

し
く
す
。
亦
院
体
を
以
て
帰
と
為
す
。
辺
子
蓬
島
に
答
う
る
書
に
曰

く
、山
水
は
朱
端
を
師
と
し
、人
物
は
呉
偉
を
師
と
し
、花
鳥
は
林
良
を
師
と
し
、

旁
ら
戴
文
進
、
呂
廷
振
、
車
埜
雲
、
鍾
欽
礼
、
張
平
山
、
趙
阮
竹
の
輩
を
以
て
、

参
合
し
て
之
を
出
す
と
。又
曰
く
、学
は
当
に
一
家
を
究

き
わ
め

尽つ
く

し
、筆
に
来
歴
あ
り
、

専
心
深
入
し
、
以
て
得
た
り
と
為
す
べ
き
な
り
と
。
惜
し
む
ら
く
は
中
途
に
し

て
夭

わ
か
じ
にす

。
其
の
嘐こ
う

々こ
う

と
し
て
古
を
好
む
を
観
る
に
、若
し
其
の
年
を
永
う
せ
ば
、

後
来
造
詣
必
ず
深
く
、
谷
子
を
し
て
名
を
関
東
に
擅

ほ
し
い
ま
まに
せ
し
め
ざ
る
な
り
。

　

竹
田
は
、
文
晁
と
月
僊
を
対
比
さ
せ
、
文
晁
は
潑は

つ

墨ぼ
く

を
惜
し
ま
な
い
と
い
う
。
用

墨
法
で
あ
る
潑
墨
は
、
山
水
を
描
く
の
に
墨
を
潑そ

そ

ぐ
よ
う
に
、
水
墨
で
巨
点
を
作
る

画
法
で
あ
る
。
雨
景
を
描
く
の
に
適
す
る
。
一
方
、
寂
照
寺
の
画
僧
月
僊
は
渇か

っ

筆ぴ
つ

に

淡
墨
を
加
え
、
新
味
を
だ
す
と
い
う
。
渇
筆
は
、
南
画
に
多
く
用
い
ら
れ
る
。

　

中
国
の
水
墨
画
に
は
、
お
お
ま
か
に
い
っ
て
潑
墨
法
と
破
墨
法
が
あ
る
。
前
者
は

北
宗
画
に
、
後
者
は
南
宗
画
に
多
く
見
ら
れ
る
。
潑
墨
は
、
濃
い
か
す
れ
た
墨
で
あ

る
焦

し
ょ
う

墨ぼ
く

を
も
っ
て
輪
郭
を
と
り
、
そ
こ
に
淡
墨
を
加
え
て
凹
凸
を
作
り
、
疎そ

苔た
い

を
入

れ
て
完
成
さ
せ
る
。
疎
苔
は
す
き
ま
に
細
点
を
ま
ば
ら
に
打
ち
、
苔
の
よ
う
に
見
せ

る
画
法
で
あ
る
。
皴
法
が
間
延
び
し
た
さ
い
も
、
引
き
し
め
る
た
め
に
用
い
る
。
一

方
、
破
墨
は
淡
墨
を
も
っ
て
輪
郭
を
と
り
、
つ
い
で
凹
凸
を
描
き
、
そ
こ
に
濃
墨
を

重
ね
る
。
す
る
と
そ
こ
に
潤
っ
た
墨
気
が
生
ず
る
。
さ
ら
に
焦
墨
を
加
え
て
輪
郭
を

破
り
、
疎
苔
を
入
れ
る
。

　

次
い
で
竹
田
は
、「
谷
子
好
ん
で
仙
仏
を
写
す
」
と
い
う
。
文
晁
は
劉

り
ゅ
う

海か
い

蟾ぜ
ん

、
李

鉄て
っ

拐か
い

、
呂
洞
賓
ら
の
仙
入
、
ま
た
羅
漢
・
観
音
・
釈
迦
・
龍
王
な
ど
の
仏
画
を
描
い
た
。

と
き
に
筆
力
は
強
く
、
濃
彩
で
あ
る
。
文
晁
は
、
松
平
定
信
の
古
物
編
纂
事
業
に
係

わ
っ
て
い
た
か
ら
、
竹
田
は
文
晁
の
意
を
「
復
古
に
在
る
な
り
」
と
み
た
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
山
水
画
に
関
し
て
、
文
晁
は
南
宗
画
の
倪げ

い

瓚さ
ん

、
黄
公
望
（
子
久
）
で
な
く
、

北
宗
画
の
馬
遠
、
夏
珪
の
描
法
を
学
ん
だ
と
す
る
竹
田
の
判
断
に
間
違
い
は
な
い
。

　

文
晁
の
作
品
は
、
大
和
絵
風
、
洋
風
、
南
画
な
ど
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
北
宗
画

を
基
礎
と
し
て
南
宗
画
を
折
衷
し
た
山
水
画
が
多
い
。
そ
れ
ら
山
水
画
に
は
、
画
院

の
院
体
画
、
明
の
浙
派
な
ど
か
ら
の
影
響
は
大
き
い
。
北
宗
画
の
画
風
は
、
概
観
す

れ
ば
形
似
を
尊
重
し
、
自
然
の
一
角
を
強
調
す
る
よ
う
な
山
水
画
で
あ
り
、
濃
墨
線

や
斧
で
切
り
さ
い
た
よ
う
な
斧ふ

劈へ
き

皴し
ゅ
んを
用
い
る
。こ
れ
に
対
し
て
南
宗
画
の
画
風
は
、

軟
ら
か
な
線
描
に
よ
っ
て
自
然
を
描
き
、
麻
を
い
く
す
じ
に
も
開
い
た
よ
う
な
披ひ

麻ま

皴し
ゅ
んを

用
い
る
。

　

竹
田
の
先
の
文
章
後
半
は
、
文
晁
の
師
と
い
わ
れ
る
馬
孟
熙
こ
と
、
北
山
寒
巌
に

つ
い
て
多
く
を
語
る
。
竹
田
は
寒
巌
を
高
く
評
価
し
、
三
五
歳
の
若
さ
で
没
し
た
寒

巌
を
お
し
み
、
も
し
長
寿
を
全
う
し
た
な
ら
ば
、
学
芸
が
進
展
し
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
と
し
、「
谷
子
を
し
て
名
を
関
東
に
擅

ほ
し
い
ま
まに
せ
し
め
ざ
る
な
り
」
と
い
う
。
竹
田

は
、
寒
巌
を
文
晁
と
同
程
度
に
、
ま
た
文
晁
以
上
に
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

田
能
村
竹
田
は
、
文
化
、
文
政
、
天
保
年
間
を
と
お
し
頻
繁
に
京
坂
に
赴
い
た
。

頼
山
陽
、
浦
上
玉
堂
、
浦
上
春
琴
、
岡
田
米
山
人
、
青
木
木
米
、
野
呂
介
石
ら
を
知

り
交
友
を
重
ね
た
。
な
か
で
も
頼
山
陽
は
、
竹
田
か
ら
《
亦
復
一
楽
帖
》
の
跋
文
を

求
め
ら
れ
た
さ
い
、
自
ら
望
ん
で
入
手
し
て
し
ま
う
ほ
ど
、
竹
田
画
の
良
き
理
解
者

で
あ
っ
た
。し
か
し
、江
戸
の
文
晁
を
再
訪
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。何
故
で
あ
ろ
う
。

　

当
時
の
江
戸
の
漢
画
は
、
狩
野
派
と
雪
舟
派
に
大
別
さ
れ
た
。
竹
田
は
、「
狩
野
、

有
墨
而
無
筆
」
と
、「
雪
舟
、
有
筆
而
無
墨
」
と
い
う
。
前
者
は
墨
色
は
あ
る
が
筆

力
が
な
く
、後
者
は
そ
の
逆
を
意
味
し
よ
う
。竹
田
は
漢
画
系
画
家
を
、さ
ら
に
京
派
・

摂
派
・
長
崎
派
と
区
分
し
た
。
文
晁
は
、
江
戸
派
の
漢
画
系
画
家
で
あ
る
。
漢
画
系

画
家
は
、
雪
舟
に
感
化
さ
れ
、
雪
舟
の
水
墨
画
か
ら
画
法
や
筆
意
を
学
ん
だ
。
文
晁

は
『
集
古
十
種
』
編
纂
の
さ
い
、
雪
舟
の
《
金
山
寺
図
》《
育
王
山
図
》
を
、
ま
た

雪
舟
に
私
淑
し
た
雪
村
周
継
の
模
写
図
《
牧
渓
玉
澗
八
景
図
》
を
臨
模
し
た
。

　

江
戸
で
明
清
の
諸
画
を
倣
っ
た
漢
画
系
画
家
が
増
え
る
な
か
、
竹
田
は
か
れ
ら
の

作
品
を
嘆
い
た
の
で
あ
る
。

所い
わ

謂ゆ
る

漢
画
は
、
往
々
に
し
て
俗
間
伝
う
る
所
の
明
清
諸
画
を
撫ぶ

仿ぼ
う

し
、
略ほ
ぼ

形
似

を
得
れ
ど
も
、
用
筆
卒
略
、
施
彩
軽
媚
な
る
も
の
有
り
。
其
の
意
は
、
蓋
し
速
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成
し
以
て
重
価
を
収
む
る
に
あ
り
。
狩
野
、
雪
舟
二
派
に
及
ば
ざ
る
や
遠
し
。

惜
し
む
ら
く
は
、
二
派
後
世
の
傑
出
す
る
者
少
な
く
、
其
の
道
鞠き

く

し
て
茂
草
と

な
る
な
り
。

　

南
宗
画
を
志
向
す
る
竹
田
は
、
揮
毫
料
を
収
め
る
漢
画
系
末
流
の
売
絵
に
我
慢
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
六
法
に
は
応
物
象
形
が
あ
り
、
形
似
を
大
切
に
す
る
。

形
似
は
、
も
の
の
内
在
す
る
生
気
を
感か

ん

得と
く

し
、
そ
の
内
外
を
写
し
と
る
こ
と
で
あ
る
。

も
の
の
表
面
の
み
を
写
し
と
る
こ
と
で
な
い
。
ま
た
六
法
に
隨
類
賦ふ

彩さ
い

が
あ
り
、
彩

色
を
大
切
に
す
る
。
た
だ
南
宗
画
に
お
け
る
彩
色
は
、
墨
色
が
基
調
で
あ
っ
て
彩
色

は
塗
る
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
補
う
も
の
で
あ
る
。
漢
画
系
末
流
の
絵
画
は
、
形
似

が
あ
っ
て
も
い
き
い
き
と
し
た
気
品
が
な
く
、
き
れ
い
に
着
色
さ
れ
て
い
て
も
妙
味

が
な
い
、
と
竹
田
は
嘆
い
た
。

　

そ
も
そ
も
竹
田
は
、
も
の
を
視
覚
に
よ
っ
て
追
究
す
る
形
似
を
忌
み
嫌
っ
た
。
竹

田
は
、「
形
似
を
専
ら
に
し
、
利
を
図
る
物
此
れ
を
作
れ
ば
、
即
ち
観
る
者
を
し
て

目
悦
び
情
淫
し
、
其
の
心
自
ら
奢お

ご

ら
し
む
」
と
い
う
。
形
似
に
専
念
し
、
俗
世
の
利

得
を
求
め
る
画
家
の
絵
画
は
、
観
る
者
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
が
心
を
乱
す
と
い
う
。

さ
ら
に
形
似
は
易
し
い
が
、「
伝
神
」（
魂
を
や
ど
し
伝
え
る
こ
と
）は
難
し
い
と
い
う
。

形
似
は
技
巧
に
係
わ
る
が
、
技
巧
に
す
ぐ
れ
て
い
な
く
も
嘆
く
必
要
は
な
い
。
嘆
く

べ
き
は
、
精
神
に
至
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
技
巧
の
持
ち
主
は
、
古
法
を

臨
模
し
て
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
技
巧
よ
り
心
が
大
切
だ
か
ら
で
あ
る
。
竹
田
の
絵
画

観
に
よ
れ
ば
、
画
家
は
よ
く
読
書
し
、
古
法
を
臨
模
し
て
学
び
、
も
の
を
目
で
な
く

心
で
観
、一
墨
点
・
一
墨
線
に
も
心
が
宿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。作
品
の
善
し
悪
し
よ
り
、

描
く
側
の
心
を
大
切
に
す
べ
き
で
あ
る
。
絵
画
は
自
ら
娯
し
む
べ
き
も
の
で
、
他
人

を
娯
し
ま
せ
る
の
で
は
な
い
。
竹
田
は
お
そ
ら
く
、
現
今
の
漢
画
系
の
画
家
は
、
形

似
を
あ
が
め
る
者
が
多
い
と
み
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
文
晁
は
、
竹
田
に
よ
れ
ば
、
爽そ

う

快か
い

な
性
質
で
あ
り
、
宏こ
う

闊か
つ

な
心
の
持
ち
主
で

清
ら
か
な
人
物
だ
と
す
る
。
し
か
し
絵
画
に
関
し
て
は
、
違
和
感
を
お
ぼ
え
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
文
晁
は
南
画
家
と
は
い
え
、
北
宗
画
を
基
盤
と
し
、
か
つ
西
洋
画
の

模
写
を
と
お
し
比
較
的
形
似
に
執
着
し
て
い
よ
う
。人
物
画
は
竹
田
に
は
少
な
い
が
、

文
晁
に
は
《
木
村
蒹
葭
堂
像
》
を
は
じ
め
、
頂ち

ん

相ぞ
う

や
手
控
帳
に
素
描
さ
れ
た
人
物
像

な
ど
か
な
り
あ
る
。
と
り
わ
け
肖
像
画
で
は
、
相
貌
表
現
の
点
で
形
似
は
無
視
で
き

な
か
ろ
う
。
花
鳥
画
は
竹
田
に
も
文
晁
に
も
、
淡
彩
墨
画
や
沈
南
蘋
風
作
品
が
あ
る

が
、
文
晁
で
は
《
孔
雀
図
》《
海
鶴
幡ば

ん

桃と
う

図
》
な
ど
の
極
彩
色
の
作
品
が
目
だ
つ
。

　

問
題
は
、山
水
画
で
あ
る
。
竹
田
は
、元
末
四
大
家
の
黄
公
望
（
子
久
）、王
蒙
（
叔

明
）
に
傾
倒
し
、黄
公
望
や
呉
鎮
を
学
ん
で
大
成
し
た
明
代
の
文
人
画
家
沈
石
田
（
沈

周
）
を
目
標
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
文
晁
は
、
黄
公
望
や
倪げ

い

瓚さ
ん

の
南
宗
画
を
好
ま

な
か
っ
た
。
竹
田
は
、
南
宗
画
の
始
祖
王
維
の
画
に
倣
っ
た
《
松

し
ょ
う

巒ら
ん

古
寺
図
》、
淡

墨
で
再
三
な
す
っ
た
山
水
画
、
沈
石
田
を
学
ん
だ
と
思
わ
れ
る
山
水
画
、
渇
筆
に
よ

る
山
水
に
樹
木
や
岩
石
に
薄
赤
白
を
加
え
た
浅
絳
山
水
画
な
ど
を
描
い
た
。
竹
田
の

山
水
画
は
、
年
代
と
と
も
に
変
遷
し
一
言
で
ま
と
め
ら
れ
な
い
が
、
多
く
が
淡
彩
墨

画
で
あ
る
。
文
政
以
降
の
用
筆
は
と
き
に
細
密
で
、
す
ば
や
く
軽
や
か
で
あ
り
、
文

人
画
特
有
の
澄

ち
ょ
う

清せ
い

な
印
象
を
う
け
る
。
一
方
文
晁
の
山
水
画
は
、
や
や
も
す
れ
ば
用

筆
が
力
強
く
気
力
が
こ
も
り
、
施
墨
は
激
し
く
ほ
と
ば
し
り
出
る
。
し
か
も
濃
彩
で

あ
る
。
ま
た
文
晁
に
は
真
景
図
が
多
く
、
真
景
図
は
実
景
描
写
と
い
う
点
で
、
形
似

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
ろ
う
。

　

山
深
い
国
蜀し

ょ
くに

通
じ
る
道
は
、
桟
道
が
多
く
険
し
く
、
そ
の
た
め
人
生
の
難
儀
に

も
た
と
え
た
《
青
緑
山
水
図
》、
ま
た
《
李
白
観
瀑
図
》
な
ど
は
実
景
描
写
で
な
い
。

し
か
し
文
晁
の
描
く
瀑
布
や
岩
石
は
、
客
観
的
な
存
在
感
が
あ
り
、
空
間
的
奥
行
き

が
比
較
的
合
理
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、形
似
に
執
着
し
て
得
ら
れ
る
結
果
で
あ
る
。

　

形
似
に
か
ん
し
て
は
、写
実
的
な
流
派
円
山
四
条
派
を
省
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

竹
田
は
、円
山
応
挙
の
鮮
や
か
な
色
彩
の
《
晩
秋
野
草
図
》、呉
春
の
《
秋
江
双そ

う

鳧ふ

図
》

を
と
り
あ
げ
る
。
そ
し
て
円
山
四
条
派
は
、
翎
毛
花
卉
画
に
お
い
て
色
彩
が
鮮
明
で

写
生
に
富
み
、
そ
れ
故
迫
真
的
で
あ
っ
て
観
る
価
値
が
あ
る
、
と
い
う
。
し
か
し
山

水
画
、
人
物
画
に
お
い
て
は
、「
固
ヨ
リ
賞
鑑
ニ
入
ラ
ザ
ル
也
」
と
い
う
。
竹
田
の

好
み
に
合
致
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

竹
田
は
池
大
雅
、
彭さ

か

城き

百
川
、
皆
川
淇
園
、
与
謝
蕪
村
、
浦
上
玉
堂
ら
南
画
家
の
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絵
画
を
好
ん
だ
。「
百
川
、
淇
園
、
大
雅
、
蕪
村
諸
老
の
画
、
今
人
又
写
す
能
わ
ず
。

そ
の
故
何
ぞ
や
。
蓋
し
市
気
然
ら
し
む
る
の
み
」
と
い
う
。
市
気
は
、
世
に
へ
つ
ら

う
卑
し
い
気
分
で
あ
り
、
俗
世
の
塵
（
俗ぞ

く

塵じ
ん

）
で
も
あ
る
。
大
雅
ら
の
絵
画
に
は
俗

塵
が
な
い
。
浮
世
の
塵
は
時
好
に
係
わ
り
、
そ
の
場
そ
の
時
の
様
子
を
忠
実
に
実
景

描
写
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
増
大
す
る
。
つ
ま
り
視
覚
的
な
形
似
に
係
わ
る
。
気
韻
生
動

を
重
視
す
る
竹
田
に
と
っ
て
、
現
実
的
に
正
確
に
描
か
れ
た
画
よ
り
描
く
人
の
心
が

大
切
な
の
で
あ
る
。
心
が
欲
な
く
淡
泊
な
ら
ば
、
筆
も
淡
泊
で
あ
り
、
心
が
清
け
れ

ば
墨
も
ま
た
清
い
の
で
あ
る
。
竹
田
が
京
坂
に
向
か
い
山
陽
、
木
米
、
玉
堂
ら
多
く

の
文
人
と
親
交
し
た
の
は
、
正
統
的
な
南
宗
画
へ
の
思
い
を
相
互
に
深
め
あ
え
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
江
戸
へ
の
足
を
遠
ざ
け
た
の
は
、
江
戸
の
南
画
が
純
粋

な
南
宗
画
様
式
で
な
い
、
と
み
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

竹
田
は
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）、
三
七
歳
の
と
き
、
藩
政
改
革
の
建
言
書
が

受
け
い
れ
ら
れ
ず
隠
退
し
た
の
に
た
い
し
、
文
晁
は
、
松
平
定
信
付
御
絵
師
の
立
場

に
あ
っ
た
。
和
歌
、
書
画
に
造
詣
が
深
い
と
は
い
え
、
為
政
者
で
あ
る
松
平
定
信
は
、

内
憂
外
患
の
な
か
に
あ
っ
て
絵
画
の
有
用
性
に
着
目
し
た
。
内
憂
で
は
、
一
八
世
紀

末
近
世
国
家
と
し
て
諸
局
面
で
危
機
を
迎
え
る
な
か
、幕
藩
体
制
や
伝
統
を
堅
持
し
、

わ
が
国
の
古
事
物
へ
の
考
証
学
的
意
向
を
も
っ
て
仏
像
・
兵
器
・
楽
器
な
ど
を
文
晁

ら
に
模
写
さ
せ
た
。
外
患
で
は
、
異
国
船
の
来
航
に
そ
な
え
て
海
防
に
留
意
し
、
江

戸
湾
警
備
の
た
め
の
真
景
図
、
地
図
や
蘭
書
の
挿
絵
銅
版
画
な
ど
を
描
か
せ
た
。
こ

れ
ら
は
現
実
的
に
役
立
つ
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
視
覚
に
よ
る
形
似
が
重
要

で
、
心
で
描
く
必
要
は
な
い
。
文
晁
は
、
定
信
の
命
の
も
と
形
似
を
な
い
が
し
ろ
に

し
て
描
写
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
。

　
『
山
中
人
饒
舌
』
で
の
文
晁
記
事
は
、
月
僊
と
対
比
し
て
の
短
な
も
の
で
あ
り
、

か
つ
馬
孟
熙
と
の
比
較
で
は
大
部
分
が
馬
孟
熙
の
事
柄
で
あ
る
。
ま
た
『
竹
田
荘
師

友
画
録
』
の
谷
文
晁
項
に
は
、「
今
を
距
つ
る
こ
と
三
十
余
年
」
と
か
、「
聞
け
ば
猶な

お

強
健
矍か
く

鑠し
ゃ
く」

と
か
あ
っ
て
、
昔
写
山
楼
を
訪
ね
た
竹
田
の
体
験
や
友
人
か
ら
の
伝
聞

か
ら
な
り
、
月
並
み
な
内
容
で
あ
る
。

　

慎
み
深
く
ま
じ
め
な
性
格
の
竹
田
は
、
人
気
を
え
よ
う
と
日
増
し
に
ふ
え
続
け
る

江
戸
の
絵
師
と
は
肌
が
あ
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
竹
田
は
江
戸
を
再
訪
せ
ず
、

文
晁
と
も
い
く
ら
か
距
離
を
お
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

二
、
文
晁
『
石
山
寺
縁
起
』
巻
六
、七
を
補
完
す

　

松
平
定
信
は
、
御
所
造
営
の
視
察
や
京
都
大
火
惨
状
の
巡
察
の
た
め
、
天
明
八
年

五
月
九
日
に
江
戸
を
た
ち
、
二
二
日
に
京
都
に
着
い
た
。
京
都
到
着
の
前
日
、
五
月

二
一
日
、石
山
寺
に
詣
で
て
什
物
を
見
学
し
た
。こ
の
と
き
定
信
は
、尊
賢
僧
正
に『
石

山
寺
縁
起
』
の
模
写
を
申
し
い
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
申
込
み
以
後
の
経
過
に
判
然
と

し
な
い
点
も
あ
る
が
、
尊
賢
僧
正
は
定
信
の
要
望
に
応
え
た
。

　

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
七
月
、
谷
文
一
、
星
野
文
良
、
蒲
生
羅
漢
が
、
模
本
制

作
の
た
め
に
選
ば
れ
た
。
文
一
は
、
文
晁
の
養
子
と
な
り
こ
の
と
き
一
七
歳
、
文
良

は
江
戸
で
文
晁
か
ら
教
え
を
う
け
、
定
信
の
み
な
ら
ず
嫡
子
の
定
永
に
も
仕
え
た
絵

師
で
あ
り
、
羅
漢
は
、
文
晁
に
師
事
し
た
白
河
藩
の
絵
師
で
あ
っ
た
。
三
人
は
、
定

信
の
命
の
も
と
岡
本
茲し

奘そ
う

を
介
し
、
文
晁
よ
り
選
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
人

を
統
括
す
る
岡
本
茲
奘
は
、
定
信
の
近
侍
で
画
も
能
く
し
た
。
茲
奘
は
、
定
信
の
行

状
記
と
い
え
る
『
感
徳
録
』
を
著
し
、
そ
の
副
本
と
し
て
江
戸
の
白
河
藩
浴
恩
園
真

景
図
、
白
河
藩
松
平
家
抱
屋
敷
六り

ん

園え
ん

の
全
館
真
景
図
な
ど
を
描
い
て
い
る
。

　

文
一
、
文
良
、
羅
漢
は
八
月
上
旬
に
石
山
寺
に
行
き
、
一
〇
月
末
に
模
写
を
終
え

て
原
本
と
比
定
し
、
一
二
月
に
立
ち
の
い
た
。
こ
の
と
き
尊
賢
僧
正
は
、『
石
山
寺

縁
起
』
巻
六
と
七
の
絵
画
補
作
を
茲
奘
に
願
い
で
た
。
両
巻
と
も
、
詞
書
の
み
で
絵

画
が
欠
損
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

定
信
は
僧
正
の
要
望
に
応
え
、
両
巻
の
補
作
を
文
晁
に
命
じ
た
。『
石
山
寺
縁
起
』

は
、
様
式
的
区
分
か
ら
す
れ
ば
大
和
絵
の
範
疇
に
入
る
。
し
た
が
っ
て
、
幕
府
絵

所
の
絵
師
で
、
江
戸
の
大
和
絵
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
住
吉
広
行
が
補
作
を
担
当
す

る
の
が
相
応
し
い
。
住
吉
派
絵
師
と
し
て
公
家
の
服
飾
、
調
度
な
ど
、
一
切
の
も
の

を
伝
統
に
し
た
が
っ
て
忠
実
に
模
写
す
る
広
行
の
力
量
は
、
文
晁
に
劣
ら
な
い
。
そ

れ
で
も
定
信
が
文
晁
を
選
ん
だ
の
は
、
文
晁
が
身
近
な
存
在
で
あ
り
、『
集
古
十
種
』
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で
の
模
写
に
実
績
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
石
山
寺
縁
起
補
修
顚
末
」
に
引
用

さ
れ
た
茲
奘
の
『
感
徳
録
』
に
よ
れ
ば
、
定
信
は
文
晁
に
、
補
作
に
あ
た
り
「
一
草

一
木
た
り
と
も
文
晁
が
私
意
を
禁
」
じ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
文
晁
は
、
私
的
解
釈
を

入
れ
ず
に
、
厳
密
な
模
写
に
徹
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
『
石
山
寺
縁
起
』
は
、
良

り
ょ
う

弁べ
ん

僧
正
が
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
に
石
山
寺
を
開

基
し
て
か
ら
南
北
朝
に
至
る
ま
で
、
六
百
年
あ
ま
り
の
石
山
寺
の
事
蹟
、
本
尊
観
音

菩
薩
の
霊
験
談
・
利り

生し
ょ
う

談
を
説
い
た
絵
巻
で
あ
る
。
全
七
巻
で
、
巻
一
は
五
段
、

巻
二
は
七
段
、
巻
三
は
三
段
、
巻
四
は
六
段
、
巻
五
は
四
段
、
巻
六
は
四
段
、
巻
七

は
四
段
、
合
計
三
三
段
か
ら
な
る
。
三
三
段
と
し
た
の
は
、
本
尊
観
音
菩
薩
の
衆し

ゅ

生じ
ょ
う

済さ
い

度ど

に
お
け
る
変
体
す
る
数
に
対
応
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

　
『
石
山
寺
縁
起
』
七
巻
は
、
巻
一
の
序
文
か
ら
正
中
年
間
（
一
三
二
四
―

一
三
二
六
）
に
で
き
あ
が
っ
た
。
し
か
し
現
在
、
巻
一
、二
、三
、
並
び
に
巻
五
が
正

中
年
間
の
も
の
、
巻
四
は
室
町
時
代
の
補
写
と
さ
れ
、
巻
六
と
七
は
江
戸
時
代
の
補

写
で
あ
る
。

　

巻
一
は
、
良
弁
僧
正
が
石
山
の
地
に
寺
を
建
立
す
る
。
天
平
勝
宝
元
年
、
良
弁
開

基
の
石
山
寺
は
、
聖
武
天
皇
勅
願
寺
と
し
て
朝
家
の
信
仰
が
あ
つ
い
。
延
暦
二
三
年

（
八
〇
四
）、
石
山
寺
は
常
楽
会
に
あ
っ
て
勅
願
の
盛
大
な
儀
式
を
お
こ
な
う
。
宇
多

法
皇
は
石
山
寺
に
し
ば
し
ば
参
詣
し
、
法
皇
の
堵と

列れ
つ

が
琵
琶
湖
を
背
景
と
し
て
描
か

れ
る
。

　

巻
二
は
、
愚
鈍
で
醜
い
宮
中
内な

い

供ぐ

奉ぶ

の
淳
祐
が
、
石
山
寺
本
尊
に
祈
り
修
業
す
る

こ
と
に
よ
り
、
知
恵
を
さ
ず
か
り
美
男
子
に
生
ま
れ
か
わ
っ
た
話
。『
蜻
蛉
日
記
』

の
作
者
藤
原
道み

ち

綱つ
な
の

母は
は

は
、
藤
原
兼
家
と
不
安
な
結
婚
生
活
を
お
く
っ
た
が
、
両
人

が
石
山
寺
に
お
こ
も
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
和
を
解
消
で
き
た
話
。
源
順し

た
が
うが
康

保
年
間
に
、
ま
た
円え

ん

融ゆ
う

上
皇
が
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
に
石
山
寺
に
お
こ
も
り
し
た

話
。
こ
の
ほ
か
歴
海
和
尚
が
、
石
山
寺
の
古
池
で
読
経
す
る
と
、
池
か
ら
竜
王
が
現

れ
て
静
座
し
た
話
。
石
山
寺
領
内
で
動
物
殺
生
禁
止
令
を
だ
し
た
話
な
ど
で
あ
る
。

　

巻
三
は
、
正
暦
三
年
（
九
九
二
）
円
融
天
皇
の
女に

ょ

御ご

東
三
条
院
（
藤
原
詮
子
）
が

石
山
寺
に
お
こ
も
り
し
た
話
。
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）、
東
三
条
院
は
再
度
石
山

寺
を
詣
で
る
が
、
供
養
も
む
な
し
く
同
年
崩
御
し
た
話
。『
更
級
日
記
』
の
作
者
菅

原
孝た

か

標す
え
の

女む
す
めが

石
山
寺
に
参
詣
し
、
観
世
音
菩
薩
の
霊
験
を
う
け
た
話
な
ど
で
あ
る
。

　

巻
四
は
、『
源
氏
物
語
』
の
作
者
紫
式
部
が
石
山
寺
に
お
こ
も
り
す
る
話
。
寛
仁

三
年
（
一
〇
一
九
）、後
一
条
天
皇
が
、石
山
寺
に
阿あ

闍じ
ゃ

梨り

三
名
の
配
置
を
命
じ
た
話
。

万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）
後
一
条
天
皇
は
病
に
伏
せ
た
が
、
石
山
寺
座
首
深
覚
大
僧

正
の
加
持
祈
禱
に
よ
り
全
快
し
た
話
。
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
深
覚
大
僧
正
が
、

若
き
後
朱
雀
天
皇
の
熱
病
を
祈
禱
に
よ
り
平
癒
さ
せ
た
話
。
承
暦
二
年（
一
〇
七
八
）

石
山
寺
炎
上
の
さ
い
、
本
尊
観
世
音
菩
薩
は
堂
内
よ
り
飛
び
だ
し
、
池
島
の
柳
に
か

か
っ
て
助
か
っ
た
話
。
平
等
院
の
行
尊
僧
上
は
修
行
中
、頻
繁
に
石
山
寺
に
参
詣
し
、

あ
る
日
夢
か
ら
さ
め
る
と
口
に
樒し

き
み（
仏
前
草
）
を
枝
を
く
わ
え
て
い
る
と
気
づ
き
、

以
後
す
べ
て
の
願
い
が
成
就
さ
れ
た
話
な
ど
で
あ
る
。

　

巻
五
は
、
天
治
年
間
（
一
一
二
四
―
二
六
）
藤
原
国
能
が
、
石
山
寺
に
お
こ
も
り

し
て
如
意
宝
珠
を
賜
り
、そ
の
結
果
夫
婦
は
仲
よ
く
な
り
、子
に
恵
ま
れ
富
裕
に
な
っ

た
話
。
久
安
四
年
（
一
一
四
八
）、
藤
原
忠た

だ

実ざ
ね

が
長
年
の
仏
の
利
生
に
感
謝
し
、
石

山
寺
に
荘
園
を
寄
進
し
た
話
。
東
国
武
士
が
領
地
争
い
の
訴
訟
で
院
宣
を
得
、
安
心

し
て
帰
国
す
る
さ
い
、
院
宣
を
落
す
。
し
か
し
石
山
寺
に
祈
念
す
る
と
、
宇
治
川
の

辺
で
買
っ
た
大
鯉
の
腹
か
ら
院
宣
が
出
て
き
た
話
。
伊
勢
国
の
長
者
が
、
娘
の
癩
病

を
治
そ
う
と
石
山
寺
に
お
こ
も
り
し
、
そ
の
結
果
、
娘
は
瘡そ

う

痕こ
ん

の
な
い
肌
に
も
ど
っ

た
話
な
ど
で
あ
る
。

　

問
題
と
な
る
巻
六
は
、
四
段
四
話
で
文
晁
画
に
よ
る
。

　

第
一
段
は
、
建
久
年
間
、
源
頼
朝
の
臣
中
原
親ち

か

能よ
し

が
上
洛
中
、
謀む

反ほ
ん

の
輩
が
山
城

国
に
隠
れ
た
。
頼
朝
よ
り
討
伐
の
命
を
う
け
た
親
能
は
、
石
山
寺
に
参
詣
し
、
出
現

し
た
毘
沙
門
天
に
合
掌
し
、
謀
反
人
ら
を
平
定
で
き
た
。

　

第
二
段
は
、
石
山
寺
の
朗
證
（
澄
）
律
師
は
、
相
伝
、
聖
教
の
書
籍
を
熱
心
に
集

め
る
。
律
師
は
聖
教
書
を
大
切
に
し
、
死
後
も
鬼
と
な
っ
て
そ
れ
ら
を
守
り
と
お
し

た
。

　

第
三
段
は
、
藤
原
道
家
は
石
山
寺
に
参
詣
し
、
娘
で
あ
る
後
堀
河
天
皇
の
中
宮
が

皇
子
を
産
む
こ
と
や
一
族
の
繁
栄
な
ど
を
発ほ

つ

願が
ん

し
た
。
観
音
の
御
利
益
に
よ
り
す
べ
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て
成
就
さ
れ
た
。

　

第
四
段
は
、
山や
ま

階し
な

実さ
ね

雄か
つ

は
、
石
山
寺
に
皇
子
の
出
産
を
祈
願
し
、
長
女
の
亀
山
天

皇
の
皇
后
は
後ご

宇う

多だ

天
皇
を
、
二
女
の
後
深
草
天
皇
の
皇
后
は
伏
見
天
皇
を
、
三
女

の
伏
見
天
皇
の
皇
后
は
花
園
天
皇
を
出
産
し
た
。す
べ
て
石
山
寺
の
御
利
益や

く
で
あ
っ
た
。

　

巻
七
は
、
四
段
四
話
で
文
晁
画
に
よ
る
。

　

第
一
段
は
、
弘
安
年
間
（
一
二
七
八
―
八
八
）
園
城
寺
の
円
兼
僧
都
は
、
病
に
よ

り
命
を
危
う
く
す
る
が
、
石
山
寺
本
尊
を
拝
む
と
、
童
子
が
夢
に
あ
ら
わ
れ
手
に
し

た
鉢
の
も
の
を
口
に
す
る
と
快
復
し
た
。

　

第
二
段
は
、
正
応
年
間
（
一
二
八
八
―
九
三
）
京
都
に
貧
し
い
尼
が
い
た
。
親
孝

行
の
娘
は
人
買
い
に
わ
が
身
を
売
り
、
親
に
送
金
し
た
。
打う

ち

出で
の

浜は
ま

よ
り
出
た
人
買
い

舟
は
、
突
如
大
嵐
に
遭
遇
す
る
。
娘
は
石
山
本
尊
に
祈
る
と
、
白
馬
が
あ
ら
わ
れ
、

娘
は
白
馬
に
し
が
み
つ
き
助
か
っ
た
。

　

第
三
段
は
、
永
仁
年
間
（
一
二
九
三
―
九
九
）
伏
見
天
皇
は
、
石
山
寺
で
熱
心
に

加
持
祈
禱
し
、
こ
の
修
法
は
正
法
と
し
て
継
承
さ
れ
た
。

　

第
四
段
は
、
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）、
亀
山
法
皇
と
後
宇
多
上
皇
は
石
山
寺
に

参
詣
し
、
上
皇
は
、
蜘く

蛛も

が
寺
の
縁
起
の
「
永
年
昌
栄
」
の
文
字
の
上
を
は
う
の
を

見
た
。
こ
の
不
思
議
な
現
象
は
、
良
き
こ
と
の
前
ぶ
れ
と
し
て
喜
ん
だ
。

　

以
上
が
、
巻
一
よ
り
巻
七
ま
で
の
概
要
で
、
す
べ
て
石
山
寺
の
縁
起
と
霊
験
談
で

満
た
さ
れ
る
。
各
巻
は
最
初
に
詞
書
を
述
べ
、
そ
れ
を
絵
画
で
解
き
明
か
す
形
式
で

あ
る
。

　

さ
て
、『
石
山
寺
縁
起
』
を
鑑
定
し
た
の
は
、
幕
府
の
絵
師
住
吉
広
行
で
あ
っ
た
。

広
行
は
、
住
吉
広
守
の
門
人
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
土
佐
派
の
絵
画
に
詳
し
い
画
人
で

あ
り
、
と
り
わ
け
和
画
の
鑑
識
に
す
ぐ
れ
た
。
広
行
の
鑑
定
に
よ
れ
ば
、
各
巻
の
作

者
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

巻
一
、
二
、
三　

詞
書　

石
山
寺
座
主
杲こ

う

守し
ゅ

僧
上

　
　
　
　
　
　
　
　

絵　
　

高
階
隆た

か

兼か
ね

　

巻
四　
　
　
　
　

詞
書　

三
条
西
実さ
ね

隆た
か

　
　
　
　
　
　
　
　

絵　
　

土
佐
光
信

　

巻
五　
　
　
　
　

詞
書　

冷
泉
為た
め

重し
げ

　
　
　
　
　
　
　
　

絵　
　

粟あ
わ

田た

口ぐ
ち

隆
光

　

巻
六
、
七　
　
　

詞
書　

飛あ
す
か鳥

井い

雅ま
さ

章あ
き

　
　
　
　
　
　
　
　

絵　
　

谷
文
晁

　

巻
一
、
二
、
三
の
高
階
隆
兼
は
右
近
将し

ょ
う

監げ
ん

で
、『
春
日
権
現
験
記
絵
』
二
〇
巻
を

描
い
た
土
佐
派
の
画
家
で
あ
る
。

　

第
四
の
三
条
西
実
隆
は
、
正
二
位
内
大
臣
に
至
る
も
、
薙
髪
し
て
堯

ぎ
ょ
う

空く
う

と
名
を
改

め
た
歌
人
で
あ
る
。
土
佐
光
信
は
絵
所
預
と
な
り
、
右
近
将
監
、
形
部
大
輔
を
へ
、

従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
土
佐
三
筆
の
一
人
で
あ
る
。

　

巻
五
の
冷
泉
為
重
は
、
中
納
言
藤
原
為
重
で
歌
人
で
あ
る
。
粟
田
口
隆
光
は
民
部

と
称
し
、
洛
東
粟
田
口
に
住
み
仏
像
・
人
物
・
花
鳥
を
能
く
し
た
土
佐
派
の
画
家
で

あ
る
。

　

巻
六
、
七
の
飛
鳥
井
（
藤
原
）
雅
章
は
、
官
権
大
納
言
に
ま
で
の
ぼ
り
武
家
の
伝で

ん

奏そ
う

を
つ
と
め
、
一
方
栄
雅
流
の
能
書
家
で
歌
人
で
も
あ
る
。

　

谷
文
晁
は
、
文
一
、
文
良
、
羅
漢
ら
が
絵
巻
の
巻
五
ま
で
の
模
写
を
終
え
た
あ
と
、

巻
六
、
七
の
補
作
を
は
じ
め
た
。
模
写
に
徹
す
る
ば
か
り
か
、
新
図
に
関
し
て
は
、

定
信
指
揮
の
も
と
古
画
や
絵
巻
か
ら
図
様
を
選
び
出
し
て
流
用
す
る
と
い
う
方
針
で

あ
っ
た
。
文
晁
は
、「
専

も
っ
ぱ
ら

春
日
験
記
等
の
古
画
」
を
参
考
と
し
た
。『
訂
正
増
補
考

古
画
譜
』
巻
一
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

是
は
白
川
少
将
入
道
楽
翁
、
文
化
の
頃
、
寺
主
の
需も

と
めに

応
じ
て
雅
章
卿
の
か
ゝ

れ
し
詞
書
の
あ
り
し
に
合
は
せ
て
、
新
た
に
図
を
製
り
て
、
文
晁
に
画
が
ゝ
し

め
、
二
巻
と
な
し
て
本
編
に
補
続
せ
ら
れ
し
な
り
、
其
の
図
は
専
春
日
験
記
等

の
古
画
に
拠
る
と
い
へ
ど
も
、
ま
ゝ
新
意
を
出
し
た
り
、
文
晁
画
力
精
絶
、
実

に
古
人
に
恥
ぢ
ず
と
い
ふ
べ
し

　

文
晁
や
定
信
が
、『
春
日
権
現
験
記
絵
』
を
作
画
の
基
調
と
し
た
こ
と
は
、
定
信

の
『
石
山
寺
縁
起
』
跋
文
に
も
み
ら
れ
る
。
巻
一
、二
、三
の
絵
は
高
階
隆
兼
に
よ
り
、
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巻
三
ま
で
の
筆
意
は
強
く
拘
束
が
な
く
伸
び
や
か
で
、「
春
日
験
記
同
一
描
法
」
と

い
う
。

　
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
は
、
詞
書
が
前
関
白
鷹た

か

司つ
か
さ

基
忠
と
そ
の
三
子
、
絵
が
絵
所

預
高
階
隆
兼
に
よ
る
、
絹
本
着
色
の
二
〇
巻
で
、
春
日
大
社
の
創
建
の
由
来
や
霊
験

を
九
三
段
に
わ
た
っ
て
描
い
た
鎌
倉
後
期
の
奇き

瑞ず
い

伝
説
絵
巻
で
あ
る
。
西
園
寺
公き
ん

衡ひ
ら

の
発
願
に
よ
る
。
西
園
寺
家
は
、
鎌
倉
幕
府
の
支
援
の
み
な
ら
ず
、
皇
室
の
外
戚
と

し
て
繁
栄
し
、
春
日
大
社
へ
の
信
仰
は
あ
つ
か
っ
た
。
西
園
寺
公
衡
は
内
大
臣
、
右

大
臣
を
へ
、
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
に
左
大
臣
に
昇
進
し
た
。
上
位
は
太
政
大
臣

だ
が
、
太
政
大
臣
は
政
務
に
関
係
し
な
い
た
め
、
実
質
的
に
は
朝
廷
の
す
べ
て
の
政

務
を
任
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
同
二
年
、
公
衡
の
娘
で
あ
る
藤
原
寧ね

い

子し

が
、

後
伏
見
上
皇
の
女

に
ょ
う

御ご

と
し
て
入じ
ゅ

内だ
い

し
た
。
一
門
繁
昌
を
祈
願
し
て
い
た
公
衡
に
と
っ

て
は
、
ま
さ
に
春
日
大
明
神
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
る
こ
と
と
思
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
公き

ん

衡ひ
ら

は
、
祈
願
の
成
就
の
お
礼
と
し
て
延
慶
二
年
、
春
日
社
に
『
春
日
権
現

験
記
絵
』
を
奉
納
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

天
皇
や
将
軍
ら
、
限
ら
れ
た
者
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
『
春
日
権
現

験
記
絵
』
は
、
江
戸
時
代
以
降
模
写
さ
れ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
に
通
称
桑
名
本
と
呼
ば

れ
る
も
の
が
あ
る
。
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
の
定
信
に
よ
る
模
写
本
で
あ
る
。
定

信
は
、こ
の
最
終
巻
に
次
の
よ
う
な
標
語
を
載
せ
る
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
資
料
（『
訂

正
増
補
考
古
画
譜
』）
だ
が
、定
信
と
絵
巻
の
関
係
を
知
る
う
え
で
欠
く
こ
と
は
で
き 

な
い
。春

日
権
現
験
記
廿
巻
、
故
あ
り
て
勧か

修じ
ゅ
う

寺じ

家
よ
り
朝
に
奏
し
て
、
一
切
神
庫

を
出
す
事
を
ゆ
る
さ
ず
、
も
と
よ
り
模
写
の
本
、
勧
修
寺
家
の
外
一
切
無
レ
之

事
也
、そ
れ
ら
の
事
定
ざ
る
前
、田
安
御
屋
形
に
て
、近
衛
家
へ
懇
願
し
給
ひ
て
、

不
レ
残
摹
写
出
来
候
処
、
祝
し
ゅ
く

融ゆ
う

の
為
に
烏う

有ゆ
う

と
な
る
、
其
後
再
び
そ
の
御
企
あ

り
て
、
又
々
近
衛
家
へ
懇
願
し
、
上
十
巻
余
り
模
写
出
来
せ
し
に
、
黄
門
君
か

く
れ
給
ひ
て
よ
り
、
終
に
中
絶
、
そ
の
後
に
至
り
、
神
庫
不
出
規
定
出
来
し
て
、

企
及
び
が
た
き
事
に
成
た
る
を
、
松
山
少
将
君
と
、
予
と
、
さ
ま
〴
〵
に
は
か

り
、
森
可
林
と
て
、
田
安
よ
り
予
に
附
来
る
も
の
あ
り
、
か
れ
は
勧
修
寺
家
の

親
族
な
り
、
そ
れ
に
よ
り
て
模
写
し
て
、
黄
門
君
の
志
を
つ
が
ま
ほ
し
き
こ
と

を
、
深
く
懇
願
に
及
ぶ
、
許
容
成
が
た
き
所
、
誠
実
の
情
を
被
レ
察
、
勧
修
寺

家
よ
り
、
鷹
司
関
白
殿
へ
う
つ
た
へ
、
そ
れ
よ
り
御
気
色
を
も
う
か
が
は
れ
て
、

終
に
両
家
の
外
へ
は
出
す
べ
か
ら
ざ
る
の
よ
し
に
て
、
模
写
の
免
許
を
得
、
年

月
を
つ
み
て
廿
巻
成
就
、
実
に
難
レ
得
珍
宝
、
難
レ
求
の
奇
宝
也
、
後
生
能
々

秘
蔵
す
べ
き
も
の
な
り
。　
　

文
化
四
卯
年
七
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
近
衛
少
将
兼
越
中
守　

源
朝
臣
定
信
識

　

定
信
の
識
語
に
よ
る
と
、
定
信
の
父
田
安
宗
武
は
、『
春
日
権
現
験
記
絵
』
二
〇

巻
を
模
写
し
た
。
し
か
し
「
祝

し
ゅ
く

融ゆ
う

」
に
よ
り
、
つ
ま
り
宝
歴
一
二
年
（
一
七
六
二
）

二
月
の
火
災
に
よ
り
田
安
邸
は
焼
失
し
、
模
写
し
た
絵
巻
も
灰
燼
に
帰
し
た
。
そ
の

後
再
度
、
近
衛
家
に
頼
ん
で
絵
巻
を
模
写
し
た
が
、
一
〇
巻
あ
ま
り
模
写
し
た
と
こ

ろ
で
、
田
安
宗
武
が
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
六
月
四
日
に
死
亡
し
、
そ
の
た
め
模

写
も
中
断
し
て
し
ま
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
と
き
宗
武
五
七
歳
、
定
信
一
四
歳
で
あ

る
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
、
春
日
大
社
は
こ
の
絵
巻
を
門
外
不
出
と
し
た
が
、
父
の

志
を
継
い
だ
定
信
は
、
伊
予
松
山
の
松
平
家
養
子
と
な
っ
た
兄
定
国
と
と
も
に
、
勧

修
寺
家
よ
り
関
白
鷹
司
政ま

さ

熙ひ
ろ

に
頼
み
、
つ
い
に
二
〇
巻
を
模
写
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
。

　

定
信
は
、絵
巻
の
模
写
に
熱
心
に
と
り
く
ん
だ
。
寛
政
末
か
ら
文
化
初
め
に
か
け
、

春
日
権
現
験
記
絵
を
は
じ
め
北
野
天
神
絵
巻
、平
家
物
語
画
図
な
ど
の
模
写
で
あ
る
。

内
閣
文
庫
の
『
諸
家
蔵
書
目
録
』
に
、「
桑
名
候
蔵
絵
巻
物
目
録
」
が
あ
り
、
白
河

よ
り
桑
名
に
移
封
さ
れ
た
定
信
は
、
一
遍
聖
絵
十
二
巻
か
ら
信
貴
山
縁
起
三
巻
ま
で

計
一
一
点
の
絵
巻
物
を
収
集
し
模
写
し
た
と
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
目
録
に
は
ど

う
い
う
わ
け
か
、『
春
日
権
現
験
記
』
や
『
石
山
寺
縁
起
』
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
定
信
の
模
写
し
た
絵
巻
物
は
、
一
一
点
以
上
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。

　

さ
て
文
晁
は
、『
石
山
寺
縁
起
』
巻
六
と
七
の
作
画
に
お
い
て
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
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を
し
ば
し
ば
参
照
し
た
。

　

巻
六
の
第
一
段
は
、
石
山
寺
に
戦
勝
祈
願
し
た
中
原
親ち
か

能よ
し

の
軍
勢
が
石
山
寺
を
出

る
と
、
白
雲
に
乗
っ
た
毘
沙
門
天
が
あ
ら
わ
れ
、
親
能
は
頭
を
た
れ
る
。
文
晁
は
、

こ
の
場
面
に
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
巻
八
第
二
段
の
大お

お

舎と

人ね
り

入
道
の
夢
の
軍
勢
を
裏

返
し
て
図
像
転
用
し
た
。
次
い
で
親
能
軍
勢
は
山
城
国
に
入
り
、
合
戦
と
な
る
。
こ

の
場
面
は
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
巻
二
第
二
段
、
栗
駒
山
の
合
戦
図
を
参
考
に
描
か

れ
た
。
同
時
に
城
内
に
放
た
れ
た
猛
火
は
、『
平
治
物
語
絵
』
三
条
殿
夜
討
巻
か
ら

の
ヒ
ン
ト
を
連
想
さ
せ
よ
う
。

　

第
二
段
は
、
石
山
寺
の
朗ろ

う

澄ち
ょ
う

律
師
が
、
聖
教
書
を
積
重
ね
た
文
机
に
座
し
、
膝

を
か
か
え
て
外
を
眺
め
る
。
文
晁
は
、
こ
の
律
師
像
に
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
巻
八

第
七
段
の
春
日
大
社
を
忍
ぶ
興
福
寺
の
老
僧
の
図
像
を
借
り
た
。
律
師
の
眼
前
の
外

界
は
、
柔
ら
か
な
曲
線
か
ら
な
る
山
々
に
、
紅
葉
が
色
づ
き
、
松
が
青
々
と
茂
り
、

小
川
が
ぬ
っ
て
流
れ
る
。
ま
さ
し
く
大
和
絵
の
光
景
で
あ
る
。
こ
の
光
景
は
、
文
一

ら
の
模
写
し
た
『
石
山
寺
縁
起
』
巻
二
第
六
段
の
風
景
図
か
ら
と
ら
れ
た
。

　

第
三
段
は
、藤
原
道
家
の
壮
大
な
邸
宅
が
、な
が
な
が
と
描
か
れ
る
。
文
晁
は
、『
春

日
権
現
験
記
絵
』
巻
三
第
四
段
の
関
白
藤
原
忠ひ

だ

実ざ
ね

の
豪
邸
を
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ

る
。
た
だ
屋
根
や
天
井
を
と
り
、
柱
と
襖
で
室
内
を
表
現
す
る
吹
抜
屋
台
描
法
は
、

数
々
の
絵
巻
に
よ
く
見
ら
れ
る
形
式
で
も
あ
る
。

　

第
四
段
は
、
石
山
寺
門
前
に
山や

ま

階し
な

実さ
ね

雄か
つ

の
牛
車
と
お
ぼ
し
き
乗
物
が
描
か
れ
る
。

牛
車
は
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
巻
五
第
二
段
の
藤
原
俊
盛
邸
門
前
の
牛
車
の
模
写
で

あ
る
。
次
い
で
石
段
を
登
り
、
石
山
寺
本
堂
が
描
か
れ
る
。
こ
の
情
景
は
、『
石
山

寺
縁
起
』
巻
四
第
二
段
が
参
照
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

巻
七
の
第
一
段
は
、
床
に
伏
す
僧
円
兼
宅
の
荒
れ
は
て
た
庭
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な

樹
木
が
茂
る
。
そ
の
う
ち
の
二
本
の
松
は
、『
春
日
権
現
験
記
絵
』
巻
三
第
五
段
の

関
白
邸
の
松
を
参
考
に
し
て
い
よ
う
。

　

第
二
段
は
、
石
山
寺
の
観
音
に
祈
念
す
る
娘
の
周
囲
は
、
荒
れ
狂
う
大
波
に
つ
つ

ま
れ
る
。粉
本
と
し
て『
華
厳
縁
起
絵
』の
善
妙
が
竜
と
化
す
場
面
の
波
、『
東
征
絵
巻
』

の
鑑
真
難
破
の
場
面
の
波
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
『
玄
奘
三
蔵
絵
』
巻
四
の
荒

波
に
も
似
て
い
る
。
し
か
し
、ど
れ
と
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
渦
巻
く
波
は
、

力
強
く
迫
真
的
で
、
文
晁
の
個
性
が
い
く
ら
か
で
も
発
揮
さ
れ
た
場
面
で
あ
る
。

　

第
三
段
は
、
石
山
寺
本
堂
で
の
加
持
祈
禱
を
描
く
。『
石
山
寺
縁
起
』
巻
四
第
二

段
の
石
山
寺
を
参
考
に
し
つ
つ
描
き
あ
げ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

第
四
段
は
、
石
山
寺
門
前
の
数
輛り

ょ
うの
牛
車
、
公
卿
、
供ぐ

奉ぶ

ら
で
に
ぎ
わ
う
様
子
を

と
ら
え
る
。
文
晁
は
、『
平
治
物
語
絵
詞
』
信し

ん

西ぜ
い

巻
第
一
段
の
大だ
い

内だ
い

裏り

待た
い

賢け
ん

門
を
粉

本
と
し
、
牛
や
人
物
を
移
動
さ
せ
た
り
省
略
し
た
り
し
て
、
石
山
寺
門
前
の
光
景
を

描
い
た
。

　

文
晁
は
、
お
そ
ら
く
定
信
の
指
示
を
随
時
う
け
つ
つ
、
詞
書
に
そ
っ
て
『
石
山
寺

縁
起
』
巻
六
と
七
の
絵
画
を
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
末
に
完
成
さ
せ
た
。
二
年
あ

ま
り
の
歳
月
を
か
け
て
い
る
。
文
晁
は
、
い
ろ
い
ろ
な
絵
巻
を
参
照
し
た
が
、
基
調

と
し
た
の
は
、『
春
日
権
現
験
記
絵
』
で
あ
る
。
文
晁
の
留
意
点
は
、
自
作
の
巻
六

と
七
が
、
巻
一
か
ら
巻
五
ま
で
と
違
和
感
な
く
一
連
続
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。つ
ま
り
、大
和
絵
の
伝
統
を
踏
え
て
の
補
作
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
文
晁
は
、

室
内
表
現
に
屋
根
と
天
井
を
と
っ
て
柱
と
襖
だ
け
の
吹
抜
屋
台
形
式
を
と
り
、
ま
た

時
間
的
空
間
的
移
動
表
現
と
し
て
霞
の
層
を
繰
り
返
す
描
法
な
ど
を
踏
襲
し
た
。
自

然
描
写
に
し
て
も
山
、
川
、
丘
陵
な
ど
柔
ら
か
な
曲
線
的
な
表
現
で
筆
力
は
弱
い
。

松
・
紅
葉
・
杉
・
柳
な
ど
も
深
山
幽
谷
の
樹
木
と
せ
ず
、
日
常
目
に
す
る
木
々
で
あ
る
。

細
長
く
枝
の
た
れ
さ
が
っ
た
松
や
紅
葉
の
描
写
は
、
力
感
を
伴
わ
な
い
。
そ
れ
ら
は

写
実
的
に
描
か
れ
、
群
青
・
緑
青
・
代た

い

赭し
ゃ

な
ど
一
部
は
あ
で
や
か
で
美
し
い
。
こ
う

し
た
大
和
絵
の
伝
統
を
踏
え
た
巻
六
と
七
は
、
気
品
の
あ
る
絵
巻
物
と
し
て
石
山
寺

の
僧
正
の
み
な
ら
ず
、
定
信
も
満
足
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。

　
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
な
ど
、
多
く
の
絵
巻
を
参
照
し
て
成
立
し
た
の
は
、『
石
山

寺
縁
起
』
の
み
で
は
な
か
っ
た
。『
春
日
権
現
験
記
絵
』
や
『
石
山
寺
縁
起
』
な
ど

の
絵
巻
の
図
様
を
一
定
の
目
的
に
し
た
が
っ
て
抄
写
し
、編
纂
さ
れ
た
『
古
画
類
聚
』

が
あ
る
。
東
京
国
立
博
物
館
の
楽
亭
文
庫
印
を
捺
す
『
集
古
十
種
』
三
二
巻
、『
集

古
十
種
後
集
』
四
巻
が
、
古
画
類
聚
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
刊
本
と
し
て
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出
版
さ
れ
た
。
序
文
は
、定
信
に
よ
る
「
寛
政
七
つ
の
と
し
葉
月
三
日
」（
一
七
九
五

年
八
月
三
日
）
と
あ
る
。
前
述
し
た
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
の
跋
文
日
付
文
化
四
年

七
月
二
四
日
を
鑑
み
、『
古
画
類
聚
』
は
寛
政
末
か
ら
文
化
年
間
に
か
け
て
成
立
し

た
と
思
わ
れ
る
。

　
『
古
画
類
聚
』
凡
例
に
あ
げ
ら
れ
た
四
門
は
、
人
形
服
章
・
宮
室
・
器
財
・
兵
器

で
あ
る
。
類
聚
は
、
定
信
の
古
事
物
へ
の
関
心
か
ら
作
り
だ
さ
れ
た
か
ら
、
目
録
や

図
像
は
『
集
古
十
種
』
や
『
輿
車
図
考
』
な
ど
と
重
複
し
、
類
似
し
た
点
も
あ
る
。

　

定
信
の
考
証
的
探
究
に
よ
り
、
絵
巻
や
年
中
行
事
絵
か
ら
宮
殿
・
服
章
・
器
什
な

ど
を
明
ら
か
に
し
た
『
古
画
類
聚
』
は
、
画
に
よ
る
有
職
故
実
で
も
あ
っ
た
。
定
信

は
、
た
と
え
古
事
や
古
制
が
失
わ
れ
て
も
、
画
の
調
査
を
残
す
こ
と
に
よ
り
伝
統
的

な
図
様
を
正
確
に
再
現
で
き
る
と
考
え
た
。『
古
画
類
聚
』
の
次
の
よ
う
な
序
文
を

あ
げ
れ
ば
、
定
信
の
絵
画
に
対
す
る
見
解
が
理
解
で
き
よ
う
。

こ
と
は
も
て
い
ひ
つ
た
ふ
る
も
、
筆
し
て
つ
た
ふ
る
も
、
ほ
と
こ
そ
ハ
あ
り
け

れ
。
あ
か
き
は
あ
か
き
と
い
ひ
、白
き
は
し
ろ
き
と
は
か
き
も
伝
ふ
れ
と
、か
ゝ

る
色
を
あ
か
し
と
い
ひ
と
あ
る
を
、
し
ろ
し
と
な
む
い
ふ
事
ハ
、
こ
と
は
に
も

筆
に
も
及
び
侍
る
も
の
に
ハ
あ
ら
す
。
さ
れ
は
画
て
ふ
も
の
あ
り
て
こ
そ
、
文

筆
の
か
け
た
る
を
も
補
ひ
、
と
も
に
後
徴
の
も
の
と
こ
そ
は
い
ふ
へ
け
れ
。

　

つ
ま
り
絵
画
は
、言
語
と
同
じ
よ
う
に
実
践
的
な
伝
達
機
能
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

絵
画
に
実
用
性
や
効
用
性
が
あ
る
と
い
う
定
信
は
、
絵
画
の
合
目
的
性
、
つ
ま
り
絵

画
は
日
常
生
活
に
お
い
て
、伝
達
と
い
う
目
的
に
適
合
す
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
古
画
類
聚
』
の
絵
師
は
、
文
晁
を
は
じ
め
、
文
晁
の
弟
子
ら
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
か
れ
ら
は
伝
達
と
い
う
目
的
を
果
す
た
め
、
自
ら
の
画
量
を
控
え
て
古
き

図
様
を
忠
実
に
模
写
す
る
こ
と
に
努
め
た
。
古
画
の
形
似
を
大
切
に
し
た
点
は
、『
石

山
寺
縁
起
』
巻
六
と
七
の
補
作
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
、
文
晁
、
菅
茶
山
と
交
遊
す

　

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）、
備
後
国
（
広
島
県
）
神か
ん

辺な
べ

の
儒
者
菅
茶
山
は
、
福
山

藩
主
阿
部
正ま

さ

精き
よ

の
命
に
よ
り
江
戸
へ
出
府
し
た
。
神
田
小
川
町
の
藩
邸
上
屋
敷
に

草わ
ら
じ鞋
を
脱
い
だ
の
は
、
同
年
二
月
頃
で
あ
っ
た
。
茶
山
は
一
〇
月
中
旬
、
藩
主
に
扈

従
し
て
帰
郷
し
た
か
ら
、
江
戸
滞
在
期
間
は
八
か
月
あ
ま
り
で
あ
る
。

　

江
戸
で
の
茶
山
は
、
墨
田
川
で
舟
遊
し
、
詩
筵
や
酒
宴
を
楽
し
み
、
多
く
の
儒
者

と
知
り
あ
っ
た
。
伊
沢
蘭
軒
を
は
じ
め
と
し
て
柴
野
栗
山
、
尾
藤
二じ

州し
ゅ
う、
古
賀
精せ
い

里り

、頼
杏き
ょ
う

坪へ
い

、岡
田
寒
泉
ら
の
儒
者
、そ
し
て
文
晁
や
鈴
木
芙ふ

蓉よ
う

ら
の
絵
師
で
あ
る
。

鈴
木
芙
蓉
は
信
州
の
人
で
、
江
戸
に
出
て
文
晁
を
知
り
、
寛
政
八
年
徳
島
藩
蜂
須
賀

家
の
御
絵
師
と
な
り
、
山
水
人
物
を
能
く
し
、
漢
学
に
も
通
じ
た
人
物
で
あ
る
。

　

文
化
元
年
七
月
一
八
日
、
柴
野
栗
山
の
私
宅
栗
山
堂
で
詩
筵
が
ひ
ら
か
れ
た
。
栗

山
、
二
州
、
精
里
の
寛
政
の
三
博
士
を
は
じ
め
、
杏
坪
、
倉
成
竜り

ゅ
う

渚し
ょ

、
寒
泉
、
芙
蓉
、

文
晁
ら
が
会
し
、
茶
山
も
招
か
れ
た
。
一
八
日
は
、
朝
雨
が
激
し
く
降
る
も
、
午
後

に
は
日
が
さ
し
、
雪
を
か
ぶ
っ
た
富
士
が
は
っ
き
り
見
え
た
。
駿
河
台
に
あ
る
栗
山

堂
に
は
対
岳
楼
が
あ
り
、
こ
こ
よ
り
富
士
を
遠
望
で
き
た
。
茶
山
は
、
こ
の
日
の
詩

筵
に
つ
い
て
、『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
前
編
』
巻
七
に
「
栗
山
堂
会
、
同
諸
君
賦
」（
栗

山
堂
に
会
し
、諸
君
と
同と

も

に
賦
す
）の
七
律
を
載
せ
て
い
る
。「
狂
態
慙
は
ず
ら
く
は

因
爛ら
ん

酔す
い

添
」

と
い
う
か
ら
酒
宴
は
も
り
あ
が
り
、し
か
も
富
士
は
「
松
梢
岳
雪
迵

は
る
か
に

堆
塩
」
と
あ
っ

て
、
松
の
梢
越
し
の
富
士
は
塩
を
か
ぶ
っ
た
よ
う
に
真
白
で
あ
っ
た
。「
離り

居き
ょ

他
日

天
西
角　

斯こ
の

境き
ょ
う

秖た
だ

応
托
夢
甜て
ん

」
と
の
発
言
か
ら
、
詩
筵
は
茶
山
に
と
っ
て
思
い
出

に
残
る
楽
し
い
一
日
で
あ
っ
た
。

　

文
晁
は
七
月
一
八
日
、
栗
山
を
介
し
て
は
じ
め
て
茶
山
を
知
っ
た
。
栗
山
は
、
文

晁
の
力
量
を
称
え
て
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。
詩
筵
の
様
子
は
、『
栗
山
堂
餞せ

ん

筵え
ん

詩
画

巻
』
か
ら
わ
か
ろ
う
。
こ
の
茶
山
の
巻
子
本
は
、
招
か
れ
た
儒
者
ら
の
漢
詩
、
文
晁

と
鈴
木
芙
蓉
の
画
か
ら
な
る
。
こ
の
中
の
文
晁
の
《
対
嶽
楼
宴
集
当
日
真
景
図
》
に

は
、
庭
内
に
数
十
名
の
唐
風
人
物
が
描
か
れ
、
酒
杯
を
か
わ
し
、
書
画
を
か
き
、
琵

琶
を
弾
奏
し
、
富
士
を
眺
め
歓
談
に
興
じ
て
い
る
。
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茶
山
は
、文
化
一
二
年（
一
八
一
五
）に
な
っ
て
も
栗
山
堂
で
の
詩
筵
を
追
懐
し
た
。

同
年
の
詩
「
簡
谷
写
山
」（
谷
写
山
に
簡
す
）
が
、『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
後
編
』
巻
六

に
所
載
さ
れ
る
。「
憶
昔
対
岳
楼
上
宴　

君
舐
兔と

毫ご
う

客
伝
巵さ
か
ず
き」

と
あ
り
、
文
化
元
年

七
月
一
八
日
の
対
岳
楼
で
の
宴
で
、
文
晁
は
富
士
を
描
き
、
客
は
盃
を
か
さ
ね
た
こ

と
を
思
い
お
こ
し
た
。
そ
の
さ
い
文
晁
の
描
い
た
富
士
山
図
に
つ
い
て
、「
帰
後
憶

君
憶
栗
翁　

時
出
巻け

ん

舒じ
ょ

慰
幽ゆ
う

恨こ
ん

」と
あ
る
。
帰
郷
し
て
栗
山
や
文
晁
を
お
も
う
と
き
、

富
士
山
図
を
見
、
別
離
の
恨
惑
を
い
や
そ
う
と
い
う
。

　

文
化
元
年
最
初
の
江
戸
出
府
を
お
え
た
茶
山
は
、文
晁
の
富
士
山
図
を
持
ち
帰
り
、

そ
の
後
桑
田
伯の

り

彦ひ
こ

に
与
え
た
。
文
化
七
年（
一
八
一
〇
）に
は
画
賛
を
求
め
ら
れ
、『
黄

葉
夕
陽
村
舎
詩
後
編
』
巻
三
に
載
る
七
絶
「
谷
文
晁
富
山
対
写
図
」
を
詠
ん
だ
。

谷
子
看
山
舐
筆
時　
　

諸
賢
満
座
酒
盈
巵

曽
遊
屈
指
将
十
載　
　

見
此
能
無
著
一
詩

谷
子
山
を
看み

て
筆
を
舐
め
し
時
、
諸
賢
満
座
し
酒
巵さ
か
ず
きに
盈み

つ
、
曽
遊
屈
指
す
れ

ば
将
に
十
載
な
ら
ん
と
、
こ
れ
を
見
て
能
く
一
詩
を
著
さ
ん
こ
と
な
か
ら
ん
や

　

茶
山
は
、
文
化
元
年
の
江
戸
出
府
に
つ
づ
き
、
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
藩
命

に
よ
り
、
再
度
江
戸
へ
赴
く
こ
と
と
な
っ
た
。
す
で
に
地
誌
『
福
山
志
料
』
は
、
福

山
藩
に
提
出
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
江
戸
で
よ
り
充
実
し
補
修
す
る
役
目
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
文
化
一
一
年
五
月
六
日
、
茶
山
は
門
人
臼う

す
き杵
直ち
ょ
く

卿け
い

や
甲こ
う

原は
ら

玄げ
ん

寿じ
ゅ

ら
と
と
も
に
神
辺
を
立
っ
た
。
直
卿
は
茶
山
や
佐
藤
一
斎
に
師
事
し
、
高
松
藩
儒
と

な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
玄
寿
は
杵き

つ
き築

の
医
師
甲
原
玄
易
の
息
子
で
あ
る
。
一
行
は
加

古
川
、
大
坂
、
伏
見
、
京
都
、
岡
崎
、
天
竜
川
を
渡
り
袋
井
に
着
き
、
富
士
山
を
望

ん
だ
が
、「
靄も

や

不
了
」
に
よ
り
そ
の
勇
姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、

興
津
、
三
島
、
箱
根
、
平
塚
、
神
奈
川
を
経
、
六
月
五
日
に
江
戸
に
入
り
、
神
田
小

川
町
の
福
山
藩
邸
で
体
を
休
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

茶
山
の
江
戸
東
遊
に
関
し
て
は
、
日
記
『
東
征
歴
』
が
あ
り
、
茶
山
の
専
門
家
富

士
川
英
郎
氏
が
す
で
に
精
査
さ
れ
て
い
る
。
茶
山
は
江
戸
滞
在
中
、
幕
臣
、
諸
侯
の

藩
士
、
儒
者
ら
多
く
の
旧
知
新
知
の
人
物
と
接
し
た
。
な
か
で
も
日
記
で
目
だ
つ
の

は
、「
辞
安
氏
に
過
ぎ
る
」
の
文
章
で
あ
る
。
辞
安
は
伊
沢
蘭
軒
で
あ
る
。
茶
山
は

第
一
回
の
江
戸
出
府
の
さ
い
、
蘭
軒
と
知
り
あ
っ
た
が
、
今
回
の
出
府
で
は
、
蘭
軒

は
脚
気
を
こ
じ
ら
せ
て
足
が
は
れ
、
歩
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
茶
山
は
、
し
ば
し
ば
蘭
軒
を
見
舞
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
茶
山
は
、
文
晁
と
も
し
ば
し
ば
談
話
し
た
。
江
戸
到
着
後
、
茶
山
が
文
晁
と

初
め
て
会
っ
た
の
は
、
六
月
一
六
日
で
あ
っ
た
。「
六
月
十
六
日　

谷
文
晁
訪
ね
る
」

と
あ
る
。

　

次
い
で
七
月
二
日
、
茶
山
は
古
賀
精
里
を
訪
ね
、
昼
飯
を
す
ま
せ
た
あ
と
文
晁
宅

を
訪
問
し
た
。「
谷
文
晁
を
訪
う
。
文
晁
、
暑
に
中あ

た

り
て
余
を
臥が

内な
い

に
引
き
、
饗
す

る
に
蔗し

ゃ

漿し
ょ
うを

以
て
す
」
と
あ
る
。
文
晁
は
酷
暑
の
た
め
、
体
調
を
く
ず
し
寝
こ
ん
で

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
蔗
漿
こ
と
、
さ
と
う
水
を
茶
山
に
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

九
月
二
〇
日
、
茶
山
は
、
日
本
橋
の
百
川
茂
左
衛
門
の
料
亭
百
川
楼
で
催
さ
れ
る

高
松
藩
儒
者
勝
田
鹿ろ

く

谷こ
く

の
祝
筵
に
で
か
け
た
。
森
鴎
外
の
『
伊
沢
蘭
軒
』
に
次
の
よ

う
に
あ
る
。

百
川
楼
に
勝
田
鹿
谷
の
寿じ

ゅ

筵え
ん

が
あ
っ
た
。
茶
山
は
遅
く
往
っ
た
。
す
る
と
途
上

で
楼
を
出
て
来
た
男
が
茶
山
を
捉
へ
て
、「
お
前
さ
ん
は
菅
茶
山
ぢ
ゃ
な
い
か
、

わ
し
は
亀
田
鵬
斎
だ
」
と
云
っ
た
。
二
人
は
曾か

つ

て
相
見
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る
。
鵬
斎
は
茶
山
を
伴
っ
て
、
再
び
楼
に
登
っ
た
。

　

茶
山
は
、
鹿
谷
の
祝
筵
に
行
く
途
中
、
思
い
が
け
な
く
亀
田
鵬
斎
と
出
会
っ
た
と

い
う
。
ま
っ
た
く
も
っ
て
の
奇
遇
で
あ
っ
た
。
鵬
斎
は
茶
山
を
連
れ
て
再
度
盃
を
か

わ
し
た
と
は
、
書
画
を
好
み
、
仕
進
の
志
を
た
ち
、
酒
を
愛
し
て
酒
宴
に
放
浪
し
た

鵬
斎
の
性
格
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
よ
う
。

　

茶
山
は
、
鵬
斎
と
の
奇
遇
を
七
言
古
詩
に
し
て
鵬
斎
に
贈
り
、
鵬
斎
も
ま
た
そ
れ

応
え
て
賦
詩
し
た
。
両
人
の
奇
遇
は
、
鵬
斎
の
詩
に
よ
れ
ば
、「
都
下
鬨
伝
為
奇
事
」

と
あ
る
か
ら
、
江
戸
の
風
流
人
ら
の
噂
話
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
江
戸
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に
い
た
伊
勢
山
田
の
御
師
で
儒
者
の
河
崎
敬
軒
は
、
両
人
の
奇
遇
図
を
文
晁
に
頼
み

描
い
て
も
ら
っ
た
。《
茶
山
鵬
斎
日
本
橋
邂
逅
図
》
で
あ
る
。
し
か
も
鵬
斎
に
見
せ

て
画
賛
を
願
っ
た
。

身
是
関
東
酔
学
生　

公
是
西
備
茶
山
翁

日
本
橋
上
笑
相
見　

共
指
天
外
芙
蓉
峰

都
下
鬨
伝
為
奇
事　

便
す
な
わ
ち

入
写
山
画
図
中

身
（
亀
田
鵬
斎
）
は
こ
れ
関
東
の
酔
学
生　

公
は
こ
れ
西
備
の
茶
山
翁　

日
本

橋
上
笑
っ
て
相
見
へ　

共
に
指
さ
す
天
外
の
芙
蓉
峰
（
富
士
山
）　

都
下
鬨さ

わ

ぎ

伝
え
て
奇
事
と
為
す　

便
ち
写
山
の
画
図
中
に
入
る
。

　

文
晁
の
《
茶
山
鵬
斎
日
本
橋
邂
逅
図
》
は
、
上
部
に
鵬
斎
の
画
賛
、
中
央
に
富
士

山
、
下
部
に
日
本
橋
に
て
二
人
の
男
が
向
き
あ
う
姿
を
描
く
。
乙
亥
仲
春
と
あ
る
か

ら
文
化
一
二
年
で
あ
り
、
文
晁
五
三
歳
の
と
き
の
墨
画
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
大
正

一
二
年
の
関
東
大
震
災
の
さ
い
、
所
在
不
明
と
な
り
、
現
在
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
写
真
は
、『
書
苑
』
一
〇
（
七
）
に
掲
載
さ
れ
る
。

　

茶
山
は
、
一
〇
月
に
は
品
川
の
海
晏
寺
に
で
か
け
た
り
、
観
楓
会
を
楽
し
ん
だ
。

一
〇
月
一
三
日
立
原
翠
軒
の
招
き
に
よ
り
、茶
山
は
お
茶
の
水
の
立
原
宅
を
訪
れ
た
。

こ
の
会
席
に
川
合
春
川
、
竹
内
吹
台
、
広
瀬
典
、
小
沢
栄
庵
、
土
屋
七
郎
、
そ
し
て

文
晁
が
お
り
、
か
れ
ら
と
顔
を
あ
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

一
二
月
に
な
っ
て
も
、
茶
山
は
詩
筵
に
招
か
れ
て
知
人
と
頻
繁
に
会
い
、
ま
た
友

人
ら
も
阿
部
邸
に
住
む
茶
山
を
し
き
り
に
訪
問
し
た
。
一
二
月
一
三
日
も
、
忙
し
い

日
で
あ
っ
た
。
午
前
に
関
十
内
、
菊
池
五
山
が
来
訪
し
、
午
後
茶
山
は
外
出
し
、
国

学
者
塙は

な
は

保ほ

己き

一い
ち

を
訪
ね
て
『
福
山
志
料
』
の
吟
味
を
頼
み
、
の
ち
市
河
寛
斎
を
訪

ね
た
。
そ
の
後
、「
文
晁
氏
に
過よ

ぎ

る
」と
あ
る
か
ら
、文
晁
宅
に
立
ち
よ
っ
た
の
で
あ
っ

た
。

　

年
が
あ
け
て
、
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
新
年
早
々
、
夜
降
雪
と
な
っ
た
。
し

か
し
阿
部
邸
の
茶
山
へ
の
来
客
は
絶
え
な
か
っ
た
。
一
月
七
日
、
文
晁
が
訪
ね
て
来

た
。
日
記
に
「
谷
文
晁
来
る
」
と
あ
る
。

　

翌
二
月
と
な
る
と
、
茶
山
が
江
戸
を
離
れ
て
帰
郷
す
る
日
が
近
づ
い
た
た
め
、
茶

山
の
送
別
会
が
し
ば
し
ば
お
こ
な
わ
れ
た
。
二
月
四
日
、
雪
の
降
る
な
か
茶
山
は
浅

草
寺
に
出
か
け
、
木
曽
藩
主
山
村
蘇
門
を
捜
し
あ
て
、
翌
日
の
招
飲
辞
退
を
告
げ
、

そ
の
足
で
文
晁
宅
に
立
ち
よ
っ
た
。「
路
に
谷
文
晁
に
過
り
、九
日
の
招
飲
を
辞
す
。」

と
あ
る
。
茶
山
は
お
そ
ら
く
、
文
晁
に
暇
を
告
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
文
晁
宅
を
去
っ

た
茶
山
は
、
下
谷
の
亀
田
鵬
斎
を
訪
ね
、
夜
遅
く
ま
で
盃
を
く
み
か
わ
し
た
。

　

翌
五
日
、
茶
山
は
松
平
定
信
に
招
請
さ
れ
、
白
河
藩
下
屋
敷
の
浴
恩
園
に
向
か
っ

た
。
日
記
に
、「
田
内
諸
臣
余
を
浴
恩
園
の
諸
勝
に
導
き
、
宴
を
春
風
館
に
賜
う
。

老
候
出
て
見
ゆ
。
杯
を
賜
り
、
又
梅
枝
及
び
和
歌
を
賜
う
」
と
あ
る
。
定
信
の
『
花

月
日
記
』
二
月
五
日
の
条
に
も
、

昼
つ
か
た
茶
山
を
ま
ね
く
。
齢
も
い
と
た
か
し
。
林
の
君
も
詩
は
茶
山
、
文
ハ

わ
が
方
の
典
な
り
と
、
つ
ね
に
賞
し
給
う
ほ
ど
の
人
な
れ
バ
、
こ
の
亭て

い

榭し
ゃ

に
よ

て
、
か
ら
う
た
、
こ
ハ
ん
と
て
、
よ
び
た
る
也

と
あ
る
。
定
信
は
、寛
政
の
改
革
に
さ
い
し
て
学
政
の
拡
張
を
図
り
、大
学
頭
と
な
っ

た
林
述
斎
に
よ
る
「
詩
は
茶
山
、文
は
広
瀬
典
（
蒙
斎
）」
の
評
価
に
心
を
動
か
さ
れ
、

漢
詩
人
と
し
て
誉
の
高
い
茶
山
を
招
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

茶
山
を
待
ち
う
け
た
の
は
、「
田
内
諸
臣
」
で
あ
っ
た
。
田
内
主
税
を
は
じ
め
白

河
藩
儒
ら
で
あ
っ
た
が
、
文
晁
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
茶
山
は
浴
恩
園
の
春

風
館
に
通
さ
れ
た
あ
と
、
定
信
が
あ
ら
わ
れ
、
茶
山
と
定
信
は
分
韻
し
て
詩
歌
を
詠

じ
、
杯
を
と
り
か
わ
し
た
。
宴
筵
の
さ
な
か
、
雨
も
や
み
晴
て
き
た
た
め
両
人
は
春

風
の
池
を
舟
遊
し
、
千
秋
館
に
向
か
い
、
同
館
二
階
の
明
月
楼
か
ら
富
士
を
見
た
。

富
士
山
は
夕
月
と
対
比
し
て
美
し
く
、
影
絵
と
な
っ
て
黒
か
っ
た
。
定
信
は
、
し
ば

し
ば
黒
い
富
士
の
和
歌
を
詠
み
、
後
述
す
る
よ
う
に
黒
い
富
士
を
好
ん
で
文
晁
に
描

か
せ
た
。浴
恩
園
で
の
詩
宴
は
、茶
山
に
と
っ
て
世
俗
を
は
な
れ
た
雅
の
一
日
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
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そ
の
後
、
茶
山
は
以
前
と
同
じ
よ
う
に
酒
宴
や
送
別
会
に
出
席
し
、
ま
た
自
ら
諸

家
を
訪
問
し
て
暇

い
と
ま

乞ご

い
を
告
げ
た
。
そ
し
て
二
月
二
六
日
、
江
戸
を
出
立
し
、
三
月

二
九
日
神
辺
に
帰
着
し
た
。

　

帰
郷
し
た
翌
々
年
（
文
化
一
四
年
）
二
月
二
日
、
茶
山
は
七
〇
歳
と
な
り
古
稀
を

む
か
え
た
。「
先
年
年
七
十
、
賜

こ
が
ね
を
た
ま
い
こ
れ
を
こ
と
ぼ
く

金
寿
之
」
と
あ
る
か
ら
、
藩
主
か
ら
金
子
を

い
た
だ
い
た
。
藩
主
の
み
な
ら
ず
旧
知
の
君
子
か
ら
も
祝
賀
の
書
が
よ
せ
ら
れ
、
茶

山
自
身
も
廉れ

ん

塾じ
ゅ
くの

門
下
生
を
集
め
て
祝
筵
を
催
し
た
。

　

松
平
定
信
か
ら
寿
歌
、寿
杯
を
賜
わ
り
、文
晁
は
《
太
公
望
図
》
を
作
画
し
て
贈
っ

た
。
茶
山
は
、
文
晁
に
「
谷
文
晁
作
二
磻は
ん

磎け
い

跪
餌
図
一
寿
二
七
十
一
賦
謝
」
と
い
う
七

絶
を
賦
し
て
礼
を
述
べ
た
。
七
絶
は
、『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
後
編
』
巻
七
に
載
る
。

野
性
知
レ
無
二
骨
可
一
レ
候　
　

何
な
に
に

縁よ
り

写
贈
渭い

川せ
ん
の

叟
お
き
な

清せ
い

時じ

四
海
恩お
ん

波ぱ

遍あ
ま
え
し

　
　

応
レ
祝
二
康こ
う

彊き
ょ
う

長
釣ち
ょ
う

遊ゆ
う

一

　

磻
磎
は
、
太
公
望
が
釣
を
し
た
川
で
渭
水
に
注
ぎ
、
渭
川
の
叟
は
太
公
望
を
さ
す
。

　

茶
山
は
文
晁
と
の
初
見
の
さ
い
、
栗
山
の
文
晁
へ
の
高
い
評
価
を
幾
分
信
じ
ら
れ

な
か
っ
た
。
し
か
し
文
晁
と
の
交
際
を
か
さ
ね
る
う
ち
、
栗
山
の
評
価
を
正
し
い
と

悟
っ
た
。
茶
山
は
、「
再
遊
与
君
頻
来
住　

始
知
栗
翁
不
我
欺
」
と
い
う
。

四
、
文
晁
、『
凌
煙
閣
功
臣
画
像
』
を
刊
行
す
る

　

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
初
夏
、
文
晁
は
凌
煙
閣
功
臣
画
像
を
出
版
し
た
。
凌
煙

閣
功
臣
画
像
は
、
唐
の
太
宗
の
と
き
、
画
家
閻え

ん

立り
っ

本ぽ
ん

が
唐
王
朝
の
統
一
に
貢
献
し
た

二
四
人
の
功
臣
を
長
安
宮
城
内
凌
煙
閣
に
描
い
た
肖
像
で
あ
る
。
画
賛
は
、
太
宗
自

身
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
閻
立
本
は
唐
初
の
画
家
で
、
六
朝
か
ら
の
緊
細
な
描
線
を
踏

襲
し
、
隈
取
を
入
れ
、
人
物
画
を
得
意
と
し
た
。
一
方
、
右
大
臣
に
ま
で
登
り
つ
め

た
官
僚
で
も
あ
っ
た
。

　

文
晁
の
刊
本
は
、『
凌
煙
閣
功
臣
二
十
四
傑
影
』
と
の
標
題
で
、
見
返
し
に
「
清

陳
章し

ょ
う

侯こ
う

（
洪
綬
）
画　

淡
海
文
晁
摹　

温
古
堂
蔵
板
」
と
あ
る
。
序
は
河
世
寧
こ

と
市
河
寛
斎
、
次
い
で
二
四
人
の
功
臣
画
像
、
最
後
に
沈
南
蘋
の
原
跋
、
文
晁
の
跋

文
を
も
っ
て
閉
じ
る
。
文
晁
の
跋
文
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

凌
煙
閣
功
臣
二
十
四
傑
図
、
伝
来
巳す

で
に

久
而
未
閲
其
形
像
、
以
為
憾う
ら
む、
今
頃
友

人
某
生
携
此
巻
来
示
、
展
閲
数
四
、
筆
法
蒼そ

う

古こ

、
衣
皺
緊き
ん

細さ
い

、
実
（
足
）
相
像

俊し
ゅ
ん

傑け
つ

之
遺
貌
、此
乃
陳
洪
受（
綬
）之
傚
古
図
所
写
、南な
ん

蘋ぴ
ん

沈
氏
之
言
又
可
観
也
、

先
是
観
川
務
儀
所
蔵
水
滸
伝
図
、
頗

す
こ
ぶ
る

与
此
図
画
法
相
同
、
蓋
洪
受
（
綬
）
之

於
伝
神
為
当
代
絶
筆
也
、
如
此
図
真
可
敬
羨　
　

文
化
甲
子
二
月　
　

文
晁
識

　

文
晁
は
、
人
物
画
に
す
ぐ
れ
た
清
の
文
人
画
家
陳
洪こ

う

綬じ
ゅ

の
凌
煙
閣
功
臣
画
像
を
友

人
か
ら
見
せ
ら
れ
た
。
筆
法
は
古
く
、
衣
の
皺
は
き
め
細
か
く
、
才
徳
あ
る
功
臣
像

の
雰
囲
気
を
よ
く
残
し
て
い
る
。
陳
洪
綬
が
古
図
を
よ
く
学
習
し
た
か
ら
で
あ
る
。

川
務
儀
の
所
蔵
す
る
水
滸
伝
図
と
比
べ
る
と
、
画
法
は
似
て
い
る
が
、
魂
を
や
ど
し

伝
え
る
の
は
、
陳
洪
綬
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

文
晁
の
『
凌
煙
閣
功
臣
二
十
四
傑
影
』
は
、
白
雲
に
模
写
さ
れ
て
巻
子
本
と
な

り
、
さ
ら
に
白
雲
は
、
鏡
石
の
真
言
宗
西
光
寺
の
杉
戸
に
功
臣
像
を
描
い
た
。
杉
戸

（
一
七
〇
・
八
五
セ
ン
チ
）
の
各
面
に
二
人
の
功
臣
像
を
上
下
に
組
ま
せ
る
。
魏
徴

と
屈
突
通
、
張
公
謹
と
候
君
集
、
房
玄
齢
と
段
志
玄
、
秦
叔
宝
と
尉
遅
恭
で
あ
る
。

白
雲
は
、
粉
本
以
上
に
細
部
に
注
意
を
払
っ
て
彩
飾
し
た
。
功
臣
像
の
大
き
さ
に
は

驚
か
さ
れ
る
。五

、『
日
本
名
山
図
会
』
と
文
晁

　

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）、
文
晁
の
八
八
図
か
ら
な
る
『
名
山
図
譜
』
三
巻
本
が

刊
行
さ
れ
た
。
は
じ
め
に
「
淡
海
谷
文
晁
絵
図　

名
山
図
譜　

松
柏
堂
蔵
板
」
と
、

末
部
に「
東
都
書
鋪
西
村
宗
七
発は

つ

兌だ

」と
あ
る
。松
柏
堂
は
川
村
寿
庵
の
堂
号
で
あ
り
、

寿
庵
は
名
を
元
善
、
字
を
子
長
、
号
を
錦
城
と
称
し
た
。
す
る
と
版
木
は
寿
庵
の
蔵
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版
で
あ
り
、
寿
庵
の
私
家
出
版
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
名
山
図
譜
』
は
、
文
化

九
年
（
一
八
一
二
）『
日
本
名
山
図
会
』
と
改
題
し
て
再
刊
さ
れ
、
そ
の
さ
い
二
図

が
追
加
さ
れ
て
九
〇
図
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
江
戸
の
み
な
ら
ず
京
都
や
大
阪
で
も

上
梓
さ
れ
、
明
治
に
至
る
ま
で
出
版
さ
れ
続
け
た
。

　
『
日
本
各
山
図
会
』
の
文
晁
の
序
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

余
自
幼
好
山
水
、
漫
遊
四
方
、
毎
遇
名
山
大
川
、
必
図
収
焉
、
蓋
以
山さ

ん

壑が
く

奇
勝
、

得
之
于
夫か

の

遠
者
、
其
風
象
自
有
無
尽
之
意
味
也
、
錦
城
先
生
（
川
村
寿
庵
）
性

与
余
同
癖
、
平
居
所
清せ

い

玩が
ん

一
山
一
水
、
非
真
則
す
な
わ
ち

不
喜
、
凡
海
内
山
水
諸
勝

悉こ
と
ご
と
く

図
而
蔵
、
以
展
之
静
室
中
、
為
臥
遊
歓か
ん

娯ご

者
、
亦
数
十
幅
、
多
皆
余
所

写
贈
也
、
壬

み
ず
の
え

戌い
ぬ

夏
小
縮
百
余
景
、
以
成
冊
子
、
顔
日
名
山
図　
　

文
化
元
年

九
月
刻
成　
　
　

文
晁
識

　

文
晁
は
、
幼
い
こ
ろ
よ
り
山
水
を
好
み
、
各
地
を
漫
遊
し
、
名
山
大
川
に
出
会
う

た
び
に
風
景
を
描
い
た
。
川
村
寿
庵
も
文
晁
と
同
じ
趣
味
を
も
ち
、
し
か
も
真
景
図

で
な
け
れ
ば
喜
ば
な
い
。
寿
庵
先
生
は
お
そ
ら
く
日
本
中
の
山
水
勝
景
図
を
蔵
し
、

部
屋
に
展
示
し
て
楽
し
み
、
ま
た
数
十
幅
の
掛
軸
も
所
有
す
る
。
多
く
は
、
文
晁
が

描
い
て
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。
享
和
二
年
の
夏
に
百
余
り
の
絵
を
縮
写
し
、
冊
子
と

し
た
と
い
う
。

　

川
村
寿
庵
は
、「
山
水
を
好
み
、
四
方
に
漫
遊
し
」、
同
じ
性
癖
の
あ
る
文
晁
の
畏

友
で
あ
っ
た
。
松
浦
静
山
の
『
甲か

っ

子し

夜
話
』
巻
五
に
よ
る
と
、寿
庵
は
南
部
の
人
で
、

江
戸
の
日
本
橋
石
町
に
住
み
、
医
を
業
と
す
る
奇
人
で
あ
っ
た
。
治
療
先
は
自
家
の

四
方
数
町
内
に
限
っ
て
お
り
、
た
だ
親
し
い
者
の
治
療
に
は
、
自
ら
定
め
た
枠
外
の

土
地
に
も
出
か
け
た
。
毎
日
朝
早
く
か
ら
午
前
中
診
療
し
、
巳み

の

刻こ
く

と
な
る
と
笛
を
持

参
し
て
管
絃
会
に
参
加
し
、
合
奏
し
て
楽
し
み
一
日
を
終
え
た
。
寿
庵
は
生
ま
れ
つ

き
音
楽
を
愛
し
た
ば
か
り
か
、
暇
が
あ
れ
ば
読
書
し
、
書
庫
は
書
籍
で
あ
ふ
れ
て
い

た
。
天
明
の
飢
饉
の
さ
い
、
そ
の
蔵
書
を
一
度
に
売
り
払
い
、
送
金
し
て
南
部
の
人

を
助
け
た
と
い
う
。

　

寿
庵
は
豊
か
な
生
活
を
し
て
い
た
が
、
冬
の
綿
衣
も
夏
の
帷か

た

子び
ら

も
毎
年
新
調
す
る

も
の
の
、
い
つ
も
同
じ
服
を
ま
と
っ
た
。
内
も
外
も
、
起
き
て
も
寝
て
も
着
替
え
ず
、

季
節
が
過
ぎ
る
と
、
そ
の
ま
ま
弟
子
に
与
え
て
し
ま
っ
た
。
徳
川
重
好
が
大
病
の
さ

い
、
旧
友
の
懇
願
に
応
え
て
や
む
な
く
出
向
い
た
も
の
の
、
下
男
に
薬
籠
を
担
が
せ
、

夏
中
着
続
け
た
汗
ま
み
れ
の
帷
子
で
あ
ら
わ
れ
た
た
め
、
家
臣
ら
を
驚
か
せ
た
と
い

う
。

　

寿
庵
は
富
士
山
を
愛
し
、
幾
度
か
登
っ
た
。
富
士
山
を
見
る
た
め
屋
根
に
物
見
台

を
造
り
、
朝
に
登
っ
て
遠
望
し
て
か
ら
そ
の
日
の
仕
事
を
始
め
た
。「
晩
年
本
所
に

退
居
し
て
人
を
避
け
、
名
山
図
を
刻
行
す
。
画
は
文
晁
に
か
ゝ
し
め
し
が
、
山
形
は

み
づ
か
ら
の
指
点
な
り
と
ぞ
」
と
言
う（

２
）。
寿
庵
は
、
山
の
形
貌
を
文
晁
に
指
示
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
寿
庵
の
口
碑
に
、
山
に
登
る
さ
い
魚
料
理
を
携
え
、
修
験
者
の
叱
咤
に

も
か
か
わ
ら
ず
洞
窟
で
食
し
た
と
か
、
石
上
で
笛
を
吹
き
、
何
曲
か
吹
笛
し
て
下
山

し
た
な
ど
の
話
も
伝
わ
る
。

　

こ
う
し
た
『
甲
子
夜
話
』
の
話
は
、
松
浦
静
山
が
寛
政
の
改
革
の
さ
い
に
抜
擢
さ

れ
て
大
学
頭
と
な
り
、
林
家
の
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
た
林
述
斎
か
ら
聞
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
述
斎
は
趣
味
の
広
い
人
物
で
あ
っ
た
が
、箏そ

う

を
好
ん
で
奏
で
た
。『
甲
子
夜
話
』

巻
六
九
に
、

年
来
楽
箏
を
好
み
、
四
辻
家
へ
入
門
し
、
年
を
逐
ひ
輪り

ん

説ぜ
つ

下
一
越
を
始
め
、
蘇そ

合ご
う

万ま
ん

秋じ
ゅ
う

楽ら
く

の
両
大
曲
ま
で
順
々
伝
授
す
み
、
又
和わ

琴ご
ん

小
曲
伝
授
も
済
し
が
、

今
秋
遂
に
中
曲
の
伝
承
す
み
し
と
な
り
。

と
あ
る（

３
）。
変
則
的
な
自
己
流
の
演
奏
か
ら
は
じ
め
、
雅
楽
の
蘇そ

合ご
う

香こ
う

や
万ま
ん

秋じ
ゅ
う

楽ら
く

と

い
う
唐
楽
で
重
ん
じ
ら
れ
大
曲
を
、
さ
ら
に
和わ

琴ご
ん

小
曲
ま
で
学
ん
だ
と
い
う
。
川
村

寿
庵
と
述
斎
は
、
笛
と
箏
を
介
し
て
の
楽
友
で
あ
り
、
管
絃
会
で
も
会
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
述
斎
が
話
し
、
静
山
が
『
甲
子
夜
話
』
に
書
き
と
め
た
寿
庵
の
伝
聞
に

誇
張
は
あ
ろ
う
が
、
か
な
り
信
用
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。『
甲
子
夜
話
』
で
の
寿
庵
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伝
と
似
た
話
は
、
朝
田
宗
伯
の
『
皇
国
名
医
伝
』、
塩
谷
簣き

山ざ
ん

の
『
簣
山
文
鈔
』
に

も
み
ら
れ
る
。

　

文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
の
『
日
本
名
山
図
会
』
は
、
柴
野
栗
山
と
文
晁
の
序
、

川
村
博
と
寿
庵
の
跋
、
そ
し
て
磐
手
山
（
岩
手
山
）
と
玉
東
山
（
姫ひ

め

神か
み

岳だ
け

）
の
二
図

が
増
補
さ
れ
て
九
〇
図
と
な
っ
た
。
寿
庵
の
二
男
博
（
真
斎
）
は
、『
日
本
名
山
図
絵
』

の
識
語
で
二
図
追
加
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

向さ
き
に者
家
君
（
寿
庵
）
之
輯
名
山
図
、
如
南
部
盤
手
山
、
乃
す
な
わ
ち

谷
文
晁
拠
其
弟
元

旦
東
遊
途
中
所
図
而
写
焉
、
後
余
従
家
君
遊
南
部
、
従
城
下
望
之
、
与
所
図

頗す
こ
ぶ
る

不
類
、
城
下
之
人
亦
疑
図
之
非
其
真
、
蓋
け
だ
し

元
旦
之
所
図
、
郡
山
駅
而
所
望

也
、
然
盤
手
者
為
一
邦
之
鎮
、
宜
以
城
下
所
望
為
正
、
及
姫
嶽
亦
南
部
名
山
而

前
図
逸
之
、
因

よ
り
て

又
請
文
晁
、
更
為
之
図
、
以
附
巻
末
爾の
み　

文
化
丁ひ
の
と

卯う

（
四
年
）

冬
日

　

父
寿
庵
が
名
山
図
を
ま
と
め
た
さ
い
、
南
部
の
盤
手
山
の
図
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ

は
、
谷
元
旦
が
「
東
遊
の
途
中
に
図
せ
し
所
」
の
図
で
あ
っ
た
。
川
村
博
が
父
と
南

部
に
遊
ん
だ
と
き
、
城
下
よ
り
盤
手
山
を
眺
め
る
と
、
元
旦
の
図
は
似
て
お
ら
ず
、

郡
山
駅
か
ら
望
ん
だ
図
と
お
も
え
た
。
盤
手
山
は
邦
土
の
鎮
守
で
あ
る
か
ら
城
下
か

ら
眺
め
た
図
と
す
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
姫
嶽
も
南
部
の
名
山
で
あ
る
。
そ
こ
で
盤
手

山
（
岩
手
山
）
と
玉
東
山
（
姫
神
岳
）
の
二
図
を
、「
文
晁
に
請
ひ
て
更
に
之
が
図

を
為
し
め
」
巻
末
に
加
え
た
と
い
う
。

　

で
は
寿
庵
と
真
斎
親
子
が
、
南
部
に
遊
ん
だ
の
は
何
年
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関

し
、森
銑
三
氏
は
『
柴
栗
山
堂
詩
集
』
の
「
題
啓け

い

書し
ょ

記き

釣ち
ょ
う

魚ぎ
ょ

図　

卯う

（
文
化
四
年
）」

を
紹
介
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
柴
野
栗
山
が
《
釣
魚
図
》
の
画
賛
を
記
す
ま
で
の
経
過

を
述
べ
る
。
南
部
旅
行
中
の
寿
庵
は
、
宮
古
村
の
権
力
者
で
あ
る
前
川
家
に
数
十
日

滞
在
し
、
近
在
の
景
勝
地
を
め
ぐ
り
楽
し
ん
だ
。
そ
こ
で
手
厚
く
持
て
な
さ
れ
た
お

礼
と
し
て
《
釣
魚
図
》
を
贈
る
こ
と
と
し
た
。《
釣
魚
図
》
は
、
寿
庵
が
か
つ
て
商

人
か
ら
購
入
し
た
琵
琶
を
南
部
侯
の
前
で
奏
し
た
と
き
、
侯
は
琵
琶
を
所
望
し
た
た

め
琵
琶
と
交
換
し
た
絵
画
で
あ
っ
た
。
贈
る
に
さ
い
し
寿
庵
は
、
栗
山
に
画
賛
を
求

め
、
栗
山
は
一
編
の
詩
を
絵
画
に
描
き
加
え
た
と
さ
れ
る（

４
）。

す
る
と
、
寿
庵
の
南
部

旅
行
は
、『
名
山
図
譜
』
の
出
版
年
と
川
村
博
の
識
語
や
栗
山
の
釣
魚
図
画
賛
の
年

号
を
鑑
み
、
文
化
三
年
か
四
年
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

南
部
旅
行
中
の
川
村
親
子
は
、
前
述
の
よ
う
に
盤
手
山
と
姫
神
岳
の
風
景
図
を
必

要
欠
く
可
か
ら
ざ
る
と
判
断
し
、
文
晁
に
作
図
を
依
頼
し
て
名
山
図
の
末
部
に
載
せ

た
。
で
は
だ
れ
が
、
こ
の
山
岳
を
写
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
文
化
四
年
の
文
晁
の
旅

日
記
『
懐

ふ
と
こ
ろ（
婦
登
古
路
）
日
記
』
が
参
考
と
な
る
。
こ
の
日
記
に
は
、
継
続
す
る
別

帖
が
あ
っ
た
ら
し
い
。『
懐
日
記
』
は
、『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
十
巻
に

刊
本
と
さ
れ
て
い
る
。
刊
本
の
解
題
で
は
、
明
確
な
署
名
は
な
い
が
、
文
晁
の
日
記

と
し
、
筆
跡
に
精
粗
の
差
が
あ
り
、
何
回
も
書
き
継
い
だ
形
跡
が
あ
り
、
末
尾
の
付

記
や
署
名
な
ど
は
別
筆
で
あ
る
と
い
う
。
文
晁
執
筆
説
に
た
い
し
、
岩
手
県
立
博
物

館
開
催
の
「
日
本
名
山
図
会
と
川
村
寿
庵
」
展
の
カ
タ
ロ
グ
に
よ
る
と
、
日
記
の
筆

者
は
、
末
尾
に
署
名
し
た
田
井
元
陳
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
さ
れ
る（

５
）。
さ
ら
な
る

精
査
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
『
懐
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
大
野
文
泉
、
田
井
元
陳
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
東

北
一
巡
の
旅
を
お
こ
な
っ
た
。
大
野
文
泉
は
、
寛
政
一
〇
年
御
絵
師
を
拝
命
し
た
白

河
藩
絵
師
で
あ
り
、
文
晁
か
ら
教
え
を
う
け
、『
古
画
類
聚
』
を
浄
写
し
、
真
景
図

に
長
け
た
。
田
井
元
陳
も
白
河
藩
士
で
あ
る
。
文
化
四
年
八
月
七
日
、
一
行
は
白
河

を
出
立
し
、
一
一
日
に
仙
台
に
着
い
た
。
一
四
日
に
仙
台
を
立
ち
、
気
仙
沼
、
毛
越

寺
、
前
沢
、
花
巻
を
経
、
八
月
二
五
日
に
盛
岡
城
下
に
入
っ
た
。
城
下
で
は
、「
西

北
に
盤
手
山
聳そ

び

」
え
る
の
を
見
、「
盛
岡
ノ
城
ハ
平
城
也
」
と
い
う
。

　

一
行
は
旅
行
中
、
寺
社
の
什
物
を
調
査
模
写
す
る
ば
か
り
か
、『
懐
日
記
』
に
「
文

泉
有
写
図
」、「
真
景
有
」
な
ど
と
記
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
風
景
図
も
写
生
し
て
い
た
。

八
月
二
五
日
頃
、大
野
文
泉
が
盤
手
山
と
姫
神
岳
を
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
結
局
、

文
晁
は
川
村
博
の
要
望
に
応
え
、
大
野
文
泉
の
両
山
真
景
図
を
も
と
に
作
図
し
、『
日

本
名
山
図
会
』
に
挿
入
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

文
晁
は
、
名
山
九
〇
図
を
縮
写
浄
写
す
る
に
あ
た
り
、
自
ら
の
山
岳
図
の
み
な
ら
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ず
、
弟
の
谷
元
旦
や
弟
子
の
白
雲
ら
の
真
景
図
も
参
照
し
た
。
元
旦
か
ら
は
蝦
夷
地

の
山
岳
図
を
、
白
雲
か
ら
は
西
国
遊
歴
の
さ
い
の
風
景
図
を
活
用
し
た
の
で
あ
る
。

　

寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）、
幕
府
は
松
前
藩
か
ら
東
蝦
夷
地
の
支
配
権
を
と
り

あ
げ
て
直
轄
と
し
、
松
平
忠
明
に
蝦
夷
地
巡
視
を
命
じ
た
。
こ
の
と
き
、
寛
政
五
年

に
奥
詰
と
な
っ
た
幕
府
の
侍
医
で
、
本
草
家
の
渋
江
長ち

ょ
う

伯は
く

は
、
蝦
夷
地
の
採
薬
の

任
を
あ
て
が
わ
れ
た
。
谷
元
旦
は
、
長
伯
配
下
の
絵
師
と
し
て
巡
視
一
行
に
加
わ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

元
旦
の
紀
行
文
『
蝦
夷
蓋
開
日
記
』
の
は
じ
め
に
、「
寛
政
十
一
年
、奉
二
幕
府
命
一
、

向
二
蝦
一
。
蓋
開
国
の
事
也
。
松
平
信
濃
守
及
び
監
司
以
下
八
百
余
人
、彼
国
に
至
る
。

予
、
亦
図
画
の
役
に
役
せ
ら
れ
、
そ
の
国
風
・
人
物
・
山
水
・
器
用
・
産
物
等
を
う

つ
し
き
」
と
あ
る（

６
）。

　

元
旦
ら
は
三
月
に
江
戸
を
立
ち
、
奥
州
街
道
を
経
て
三み

ん

厩ま
や

へ
、
渡
海
し
て
松
前
へ
、

そ
の
後
知し

り

内う
ち

・
亀
田
・
箱
館
・
室
蘭
・
幌ほ
ろ

別べ
つ

・
白し
ら

老お
い

・
苫
小
牧
・
門
別
・
静
内
・
三

石
・
広
尾
・
大お

楽た
の

毛し
け・
釧
路
を
経
、
七
月
に
目
的
の
厚
岸
に
着
い
た
。
元
旦
は
巡
視
中
、

草
木
・
海
品
・
蝦
夷
大
概
奇
勝
・
奥
羽
勝
景
・
禽
獣
・
貝
類
・
器
物
・
人
物
な
ど
を

写
生
し
た
。
草
木
は
薬
種
の
た
め
、
海
品
や
貝
類
な
ど
は
物
産
学
の
た
め
で
あ
っ
た

ろ
う
。
蝦
夷
大
概
奇
勝
図
は
一
一
六
景
、
奥
羽
勝
景
図
は
一
五
五
景
と
あ
る
。
元
旦

に
は
、
奥
州
の
山
岳
を
描
い
た
『
諸
国
名
所
図
』
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
蝦
夷
地
巡
視

中
の
写
生
図
を
原
図
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

蝦
夷
地
の
大
概
奇
勝
図
一
一
六
景
に
内
浦
岳
・
臼
岳
（
有う

珠す

）・
恵え

山さ
ん

・
玳ひ
い

琩ま
い

渉し
ょ
う・

志
利
辺
津
山
の
山
岳
図
が
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
な
お
玳
琩
渉
は
樽た
る

前ま
え

山さ
ん

の

こ
と
で
、
元
旦
は
「
山
の
形
、
内
浦
岳
と
分ぶ

ん

毫ご
う

も
違た
が

わ
ず
、
山
の
半
腹
以
上
は
焼
土

也
」
と
い
い
、
五
月
一
一
日
に
写
生
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
の
山
岳
は
『
日
本
名
山

図
会
』
に
見
ら
れ
、
文
晁
は
元
旦
の
山
岳
図
を
参
照
し
た
と
わ
か
る
。

　

一
方
、
白
雲
は
『
集
古
十
種
』
編
纂
事
業
に
あ
た
り
、
西
遊
し
て
数
々
の
真
景
図

を
描
い
た
。
西
遊
中
の
画
冊
や
草
稿
に
描
か
れ
た
次
の
よ
う
な
真
景
図
を
見
る
と
、

文
晁
が
白
雲
の
風
景
図
を
『
日
本
名
山
図
会
』
に
利
用
と
い
え
よ
う
。

　
『
東
海
道
紀
行
図
』
の
箱
根
山

　
『
西
西
遊
行
誌
』
の
五
剣
山

　
『
遊ゆ

う

囊の
う

小
奇
』
の
妙
義
山

　
『
摂
津
・
播
磨
・
讃
岐
・
備
前
風
景
図
』
の
象
頭
山

　
『
白
雲
和
尚
西
遊
之
裡
草
稿
』
の
中
岳

　

こ
の
ほ
か
白
雲
に
は
、
お
そ
ら
く
西
遊
中
の
真
景
図
を
も
と
に
制
作
し
た
『
名
山

十
八
景
図
』
が
あ
る
。
制
作
年
は
不
明
だ
が
、
こ
の
う
ち
大お

お

山や
ま

・
浅
間
山
・
高
野
山
・

比
叡
山
・
秋
葉
山
・
御
嶽
・
箱
根
山
・
日
光
山
は
、『
日
本
名
山
図
会
』
の
七
図
と

も
一
致
す
る
。
し
か
し
『
名
山
十
八
景
図
』
で
の
浅
間
山
・
日
光
山
・
御
嶽
な
ど
は
、

文
晁
の
そ
れ
ら
と
比
べ
る
と
、
量
感
が
乏
し
く
、
か
つ
前
景
と
背
景
の
高
山
と
の
結

び
つ
き
が
唐
突
で
稚
拙
で
あ
る
。
こ
の
十
八
景
図
は
、
実
景
を
眼
前
に
し
て
の
制
作

で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

好
評
の
た
め
増
刷
を
続
け
た
『
日
本
名
山
図
会
』
は
、
幕
末
の
歌
川
派
の
絵
師

ら
に
利
用
さ
れ
た
。
文
晁
の
名
山
が
、
武
者
や
合
戦
絵
の
背
景
に
加
え
ら
れ
た
。

も
っ
と
も
活
用
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
（Franz von 

Siebold

）
と
い
え
よ
う
。
シ
ー
ボ
ル
ト
は
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）、商
館
長
ス
ト
ゥ

ル
レ
ル
（J.W

.Sturler

）
と
共
に
江
戸
参
府
を
お
こ
な
っ
た
。
四
月
初
め
に
江
戸

に
着
い
た
シ
ー
ボ
ル
ト
は
、
滞
在
中
、
薩
摩
侯
や
中
津
侯
の
み
な
ら
ず
多
く
の
蘭
学

者
と
会
っ
た
。
平
成
二
八
年
の
国
際
シ
ー
ボ
ル
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
会
議
で
ラ
イ
デ

ン
国
立
民
族
学
博
物
館
の
フ
ォ
ラ
ー
氏
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
家
の
シ
ー
ボ

ル
ト
資
料
を
調
査
し
た
結
果
、
シ
ー
ボ
ル
ト
が
江
戸
で
葛
飾
北
斎
と
谷
文
晁
ら
に

会
っ
た
こ
と
を
明
示
し
た
。
す
る
と
『
日
本
名
山
図
会
』
は
、
文
晁
か
ら
シ
ー
ボ
ル

ト
に
贈
ら
れ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
の
で
あ
る
。

　

シ
ー
ボ
ル
ト
は
帰
国
後
、
一
八
三
二
年
大
著
『
日
本
』（N

ippon

）
を
出
版
し
た
。

日
本
の
地
理
、
民
族
と
国
家
、
日
本
史
へ
の
寄
与
、
芸
術
と
学
問
、
宗
教
、
農
業
、

近
隣
諸
国
な
ど
か
ら
な
っ
た
。
日
本
の
自
然
地
理
の
紹
介
に
あ
た
り
、『
日
本
名
山

図
会
』の
山
岳
図
が
転
写
さ
れ
た
。
霧
島
山
や
富
士
山
な
ど
の
下
部
に
ラ
テ
ン
語
で
、

Buntsiu japon. Pinx　

L. N
ader in lap. del.
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（
三
二
）

と
書
か
れ
、「
日
本
の
文
晁
描
く
。　

Ｌ
・
ナ
ー
デ
ル　

石
版
に
素
描
す
」
と
訳
せ
る
。

ナ
ー
デ
ル
に
つ
い
て
現
在
わ
か
る
こ
と
は
、
レ
イ
デ
ン
の
石
版
画
家
で
一
八
四
〇
年

頃
活
躍
し
た
こ
と
ぐ
ら
い
で
生
没
年
す
ら
不
明
で
あ
る
。
二
級
の
、
ま
た
は
ほ
ぼ
無

名
の
作
家
で
あ
る
。
妙
義
山
・
箱
根
山
・
愛
宕
山
・
安
達
太
良
山
・
小
野
岳
・
御
嶽
・

白
山
・
霧
島
山
・
浅
間
山
・
阿
蘇
山
・
鳥
海
山
・
富
士
山
・
岩
手
山
・
岩
木
山
・
御

駒
岳
・
大だ

い

山せ
ん

・
雲
仙
岳
・
金
華
山
・
五
剣
山
が
採
択
さ
れ
、
石
版
画
と
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
の
石
版
画
は
、
北
極
圏
内
の
山
岳
風
景
図
の
よ
う
で
、
な
に
か
寒
々
と
し
た
印

象
を
与
え
る
。「
難
波
の
芦
は
伊
勢
の
浜は

ま

荻お
ぎ

」
と
の
諺
が
あ
る
が
、
異
な
っ
た
環
境
、

風
俗
、
伝
統
の
も
と
で
の
西
洋
画
家
が
わ
が
国
の
山
岳
を
描
く
と
、
形
状
は
同
じ
で

あ
っ
て
も
、
情
景
は
こ
う
も
変
化
す
る
も
の
か
驚
か
さ
れ
る
。
ナ
ー
デ
ル
の
石
版
画

は
、
一
瞬
日
本
の
光
景
か
、
目
を
疑
う
ば
か
り
で
あ
る
。

（
平
成
二
十
九
年
十
月
六
日
受
理
）

註（
１
）　
『
日
本
絵
画
論
大
成
・
第
七
巻
』
高
橋
博
巳
編
集
校
訂
（
ぺ
り
か
ん
社
）　

日
本
古
典
文
学

大
系
『
近
世
隨
想
集
』
麻
生
磯
次
校
注
（
岩
波
書
店
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
２
）　

松
浦
静
山
『
甲
子
夜
話
』
一
（
平
凡
社　

一
九
七
七
年
）　

八
六
ペ
ー
ジ

（
３
）　

松
浦
静
山
『
甲
子
夜
話
』
五
（
平
凡
社
東
洋
文
庫　

昭
和
五
三
年
）　

九
七
―
九
九
ペ
ー
ジ

（
４
）　
『
森
銑
三
著
作
集
』
第
十
一
巻
（
中
央
公
論
社　

一
九
八
九
年
）　

四
二
八
―
四
二
九
ペ
ー
ジ

（
５
）　
『
日
本
名
山
図
会
と
川
村
寿
庵
』
展
図
録
（
岩
手
県
立
博
物
館　

平
成
二
〇
年
）　

六
七
ペ
ー
ジ

（
６
）　
『
近
世
紀
行
文
集
成
』
第
一
巻
「
蝦
夷
蓋
開
日
記
」　

一
六
九
ペ
ー
ジ

Die künstlerische Tätigkeit von Tani Buncho 
in der Kyowa- und Kansei Zeit

ISOZAKI Yasuhiko

     Tani Buncho kannte in der Kyowa- und Kansei Zeit viele Dichtermaler. Sie kamen vom Land in die stadt 

Edo, um bei Buncho künstlerische Räte zu suchen. Buncho hat 1804 ein aus 88 Zeichnungen bestandenes 

Holzschittsbuch >> Die berühmte Berge in Japan << herausgegeben. Das Buch war ein Geschenk für Dr. 

Franz Siebold, der in seiner grossen Schrift  >>Nippon<< gut gebrauchen konnte.

     Buncho hat 1805 die sechste uud　siebte  Bilderrolle der Entstehungsgeschichte des Tempels 

Ishiyamatera in sieben Bänden ausgemalt. Sie hat dem Schogunatsführer Sadanobu gefallen.
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