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◯
は
じ
め
に

雪
斎
を
号
と
す
る
伊
勢
長
島
藩
主
増
山
正
賢
（
一
七
五
四
～
一
八
一
九
）
は
、
生
前
、

文
芸
に
秀
で
た
風
雅
の
人
と
し
て
尊
敬
を
集
め
て
い
た
。

田
能
村
竹
田
は
『
山
中
人
饒
舌
』
（
上
卷

天
保
五
年
）
で
、
雪
斎
に
対
し
て
「
画

の
本
質
で
あ
る
気
韻
生
動
は
、
か
つ
て
は
士
大
夫
や
逸
人
の
描
い
た
も
の
の
な
か
に
現

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
近
年
に
な
っ
て
士
大
夫
の
中
に
こ
の
本
質
を
尽
く
す
も
の
が
い

る
こ
と
を
聞
い
て
い
な
い
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
雪
斎
の
書
画
は
、
通
り
一
遍
の
骨
法

用
筆
を
脱
し
て
絶
妙
の
域
に
達
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
人
こ
そ
人
格
と
地
位
と
を

兼
ね
備
え
た
士
大
夫
で
あ
っ
て
、
そ
の
画
は
気
韻
生
動
の
筆
墨
で
あ
る （

1）。
」
と
賞
賛
を

贈
っ
て
い
る
。
文
人
の
出
自
を
士
大
夫
及
び
逸
人
と
捉
え
た
竹
田
の
認
識
で
は
、
逸
人

（
俗
世
間
を
の
が
れ
て
生
活
す
る
人
）
は
我
が
国
に
も
輩
出
し
た
が
、
士
大
夫
（
人
格

が
す
ぐ
れ
高
い
官
職
に
つ
い
て
い
る
人
）
の
な
か
に
画
の
本
質
を
汲
み
尽
く
す
人
は
久

し
く
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
大
名
で
あ
る
雪
斎
を
士
大
夫
に
な
ぞ
ら
え
た
竹
田

に
は
、
雪
斎
が
文
人
と
し
て
の
士
大
夫
像
を
我
が
国
に
お
い
て
具
現
し
た
希
有
な
存
在

と
映
っ
た
の
で
あ
る
。

文
人
と
し
て
多
種
の
領
域
に
関
心
を
示
し
た
雪
斎
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
意
を
注
い

だ
の
は
画
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
を
沈
南
蘋
風
の
濃
彩
に
よ
る
写
実
的
な
花
鳥
の
密
画

が
占
め
る
、
と
従
来
認
識
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
の
研
究
成
果
は
、
ほ
か
に
も
文

人
画
風
の
墨
筆
・
淡
彩
に
よ
る
写
意
的
花
鳥
画
や
水
墨
の
山
水
画
に
お
け
る
佳
品
の
存

在
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
雪
斎
に
こ
び
り
つ
い
た
南
蘋
派
花
鳥
画
家
と
し
て
の
イ
メ
ー

ジ
の
修
正
が
求
め
ら
れ
て
い
る （

2）。

し
か
し
な
が
ら
、
画
域
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
雪
斎
に
お
い
て
、
知
的
関
心
に
留

ま
ら
ず
日
常
生
活
ま
で
も
貫
い
て
い
る
の
が
文
人
文
化
で
あ
り
、
そ
の
淵
源
で
あ
る
中

華
文
化
に
対
す
る
敬
仰
の
念
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
知
的
関
心
と
日
常
生
活
の
双

方
に
お
い
て
、
中
華
文
化
受
容
を
示
す
顕
著
な
例
を
ふ
た
つ
の
史
料
を
通
し
て
具
体
的

に
描
い
て
い
き
、
そ
の
傾
倒
ぶ
り
と
、
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
中
華
文
化
受
容
の
様

相
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

◯
『
弘
采
録
』

山
形
県
酒
田
市
立
図
書
館
光
丘
文
庫
に
は
、
庄
内
藩
士
池
田
玄
斎
（
一
七
五
五
～
一

八
五
二
）
の
著
書
や
関
連
資
料
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。『

弘
采
録
』（
一
三
九
巻
一
八

一
四
）
は
、
そ
の
主
著
で
、
生
涯
の
長
き
に
わ
た
っ
て
書
き
溜
め
ら
れ
た
随
筆
集
で
あ

る
。
そ
の
三
五
巻
に
「
一
、
増
山
河
内
守
侯
風
流
の
事
」
と
題
し
た
一
文
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
庄
内
藩
の
支
藩
松
山
藩
の
藩
士
相
良
助
右
衛
門
か
ら
の
聞
き
書
き

を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る （

3）。

増
山
河
内
守
諱
君
賢
雪
斎
と
号
す
近
来
諸
候
方
に
て
の
好
事
家
也
御
学
問
も
あ

り
書
画
は
名
高
き
御
妙
手
也
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相
撲
番
付
に
見
立
て
て
当
時
出
版
さ
れ
た
「
文
人
番
付
」
で
は
、
大
関
（
当
時
は
横

綱
で
は
な
く
大
関
が
最
高
位
）
を
超
え
る
別
格
、
行
司
に
充
て
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
る （

4）。

後
段
で
触
れ
る
が
、
囲
碁
・
書
・
煎
茶
に
関
す
る
著
作
が
あ
り
、
文
人
文
化
延
い
て
は

中
華
文
化
に
対
す
る
造
詣
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
儒
学
に
関
す
る
著
述
も
あ

り
、
儒
教
的
教
養
人
と
し
て
の
学
識
も
窺
わ
せ
る
。
『
弘
采
録
』
が
い
う
「
御
学
問
も

あ
り
」
は
、
こ
れ
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
深
い
教
養
と
洗
練
さ
れ
た
感
性
で
中
華
文
化

に
親
し
む
文
人
雪
斎
に
、
「
風
流
抜
群
の
人
」
、
「
風
流
自
在
」
な
ど
と
、
当
時
の
人
々

は
讃
辞
を
贈
っ
て
い
る （

5）。
雪
斎
の
文
人
と
し
て
の
声
望
は
、
好
事
家
、
高
い
学
識
、
書

画
の
達
人
と
し
て
、
遠
く
庄
内
に
も
届
い
て
い
た
。

『
弘
采
録
』
は
、
「
名
高
き
御
妙
手
」
と
特
筆
す
る
書
画
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

続
け
る
。山
水
の
画
は
此
侯
と
其
臣
南
湖
に
と
ゝ
め
た
り
文
晁
等
か
及
所
に
あ
ら
す
玄
斎

常
に
慕
ふ
処
に
し
て
近
来
の
名
家
と
称
す
へ
し
其
余
は
み
な
匠
気
あ
り
て
時
好
に

諂
ふ
肺
腑
よ
り
出
た
る
画
に
て
文
人
の
賞
す
へ
き
に
あ
ら
す
米
菴 （
マ
マ
）か
書
文
晁
か
画

一
双
の
時
世
装

（
マ
マ
）と
は
い
は
ん
増
山
侯
の
御
画
蒹
葭
堂
の
画
な
ど
は
超
凡
の
高
品
に

て
俗
眼
の
及
処
に
あ
ら
す
高
人
韻
士
の
賞
す
る
所
そ
か
し

今
日
、
雪
斎
画
と
し
て
専
ら
評
価
さ
れ
る
の
は
華
麗
な
色
彩
で
表
現
さ
れ
た
花
鳥
画 （

6）

で
あ
る
が
、
山
水
画
を
特
筆
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
花
鳥
画
家
と
認
識
さ
れ
て
い
る
現

今
と
異
な
る
。
玄
斎
の
み
る
と
こ
ろ
、
山
水
画
に
関
し
て
は
、
「
侯
」
す
な
わ
ち
雪
斎

と
そ
の
臣
の
「
南
湖
」
す
な
わ
ち
春
木
南
湖
に
止
め
を
刺
す
。
そ
れ
は
、
当
時
江
戸
で

世
評
の
高
か
っ
た
文
晁
で
さ
え
及
ば
な
い
、
と
い
う
高
い
評
価
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

理
由
と
し
て
玄
斎
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
文
晁
が
「
匠
気
」
す
な
わ
ち
世
評
を
気
に
し

て
技
術
技
巧
に
趣
向
を
凝
ら
す
ば
か
り
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
雪
斎
や
南
湖
あ
る
い
は

両
者
の
知
友
で
あ
っ
た
大
坂
の
木
村
蒹
葭
堂
の
画
は
、
凡
俗
を
超
越
し
た
品
格
の
高
い

も
の
で
、
文
人
が
賞
す
べ
き
も
の
と
し
て
近
来
の
名
家
と
賞
す
べ
き
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
い
さ
さ
か
過
剰
と
も
い
え
る
が
、
こ
れ
は
、
冒
頭
に
挙
げ
た
竹
田
評
と
軌
を
一
に

す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
相
良
助
右
衛
門
は
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
初
め
て
江
戸
に
出
府
し
た
が
、

と
あ
る
日
、
増
山
藩
邸
を
訪
れ
た
。
通
さ
れ
た
座
敷
の
有
様
を
、
助
右
衛
門
は
次
の
よ

う
に
玄
斎
に
語
っ
た
。

初
而
参
候
節
御
書
斎
へ
扣
候
様
御
取
次
先
達
に
て
入
見
候
へ
は
不
残
唐
風
の
御

坐
敷
に
て
亀
甲
の
石
を
敷
あ
た
り
は
シ
ツ
ク
ヒ
に
而
殊
之
外
奇
麗
也
長
押
に
は
唐

画
山
水
花
鳥
の
額
或
は
硝
子
の
蛮
画
等
色
々
の
珍
画
を
掛
置
た
り

西
欧
を
モ
デ
ル
と
し
て
近
代
化
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
明
治
時
代
前
、
特
に
江

戸
時
代
後
期
に
は
、
中
華
文
化
を
精
神
生
活
の
理
想
と
捉
え
ら
れ
る
人
々
が
多
く
い
た

が
、
精
神
生
活
に
飽
き
た
ら
ず
日
常
生
活
に
至
る
ま
で
中
華
尽
く
し
と
い
う
人
は
多
く

な
い
。
経
済
的
裏
付
け
を
必
要
と
し
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
数
少

な
い
具
現
者
の
ひ
と
り
が
他
な
ら
ぬ
雪
斎
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
二
万
石
に
過
ぎ
な
い

小
藩
の
台
所
は
、
た
め
に
火
の
車
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

さ
て
、
助
右
衛
門
が
通
さ
れ
た
書
斎
（
書
院
か
）
の
座
敷
は
、
残
ら
ず
中
華
風
で
、

亀
甲

石 （

7）を
敷
き
、
壁
は
漆
喰
が
塗
ら
れ
て
こ
と
の
ほ
か
美
し
い
。
長
押
に
は
中
国
製

（
あ
る
い
は
中
国
風
か
）
の
山
水
画
や
花
鳥
画
の
額
、
ほ
か
に
「
硝
子
の
蛮
画
」
な
ど

珍
し
い
画
が
掛
け
て
あ
っ
た
。

「
硝
子
の
蛮
画
」
は
、
ガ
ラ
ス
に
描
か
れ
た
西
洋
画
の
意
味
を
意
味
し
、
今
日
、
ガ

ラ
ス
絵
あ
る
い
は
硝
子
絵
と
日
本
で
は
呼
ば
れ
る
。
透
明
な
ガ
ラ
ス
に
裏
側
か
ら
主
に

油
彩
で
風
景
や
花
鳥
・
人
物
を
描
き
、
表
か
ら
透
明
感
を
楽
し
む
も
の
で
、
清
代
に
主

と
し
て
広
州
で
制
作
さ
れ
、
シ
ノ
ワ
ズ
リ
の
重
要
な
輸
出
品
の
ひ
と
つ
と
し
て
主
に
西

欧
に
送
ら
れ
た （

8）（
図

1）
。
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
で
、
貴
族
の

領
地
の

居
館
い
わ

ゆ
る
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マ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
で
、
寝
室
な
ど
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
を
飾
っ
た
例
と
し
て
残
っ
て
い

る
こ
と
が
多
い
。
中
国
国
内
で
も
少
数
現
存
す
る
ほ
か
、
多
く
は
な
い
も
の
の
日
本
に

も
も
た
ら
さ
れ
、
雪
斎
の
日
常
を
飾
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

座
敷
に
招
き
入
れ
ら
れ
た
助
右
衛
門
に
は
、
円
座
が
勧
め
ら
れ
た
。

円
坐
を
敷
せ
夫
え
坐
し
た
り
増
山
様
は
曲
禄
へ
御
腰
懸
さ
せ
ら
れ
色
々
の
御
物

語
有
之
御
吸
物
御
酒
も
出
た
り
器
物
は
勿
論
箸
の
類
ま
て
皆
華
物
に
而
結
構
至
極

の
事
共
也
極
御
懇
意
の
御
方
に
は
女
中
も
不
残
唐
の
衣
服
に
て
当
時
清
朝
の
風
俗

を
擬
し
裾
の
広
き
袴
を
着
御
酌
に
出
候
と
也
助
右
衛
門
は
初
而
の
事
ゆ
へ
御
給
仕

は
御
近
習
に
て
あ
り
し

円
座
に
か
し
こ
ま
る
助
右
衛
門
に
対
し
て
、
雪
斎
は
曲
禄
に
腰
掛
け
て
相
対
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
話
題
を
投
げ
か
け
た
。
そ
の
間
に
食
事
が
供
さ
れ
た
が
、
吸
物
・
酒
な
ど
、

器
か
ら
箸
に
至
る
ま
で
す
べ
て
唐
物
で
徹
底
さ
れ
た
。
助
右
衛
門
は
「
結
構
至
極
」
と

慨
嘆
し
て
い
る
。
ご
く
懇
意
に
な
る
と
清
朝
風
の
衣
装
に
身
を
包
ん
だ
女
中
が
給
仕
に

当
た
る
と
い
う
こ
と
を
助
右
衛
門
は
聞
い
て
い
た
が
、
初
対
面
ゆ
え
、
そ
れ
は
叶
わ
な

か
っ
た
。

増
山
雪
斎
は
、
諱
を
正
賢
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
十
月
十
四
日
、
伊
勢
国
長
島

藩
主
正
贇
の
長
子
と
し
て
江
戸
に
生
ま
れ
、
父
の
死
去
に
よ
り
、
安
永
五
年
（
一
七
七

六
）
二
十
三
歳
で
遺
領
二
万
石
を
襲
封
し
た
。
雪
斎
は
そ
の
号
で
、
致
仕
し
て
の
ち
巣

鴨
の
下
屋
敷
に
隠
棲
し
た
こ
と
か
ら
巣
丘
隠
人
、
石
を
愛
し
た
こ
と
か
ら
石
顛
道
人
な

ど
と
称
し
た
。
ほ
か
に
君
選
、
括
嚢
小
隠
、
玉
園
、
玉
淵
、
灌
園
、
雪
旅
、
長
洲
（
長

州
）
、
愚
山
、
松
秀
園
、
蕉
亭
な
ど
の
別
号
が
あ
る
。
四
十
八
歳
に
な
っ
た
享
和
元
年

（
一
八
○
一
）
七
月
、
家
督
を
長
子
正
寧
に
譲
り
、
自
ら
は
江
戸
巣
鴨
の
下
屋
敷
に
退

い
て
自
適
の
生
活
に
入
り
、
一
八
一
九
年
（
文
政
二
年
）
一
月
二
十
九
日
、
六
十
六
歳

で
病
歿
し
た
。

四
十
八
歳
で
窮
屈
な
藩
主
と
し
て
の
公
務
を
離
れ
た
後
、
雪
斎
が
送
っ
た
自
娯
自
適

の
退
隠
生
活
は
以
前
に
も
増
し
て
隠
逸
風
雅
へ
と
沈
潜
し
て
い
っ
た
。
小
禄
の
譜
代
大

名
の
家
格
と
し
て
は
極
官
で
あ
る
若
年
寄
ま
で
累
進
す
る
ほ
ど
の
有
能
な
官
僚
ぶ
り
を

見
せ
た
継
嗣
正
寧
と
は
異
な
り
、
在
任
中
目
立
っ
た
治
績
の
な
い
藩
主
の
関
心
は
、
治

政
よ
り
も
個
人
的
な
文
事
に
向
け
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
く
、
長
子
が
襲
封
の
年
齢
に

達
す
る
の
を
心
待
ち
に
し
た
う
え
で
の
退
隠
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

雪
斎
の
文
人
と
し
て
も
自
娯
の
す
さ
び
は
、
画
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
書
・
詩
文
・

囲
碁
・
煎
茶
な
ど
、
文
人
が
嗜
み
と
す
べ
き
諸
方
面
に
わ
た
っ
て
い
た
。
雪
斎
自
身
、

文
人
と
し
て
高
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
遺
さ
れ
た
著
述
か

ら
わ
か
る
。
雪
斎
の

著
述
と
し
て
は
、
『

國
書

総
目

録
』
を

引
く
と
、
『

観
奕

記
』
（
一

冊
享
和
三
年
）＝

囲
碁
、『
松
秀
園
書
談
』（
三
巻
三
冊

寛
政
五
年
）＝

書
（
図

2）、

『
煎

茶
式

』
（

文
化
元
年

刊
）＝

煎
茶
（

図

3）
と
い
う

書
目
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

囲

碁
・
書
・
煎
茶
は
、
文
人
に
必
須
と
さ
れ
た
嗜
み
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
『
松
秀
園
書
談
』

の
奥

付
に
は
「
雪
斎

滕
侯

著
追

刻
書

目
」
と
い
う

目
録
が

付
さ
れ
て

お
り
、
『

礼
談

』

『
楽
談
』『

射
談
』『
御
談
』『

通
雅
』
と
い
っ
た
著
述
の
出
版
が
予
告
さ
れ
て
い
る
。
中
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国
周
代
、
士
と
し
て
学
ん
で
備
え
る
べ
き
必
修
の
科
目
と
定
め
ら
れ
、
儒
家
が
奉
持
し

た
「
周
礼
」
に
い
う
六
芸
、
す
な
わ
ち
、
礼
、
楽
、
射
、
御
、
書
、
数
に
関
す
る
著
述

と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
文
人
と
し
て
不
可
欠
の
儒
教
的
教
養
人
と
し
て
の
学
識
も
窺
わ

せ
る
こ
と
は
、
『
弘
采
録
』
の
「
御
学
問
も
あ
り
」
と
す
る
指
摘
と
も
通
じ
る
。
伊
勢

長
島
藩
の
藩
校
文
礼
館
に
は
、
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
、
孔
子
を
祀
る
先
師
廟
を
建

設
し
て
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
。
藩
政
に
も
儒
教
的
価
値
意
識
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る

雪
斎
の
気
概
を
窺
わ
せ
る
。

「
巣
丘
隠
人
」
は
、
雪
斎
が
巣
鴨
に
隠
居
し
て
の
ち
に
称
し
た
号
の
ひ
と
つ
で
あ
る

が
、
「
隠
人
」
は
、
市
隠
、
す
な
わ
ち
市
井
に
隠
居
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
雪
斎
の
文

人
意
識
を
象
徴
す
る
語
で
あ
る
。
煩
わ
し
い
公
事
を
離
れ
た
私
生
活
を
中
華
三
昧
に
暮

ら
す
た
め
に
日
常
ま
で
も
中
華
的
風
流
で
飾
る
こ
と
は
、
文
人
と
し
て
の
全
生
活
を
突

き
詰
め
る
究
極
の
目
的
の
意
味
も
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
弘
采
録
』
が
伝
え
る

「
増
山
河
内
守
侯
風
流
の
事
」
は
、
精
神
生
活
の
み
な
ら
ず
、
日
常
ま
で
も
中
華
的
風

流
で
飾
ろ
う
と
徹
底
す
る
雪
斎
の
志
向
を
つ
ぶ
さ
に
語
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
雪
斎
の
中
華
的
文
人
と
し
て
の
風
流
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
に
わ
た
る
同

好
の
人
々
と
交
遊
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
拡
が
り
、
充
実
し
洗
練
さ
れ

た
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

幕
臣
で
狂
歌
師
・
戯
作
者
と
し
て
名
を
残
す
大
田
南
畝
に
『
細
推
物
理
』
と
名
付
け

ら
れ
た
日
記
が
あ
る
。
そ
の
な
か
に
、
南
畝
自
身
は
も
ち
ろ
ん
雪
斎
も
参
加
し
た
宴
の

記
録
が
あ
る
。
雪
斎
と
南
畝
は
、
い
つ
の
頃
か
わ
か
ら
な
い
が
、
交
友
関
係
を
結
ん
で

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る （

9）。

さ
て
、
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
年
）
三
月
三
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
日
は
朝
か

ら
晴
れ
て
お
り
、
南
畝
は
、
「
昼
つ
か
た
、
佐
々
木
氏
の
翁
、
孫
娘
を
い
ざ
な
ひ
来
り
小

酌
」
し
た
あ
と
、
昼
過
ぎ
か
ら
、
姫
路
藩
主
酒
井
雅
楽
頭
忠
道
（
茶
人
と
し
て
知
ら
れ

る
宗
雅
忠
以
の
長
子
、
画
人
酒
井
抱
一
の
甥
）
に
招
か
れ
て
同
藩

上
屋

敷
で
催
さ
れ
た

宴
に
出
向
い
た
。
南
畝
が
目
の
当
た
り
に
し
た
宴
の
光
景
は
次
の
よ
う
も
の
で
あ
っ
た
。

昼
過
る
ほ

ど
よ
り
姫
路
侯
酒
井
雅
楽
頭
殿
の
宴
に
お
も
む
く
。
上
屋
敷
の
庭
に

新
た
に
曲
水
を
ほ
り
、
茶
亭
四
つ
ば
か
り
あ
り
。
一
亭
に
は
長
島
老
侯
増
山
河
内

守
殿
御
隠
居
烏
山
世
子
大
久
保
佐
渡
守
殿
荒
井
み
な
と
犬
塚
印
南
唯
助
な
ど
あ
り
。

一
亭
に
は
主
人
お
は
す
。
一
亭
に
は
明
楽
あ
り
。
童
子
数
人
紅
の
服
を
き
た
り
。

一
亭
に
は
渡
辺
瑛
玄
対
が
輩
、
画
を
な
す
。
永
原
痴
翁
の
か
け
る
書
ど
も
を
壁
に

お
せ
り
。
活
文
と
い
へ
る
僧
、
長
崎
に
て
華
音
を
学
べ
る
と
て
、
庭
の
石
上
に
蹲

り
て
、
も
ろ
人
の
詩
を
華
音
に
て
吟
咏
す
。
曲
水
の
辺
に
も
氈
し
き
て
碁
う
つ
も

あ
り
。
水
の
上
に
は
、
盃
に
鍾
を
い
れ
て
う
か
べ
り
。

こ
の
日
の
宴
は
、
い
わ
ゆ
る
蘭
亭
曲
水
を
趣
向
と
し
て
催
さ
れ
た
。
三
月
三
日
と
い

う
日
が
選
ば
れ
た
の
は
、
中
国
東
晋
の
王
羲
之
が
、
永
和
九
年
（
三
五
三
）
の
こ
の
日

山 口 泰 弘
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に
紹
興
郊
外
会
稽
山
の
蘭
亭
に
知
友
を
招
い
て
曲
水
の
宴
を
張
っ
た
故
事
に
由
来
す
る
。

こ
の
日
に
備
え
て
、
酒
井
家
で
は
上
屋
敷
の
園
庭
に
新
し
く
曲
水
を
掘
り
、
曲
水
の
ほ

と
り
に
茶
亭
を
四
つ
設
え
た
。
そ
の
ひ
と
つ
に
主
催
者
酒
井
忠
道
が
座
を
占
め
、
ほ
か

に
招
か
れ
た
大
名
・
儒
者
な
ど
が
座
す
亭
、
漢
画
家
渡
辺
玄
対 （

10）や
漢
書
家
永
原
痴
翁
の

構
え
る
亭
、
明
楽
の
奏
団
が
占
め
る
亭
が
あ
っ
た
。
ほ
か
に
も
、
曲
水
の
辺
に
は
多
く

の
参
会
者
が
思
い
思
い
に
宴
を
楽
し
ん
で
お
り
、
南
畝
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。

渡
辺
玄
対
の
画
、
永
原
痴
翁
の
書
、
曲
水
の
辺
に
設
け
ら
れ
た
碁
（
棋
）
の
席
、
そ

れ
に
明
楽
の
月
琴
を
琴
に
見
立
て
る
と （

11）、
琴
棋
書
画
と
い
う
文
人
の
嗜
み
、
い
わ
ゆ
る

四
芸
と
な
る
。
こ
れ
も
当
日
の
副
次
的
な
趣
向
と
な
り
、
当
日
の
中
華
尽
く
し
ぶ
り
が

う
か
が
え
る
。
お
ま
け
に
、
長
崎
帰
り
で
信
州
上
田
在
住
の
禅
僧
鳳
山
活
文
（
一
七
七

五
～
一
八
四
五
）
を
招
い
て
、
長
崎
で
清
人
か
ら
直
伝
さ
れ
た
「
華
音
」
で
、
出
来
上

が
っ
た
た
ば
か
り
の
詩
を
吟
咏
さ
せ
る
と
い
う
趣
向
が
加
わ
っ
て
、
中
華
尽
く
し
は
さ

ら
に
盛
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

多
く
の
参
会
者
の
な
か
で
と
り
わ
け
南
畝
の
気
を
惹
い
た
の
が
、
「
長
島
老
侯
増
山

河
内
守
殿
」
す
な
わ
ち
雪
斎
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
五
十
歳
に
達
し
て
い
た
が
、
「
御
隠

居
」
と
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
す
で
に
そ
の
前
々
年
（
享
和
元
年
・
一
八
〇

一
年
）
七
月
に
は
致
仕
し
て
自
適
自
娯
の
余
生
を
始
め
て
い
た
。『
細
推
物
理
』
に
は
、

宴
の
主
人
酒
井
忠
道
の
詩
に
加
え
て
、
参
会
者
中
た
だ
ひ
と
り
、
雪
斎
の
詠
ん
だ
詩
の

み
が
書
き
留
め
ら
れ
て
お
り
、
南
畝
と
し
て
も
、
雪
斎
を
文
雅
の
人
と
し
て
一
目
置
い

て
い
た
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る （

12）。

こ
の
よ
う
に
、
文
人
文
化
を
ほ
ぼ
同
義
語
と
す
る
中
華
趣
味
を
体
現
す
る
人
物
と
し

て
周
知
さ
れ
る
存
在
、
そ
れ
が
雪
斎
で
あ
っ
た
。
当
日
、
華
音
で
雪
斎
の
詩
を
吟
詠
し

た
鳳
山
活
文
の
事
績
を
記
し
た
「
龍
洞
鳳
山
禅
師
碑
文
」
（
菊
池
貫
撰

長
野
県
上
田

市
・
常
田
毘
沙
門
堂
）
に
は
、

予
夙
以
文
字
承
知
於
長
島
侯
雪
斎
君
、
君
好
詩
章
著
書
画
又
愛
客
、
以
故
都
下

人
士
争
執
謁
其
門
、
一
日
在
坐
観
禅
僧
形
貌
俊
英
、
音
吐
宏
暢
、
為
君
以
清
音
誦

大
学
経
一
章
詩
之
周
南
唐
詩
数
首
、
其
声
琅
々
乎
充
耳
、
恍
惚
如
夢
遊
異
境

と
刻
ま
れ
て
お
り
、
雪
斎
が
詩
書
画
に

通
じ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
愛

客
」
と
記
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
人
た
ち
の
交
遊
の
中
心
に
い
た
こ
と
を
奇
し
く
も
語
っ
て
い
る
。

活
文
も
、
享
和
文
化
年
間
頃
、
し
ば
し
ば
江
戸
に
出
て
は
巣
鴨
に
雪
斎
を
尋
ね
て
親
し

く
交
わ
っ
て
い
た
。

◯
夢
境
応
酬

『
夢

境
応

酬
』
（

写
本
、
十

三
丁

西
尾
市
立

図
書

館
岩

瀬
文

庫
）
に
は
、
外

題
に

「
夢
境
応
酬
幽
石
亭
蔵
」
な
る
墨
書
が
あ
る
。「
幽
石
亭
」
は
、
前
段
で
取
り
上
げ
た

『
弘
采
録
』
が
、
雪
斎
の
家
臣
で
、
と
も
に
谷
文
晁
を
凌
ぐ
評
価
を
与
え
た
春
木
南
湖

（
一
七
五
九
～
一
八

三
九
）
の
号
。
春
木
南
湖
は
、
名
を
鯤
、
字
を
子
魚
、
烟
霞
釣
叟

と
い
い
、
通
称
門
弥
。
や
は
り
『
弘
采
録
』
が
雪
斎
と
と
も
に
「
超
凡
の
高
品
」
と
す

る
、
大
坂
の
文
人
で
雪
斎
と
も
深
い
関
わ
り
を
も
つ
木
村
蒹
葭
堂
（
一
七
三
六
～
一
八

○
二
）
と
は
昵
懇
の
間
柄
で
、
そ
の
日
記
『
蒹
葭
堂
日
記
』
に
は
門
弥
の
通
称
で
頻
繁

に
登
場
す
る
。

『
夢
境
応
酬
』
は
、
長
崎
遊
学
中
の
南
湖
が
清
人
文
人
と
交
わ
し
た
交
遊
と
唐
館
訪

問
の
記
録
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
下
記
を
冒
頭
に
始
ま
る
。

天
明
八
年
暮
穐
七
日
早
暁
発
于
浪
華
蒹
葭
堂
留
別
木
世
蕭
先
生

「
世
蕭
」
は
蒹
葭
堂
の
字
。
長
崎
遊
学
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の
暮
穐
す
な

わ
ち
九
月
の
七
日
早
暁
、
大
坂
の
蒹
葭
堂
宅
を
、
別
れ
を
惜
し
み
つ
つ
出
発
し
て
始
ま
っ

た
。
長
崎
遊
学
の
行
程
の
一
部
始
終
は
、
南
湖
の
著
し
た
道
中
日
記
『
西
遊
日
簿
』
に
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詳
し
い
。
途
中
、
岡
山
で
文
人
画
家
浦
上
玉
堂
を
訪
ね
た
り
、
同
じ
よ
う
に
長
崎
を
め

ざ
し
て
い
た
江
戸
の
洋
風
画
家
司
馬
江
漢
と
遭
遇
し
て
し
ば
ら
く
同
道
す
る
な
ど
し
な

が
ら
、
同
月
二
八
日
夕
刻
長
崎
に
到
着
し
た
。
長
崎
に
は
十
月
二
六
日
ま
で
滞
在
し
、

十
一
月
二
九
日
夜
、
藩
庁
の
あ
る
伊
勢
長
島
に
帰
着
し
て
、
三
か
月
近
く
に
な
る
旅
程

を
終
え
て
い
る
。

さ
て
、『
夢
境
応
酬
』
に
よ
る
と
「
小
春
上
浣
」
す
な
わ
ち
十
月
上
旬
の
あ
る
日
に
、

南
湖
は
唐
館
を
訪
れ
て
い
る
。

同
年
小
春
上
浣
在
肥
前
州
長
崎
一
日
与
清
河
太
平
次
到
唐
館
始
謁
費
晴
湖
先
生
清

河
与
清
湖
応
酬
畢

唐
通
事
清
河
太
平
次
を
同
道
し
て
訪
ね
た
相
手
は
、
費
晴
湖
と
い
う
清
人
で
あ
っ
た
。

晴
湖
は
、
商
人
・
船
主
で
あ
り
長
崎
で
文
人
と
し
て
声
望
が
あ
っ
た
。
互
い
に
ひ
と
通

り
の
挨
拶
を
終
え
る
と
、
南
湖
の
問
い
を
皮
切
り
に
、
画
問
答
が
始
ま
る
。
問
答
は
、

主
と
し
て
筆
談
で
行
わ
れ
た
。

（
南
湖
）
平
生
唯
耽
画
未
及
習
文
辞
、
故
筆
語
類
属
杜
撰
勿
咎
短

（
晴
湖
）
姓
費
名
肇
陽
字
得
天
別
号
清
湖
、
浙
江
湖
州
府
居
住

�漢
人
也

（
南
湖
）
臨
画
有
用
意
乎

（
晴
湖
）
焚
香
澄
心
而
把
筆

（
南
湖
）
筆
勢
早
遅
又
有
取
禁
邨

（
晴
湖
）
遅
早
各
自
有
胸
中

（
南
湖
）
教
示
用
筆
奥
義

（
晴
湖
）
円
滑
者
第
一
之
神
致
也

（
南
湖
）
筆
力
亦
強
弱
何
処
否

（
晴
湖
）
筆
勢
弱
中
強
、
画
中
式
淡
式
濃
加
之

（
南
湖
）
画
中
称
位
置
者
何
如

（
晴
湖
）
有
一
幅
之
中
有
彼
無
是
全
不
備

（
南
湖
）
別
有
画
筆
妙
製
否

（
晴
湖
）
多
悪
白
羊
毫

先
観
尊
画
一
屋
在
渓
底
即
是
凹
也
、
何
復
露
于
樹
梢

（
南
湖
）
謹
承
高
示
于
云
多
謝

（
晴
湖
）
揮
筆
一
画
時
山
容
巴
拙
則
善
画
樹
林
補
欠
処
無
筆
者
沈
着
紙
絹
中
尤
難
常
専

事
之

（
南
湖
）
諸
名
家
用
筆
有
合
筆
皺
法
否

（
晴
湖
）
素
有
之

（
南
湖
）
貴
国
山
水
名
家
属
誰
乎

（
晴
湖
）
江
州
愈
鉄
生

南
湖
云
又
有
奚
鉄
生
者
有
善
画
山
水
筆
少
強
然
可
謂
精
工

（
南
湖
）
貴
国
山
水
佳
地
何
処

（
晴
湖
）
銭
塘
西
湖
最
為
佳
勝

（
南
湖
）
尚
観
西
湖
全
図
無
勝
景
其
余
名
勝
又
何
境

（
晴
湖
）
蘇
州
霊
岩
亦
為
名
勝
地

（
南
湖
）
先
生
来
春
帰
郷
里
之
時
願
賜
西
湖
中
奇
石
乎

（
晴
湖
）
西
湖
佳
処
在
山
水
問
若
取
一
拳
之
石
亦
無
足
観
也

（
南
湖
）
然
異
国
珍
宝
豈
何
論
好
拙
乎

（
晴
湖
）
既
蒙
見
委
目
当
効
命

（
南
湖
）
幸
甚
也

西
湖
略
景
如
此
乎

（
晴
湖
）
約
略
如
此

費
晴
湖
携
来
于
自
画
数
枚
而
示
余
則
閲
之
皆
米
家
筆
法
也
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（
南
湖
）
米
家
神
韻
筆
致
秀
逸

（
晴
湖
）
不
過
写
意

画
を
描
く
に
当
た
っ
て
の
心
の
準
備
、
筆
勢
に
込
め
ら
れ
た
含
意
、
用
筆
の
奥
義
、

山
水
の
景
勝
地
等
々
、
南
湖
が
息
急
き
切
っ
て
矢
継
ぎ
早
に
繰
り
出
す
質
問
に
短
い
言

葉
で
受
け
答
え
る
晴
湖
、
と
い
っ
た
場
景
が
南
湖
に
と
っ
て
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た

か
は
、
別
れ
際
に
贈
答
し
た
両
者
の
七
言
絶
句
の
う
ち
、
南
湖
が
晴
湖
に
贈
っ
た
詩
、

留
別
費
晴
湖
先
生
之
作
如
在

君
家
遠
作
海
涯
遊
何
幸
小
人
得
応
酬

画
談
了
来
如
宝
玉
帰
舟
載
得
故
園
州

南
湖
拝
手

に
、
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
「
応
酬
」
が
自
分
に
と
っ
て
ま
る
で
「
宝
玉
」
に

も
等
し
い
と
語
る
南
湖
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
長
崎
と
い
う
「
夢
境
」
で
敬
仰
す
る
華
人

の
文
人
と
時
を
共
に
で
き
た
至
福
の
時
で
あ
っ
た
こ
と
が
率
直
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

な
お
日
を
措
い
て
、
礼
状
と
と
も
に
一
幅
の
書
画
を
清
河
太
平
次
に
託
し
た
こ
と
が
こ

の
後
に
記
さ
れ
て
い
る （

14）。

『
夢
境
応
酬
』
に
は
、
晴
湖
と
の
応
酬
に
続
く
数
丁
に
南
湖
が
写
生
し
た
挿
図
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
画
幅
を
掛
軸
ご
と
筆
写
し
た
図
（
図

4）
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、

赤
城
、
晴
湖
、
定
甫
、
生
於
唐
館
聴
松
楼
余
已
写
山
水
乞
讃
各
加
筆
幅
中
己
成
一

幅
画
図

と
注
記
が
あ
り
、
晴
湖
を
は
じ
め
程
赤
城
・
黄
定
甫
と
い
う
清
人
文
人
の
名
が
あ
る
。

彼
ら
と
の
交
遊
は
、
唐
館
の
聴
松
楼
で
行
わ
れ
、
南
湖
が
あ
ら
か
じ
め
描
い
て
持
参
し

た
山
水
に
清
人
た
ち
が
著
讃
し
山
水
に
加
筆
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
文
雅
の
交
わ
り
が

繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
こ
の
画
自
体
は
現
存
し
な
い
。
し
か
し
、
南
湖
の
長
子
南
溟
が
天

保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
模
写
し
た
画
幅
が
現
存
し
て
い
る （

15）。
右
の
引
用
に
「
費
晴

湖
携
来
于
自
画
数
枚
而
示
余
則
閲
之
皆
米
家
筆
法
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
晴
湖

は
米
法
山
水
を
得
意
と
し
た
よ
う
で
、
米
法
山
水
図
を
持
参
し
た
の
は
、
晴
湖
に
敬
意

を
表
す
る
と
い
う
気
遣
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

南
湖
自
身
が
、
唐
館
で
目
の
当
た
り
に
し
た
絵
画
や
文
房
な
ど
の
設
え
を
写
生
し
た

図
（
図

5）
が
後
に
続
く
。
標
記
に
困
っ
た
の
か
、
日
本
の
床
飾
り
を
重
ね
あ
わ
せ
て

「
唐
館
床
飾
」
と
称
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
唐
館
内
の
露
台
を
写
生
し
た
図
（
図

6）
が
続
く
。
草
木
の
盆
の
ほ
か
、

「
魚
貫
石
」
な
る
も
の
を
特
筆
し
て
い
る
。
金
魚
鉢
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

図
中
の
記
述
で
わ
か
る
。

二
丁
め
く
る
と
、
「
館

内
小

物
売

店
」
を
写
し
た
図
（
図

7）
が
あ
る
。

壁
に
は

茶

や
煙
草
の
貼
札
、
棚
に
は
書
籍
や
巻
子
、
茶
具
な
ど
が
並
ぶ
。
店
員
が
肘
を
つ
い
て
読
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む
本
に
は
、
「
本
ハ
春
秋
」
と
、
南
湖
の
註
記
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
註
記

を
入
れ
て
い
る
の
は
、
暇
つ
ぶ
し
に
読
む
本
が
経
書
と
い
う
こ
と
に
驚
き
が
込
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
ま
た
、
画
中
に
は
「
好
了
」
の
訳
解
と
し
て
「
コ
イ
ツ
ハ

ウ
マ
イ
ト
云
俗
云
」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
文
語
と
し
て
の
漢
文
に
は
通
じ
て
い
る

南
湖
に
と
っ
て
も
、
清
人
の
話
す
口
語
は
珍
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
め
く
る
と
、
福
州
地
方
出
身
の
長
崎
在
住
唐
人
が
中
心
と
な
っ
て
建
立
さ
れ

た
黄
檗
宗
の
唐
寺
崇
福
寺
で
見
た
施
粥
用
の
大
釜
の
図
（
図

8）
、
同
じ
く
唐
寺
と
し

て
知
ら
れ
る
福
済
寺
か
ら
望
む
長
崎
湾
の
風
景
図
が
あ
り
、
次
の
見
開
き
に
は
、
「
唐

船
之
図
」「
阿
蘭
陀
船
図
」
を
載
せ
る
。「
阿
蘭
陀
船
図
」
の
丁
の
裏
に
は
、
長
崎
で
見

か
け
た
中
国
の
物
品
が
珍
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
筆
、
茶
具
、
煙
草
入
れ
、
下
駄
、
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線
香
な
ど
の
図
を
載
せ
て
い
る
。

南
湖
は
、
長
崎
遊
学
に
当
た
っ
て
、
清
人
文
人
と
の
交
遊
を
主
と
し
て
記
し
た
『
夢

境
応
酬
』
の
ほ
か
、
全
旅
程
を
『
西
遊
日
簿
』
に
記
録
し
て
い
る
こ
と
に
は
す
で
に
触

れ
た
。
同
書
を
も
と
に
、
旅
程
を
確
認
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

九
月
七
日

大
坂
蒹
葭
堂
邸
に
滞
在
し
て
い
た
春
木
南
湖
、
長
崎
に
向
け
船
出
。
紀

行
『
西
遊
日
簿
』
を
著
す
。
こ
の
間
、
岡
山
に
文
人
画
家
浦
上
玉
堂
を
訪
ね
る
。
ま

た
、
同
じ
く
長
崎
を
目
指
し
た
洋
風
画
家
司
馬
江
漢
と
遭
遇
し
、
し
ば
ら
く
同
道
。

九
月
二
八
日
夕
刻
長
崎
に
到
着
。

十
月
二
日
唐
通
詞
清
川
太
兵
衛
（
太
平
次
）
同
道
で
唐
人
屋
敷
に
赴
き
、
張
秋
谷
と

筆
談
。
費
晴
湖
も
同
席
。

十
月
五
日
昼
過
ぎ
か
ら
、
丸
山
の
茶
屋
井
筒
で
華
人
の
酒
宴
に
出
席
。

十
月
二
一
日
費
晴
湖
か
ら
山
水
画
手
本
が
届
く
。

十
月
二
三
日
唐
人
館
に
赴
き
、
費
晴
湖
の
宿
聴
松
楼
に
上
り
、
程
赤
城
に
会
い
、
ま

た
黄
定
甫
と
筆
談
。
さ
ら
に
費
晴
湖
と
南
湖
が
山
水
図
を
合
作
し
、
程
赤
城
、
黄
定

甫
が
着
賛
し
た
。
南
湖
は
ま
た
、
晴
湖
送
別
の
詩
を
賦
し
、
晴
湖
が
そ
れ
に
和
す
。

十
月
二
六
日
長
崎
出
立
。

一
一
月
一
五
日
夜
、
大
坂
に
到
着
。

一
一
月
二
九
日
夜
、
伊
勢
長
島
に
帰
着
。

斎
藤
月
岑
『
武
江
年
表
』
卷
の
八
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
己
卯
〔
四
月
閏
〕
の

条
は
、
「
人
モ
ハ
ヤ
ル
時
ア
ル
モ
ノ
ト
見
エ
タ
」
る
例
と
し
て
、
南
湖
に
言
及
し
て
い

る
。

�庭
（
喜
多
村

�庭
）
云
フ
、
人
モ
ハ
ヤ
ル
時
ア
ル
モ
ノ
ト
見
エ
タ
リ
、
（
柏

木
）
如
亭
ハ
上
方
ヘ
行
カ
ザ
ル
前
ニ
ハ
名
モ
聞
エ
タ
リ
、
其
後
ハ
ナ
キ
ガ
如
シ
、

畫
家
ニ
ハ
如
圭
ナ
ド
モ
然
リ
、
再
發
シ
テ
ア
ラ
ハ
レ
シ
ハ
、
大
岡
成
寛
、
青 （
マ
マ
）木
南

湖
ナ
ド
ア
リ
、
去
レ
ド
雲
峯
ハ
勤
仕
ニ
ヨ
リ
テ
畫
ヲ
廢
シ
タ
ル
間
ニ
、
文
晁
ハ
盛

リ
ニ
シ
テ
大
家
ト
ナ
レ
リ
、
初
ハ
文
晁
、
成
寛
、
馬
孟
熈
、
伯
仲
ノ
間
ニ
イ
ハ
レ

シ
モ
ノ
ガ
、
其
中
ニ
モ
馬
孟
熈
優
レ
タ
リ
、
南
湖
ハ
増
山
雪
齋
公
ノ
命
ニ
テ
、
費

晴
湖
ニ
畫
ヲ
學
バ
シ
ム
、
山
水
家
ナ
ル
ヲ
後
ニ
狂
ウ
テ
サ
マ
ザ
マ
書
タ
ル
皆
ワ
ロ

シ
。

南
湖
の
長
崎
遊
学
は
『
武
江
年
表
』
が
特
筆
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

当
時
江
戸
の
文
人
界
で
は
著
名
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
長
崎
遊
学
が
雪

斎
の
命
で
あ
る
と
、
月
岑
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
大
名
ゆ
え
に
自

由
が
束
縛
さ
れ
る
雪
斎
の
意
志
が
強
く
働
き
、
私
的
な
興
味
が
理
由
で
あ
る
に
し
て
も
、

家
臣
を
公
務
の
体

裁
を
帯
び
て
派
遣
し
た
こ
と
は
当
時
と
し
て
は
あ
り
う
る
か
ら
で
あ

る
。
類
例
と
し
て
は
、
秋
田
藩
主
で
洋
風
画
家
と
し
て
知
ら
れ
る
佐
竹
義
敦
（
号
曙
山
）

が
、
洋
風
画
の
画

技
修
得
の
た
め
に
藩
士
小
田
野
直
武
を
、
鉱
物
吟
味
役
な
る
名
目
で

江
戸
の
平
賀
源
内
の
も
と
に
派
遣
し
た
例
が
あ
る
。『
西
遊
日
簿
』
が
全
旅
程
に
わ
た
っ

て
委
細
を
漏
ら
さ
ず
記
録
し
て
い
る
の
は
、
公
務
の
復
命
を
纏
め
る
必
要
ゆ
え
で
あ
っ

た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。

こ
の
長
崎
遊
学
は
、
南
湖
に
大
き
な
転
機
を
も
た
ら
し
た
。
月
岑
は
、
そ
れ
を
「
再

發
」
と
言
い
表
し
て
い
る
が
、
「
南
湖
ハ

増
山

雪
齋

公
ノ

命
ニ
テ
、
費
晴
湖
ニ
畫

ヲ
學

バ
シ
ム
」
と
あ
る
よ
う
に
、
長
崎
で
清
人
費
晴
湖
か
ら
直
接
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
こ
と

を
、
「
再
發
」
す
な

わ
ち

転
機
と

み
た
の
で

あ
る
。
江

戸
時

代
の
画

論
書
が
南
湖
に
言

及
す
る
際
、
こ
の
一
件
を
漏
ら
す
こ
と
は
な
い
。
長
崎
に
赴
い
て
直
接
華
人
か
ら
画
法

の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
と
い
う
事
実
は
、
羨
望
と
と
も
に
流
布
し
、
月
岑
の
い
う
よ
う

に
一
時
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
南
湖
を
中
華
に
発
す
る
文
人
画
殊
に
山
水
画
の
日
本
へ
の

伝
達

者
の

地
位
に

押
し
上

げ
た
の
で

あ
る
。
『

弘
采
録
』
が
「
山
水
の
画
は

此
侯
と
其

臣
南
湖
に
と
ゝ
め
た
り
文
晁
等
か
及
所
に
あ
ら
す
」
と
述
べ
、
田
能
村
竹
田
は
『
屠
赤
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瑣
瑣
録
』
で
「
近
日
江
戸
に
て
文
晁
、
南
湖
抔
畫
に
名
家
多
し
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
こ
の
「
再
發
」
を
根
拠
に
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
南
湖
の
長
崎
遊
学
は
た
だ
家
臣
南
湖
の
声
望
を
上
げ
る
だ
け
に
は
留
ま
ら

な
か
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
中
華
文
化
に
強
い
敬
仰
の
念
を
持
つ
主
君
を
一
層
深

く
沈
潜
さ
せ
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
南
湖
は
、
遊
学
す
る
に
当
た
っ
て
雪

斎
か
ら
、
大
き
な
期
待
と
と
も
に
、
雪
斎
の
画
と
雪
斎
の
所
蔵
す
る
中
国
画
を
託
さ
れ

た
。
長
崎
に
来
泊
す
る
清
人
に
批
評
と
鑑
定
を
乞
う
、
こ
れ
が
派
遣
の
目
的
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
た
が
、
清
人
た
ち
が
雪
斎
画
に
与
え
た
高
い
評
価
が
、
雪
斎
に
画
人
と
し
て
の

自
信
を
深
め
さ
せ
、
精
神
生
活
の
拠
り
所
へ
と
よ
り
一
層
誘
引
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と

想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
夢
境
応
酬
』
で
、
長
崎
と
い
う
夢
境
で
の
応
酬
に
応
え
、
南
湖
に
感
銘
と
示
唆
を

与
え
た
費
晴
湖
は
、
そ
も
そ
も
杭
州
の
出
身
の
商
人
で
、
唐
船
の
船
主
と
し
て
長
崎
に

来
航
し
て
い
た
。
船
主
と
し
て
は
、
記
録
に
残
る
だ
け
で
も
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）

か
ら
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
ま
で
ほ
ぼ
毎
年
長
崎
に
来
航
し
て
い
た （

16）。
も
と
よ
り
専

門
画
工
で
は
な
く
余
技
で
描
い
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
池
大
雅
ら
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

伊
孚
九
同
様
、
そ
れ
ゆ
え
に
文
人
と
み
ら
れ
、
拙
に
味
わ
い
を
求
め
る
日
本
の
文
人
た

ち
に
は
好
も
し
い
規
範
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
安
西
雲
煙
『
近
世
名
家
書
画
談
三

編
』
（
一
八
五
一
）
で
は
、
「
伊
孚
九
ハ
工
拙
ヲ
以
テ
不
可
言
、
尤
モ
風
致
ヲ
存
シ
テ
逸

ニ
類
シ
、
筆
墨
ノ
閑
雅
ナ
ル
、
獨
自
ラ
樂
ム
者
ニ
シ
テ
、
頗
ル
高
蹈
ノ
風
ア
リ
。
彼
土

ニ
於
テ
名
顯
レ
ズ
、
反
テ
此
邦
ニ
知
ラ
ル
、
彼
土
人
伊
ヲ
以
テ
如
何
ナ
ル
人
ト
ス
ル
ヤ
。

近
來
張
秋
谷
、
江
大
來

或
ハ
費
晴
湖

等
、

又
伊
ニ
繼
グ
。
」
と
、
来

舶
清
人
南

宗
画
人

の
な
か
で
も
、
張
秋
谷
や
江
大
来
と
と
も
に
伊
孚
九
に
次
ぐ
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

『
西
遊
日
簿
』
に
よ
る
と
、
長
崎
に
到
着
し
た
翌
日
、
ま
ず
は
挨
拶
を
兼
ね
て
唐
通

事
・
唐
絵
目
利
を
訪
ね
、
通
事
の
ひ
と
り
清
川
栄
左
衛
門
に
、
唐
人
屋
敷
訪
問
の
こ
と
、

張
秋
谷
と
い
う
清
人
画
人
に
持
参
の
縮
緬
を
渡
す
こ
と
、
雪
斎
の
描
い
た
画
を
清
人
に

見
せ
て
鑑
定
を
頼
む
こ
と
、
な
ど
を
依
頼
し
て
い
る
。
縮
面
の
献
上
は
入
門
の
た
め
に

師
に
贈
る
礼
物
と
し
て
の
束
脩
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。

南
湖
の
長
崎
遊
学
は
、
当
初
、
張
秋
谷
へ
の
入
門
が
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
張

秋
谷
は
、
当
時
墨
竹
画
の
名
手
と
し
て
遠
く
江
戸
で
も

盛
名
が
あ
っ
た
。
張
秋
谷
の
指

導
を
受
け
る
こ
と
は
南
湖
自
身
の
希
望
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
盛
名
を
聞
き
及
ん
で

い
た
雪
斎
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る （

17）。

十
月
二
日
、
唐
通
詞
清
河
太
平
次
を
同
道
の
う
え
、
唐
館
を
訪
ね
た
。『
夢
境
応
酬
』

の
問
答
は
こ
の
時
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
面
談
は
主
に
筆
談
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

が
、
こ
の
と
き
南
湖
は
、
竹
と
蘭
を
描
く
た
め
の
筆
二
本
と
竹
の
画
を
教
材
と
し
て
、

秋
谷
か
ら
直
に
初
歩
の
階
梯
を
示
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
際
、
秋
谷
か
ら
雪
斎
に
対
し

て
額
二
枚
と
竹
の
画
一
枚
が
贈
ら
れ
、
南
湖
に
は
水
筆
十
本
が
贈
ら
れ
た
。

そ
の
傍
ら
に
は
三
人
の
書
画
人
が
い
た
が
、
そ
の
ひ
と
り
が
費
晴
湖
で
あ
っ
た
。
費

晴
湖
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
予
備
知
識
を
得
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、『
夢
境
応
酬
』

で
は
、
む
し
ろ
晴
湖
と
の
応
酬
に
紙
数
が
多
く
割
か
れ
て
い
る
。
晴
湖
の
与
え
た
印
象

を
『
西
遊
日
簿
』
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

姓
費
、
名
肇
陽
、
字
得
天
、
別
号
晴
湖
、
浙
江
湖
州
府
居
住
、

�溪
人
也
、
画

人
。
右
逢
候
華
人
張
秋
谷
ト
晴
湖
へ
筆
ヲ
持
コ
ト
ヲ
聞
ニ
余
画
候
通
外
ニ
持
ヨ
ウ

ナ
シ

遅
筆
モ
早
筆
モ
ア
リ
、
然
シ
イ
ツ
タ
イ
モ
ノ
ヲ
カ
ク
コ
ト
テ
イ
ネ
イ
ナ
リ
、

各
筆
を
懐
中
出
シ
書
、
秋
谷
顔
色
青
、
セ
イ
高
、
ヤ
セ
テ
病
身
ノ
如
ク
静
か
ナ
ル

人
物
、
晴
湖
ハ
コ
エ
テ
タ
ク
マ
シ
、
顔
色
黒
赤
シ
テ
、
セ
イ
中
、
画
法
妙
処
ア
リ
、

印
ハ
漢
之
印
ヲ
ヨ
シ
ト
ス
。

秋
谷
は
、
墨
竹
を
描
く
一
方
で
、
惲
南
田
風
の
彩
色
花
鳥
画
を
描
い
て
お
り （

18）、
現
在

で
は
む
し
ろ
こ
の
分
野
の
画
人
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
雪
斎
は
、
文
人
画

の
主
要
分
野
の
ひ
と
つ
で
あ
る
墨
竹
の
名
手
と
し
て
認
知
し
て
い
た
張
秋
谷
に
関
心
が

あ
り
、
南
湖
も
そ
の
嗜
好
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
い
ざ
接
触
し

山 口 泰 弘
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て
み
る
と
、
本
来
花
鳥
を
得
意
と
す
る
張
秋
谷
よ
り
、
水
墨
の
山
水
を
よ
く
す
る
費
晴

湖
の
ほ
う
が
主
君
の
嗜
好
に
近
い
こ
と
を
南
湖
は
察
し
、
お
そ
ら
く
は
雪
斎
の
意
向
に

も
合
致
す
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
画
法
妙
処
ア
リ
」
と
い
う
一
言
が
関
心
の

対
象
の
変
化
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
後
の
南
湖
の
行
動
を
『
西
遊
日
簿
』
に
み
る
と
、

費
晴
湖
に
接
近
す
る
姿
勢
を
み
せ
、
そ
の
成
果
と
し
て
残
さ
れ
た
の
が
、『
夢
境
応
酬
』

で
あ
っ
た
。

五
日
に
は
、
円
山
の
茶
屋
で
開
か
れ
た
華
人
の
酒
宴
に
招
か
れ
、
席
上
、
費
晴
湖
と

の
あ
い
だ
で
画
法
に
つ
い
て
筆
談
で
応
酬
を
交
わ
し
て
い
る
。

十
四
日
に
は
張
秋
谷
か
ら
、
墨
竹
画
帖
を
つ
く
っ
た
う
え
で
雪
斎
に
進
呈
し
た
い
旨
、

通
知
を
受
け
た
。
ま
た
、
批
評
を
受
け
る
た
め
に
先
だ
っ
て
遣
わ
し
て
お
い
た
雪
斎
の

書
画
を
唐
人
た
ち
が
譲
り
受
け
た
い
と
懇
願
し
て
い
る
、
と
の
依
頼
が
あ
っ
た
。
こ
と

に
費
晴
湖
な
ど
は
、
「
日
本
ノ
風
致
ナ
シ
」
つ
ま
り
和
臭
が
な
い
と
感
心
頻
り
で
あ
っ

た
と
、『
西
遊
日
簿
』
に
は
特
筆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
復
命
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、

雪
斎
を
非
常
に
喜
ば
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
十
九
日
に
は
、
費
晴
湖
か
ら
画
筆

六
本
及
び
画
嚢
が
届
い
た
。
同
時
に
先
述
の
程
赤
城
に
依
頼
し
て
あ
っ
た
雪
斎
所
蔵
中

国
書
画
の
鑑
定
書
も
届
い
た
。
そ
の
後
も
費
晴
湖
か
ら
は
山
水
画
手
本
が
届
く
な
ど
し
、

二
十
三
日
に
は
、
再
び
唐
人
屋
敷
に
費
晴
湖
を
訪
ね
、
費
晴
湖
と
山
水
図
を
合
作
し
、

帰
国
を
目
前
に
し
た
晴
湖
の
た
め
に
、
南
湖
が
送
別
の
詩
を
賦
し
、
晴
湖
が
そ
れ
に
和

し
た
こ
と
が
『
夢
境
応
酬
』
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
華
人
た
ち
と
の
交
歓
は
、
そ

の
名
の
と
お
り
、
夢
境
に
遊
ぶ
ご
と
き
体
験
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

雪
斎
画
に
対
す
る
華
人
た
ち
の
好
ま
し
い
反
応
は
、
多
少
の
お
世
辞
は
別
と
し
て
、

『
西
遊
日
簿
』
あ
る
い
は
復
命
書
に
よ
っ
て
雪
斎
に
伝
わ
る
と
と
も
に
、
南
湖
が
収
集

し
た
中
国
書
画
や
文
房
具
は
、
雪
斎
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
物
以
上
に
「
日
本
ノ
風
致
ナ
シ
」
と
い
う
評
言
が
雪
斎
に
与
え
た
歓
び
が
い

か
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。

◯
お
わ
り
に

既
述
の
よ
う
に
、
雪
斎
の
画
を
見
た
費
晴
湖
は
、
「
日
本
ノ
風
致
ナ
シ
」
と
評
価
し

た
。
湖
上
簑
笠
『
畫
學
捷
徑
』
は
、
同
じ
意
味
を
「
和
臭
」
と
換
言
し
て
い
る
。

凡
そ
唐
畫
を
か
ゝ
ん
と
思
は
ゞ
つ
と
め
て
和
臭
を
さ
る
こ
と
を
要
と
す
。
和
臭
あ

れ
ば
い
か
ほ
ど
よ
き
畫
に
て
も
取
に
た
ら
ず
。

中
華
文
化
を
理
想
と
す
る
江
戸
時
代
後
期
の
文
人
た
ち
が
忌
む
べ
き
悪
癖
に
つ
い
て
、

華
人
が
発
し
た
「
日
本
ノ
風
致
ナ
シ
」
つ
ま
り
和
臭
を
払
拭
し
た
と
い
う
評
言
を
、
文

人
中
の
文
人
を
自
認
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
雪
斎
は
、
最
大
級
の
賛
辞
と
し
て
受
け
取
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
後
に
長
崎
を
訪
れ
た
田
能
村
竹
田
が
文
政
十
年
（
一
八
一
三
）
四
月

一
六
日

付
で

郷
里
の

友
人

高
橋

草
坪
に
送
っ
た
書

簡
に
は
、
「
唐
人
」
の
画
に
も

善
悪

巧
拙
は
も
と
よ
り
あ
る
が
必
ず
「
一
種
の
妙
処
」
が
あ
り
日
本
人
に
は
及
び
か
ね
る
と

書
い
て
い
る
の
を
み
る
と
、
日
本
の
風
致
す
な
わ
ち
和
臭
を
脱
し
て
中
華
文
化
に
近
づ

く
こ
と
は
、
中
華
文
化
を
敬
仰
す
る
文
人
た
ち
に
共
通
す
る
最
終
到
達
点
の
ひ
と
つ
で

あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
精
神
生
活
と
同
時
に
日
常
生
活
ま
で
中
華
風
に
純
化
し
よ
う

と
し
た
文
人

増
山
雪
斎
の

有
り
よ
う
を
思
い

描
く
う
え
で
、
『

弘
采

録
』
と
『
夢
境
応

酬
』
は
、
格
好
の
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

【
註
】

（
1）

昔
人
以

氣
韻

生
動

歸
之

軒
冕

巖
穴
、

然
二

百
年

來
、

巖
穴
中
名
人
代

出
、

至
軒

冕
寂

然

無
聞
矣
、
或
言
雪
齋
増
山
侯
書
畫
、
軼
畛
畦
而
直
上
、
迺
是
其
人

（

2）
山

口
泰

弘
「

増
山
雪
斎
と
そ
の

周
辺
に
つ
い
て
」
『

鹿
島

美
術

財
団

年
報
』
五

一
九

八

七
年
『
江
戸
の
風
流
才
子

増
山
雪
斎
展
』
図
録
三
重
県
立
美
術
館
一
九
九
三
年

（

3）
佐
々
木
金
三
「
弘
采
録
の
世
界
―
池
田
玄
斎
研
究
覚
え
書
」
酒
田
市
立
図
書
館

江戸時代後期における中華文化受容の様相
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（

4）「
都
下
名
流
品
題
」（
一
八
一
五
）

（
5）

雲
室
『
雲
室
隨
筆
』（
一
八
〇
八
）

雪
齋
曾
君
選
増
山
河
内
守
殿
〔
伊
勢
長
島
侯
〕
大
名
の
一
人
に
て
風
流
抜
群
の
人
な
り
、

書
畫
と
も
に
直
に
華
人
に
よ
り
て
修
せ
ら
る
と
申
事
な
り
し
が
當
時
世
の
中
の
振
合
、
遠
慮

被
致
風
流
家
出
入
も
皆
斷
り
に
て
あ
り
き
、
安
部
攝
津
守
殿
〔
武
州
岡
部
侯
〕
、
武
田
安
藝

殿
〔
高
家
〕
、
久
世
三
四
郎
殿
、
井
戸
甚
介
殿
、
皆
河
内
守
殿
交
り
厚
き
友
に
て
は
有
り
し
。

金
井
烏
州
『
無
声
詩
話
』（
一
八
五
三
）

雲
齋
長
島
老
侯
、
號
石
顛
翁
、
書
畫
並
佳
、
風
流
自
在
、
性
慈
仁
謙

�、
偶
人
之
貧
困
、

雖
踈
交
必
加
霑
接
、
山
水
人
物
、
花
卉

�毛
、
伎
無
所
不
詣
、
殊
善
爲
生
熟
外
、
求
生
拙

中
有
工
見
、
專
門
作
家
不
易
及
也
。

（

6）
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）、
中
国
浙
江
省
か
ら
沈
南
蘋
と
い
う
画
人
が
長
崎
を
訪
れ
た
。

南
蘋
の
画
は
、
鹿
・
猿
・
兎
・
鶴
・
鳳
凰
・
孔
雀
な
ど
の
走
獣
や
鳥
を
花
卉
と
取
り
合
わ

せ
て
濃
厚
華
麗
な
色
彩
で
描
い
た
写
実
的
な
花
鳥
画
が
主
で
、
そ
の
影
響
は
、
江
戸
時
代

後
期
、
雪
斎
の
時
代
に
な
る
と
ほ
ぼ
全
国
に
拡
が
り
、
の
ち
に
南
蘋
派
と
称
さ
れ
る
一
大

画
派
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
雪
斎
は
、
今
日
、
南
蘋
派
を
代
表
す
る
画
人
の
ひ
と

り
に
数
え
ら
れ
る
。

（

7）
偽
化
石
の
一
種
。
石
灰
岩
質
の
細
粒
岩
（
泥
岩
や
頁
岩
）
が
続
成
作
用
を
受
け
た
た
め

に
、
石
灰
岩
質
の
団
塊
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
楕
円
体
形
の
団
塊
の
表

面
に

亀
の

甲
状

の
多

角
形
の

割
れ

目
が
で
き
て
、

割
れ

目
に

沿
っ
て

炭
酸
石
灰
が
沈
殿
し
て

方
解
石
の
細

脈
が
生

じ
た
も
の
を

亀
甲
石
と
い
う
。
日

本
で
は

北
海

道
夕

張
地

方
の
中
生
代

白
亜

系
や
、

新
潟
県
の
新
生
代
第
三
紀
中
新
統
の
地
層
に
多
く
み
ら
れ
る
。（
日
本
大
百
科
全
書
）

（

8）
M
argaret

Jou
rd
ain
an
d
R
.
S
oam
e
Jen
y
n
s,
C
hinese

E
xport

A
rt
in
T
he
E
ighteenth

C
entury,

S
p
rin
g
B
ook
s,
1967

O
liv
er
Im
p
ey
,
C
hinoiseri e

T
he
Im
pact
of
O
riental

Styles
on
W
estern

A
rt
and
D
ecoration,

O
x
ford

U
n
iv
ersity

P
ress,

1977

G
rah
am
C
h
ild
,
W
orld
M
irrors

1650

－

1900,
S
oth
eb
y
's
P
u
b
lication

s,
1990

C
arl
L
C
rossm

an
,
T
he
D
ecorative

A
rts
of
T
he
C
hina

T
rade,

A
n
tiq
u
e
C
ollectors'

C
lu
b
,
1991

（

9）
文
化
十
二
（
一
八
一
五
）
四
月
、
南
畝
は
雪
斎
還
暦
に
あ
た
り
寿
詩
を
贈
っ
て
い
る
。

（

10）
亭
に

座
を

与
え
ら
れ
て
画
を
描
い
て
い
た

渡
辺

玄
対
は
、
江
戸
画

壇
を
代
表
す
る
画
人

谷
文

晁
の

師
で
あ
り
、
南

畝
と
は

同
年
で
、
「
今
都
下

此
人
の

右
に
出
る

者
無
之
、
畫
家
の

一
人
と
い

ふ
可
也
、
山
水
に
善

く
氣

韻
骨

法
實
に
當
世
の
畫

宗
な
り
。
」
（
『
雲
室
隨
筆
』

文
政

十
年
）
と
い
わ
れ
る
、

当
代
江
戸
き
っ
て
の

漢
画
家
で
あ
っ
た
。

若
い
こ

ろ
か
ら
雪

斎
と
も
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
。

（

11）
琴
で
は
な
い
弦
楽
器
を
琴
に
見
立
て
る
例
は
三
味
線
を
琴
に
見
立
て
た
例
が
あ
る
。

（

12）
端
門
外
姫
路
侯
邸
中
擬
蘭
亭
作

世
態
喧
々
三
日
神
姿
緩
々
春
游
随
処
飛
觴
和
楽
韵
友
淡
味
風
流

巣
丘
隠
人
雪
斎

右
は
長
島
侯
増
山
河
内
守
殿
の
事
也

（

13）
東
京
芸
術
大
学
附
属
図
書
館
に
自
筆
本
が
所
蔵
さ
れ
る
。

（

14）
奉
清
湖
先
生
書
簡
如
左

襄
者
接
清
容
於
井
筒
楼
、
飽
聞
高
辞
候
然
〃
、
別
後
無
恙
乎
、
僕
唯
不
堪
相
思
也

先
所
托

之
書
画
何
遅
々
、
発
期
己
（
巳
）
迫
焉
雖
促
之
隅
館
禁
、
不
得
至

几
下

徒
流
思

耳
、

先
生

如
終
業
焉
以
一
揮
書
画
属
清
川
氏
使
達
畢
甚
也
不
画

奉

費
晴
湖
先
生
桐
下

南
湖
木
鯤
拝
手

（

15）『
江
戸
の
風
流
才
子
増
山
雪
斎
展
』
図
録
三
重
県
立
美
術
館
一
九
九
三
年

（

16）
鶴
田
武

良
「

費
漢

源
と

費
晴

湖
来

舶
画
人

研
究
三
」
『
国
華
』
一

○
三
六

号
一

九
八

〇
年鶴
田
武
良
「
費
晴
湖
筆
山
水
図
」『
国
華
』
一
○
六
六
号
一
九
八
三
年

（

17）
荒

木
千

洲
『

續
長
崎
畫
人

傳
』
に
は
、
「

張
秋

谷
名

�、
號

露
香
、

寫
墨

竹
、

天
明
中

渡
來
。
」
と

記
さ
れ
る
。
そ
し
て
南

湖
も

墨
蘭
の
ほ
か

墨
竹
を

良
く
し
た
が
、
南

湖
の

弟
子

金
井
烏

洲
は
『
無

聲
詩
話
』
で
、
「

近
日
南

湖
翁
、

好
作
蘭

竹
、

其
法
自
清

客
張

秋
谷

脱
化

來
、

而
放
筆

縱
横
、

傍
若
無
人
、
然

其
高
風

率
不
入
時

眼
矣
、

噫
。
」
と
、

秋
谷
に

師
事
し

た
成
果
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

（

18）
馬

場
強
「

張
秋

谷
と

張
秋

穀
」
『
長
崎
を
訪
れ
た
中
国
人
の

絵
画
』
長
崎

県
立

美
術

博
物

館
一
九
八
一
年

山 口 泰 弘
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