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採
加連

お詫びと訂正

下記の箇所に誤りがありました。

お詫びして訂正いたします。

9頁 図5
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The implication of "Siren" 

The lotus has been the theme of painting, and there many master works which delineate it. Its 
flower is pure and innocent, and gives the feeling of loneliness and silence after it is withered. 
Chiba is where ancient lotus was discovered and its life was reinstated. Coincidentally, the Chiba 
City Museum of Art is located on a street made by reclaiming the lotus field called Lotus Pond 
(Hasu-ike) in ancient times. Siren has the same phonetic expression as Siren in Greek mythology 
who lured mariners to their destruction. The name of the bulletin was decided with the intention 
to weave the beautiaes of both present and ancient times as if harvesting the lotus and to discuss 
the arts which lure us like a Siren. 

採
蓮
の
い
わ
れ

Chiba City Museum of Art 

蓮
は
古
来
の
画
題
で
あ
り
そ
れ
を
描
い
た
名
画
は
多
い
。

そ

の
花
は
清
浄
無
垢、

ま
た
枯
れ
て
は
寂
蓼
の
情
を
も
た
ら
す。

千
葉
は
古
代
蓮
の
種
が
発
掘
さ
れ
現
代
に
命
を
復
活
し
た
町

で
あ
り、

奇
し
く
も
千
葉
市
美
術
館
は
古
に
は
蓮
池
（
は
す
い

け）
と
呼
は
れ
蓮
の
慄
う
池
を
埋
立
て
た
と
い
う
い
わ
れ
の
繁

華
街
に
位
個
す
る。

音
通
す
る
s
i

r
e
n

は
美
声
を
し
て
船
乗
り

を
誘
惑
し
難
破
さ
せ
る
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
海
の
精
で
あ
る。

蓮

を
採
る
が
如
く
古
今
の
美
を
紡
ぎ、

妖
精
の
如
く
人
を
魅
惑

す
る
芸
術
に
就
い
て
論
ず
べ
く
本
誌
の
題
を
定
め
た
。

千
葉
市
美
術
館

5
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は 、

貞
享・
元
禄
期
頃
の
肉
葎
作
品
よ
り
は
や
や
硬
質
な
描
線

で 、

し
ば
し
ば
二
重
瞼
が
目
立
ち 、

頬
を
高
く
し
て
顎
を
細

目
に
描
く
そ
の
顔
貌
表
現
等
は（
図
1.
2) 、

延
宝・
天
和
期
（
一

六
七
三
ー

八
四）
頃
の
制
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
師
宣
の
版
画・

肉
筆
作
品
に
兒
る
人
物
像
に
一

致
す
る 。

現
存
す
る
数
少
な

図
2 � 

千
葉
市
美
術
館
所
蔵
「
隅
田
川・
上
野
風
俗
図
屏
風
」
（
以

下 、

千
葉
市
本
と
い
う）
は 、

無
款
な
が
ら 、

菱
川
師
宜
〈
？

ー
元
禄
七
年（
一

六
九
四）
〉
の
制
作
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
数

少
な
い
屏
風
絵
作
品
の
一

っ
と
し
て 、

極
め
て
貫
重
な
資
料

で
あ
る 。

師
宣
に
は 、

そ
の
弟
子
た
ち
の
箔
を
交
え
た
工
房

作
の
問
題
を
優
先
的
に
考
え
る
べ
き
作
品
も
多
い
が ‘

報
告

さ
れ
て
い
る
中
で
師
宣
本
人
が
中
心
的
に
制
作
し
た
と
考
え

る
こ
と
で
ほ
ぽ
一

致
を
み
て
い
る
屏
風
絵
作
品
は 、
（
一
）
「
歌

舞
伎•
吉
原
風
俗
図
屏
風
」
ポ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵 、

天
和・
貞
享

期
（
一

六
八
一

ー
八
八）
頃 、

「
菱
河」
「
師
宣」
の

後
捺
印
あ

り 、
（
二）
「
隅
田
川・
上
野
風
俗
図
屏
風
」
フ
リ
ア
美
術
館
蔵 、

貞
享・
元
禄
期
（
一

六
八
四
ー

一

七
0
四）
前
半
頃 、

署
名
「
房

國
菱
川
師
宣
園」
印
文
不
明
朱
印
二
顆 、
（
三）
「
歌
舞
伎
図
屏

風
」
東
京
国
立
博
物
館
蔵 、

元
禄
期
（
一

六
八
八
ー

一

七
〇

四）
前
半 、

無
款 、

の
三
点
の
み
で
あ
る 。

千
葉
市
本
の
描
写

フ

田
辺
昌
子

い
師
宣
の
屏
風
絵
の
中
で
も 、

ま
た
菱
川
派
の
肉
箪
画
全
体

の
中
で
も 、

早
期
に
制
作
さ
れ
た
作
品
と
し
て
存
在
意
義
も

高
く
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る 。

本
屏
風
に
は
大
幅
な
改
装
を

経
た
跡
が
確
認
で
き 、

当
初
の
姿
が
著
し
く

損
な
わ
れ 、

そ

の
た
め
に
大
画
面
な
ら
で
は
の
迫
力
が
相
当
に
滅
じ
ら
れ
て ．

い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
惜
し
ま
れ
る
が 、

そ
れ
で
も
な
お
作

品
に
示
さ
れ
た
時
代
観 、

風
俗
表
現
等
は
興
味
深
く 、

ま
た

人
物
描
写
も
十
分
に
時
代
を
感
じ
さ
せ
て
魅
力
的
で
あ
る 。

作
品
内
容・
画
風
に
つ
い
て
は 、

す
で
に
内
田
欽
三
氏
に
よ

る
論
考
が
あ
り 、

菱
川
師
宣
盛
期
の
作
品
で
あ
る
可
能
性
も

指
摘
さ
れ
て
い
る（
註
1)。

本
論
で
は 、

ま
ず
内
田
論
文
に
紹

介
さ
れ
た
本
作
品
の
改
装
状
況
に
つ
い
て
補
足
を
さ
せ
て
い

た
だ
き 、

屏
風
の
現
状
を
よ
り
明
ら
か
に
し
た
上
で 、

ア
美
術
館
所
蔵
の
「
隅
田
川・
上
野
風
俗
図
屏
風
」
（
以
下 、

リ
ア
本
と
い
う）
と
比
較
し
な
が
ら 、

作
品
内
容
の
復
元
を
案

じ
て
み
た
い

。

次
に
千
葉
市
本
に
梅
若
塚
が
描
か
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し 、

当
時
の
江
戸
の
名
所
意
織
に
照
ら
し
な
が

ら
そ
の
制
作
時
期
の
裏
付
け
と
も
し 、

ま
た
師
宣
の
浮
世
絵

師
ら
し
い
新
た
な
創
意
も
確
認
し
て 、

こ
の
作
品
の
意
義
を

論
じ
て
み
た
い
と
思
う 。

図
1

菱
川
師
宣
「
隅
田
川・
上
野
風
俗
図
屏
風
」
に
つ
い
て

フ
リ



図
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図
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千
葉
市
本
の
現
状

本
作
品
は 、

紙
本
杵
色
の
六
曲一
双
屏
風
に
仕
立
て
ら
れ

て
い
る
が 、

寸
法
は
い
わ
ゆ
る
本
間
屏
風
よ
り
か
な
り
小
さ

く 、

ま
た
平
均
的
な
中（
小）
屏
風
と
し
て
も一
般
的
な
大
き

さ
と
は
い
え
な
い
も
の
で 、

各
災
高一
〇
六・
八
X
横
二
四一
・

ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
で
あ
る 。

仮
に
右
投
と
す
る
屏
風
画
面（
図
3)
に
は 、

第一
・

ニ
扇
下
方
に

大
き
く
屋
形
船
が
描
か
れ
て
お
り 、
「
河一
丸」
の
石
板
が
掲

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら 、

の
ち
の
師
宜
の
作
品
に
も
し
ば

し
ば
登
場
し
た
隅
田
川
に
尖
在
の
楽
華
な
屋
形
船「
河（
川）
一

丸」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る 。
こ
の
上
方
に
は
第
三
扇
へ
と
ま

た
が
っ
て 、

川
に
張
り
出
し
た
座
敷
を
持
つ
か
な
り

大
き
な

科
理
茶
屋
が
描
か
れ
て
い
る 。

そ
の
建
物
の
傍
に
は 、

松
の

大
樹
と
共
に
紅
葉
が
交
え
ら
れ
て
描
か
れ
て
お
り 、

こ
の
画

面
の
季
節
は
秋
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る 。

第
四
扇
以
降
に
は 、

不
忍
池
の
景
が
描
か
れ
る
が 、

第
三・

四
局
の
間
の
画
面
の
つ
な
が
り
は
不
自
然
で 、

明
ら
か
に
画

面
の
断
絶
が
あ
る 。

上
野
は 、

寛
永
二
年（一
六
二
五）
の
東

叙
山
寛
永
寺
建
立
時
に 、

不
忍
池
を
琵
琶
湖
に
み
た
て
て
小

島
を
造
り 、

弁
財
天
を
ま
つ
っ
て
か
ら
人
気
と
な
っ
た
場
所

で
あ
る 。

遠
方
の
小
誤
と
し
て
描
か
れ
る
の
は 、

祁
ぴ
た
風

情
か
ら
谷
中
感
応
寺
の
塔
と
思
わ
れ
る 。

隅
田
川
の
穀
に
紅

葉
が
描
き
込
ま
れ
て
い
た
の
と
は
対
照
的
に 、

弁
天
堂
の
周

ま
ず
画
面
内
容
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い 。

[

-

]
 

リ
に
は
桜
が
咲
い
て
お
り
季
節
を
春
と
知
る 。

上
野
と
隅
田
川 、

春
と
秋
が
屏
風
の
中
心
で
断
絶
を
起
こ

し
な
が
ら
不
自
然
に
並
列
す
る
こ
と
は 、

左
災（
図
4)
に
お
い

て
も
同
様
で
あ
る 。

第一
扇
下
方
に
は
寛
永
寺
患
門
が
描
か

れ
て 、

桜
を
愛
で
て
遊
歩
す
る
人
々
な
ど
が
第
三
扇
ま
で
は

続
く
が 、

第
四
扇
か
ら
第
六一
扇
で
は
再
ぴ
屋
形
船
の
浮
か
ぶ

隅
田
川
の
穀
観
と
な
り 、

て
い
る 。

そ
の
あ
た
り
に
は
紅
葉
が
描
か
れ

こ
の
不
自
然
な
画
孤
構
成
は 、

も
ち
ろ
ん
当
初
か
ら
の
も

の
で
は
な
く 、

現
在
の
様
な
形
態
に
仕
立
て
直
さ
れ
た
時
に 、

大
幅
な
改
装
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る 。

す

な
わ
ち 、

も
と
も
と
は 、

右
隻
の
第一
ー

三
扇
と
左
斐
の
第

四
上ハ
扇
は
同一
画
面
で
秋
の
隅
田
川
を
表
し 、

同
様
に
左

斐
の
第一
i

三
扇
と
右
隻
の
第
四
iiハ

扇
と
が
一
画
面
上
に

あ
り 、

春
の
卜

野
の
穀
観
を
表
し
て
い
た
も
の
が 、

い
つ
の

時
点
か
に
大
幅
な
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る 。

ま
た

そ
れ
に
伴
い 、

画
面
の
つ
な
が
り
を
何
と
か
納
得
の
い
く
も

の
に
す
る
た
め
に 、

各
隻
第
三
扇
と
第
四
扇
の
間
に
は 、

後

補
お
よ
び
補
箱
が
多
く
認
め
ら
れ 、

ま
た
全
体
に
蒔
か
れ
た

金
砂
子
な
ど
も
後
か
ら
加
え
て
辻
棲
を
合
わ
せ
て
い
る
の
で

あ
る 。

従
っ
て 、

例
え
ば
左
隻
第
三
扇
に
か
か
っ
て
い
る
松

や
紅
葉
の
部
分
も
ま
っ
た
く
の
補
箪
で
あ
る 。

図
5
は 、

こ

の
屏
風
の
改
装
状
況
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
が 、

斜
線
部

分
は 、

本
紙
自
体
欠
損
が
あ
っ
た
も
の
を 、

紙
を
継
ぎ
足
し

て
画
面
を
補
っ
た
と
思
わ
れ
る
部
分
で
あ
る 。

図
3

い （隅田川第2届） 盲l貫 (fllll田川第1扇） り
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り

昇
風
で
あ
り、

保
存
状
態
も
極
め
て
良
い。

落
款
の
位
置
に

内
田
氏
の
論
文
に
指
摘
の
な
い
改
装
状
況
と
し
て
注
目
さ

れ
る
の
は、

各
斐
第
二
扇
と
第
五
扇
に
上
か
ら
下
ま
で
縦
に

細
い
帯
状
の
直
し
た
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る。

図

5
に
は
そ
れ
を
波
線
で
示
し
た
が、

筆
者
は、

こ
の
線
こ
そ

制
作
当
初
に
屏
風
装
さ
れ
た
時
の
折
れ
線
跡
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る。
こ
の
線
か
ら
屏
風
の
中
心
或
い
は
端
あ
た
り

ま
で
を
お
お
よ
そ
も
と
の
一
扇
分
と
す
る
な
ら
ば、

現
状
よ

り
一＿
扇
の
幅
は
ゆ
っ
た
り
と
し、

本
間
屏
風
な
ど
に
一
般
的

な一
扇
の
輻
の
寸
法
に
近
い
イ
メ
ー
ジ
と
な
る。

従
っ
て
本

作
品
は
当
初、

よ
り
大
型
の
六
曲一
双
屏
風
と
し
て
制
作
さ

れ
た
可
能
性
も
強
く
予
想
さ
れ、

そ
う
だ
と
す
れ
ば、

各
隻

二
扇
分
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る。

画
面
本
紙
の
紙
つ

ぎ
は、

そ
れ
ぞ
れ
横
に
ほ
ぽ
一
直
線
に
な
っ
て
お
り、

ま
た

画
面
の
上
下
部
分
は、

絵
の
収
ま
り
具
合
か
ら、

大
き
く
切

り
詰
ま
っ
た
感
じ
が
し
な
い
こ
と
か
ら、

屏
風
の
高
さ
ま
で

を
本
間
屏
風（
約一
五
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル）
と
同
じ
に
考
え

る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が、

横
方
向
に
は、

現
状

よ
り
随
分
広
い
画
面
が
展
開
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る。

上
野
図
の
方
で
い
え
ば、

画
面
右
方
に
寛
永
寺
の
黒
門、

左
端
に
不
忍
池
と
い
う
配
置
は、

フ
リ
ア
本（
図
6)
で
も
同
様

で
あ
り、

こ
の
配
置
を
動
か
ぬ
も
の
と
す
れ
ば、

本
屏
風
の

場
合、

も
と
の
状
態
の
六
曲
屏
風
か
ら
中
央
部
分
が
失
わ
れ

て
い
る
こ
と
は
確
実
で、

残
っ
た
四
扇
を
無
理
に
現
在
の
よ

う
な
六
扇
に
作
り
替
え
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
の
よ
う
に
思

よ
り、

浅
草
寺
を
大
き
く
描
い
て
主
題
の
中
心
と
し
た
隅
田

川
の
秋
骰
が
右
隻、

寛
永
寺・
不
忍
池
を
主
た
る
舞
台
と
し
た

上
野
の
春
景
を
左
隻
と
し
て
お
り、
〈
上
野
ー
春〉、
〈
隅
田
川

ー
秋〉
と
い
う
主
題
構
成
は、

基
本
的
に
千
葉
市
本
の
構
成
と

一
致
す
る。
明
ら
か
に
千
葉
市
本
よ
り
も
制
作
年
代
の
下
が

る
フ
リ
ア
本
の
画
風
は、

洗
練
さ
れ
て
明
る
＜、

穏
や
か
な

色
調
を
持
っ
て
お
り、

ふ
っ
く
ら
と
丸
み
の
あ
る
人
物
の
頻

さ
て、

千
葉
市
本
と
共
通
す
る
尿
観
や
モ
チ
ー
フ
を
あ
ら

た
め
て
フ
リ
ア
本
の
中
に
確
認
し
て
い
っ
て
み
る
と、

ま
ず

成
は、

フ
リ
ア
本
右
隻
の
隅
田
川
図
で
は、

第一
1
三
扇
に
描
か
れ

た
内
容
が
こ
く
親
し
い
関
係
に
あ
る
こ
と
に
気
付
く。

画
而

に
広
く
配
さ
れ
た
隅
田
川
の
流
れ
に
は、

左
方
向
へ
進
も
う

と
す
る
大
型
の
屋
形
船
が
描
か
れ
て
お
り、

後
方
に
川
面
に

張
り
出
し
た
座
敷
の
あ
る
料
理
茶
屋（
註
2)

が
あ
る
と
い
う
構

千
葉
市
本
と
よ
く
共
通
す
る。

船
の
部
屋
別
で
ほ
ぼ

男
女
に
分
か
れ
た
人
物
構
成（
註
3)

や
ま
た
料
理
茶
屋
に
見
え

る
男
色
ら
し
い
男
同
士
の
洒
宴
な
ど、

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い

る
人
物
像
も
似
て
い
る。

両
者
の
比
較
は、

千
葉
市
本
の
中
で、

周
り
の
描
写
に
何

の
脈
略
も
な
く
ぽ
つ
ん
と
不
自
然
に
し
ゃ
が
ん
で
何
か
を
指

さ
す
男（
図
7)

の
存
在
を
説
明
し
て
く
れ
る
こ
と
で
も
面
白
い。

同
様
の
男
の
図
柄（
図
8)

は、

フ
リ
ア
本
の
右
斐
第
二
扇
下
部

わ
れ
る。

隅
田
川
図
の
方
も、

右
方
に
大
型
の
屋
形
船
と
料

理
茶
屋
を
描
い
て
い
る
こ
と
で
フ
リ
ア
本
と
共
通
し
て
お
り、

ま
た
画
而
左
上
隅
に
遠
景
を
置
く
こ
と
も一
般
的
で
破
綻
な

く、

中
央
二
扇
を
失
っ
て
い
る
可
能
性
が
強
い。

図
5
で
は、

現
状
の
画
面
が、

当
初
の
屏
風
で
第
何
扇
に
位
置
し
て
い
る

と
推
測
さ
れ
る
か
を（
）
内
に
記
し
た。
こ
の
中
で
寛
永
寺
黒

門
の
描
か
れ
た
扇
を（
上
野
第
2
扇）
と
し
た
の
は、
一
般
的

に
六
曲
屏
風
で
は
第一
・
六
扇
の
幅
が
他
扇
よ
り
短
い
の
が
通

常
で
あ
る
こ
と
を
考
應
に
入
れ
た
も
の
で、

絵
の
様
子
か
ら

い
っ
て
も
こ
の
部
分
を
短
い
幅
の
扇
と
し
て
想
定
で
き
な
い

こ
と
か
ら、

こ
れ
を
当
初
の
第
二
扇、

次
を
第
三
扇
と
し、

第一
扇、

第
四
扇
が
失
わ
れ
た
と
考
え
た
も
の
で
あ
る。
こ

の
よ
う
に、

当
初
の
各
隻
中
心
部
分
を
含
め
た
二
扇
分
が
抜

け
て
複
雑
な
改
装
を
経
た
千
葉
市
本
は、

た
と
え
現
状
態
の

も
の
を
左
右
三
扇
ず
つ
入
れ
替
え
た
と
し
て
も、

画
面
は
滑

千
葉
市
本
の
復
元
案

構
成
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か。
こ
こ
で
は

千
葉
市
本
の
本
来
の
姿
を、

フ
リ
ア
本
を
契
機
と
し
て
想
定

し
て
み
た
い
と
思
う。
フ
リ
ア
本
の
大
き
さ
は
一
六
五・
五
X

三
九
七・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と、

か
な
り
大
型
の
六
曲一
双

に
も
存
在
し
て
お
り、

こ
こ
で
こ
の
男
は、

隅
田
川
の
船
遊

び
の
様
子
な
ど
を
指
さ
し
な
が
ら、

身
分
あ
る
女
性
の
乗
っ

た
鴛
籠
を
先
導
す
る
女
性
に
何
事
か
を
話
し
か
け
て
い
る
の

で
あ
る。

前
章
に
述
べ
た
よ
う
に
想
定
さ
れ
る
千
葉
市
本
当

初
の
状
態
の
屏
風
に
お
い
て
も、

こ
の
男
は
隅
田
川
図
の
第

二
扇
に
位
置
す
る
は
ず
で
あ
り（
図
5)、

現
状
で
は
孤
立
し
た

存
在
の
こ
の
男
も
ま
た、

か
つ
て
は
こ
の
よ
う
に
主
人
た
ち

を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う。

さ
ら
に
失
わ
れ
た
部
分
に
は

隅
田
川
西
岸
の
に
ぎ
や
か
な
人
物
の
往
来
が
描
か
れ
て、

現

存
の
左
隻（
図
4)

と
し
た
う
ち
第
四
ー
六
扇
の
人
物
群
に
連
な

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る（
註
4)。

フ
リ
ア
本
に
は、

第
二
＼
六
扇
に
渡
っ
て
駒
形
堂
お
よ
ぴ

浅
草
寺
の
大
伽
藍
が
描
か
れ
て
い
る
が、

こ
れ
が
千
葉
市
本

に
も
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
証
拠
は
画
面
上
認
め
ら
れ
な
い。

た
と
え
欠
損
部
分
に
描
か
れ
て
い
た
と
し
て
も、

フ
リ
ア
本

の
よ
う
な
大
き
な
扱
い
で
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は、

あ

り
そ
う
も
な
い。

画
面
左
上
よ
り
対
角
線
を
引
い
て、

そ
の

線
を
は
さ
ん
で
隅
田
川
と
浅
草
寺
を
分
け
て
収
め
た
よ
う
な

理
知
的
に
計
算
さ
れ
た
構
図
の
フ
リ
ア
本
に
対
し
て、

現
存

画
面
全
部
に
水
流
が
広
く
描
か
れ
て
い
る
千
葉
市
本
で
は、

川

の
流
れ
を
横
に
広
く
長
く
構
成
し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ、

も
と
も
と
浅
草
寺
を
描
い
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
十
分
に

考
え
ら
れ
る。

フ
リ
ア
本
左
隻
の
上
野
図
は、

画
面
右
端
に
寛
永
寺
の
入

口、
い
わ
ゆ
る
黒
門
を
配
し、

左
端
に
不
忍
池
を
配
す
る
構

葉
市
本
は
失
わ
れ
た
部
分
を
含
め
て
本
来
ど
の
よ
う
な
画
面

前
章
に
述
べ
た
よ
う
な
改
装
状
況
を
前
提
と
し
た
時、

千

u
-
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ら
か
に
は
絞
い
て
く
れ
な
い
の
で
あ
る。

図
7

IJ'
心土

図
6
(『
日
本
屏
風
絵
集
成
第
14
巻
風
俗
画
ー
遊
楽
誰
が
袖」
よ
り
複
写
転
載） （左隻）
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千
菓
市
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
や
は
り
師
宜
の
「
角
田
川
図」

（
図
11)
で
は、

い
ま
だ
露
天
で
あ
っ
た
頃
の
芝
居
小
届
に
お
け

る
こ
の
物
語
の
上
演
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
て
興
味
深
い
。

舞

台
上
に
は、

笹
を
持
つ
姿
で
も
わ
か
る
よ
う
に、

物
狂
い
と

な
っ
た
母
親
役、

こ
の
舟
が
乗
っ
て
き
た
隅
田
川
の
渡
し
船、

そ
し
て
右
端
に
は
柳
樹
を
い
た
だ
い
た
梅
若
塚
の
造
り
物
が

四
か
れ
て
い
る。

落
款
に
従
え
ば
延
宝
七
年（
一

六
七
九）
の

戸
各
地
に
認
め
ら
れ
て
く
る
新
名
所
が、

遊
楽
の
拠
点
と
し

図
11

は
隅
田
川
の
岸
辺
に
埋
葬
さ
れ、

柳
を
植
え
て
サ暴
標
と
し
た

塚、

す
な
わ
ち
梅
若
塚
が
築
か
れ
る
の
で
あ
る。

翌
年
の
命

□
三
月
十
五
n
に
里
人
が
塚
の
前
で
念
仏
を
唱
え
て
い
る
と、

そ
こ
に
都
か
ら
我
が
子
を
探
し
て
物
狂
い
と
な
っ
た
け
が
や

っ
て
来
て、

梅
若
丸
の
霊
に
出
会
う
と
い
う
筋
立
て
で
あ
る。

塚
の
あ
る
木
母
寺
は、

こ
の
母
が
塚
の
そ
ば
に
菩
提
を
弔
う

棠
を
建
て
た
こ
と
が
創
建
の
い
き
さ
つ
と
さ
れ
る
寺
で、

初

め
梅
＂布
寺
と
い
っ
て
い
た
が、

慶
長
十―
一
年（
一

六
0
七）
に

関
白
近
衛
信
手
が
下
向
し
た
時
に、

あ
ま
り
に
消
裁
に
す
ぎ

る
名
を
改
め、
「
梅」
の
文
字
か
ら
木
母
寺
と
し
た
と
も
伝
え

ら
れ
て
い
る。

文
学・
演
劇
史
t
隅
田
川
物
と
い
う
一

ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
す

る
ほ
ど
並口
及
し
た
こ
の
話
は、

歌
舞
伎
に
も
取
り
上
げ
ら
れ、

図
10

一

体
何
を
象
徴
し
て
い

フ
リ
ア
本
と
千
葉
市
本
は、

‘E
題
構
成、

ま
た
両
面
構
成

に
近
似
し
た
点
を
持
ち
な
が
ら
も、

慈
図
す
る
と
こ
ろ
に
は

若
＋
の
ず
れ
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る。

す
な
わ
ち
フ
リ

ア
本
で
は
浅
11
寺
と
5兄

水
寺
の
伽
藍
を
常
々
と
し
た
構
築
性

の
も
と
に
r
甜ナ
に
扱
い、

よ
り
謹
直
で
現
尖
的
な
光
景
と
し

て
対
比
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
に
対
し、

千
葉
市
本
で
は
隅
田

川
の
舟
遊
び
と
上
野
の
花
見
に
、ゼ
題
を
絞
り
込
み、

よ
り
卒

楽
的
な
内
容
に
主
眼
を
閥
い
て
い
る
よ
う
に
息
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る。

想
像
の
域
を
出
な
い
が、

描
き
込
み
も
申
し
分
な

く、

大
型
で
仕
立
て
も
豪
蔀
な
屏
風
で
あ
る
フ
リ
ア
本
で
あ

梅
若
塚
と
は、

謡
曲「
隅
田
川」
に
代
表
さ
れ
て
よ
く
知
ら

れ
る
物
語
の
中
の
塚
で、

塚
を
守
っ
て
い
た
の
が
向
島
の
木

母
寺
で
あ
っ
た。

人
買
い
に
さ
ら
わ
れ
た
梅
若
丸
は、

京
よ

り
は
る
ば
る
束
へ
連
れ
て
米
ら
れ
る
が、

隅
田
川
に
た
ど
り

行
い
て
病
に
倒
れ、

遂
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う。

そ
の
亡
骰

千
葉
市
本
に
お
け
る
名
所
観
—
梅
若
塚
を
め
ぐ
っ
て

わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る。

と
思
う。

―

つ
の
特
徴
に
つ
い
て
指
摘
し
た
卜
で、

結
論
に
加
え
た
い

成
に
お
い
て、

千
葉
市
本
と
共
通
す
る。

内
田
氏
は、

伝
統

的
に
花
見
遊
楽
の
図
に
は
必
ず
描
か
れ
る
は
ず
の、

帳
篠
や

屏
風
で
周
リ
を
囲
み
花
兄
の
宴
を
楽
し
む
人
々
の
姿
が、

千

葉
市
本
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
疑
問
を
提
示
さ
れ、

不

忍
池
の
大
き
な
扱
い
に
そ
の
店
図
を
読
ま
れ
て
い
る
が（
註
5)、

こ
れ
も
や
は
り、

失
わ
れ
た
第
四
扇
と
第
五
局
の
欠
損
部
分

に
こ
の
化
見
の
哀
席
の
光
製
が
描
か
れ
て
い
た
と
芍
え
る
方

が
自
然
で
あ
ろ
う。

フ
リ
ア
本
と
追
い
千
葉
市
本
で
は、

不

忍
池
の
後
方
に
す
ぐ
に
遠
穀
が
き
て
し
ま
う
こ
と
や、

浅
卒

寺
の
扱
い
が
小
さ
い
（
或
い
は
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た）
こ
と

か
ら
も、

フ
リ
ア
本
の
よ
う
な
寛
永
寺
伽
藍
の
偉
容
を
伝
え

る
構
成
が
主
眼
と
な
っ
て
い
た
と
は
思
え
ず、

千
葉
市
本
現

状
の
左
災（
図
4)

の
第
三
扇
に
見
る
よ
う
な
画
面
中
央
方
向
へ

歩
む
人
々
の
様
子
か
ら
も、

花
兄
行
楽
の
様
子
が
大
き
く
扱

れ
ば、

制
作
依
頼
者
に
相
当
な
地
位
の
あ
る
人
物
が
想
定
さ

れ、

そ
れ
が
特
製
本
と
し
て
の
性
格
を
明
ら
か
に
し、

謹
直

な
画
風・
内
容
に
表
現
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

近
年

紹
介
さ
れ
た
英
一

蝶
の
浴
款
を
布
す
る
「
党
永
寺・
浅
平
寺
参

詣
図
肝
風」
（
個
人
蔵、

千
葉
市
美
術
館
寄
託）（
図
9)
と
い
っ

た
作
品
の
よ
う
に、
〈
如兄
永
寺
ー
春〉
と
〈
浅
草
寺
ー
秋〉
を
直

裁
的
に
対
比
さ
せ
る
作
品
群
が
一

系
統
を
成
し
て
い
た
と
し

て
も、

元
禄
期
以
降
の
菱
川
派、

ひ
い
て
は
浮
枇
絵
派
が
直

接
受
け
紺
い
だ
の
は、

む
し
ろ
千
葉
市
本
の
よ
う
な
享
楽
性

の
高
い
内
容
で
あ
る
だ
ろ
う。

そ
う
い
っ
た
性
格
を
持
つ
早

期
の
作
品
と
し
て
千
葉
市
本
の
什
在
意
義
が
評
価
さ
れ
る
と

思
う
が、

こ
の
こ
と
は、

次
章
に
述
べ
る
T
葉
市
本
の
も
う

＝―
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千
葉
市
木
の
隅
田
川
図
の
画
面
左
上
に
は、

比
較
的
大
き

な
扱
い
で、

梅
若
塚
と
思
わ
れ
る
柳
を
植
え
た
塚（
図
10)
が
描

か
れ
て
い
る
の
だ
が、

こ
の
塚
は
フ
リ
ア
本
に
は
扱
わ
れ
て

い
な
い
。

つ
い
で
に
言
え
ば、

そ
の
ヒ
に
月
が
描
か
れ
て
い

る
の
も
フ
リ
ア
本
に
は
な
く、

こ
の
一

画
だ
け、

ど
こ
か
詩

的
な
叙
梢
性
さ
え
感
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
こ
で
優

先
さ
れ
て
描
か
れ
た
梅
若
塚
と
は、

る
の
で
あ
ろ
う
か。

作
で、

浅
野
秀
剛
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば、

現
在
知
ら
れ
る
歌

舞
伎
の
隅
田
川
物
ヒ
浙
記
録
の
品
も
古
い
元
禄
元
年（
一

六
八

八）
を
几
年
遡
る
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
る（
註
6)。

史
学
者
た
ち
の
江
戸
名
所
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
考
察
の

中
で、

本
作
品
に
と
っ
て
重
淡
と
思
わ
れ
る
の
は、

梅
若
塚

が
中
椎
以
米
上
方
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
名
所
で
あ
り、

名
所

旧
跡
の
乏
し
か
っ
た
新
典
都
市
江
戸
に
と
っ
て
は、

京
都
に

対
し
て
誇
れ
る
唯
一

の
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
註
7)。

そ
も
そ
も
名
所
と
い
う
の
は
古
典
和
歌
と
共
に
語
ら

れ
て
格
式
を
持
つ
べ
き
場
所
で
も
あ
る。

在
原
業
平
を
主
人

公
と
み
る
『
伊
勢
物
語」
第
九
段
で
の
和
歌「
名
に
し
負
は
ば
い

ざ
こ
と
と
は
む
都
烏

わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と」
な

ど
の
古
歌
に
よ
っ
て、

ま
た
中
世
以
降
は
謡
曲
に
代
表
さ
れ

る
梅
若
丸
の
物
語
に
よ
っ
て、

都
の
人
々
は、

ほ
と
ん
ど
唯

一

の
江
戸
の
名
所
と
し
て、

隅
田
川
周
辺
に
稚
や
か
な
思
い

を
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
た。

山
口
剛
氏
の
指
摘
の
よ
う
に（
註

8)、

梅
若
塚
は、

都
を
遠
く
離
れ
て
亡
く
な
っ
た
京
産
で
あ

る
と
い
う
だ
け
で、

特
別
な
思
い
入
れ
を
も
っ
て
京
の
人
々

の
哀
れ
を
誘
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る。

江
戸
時
代
初
期
に
お

い
て、

京
の
人
々
が
江
戸
へ
米
て
訪
ね
た
い
の
は、

何
と
言

を
集
め
た
い
江
戸
名
所
だ
っ
た
の
で
あ
る。

っ
て
も
隅
田
川
な
の
で
あ
っ
た。

そ
し
て
江
戸
の
人
々
に
と

っ
て
も
隅
田
川・
梅
若
塚
は、

半
ば
作
為
的
に
演
出
し
て
で
も

大
切
に
し
た
い、

最
も
優
先
的
に
挙
げ
て
京
の
人
々
の
関
心

つ
ま
り
後
に
江
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図
14

図
13
『
江
戸
名
所
記』

そ
れ
か
ら
十
五
年
を
経
た
後
の
こ
と
で、

延
宝
五
年（
一

六
七

七）
に
「
江
戸
雀」
が
出
版
さ
れ、

六
二
の
う
ち
三
三
項
目
に
付

さ
れ
た
挿
絵
は、

菱
川
師
官一
の
箪
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た。

「
江
戸
名
所
記j
も
「
江
戸
雀』
も
共
に
「
角
（
隅）
田
川」
と
い

う
一

項
目
を
設
け
て
お
り、

古
歌
を
引
き
な
が
ら
隅
田
川
お

よ
ぴ
梅
若
塚
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る。

双
方
と
も
こ
の
項
目

に
対
し
て
挿
絵
が
あ
る（
図
13.
14)
の
だ
が、

注
目
さ
れ
る
の
は、

「
隅
田
川
」
と
い
う
項
目
名
に
対
し
て
川
の
流
れ
そ
の
も
の
で

は
な
く、

共
に
梅
若
塚
お
よ
び
木
母
寺
を
挿
図
と
し
て
選
ん

で
い
る
こ
と
で
あ
る。

す
な
わ
ち
「
隅
田
川」
と
い
う
名
所
か

ら
ま
ず
想
起
さ
れ
て
い
た
の
は、

伝
統
的
な
名
所
観
を
呼
ぴ

起
こ
す
梅
若
丸
の
物
語
で
あ
り、

な
い
の
で
あ
る。

そ
の
物
語
の
舞
台
で
あ
る

梅
若
塚
を
描
く
こ
と
こ
そ
煎
要
だ
っ
た
の
で
あ
る。

そ
れ
は

そ
の
影
瑯
も
受
け

ま
ず
京
都
の
出
版
物
に
お
い
て
行
わ
れ、

た
ら
し
い
江
戸
の
出
版
物
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
た
の
で
あ

る。
「
江
戸
雀」
で
は
か
ろ
う
じ
て
水
辺
が
描
か
れ
て
い
る
も

の
の、

「
江
戸
名
所
記」
の
中
で
は
川
の
流
れ
さ
え
確
認
さ
れ

こ
の
二
つ
の
挿
図
を
比
べ
て
み
る
と、

梅
若
塚
の
様
子
は

か
な
り
異
な
っ
て
い
る。
「
江
戸
名
所
記」
で
は、

塚
の
上
に

梅
若
を
山
王
権
現
の
化
現
だ
と
し
て
ま
つ
っ
た
と
い
う
社、

そ

の
脇
に
柳
樹
が
あ
り、

こ
れ
を
板
塀
が
囲
ん
で
い
て、

塚
を

上
が
る
階
段
の
途
中
に
鳥
居
が
あ
る。

一

方
「
江
戸
雀」
で
は、

水
辺
に
樹
木
が
描
か
れ、

そ
の
中
に
梅
若
塚
が
あ
る。

盛
り

土
に
柳
だ
け
で、

そ
れ
を
囲
む
塀
も
社
も
描
か
れ
て
い
な
い

延
宝
七
年
（
一

六
七
九）
の
年
紀
の
あ
る
「
梅
若
権
現
御
縁

起」
（
三
巻）
は、

木
母
寺
に
伝
え
ら
れ
る
縁
起
絵
巻
で
あ
る（
註

11
)。

話
の
流
れ
に
沿
う
と
お
り、

梅
若
の
母
が
渡
し
船
で
や

っ
て
来
る
と
嬰
人
が
塚
の
前
で
念
仏
を
唱
え
て
い
る
と
い
う

場
面（
図
15)

お
よ
ぴ
母
が
念
仏
に
加
わ
り
梅
若
の
霊
と
会
う
と

い
う
場
面
で
は、

柳
樹
が
植
え
ら
れ
た
塚
だ
け
で
社
は
描
か

れ
な
い
が、

下
巻
の
品
終
場
面
で
梅
若
が
山
王
権
現
と
し
て

信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
は、

板
塀
で
囲
ま
れ
た
社

が
建
っ
て
お
り、

こ
れ
は
「
江
戸
名
所
記」
の
描
写
と
も
通
じ

て
い
る。

ま
た
時
代
は
下
る
が、

宝
暦―
二
年（
一

七
五
三）
の

西
村
重
長
「
絵
本
江
戸
み
や
げ」、

天
保
九
年
(
-

八
三
八）
の

長
谷
川
雪
且
「
東
都
歳
時
記j
の
「
三
月
十
五
日

木
母
寺
大

念
仏
」
な
ど
の
図
を
見
て
も、

こ
の
よ
う
な
社
の
様
子
で
描
か

れ
て
お
り、

実
際
の
様
子
は
こ
ち
ら
の
方
に
近
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る。

そ
も
そ
も
は
柳
の
植
え
ら
れ
た
簡
索
な

そ
の
風
情
も
ま
た
愛
さ
れ
た
で
あ
ろ

塚
で
あ
っ
た
も
の
を、

う
も
の
を、

大
切
な
名
所
と
し
て
放
っ
て
お
け
な
く
な
っ
た

た
め
か、

梅
若
を
神
格
化
し、

社
を
建
て
て
演
出
し
た
立
派

な
様
子
が、

こ
れ
ら
に
描
か
れ
た
山
王
権
現
社
と
し
て
の
梅

若
塚
な
の
で
あ
る。

ま
た
梅
若
塚
の
社
が
整
備
さ
れ
た
背
最

に
は、

大
火
後
の
明
歴――一
年
五
月
に
木
母
寺
の
境
内
で
あ
っ

た
場
所
に
御
成
御
殿
（
隅
田
川
御
殿）
が
造
営
さ
れ、

寛
文
一

0
年（
一

六
七
0)
に
は
寺
領
五
石
が
二
五
石
に
加
増
さ
れ
る

「
江
戸
雀』

近
い

様
子
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
細
見
本
は
六
曲
一

隻
屏
風
（
も
と
は
一

双
と
思
わ
れ
る）

で、

景
観
や
風
俗
は、

卜
七
世
紀
前
半、

明
暦
三
年
(
-

六

li
じ）
の
大
火
以
前
の
iI.
P
を
示
し
て
い
る。

画
面
は
浅
草
寺

の
伽
痣
が
中
心
で、

隅
田
川
を
上
方
に
配
し、

左
上
方
に
梅

若
塚
お
よ
び
木
母
寺
を
描
き
込
ん
で
い
る。

ま
た
下
方
に
は

大
火
以
前
の
元
吉
原、

人
形
浄
瑠
璃
の
小
屋、

歌
舞
伎
小
屋

が
描
か
れ
て
い
る。

岡
野
氏
は、

細
見
本
が
江
戸
で
制
作
さ

れ
た
可
能
性
の
高
い

作
品
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
つ
つ‘

梅

＂石
寺・
隅
田
川・
浅
草
寺
と
い
う
京
都
の
人
々
に
も
親
し
い
ILl

来
の
名
所
を
取
リ
上
げ、

さ
ら
に
元
古
原
や
芝
居
小
屋
を
描

い
て
四
条
河
原
や
六
条
三
筋
町
と
い
っ
た
京
都
の
歓
楽
街
を

想
起
さ
せ
る
こ
と
が、

歴
史
あ
る
都
と
眉
を
並
ぺ
た
い
と
い

の
で
あ
る。

そ
れ
で
は
当
時
梅
若
塚
は
ど
ち
ら
の
姿
に
よ
り

千
葉
市
本
の
梅
若
塚
を
め
ぐ
っ
て
は、

同
時
期
の
版
本
な

ど
と
比
較
す
る
こ
と
も
典
味
深
い
。

十
七
世
紀
後
半、

江
戸

の
案
内
記
の
本
格
的
な
出
版
が
は
じ
ま
る
が、

そ
の
う
ち
早

期
に
出
版
さ
れ、

後
出
本
の
見
本
と
も
な
っ
た
の
が、

寛
文

二
年（
一

六
六
二）
に
京
都
で
出
版
さ
れ
た
「
江
戸
名
所
記」
で、

浅
井
了
意
が
著
し、

八
十
の
項
目
す
べ
て
に
挿
絵
を
持
つ
カ

作
で
あ
っ
た。

江
戸
の
地
で
案
内
記
の
出
版
が
あ
っ
た
の
は、

図
12

図
12

部
分

細
兒
本

隅
ITI
川、

梅
若
塚、

木
母じf

て
の
存
在
感
を
明
ら
か
に
し、

江
戸
の
地
に
牛
き
る
人
々
の

実
感
と
し
て
納
得
さ
れ
る
以
前
の
名
所
観
が、

梅
若
塚
に
象

徴
さ
れ、

千
葉
市
本
の
111
に
余
韻
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で

師
宜
以
前
に
梅
若
塚
を
描
い
た
屏
風
絵
作
品
に、

細
兄
美

術
館
所
蔵
の
「
江
戸
名
所
遊
楽
図
屏
風」（
図
12）
（
以
下、

細
見

本
と
い
う）
が
あ
る。

岡
野
智
十
氏
は、

近
批
初
期
の
稀
少
な

江
戸
図
屏
風
の
作
例
と
し
て
知
ら
れ
る
国
立
歴
史
民
族
博
物

館
所
蔵
本
や
出
光
芙
術
餡
所
蔵
本
に
は
描
か
れ
な
い
梅
若
塚

お
よ
ぴ
木
母
寺
が、

細
見
本
の
中
で
場
面
の
ひ
と
つ
と
し
て

選
ば
れ
た
こ
と
に
は
意
味
が
あ
り、

そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
画

家
や
注
文
主
の
心
図
が
細
見
本
を
読
み
解
く
最
大
の
鍵
と
な

る
と
し
て
注
日
さ
れ、

論
じ
て
お
ら
れ
る（
註
9)
。

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

う
江
戸
の
人
々
の
切
実
な
気
持
ち
の
反
映
で
あ
り、

フ
リ
ア

本
を
取
り
K
げ
て、
「
十
七
匪
紀
末
師
官一
が
旧
来
の
名
所、

浅

草
と、

新
し
い
名
所
の
上
野
を
対
に
し
て
描
い
て
い
る
こ
と

は、

細
見
本
制
作
の
背
漿
と
な
っ
た
こ
の
歴
史
的
慈
義
に
辿

な
る
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は、

本
論
に
と

っ
て
も
大
変
示
唆
的
で
あ
る。

な
ぜ
な
ら
ば
千
葉
市
本
は、

フ

リ
ア
本
よ
り
以
前
に
描
か
れ
た
師
宣
作
品
と
し
て、

先
行
す

る
細
兄
本
の
よ
う
な
江
戸
名
所
風
俗
図
の
存
在
を
暗
示
し
つ

つ、

同
時
に
江
戸
に
お
け
る
自
慈
識
の
成
立
を
表
現
し
よ
う

と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

千
葉
市
本
に
お
い
て、

細
見
本

と
同
じ
画
面
左
上
に
梅
若
塚
が
配
四
さ
れ
て
い
る
の
は、

そ

の
よ
う
に
配
沼
さ
れ
た
細
見
本
の
よ
う
な
作
品
が
多
く
存
在

し
た
と
い
う
土
壌
の
上
で
の
表
現
で
は
な
か
っ
た
か（
註
10)。

江

戸
時
代
前
期
の
江
戸
図
屏
風
の
現
存
作
品
は
極
端
に
少
な
く

考
証
を
難
し
く
し
て
い
る
が、

か
つ
て
江
戸
の
地
で
江
戸
図

屏
風
の
制
作
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
し
た
ら、

そ
こ
に
は
梅
若

塚
が
描
か
れ
る
伝
統
が
で
き
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

..
 i
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や
は
り
延
宝
期
の
師
宣
の
「
吉
原
恋
の
道
引J(
延
宝
六
年）
や

っ
た。

千
葉
市
本
の
特
異
さ
は、

前土
竺
で
述
ぺ
た
よ
う
な
旧

来
の
名
所
意
識
の
余
韻
を
持
ち
な
が
ら、

新
し
い
江
戸
名
所

風
俗
画
を
生
み
出
そ
う
と
い
う、

師
官一
の
新
様
へ
の
創
音心
が

打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る。

隅
田
川
の
立年
華
な
用
形
船
は
承
応
期（
一
六
五
ニ
ー
五
五）

頃
に
は
す
で
に
盛
ん
で
あ
っ
た
よ
う
で、

明
暦
三
年（一
六
五

七）
の
大
火
以
後
寛
文
期（
一
六
六
一
ー
七
三）
初
め
頃
ま
で
は

陰
を
潜
め
た
が、

そ
の
後
は
繁
栄
を
極
め、

屋
形
船
も
か
な

り
大
型
に
な
リ
数
も
増
し
て
お
り、

犬
和
二
年（
一
六
八
二）

に
は、

屋
形
船
の
大
き
さ
を
制
限
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た（
註
16)。

再
び
寛
文
二
年
の
「
江
戸
名
所
記」
と
延
宝
五
年
の「
江
戸

雀』
を
比
べ
て
み
る
と、

前
者
の
方
で
船
遊
ぴ
の
図
は「
三
俣」

の
項
に
あ
る
が`

尾
形
船
で
も
屋
根
舟
で
も
な
い。

し
か
し

後
者
で
は、
「
両
こ
く
ば
し」
と
題
し
た
項
目
に
花
火
を
手
に

す
る
男
を
先
取
に
乗
せ
た
届
形
船
を
描
い
て
い
る（
図
16)。

年

代
の
確
認
さ
れ
る
版
本
で
見
る
と、

名
所
記
物
で
は
な
い
が、

「
月
次
の
あ
そ
びJ(
延
宝
八
年）
に
も
船
遊
び
の
図
を
見
出
す

こ
と
が
で
き、

こ
の
時
期
師
宣
が
積
極
的
に
船
遊
び
の
図
を

主
題
と
し
は
じ
め
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る。

師
宣
没
後
翌

年
の
元
禄
八
年（一
六
九
五）
に
出
版
さ
れ
た「
和
固
百
女」
は、

芙
人
絵
本
で
あ
る
が、

場
所
を
特
定
で
き
る
数
少
な
い
図
の

う
ち
の
一
図（
図
17
)

は、
「
川
一
丸」
と
掲
げ
た
屋
形
船
か
ら、

隅
田
川
の
船
遊
ぴ
と
わ
か
る。
こ
こ
で
隅
田
川
に
つ
い
て
語

ら
れ
る
上
部
の
詞
の
蔽
後
の
方
に「
：．
木
母
寺
に
ま
ふ
て
柳
を

江
戸
の
遊
楽
と
名
所

江
戸
の
人
々
が、

現
尖
の
江
戸
に
対
す
る
愛
着
の
音心
織
を

自
屯
さ
せ
て
い
く
中
で、

師
宜
は
隅
田
川
を
船
遊
び
の
名
所

と
し
て
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
る。

そ
れ
に
対
応
さ
れ
た
の

が、

新
都
市
江
戸
の
象
徴
的
場
所
の
一
っ
で
あ
る
上
野
寛
水

寺
で
あ
リ、

そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
花
見
の
楽
し
み
で
あ

う
へ
た
る
つ
か
の
ほ
と
り
に
て
心
あ
る
女
た
ん
ざ
く
に
一
首

こ
の
つ
か
に

名
を
の
こ
す
か
や

む
め
符
花」
と、

梅
若
塚

に
つ
い
て
記
述
は
あ
る
が、

塚
は
あ
え
て
描
か
れ
ず、

隅
田

川
は
船
遊
び
図
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

先
述
の
よ
う
に
千
葉
市
本
に
浅
単
寺
が
描
か
れ
て
い
た
か

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が、

こ
こ
で
隅
田
川
の
船
遊
ぴ
が、

当

世
的
な
遊
楽
の
光
栞
と
し
て
最
大
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う。

名
所
絵
と
い
う
よ
り
は
遊
楽
図、

す

う
よ
り
も、

楽
と
い
う
の
が、

な
わ
ち
旧
来
の
名
所
浅
悼
寺
に
対
す
る
新
名
所
寛
氷
寺
と
い

隅
田
川
の
船
遊
び
に
対
す
る
上
野
の
花
見
の
遊

千
葉
市
本
の
対
意
識
と
し
て
は
強
く
感
じ

ら
れ、

そ
こ
に
は
師
宣
の
浮
世
絵
師
ら
し
い
生
き
牛
き
と
し

た
当
批
感
党
と
創
意
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る。

先
に
フ
リ
ア
本
で
浅
卓
寺
と
寛
永
寺
が
明
瞭
に
対
比
さ
れ

た
の
と
は
制
作
意
図
が
少
し
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
想
像
し
た
の
は、

千
葉
市
本
に
よ
り
強
く
表
れ
て
い
る
そ

の
船
遊
び
と
花
見
の
享
楽
的
な
対
比
が、

師
宣
以
降
の
浮
世

絵
師
の
作
品
に
主
流
と
な
り、

中
心
的
に
受
け
継
が
れ
た
も

の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る。

菱
川
派
は
も
ち
ろ
ん
師
宣
の
次
世

代
で、

例
え
ば
宮
川
長
春
が「
桜
下
遊
興・
墨
堤
舟
遊
図
昇
風」

に
お
い
て、

場
所
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
も
の
の
右
隻
に
花

見
図
と
左
隻
に
隅
田
川
の
舟
遊
び
を
大
き
く
扱
う
屏
風
を
描

い
て
い
た
り、

ま
た
宮
川
長
亀
が「
隅
田
川・
上
野
行
楽
図
屏

風」（
匝
要
美
術
品、

大
倉
集
古
館
蔵）
に
お
い
て、

や
は
り
浅

草
寺
を
描
か
ず、

両
国
檎
や
駒
形
堂
を
入
れ
て
画
面
い
っ
ぱ

水
江
漣
子
氏
は、

実
用
性
の
強
い
名
所
記
へ
の
移
行
期・
完

が
こ
と
さ
ら
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
も
面
臼
い（
註
14
)。

絵
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
の
だ
が、

梅
若
塚
お
よ
び
本
母
寺

良
兵
衛
板）
の
中
で
は、

地
図
t
に
限
ら
れ
た
数
ケ
所
の
み
が

宝
ヒ
年
に
出
版
さ
れ
た「
御
江
戸
大
絵
図・
絵
入」（
表
紙
尾
市

画
風
を
ぷ
す
と
い
う
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う。

ま
た
延

て
本
論
で
取
り
卜
げ
た
千
葉
市
本
の
屏
風
も
ほ
ぽ
同
じ
頃
の

[

四
]

の
「
梅
若
権
現
御
枯
起」
の
年
紀
が
同
じ
く
延
宝
七
年、

そ
し

n卜
い
年
紀
を
持
つ
「
角
田
川
図」
が
延
宝
七
年、

木
母
寺
所
蔵

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
切
尖
さ
は
失
わ
れ
た
の
で
あ
る。

蔵
の
師
宜
画
で
隅
川
川
物
の
芝
居
卜
浙
記
録
の
上
限
よ
り
も

来
の
名
所
と
し
て
説
明
し

「
隅
田
川
図」
に
梅
若
塚
を
描
か

が
挿
絵
を
描
く「
江
戸
雀j
が
延
宝
五
年、

千
薬
巾
美
術
館
所

な
っ
た
時

其
体
的
に
は
天
和・
貞
享
期
以
降`

隅
田
川
を
古

伝
統
的
な
様
＋
で
梅
行
塚
を
描
く
諸
作
品
の
う
ち、

師
宜

も
の
に
な
り、

旧
米
の
名
所
観
を
盛
リ
込
む
必
然
性
の
な
く

こ
と
も
察
知
さ
れ
る。

る
の
で
あ
ろ
う。

江
戸
の
自
立
応
識
が
も
は
や
ゆ
る
ぎ
な
い

れ
る
の
で
あ
り

)
の
あ
た
り
に
な
識
の
変
革
期
が
あ
っ
た

楽
し
む
気
風
が
出
て
き
た
か
ら
こ
そ
布
嬰
が
あ
り、

成
立
す

kj
え
て
も、

千
虻
市
本
制
作
時
の
こ
の
名
所
立
識
は
注
目
さ

が
町
に
出
て、

江
戸
の
遊
楽
地
に
自
侶
を
持
っ
て

こ
れ
を

ち
の
フ
リ
ア
本
に
梅
若
塚
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら

し
か
し
こ
の
よ
う
な
尖
用
に
徹
し
た
梢
報
苫
は、

実
際
に
人
々

所
図
と
し
て
の
趣
を
こ
こ
に
与
え
て
見
せ
た
の
で
あ
る。
の

川
底
ハ
水
は
な
は
た
は
や
し」
と「
説
明」
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い。

実
で
は
な
く
隅
川
川
の
風
流
を
描
く
こ
と
で、

伝
統
的
な
名

11
と
も

11
ト
を
ハ

4

—�
 

刀
根
川
と
も
云
之

江
渡
の
大
河
之

と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り、

は、

111
来
の
名
所
と
し
て
の
雅
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た。

現

川」
の
項
に
収
ま
り、
「
角
田
川
と
も

又
ハ
三
届
戸（
み
や

こ
こ
で
よ
り
慈
識
さ
れ
た
の

]
早
四
年（
一
六
八
七）
の
「
江
戸
鹿
＋」
で、

隅
田
川
は「
浅
草

た
千
虻
市
本
の
肝
風
絵
の
中
で、

梅
しれ
塚
の
現
実
を
描
こ
う

実
用
性
が
強
く
な
っ
た
分
語
り
11
は
胡
分
冷
淡
に
な
る。

貞

受
け
な
が
ら
も（
註
13
)「
江．
）
雀」
の「
111
1
川」
の
挿
図
で、

ま

細
分
化
さ
れ
た
惜
報
杵
と
し
て
完
成
さ
れ
た
汀
戸
案
内
記
は、

す
な
わ
ち
師
宜
は、

先
行
す
る「
iL
戸
名
所
記」
に
影
響
を

質
を
持
っ
て
い
る
も
の
の
物
語
性
を
残
す
が、

よ
リ
項
目
も

う
こ
と
も
彩
郷脊
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る（
註
12
)。

あ
た
り
に
兄
て
お
ら
れ
る（
註
15)。
「
江
戸
雀」
は
実
用
的
な
性

な
ど、

木
母
寺
と
位
府
の
深
い
結
び
つ
き
が
強
ま
っ
た
と
い

成
期
を、

延
宝
期
の
次
の
時
代、

天
和・
貞
半
期
か
ら
元
禄
期

愕←万向丁
のり；叫亨； ！

‘ 

図
16

図
15

17 16 



に
深
く

感
謝
の
意
を
表
し
ま
す 。

い
に
川
の
流
れ
を
配
し
て
船
遊
ぴ
を
描
い
た
隅
田
川
図
に 、

画

面
隅
に
黙
門
と
不
忍
池
を
描
く
も
の
の
寛
永
寺
ら
し
い
伽
藍

ま
で
は
描
か
ず 、

花
見
遊
楽
の
様
子
を
広
く

描
く

上
野
図
が

取
り

合
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
後
世
の
作
品（
註
17)

構
成
に 、

千
葉
市
本
の
方
が
直
接
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る 。

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
千
葉
市
本
は 、

旧
米
の
名
所
梅

若
塚
を
画
面
に
残
す
と
い
う 、

お
よ
そ
延
宝
期
頃
ま
で
に
は

慈
識
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
伝
統
的
な
江
戸
名
所
観
を
背
負
い

な
が
ら 、

同
時
に
こ
の
時
期
に
発
達
し
自
立
し
て
い
っ
た
江

戸
の
現
実
の
楽
し
み
に
強
く

突
き
動
か
さ
れ
た
創
意
を
盛
り

の
対
比
で
あ
り 、

込
ん
で
い
る 。

そ
れ
は
隅
田
川
と

上
野
と
い
う一
一
大
行
楽
地

そ
こ
で
の
人
々
の
楽
し
み
を
賠
す
る
こ
と

な
く

描
い
て 、

新
し
い
名
所
観
に
よ
る
風
俗
画
を
目
指
し
た

師
宣
の
生
き
生
き
と
し
た
活
動
を 、

こ
こ
に
看
取
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る 。

そ
し
て
そ
の
師
宣
の
創
慈
こ
そ
が
江

戸
に
生
き
る
人
々
に
歓
迎
を
受
け
た
は
ず
で
あ
り 、

そ
の
後

に
翡
出
し
た
浮
世
絵
師
た
ち
が
こ
れ
を
受
け
継
ぎ 、

長
く

浮

世
絵
を
発
展
さ
せ
た
煎
要
な
契
機
と
も
な
っ
た 。

延
宝・
天
和

期
以
前
に
遡
る
師
宜
の
肉
箪
作
品
が
少
な
い
中
で 、

師
宣
を

浮
世
絵
の
祖
と
位
置
づ
け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
盛
期
の
制
作
態

度
を
知
る
重
要
な
作
品
で
あ
る 。

吉
川
弘
文
館 、
一
几
八
五
年） 。

⑧

ui
n

氏
前
掲
論
文 。

⑨

岡
野
智
子「
江
戸
名
所
の
返
生
1

細
見
芙
術
館
本「
江
戸
名
所
遊
楽

図
屏
風」
を
中
心
に
ー」（「

芙
術
史」
第一
四
六＂グ 、
一
九
JL
JL
年） 。

⑩

岡
野
氏
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば 、

江
戸
図
屏
凪
と
し
て
や
げ
ら
れ
る
七

点
の
う
ち 、

木
母
寺
を
描
く
の
は 、

細
見
本
お
よ
ぴ
細
兒
別
本
と
呼
ば
れ

る
四
曲一
災
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
肝
風
の
み
で
あ
る 。
岡
野
氏
は
細
見

別
本
の
最
観
年
代
を
卜

七
世
紀
の
後
半
と
さ
れ 、

画
屈
の
筒
絡
さ
か
ら
仕

込
み
絵
を
思
わ
せ
る
と
し
て
拭
産
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る 。

仰
「
梅
若
権
現
御
枯
起」
三
巻
に
つ
い
て
は 、
「
絵
と
写
頁
で
見
る

梅

若
塚・
木
母
寺
の
物
語」（
木
母
寺
発
行 、
一
九
九
一
年）
に
全
巻
の
写
真

紹
介
が
あ
る 。
同
害
に
よ
れ
ば ｀
こ
れ
を
寄
辿
し
た
の
は
卜

州
硲
崎
の
城

｀
t
安
藤
対
馬
守
煎
治
で 、

下
巻
の
奥
付
に「
干
時
延
賓
七
肝 ，」
未
弥
牛
中

旬」
と
＂止
さ
れ
る 。

⑫

闘
の
文
献 。
ま
た
御
成
御
殿
に
つ
い
て
は 、

岡
野
氏
よ
り
ご
ポ
唆
い

た
だ
い
た 。

闘

木
母
寺
お
よ
ぴ
梅
若
塚
に
つ
い
て
の
a「
江
戸
名
所
記j
と
b「
江
戸

雀」
の
記
述
を
比
較
し
て
お
き
た
い 。
両
者
の
文
の
類
似
は
そ
の
影
郭
関
係

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う 。
同
時
に「
江
戸
名
所
記j
の
中
で
は 、

木
母
寺
と

い
う
寺
名
は
出
て
こ
な
い
と
い
っ
た
違
い
も
棟
味
深
い 。

a
此
川
の
岸
ち
か
く

梅
杓
丸
の
秘
あ
り 、

し
る
し
の
木
は
柳
な
り 、
一―-
JI

卜
五
口
は
絃
n

也 、

小
断
念
佛
の
逍
場
と
し
て
諸
人
こ
の
寺
に
ま
う
で、 ．

む
か
し
の
ボ
を
聞
っ
た
へ 、
み
な
あ
は
れ
を
も
よ
ほ
し

歌
を
よ
み 、

詩
を

つ
く
り
侍
ぺ
り 、
一
典
あ
る
穀
地
た
り 、

御
茶
居
あ
り 、

将
軍
家
を
り

／＼
御
遊
覧
お
は
し
ま
す
と
也 。

こ
の
こ
ろ
上
智
の
如
来
を
造
立
し
て 、

年
の
本
堂
に
を
か
れ 、

箔
の
勧

進
あ
り 、

さ
だ
め
て
す
み
や
か
に
成
就
す
ぺ
し 、

五
智
の
如
米
堂
を
建
寸

せ
ら
れ
侍
ぺ
ら
ば 、

又
一
し
は
に
た
う
と
か
る
ぺ
し
や 、

梅
若
の
菰
所
を

見
て 、梅

若
と
き
く
か
ら
口
は
す
み
た
川

つ
く
ひ
く
は
と
に
よ
き
f

成
け
ん

す
み
た
川
あ
は
れ
昔
の
跡
と
へ
は 、

名
に
流
れ
つ
、
い
ま
も
聞
ゆ
る

b
笈
の
梅
柳
山
木
母
寺
は 、

梅
若
丸
の
袋
所
な
り 、

し
る
し
の
柳
今
に
う

へ
た
り 、
と
し
ご
と
に
三
月
卜

五
H
は
ゑ
ん
n

と
し
て
ま
ふ
け
ぬ 、

梅
花

の
御
影
又
母
の
御
影
あ
り 、

物
ぐ
る
ひ
の
姿
な
り 、

小
断
念
佛
の
道
場
と

結
語

註し
て 、

減
に
殊
勝
の
需
地
な
り 、

諸
人
笈
に
詣
て
む
か
し
を
お
も
ひ
や
り 、

あ
は
れ
を
も
よ
ぽ
し

歌
を
よ
み
詩
を
つ
く
り 、
心
の
い
た
れ
る
に
ま
か
せ

て
書
つ
ゞ
＜ 、

河
の
な
が
れ
す
さ
き
の
怜 、

御

岱
家
御
遊
興
の
地
な
れ

ば 、

拙
な
き
に
の
ぷ
る
も
お
ろ
か
な
れ
ば 、

な
ぞ
ら
へ
て
お
も
ひ
や
る
ペ

＜
 梅

若
の
は
か
な
き
化
の
あ
と
、
ひ
て

暗
鶯
や
ほ
、
う
法
華
き
や
う

と
よ
み
た
れ
ば 、

と
も
な
る
人
孜
も
と
て
よ
め
る 、

梅
若
の
あ
と
と
ふ
な
ら
ば
鶯
も

法
華
経
や
め
て
中
せ
念
佛

と
よ
み
て 、

ど
つ
と
わ
ら
ひ
ぬ

閥

oO
の
文
献
図
］
に
掲
載
さ
れ
て
い
る 。
題
名
は
同
料
に
よ
る 。

⑮

水
江
氏
前
掲
論
文
の
う
ち「
初
期
江
戸
の
案
内
記」
の
中
で 、

第
四
類

と
し
て
分
類
さ
れ
る
の
が 、

実
用
性
のヤ向
い
案
内
記
の一
群
で 、

←H
卒
か

ら
元
抹
期
を
完
成
期
と
さ
れ
て
い
る 。
延
宝
五
年
の「
江
戸
雀」
も
そ
の
発

達
段
階
と
し
て
第
四
類
に
分
顆
さ
れ
て
い
る
が 、

実
用
的
な
側
面
を
持
ち

な
が
ら
い
ま
だ
物
語
性
を
維
持
し
て
い
る 。

⑯

内
田
氏
は 、

前
掲
論
文
の
中
で
菱
川
派
作
品
に
描
か
れ
た
隅
山
川
の

船
逃
び
に
つ
い
て ｀

芍
時
の
記
録
に
甚
づ
く
丹
念
な
論
考
を
さ
れ
て
お
り 、

氏
が
栄
げ
る
船
遊
ぴ
を
描
い
た
菱
川
派
の
作
品
は 、
ニ
ニ
図
に
も
及
ぶ 。

伺
氏
の「
歌
舞
伎
と
船
遊
ぴ
ー

ニ
つ
の
風
俗
ポ
象
と
菱
川
派
ー」(「
H
本
の

美
術

師
宜
と
浮
廿
絵」 、

小
林
忠
編 、

至
文
堂 、
一
九
九
六
年）
に
も

船
遊
ぴ
に
関
す
る
論
考
が
あ
る 。
ま
た
菱
川
派
の
花
見
図
に
つ
い
て
は 、
内

田
氏
が
最
近
発
表
さ
れ
た「
菱
川
派「
花
見
図
屏
風」
研
究
ー

菱
川
派
蔽
末

期
の
様
相
ー」（「

浮
匪
絵
芸
術」
一
三
四Eサ 、

国
際
浮
枇
絵
学
全 、
二
0

0
0
年）
に
詳
し
い 。

仰

長
春•
長
几
の
作
品
は 、

楢
崎
宗
前
監
修「
肉
箪
浮
世
絵

（
集
英
社 、
一
九
八
二
年） 、

12
図 ｀

13
図 、

18
図
に
掲
載 。

追
記

本
税
脱
秘
後 、

小
林
忠
氏
に
よ
り
近
年
ポ
ス
ト
ン
芙
術
館
で
確
認
さ
れ
た 、

師
宜
在
世
中
の
工
房
作
と
見
ら
れ
る「
江
戸
凪
俗
図
屏
風」（
六
曲一
双）
の

存
在
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た 。
左
隻
に
上
野
寛
氷
寺
の
花
兒
を
描
き 、

右

隻
で
は
こ
れ
も
ま
た
季
節
を
朴
と
し
て
第一
1

三
扇
に
浅
草
寺 、

第
四

ー
六
扇
に
吉
原
を
大
き
く
扱
っ
て
い
る 。
隅
田
川
は
遠
袋
に
追
い
や
ら
れ 、

対
岸
の
描
き
込
み
は
ほ
と
ん
ど
な
い 。
吉
原
を
浅
草
寺
と
並
べ
て
大
き
く

取
り

上
げ
た
新
た
な
主
題
構
成
が
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う 。

第
三
巻」

m

内
田
然
二「
初
期
浮
世
絵
に
見
る
遊
楽
図
の
研
究
ー「

上
野
不
忍
池

遊
楽
図
屏
風」
を
め
ぐ
っ
て
ー」（「

人
文
科
学
年
報」
第
27
号 、

専
條
大
学

人
文
科
学
研
究
所 、
一
九
九
七
年） 。
内
田
氏
は 、
「
…

上
質
な
人
物
衣

装
の
表
現
や 、

類
烈
的
な
群
像
表
現
へ
の
依
存
が
希
薄
で
あ
る
点 、

そ
し

て 、

柑
木
の
描
写
の
硲
い
質
な
ど
の
複
数
の
観
点
か
ら 、

千
葉
rh
美
本
が

菱
川
派
の
屏
風
と
し
て
も
極
め
て
高
い
質
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了

解
さ
れ
る
だ
ろ
う 。
そ
し
て 、

菱
川
帥
宣
の
晩
期
の
作
品
と
し
て
注
11
さ

れ
る「
歌
舞
伎
風
俗
図
屏
風」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵）
と
並
ん
で 、

本
作
品

は
菱
川
派
研
究
の
直
要
な
作
例
と
見
な
さ
れ
る
し 、

前
述
し
た
菱
川
派
作

品
内
で
の
例
外
的
な
特
徴
を
備
え
て
い
る
点
か
ら ．

菱
川
師
宜
の
い
ま
だ

衰
え
ぬ
盛
期
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
み
現
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い」
と
述

べ
て
お
ら
れ
る 。

切

向
島
な
ど 、

隣
田
川
東
岸
の
楽
華
な
料
埋
茶
径 、

料
亭
が
記
鉢
に
出

て
く
る
の
は 、

十
八
世
紀
半
ば
の
こ
と
で 、
こ
の
座
敷
が
実
在
の
も
の
か

ど
う
か
確
認
で
き
な
か
っ
た 。
内
田
氏
は
前
掲
論
文
の
中
で 、
「一
種
の
夢

想
の
遊
楽
風
保」
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
る 。

③

内
田
氏i
削
掲
論
文
で
は 、

菱
川
派
の
描
く

届
形
船
内
の
男
女
構
成
が

千
葉
市
木・
フ
リ
ア
本
の
よ
う
に
分
か
れ
て
描
か
れ
る
場
合
と 、

混
合
で
描

か
れ
る
場
合
と
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ 、
い
く
つ
か
の
作
例
を
栄
げ
ら

れ
て
い
る 。

山

内
田
氏
前
掲
論
文
で
は 、
こ
の
男
が 、

千
葉
市
本
の
現
状
の
中
で
喰

名
が
仮
に
左
災（
凶
4)
と
し
た
第
四
扇
に
位
甜
す
る
隅
田
川
沿
い
を
歩
く

一
群
を
直
接
迎
え
る
者
と
解
釈
さ
れ
た
が ｀

本
論
に
述
ぺ
た
よ
う
に ｀

中

央
二
扇
分
の
欠
損
が
あ
る
と
名
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら 、

そ
の
欠
捐
部
分
に

こ
そ
彼
の
主
人
た
ち
が
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る 。

⑤

内
田
氏
前
掲
論
文 。

⑥

浅
野
秀
剛 ｀

同
図
柑
説（『
千
薬
市
芙
術
館
所
蔵
作
品
選」 、

千
葉
市

芙
術
館 、
一
九
九
五
年） 。

m

本
論
に
と
っ
て
大
変
示
唆
的
で
あ
っ
た
江
戸
名
所
に
関
す
る
論
考
を

栄
げ
て
お
き
た
い 。
111
日
剛「
江
戸
名
所
と
能
の
隣
田
川」（『
山
n

剛
著
作

果

第
六j 、

中
央
公
論
社 、
一
九
七一一
年） 。
水
江
漣
子「
初
期
江
戸
の

案
内
記」（「
辻
戸
町
人
の
研
究」 、

西
山
松
之
助
編 、

吉
川
弘
文
館 、
一

九
ヒ
四
年） 、

同
氏「
近
世
初
期
の
江
戸
名
所」（「
江
戸
の
民
衆
と
社
会j ‘

＊
本
稿
を
成
す
に
あ
た
り 、

細
見
美
術
館
主
任
学
芸
員
岡
野

智
子
氏 、

山
口
県
立
萩
美
術
館・
浦
上
記
念
館
学
芸
員
吉
田

洋
子
氏
に
ご
助
言 、

ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た 。

ま
た
作
品
の

掲
載
に
つ
い
て
ご
高
配
下
さ
い
ま
し
た
関
係
諸
機
関
の
方
々
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意
味
を
考
察
す
る。

第
三
窄
で
は
一

般
に
奇
妙
と
評
さ
れ
る

「
群
仙
図
軒
風
」（
図
1)

は
曾
我
苅
臼
の
作
品
の
中
で
も
最
も

有
名
な
も
の
の
―

つ
で
あ
る。

原
色
を
用
い
た
画
面
そ
の
も

の
に
加
え
て、

再
発
見
時
の
「
あ
ま
り
に
奇
怪
な
画
面
の
た
め、

売
り
立
て
に
居
合
わ
せ
た
古
美
術
商
の
ほ
と
ん
ど
が
ニ
セ
モ

ノ
と
思
っ
た」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド（
註
1
)

も、

曾
我
節
臼
の
「
奇

想
l

を
印
象
づ
け
て
い
る。

画
集
が
出
れ
ば
表
紙
と
な
り、

展

覧
会
で
は
ポ
ス
タ
ー・
チ
ラ
シ
に
使
わ
れ、

多
く
の
人
の
蒲
白

イ
メ
ー
ジ
を
形
作
っ
て
い
る。

し
か
し、

そ
の
取
り
上
げ
ら
れ
る
頻
度
に
比
べ、
「
群
仙
図

屏
風」
そ
の
も
の
を
掘
り
下
げ
る
試
み
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て

い
な
い
（
註
2)。

群
れ
集
う
中
国
の
仙
人
と
い
う
主
題
の
意
味。

船
の
黒
色
に
対
比
す
る
原
色
の
色
彩
や、

人
物
の
顔
つ
き、

波

お
よ
び
岩
の
描
法
と
い
っ
た、

奇
妙
な
印
象
を
受
け
る
表
現。

そ
の
意
味
と
表
現
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て、

奇

妙
と
い
う
印
象
に
留
ま
ら
な
い
「
群
仙
図
屏
風」
の
理
解、

Regarding Hishikawa Moronobu's Genre 
Sumida River and Ueno 

Tanabe Masako 

Scenes of the 

ひ

い
て
は
「
奇
想」
に
終
わ
ら
な
い
曾
我
蒲
白
の
画
家
と
し
て
の

位
甜
づ
け
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
指
し
て、

論
を
す
す
め
た

い
。

ま
ず
第
一

章
で
は、

主
題
と
し
て
描
か
れ
る
仙
人
に
つ

い
て
図
像
を
検
討
す
る。

次
い
で
第
二
章
で
は
主
題
の
持
つ

水
星
技
法
を
駆
使
し
て
描
か
れ
た
山
水
穀
の
中
に
は、

右

隻
左
隻
あ
わ
せ
て
八
人
の
仙
人
と
思
し
き
人
物
が
描
か
れ
て

い
る。

辻
惟
雄
氏
と
佐
藤
康
宏
氏
は
こ
の
像
主
を
特
定
し
よ

う
と
試
み、

か
な
り
の
成
果
を
お
さ
め
た。

し
か
し、

像
主

を
完
全
に
確
定
す
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
複
数

の
仙
人
の
図
像
を
頂
ね
あ
わ
せ
た
よ
う
な
仙
人
も
混
じ
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う。

仙
人
を
特
定
す
る
手
が
か
り
と
な
る

持
物、

連
れ
て
い
る
動
物
と
い
っ
て
も、

そ
れ
自
体
は
あ
り

ふ
れ
た
も
の
で
あ
る。

こ
こ
で
は、

像
主
の
特
定
を
無
理
に

行
う
こ
と
を
避
け、

一

部
に
つ
い
て
は
特
定
を
留
保
し
た
ま

ま
論
を
す
す
め
た
い
。

一

方、

仙
人
の
八
人
と
い
う
人
数
か
ら、

中
国
の
吉
祥
画

題
で
あ
る
「
八
仙
脱
封」
「
八
仙
渡
海」
な
ど
が
思
い
出
さ
れ
る

こ
と
に
つ
い
て
は、

す
で
に
先
学
が
図
版
解
説
等
で
触
れ
て

い
る
が、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う。
「
八
仙」
自
体、

[

-

]
 

主
題

何
が
描
か
れ
て
い
る
か

わ
り
に
滋
味
と
表
現
を
複
眼
的
に
と
ら
え
た
い
。

表
現
に
つ
い
て
「
奇
妙
さ
」
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
を
試
み、

お

曾
我
蒲
白
「
群
仙
図
屏
風」
を
め
ぐ
る
一

考
察

伊
藤
紫
織

図
ー
「
群
仙
図
屏
浸」（
令
図）

Among the paintings in the Chiba City Museum of Art is a pair of six panel screens (ink and 

color on paper, each screen 106.SX 241.2cm) depicting activities in and around the Sumida River 

and in the district of Ueno. The screens are unsigned, but are highly valued as one of the few 

screen paintings believed to be by Hishikawa Moronobu (d.1694). The style of the figures is quite 

similar to that found in woodblock prints by the artist dated to around the Enpo or Tenna period 

(1673-84), placing the screens among the earliest of those attributed to Moronobu. 

The screens bear evidence of a large-scale restoration. A closer examination reveals that the 

work was once larger, two panels having been lost from each screen. The four remaining panels 

were then reconfigured somewhat unnaturally into six panels, with each screen being composed 

of three panels portraying the Sumida River and three depicting activities in Ueno. The result is 

the unusual composition one sees today. 

A pair of screens in Freer Gallery of Art by Moronobu entitled Genre Scenes of the Sumida 

River and Ueno have the same basic theme and composition, and thus can suggest what may be 

missing in the screens at the Chiba City Museum of Art. However, while the Freer screens have 

as their focal point the great temples of Senso-ji in Asakusa and Kanei-ji, our screens probably 

never included a depiction of Senso-ji. The main subject of the Chiba Museum screens is, rather, 

the comparison of the activities that can be enjoyed in the two areas - pleasure boating on the 

Sumida River and cherry blossom viewing at Ueno. 

Of particular importance is the inclusion of the Umewaka-zuka in the upper part of the 

depiction of the Sumida River. Located in the vicinity of the river, Umewaka-zuka is featured in 

the Noh chant "Sumida River" and was one of the very few famous sites located in Edo that was 

known even in Kyoto and as far back as medieval times. It was, moreover, the sole place about 

which the newly established town of Edo, with its scarcity of famous ancient sites, could boast 

to Kyoto, a city with a wealth of historic spots. A depiction of Umewaka-zuka is found also in 

the screen entitled Scenes of Am11Sゆients in Famous Places Of Edo (Hosomi Museum), which is 

elated to the first half of the seventeenth century on the basis on the depiction of the scenery. 

Okano Tomoko points to the presence of this site in the painting as evidence that the work was 

produced in Edo. The deliberate inclusion of a place that would appeal to the people of Kyoto, 

represented here by the depiction of Umewaka-zuka, can be seen in our screens as well 

The Umewaka-zuka does not appear in the Freer screens, which, judging from the style of the 

painting, are thought to have been done in the Jokyo or Genroku era. One can infer that by that 

time, Edo had established its own individual identity, and there was no longer such a strong need 

to present the Sumida River in terms of a famous ancient site. While an awareness of traditional 

famous places can be discerned in the Chiba Museum screens, more important by far in the 

depiction of the Sumida River are the scenes of pleasure boats. It can be said, perhaps, that the 

inventiveness of the approach seen here, which is quite appropriate for ukiyo-e and which brought 

into being a new type of famous place painting of Edo, was directly related to the particular age 

in which the screens were produced. 

(Translated br Carol Morland) 
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宋
の
曹
大
后
の
弟。

そ
の
弟
が
人
々
を
苦
し
め
る
の

で、

し
き
り
に
諫
め
た
が
き
か
な
い
の
で
山
中
に
穏

れ、

鐘・
呂
の
二
人
と
問
答
し、

優
れ
た
答
え
を
し
た

の
で、

神
仙
仲
間
に
人
れ
て
貰
っ
た。

狩
野
山
宮「
群
仙
図」（
東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館

蔵）
よ
リ

軒
同
以

令
貞
教
の
丘
柑
の
ひ
と
リ。
n万
を
止
肋
f
と
い
い、

湖
に
仕
え
て
左
諫
儀
太
大
に
な
っ
た
が、

流
さ
れ
て

児
知
が
に
な
っ
た。

漢
が
亡
ん
で皿＂
に
仕
え
た
が、

戦

い
に
敗
れ
て
終
南
111
111
に
逃
げ
込
み、

東
部
帝
れ
に

道
の
奥
義
を
授
け
ら
れ
て
か
ら
多
く
の
霊
験
を
現
し、

"'11
湘
資
に
逍
を
伝
え
た。

八
仙
と
し
て
は、

漢
鐘
離

と
い
わ
れ
て
い
る。

『
仙
仏
奇
綜j
よ
り

「
仙
仏
奇
粽』
よ
り

一
般
に
呂
祖
と
い
わ
れ、

七
九
八
年
の
涎
生．

科
学

に
浴
第
し`

虐
山
の
県
知
事
に
な
り、

あ
る
日
山
中

で
鐘
離
権
に
会
い、

奥
儀
を
授
け
ら
れ
た。

ま
た、

長
安
の
酒
歴
で
一
道
人
に
あ
い、

与
え
ら
れ
た
枕
に

頭
を
の
せ
て
哀
て、

立
身
出
世
し
た
の
ち
失
脚
し
た

夢
を
み
て、

さ
め
た
ら
ま
だ
粟
の
飯
も
炊
け
て
い
な

か
っ
た
と
い
う「
那
郡
の
夢」
の
主
人
公
と
も
い
う。
の

ち、

flt
行
を
頂
ね
て
人
々
を
救
い、

功
徳
を
積
み、

時
折
世
間
に
現
れ
て
各
地
に
詩
を
苔
き
残
し
た。

八

仙
の
中
心
的
神
仙
で、

全
真
教
五
祖
の
ひ
と
り。

狩
野
山
雪「
群
仙
図」（
東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館

蔵）
よ
り

「
仙
仏
奇
綜j
よ
り

g
翼
冒＾

呂
涸
賓

痣
采
和

何
仙
姑

山
西
省
の
中
条
uI
に
か
く
れ
住
み、

つ
ね
に
H
い
ろ

ば
に
釆
っ
て
一
11
数
ガ
用
を
歩
い
た。

ろ
ば
は
凡m
む

と
紙
程
の
印
さ
に
な
り、

水
を
吹
き
か
け
る
と
ろ
ば

に
な
る。

長
化
術
に
長
じ、

則
天
武
后
が
招
く
と
ド

山
は
し
た
が、

麗
で
死
ん
だ
ナ几
似
を
し
て
参
内
し
な

か
っ
た。

玄
宗
の
御
前
で
も
法
術
を
み
せ
た。

「
仙
仏
奇
綜J
よ
り

八
仙
の
性
格
と
図
像

狩
野
山
守「
群
仙
図」（
東
釈
稔
術
大
学
大
学
美
術
詑

蔵）
よ
り

韓
退
之
の
外
甥。

韓
退
之
が
勉
学
を
す
す
め
て
も
き

か
ず、

ハ十
花
を
直
ぐ
咲
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う。

や
ら
せ
る
と、

牡
丹
を
植
え
て
す
ぐ
花
を
収
か

せ
た
が、

花
ぴ
ら
に「
雰
横
秦
嶺
｛禾
何
在。

古
擁
藍
関

馬
不i
HIl」
と
み
え
る。

埋
由
を
き
く
と`

い
ず
れ
わ
か

る
と
い
う。

韓
退
之
が
の
ち
に
潮
州
に
流
さ
れ
た
際、

藍
関
で
大
古
に
あ
っ
て
進
め
な
い。

そ
こ
へ、

韓
湘

子
が
現
れ
た
の
で、

退
之
も
や
っ
と
悟
っ
た
と
い
う。

破
れ
た
衣
を
稽、

片
足
は
は
だ
し
で、

腰
帯
は
思
い

木、

手
に
は
約一
メ
ー
ト
ル
の
拍
板
を
持
っ
て、

歌

い
な
が
ら
街
を
歩
い
て
い
た
が、

寒
昇
は
全
然
感
じ

な
い。

歌
を
き
い
た
人
が
く
れ
た
銭
は、

貧
し
い
人

に
与
え
て
し
ま
う
紐
日
だ
っ
た
が、

あ
る
と
き
笙
の

音
と
と
も
に
輝
い
下
り
た
鶴
に
乗
っ
て
上
天
し
た。
か

れ
は、

女
性
だ
と
い
う
説
も
あ
る。

常
々
た
る
体
格
で、

西
モ
母
の
教
え
で
求
華
教、
上
と

な
り
鋒
離
権
を
碍
道
さ
せ
た
と
か．

Ill
中
の
府
穴
で

修
＂
中
に
太
上
老
＃（
老
子
の
神
格
化）
と
宛
丘
先
生

か
ら
道
の
奥
儀
を
授
け
ら
れ
た
な
ど
と
伝
え
ら
れ
て

い
る。

あ
る
と
き、

老
れ
と
全
う
た
め
に
魂
だ
け
が

身
体
か
ら
出
て
い
く
が、

ヒ
日
経
っ
て
帰
ら
な
か
っ

た
ら
身
体
を
焼
く
よ
う
に
と
弟
卜
に
い
い
つ
け
て
出

か
け
た。
と
こ
ろ
が
弟
（
は、

六
□
日
に
母
が
死
ん

だ
の
で、

鉄
拐
の
身
体
を
焼
却
し
た。

焔
っ
て
き
た

鉄
拐
の
魂
は、

入
る
身
体
が
な
い
の
で、

や
む
な
く

傍
ら
の
餓
え
た
片
足
の
乞
食
の
身
体
に
入
っ
て
再
牛

し
た。

そ
れ
で
片
足
と
な
っ
て
し
ま
っ
た。

な
お、

鉄

拐
の
代
り
に
李
元
中
と
す
る
説
も
あ
る。

八
仙
中
唯一
の
女
仙。

神
人
か
ら
雲
母
を
た
ぺ
る
と

不
死
に
な
る
と
序グ
で
教
え
ら
れ
て
実
行
す
る
と、

実

際
に
身
体
が
軽
く
な
り、

山
や
谷
を
翔
ん
だ。

そ
の

う
ち
辟
毅
を
は
じ
め、

則
天
武
后
が
仕
す
と、

都
へ

い
く
途
中
で
姿
を
泊
し
て
し
ま
っ
た。

「
仙
仏
奇
綜j
よ
り

員
曼

銘
離
権

張
果
と

韓
湘
f

李
鉄
拐

各仙人の説明文は以下の文献よi)引用した。窪徳忠「八仙について」

（「しにかJ1995年Ifl,·})

表
1

「仙仏奇粽」については1皮賓編「中国神（山壷（反応」(t-.i籍山籍出版il)より複’J.
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図
5

lll
UI
応
栄「
群
仙
図」
金
剛
寺
閃
収
曲

曹
国
閑

図
8
｛
寒
山
拾
糾
図
料
凪」
拾
得

図
11

谷
文
品「
八
仙
人
図」（
静
品
堂
文
庫
美
術
館
蔵）

.^ 

ヽ
ー

図
4

t大
ハ

ー

；�

�ヽ
-
.A

「
本
翁
糾
馬・
滋
史
吹
箸
図
屏
瓜」(-――
政
阻
＞
t
術
館
蔵）

図
10
「
群
仙
図
屏
風」
蝦
墓
仙
人

＇

 

J
 
ヽ

図
7
「
群
仙
図
屏
訊」
李
鉄
拐

，
さ`
ゞ

會`
攻

図
6
「
関
羽
凶」（
奈
良
凩
立
美
術
館
蔵）

図
9
「
秘
獣
人
物
図
押
絵
貼
屏
凪」（
西
蓮
寺
蔵こ
拾
得

.:'-.. A

図
3
「
蝦
基
鉄
拐
図
叶
風」（
東
京
国
t
博
物
館
蔵）
右
隻

鉄
拐

一
部
仙
人
の
巽
同
が
あ
り、

標
識
と
な
る
事
物
も
巽
同
が
あ

る
が、

中
国
明
時
代
に
は
大
体
確
定
し
て
い
る（
註
3)。

鐘
離

権（
し
ょ
う
り
ご
ん）・
張
果
老・
韓
湘
＋（
か
ん
し
ょ
う
し）・
李

鉄
拐・
曹
国
舅（
そ
う
こ
く
き
ゅ
う）．
呂
洞
賓・
曲
采
利（
ら
ん

ざ
い
か）．
何
仙
姑（
か
せ
ん
こ）
が
確
定
し
た
八
仙（
表
1)
で
あ

る。

そ
の
八
仙
と
仙
人
の
多
く
が
履
な
る
作
品
は
至
町
時
代

に
す
で
に
あ
っ
た（
註
4)。

主
題
の
な
味
と
関
辿
し
て
後
で
と

リ
あ
げ
る
か、

滸
白
と
同
時
代
の
群
仙
図
に
お
い
て
も
八
仙

と
構
成
員
が
重
な
る
作
品
は
多
い。（
註
5)

八
仙
が
節，
日
の
「
群
仙
図
屏
風」
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る

可
能
性
を
考
慮
に
人
れ
て、

図
像
を
検
討
し
て
い
こ
う。

ま
ず
右
隻
の
右
端
の
人
物（
図
2)
を
兄
る。

こ
の
人
物
は
右

手
で
前
髪
を
つ
か
み、

左
手
を
人
木
の
幹（
岩
か
も
し
れ
な
い）

に
つ
い
て、

裸
足
で
両
足
を
や
や
開
き
ぎ
み
に
立
っ
て
い
る。

店
間
に
跛
を
寄
せ
口
に
力
が
人
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る。

網

で
で
き
た
よ
う
な
衣
を
胸
を
少
し
は
だ
け
て
ま
と
っ
て
い
る。

腰
に
白
い
布
袋
を
二
つ
下
げ、
―
つ
に
は
二
巻
の
巻
物
が、

も

ぅ
―
つ
に
は
薬
草
ら
し
き
物
と
瓢
節
が
入
っ
て
い
る。

側
に

虎
が
う
ず
く
ま
っ
て
い
る。

辻
氏
は
衣
を
麻
衣
と
見
て、

麻

衣
子
と
し
た。

佐
藤
氏
は、

楽
草・
瓢
臨・
巻
物
か
ら
医
槃
を

よ
く
す
る
仙
人
を
想
定
し、

扁
拙
を
想
定
し
た。

扁
鵜
に、

他

の
医
薬
に
通
じ、

虎
を
連
れ
た
仙
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
頂
な
っ

て
い
る
と
の
推
定
は
妥
当
で
あ
る。

頂
な
っ
て
い
る
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
私
は
韮
奉
を
想
定
し
た
い。

旅
奉
は
三
国
時
代
の

PL分
の
人
で、

医
術
に
優
れ
た
仙
人
で
あ
る
が、

病
気
を
治
し

て
そ
の
杏
と
殺
物
を
交
換
し
て
生
活
し
て
い
た
が、

穀
物
を

持
た
ず
に
杏
を
と
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
虎
を
飼
っ
て
い
た。

狩

野
派
に
よ
る
南
禅
寺
の
仙
人
図
朔
は
八
仙
と
構
成n
只
が
軍
な

る
群
仙
を
宅
題
と
し
て
い
る
が、

そ
こ
に
虎
を
従
え
た
壷
奉

の
姿
が
見
え
る。

こ
の
右
端
の
人
物
は、

そ
の
ポ
ー
ズ
が
浙

白
の
「
蝦
蘇
鉄
拐
悦
屏
風」（
東
京
国
立
拇
物
館
蔵）
の
右
隻、

鉄
拐（
図
3)
と
非
常
に
近
い。

屈
間
に
跛
を
寄
せ
た
表
情、

足

の
開
き
具
合
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る。

鉄
拐
は
髪
の
毛
を
つ
ま

ん
で
息
を
吹
き
か
け
て
い
る
が、

そ
の
小
指
を
立
て
た
手
つ

き
も
そ
っ
く
り
で
あ
る。

も
と
も
と
鉄
粉
は
小
瓢
節
を
持
っ

て
い
る
が、
「
群
仙
図
屏
風」
の
方
は
中
瓢
筑
程
度
に
大
き
く

な
っ
て
い
る。

八
仙
と
の
つ
な
か
り
で
は
瓢
筑
か
ら
墟
馬
を

そ
の
左
隣
の
人
物
は、

赤
ら
頻
で
赤
い
衣
を
ま
と
い、

白

い
鳳
凰
を
連
れ
て
い
る。

辻
氏
が
指
摘
し
た
と
お
り、

爾
を

よ
く
し
て
鳳
凰
を
呼
び
寄
せ
た
甜
史（
図
2)
で
あ
る。

近
年
傭

白
の
「
塞
翁
飼
馬・
箱
史
吹
籠
図
屏
風」（
三
重
県
立
美
術
館

蔵）（
図
4)
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が、

本
作
品
の
籠
史
と
は
箭
を

吹
く
以
外
に
形
態
の
共
通
点
は
な
い。

八
仙
で
は
曹
国
舅
が

横
笛
を
吹
く
姿
で
登
場
す
る
こ
と
が
あ
る。

例
え
ば
円
山
応

挙
の
金
剛
寺
障
壁
画（
図
5)
や
紀
広
成
の
高
野
山
龍
光
院
障
壁

画
に
曹
国
舅
が
あ
り、

笛
を
横
に
持
っ
て
吹
い
て
い
る
か
ら

当
然
な
の
だ
が、

か
た
ち
と
し
て
は
近
い。

と
こ
ろ
で、

赤

ら
頻
で
長
い
髭
の
中
国
人
物
と
い
え
ば
関
羽
が
思
い
浮
か
ぷ゚

出
す
張
果
老
が
思
い
起
こ
さ
れ
る。

た
患
者
に
杏
を
植
え
さ
せ
て
薬
代
の
替
わ
り
と
し
た。

そ
し
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中
国
の
故
事
人
物
を
主
題
と
す
る
襖
絵
や
屏
風
は
戦
国
時
代

群
仙
と
い
う
画
題
は 、

中
国
故
事
人
物
図
の
一
種
で
あ
る 。

[

二
]

群
仙
と
い
う
画
題

何
を
意
味
す
る
か

西

〗
左 林 呂 言 籠 菰 群

王 妓 和 闊 史 奉 仙
母 靖 拐 闘

風
の

仙
人

は 拙扁 麻衣 ： 
匠 五I
應 藤ヽ辻— 
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他
寺飩．蝦 贋 の

はー一墓 は 一墓
虚

貼1合 包 の鉄寒のの鉄
悶

屏得山寒蝦拐 ．
悶
ー． 鉄拐

．山暮図 と 塁眉 拐図 馨布 ・屏 似 届
袋 元風
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寺拾5
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立 し—

讐拾束 ［ 
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嘉-
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＾立 得物 立
興f9 図 t乳

仙
と

て何
上
は

八
劉海娩

鐘と鶴 ロF’ 
； 〗

張 八

とつな仙姑 靡 あは 閾 塁 仙
り八 拐

もがと 洞仙
の入 ？ o

! 
？ ？ 

にる八
描か人 ＊る
か゜中 ゜八 の
れ八唯

fl 

j:_ 
る

閾寿
題゜ の に

女 I) ゚ 表
で仙 れ
はと ま る
八し た ‘一

八
仙
は
道
教
で
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が 、

関
羽
も
ま

た
逍
教
と
関
わ
り
が
深
い 。

爺
白「
関
羽
図」（
奈
良
県
立
美
術

館
蔵）（
図
6)
と
く
ら
べ
る
と
髪・
髭・
頻
つ
き
と
い
っ
た
容
貌
が

そ
の
次
の 、

右
手
を
上
げ
た
真
横
向
き
の
人
物
は
杖
を
持

っ
て
い
る
こ
と
か
ら 、

李
鉄
拐（
図
7)
で
あ
る 。

前
臼「
寒
山
拾

得
図
屏
風」（
個
人
蔵）
の
拾
得（
図
8)
は
同
様
に
真
横
向
き
で 、

横
頗
も
似
て
い
る 。

右
手
を
上
げ
た
ポ
ー

ズ
は
葡
臼「
烏
獣
人

物
図
押
絵
貼
屏
風」（
西
蓮
寺
蔵）
の
拾
得（
図
9)
と
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る 。

李
鉄
拐
に
拾
得
の
姿
を
藩
と
し
込
ん
で
い
る
と
い

え
る（
註
6) 。

李
鉄
拐
は
八
仙
の
一
人
で
あ
る 。

龍
に
乗
り

脊
い
衣
を
着
て
鉢
を
持
っ
た
人
物
は 、

基
本
的

に
は
八
仙
の
一
人 、

呂
涸
賓
で
あ
ろ
う（
註
7) 。

左
役
の
二
羽
の
鶴
を
従
え 、

唐
子
を
抱
き
上
げ
た
人
物
は 、

ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は 、

河
野
元
昭
氏
が
指
摘
し

た
と
お
り 、

林
和
靖
で
あ
る（
註
8) 。

唐
子
た
ち
は
佐
藤
康
宏

氏
が
い
う「
趣
向」（
註
9)
に
加
え
て 、

吉
祥
画
題
の
唐
子
で
も

あ
る 。
こ
の
林
和
靖
は
八
仙
と
結
ぴ
つ
か
な
い 。

八
仙
は
道

教
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
が 、

林
和
靖
は
そ
こ
か
ら
外
れ
て

い
る 。

鶴
は
瑞
祥
の
烏
で
あ
り 、

井
老
人
の
乗
り

物
と
し
て

の
鶴
は
八
仙
棋
痔
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る 。

そ
の
隣
の
臼
髪・
白
髭
で 、

縄
の
よ
う
な
衣
を
ま
と
い 、

魚

を
つ
か
ん
で
い
る
人
物
を 、

辻
惟
雄
氏
は
左
絃
と
考
察
し
た 。

べ
よ
う
と
し
て
い
る
か
た
わ
ら
で 、

岩
を
椅
子
の
よ
う
に
し

て
腰
掛
け
て
い
る
女
は 、

桃
が
あ
る
こ
と
か
ら
西
王
母
で
あ

る 。

西
王
母
は
八
仙
に
は
数
え
ら
れ
な
い
が 、

八
仙
が
西
王

母
の
誕
生
祝
い
に
楳
裔
山
へ
昇
る「
八
仙
過
海」（
図
14)
の
画
題

も
あ
り 、

両
者
の
関
連
は
深
い 。

西
王
母
を
単
独
で
描
い
た

作
品
も
多
く
あ
り 、

中
国
の
女
仙
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
た

め 、

八
仙
中
の
女
仙 、

何
仙
姑
を
西
王
母
に
変
え
た
可
能
性

も
あ
る 。

各
仙
人
の
同
定
と 、

八
仙
と
の
関
わ
り 、

像
と
の
頂
な
り
を
整
理
し
て
み
よ
う（
表
2) 。

表
か
ら「
群
仙
図

屏
風」
と
八
仙
と
の
つ
な
が
り
は
認
め
う
る 。

し
か
し「
群
仙

図
屏
風」
の
仙
人
は
八
人
の
仙
人
で
は
あ
る
が 、

定
ま
っ
た
八

仙
で
は
な
い 。

加
え
て 、

例
え
ば
関
羽
の
容
貌
の
特
徴
と
曹

国
舅
の
か
た
ち
を
借
り
た
籠
史
と
い
っ
た
描
き
方
は
仙
人
の

同
定
を
混
乱
さ
せ
る 。

藉
白
自
身
が
総
て
の
像
主
を
特
定
し

て
い
た
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き 、

八
仙
以
外
の
図

そ
れ
ぞ
れ
の
仙
人
で
は
な

＜
群
れ
集
う
仙
人
こ
そ
が
主
題
で
あ
る 。

そ
の
枠
組
み
と
し

て
意
識
し
た
の
が
八
仙
で
あ
り 、

人
数
を
八
人
と
し
た
の
だ

ろ
う 。

続
い
て
仙
人
の
集
合
体
で
あ
る
群
仙
と
い
う
画
題
に

つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る（
註
13) 。

よ
く

似
た
笠
を
背
負
っ
て
い
る 。
日
の
開
き
方
は
異
な
る
が

入
れ
て
い
る 。

似
て
お
り 、

「
群
仙
図
屏
風」
の
篇
史
は
関
羽
の
姿
を
も

取
り

表
2

図
13

図
14

て
い
る
こ
と
も
あ
る 。
「
群
仙
図
屏
風」
の
蝦
幕
仙
人
は 、

蒲

入

や

迫

凌

レ

t̀
と
:·
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図
12
「
蝦
鋲
鉄
柑
図
恥
瓜」（
東
古小
国
立
旧
物
館
蔵）
左
災
蝦
供

こ
の
左
絃
も
林
和
靖
と
同
じ
く
八
仙
と
は
結
ぴ
つ
か
な
い 。
た

だ
し
背
中
に
提
げ
て
い
る
団
扇
は
鏡
離
権
の
持
物
で
あ
る 。

魚

は
一
尾
で
も
中
国
で
は
吉
祥
画
題
と
な
り
う
る（
註
10) 。
「
群
仙

図
屏
風」
で
は
仙
人
を
二
人
一
組
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き 、

二
人一
組
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
八
仙（
註
11)
と
の
つ
な
が

り
を
う
か
が
わ
せ
る 。
た
だ
し
こ
の
林
和
靖
と
左
絃
の
組
み

合
わ
せ
は
八
仙
と
関
連
が
博
い 。

白
い
蝦
募
を
肩
に
戟
せ 、

片
足
を
投
げ
出
し
て
座
る
の
は

日
本
で
い
う
蝦
暮
仙
人（
図
10)
で
あ
る 。

葉
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ

た
も
の
を
ま
と
い 、

半
分
裸
で
あ
る 。

左
手
を
地
に
つ
き 、

右

手
で
胸
を
投
う
よ
う
な
ポ
ー

ズ
を
し
て
い
る 。

通
常
の
八
仙

に
は
入
ら
な
い
が ‘

蝦
募
を
伴
う
劉
海
礁
も
ま
た
道
教
の
信

仰
の
対
象
で
あ
り 、

群
仙
の
主
題
に
お
い
て
八
仙
の
構
成
員

と
と
も
に
劉
海
瑚
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
ま
ま
あ
る（
註
12) 。
ま

た 、

や
や
時
代
が
遅
れ
る
が
谷
文
昴「
八
仙
人
図」（
静
嘉
堂
文

庫
美
術
館
蔵）（
図
11)
の
よ
う
に
八
仙
の
中
に
劉
海
蛸
が
含
ま
れ

白
の「
蝦
暮
鉄
拐
図
屏
風」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵）
の
同
じ
仙

人（
図
12)
を
さ
ら
に
だ
ら
し
な
く
寝
転
ば
せ
た
よ
う
な
ポ
ー

ズ

を
し
て
い
る 。

顔
と
上
半
身
の
容
貌
は
蒲
白「
寒
山
拾
得
図」

（
典
聖
寺
蔵）
の
寒
山（
図
13)
に
似
て
い
る 。

丸
く

膨
れ
た
腹
は

布
袋
の
よ
う
で
も
あ
る 。

劉
海
瑚
の
耳
を
掻
い
て
や
る
女
と 、

小
さ
い
桃
の
よ
う
な

実
を
載
せ
た
盤
を
持
つ
女
は 、

左
端
に
い
て
団
扇
で
顔
を
隠

す
女
の
侍
女
で
あ
ろ
う 。

爬
虫
頚
ら
し
き
小
動
物
が
桃
を
食

群
仙
図
屏
風
と
八
仙
人
の
対
応

＊
肝
心
減
近
r
ふ
＂

H
図
案
解
題
父
那
岨
俗の一
研
究』
m

中
国
土
産
公
nl .

る
が ．
図
案と
し
て
用い
ら
れ
る
こ
と
は
は
な
は
だ
稀
だ
とい
う 。

「
八
仙
過
海」

「
寒
山
拾
得
図」（
興
聖
寺
蔵）
寒
山

一
几
二
八ご
に
よ
る
と
l
八
湘
仙
は
七
母（
西
じ
母）．
lij
徴・
寒
111．
拾
得・
劉
海（
劉
海
蜻）．
fi
依・
太
h・
灼
足
で
あ
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群
仙
図
八
而
は
t
間一
之
間
を
壁
貼
付
の
水
墨
の
山
水
図、

小
襖
の
金
地
符
色
群
鶴
図
と
と
も
に
飾
る。
こ
の
と
き
長
澤

炭
古
が
応
挙
の
絵
を
届
け、

そ
れ
以
外
の
部
屋
の
怖
壁
画
を

描
い
て
い
る。

仙
人
た
ち
は
波
の
上
を
渡
海
し
て
お
り、

壁

貼
付
の
山
水
凶
と
は
波
を
介
し
て
一
続
き
と
と
れ
る。
こ
の

部
届
は
床
の
間
を
持
ち、

無
祉
寺
本
堂
で
最
も
格
式
の
高
い

部
屋
で
あ
る。

群
仙
図
と
山
水
図
に
つ
い
て
は「
本
朝
画
史」

の
山
水
人
物
花
烏
走
獣
の
序
列
が
機
能
し
て
い
る。

し
か
し

や
は
り
中
国
故
事
人
物
の
両
題
と
い
え
る
唐
子
琴
棋
書
画
図

は
下
間
二
之
間
に
描
か
れ
て
い
る。

金
剛
寺
障
壁
画
は、

総
て
円
山
応
挙
の
手
に
よ
る
も
の
で

犬
明
八
年（一
七
八
八）
六
月
の
年
記
が
あ
る。

紙
本
淡
彩
の

群
仙
図
全
十一
面
は
下
間
之
間
を
飾
る
も
の
で
あ
る。
こ
の

面
図
に
は
そ
の
部
屋
を
さ
し
て「
茶
所」
と
あ
り‘

煤
焼
け
が

し
て
い
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
も（
註
17
)

格
式
が
高
い
と
は
思
わ

れ
な
い
部
尾
で
あ
る。

秀
雪
亭
は
迫
品
は
少
な
い
な
が
ら
も、

そ
の
の
ち
記
鉢
上
で
は
円
山
派
の
中
で
割
に
煎
要
な
位
器
に

つ
い
て
い
く（
註
18
)。

し
か
し
天
明
七
年
の
時
点
で
は
文
苦
に

画
工
六
人
の
う
ち
の
五
番
目
と
し
て
登
場
し
て
お
り、

序
列

と
し
て
は
低
い（
註
19
)。

画
家
の
序
列
か
ら
い
っ
て
も、

部
屋

の
序
列
か
ら
い
っ
て
も、

大
乗
寺
障
壁
画
に
お
け
る
群
仙
図

は
格
式
が
低
い。

そ
の
一
方、

同
じ
中
国
故
＊
人
物
図
で、

応
挙
の
手
に
な
る
金
地
符
色
の
郭
子
椴
図
は、

山
水
之
間
と

孔
雀
之
間
を
つ
な
ぐ
位
蹟
に
あ
り、

高
い
格
式
に
あ
る。

以
上
の
例
を
通
じ
て、

ま
ず
中
国
故
事
人
物
の
格
式
の
ゆ

ら
ぎ
を
指
摘
し
う
る。

中
国
故
事
人
物
が
必
ず
高
い
格
式
と

は
限
ら
な
く
な
っ
て
い
る。

そ
の
変
化
は
一
っ
に
は
隣
壁
画

図
16
秀
ゃ，
や「
群
仙
図」
大
釆
＇え四
吃
両 ＂ノ

し
か
し
そ
の
一
ガ、

中
国
故
半
人
物
図
の
意
味、

そ
の
中

の
群
仙
図
の
慈
味
が
苅
白
の
活
動
し
た
江
戸
時
代
中
期
に
お

い
て、

チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ・
ロ
ア
全
盛
の
桃
山
時
代
そ
の
ま
ま
で

あ
っ
た
と
は
思
え
な
い。

そ
こ
で、

苅
白
と
ほ
ぼ
同
時
期
に

描
か
れ
た
中
国
故
事
人
物
図
を
群
仙
図
を
含
む
降
峡
画
を
中

心
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い（
註
16)。

無
抗
寺
障
照
画
は、

大
明
六
年（一
七
八
六）
の
無
址
寺
再

建
に
あ
た
っ
て
制
作
さ
れ
た。

円
山
応
挙
が
描
い
た
水
思
の

·� 、

狩
野
永
徳•
長
谷
川
等
伯・
行
我
直
庵
ら
の
画
風
を
学
ん
で
い

た。

桃
山
時
代
に
中
国
故
半
人
物
図
が、

そ
し
て
そ
の
中
の

群
仙
図
が
持
っ
て
い
た
慈
味
を、

婚
臼
は
幾
分
か
受
け
継
い

で
い
る
だ
ろ
う。

部
屋
も
床
が
あ
り、

格
式
は
低
く
な
い
が、

山
水
図
の
描
か

れ
る
上
間
之
間
の
方
が
よ
り
高
い
格
式
で
あ
ろ
う。

大
采
寺
閃
壁
画
は、

円
山
応
挙
と
そ
の
一
門
の
画
家
に
よ

っ
て、

天
明
七
年（一
七
八
七）
と
寛
政
七
年（一
七
九
五）
と

の
二
期
に
わ
た
っ
て
描
か
れ
た。

紙
本
出
画
の
群
仙
図
八
而

（
図
16)
は
天
明
七
年
制
作
分
で、

応
栄
の
弟
子
秀
舌
亭
の
手
に

な
る。

群
仙
図
の
あ
る
部
屋
は
そ
の
画
題
か
ら
仙
人
之
聞
と

呼
ば
れ
て
い
る
が、

客
殿
の
中
で
比
較
的
狭
い
十
畳
の
部
屋

で
あ
る。
上
段
の
間
の
つ
い
た、

格
式
の
高
い、

水
船
IlJ
水

の
描
か
れ
る
山
水
之
間
や、

最
も
広
く、

金
地
に
松
に
孔
雀

が
描
か
れ
る
孔
雀
之
間
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
い
る。

古
い
平
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離
権・
呂
洞
賓・
張
果
老・
李
鉄
拐
と
い
っ
た
八
仙
の
仙
人
を
含

む。

何
仙
姑
に
姿
が
近
い
仙
人、

劉
海
娩
も
確
認
で
き、

葉

奉．
t
子
喬
の
姿
も
見
え
る。

味
は
厨
風
の
画
題
に
つ
い
て
も
換
用
し
う
る。

特
に
苅
白
は
障
屏
画（
大
画
面、

よ
り
公
的）
に
限
ら
ず
掛

幅（
小
画
面、

比
較
的
私
的）
で
も
日
本
の
人
物
を
描
く
こ
と

は
少
な
か
っ
た。

ま
た、

箭
臼
は
曾
我
派
の
末
裔
を
自
称
し

て
室
町
時
代
の
水
畢
画
を
取
り
入
れ
る
一
方、

桃
山
時
代
の

図
15
「

111
龍
安
与
本
坊
方
丈
悼
壁
画」（
メ
ト
ロ
ポ
リ

タ
ン
必
術
館
蔵）

末
期
か
ら
急
に
増
え
て
く
る。

大
西
廣
氏
と
太
田
昌
＋
氏
は、

こ
の
現
象
を「
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ・
ロ
ア」（
中
国
幻
想）
と
い
う
言

葉
で
表
現
し、

そ
の
窓
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る（
註
14
)。

大

西
氏・
太
田
氏
の
定
義
に
よ
れ
ば「
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ・
ロ
ア」
と

は「
政
治、

社
会、

文
化
の
万
般
に
わ
た
っ
て、

理
想
像
を
外

に
求
め
よ
う
と
す
る、
一
種
の「
輿
国
幻
想」」
で
あ
る。
つ
ま

り
中
国
故
事
人
物
の
主
題
は、

理
想
像
を
示
す
も
の
と
し
て

選
択
さ
れ、

卒
受
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る。

幻
想
と
し
て
の

中
国
イ
メ
ー
ジ
を
考
察
し
て
い
る
と
い
う
点
で、

大
西
氏・
太

田
氏
と
問
題
意
識
を
共
有
す
る
千
野
香
織
氏
の
研
究
に
お
い

て
も、

中
国
故
事
人
物
の
主
題
は
同
様
の
慈
味
を
示
す
も
の

と
さ
れ
て
い
る（
註
15)。

群
仙
を
主
題
と
し
た
屏
風
は、

宅
町
水
巣
画
の
祥
啓
派
の

作
例
が
あ
る。

と
は
い
え、

確
か
に
戦
国
時
代
末
期
以
降
の

襖
絵・
屏
風
に
多
く
の
作
例
が
あ
り、

チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ・
ロ
ア

の
一
端
を
示
す
と
い
え
る。

蓋日
の「
群
仙
図
屏
風」
の
主
題
が、

個
々
の
仙
人
と
い
う

よ
り
も、

群
れ
集
う
い
わ
ば
群
像
と
し
て
の
仙
人
で
あ
る
こ

と
は
先
に
述
べ
た。

桃
山
時
代
の
襖
絵・
屏
風
の
作
例
に
お
い

て
も、

仙
人
の
画
題
は「
仙
人
づ
く
し」、
つ
ま
り
群
仙
で、
か

つ
そ
の
中
に
八
仙
を
構
成
す
る
仙
人
が
少
な
か
ら
ず
混
ざ
っ

て
い
る。

例
え
ば、

南
禅
寺
の、

仙
人
を
描
い
た
襖
絵
は
鐘

「
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ・
ロ
ア
l

と
し
て
見
れ
ば、

群
仙
と
い
う
画

題
は、

世
俗
を
離
れ
た
仙
人
も
広
い
慈
味
で
は
支
配
下
に
あ

る、

と
い
う
権
力
の
威
光
を
幻
想
の
中
国
イ
メ
ー
ジ
を
用
い

て
表
す
も
の
で
あ
っ
た。

だ
か
ら
こ
そ、

江
戸
時
代
初
期
ま

で、

節
辟品
画
の
中
国
故
事
人
物
図
は、

群
仙
の
主
題
と
は
限

ら
な
い
が、

ほ
と
ん
ど
常
に
公
的
な
格
式
の
高
い
部
屋
に
描

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

例
え
ば
近
年
再
発
見
さ
れ
た、

脱

長
十一
年（一
六
0
六）
作
の
も
と
龍
安
寺
本
坊
方
丈
の
腔
壁

両（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵）（
図
15)
で
は、

｛至
中
が
仙
人

づ
く
し、

恨
那
の
間
が
琴
棋
杏
画
図
で
あ
っ
た。

寛
永
十
九

年（一
六
四
二）
の
狩
野
尚
信
に
よ
る
型
衆
来
迎
寺
の
客
殿
障

壁
画
で
は、

中
之
間
に
竹
林
七
賢
図
と
商
山
四
皓
図
が
描
か

れ
て
い
る。

公
的
な
場
の
画
題
と
し
て、

日
本
の
物
語
で
は

な
く
中
国
の
故
事
人
物
を
主
に
描
く
と
い
う、

チ
ャ
イ
ニ
ー

ズ・
ロ
ア
の
威
力
は、

江
戸
時
代
を
通
じ
て
あ
る
程
度
保
た
れ

て
い
た
し、

少
な
く
と
も
箭
白
の
時
代
ま
で
は
力
を
持
っ
て

い
た。

H
本
の
物
語
が
公
的
な
場
の
画
題
と
な
っ
て
い
る
例

は
少
な
い。

建
物
に
付
属
し
て
い
る
障
壁
画
は、

動
か
す
こ

と
が
で
き
る
屏
風
に
比
べ
て、

画
題
の
格
式・ギ＂心
味
が
よ
り
明

確
に
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る。

障
壁
画
で
の
画
題
の
格
式・
窓
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図
19
「
仙
人
図
屏
風」

盃含む松
術
大
学
大
学
文
術
館
蔵

.n

「
仙
人
図
屏
風」（
東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
蔵）（
図
19)

図
18

図
17
高
田
数
輔「
群
仙
図」
店
野
山
清
浄
心
ほ
閲
既
両

の
注
文
主
の
違
い
と
考
え
た
い。

桃
山
時
代
の
障
壁
画
で
は

城
郭
の
み
な
ら
ず
禅
宗
の
方
丈
も
武
将
の
意
向
に
よ
っ
て
描

か
れ
て
い
た。

例
で
見
て
き
た
江
戸
時
代
中
期
の
場
合
で
は、

檀
家
の
有
力
者
や
住
職、

寄
進
者
の
寇
向
が
反
映
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う。

し
か
し
中
国
故
事
人
物
が
高
い
格
式、

重

要
な
部
屋
の
画
題
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
残
り
な
が
ら、

格

の
低
い
部
屋
に
も
中
国
故
事
人
物
が
描
か
れ
う
る
と
い
う、

中

国
イ
メ
ー
ジ
の
地
位
の
曖
昧
さ
は
指
摘
で
き
る。

幻
想
の
中

国
は
相
変
わ
ら
ず
文
化
に
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
が、

江
戸

時
代
半
ば
十
八
世
紀
頃
に
な
る
と
畏
敬
の
対
象
と
い
う
よ
り

も
同
化
し
う
る
親
し
み
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に

見
え
る。

規
範
か
ら
趣
味
の
対
象
に
な
っ
た
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い。

例
え
ば
池
大
雅
な
ど
が
そ
う
名
乗
っ
た、

中
国

風
の
三
字
で
名
前
を
名
乗
る
と
い
う
行
為
は
自
分
が
中
国
文

化
に
加
わ
り
う
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
行
為
で
あ
る。
「
見
立
て」

と
い
う
行
為
で
は（
註
20)、

当
世
の
事
物
を
和
涎
の
故
半
に
な

ぞ
ら
え
る
が、

そ
の
時
わ
ず
か
な
類
似
点
に
注
目
し
て「
見
立

て」
を
行
う。
つ
ま
り
落
差
が
あ
る
こ
と
を
卜
分
理
解
し
な
が

ら
も、

共
通
点
を
探
し
て
共
通
点
に
注
目
す
る。
「
見
立
て」

は
俗
な
も
の
を
聖
な
る
も
の
に
見
立
て
る
が、

型
性
を
絶
対

的
な
も
の
と
見
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
行
為
で
あ
る。

中
国
の
故
事
に
つ
い
て
い
え
ば、

中
国
幻
想
の
大
衆
化
と
も

い
え
よ
う
か。

そ
し
て
中
国
幻
想
の
地
位
は
相
対
的
な
も
の

と
な
り、

お
お
む
ね
低
下
し
て
い
く（
註
21
)。

中
国
幻
想
の
画

題
で
あ
る
中
国
故
事
人
物
の
格
式
も
そ
れ
に
連
動
す
る。

も

屏
風」（
石
水
博
物
館
蔵）
に
は
寒
山・
拾
得
と
と
も
に、

笠
を

か
ぷ
リ
剣
を
持
っ
た
呂
涸
哀
ら
し
い
仙
人（
鐘
旭
の
影
響
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い）
が
見
ら
れ
る。
「
塞
翁
飼
馬・
甜
史
吹
箇
図

屏
風」（
三
重
県
立
美
術
館
蔵）・「
林
和
靖
図
屏
風」（
三
勇
県

立
美
術
館
蔵）（
図
18)・「
蝦
墓
鉄
拐
図
屏
風」（
東
京
国
立
博
物

館
蔵）
は
先
に
触
れ
た。
「
風
仙
図
屏
風」（
ポ
ス
ト
ン
美
術
館

ri）
は
陳
楠
と
呂
洞
賓
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う（
註

26
)
0

は「
群
仙
凶
屏
風」
の
特
に
左
隻
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い。

右
隻
の
中
国
風
の
女
は、

桃
の
実
を
持

っ
た
侍
女
を
従
え
て
お
り、

そ
の
背
後
に
は
桃
の
木
が
あ
る

こ
と
か
ら
西
王
母
で
あ
る。

透
き
通
る
布
地
の
団i
扇
で
頻
の

一
部
を
隠
す
と
こ
ろ
も、
「
群
仙
図
屏
風」
と
同
じ
で
あ
る。

鳳

凰
を
伴
う
の
は、

狩
野一
渓「
後
索
集」
に
記
述
が
あ
る。

実

際
に
鳳
凰
を
伴
う
図
像
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
が、

西
王
母

の
衣
装
の
模
様
が
鳳
凰
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い。

左
後
に
は
中
国
風
の
男
が
二
人
描
か
れ
て
い
る
が、

巻
物
を

持
ち、

鯉
を
招
く
よ
う
な
動
作
を
す
る
男
は
葛
玄
で
あ
る。

腕

と
上
半
身
が
C
字
形
に
な
っ
て
い
る
葛
玄
の
ポ
ー
ズ
は「
蝦
墓・

鉄
拐
図」（
ポ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵）
の
蝦
幕
仙
人（
図
20)
と
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る。

C
字
形
に
誇
張
さ
れ
て
い
る
が、

も
と
も
と
は

劉
海
瑚
が
金
銭
を
三
足
の
蝦
墓
蛙
に
与
え
る
姿
で
あ
っ
た
ろ

う。

葛
玄
の
浮
き
上
が
っ
た
背
骨
も、

蝦
幕
仙
人
に
す
で
に

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
し
て
現
れ
て
い
る。

葛
玄
の
足
の
描
写
と

と
も
と
仙
人、

群
仙
と
い
う
画
題
は、

中
国
故
事
人
物
図
の

中
で
も
問
接
的
に
権
力
の
威
光
を
示
す、

題
で
あ
っ
た。

蒲
，日
の
時
代
に
あ
っ
て、

群
仙
と
い
う
主
題

の
意
味
に
な
り
え
た
の
で
は
な
い
か。

い
わ
ば
周
辺
的
画

は
も
は
や
必
ず
し
も
公
的
で
格
式
の
高
い
も
の
で
は
な
く、

別

地
位
の
ゆ
ら
ぎ
に
よ
っ
て
仙
人・
群
仙
と
い
う
主
題
が
廃
れ

た
わ
け
で
は
な
い。

例
え
ば
群
仙
図
の
障
壁
画
は、

前
述
し

た
応
学
周
辺
の
作
例
の
他、

高
田
敬
輔
に
よ
る
高
野
山
清
浄

心
院（
図
17)、

紀
広
成
に
よ
る
高
野
山
龍
光
院
な
ど
の
例
を
見

る
こ
と
が
で
き
る。

群
仙
画
題
の
群
像
と
し
て
の
意
味
に
つ

い
て
は
後
で
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が、
「
西
王
母」「
蝦
幕
鉄
拐」

「
張
果
老」
と
い
っ
た
仙
人
を
主
題
と
す
る
作
品
が
滅
っ
た
よ

う
に
は
見
え
な
い。
「
西
王
母」
な
ど
は
江
戸
時
代
中
期
に
流

行
し
た
ふ
し
も
あ
る（
註
22
)。

中
国
故
事
人
物
図
全
体
の
格
式

の
低
下
に
よ
っ
て、

仙
人・
群
仙
の
画
題
が
よ
り
親
し
み
や
す

い
も
の
に
な
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う。

例
え
ば
喜
多
川
歌
歴

(
?
_
―
八
0
六）
に
は
遊
女
を
仙
人
に
見
立
て
た「
艶
中
八

仙」
の
揃
物
が
あ
る（
註
23
)。

月
倦
が
原
画
を
描
い
た「
列
倦
図

賛j
が
安
永
九
年（一
七
八
0
)

に
出
版
さ
れ、

天
明
四
年（一

七
八
四）
に
再
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
画
題
と
し
て
の「
仙

人」
の
人
気
が
う
か
が
え
る（
註
24
)。
「
北
斎
漫
画」
に
お
い
て
も

文
化
十―一
年(-
八
一
五）
の
三
編
と
文
政
二
年（一
八一
九）

の
十
編
に
群
仙・
中
国
人
物
が
載
っ
て
い
る（
註
25
)。

癖
臼
自
身、

群
仙・
仙
人
を
主
題
と
し
た
作
品
を「
群
仙
図

屏
風」
以
外
に
も
残
し
て
い
る。

例
え
ば「
人
物
花
烏
押
絵
貼

形
態
は「
蝦
幕
鉄
拐
図
屏
風」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵）
の
蝦
幕

仙
人
に
類
似
し
て
い
る。

秘
玄
は「
群
仙
図
届
風」
に
出
て
き

た
左
絃
の
弟
子
で
あ
る
が、

太
上
老
君
が
西
王
母
に
授
け
た

「
常
清
浄
経j
は
金
隅
帝
君、

東
華
帝
君
を
経
て
葛
玄
に
伝
わ

っ
た
と
い
う
の
で、

西
王
母
と
は
つ
な
が
る。

亀
を
持
つ
男

は
貿
安
と
さ
れ
て
き
た
が、

黄
安
は
亀
に
乗
っ
た
図
像
で
表

さ
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
り、

疑
問
が
残
る。

長
舟
の
シ
ン
ポ

ル
で
あ
る
亀
を
伴
う
仙
人
の
図
像
は
黄
安
以
外
に
も
い
る
が、

亀
は
乗
り
物
か
足
元
に
戯
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り、

亀
を
手

に
持
つ
と
い
う
も
の
は
な
か
な
か
な
い。

亀
を
つ
か
み、

戯

れ
る
よ
う
な
手
の
し
ぐ
さ
は、

宋
紫
石
の「
東
方
朔
図」
で
巻

物
を
持
っ
て
指
差
す
し
ぐ
さ
に
似
て
い
る。

蝦
墓
仙
人
の
姿

を
借
り
た
葛
玄
は
左
絃
の
弟
子
で
も
あ
り、

左
絃
と
同
様
に

鯉
を
招
く。
八
仙
と
の
つ
な
が
り
を
検
証
す
れ
ば、

西
王
母

の
誕
生
日
を
祝
う
た
め
に
八
仙
が
揺
池
へ
向
か
う「
八
仙
渡
海」

の
画
題
が
わ
す
か
な
が
ら
つ
な
が
る。
永
楽
宮
壁
画
に
残
る、

全
員
が
筏
に
釆
り
込
む
の
で
は
な
い
図
様（
図
21
)

に
お
い
て、

呂

洞
賓
は
剣
に、

韓
湘
子
は
花
に、

蓋
采
和
は
拍
板
に、

李
鉄

拐
は
杖
に、

と
持
物
に
乗
っ
て
海
を
渡
る
中、

持
物
が
乗
り

物
に
向
か
な
い
の
か、

曹
国
見
？
は
亀
に
乗
っ
て
い
る。

そ

の
後
ろ
に
は
徐
神
？
が
鯉
に
も
兄
え
る
魚
に
乗
っ
て
い
る（
註

27
)
0
 群

仙・
仙
人
と
い
う
主
題
の
享
受
を
考
え
る
の
に、

絵
画
に

限
る
必
要
は
な
い。

同
じ
時
代
に
享
受
さ
れ
た
造
形
作
品
で

あ
れ
ば
国
籍
を
日
本
に
限
る
必
要
も
な
い。

祇
園
祭
の
染
糀

「
林
和
靖
図
料
凪」（
三
貢
県
立
美
術
館
点）

•
イ
！・

＇
淋
ア

S、

図
20
「
蝦
藝・
鉄
拐
図」（
ポ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵）
蝦
暮
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箱
沿
で
室
町
時
代
に
使
わ
れ
た
見
送
と
鑑
定
し
て
い
る（
註
29
)。

懸
装
品
は
新
調
し
た
あ
と
も
古
い
も
の
を
町
会
所
に
飾
っ
た

リ
す
る
の
で、

も
し
江
戸
時
代
中
期
に
見
送
と
し
て
使
わ
れ

あ
ろ
う。

こ
の
兄
送
は
褪
色
の
た
め
見
づ
ら
い
と
こ
ろ
も
あ

る
が、

天
に
西
王
母
が
お
り、

封
名
人
を
鋒
離
権・
李
鉄
拐・

何
仙
姑・
韓
湘
チ・
呂
湘
賓．
症
采
和
ら
八
人
の
仙
人
が
取
り
巻

く、

「
群
仙
棋
紆」
の、
E
題
で
あ
る。

鈴
鹿
山
胴
懸
は
「
百
仙
人
図」（
図
23)
と
呼
ば
れ
る
が、

亨
保

ト――一
年（
一

七
1

一
三）
に
新
調
さ
れ
た、

十
八
世
紀
初
頭
の
中

困
製
綴
織
と
見
ら
れ
る。

左
右、

計
八
面
に
区
切
ら
れ
て
お

り、

そ
の
中
に
は、

西
干
母・
李
鉄
拐．
何
仙
姑．
翰
湘
＋・
呂

洞
賓．
劉
海
瑚・
盛
采
和・
封
老
人
と
い
っ
た、

八
仙
と
そ
の
周

辺
の
仙
人
の
姿
が
兄
え
る。

鈴
鹿
山
は
前
懸
も
胴
懸
と
一

連

の
も
の
で、

群
仙
を
主
題
と
し
て
い
る。

明
和
元
年（
一

七
六
四）
頃
に
制
作
さ
れ
た
「
群
仙
図
屏
風
」

よ
り
時
代
は
降
る
が、

孟
宗
山
胴
懸
も
ま
た
群
仙
を
土
題
と

し
て
い
る。

文
化
五
年(
-

八
0
八）
に
新
調
さ
れ
た
中
国
製

の
綴
織
で、

西
王
母
と
井
老
人
が
雲
に
乗
っ
て
現
れ、

仙
人

が
そ
れ
を
迎
え
る
「
群
仙
挟
痔」
と
鐘
離
権・
呂
涸
賓・
張
果
老

と
い
っ
た
八
仙
の
メ
ン
バ
ー
を
含
む
仙
人
図
の一
＿
面
で
あ
る。

伯
牙
山
の
前
懸
は
文
化
十
一

年(
-

八
一

四）
に
新
調
さ
れ

郭
巨
山
兄
送
は、

文
化
十
二
年（
一

八
一

五）
に
円
ll
応
設

が
下
絵
を
描
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が、

劉
海
蜆（
蝦
孫）
．

李
鉄
拐・
呂
洞
資・
張
果
老
ら
が
含
ま
れ
て
い
る。

祇
園
祭
の
装
飾
品
の
中
で、

特
に
「
群
仙
図
肝
風
」
と
の
関

連
を
かJ
え
た
い
の
が、

円
山
応
栄
が
安
氷
二
年（
一

七
七―
二）

頃
に
下
絵（
図
24)
を
描
い
た
保
晶
山
胴
掛・
前
掛
で
あ
る。

胴
掛

は
張
岱
と
巨
霊、

前
掛
は
淋
武
を
描
い
た
も
の
と
い
う。

森

武
は
前
漢
の
武
帝
に
仕
え
た
人
物
で、

異
民
族
匈
奴
に
拘
留

さ
れ
な
が
ら
も
忠
誠
を
保
っ
て
帰
還
し
た。

匈
奴
が
羊
の
世

話
を
さ
せ
て
い
た
こ
と
か
ら、

森
武
牧
羊
の
故
事
が
あ
り、

「
後

索
集j
に
忠
孝
の
画
題
と
し
て
載
る。

渡
辺
半
山
と
伝
え
る
作

例
も
あ
り、

洋
と
中
国
風
の
名
人
の
組
み
合
わ
せ
で
賀
初
平

に
見
え
な
く
も
な
い
が、

蘇
武
と
し
て
問
題
な
い
。

巨
霊
は

武
帝
の
宮
廷
に
い
た
女
の
小
人
（
短
人）
で
あ
り、

波
上
の
木

に
限
っ
て
い
る
人
物
の
こ
と
で
あ
ろ
う。

巨
霊
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
に
は
東
方
朔
と
関
係
す
る
も
の
が
あ
り、

男
が
桃
を
さ
さ

げ
持
っ
て
い
る
の
だ
か
ら、

白
い
鳳
凰
と
も
に
波
の
上
を
行

く
の
は
東
方
朔
と
な
る。

前
漢
の
武
帝
に
仕
え
領
土
の
拡
大

に
寄
与
し
た
張
賽
は
歴
史
上
布
名
な
人
物
で
あ
る
が、

画
題

と
し
て
は
知
る
限
り
稀
で
あ
る。

保
昌
山
胴
掛
の
主
題
は
一

見
し
た
と
こ
ろ
「
波
上
群
仙」
に

も
見
え
る。

そ
し
て
各
人
物
の
ア
ト
リ
ピ
ュ

ー
シ
ョ
ン
を
考

え
ず
に
見
れ
ば、

桃
の
樹
の
か
た
わ
ら
の
女、

白
い
鳳
凰
を

伴
う
人
物、

虎
を
連
れ
た
人
物、

と
「
群
仙
図
屏
風
」
と
似
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
る。
「
群
仙
図
屏
風
」
は
保
昌
山
胴
掛
の
よ

て
い
な
く
て
も
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
機
会
は
あ
っ
た
で

人
の
図」（
図
22)
は
兄
送
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た。

江
馬
務
氏
は

保
昂
山
に
伝
わ
る
十
六
世
紀
前
半
の
中
国
製
剌
綺
掛
物
「
仙

品
に
も
そ
の、
北
題
は
い
く
つ
か
見
ら
れ
る（
註
28
)

。

た
も
の
で
あ
る
が、

十
七
世
紀
中
頃
の
中
国
製、

ヒ
下
に
詩

文、

中
央
に
人
物
を
挟
ん
だ
慶
涛
裂
で
あ
る。

こ
れ
は
寿
老

人
を
李
鉄
拐・
劉
海
鮒．
曹
国
見・
藍
采
和・
韓
湘
子
ら
JL
人
の

仙
人
が
迎
え
る
「
群
仙
扶
舟」
を
、ゼ
題
と
し
て
い
る。

八
仙
の

構
成
員
は
ほ
と
ん
ど
網
羅
さ
れ
て
い
る。

山
伏
山
に
伝
わ
る
紬
舟
老
四
仙
絵
文
前
掛
は
十
七
世
紀
の

中
国
製
で
あ
る。

鶴
に
釆
っ
て
降
り
て
く
る
寿
老
人
を
仙
人

木
賊
山
水
引
は
十
八
世
紀
の
日
本
製
で
あ
る
が、

侍
女
に

桃
を
持
た
せ
た
西
王
母、

横
笛
を
吹
く
曹
国
見、

鉢
か
ら
龍

を
出
す
呂
洞
究
と
い
っ
た
仙
人
が
表
さ
れ
て
い
る。
「
群
仙
図

屏
風」
に
登
場
す
る
仙
人
と
重
な
っ
て
い
る。

う
に
祇
凶
祭
の
掛
物
に
な
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
図

柄
な
の
で
あ
る。

詳
し
く
検
証
す
れ
ば
別
の
主
題
で
は
あ
る

が、

吉
祥
の
恋
味
で
は
ほ
と
ん
ど
等
価
に
受
け
取
ら
れ
て
い

事
で
あ
る
が、

中
国
製
剌
縫
掛
物「
仙
人
の
図」（
保
昌
111
保
fi
会
蔵）

そ
も
そ
も
祇
園
祭
は
疫
病
退
散
を
願
う
祇
園
御
虚
会
の
祭

そ
の
願
い
が
成
就
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

町

衆
達
の
子
孫
ま
で
の
栄
え
を
顧
う（
註
30
)。

そ
の
た
め
山・
鉾
の

装
飾
の
主
題
は
「
吉
祥」
で
あ
る。

祇
園
祭
の
装
飾
に
た
び
た

び
現
れ
る
群
仙
の
主
題
は
当
時
吉
祥
の
主
題
と
し
て
卒
受
さ

れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

も
ち
ろ
ん
群
仙
を
構
成
す
る
仙
人
自
体
不
老
不
死
の
存
在

で
あ
り、

吉
祥
の
慈
味
を
あ
ら
か
じ
め
持
っ
て
い
る。

そ
れ

に
加
え
て、

数
が
多
い
こ
と
に
も
吉
祥
の
意
味
が
含
ま
れ
て

い
る。
「
百
鹿
図」
「
百
鶴
図」
な
ど
は
鹿・
鶴
自
体
が
吉
祥
の
音心

味
を
持
っ
て
い
る
が、

百、

つ
ま
り
非
常
に
数
多
く
集
ま
る

こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
吉
祥
の
意
味
が
強
ま
っ
て
い
る。

鳳

凰
の
も
と
に
い
ろ
い
ろ
な
烏
が
集
ま
る
「
百
鳥
図」
は
天
下
太

平
の
世
を
高
怠
す
る
も
の
で
あ
る
が、

百
種
類（
実
際
に
百
種

類
描
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い）
は
島
の
全
種
類
を
意
味
し、

あ

ま
ね
く
集
ま
る
こ
と
に
も
吉
祥
の
意
味
が
見
出
せ
る。

群
仙

は
吉
祥
性
が
増
幅
し
て
い
る
の
で
あ
る。

見
て
き
た
よ
う
に
「
群
仙
図
屏
風
」
は
吉
祥
の
意
味
を
持
つ

群
仙
と
い
う
主
題
で
あ
る。

そ
の
限
り
に
お
い
て
は
孤
立
し

た
作
品
で
は
な
い
（
註
31
)。

同
時
代
に
お
い
て
特
巽
で
あ
る
と

し
た
ら、

主
に
表
現
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う。

続
い
て

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

が
迎
え
る
「
群
仙
扶
井」
の
主
題
で
あ
る。

図
21
「
八
仙
渡
海」
水
楽
宮
堕
圃

図
22

図
23

胴
懸「
ti
仙
人
図」（
ポ
都
祗
園
祭
勅
鈴
鹿

山
維
持
会
所
蔵、

小
叶
転
載・
ポ
lr
複
製）

図
24

円
山
応
栄「
保
品
111
胴
掛・
削
掛
ド
絵」（
保
畠
山
保
存
会
蔵）
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人
物
の
手
先・
足
先
に
注
目
し
よ
う。

い
く
つ
か
の
し
ぐ
さ
に

「
群
仙
図
屏
風」
を
奇
妙
、

奇
天
烈
と
見
て
語
る
の
は
現
代

の
観
竹
者
で
あ
る。

な
ぜ
な
ら
昭
和
四
0
年
代
の
再
発
見
以

前
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か

ら。

と
は
い
え
「
群
仙
図
屏
風
」
を
抜
き
に
し
て
も
蒲
臼
は
奇

妙
な
と
こ
ろ
の
あ
る
画
家
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た。

白

井
華
闊
は
「
画
乗
要
略」
で
「
山
水
人
物
皆
浜
墨
剛
勁、

箪
健

気
雄、

姿
態
横
生、

姦
以
怪
醜
為
一

派」
と
記
し
、

「
近
世
逸

人
画
史」
に
は
「
京
摂
の
間
に
横
行
す、

世
人
狂
人
を
以
て
目

す、

そ
の
画
変
化
自
在
な
り
、

草
画
の
如
き
は
甜
に
船
つ
け

て
か
き
ま
は
し
た
る
如
き
も
の
あ
り
、

又
精
密
な
る
も
の
に

ぼ
同
時
代
の
評
価
と
し
て
双
方
と
も
よ
く
引
用
さ
れ
る
記
述

で
あ
る
が、

基
本
的
に
銀
画
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。

恐
ら
く
「
寒
山
拾
得
図」
（
興
聖
寺
蔵）
の
よ

う
な
作
品
を
さ
し
て
の
言
葉
で
あ
る。

実
際
、

箭
白
の
作
品

中「
群
仙
図
屏
風」
の
よ
う
な
若
色
の
作
品
は
音心
外
に
少
な
い。

着
色
の
作
品
に
お
い
て
も
樹
木
や
地
面
は
果
で
描
か
れ
て
い

る
が、

着
色
の
場
合
か
っ
ち
り
し
た
作
品
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
た
め
、

「
薬
に
墨
つ
け
て
か
き
ま
は
し
た
る」
と
は
い
え
な

い
。
「
群
仙
図
屁
風
」
の
黒
に
よ
る
岩、

波
、

龍
、

樹
木
の
形

風」
と
か
な
り
相
似
た
構
図
に
な
る。

こ
こ
に
学
げ
た
作
品
ま

た
は
そ
の
類
作
が、

前
白
の
「
群
仙
図
屏
風」
の
構
成
の
下
敷

き
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。

「
群
仙
図
屏
風」
を
見
る
と
き
鮮
や
か
な
色
彩
の
仙
人
や
モ

チ
ー
フ
に
い取
初
に
目
が
行
く
の
だ
が
、

形
態
と
し
て
は
墨
で

描
か
れ
た
部
分
の
方
が
よ
り
奇
妙
で
あ
る。

流
奉
の
足
の
手

前
を
な
な
め
に
横
切
っ
て
い
る
部
分
は
岩
な
の
か
巨
木
の
幹

な
の
か
。

手
を
つ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
そ
の
部
分
は
テ
ー
プ

ル
状
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が、

ね
じ
れ
た
形
で
そ
の

後
ろ
の
岩
壁
に
つ
な
が
っ
て
い
る。

方
形
を
直
ね
た
岩
壁
を

紺
白
は
「
寒
山
拾
得
図
肝
風」
（
個
人
蔵）
で
も
描
い
て
い
る。

岩
壁
に
飲
み
込
ま
れ
た
よ
う
な
樹
木
が
描
か
れ
る
が
、

そ
の

根
の
疱
の
曲
線
は
荊
奉
の
後
ろ
に
湧
き
起
こ
る
裳
気
と
同
化

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
し、

方
形
の
岩
に
同
化
し
て
い
る

部
分
も
あ
る。

風
に
な
び
く
李
鉄
拐
の
衣
は
金
で
縁
取
っ
て

県
の
濃
淡
を
施
し
、

硬
質
な
印
象
で
ま
る
で
岩
の
よ
う
だ。

ギ

ザ
ギ
ザ
し
た
描
線
の
波
は
波
頭
の
部
分
が
強
調
さ
れ、

そ
の

形
態
は
鳳
凰
の
尾
羽
に
も
似
て
い
る。

龍
の
頭・
髭
も
ギ
ザ
ギ

ザ
し
た
描
線
で
囲
ま
れ
硬
い
岩
の
よ
う
で
あ
る。

龍
の
胴
体

の
部
分
は
編
ん
だ
縄
の
ご
と
く
描
か
れ
て
い
る。

波
立
つ
水

而
も
縄
の
よ
う
で
あ
る。

龍
が
起
こ
し
た
風
を
表
す
の
か
、

渦

巻
き
が
繰
り
返
さ
れ
る。

渦
巻
き、

龍
の
体、

波
と
円
弧
の

形
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る。

龍
の
胴
体
の
ま
わ
り
に
あ
る
黒

い
煙
の
よ
う
な
も
の
は
黒
髪
の
よ
う
に
う
ね
っ
て
い
る。

左

隻
は
右
髪
に
比
べ
れ
ば
奇
妙
で
な
く
見
え
る
が
、

背
尿
に
木

至
て
は
余
人
の
企
及
ぶ
も
の
に
あ
ら
ず」
と
あ
る。

涸
白
の
ほ

[
-
―
-

]
 

表
現

ど
こ
が
奇
妙
な
の
か

と
に
し
た
い
。

表
現
の
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
奇
妙
な
の
か
を
考
え
て
い
く

態
は
奇
妙
だ
が
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
精
密
な
る
も
の
」
に

な
る
で
あ
ろ
う。
「
群
仙
図
屏
風
」
に
つ
い
て
の
奇
妙、

奇
天

烈
と
い
っ
た
印
象
の
大
部
分
は、

モ
チ
—
フ
の
形
態、

画
面

の
色
彩、

仙
人
の
表
情・
着
衣
に
対
し
て
と
考
え
て
い
る。

い

く
ら
か
は
仙
人
と
い
う
主
題
そ
の
も
の
が
中
国
文
化
に
疎
く

な
っ
た
現
代
日
本
人
に
と
っ
て
奇
妙
に
見
え
る
と
い
う
こ
と

に
も
あ
る。

こ
こ
で
は
同
時
代
と
そ
れ
以
前
の
作
品
と
比
較

し
な
が
ら、

形
態、

色
彩、

仙
人
の
表
情・
荘
衣
に
つ
い
て、

奇
妙
さ
を
検
証
し
て
い
く。

第
一
土
早、

第
二
窄
で
触
れ
た
よ
う
に、

八
仙
の
構
成
員
を

含
む
群
仙
を
主
題
と
す
る
作
品
は
す
で
に
至
町
時
代
に
現
れ

て
い
る。

そ
の
中
で
屏
風
の
作
品、

喚
舟
の
「
群
仙
図
屏
風」

（
正
木
美
術
館
蔵）
（
因
25)、

祥
啓
派「
群
仙
図
屏
風」
（
個
人

蔵）
、

狩
野
派
「
西
王
母・
琴
高
仙
人
図
屏
風」
（
永
肯
文
廊
蔵）

の
画
面
構
成
に
は
共
通
の
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る。

そ

の
よ
う
な
傾
向
の
う
ち、

両
端
に
岩
壁
と
大
木
が
あ
っ
て
右

隻
と
左
隻
を
水
景
が
つ
な
ぐ
と
い
っ
た
手
法
は、

群
仙
を
主

題
と
し
た
場
合
に
限
ら
ず
花
鳥
画
屏
風
に
一

般
的
で
あ
る
が、

そ
の
手
法
は
菊
臼
の
「
群
仙
図
屏
風」
に
も
見
ら
れ
る。

飛
ぴ

立
つ
人
物、

琴
高
仙
人
や
李
鉄
拐
の
分
身
を
見
上
げ
る
人
物

が、

水
景
の
ほ
と
り
に
い
る
と
こ
ろ
は、

裔
臼
の
「
群
仙
図
屏

風」
で
李
鉄
拐
が
龍
に
乗
っ
た
仙
人
を
見
上
げ
る
の
と
同
じ
構

成
で
あ
る。

喚
舟
の
「
群
仙
図
屏
風」
と
祥
啓
派
「
群
仙
図
屏

風
」
は
登
場
す
る
仙
人
も
八
人
で
あ
る。

ま
た
「
西
王
母・
琴
高

の
根
の
よ
う
な
水
が
流
れ
て
い
る。

水
？
と
地
面
の
境
も
曖

昧
で
あ
る。

今
こ
こ
に
挙
げ
た
「
奇
妙」
な
部
分
は
主
に
(
-
)

形
態
の
繰
り
返
し、
（
二）
質
感
の
巽
な
る
も
の
へ
の
変
容、

の

二
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る。

円
弧
の
繰
り
返
し
は
着
色
の
部
分、

鳳
凰
の
羽
の
先
端、

呂
涸
資
？
の
衣
の
先
端
に
も
及
ん
で
い

る。

こ
の
繰
り
返
し
が
観
廿
者
に
陶
酔
を
知
ら
ず
知
ら
ず
誘

う。

ま
た、

本
米
柔
ら
か
い
も
の
が
固
く
見
え
る
よ
う
に
描

か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て、

観
買
者
は
と
ま
ど
い
を
感
じ
る。

形

態
の
繰
リ
返
し
が
も
た
ら
す
限
酔
と
、

メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ

が
も
た
ら
す
当
惑
に
よ
っ
て
観
宜
者
は
落
ち
着
か
な
い
感
じ

を
受
け
る。

何
も
描
か
れ
な
い
背
地
の
部
分
と、

背
胡
と
し

て
描
か
れ
る
部
分
の
境
界
が
曖
味
で
あ
る
こ
と
も
観
竹
者
を

困
惑
さ
せ
る。

細
部
の
執
拗
な
描
写
は
「
群
仙
図
届
風」
の
み
な
ら
ず
蒲
臼

の
作
品
全
体
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る。

細
密
な
描
写
は

―

つ
に
は
形
態
の
繰
り
返
し
で
も
あ
る
の
だ
が
、

こ
こ
で
は

は
意
味
を
読
む
こ
と
も
で
き
る
が（
註
32
)、

指
先
が
そ
り
か
え

っ
た
り
、

足
の
裏
が
見
え
た
り
し
て
い
る
「
群
仙
図
屏
風
」
の

人
物
の
手
足
は
否
応
な
く
目
に
入
っ
て
く
る。

例
え
ば
円
山

応
挙
の
人
物
画
を
見
る
と、

持
物
を
持
っ
て
い
た
り
、

何
か

画
面
上
で
動
作
を
す
る
以
外
の
手
先・
足
先
は
巧
妙
に
尼
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く。

足
の
裏
ま
で
描
く
の
は
も
ち
ろ
ん

頻
輝
「
蝦
墓
鉄
拐
図」
（
知
恩
朕
蔵）
の
影
響
の
下
に
あ
る
の
だ

が、

人
間
の
体
の
中
で
活
発
に
動
く
部
位
で
あ
る
手
先・
足
先

仙
人
図
屏
風」
は
左
右
を
反
転
さ
せ
る
と
蓋
白
の
「
群
仙
図
屏

図
25

喚
舟「
群
仙
図
屏
凪」（
正
木
美
術
館
蔵）
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図
29

お
わ
り
に

•

 

図
28
「
寒
山
拾
掛
図
屏
瓜」
龍
に
見
え
る
幹
の
折
れ
曲
が
リ

実
物
の
「
群
仙
図
屏
風」
の
色
彩
は
図
版
で
見
る
ほ
ど
揉
々

し
い
感
じ
は
し
な
い。

黒
で
苦
き
込
ん
で
原
色
を
使
っ
て
い

る
わ
り
に
は
す
っ
き
り
と
き
れ
い
に
ま
と
ま
っ
た
印
象
を
受

け
る。

最
近、

蒲
白
の
出
自
が
京
都
の
紺
屋
で、

水
墨
お
よ

ぴ
色
彩
の
表
現
の
特
色
が
盛
染
に
由
米
す
る
と
の
説
が
提
出

さ
れ
て
い
る（
註
33
)

が、

そ
の
出
自
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い。

色

彩
の
鮮
や
か
さ
と
い
う
点
で
は
絵
の
其
の
質
も
考
慮
に
入
れ

た
い。

絵
の
具
で
は
な
い
が、

金
泥
の
代
金
が
潤
箪
料
に
加

え
て
払
わ
れ
て
い
る
例
も
同
時
代
に
は
あ
る（
註
34
)。

特
に
良

質
な
絵
の
具
を
使
う
場
合
に
は、

そ
の
絵
の
具
の
骰
用
も
考

慮
し
て
画
料
が
払
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う。

制
作
当
時、

こ
の
鮮
や
か
な
色
彩
は
同
時
代
の
他
の
作
品

と
比
べ
て
奇
妙
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か。

円
山
応
栄
で
さ
え

現
存
作
品
中、

色
彩
が
鮮
や
か
な
大
釆
寺
の
「
郭
子
儀
図」
に

お
い
て
は「
群
仙
図
屏
風」
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
色
使
い
を
し

り
立
つ）
当
時
仙
人・
古lnJ
七
は
敬
わ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
る

必
要
が
あ
る
し、

淵
白
の
他
の
人
物
主
題
の
取
り
扱
い
と
比

べ
て
も
醸
悪
な
姿
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
な
く
て
は

な
ら
な
い。

群
仙
を
含
む
中
国
故
事
人
物
画
題
の
格
式
が
低

下
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
す
で
に
第
二
店
で
述
べ
た。

箭

白
を
怪
醜
と
い
う
と
き
の
標
準
は
た
ぷ
ん
応
挙
を
考
え
れ
ば

よ
い
の
だ
ろ
う
が、

応
挙
に
つ
い
て
も、

仙
人・
高
士
を
特
に

品
格
を
も
っ
て
描
い
て
い
た
よ
う
に
は
見
え
な
い（
註
37
)。

瀦

臼
の
「
千
方
牛
和
尚
図」（
菅
相
寺
蔵）（
図
27)
に
比
ぺ
て「
群
仙

図
屏
風」
の
人
物
は
特
に
醜
悪
と
は、

私
に
は
見
え
な
い。

表

梢
が
あ
り
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
よ
う
が。

「
奇
想」
を
越
え
て

「
群
仙
図
屏
風」
の
群
仙
と
い
う
主
題
が、

中
国
の
吉
祥
画

題
の
八
仙
と
関
係
が
あ
る
こ
と
は
以
前
か
ら
い
わ
れ
て
い
た

が、

八
と
い
う
数
と
構
成
す
る
仙
人
の
両
方
で
結
び
つ
い
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た。
「
群
仙
図
屏
風」
が
描
か
れ

た
頃、

そ
の
主
題
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
く、

多
く
の
人
が

兄
て
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た。

鮮
や
か
な
色
彩
は
中
国

的
な
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が、

特
に
奇
妙

と
は
い
え
な
か
っ
た
ろ
う。

同
時
代
に
お
い
て
も、

そ
し
て

今
で
も
奇
妙
に
見
え
る
の
は、

形
態
の
繰
り
返
し、

質
感
の

哭
な
る
も
の
へ
の
変
容、

手
先・
足
先・
表
情
に
よ
っ
て
表
さ

れ
た
動
的
な
感
じ
と
い
っ
た
表
現
で
あ
る。

仙
人
の
表
情
や
符
衣
に
つ
い
て
は
ど
う
か。

私
は
彼
ら
の

表
情
と
肩
か
ら
ず
り
落
ち
る
着
衣
に
気
味
悪
さ
を
感
じ
る。
「
怪

醜」
の
表
れ
と
は
思
え
る。
「
群
仙
図
屏
風」
の
人
物
の
表
情
が

誇
張
さ
れ
て
い
て、

目
に
も
口
に
も
力
が
入
っ
た
状
態
に
描

か
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り、

こ
こ
に
奇
妙
さ
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
よ
う。

表
情
は
豊
か
す
ぎ
て
整
わ
な
い。

特

に
笑
い
の
表
情
は
特
巽
だ（
註
35
)。

き
れ
い
に
整
っ
た、

自
然

に
見
え
る
絵
を
描
こ
う
と
い
う
応
挙
の
絵
画
観
と
は
別
の
絵

画
観
に
碁
づ
い
て
い
る。

脊心
凶
的
に
え
ら
ば
れ
た
表
現
な
の

だ
ろ
う。

そ
し
て
源
白
を「
怪
醜」
と
み
な
す
の
は
応
挙
的
な

絵
画
観
に
よ
る
も
の
で
あ
る。

加
え
て、

仙
人
の
表
情・
若
衣

に
つ
い
て
は、

八
仙
が
中
国
の
民
聞
信
仰
と
し
て
の
道
教
の

信
仰
対
象
で
あ
り、

作
ら
れ
て
入
っ
て
き
た
図
像
そ
の
も
の

が
上
品
で
な
か
っ
た
こ
と
も
考
え
て
お
き
た
い。

し
か
し「
仙

人・
高
士
を
醜
悪
な
姿
に
…（
中
略）・・・
表
す
パ
ロ
デ
ィ」（
註
36
)

と
ま
で
は
私
は
考
え
な
い。

そ
の
た
め
に
は、

そ
の
落
差
を

問
題
に
で
き
る
ほ
ど（
パ
ロ
デ
ィ
は
浴
差
が
あ
る
と
こ
ろ
に
成

奇
妙
に
見
え
る
表
現
に
も
意
味
が
あ
る。

形
態
の
繰
り
返

し
に
よ
っ
て
観
炊
者
は
画
中
に
引
き
込
ま
れ
る。

本
質
の
臭

な
る
も
の
へ
の
変
容
は
観
伐
者
を
引
き
込
む
と
と
も
に、

こ

こ
で
は
仙
術
に
よ
っ
て
自
分
を
変
化
さ
せ
う
る
仙
人
の
世
界

を
暗
示
す
る。

か
た
ち
の
遊
ぴ
と
し
て
図
版
解
説
等
で
指
摘

さ
れ
て
き
た、
「
寒
山
拾
得
図
屏
風」
の
龍
に
見
え
る
幹
の
折

れ
曲
が
り（
図
28)、
「
松
に
孔
雀
図」（
三
重
県
立
美
術
館
蔵）
の

ウ
サ
ギ
に
見
え
る
松（
図
29)、
「
仙
人
図
屏
風」（
東
京
藝
術
大

学
大
学
美
術
館
蔵）
の
お
ば
け
の
よ
う
な
柘
櫂
の
実
も
観
廿
者

を
楽
し
ま
せ
つ
つ
画
中
へ
引
き
込
む
し
か
け
で
あ
る。

手
先・

足
先・
頻
の
表
情
に
よ
る
動
的
な
印
象
は
画
面
に
騒
が
し
さ
を

感
じ
さ
せ、

八
人
の
仙
人
が
集
ま
る
と
い
う
活
気
あ
る
吉
祥

画
題
を
演
出
す
る。

色
彩
も
中
国
の
画
題
で
あ
る
こ
と
を
示

す
の
に
機
能
し
て
い
る。

「
群
仙
図
屏
風」
は、

蒲
白
の
作
品
中
で
も
興
味
深
い
作
品

で
あ
る。
「
代
表
作」
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い。

菊
白
の

作
品
の
中
で
も
索
晴
ら
し
い
も
の
だ
と
思
う。

し
か
し
藉
白

に
行
色
の
作
品
は
少
な
い。

最
近
も「
宇
治
川
先
陣
争
図
昇

風」（
個
人
蔵）
の
よ
う
な
着
色
の
屏
風
の
作
品
が
再
発
見
さ
れ

た
と
は
い
え、

今
後
作
品
の
再
発
見
が
す
す
ん
で
も
水
銀
の

作
品
を
数
拭
で
上
回
る
と
は
考
え
に
く
い。
「
代
表
作」
と
は

い
っ
た
い
何
を
代
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

「
奇
想」
の
画
家
曾
我
箭
白
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に「
群
仙
図
屏

風」
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る。

箭
白

は「
奇
想」
の
肩
害
き
を
得
て、

昭
和
四
0
年
代
以
降
脚
光
を

「
松
に
孔
雀
図」（
三
貢
煤
立
芙
術
館
蔵）
の
ウ
サ
ギ
に
見
え
る
松

図
27
「
千
方
牛
和
尚
図」（
菅
相
寺
蔵）

れ
て
い
る。

図
26

渡
辺
秀
尖「
群
仙
品
全
図」

時
代
の
長
崎
派
の
花
鳥
画
で
ポ
イ
ン
ト
的
に
は
頻
繁
に
使
わ

な
赤
や
黄
色
が
用
い
ら
れ
て
い
る。

貨・
丙・
赤
の
濃
彩
は
同

う
大
画
面
で
あ
る
こ
と
が
衝
撃
度
を
強
め
て
い
る。

一
八
三
0
)
の
「
群
仙
品
会
凶」（
個
人
蔵）（
図
26)
に
は
鮮
や
か

長
崎
派
の
花
烏
画
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
が、

屏
風
と
い

H
よ
り
後
に
な
る
が、

肝
絵
目
利
の
渡
辺
秀
実（
一
七
七
八
ー

対
応
し
て
い
る。

墨
の
黙
い
色
に
対
す
る
鮮
や
か
な
色
彩
は

国
の
画
風
に
あ
る
こ
と
は
い
ま
や
定
北
と
い
っ
て
よ
い。

描

き
物
を
也
と
蛇
を
―
つ
に
し
た
玄
武
と
見
れ
ば
桧
肱
五
行
に

鮮
や
か
さ
の
源
流
は、

長
崎
経
由
で
伝
わ
っ
た
同
時
代
の
中

で
朱
雀、

虎
か
ら
日
虎、

桃
を
食
べ
よ
う
と
す
る
奇
妙
な
生

色
彩
は
け
ば
け
ば
し
い
と
評
さ
れ
て
い
る。

そ
の
色
彩
の

人
か
ら
行
龍
を
連
想
し、

鳳
凰
を
伴
う
男
は
赤
づ
く
め
な
の

種
の
騒
が
し
さ
を
与
え
て
い
る。

じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う。

龍
に
釆
る
青
衣
の
仙

を
多
く
描
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
画
面
に
動
的
な
感
じ

゜

て
い
る

中
国
に
由
米
す
る、
£
題
と
結
び
つ
い
た
色
彩
と
感
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主
-
H-
C（

「
群
仙
図
叶
風」
の
再
発
見
に
つ
い
て
は
拙
松「
ま
だ
ま
だ
行
方
知
れ
ず

の
作
品
あ
り」（「
口
経
ア
ー
ト」
114
月＂り、
一
几
九
八
年）
参
照。

切
「
群
仙
図
屏
風」
に
つ
い
て
も
っ
と
も
長
い
論
考
は
お
そ
ら
く
再
発
兄

山ー
時
の
作
品
紹
介
で
あ
る。

辻
柑
雄「
け
我
篇
H
葎
群
仙
図
料
風
解
説」（「
国
華」
九
o
li
一
九iハ
七

年）。
そ
の
後
に
出
た
も
の
で
は、
次
の
内
の
本
文
で
あ
る
程
度
詳
し
く
述
ぺ
ら

れ
て
い
る。

文
人
画
と
写
生

⑧

河
野
元
昭、
図
版
解
説(『
H
本
美
術
全
集
二
四

画」、
学
習
研
究
社、
一
九
七
九
年）。

⑨

佐
藤
康
宏、
前
掲
吝、
一＿―-
四
頁。

暉

魚
の
音
が
有・
余
と
通
じ
る
た
め
で
あ
る。

仰

板
8
聖
哲、
前
掲
論
文、
七
九
頁。

⑫

伝
頗
柾「
群
仙
図」（
個
人
蔵）、
狩
野
山
舌「
群
仙
図」（
ミ
ネ
ア
ポ
リ

ス
美
術
館
蔵）、
元
時
代「
八
仙
祝
寿
螺
細
八
角
盆
子」（
個
人
蔵）
な
ど。

⑬

も
ち
ろ
ん
籟
白
が
総
て
の
像
主
を
確
定
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ

る。
し
か
し
二
百
年
の
時
間
を
隔
て
て、
私
た
ち
が
像
主
を
特
定
す
る
試

み
は
行
き
詰
ま
っ
て
い
る。
そ
し
て、
確
認
で
き
る
範
囲
で
も
図
像
の
重

な
り
が
あ
リ、
そ
れ
だ
け
像
主
の
特
定
は
間
遠
い
が
生
じ
や
す
い。
ま
た

像
ヽ王
は
容
易
に
描
き
か
え、
読
み
か
え
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る。
像
主
の

特
定
を
留
保
し
て
も、
図
像
と
意
味
の
重
な
り
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
で

見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
私
は
芍
え
て
い
る。

像王
の
描
き
か
え、
説
み
か
え
に
つ
い
て
は`

以
F
の
論
文
か
ら
多
く
の

示
唆
を
得
た。

海
老
根
聴
郎「
呂
洞
資
と
い
わ
れ
る
画
像
に
つ
い
て

像
主
の
変
身」（「
芙

術
研
究』
三
二
八、
一
几
八
四
年）。

⑲

大
西
廣・
太
田
昌
子「
刺
H
百
科・
日
本
の
歴
史
別
冊

歴
史
を
読
み

な
お
す一
」ハ

安
土
城
の
巾
の「
天
下」
ー
襖
絵
を
読
む」（
朝
日
新
聞
社、

一
九
JL
五
年）。

⑮

千
野
香
織「
日
本
の
障
壁
画
に
み
る
ジェ
ン
ダ
ー
の
構
造

前
近
代
に

お
け
る
中
国
文
化
圏
の
中
で」（「
芙
術
史
論
壇』
四
号`

韓
国
美
術
研
究
所

（
ソ
ウ
ル）、
一
九
九
六
年）。

伺「
天
皇
の
母
の
た
め
の
絵
画

南
禅
寺
大
方
丈
の
閥
壁
画
を
め
ぐ
っ
て」

（
鈴
木
杜
幾
子・
千
野
香
織・
馬
渕
明
子
編
著「
美
術
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

非
対

称
の
視
線」、
プ
リ
ュ
ッ
ケ、
一
九
九
七
年）。

⑯

蒼
白
と
同
時
代
の
狩
野
派
に
つ
い
て
は
大
画
面
の
作
例
が
思
い
浮
か

ば
ず
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が、
や
や
先
行
す
る
狩
野
探
信
守
政「
八
仙・
猿

鶴
図」（
メ
ト
ロ
ボ
リ
タ
ン
美
術
館
蔵）
で
は
吉
祥
の
画
題
と
し
て
描
か
れ
て

い
る。

闘

河
野
元
昭「
大
釆
寺
と
円
山
派
作
家」（「
国
華」
九
四
Ji、

年）。

一
九
七
二

｀ 

い
る
の
は「
奇
想」
を
越
え
た
蒲
白
の
研
究、

理
解
で
あ
る。

薬
だ
が

も
う
そ
の
働
き
は
十
分
で
あ
る。

今
求
め
ら
れ
て

貨
者
に
根
づ
か
せ
る
の
に
効
果
的
に
機
能
し
た
魅
力
的
な
言

あ
る
細
師
を
約
三
十
年
間
裂
い
慇
し
て、

節
臼
を
視
代
の
観

な
の
だ
ろ
う
か。
「
奇
想」
と
い
う
言
葉
は、

奇
妙
さ
の
間
に

の
慈
図
し
た
奇
妙
さ
と
現
代
観
打
者
の
見
る
奇
妙
さ
は
同
じ

隔
て
て
現
代
の
観
竹
者
に
も
奇
妙
に
見
え
る。

し
か
し
蒲
白

図
的
に
奇
妙
で
あ
っ
た
ろ
う。

そ
の
絵
は
二
百
年
の
歳
月
を

菊
白
は
確
か
に
奇
妙
な
絵
を
残
し
た。

そ
し
て
そ
れ
は
意

‘.
o
な
し

そ
し
て
奇
妙
な
作
風
も
同
時
代
の
絵
画
の
傾
向
と
無
縁
で
は

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る。

が
ち
な
の
で
あ
る。

し
か
し
蓋
白
の
作
画
は
水
畢
が
中
心
で

に
行
色
の
作
品
が
少
な
い
こ
と
を
私
た
ち
は「平＂心
外」
と
思
い

屏
風」
の
部
分
を
戟
せ
る
だ
ろ
う。
そ
れ
ゆ
え、

蒲
白
の
作
品

点
菊
臼
の
挿
図
を
載
せ
る
と
し
た
ら、

た
い
て
い
は「
群
仙
図

浴
び、

辻
戸
時
代
絵
画
史
に
復
活
し
た。

も
し
概
説
杏
で

flc
藤
原
宏「
若
沖・
蓋
臼

一
九
JL一
年）。

図
版
解
乱
は
非
常
に
多
い。
短
い
な
が
らぷ
唆
に
富
む
も
の
も
あ
る
が
多

く
は
表
現
の
特
異
性
に
つ
い
て
語
る
の
み
で
あ
る。

③

板
店
型
哲「
狩
野
111
巧
群
仙
図
像
の一
源
泉
に
つ
い
て」（「
美
術
史
論

叢j
八、
一
九
九i
l

年＇）。

板
介
些折ぃ
氏
に
は
IJ
頭
で
も
八
仙
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た。
肛
＜

御
礼
巾
し
L
げ
ま
す。

④

例
え
ば
喚
舟「
群
仙
図
肝
風」（
正
木
美
術
館
成）
の
仙
人
は
右
か
ら
韓

湘
f（
牡
丹
花
と
化
龍）．
曹
国
見（
横
笛）・
藍
采
和（
拍
板）・
李
鉄
拐（
杖

と
分
身）・
鐘
離
権（
外
観
と
隣
の
呂
洞
賓
と
の
組
み
合
わ
せ、
鐘
呂
伝
道

の
画
題
よ
り）．
呂
湘
賓（
剣）・
？（
外
観
が
よ
く
似
て
持
物
を
述
の
尖
と
し

た
何
仙
姑
の
例
あ
り）・
張
果
老（
大
き
な
瓢
筑）
と
推
定
で
き
る。
つ
ま
り

八
仙
の
う
ち
し
人
が
確
認
で
き
る。
韓
湘
子・
鏡
離
権
が
李
鉄
拐
の
持
物
で

あ
る
杖
を
持
ち、
図
像
の
混
乱
は
容
易
に
起
こ
り
え
た。

ま
た
関
東
水
駄
画
に
も
祥
啓
派「
群
仙
図
料
風」（「
関
東
水
黒
画
のi-
0
0

年』
展
図
鉢、
図ー
ニ
ニ、
栃
木
県
立
博
物
館・
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物

館、
一
九
几
八
年）
が
あ
り、
他
湘
子
が
麻
姑
仙
ら
し
き
女
仙
に
変
わ
っ
て

い
る
ほ
か
は
喚
舟「
群
仙
図
屏
風」
と
同
じ
仙
人
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る。
八

仙
の
う
ち
六
人
が
確
認
で
き
る
が、
麻
姑
仙
は
花
籠
を
持
っ
て
い
て
韓
湘

f
と
紛
ら
わ
し
い。

⑥

円
山
応
手
の
無
屈
寺・
金
剛
寺
閲
壁
画、
高
田
敬
輔
の
品
野
山
清
浄

心
院
悼
壁
画、
紀
仏
成
の
高
野
山
龍
光
荏
隙
壁
画
な
ど。

⑥

佐
藤
康
宏
氏
が
削
掲
屯
の
九
六
頁
で、
鉄
拐
の
図
像
の
原
型
と
し

て、
大
岡
在
卜『
画
巧
潜
党」
の
鉄
拐
を
挙
げ
て
い
る。
足
指
の
そ
り
か
え

り
な
ど、
原
型
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い。
し
か
し、
原

型
は
複
数
あ
っ
た
と
芍
え
う
る。

m

佐
藤
康
宏
氏
が
前
掲
害
の一
三
三
頁
で
い
う
よ
う
に、
鉢
は
本
来
呂

洞
資
の
持
物
で
は
な
い。
し
か
し
兄
立
絵
の
喜
多
川
歌
麿「
艶
中
八
仙

呂

洞
賓

兵
庫
屋
内
花
士」
で
は
遊
女
が
掛
軸
に
描
か
れ
た
龍
に
盃
を
差
し
出

し
て
い
て、
盃
か
ら
龍
が
登
っ
て
い
く
よ
う
に
兒
え
る。
同
じ
く
兒
立
絵

の
歌
川
国
長「
風
流
八
仙
人」
に
は、
仙
人
の
名
前
は
な
い
が
鉢
か
ら
龍
を

出
す
女
が
い
る。
鉢
か
ら
龍
を
出
す
陳
楠
の
図
像
が
よ
り
有
名
な
呂
洞
賓

に
読
み
か
え
ら
れ
て
い
き、
鉢
か
ら
訛
を
出
す
呂
洞
賓
の
図
像
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る。

⑱

田
島
達
也、
画
家
解
説（「
京
の
絵
師
は
百
花
線
乱j
展
図
鉢、
京
都

文
化
博
物
館、
一
九
JL
八
年）。

⑲

河
野
元
昭「
大
釆
寺
円
山
派
関
係
文
行」（一）
お
よ
び（
六）（「
国
華」

几
四
五‘
-
JL
七
二
年）。

⑳

こ
こ
で
の「
見
立
て」
は
主
と
し
て
絵
画、
見
立
絵
を
念
頭
に
置
い
て

い
る。
例
え
ば「
題
材
を
古
典
文
学
や
故
事、
伝
説、
史
実
な
ど
に
と
り
な

が
ら、
時
代
を
超
越
し
て、
当
世
風
の
人
物
や
背
栞
で
表
現
し
た
絵
画
の

総
称」
と
規
定
さ
れ
る
概
念
で
あ
る(「
8
本
芙
術
史
事
典」、
平
凡
社、
一

九
八
七
年、
「
見
立
絵」
の
項
は
小
林
忠
氏
の
執
箱）。

し
か
し、
「
兄
立
て」
と
い
う
行
為
は
二
つ
の
も
の
に
何
ら
か
の
類
似
点
を

兒
つ
け
て
な
さ
れ、
そ
の
と
き
見
立
て
る
も
の
と
兄
立
て
ら
れ
る
も
の
は、

そ
の
差
で
は
な
く
そ
の
顆
似
点
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
絵

画
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い。
「
見
立
て」
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
考
を
参

照
さ
れ
た
い。

服
部
幸
雄「「
兄
立
て」
考」（
服
部
幸
雄「
変
化
論

歌
舞
伎
の
精
神
史j‘

平
凡
社
選
苦
四
十一、
平
凡
社、
一
九
七
五
年）。

中
村
幸
彦「
中
村
幸
彦
著
述
巣

第
八
巻

戯
作
論J(
中
央
公
論
社、
一

九
八
二
年）。

早
川
聞
多「
兒
立
絵
に
つ
い
て
『
見
立
て」
の
構
造
と
意
味」（
武
田
恒
夫

先
生
古
希
記
念
会
編「
美
術
史
の
断
面j、
清
文
堂
出
版
株
式
会
社、
一

几
九
五
年）。

鈴
木
廣
之「
類
似
の
発
見

室
町
の^
擬〉、
江
戸
の^
見
立
て〉」（「
日
本
の

美
学」
二
四、
一
九
JL
六
年）。

こ
こ
で
い
う「
見
立
絵」
は
現
代
の
日
本
美
術
史
上
の
用
語・
概
念
と
し
て
用

い
て
い
る。
「
見
t
て」
と
は、
以
下
の
論
考
で
指
摘
さ
れ
た
よつ
に「
複
数

個
の
事
物
を
他
の
統一
的
顆
概
念
の
そ
れ
ぞ
れ
に「
よ
そへj「「
な
ぞ
ら
え

るj
操
作」
で
あ
り、
「
兒
立
絵」
と
い
う
用
語
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る。

岩
田
秀
行「「
兄
立
絵j
に
関
す
る
疑
問」（
神
保
五
弥
編「
江
戸
文
学
研

究」、
新
典
社
研
究
叢
曹
六
0、
一
九
九一二
年）。

佐
藤
悟「パ
ト
ロ
ン
の
時
代
二

兄
立
て」（「
江
戸
文
学j―
九、
一
九
九

八
年）。

仰

中
同
イ
メ
ー
ジ
の
地
位
の
相
対
化
に
つ
い
て
は、
明
王
朝
か
ら
清
王

朝
へ
の
政
権
交
代、
蘭
ま
た
は
洋
の
イ
メ
ー
ジ
の
浸
透
も
理
由
と
し
て
考

え
て
い
る
が、
稲
を
改
め、
具
体
的
な
例
を
挙
げ
考
察
し
た
い。
江
戸
時

代
に
お
け
る
唐、
面、
本
朝（
幻
想
の
自
国）
の
三
つ
の
イ
メ
ー
ジ
体
系
を

新
編
名
宝
H
本
の
芙
術
ニ
ト
ヒ」（
小
学
詑、

39 
38 



マ

が 、

小
林
忠
館
長
他
出
席
者
の
皆
様
に
感
謝
し
ま
す 。

院
会・
論
文
執
筆
を
通
じ
て
辻
惟
雄
前
館
長
に
は
終
始
暖
か
い

ご
指
導
を
賎
っ
た 。

ま
た
論
文
掲
載
に
先
立
ち 、

第一
五
六

回
H
本
近
世
絵
画
研
究
会（
平
成
十
一
年
九
月）
に
お
い
て
発

表
し
た
際 、

出
席
者
の
皆
様
か
ら巫ll
董
な
ご
意
見
を
項
戴
し

た 。

そ
の
総
て
を
論
文
に
反
映
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

び
展
示
の
過
程
で
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
し
て
い
る 。

展

け
て
開
催
し
た「
江
戸
の
鬼
才

凶
8・
図
28
は
千
葉
市
芙
術
館・
三
直
凩
立
美
術
館「
江
戸
の
鬼
オ

蓋
臼
展』
図
録（
朝
□
新
聞
社 、
一
几
九
八
年）
よ
り
転
載
し
た 。

図
14
に
つ
い
て
は
野
心
誠
近「
古
祥
図
案
解
題

支
那
風
俗
の
一
研
究」

（
中
国
上
産
公
pl 、
一
九
二
八
年）
よ
り
転
載
し
た 。

図
15
に
つ
い
て
は
大
西
濱・
太
田LIロ
子「
朝
日
百
科・
日
本
の
歴
史
別
冊

歴
史
を
読
み
な
お
す一
六

安
土
城
の
中
の「
天
下」
ー

襖
絵
を
説
む」（
朝

＂
新
聞
社 、
一
九
九
五
年）
よ
り
転
載
し
た 。

図
21
に
つ
い
て
は「
世
界
芙
術
大
全
集

束
洋
編

館 、
一
九
几
几
年）
よ
り
転
載
し
た 。

曾
我
頑
白
展」
の
準
備
お
よ

本
論
文
は
千
葉
市
美
術
館
で
平
成
卜

年
三
月
か
ら
五
月
に
か

第
七
巻

元j（
小
学

行
我

論
じ
た
次
の
論
名J
が
参
かJ
に
な
る 。

タ
イ
モ
ン・
ス
ク
リ
ー

チ「
江
戸
の
思
芍
窄
間j(t"
t
朴 ｀
一
几
几
九
年） 。

⑰

司
馬
ir
漢
の
西
E
母
の
作
例
は
か
な
り
多
い 。
西
£
母
は
女
仙
で
持

物
が
桃
で
あ
る
た
め 、
節
旬
用
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
芳
え
て

い
る 。

四
「
艶
中
八
仙」
の
題
は
飲
中
八
仙
の
も
じ
り
だ
が 、
内
容
は
そ
う
で
は

な
い 。
仙
人
は ．

琴"InJ•
西
工
母・
林
和
清（
靖
の
誤
リ
か）・
通
玄（
通
玄
は

張
果
名
の
り
称）・
直
放・
呂
洞
賓．
蝦
袋・
鉄
拐
で
あ
る 。

四

内
容
は
列
仙
と
関
係
な
い
が 、
洒
落
本
で
も「
列
仙
伝」
と
い
う
辿
の

本
が
宝
肝
|

三
年（一
し
六
三）
に
出
版
さ
れ
て
い
る 。

四

小
林
忠
館
長
の
ご
教 ．
ぷ
に
よ
る 。

匈

佐
藤 、
前
掲代＂ ‘
-
三
三
頁
参
照 。
た
だ
し
笠
に
つ
い
て
は 、
呂
涸

哀
の
持
物
と
芍
え
る
こ
と
も
で
き
る 。
例
え
ば
円
山
応
栄
の
無
依
寺
お
よ

ぴ
金
剛，J
の
群
仙
凶
で
は 、
剣
を
持
っ
た
り山
洞
賓
ら
し
き
仙
人
が
笠
も

持

っ
て
い
る 。

⑳

An
ning
 Jmg
 "The
 Eight
 Im
mo
rtals"
The
 trans
for
mation
 o
f
 1 ,.

ang
 and
 Sung
 Taoist
 Eccentrics
 During
 the
 Yuan
 Dynasty ···
Ari
 of

the
 S~~ng
 and
 Y,
g
The
 Metropolitan
 Mu
咎u
m
o
f
 

Art ,
 1996 .

二i
o
頁
参
照 。

⑳

年
に一
度
の
こ
と
と
は
い
え 、
祇
園
祭
は
視
立
体
験
を
す
る
人
数
が

多
い 。
た
い
て
い
の
閃
壁
画
よ
り
も
多
く
の
人
の
17
に
触
れ
て
い
る
は
ず

で
あ
る 。
こ
こ
で
は`
£
題
と
の
関
連
か
ら
山・
鉾
の
掛
物
を
取
り
L

げ
る
が 、

多
く
の
人
が
共
打
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
イ
メ
ー

ジ
に
つ
い
て 、
lJJ．
鉾
そ
の

も
の
の
物
品
を
次
の
文
献
で
は
取
り
上
げ
て
い
る 。

人
山・
太
Ill .
"
削
掲
杏 、
三
ニ
ー

四
三
頁 。

ま
た 、
後
で
触
れ
る
古
祥
画
赳
と
し
て
のり
サ
受
と
も
関
連
す
る
が 、
祇
園

祭
の
111・
鉾
に
は 、
群
仙・
仙
人
に
限
ら
ず 、
晃
国
人
物
の
主
題
が
多
い 。

山・
許
の
掛
物
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た 。

頂
要
民
俗
資
料
祇
園
祭
染
繊
研
究
会
編『
祇
園
祭
染
絨
名
品
梨」（
芸
舛

常 、
一
JL
六
JL
年） 。

祇
園
祭
編
纂
委＂只
会・
祗
園
祭
山
鉾
連
合
会
編
笞「
祇
園
祭」（
筑
席
書
房 ｀

一
几
七
六
年） 。

梶
谷
直
子・
吉
田
そ
次
郎「
祇
園
祭
山
鉾
懸
装
品
調
杏
報
告
苦

繊
品
の
部J(
祇
園
祭
山
鉾
連
合
会 、
一
JL
九―一
年） 。

渡
来
染

ら
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
は
賛
同
す
る
が 、
「
人
物
正
写
惣
本」（
天
理
大

学
附
属
天
理
図紐口
館
蔵）
の
人
物
の
頗
と 、
仙
人'i"fnJ
士
の
頻
の
差
異
を一

般
化
す
る
こ
と
は
私
に
は
難
し
く
思
わ
れ
る 。

佐
々
木
丞
平•
佐
々
木
正
子「
円
111
応
挙
研
究

研
究
編J(
中
央
公
論
美

術
出
版 、
一
九
几
六
年） ‘
1
0
'-'1
ー一

〇
八
｝只 ゜

(l7) (36) 
「
が
都
祇
園
祭
の
染
緻
美
術J(
京
都じ＂
院
ア
ー

ツ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン一
六
三 、

京
都上5
院
―
JL
九
八
年） 。

⑳

梶
谷・
吉
田 、
前
渇
咽 、
一
―
几
頁 。

8
is"
田
孝
次
郎「
山・
鉾
の
装
飾

渡
来
染
織
品
を
中
心
と
し
て」（
前
掲

「
京
都
祇
園
祭
の
染
織
芙
術j) 。

訓

こ
こ
で
伝
来
に
触
れ 、
制
作
の
経
緯
と 、
誰
が
ど
の
よ
う
に
観
打
し

て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
更
に
慈
味
が
掘
り
下
げ
ら

れ
る
が 、

辻
惟
雄
氏
が
最
初
に「
群
仙
図
屏
風」
を
紹
介
し
た
と
き
以
上
の

こ
と
は
今
は
不
明
で
あ
る 。
辻
氏
は「
も
と
京
極｛氷
に
博
わ
っ
た
も
の
で 、

大
正
の
こ
ろ
滋
賀
五
個
荘
の
某
家
に
渡
っ
て
現
在
に
至
っ
た
と
き
く」
と
記

し
て
い
る 。

⑫

西
王
母
の
小
指
が
立
っ
て
い
る
の
は
軽
い
妬
態
を
示
す
と
見
て
よ
い

だ
ろ
う 。
葦
白
の
作
品
に
お
け
る
し
ぐ
さ
と
身
体
感
党
の
重
要
性
に
つ
い

て
は
以
下
の
拙
稿
で
触
れ
て
い
る
が 、

詳
し
く
は
税
を
改
め
た
い 。

「貸口
我
蓋
n「
美
人（
？）

図」
名」(
T
娯
巾
美
術
館・
三
近
果
立
美
術
館「
江

戸
の
鬼
才
⇔＂
孜
箇
白
展」
図
鉢 、
朝
H
新
聞
社 、
一
几
JL
八
年） 。

⑱

狩
野
門
幸「
行
我
蕪
白
の
こ
と

果
端
的
栢
神
に
つ
い
て」（
横
尾
忠

則・
狩
野
博
幸「
水
艇
画
の
h
匠

第
八
巻

箭
白J 、
講
淡
社 、
一
九
九

丘
年） 、
几
二
頁 。

冷
泉
為
人「
藉
白
の
絵
両

卒
受
名
を
め
ぐ
っ
て」（
関
西"[r
院
大
学
芙
学

研
究
主
編「
美
術
史
を
愉
し
む

多
彩
な
視
点」 、
思
文
閣
出
版 ‘
-
JL
九

六
年） 、
四
0
九
頁 。

図

料
風
絵
の
制
作
校
の
領
収
内
を
液
ね
た
応
栄
の
杏
簡
の
例
を
挙
け
て

お
く 。

京
都
国
立
関
物
館
編「
没
後
二
0
0
年
記
念
特
別
炭
覧^
ム

円
山
応
栄

叙
情
と
革
新」
展
図
録（
京
都
新
聞
社 、
一
九
九
四
年） ．
図
八
六 。

8
「
群
仙
図
屏
風」
ほ
ど
で
は
な
い
が 、
歯
を
兒
せ
て
品
ら
か
に
笑
う
人

物
は ｀
蓋
臼
の
他
の
作
品「
竹
林
七
賢
図」（
旧
永
島
家
悼
堕
画 、
三
直
臥

立
美
術
舵
蔵）
な
ど
に
も
見
ら
れ 、
簾
n
の
人
物
画
に
お
け
る
表
術
の
問
題

と
し
て
別
途
芍
え
た
い 。
歯
を
兄
せ
た
笑
い
顧
は
長
澤
汲
雪
の
作
品
に
も

見
ら
れ
る 。

佐
藤 、
”
則
掲
苦 、
一
三
六
頁 。

佐
々
木
丞
平•
佐
々
木
正
子
氏
の
応
挙
の
人
物
込
形
に
相
件
が
用
い
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A Consideration of the Soga Shohaku's A Gathering of 
Daoist Immortals 

Ito Shiori

The pair of screens entitled A Gathering of Daoist Immortals is one of the most famous of 

Shohaku's works and central to many people's image of the artist. For all the times these painting 

have been mentioned, however, attempts at a thorough investigation of this work are very rare. 

First of all, the iconography of the otherworldly characters that constitute the subject of the 

screens should be examined. It is difficult to identify certain figures, though the presence of eight 

sennin brings to mind "The Eight Auspicious Immortals", "The Eight Immortals Crossing the 

Sea" and other lucky omen paintings from China. The established group of Eight Immortals 

includes Zhongli Quan (Shorigon), Zhang Guolao, Han Xiangzi (Kanshoshi), Li Tieguai, Cao 

Guojiu (Sorokukyu), Lu Dangbin, Lan Caihe (Ranzaika), and He Xiangu (Kasenko). One would 

expect that Shohaku based A Gathering of Daoist Immortals on this group, but while there are 

certainly eight Immortals in Shohaku's painting, they are not the standard ones. It is not clear 

whether or not the artist himself meant to make all the figures identifiable; at any rate, 

Shohaku's subject is the gathering of eight Immortals, regardless of whether or not they corre

spond to those of the established group. It was his awareness of the Eight Immortals theme, 

however, which probably led him to depict that number of sennin in his own work. 

Second, it is worthwhile to consider the meaning of the subject. The theme represents one 

category of traditional Chinese figure painting. Traditional Chinese figures were portrayed by 

the artist as ideal types and were seen as such by viewers; for this reason, up until the early Edo 

period, traditional Chinese-style interior wall paintings with figural themes were reserved 

primarily for official rooms. Paintings of gatherings of Immortals indicated one's dominion even 

over ideal beings that lived completely apart from the world. To a certain extent, screens painted 

with representations of the Immortals also implied power and status. In Shohaku's time, the 

status of traditional Chinese figure painting was generally declining, and the subject of Immortals 

likewise became more suitable for less formal spaces. The theme appeared on textiles used in the 

Gion Matsuri. A work that bears a particularly close relationship to the Shohaku screens is 

Hashかyama dokake and maekake for which Maruyama Okyo sketched the design around An'ei 2 

(1773). If one does not consider the attributes given to the various figures portrayed on the 

Hashかyama dokake, their resemblance to the figures in A Gathering of Daoist Immortals is quite 

strong. The Subject was most likely viewed as one that would bring good fortune. The towns

people prayed for the prosperity of all their descendants at the Gion Matsuri, and thus it is 

reasonable to conclude that during that time, the Immortals theme, which frequently appeared on 

festival banners, was considered a type of lucky omen. 

The third aspect of Shohaku that should be looked at closely concerns the general appraisal 

of his painting as strange, even bizarre. This is a judgement, however, that is based primarily on 

his works in carbon ink. The type of highly colored painting exemplified by the screens under 

discussion is actually rare in his aiuvre. The subject of Immortals had appeared by the Muronachi 

period, and the similarity in composition between works of this era and the screens indicates that 

Shohaku used the earlier paintings as a model. There are two points that should be noted 

concerning the "strangeness" of the forms in the painting: first, that the same shape is repeated 

many times, and second, that the substance of which the forms are made seems to be undergoing 

transformation. The sense of intoxication brought about by the repetition of form and the 

bedazzlement resulting from the metamorphoses make for a profound unease. The extraordinar

ily detailed drawing found in A Gathering of Daoist Immortals is an aspect not only of that work, 

マ

43 42 

but also of Shohaku's muvre as a whole. Shohaku has concentrated especially on the drawing of 

the fingers and toes - that part of the human body most expressive of movement - and as a 

result, the whole surface of the painting appears to vibrate. The brilliant colors are derived from 

contemporaneous Chinese painting styles that came into Japan through Nagasaki, and the 

intense yellows, blues, and reds that appear here and there in A Gathering of Daoist Immortals 

are frequently seen in Nagasaki school bird and flower painting of the period. The colors in the 

screens, set off by the detailed drawing in carbon ink, give an impression of relative freshness and 

clarity. The presence of black ink as well as color is a special characteristic of indigo-dyed fabric, 

and the fact that Shohaku's family originally worked as a dyer in Kyoto gives credence to the 

connection between this particular aspect of his work and textile production. At the time the 

screens were done, the use of clear, brilliant colors was probably felt to be related to the 

Chinese-style subject. The figures in A Gathering of Daoist Immortals are depicted as wild and 

uncontrolled. Immortals were generally portrayed in traditional Chinese paintings as having 

facial expressions and robes that identified them as objects of popular Daoist beliefs and which 

marked them as being coarse and unrefined. 

A Gathering of Daoist Immortals has played an important role in the formation of the concept 

of Shohaku as an artist of the strange and fanciful. Consequently, the fact that his muvre contains 

relatively few works in color is quite surprising. However, Shohaku concentrated primarily on 

ink paintings, and strangeness of style in these screens is not unrelated to tendencies found in 

other works of the time. Even though 200 years have passed since Shohaku produced his 

paintings, they still appear strange and fantastic to present-day admirers of his work. Is the 

strangeness that Shohaku's intended, however, the same strangeness as that perceived by viewers 

today? I would like to move beyond common notions of Shohaku to reach an understanding of 

what this "strangeness" really meant. 

(Translated by Carol Morland) 



作
者
の
山
田
光
(
-

九
ニ―
二
生）
と
鈴
木
治
(
-

JL
二
六
生）

は
と
も
に
現
代
陶
の
パ

イ
オ
ニ

ア
的
存
在
で
あ
り、

ふ
た
リ

は
一

JL
四
八
年
に
八
木
一

夫
(
-

九
一

八
ー
七
九）
と
と
も
に

現
代
陶
の
集
団・
走
泥
社
を
結
成。

八
木
の
歿
後
も、

同
集
団

が
一

昨
年（
九
八
年）
に
解
散
す
る
ま
で、

中
心
的
存
在
と
し

て
活
躍。

さ
ら
に、

ふ
た
り
の
こ
れ
ま
で
の
業
絨
を
回
顧
す

る
展
院
会
が
昨
年・
今
年
と
あ
い
つ
い
で
開
催・
計
画
さ
れ
て

い
る。

本
秘
で
は、

こ
れ
ら
の
展
笈
会
で
得
ら
れ
た
知
見
を

加
え
な
が
ら、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を

行
う
こ
と
に
す
る。

鈴
木
治
《
春
ノ
魚
》(
-

九
八
八）

〈
春
ノ
魚
〉
は
一

九
八
八
年
の
暮、

「
穴
窯
泥
象」
と
題
し
て

開
催
さ
れ
た
個
展
で
初
め
て
発
表
さ
れ
た
（
註
1)。

作
品
は
手
ぴ
ね
り
（
紐
作
り）
に
よ
っ
て
成
形
さ
れ、

直
方

体
を
基
本
的
な
形
態
と
し
て、

面
積
の
す
く
な
い
側
面
の
一

方
を
凹
ま
せ、

反
対
側
の
面
を
突
き
出
す、

と
い
う
簡
潔
な

立
体
作
品
を
紹
介
し
た
い
。

千
葉
市
美
術
館
が
収
集
し
た
作
品
の
な
か
か
ら

二
点
の

処
理
に
よ
っ
て
魚
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
る。

こ
の
相
対

す
る
面
の
動
き
は、

そ
れ
ぞ
れ
而
の
中
心
を
軸
と
し
て
ゆ
る

や
か
な
カ
ー
プ
を
持
つ
運
動
で
あ
る。

こ
の
運
動
と、

そ
れ

ぞ
れ
の
面
の
徴
妙
な
不
均
一

さ
に
よ
る
稜
線
の
ふ
く
ら
み
が

実
寸
以
上
の
栞
塊
感
を
作
品
に
与
え
て
い
る。

ま
た、

突
き

出
た
尾
部
の
項
点
に
は
焼
成
の
際
に
内
側
の
空
気
の
膨
張
に

よ
っ
て
作
品
が
破
裂
し
な
い
よ
う
に
空
気
穴
が
開
け
ら
れ
て

い
る。信

楽
の
土
を
用
い
た
焼
締
で、

焼
成
に
は
穴
（
穿）
窯
が
用

い
ら
れ
て
い
る。

穴
窯
は
登
窯
よ
り
も
索
朴
な
構
造
で、

焼

成
の
際
の
窯
の
内
部
の
温
度
は
均
一

で
は
な
い
（
い
ち
ば
んi
削

で
一
――1
0
0
|
-
―
二
五
0
度）
。

ま
た、

燃
料
に
は
薪
が
用
い

ら
れ、

絶
え
ず
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
に
人
手
と

時
間
を
必
要
と
す
る。

一

九
六
四
年
以
降
か
ら
電
気
窯
や
ガ

ス
窯
を
用
い
て
い
る
鈴
木
治
は、

八
八
年
に、

ひ
と
夏
の
あ

い
だ
信
楽
の
友
人
の
仕
ボ
場
で
作
品
を
制
作
し、

-

0
月
に

信
楽
の
陶
芸
家・
高
橋
春
斎
の
所
有
す
る
穴
窯
を
借
り、

五
日

間
か
け
て
焼
成
を
行
っ
た。

〈
春
ノ
魚
〉
の
表
面
に
は
焼
成
の
際
生
ま
れ
た
ふ
た
つ
の
特

徴
が
認
め
ら
れ
る。

す
な
わ
ち
上
部
か
ら
側
而
に
か
け
て
兄

鈴
木
治
《
春
ノ
魚
》•
山
田
光
《
銀
泥

横
に
延
び
る
パ
イ
プ
》

ー
収
蔵
作
品
の
紹
介

藁
科
英
也
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ら
れ
る
赤
茶
色
の
窯
変
で
あ
り、

も
う
ひ
と
つ
は
全
体
に
ま

ん
べ
ん
な
く
付
行
し
て
い
る、

土
に
含
ま
れ
る
長
石
が
熱
に

よ
っ
て
変
化
し、

表
面
に
吹
き
出
し
た
ガ
ラ
ス
粒
で
あ
る。

な

お、

同
じ
窯
で
焼
成
さ
れ
た
〈
琲
度
〉（
滋
双
県
立
陶
芸
の
森
陶

芸
館
il)
な
ど
に
は
灰
に
よ
る
緑
の
n
然
釉
が
か
か
っ
て
い
る

が、

本
作
品
に
関
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。

鈴
木
は、

造
形
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
作

品
を
一

JL
六
0
年
以
降
み
ず
か
ら
「
泥
象」
（
当
初
は
像
の
字
を

川
い
る）
と
呼
び、

茶
碗
な
ど
の
器
物
と
区
別
し
て
い
る（
註
2)。

こ
の
泥
象
は、

本
作
品
の
よ
う
に
直
方
体
や
立
方
体
と
い
っ

た
多
面
体
が
造
形
の
単
位
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
り、

ひ

と
つ
の
面
そ
の
も
の
が
自
律
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
作
例
が

多
い
。

こ
れ
は
初
期
の
制
作
か
ら
見
出
さ
れ、

造
形
的
な
特

徴
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る。

た
と
え
ば、

初
期
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
〈
作
品
〉(
-

九
五

四）
や
〈
歩
く
子
〉(
-

九
六
二）
は
ひ
と
つ
の
立
方
体
で
あ
り、

代
表
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
一

几
七
一

年
の
〈
馬
〉（
京
都
国
立
近

代
美
術
館
蔵）
も
作
品
の
構
成
要
索
を
三
な
い
し
四
箇
の
直
方

体
に
還
几
す
る
こ
と
が
で
き
る。

八
0
年
代
以
降
の
泥
象
に

は
雁
の
組
み
合
わ
せ
が
複
雑
な
作
品
が
多
か
っ
た
が、

近
年

の
「
一

本
ノ
木」
と
い
う
連
作(
-

九
九
八
—)
で
は
直
方
体
の

形
状
が
復
活
し
て
い
る。

ま
た、

初
期
の
〈
野
武
上
〉(
-

九
五
九
・
北
村
美
術
館
蔵）

や
〈
数
の
土
面
〉(
-

九
六
三）
な
ど
の
よ
う
に、

表
面
の
模
様

と
と
も
に
魚
を
思
わ
せ
る
処
理、

再
現
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
抑

え
ら
れ
て
い
る。

泥
象
に
単
純
な
多
面
体
が
作
品
を
構
成
す
る
単
位
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
理
由
に
は、

作
者
の
造
形
思
考
と
と
も
に、

陶
と
い
う
表
現
の
技
術
的
な
性
格
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る。

鈴
木
治
の
作
品
を
よ
く
知
る
故・
鈴
木
健
二
は
成
形
の
工
程

に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る。

…
制
作
工
程
も
作
為
が
な
く
泥
を
こ
ね
て
い
る
う
ち
に

お
の
ず
か
ら
で
き
る
と
思
っ
た
ら
全
く
の
早
計
で
あ
る。

実

は
逆
に
よ
く
考
鼠
さ
れ
て
お
り、

手
順
を
ふ
ん
で
作
製
さ

れ
る
の
で
あ
る。

そ
し
て、

土
が
が
っ
し
り
と
固
め
ら
れ

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

 

た
よ
う
な
材
質
感
も、

本
当
は
内
が
充
埴
さ
れ
て
は
お
ら

.

.

.

.

.

.

.

ず
中
空
で
あ
っ
て、

意
図
し
て
効
果
を
求
め
て
な
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る。

具
体
的
に
工
程
を
述
べ
る
な
ら、

成
形

は
先
ず
底
部
を
作
り、

そ
の
外
用
に
胎
土
を
紐
状
に
し
て

輪
積
み
し
な
が
ら、

そ
の
内
外
の
両
方
か
ら
手
で
叩
い
て

高
く
し
て
ゆ
き、

水
平
に
延
ぴ
る
部
分
は
乾
く
ま
で
下
か

ら
の
支
え
を
お
い
て
お
く、

そ
し
て
最
端
部
を
手
で
整
え

て
完
成
と
な
る。

こ
う
し
て
一

応
の
姿
が
仕
上
が
っ
た
と

こ
ろ
で
凸
凹
の
変
化
を
枠
な
ど
で
打
っ
て
調
子
や
抑
揚
を

つ
け
る
の
で
あ
る。

（
傍
点
引
用
者・
註
5
)

こ
の
工
程
を〈
春
ノ
魚
〉
に
あ
て
は
め
る
と、
「
底
部」
が
魚

の
前
面
に
あ
た
り、

紐
状
に
さ
れ
た
胎
土
の
「
輪
梢
み
」
が
胴、

「
最
端
部」
が
突
き
出
た
尾
の
部
分
に
当
た
る。

鈴
木
健一
一
は

＊ ＊

一

九
八
0
年
代
に
発

表
さ
れ
た
「
雲
」
の
辿
作
の
よ
う
な
薄
い
板
状
の
作
品
が
存
在

す
る。

わ
た
し
た
ち
が
生
活
す
る
現
実
の
空
間
の
な
か
で
純

粋
に
財
み
を
持
た
な
い
平
面
と
い
う
も
の
は
存
在
し
毎
な
い

か
ら、

こ
れ
ら
の
作
品
は
「
面
そ
の
も
の
」
と
し
て
成
立
し
て

い
る
作
品
と
し
て
み
な
す
こ
と
が
で
き
る。

こ
の
よ
う
な
鈴
木
の
制
作
の
あ
ゆ
み
の
な
か
で、

魚
を
題

材
と
し
た
泥
象
は
一

九
六
九
年
ご
ろ
か
ら
制
作
さ
れ
て
い
る。

る
泥
象
の
な
か
で、

点
数
と
し
て
は
代
表
作
と
H
さ
れ
る
馬

の
そ
れ
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
少
な
く、

断
続
的
に
制
作
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
る（
註
3)
。

馬
な
ど
の
他
の
題
材
の
場
合、

多

面
体
な
ど
に
よ
る
基
本
的
な
形
態
が
初
期
に
発
表
さ
れ、

そ

の
後
さ
ま
ざ
ま
な
要
索
が
付
与
さ
れ
て
多
彩
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
制
作
さ
れ
て
い
る。

こ
れ
に
対
し
て
魚
で
は
ど
の

作
品
も
ひ
と
つ
の
直
方
体
の
な
か
で
展
開
し
て
い
る
た
め、

通

院
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
題
材
よ
り
も
制
作
さ
れ
た
時
期

に
お
け
る
作
者
の
造
形
思
考
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

理
解
し
や
す
く
な
っ
て
い
る。

覧
会
に
お
い
て
魚
の
泥
象
が
ま
と
め
て
展
示
さ
れ
た
例
は
な

い
（
註
4)
。

実
際
に
接
し
た
わ
ず
か
な
体
験
と
写
真
査
料
を
基

に
す
れ
ば、

当
初
は
横
に
の
ぴ
た
ひ
と
つ
の
直
方
体
で、

制

作
年
が
下
る
に
つ
れ
て
縦
横
の
比
率
は
小
さ
く
な
り、

そ
れ

引
用
し
た
文
に
続
け、

「
あ
り
ふ
れ
た
造
形
法
で
は
あ
る
が、

箱
状
の
も
の
を
含
め
陶
器
の
仕
事
は
殆
ど
総
て
が
こ
れ
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
か
ら、

鈴
木
さ
ん
に
と
っ
て
大
変
気
に

入
っ
て
お
り
慣
れ
た
手
法
で
あ
る」
（
傍
点
引
用
者・
註
6
)

と
も

記
し
て
い
る。

＊

「
箱
状
の
も
の
」
と
鈴
木
健
二
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り、

鈴

木
治
の
多
面
体
の
形
状
を
し
た
泥
象
は
面
（
プ
ラ
ン）
の
組
み

合
わ
せ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
お
り、

祉
塊
性（
マ
ッ
ス
）

か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
理
由
は、

陶
で
多
面

体
を
制
作
す
る
場
合、

土
塊
を
土
塊
の
ま
ま
成
形
し、

焼
成

し
た
の
で
は
土
中
に
含
ま
れ
る
空
気
や
水
分
に
よ
っ
て
作
品

が
割
れ
て
し
ま
う。

そ
の
た
め
に
陶
板
な
ど
は
別
と
し
て、

あ

る
一

定
以
上
の
雇
塊
を
有
す
る
作
品
の
内
部
は
さ
き
に
引
用

し
た
鈴
木
健
二
の
文
姦
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り、
「
内
が

充
埴
さ
れ
て
は
お
ら
ず
中
空」、

具
体
的
に
い
え
ば
壺
の
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り、

陶
と
い
う
技
術
に
よ

っ
て
制
作
さ
れ
る
立
体
造
形
は、

空
間
を
面
に
よ
っ
て
包
む

手
法
こ
そ
基
本
的
な
原
則
な
の
で
あ
る。

鈴
木
治
の
泥
象
の
よ
う
な
表
現
の
あ
り
方
は、

彼
以
前
に

野
間
清
六
が
「
日
本
彫
刻
の
美」
（
一

九
四
三）
の
な
か
で、

す

で
に
埴
輪
の
特
徴
と
し
て
論
じ
て
い
る。

そ
れ
か
ら
又
面
を
以
て
構
成
す
る
造
形
の
手
法
に
も
日

本
的
な
特
色
が
あ
る。

埴
輪
は
そ
の
手
法
上
の
必
然
か
ら

内
部
を
空
洞
に
し
た
円
筒
を
基
形
と
し、

単
純
化
し
た
形

残
念
な
が
ら
こ
れ
ま
で
開
催
さ
れ
た
鈴
木
の
回
顧
的
な
展

魚
は
今
H
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
題
材
で
数
多
く
制
作
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
正
面
性
を
与
え
た
作
品
や

な
ど
に
よ
る
装
飾
処
理
に
よ
っ
て
特
定
の
面
の
み
を
強
調
す

鈴

木

治
〈

が
ノ

魚
〉
(
-

JL

八

八

年
）
1
9.
5(
h)
X
2
8.
8(
w)
x
1
8.
6(
D
)c
m
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い
期
間
で
試
み
を
中
断
な
い
し
は
放
棄
し
て
い
る。

の
理
由
を
端
的
に
記
せ
ば、

ー

1

,品
で
あ
り、

こ
の
稿

で
は
そ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
具
体
的
に
は
触
れ
な
い
が、

そ

い
ず
れ
も
古
拙
美
の
再
現
に
引

き
ず
ら
れ
て
し
ま
っ
て
お
り、

表
情
を
支
え
て
い
る
埴
輪
の

田
光
が
在
職
し
て
い
た
大
阪
芸
術
大
学
の
教
官
と
卒
業
生
の

グ
ル
ー
プ
展
で
発
表
さ
れ
た（
註
11
)。

作
品
は、

一

方
の
先
が
鎌
首
を
持
ち
上
げ
た
状
態
で
カ
ー

プ
し
て
い
る、

直
径ー
ニ・
ニ
セ
ン
チ
の
一

本
の
パ

イ
プ
状
の
作

ス
テ
ン
レ
ス
の
展
示
台
か
ら
延
ぴ
た
二
本
の
脚

水
道
管
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
市
販
の
エ
ス
ロ
ン
パ

イ
プ
を

型
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
が、

ま
ず
片
側
の
み
型
取
り
し
た

も
の
を
台
の
上
で
成
形
（
こ
の
作
品
の
場
合
は
曲
げ
る）
し、

そ

れ
を
石
秤
取
り
す
る。

こ
れ
は、

直
接
上
に
よ
っ
て
型
取
り

を
お
こ
な
う
と
歪
み
が
生
じ
る
た
め
で
あ
る。

反
対
側
の
部

分
は、

こ
の
石
科
型
を
用
い
て
型
が
起
さ
れ
る
（
最
初
の
型
と

鏡
像
の
関
係
に
な
る）
。

こ
れ
を
合
わ
せ
た
の
ち
に
土
に
起
し

て
透
明
釉
を
薄
く
か
け、

ご
一
0
0
度
で
一

且
焼
成
す
る。

そ

の
後
パ

ラ
ジ
ウ
ム
（
こ
れ
が
銀
泥
と
な
る）
を
塗
り、

七
五
0

ー
七
六
0
度
で
ふ
た
た
ぴ
焼
成
し、

作
品
は
完
成
す
る。

〈
銀
泥

横
に
延
び
る
パ

イ
プ
〉
の
よ
う
な
形
状
を
持
っ
た

作
品
は、

一

九
九
四
年
に
初
め
て
試
み
ら
れ、

翌
年
の
走
泥

杜
展
に
発
表
さ
れ
た（
註
12)。

今
日
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
こ

の
よ
う
な
パ

イ
プ
に
よ
る
作
品
は、

本
作
品
の
よ
う
に
一

本

の
み
の
場
合
も
あ
り、

何
本
も
の
パ

イ
プ
が
組
み
合
わ
さ
れ

て
い
る
場
合
も
あ
る。

い
ず
れ
も
視
線
は
特
定
の
方
向
か
ら

見
る
よ
う
限
定
さ
れ
て
い
る。

こ
れ
は、

先
に
述
べ
た
制
作

の
過
程
上
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う。

一

九
九
五
年

か
ら
翌
年
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
矩
形
と
の
組
み
合
わ
せ
に

に
よ
っ
て
中
空
に
あ
る
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る。

構
造
あ
る
い
は
技
術
的
制
約
に
は
あ
ま
り
注
意
を
払
っ
て
い

う
な
作
品
を
試
み
た
作
家
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
き
わ
め
て
短

だ
し、

ノ
グ
チ
を
は
じ
め
と
し
て
野
間
の
埴
輪
論
に
沿
う
よ

ラ
コ
ッ
タ
に
よ
る
作
品
は
そ
の
代
表
的
な
作
例
で
あ
る。

た

れ
を
そ
う
し
た
大
ま
か
さ
で
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て、

そ
の
表
情
に
豊
か
な
余
情
が
掬
ま
れ
る
の
で
あ
る。

：·

こ
の、

戦
時
ド
に
発
表
さ
れ
た
野
間
の
埴
輪
論
は
戦
後
に

な
っ
て
か
ら
彫
刻
家
た
ち
に
よ
っ
て
制
作
の
現
場
の
な
か
に

持
ち
込
ま
れ
た。

イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
(
-

JL
O
四
ー
八
八）
の
テ

（
原
文
旧
字
旧
カ
ナ
ヅ
カ
イ・
註
7

純
さ
に
よ
る
も
の
で
は
な
く、

複
雑
な
形
を
見
極
め
て
そ

が
あ
る
が

そ
れ
は
前
に
も
説
明
し
た
よ
う
に
観
照
の
単

し
て
ゆ
く
や
り
方
で
あ
る。

そ
れ
だ
け
概
括
的
な
と
こ
ろ

け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く、

初
め
か
ら
立
体
を
面
で
包
括

し、

埴
輪
に
於
け
る
面
は
そ
う
し
た
削
ら
れ
た
り
肉
付

全
て
の
彫
刻
は
面
の
集
梢
と
解
せ
ら
れ
な
い
こ
と
は
な

て
い
る
よ
う
に
息
う。

に
深
い
民
族
的
な
も
の
の
栖
み
方
と
表
わ
し
方
と
に
発
し

を
以
て
包
む
よ
う
に
し
て
い
る
立
体
の
表
わ
し
方
は、

更

う
し
た
主
幹
だ
け
で
は
な
く
そ
の
他
の
細
部
に
於
て
も、

面

を
作
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

＊

鈴
木
の
泥
象
は、

こ
の
野
間
の
埴
輪
に
つ
い
て
の
分
析
と

基
形
が
円
筒
か
ど
う
か
の
点
を
除
い
て
ほ
ぼ
一

致
し
て
お
り

（
註
9)、

作
品
を
め
ぐ
る
言
説
も
同
じ
よ
う
な
語
ら
れ
方
を
し

て
い
る
こ
と
が
多
く、

野
間
の
構
想
し
て
い
た
近
代
的
な
彫

刻
と
は
別
の
地
点
に
位
置
す
る
日
本
的
な
彫
刻
を
体
現
し
た

も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る。

し
か
し、

鈴
木

は
古
拙
美
か
ら
学
ぴ、

滋
接
を
得
な
が
ら
も、

同
時
に
陶
の

技
術
の
う
え
に
立
っ
て、

現
代
に
生
き
る、

み
ず
か
ら
の
表

現
を
確
立
し
て
お
り、

古
典
の
模
倣
な
ど
と
は
巽
な
っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
に
留
寇
す
る
べ
き
だ
ろ
う。

な
ぜ
な
ら、

初
期
の
泥
象
〈
歩
く
子
〉
や
〈
土
偶
〉(
-

九
六

三）
な
ど
で
は
表
面
の
連
続
す
る
抽
象
文
が
作
品
の
印
象
を
原

始
的
な
美
の
世
界
へ
と
誘
う
が、

作
品
の
ポ
デ
ィ
は
す
で
に

後
年
断
続
的
に
制
作
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
魚
あ
る
い
は
一

本

の
木
を
題
材
と
し
た
泥
象
の
展
開
を
予
告
し
て
い
る。

そ
し

て、

こ
れ
ら
の
作
品
群
に
共
通
す
る
直
方
体
な
い
し
立
方
体

の
フ
ォ
ル
ム
は、

彫
刻
家・
プ
ラ
ン
ク
ー
シ
(
-

八
七
六
—
―

九
五
七）
の
あ
り
方
に
も
似
た、

対
象
と
の
関
連
を
思
い
出
さ

せ
る
要
索
を
切
り
つ
め、
「
形
そ
の
も
の
」
「
単
純
で
直
接
的
な

形」（
註
10)

を
志
向
す
る
表
明
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

山
田
光
《
銀
泥

矩
形
と
折
れ
た
パ
イ
プ
〉(
-

九

九
六
・
滋
賀
県
立
陶
芸
の
森
陶
芸
館
蔵）
な
ど
で
は
パ

イ
プ
の

組
み
合
わ
せ
が
村
井
正
誠
(
-

九
0
五
ー
九
九）
の
作
品
を
連

想
さ
る。

こ
の
よ
う
な
作
品
は
表
面
の
銀
泥
が
持
つ
色
調
と

周
囲
の
空
間
と
の
か
か
わ
り
に
よ
っ
て
絵
画
的
な
イ
メ
ー
ジ

が
強
調
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
し
て
い
る。

一

九
九
八
年
か
ら
パ

イ
プ
を
曲
げ
た
り
せ
ず、

直
線
の
ま

ま
い
く
つ
も
林
立
さ
せ
る
作
品
を
試
み
て
お
り、

昨
年（
一

九

九
九）、

伊
丹
市
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
近
作・
新
作
展
に

お
い
て
発
表
さ
れ
た
新
作
の
ひ
と
つ、
〈
銀
泥

パ

イ
プ
〉
で
は
長
い―
1
0
本
の
パ
イ
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
本
作
品
と

同
様
の
ス
テ
ン
レ
ス
の
台
座
に
設
置
さ
れ
て
い
た。

長
さ
が

同
じ
直
線
の
パ

イ
プ
は
脚
に
よ
っ
て
高
さ
が
四
段
階
に
別
れ

て
い
る
が、

そ
の
差
異
は
微
妙
で
あ
る。

山
田
光
の
土
に
よ
る
立
体
造
形
の
あ
ゆ
み
は、

今
日
に
い

た
る
ま
で
周
囲
の
空
間
を
意
識
さ
せ
る
作
品
が
多
い
。

一

九
五
0
年
代
の
後
半
か
ら
立
体
造
形
の
制
作
を
開
始
し

た
山
出
は、

最
初
期
の
作
品
と
し
て
機
械
的
な
形
状
の
作
品

を
制
作
し
て
い
る。

こ
れ
ら
は、

当
時
の
今
村
輝
久
(
-

九
一

八
生）
や
毛
利
武
士
郎（
一

九
二
三
生）、

あ
る
い
は
村
岡
三
郎

（
一

九
二
八
生）
の
作
品
と
も
共
通
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る。

そ
の
後、

五
九
年
に
初
期
の
代
表
的
な
作
品
群
と
な
る
「
塔
」

の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
〈
二
つ
の
塔
〉
（
和
歌
山
県
立
近
代
美
術
館

蔵）
を
制
作
し
た。

よ
る
作
品、

と
く
に
〈
銀
泥

な
か
っ
た
た
め
だ
っ
た（
註
8
)。

横
に
延
び
る

〈
銀
泥

横
に
延
ぴ
る
パ

イ
プ
〉
は
一

九
九
五
年、

以
前
山

横
に
廷
び
る
パ

イ
プ
》（
一

九
九
五）

（
次
R)

山
田
光〈
銀
泥
横
に
延
び
る
パ
イ
プ〉（一
几

几

五
年）
1
0
1.
S(
w
)c
m
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の
活
動
に
よ
っ
て
一
九
五
0
年
代
か
ら
土
に
よ
る
立
体
造
形

へ
と
推
移
し
て
い
る。

「
塔」
の
シ
リ
ー
ズ
は、

ど
れ
も
面（
プ
ラ
ン）
が
印
象
的
で

あ
る。

こ
れ
は、

正
村
美
里
が
指
摘
す
る
よ
う
に
辻
晉
堂（
一

九
一
O
I
八
一
）
の
同
時
期
の
作
品
と
の
比
較
が
可
能
で
あ
る

（
註
13
)。

鈴
木
治
の
項
で
も
述
ぺ
た
こ
と
と
同
じ
く、

山
田
は

而
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
を
主
眼
と
し

て
お
り、

拭
塊
の
表
面
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
辻
と
は
異
な

る。

ま
た、

鈴
木
が
面
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る

か
た
ち
に
主
眼
が
親
か
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て、

山
田
は

而
そ
の
も
の
へ
の
関
心
が
勝
っ
て
い
る。

た
と
え
ば、

昨
年

当
館
で
開
催
さ
れ
た「
草
月
と
そ
の
時
代

一
九
四
五
I
-
JL

七
0」
の
出
品
作
で
あ
る〈
塔〉(
-
九
六
0)
は
側
面
の
み
で
で

き
上
が
っ
て
い
る
印
象
を
見
る
者
に
強
く
与
え、

ま
た、

胴

の
部
分
に
当
た
る
側
面
に
対
し
て
一

体
化
し
て
い
る
脚
が
長

く、

胴
の
上
下
と
周
囲
の
空
間
が
流
通
し
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ
る。

塔
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
も、

む

し
ろ
四
枚
の
面
と
周
囲
の
空
間
の
関
係
に
つ
い
て
の
ガ
察
の

た
め
に
モ
テ
ィ
ー
フ
が
選
ば
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る。作

品
と
そ
の
周
囲
の
空
間
の
関
係
が、

山
田
光
の
制
作
の

な
か
で
よ
り
掘
り
下
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
八

0
年
代
に
人
っ
て
か
ら
で、

前
半
の
「
窓」
と
後
半
の
「
陶
標」

の
連
作
に
結
実
し
て
い
る。

こ
れ
ら
の
作
品
で
は、
「
塔」
の

連
作
を
引
き
継
ぎ、

い
ず
れ
も
空
間
の
な
か
に
ひ
と
つ
の
面

を
立
体
と
し
て
存
在
さ
せ
る
こ
と
が、
モ
眼
に
笛
か
れ
て
い
る。

か
の
要
索
を
与
え
て
い
た
が、

あ
た
り
を
境
と
し
て、

陶
板
の
上
部
を
や
や
折
り
曲
げ
た
作

品
が
増
し
て
い
る。

見
る
側
に
向
け
ら
れ
た
面
が
一

方
向
だ

け
を
向
か
ず、

上
方
に
も
向
け
ら
れ
た
こ
と
で
空
間
へ
の
意

識
は
格
段
に
高
め
ら
れ
た。

そ
し
て、

九
四
年
か
ら
パ
イ。
フ

を
用
い
た
作
品
が
制
作
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。

一
九
六
0
年
代
の
塔
の
作
品
か
ら、

八
0
年
代
の
掬
板
を

軸
と
し
た
作
品、

そ
し
て
几
0
年
代
半
ば
の
パ
イ
プ
を
用
い

た
作
品
ー。

山
田
の
作
品
の
あ
ゆ
み
は
空
問
の
な
か
で、

え
ら
れ
た
線

こ
の
作
品
の
展
開
は
山
田
の
作
品
を
支
え
て
い
る
技
術
の

変
化
か
ら
も
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る。
一
九
七
0
年
代
ま

で
の
作
品
で
は
主
に
焼
締
や
釉
築
に
よ
る
臼
化
粧
の
作
品
が

目
立
つ
が、

八
0
年
代
に
入
る
と
黙
陶
や
銀
泥
が
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
る。

陶
の
技
術
の
な
か
で
も
焼
成
に
よ
る
歪
み

の
発
生
が
少
な
く
表
面
が
平
滑
な
謀
陶、

反
射
光
に
よ
っ
て

「
も
の
の
か
た
ち」
の
輪
郭
が
乏
し
く
な
る
銀
泥
の
採
用
は、

索

材
が
持
つ
「
味」
を
殺
し
な
が
ら、

な
お
か
つ
上
と
い
う
索
材

に
よ
っ
て
の
み
表
現
可
能
な
極
限
の
形
態
を
得
る
こ
と
を
可

能
に
さ
せ
て
い
る。

山
田
と
鈴
木、

そ
し
て
八
木
一
夫
を
中
軸
と
し
た
走
泥
社

面
の
組
み
合
わ
せ
↓
面
そ
の
も
の
の
提
示
↓
自
律
性
が
与

一
几
八
七
年
の〈
黙
陶

＊

陶
壁〉

の
も
の」
の
表
現
を
目
指
し
て
い
る。

か
つ
て
建
畠
哲
は「
ポ
キ
ャ
プ
ラ
リ
ー
は
禁
欲
的
ま
で
に
抑
制

さ
れ
て」
い
る
と
評
し
て
い
た
が（
註
14
)、

そ
こ
で
は
観
念
的
な

世
界
で
成
立
す
る
幾
何
学
に
お
け
る
三
次
元
の
空
間
の
意
臨

を、

現
尖
の
空
間
に
お
い
て
実
践
し
よ
う
と
す
る
滋
識
が
明

瞭
な
も
の
と
な
っ
て
い
る。

な
か
で
も、
一
九
八
0
年
代
半
ば
か
ら
何
例
か
試
み
ら
れ

て
い
る、

陶
板
を
床
に
何
枚
か
配
列
す
る
作
品
は、

作
ら
れ

た
も
の
の
み
が
作
品
で
は
な
く、

設
置
さ
れ
た
状
況、

周
囲

の
空
間
と
の
か
か
わ
り
そ
の
も
の
を
作
品
と
し
て
い
る
点
で

注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う。

床
に
設
箇
さ
れ
る
こ
と
で
見
る
者
の

視
線
は
陶
板
の
上
部
に
存
在
す
る
空
間
の
煎
力
と
同
じ
運
動

を
す
る
こ
と
に
な
り、

陶
板
が、

そ
れ
自
身
が
設
置
さ
れ
て

い
る
空
間
を「
受
け
止
め
て
い
る」
こ
と
が
理
解
で
き
る。

ま

た、

こ
れ
ら
の
表
面
に
は
泥
漿
を
た
ら
し
た
り
発
泡
ス
チ
ロ

ー
ル
に
傷
を
つ
け
る
こ
と
で
作
ら
れ
た
型
に
よ
っ
て
凸
凹
が

つ
け
ら
れ
て
い
る。

作
品
の
多
く
は
そ
の
表
面
が
型
の
た
め

カ（
動
き）
と
の
関
係
を
連
想
さ
せ
る（
表
面
が
凸
に
な
っ
た
作

品
も
制
作
さ
れ
て
い
る
が、

こ
ち
ら
は
余
り
空
間
を
慈
識
さ

せ
る
こ
と
が
少
な
い
の
は
興
味
深
い）。

こ
の
型
取
り
の
技
法

は、

の
ち
に
制
作
さ
れ
る
バ
イ。
フ
を
用
い
た
作
品
を
成
立
さ

せ
る
技
法
で
あ
る。

陶
板
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
作
品
に
も
影
響
を
与
え
る
よ
う
に

は
わ
が
国
の
美
術
の
な
か
で
独
自
の
位
置
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
た。

彼
ら
の（
そ
し
て
そ
の
後
登
場
し
た
作
家
た
ち
も
含

め
て）
作
品
は
一
般
に
は「
オ
フ
ジ
ェ
焼」
と
ひ
と
く
く
り
に
し

て
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い。

し
か
し、

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

的
な
あ
り
方
を
連
想
さ
せ
る
こ
の
語
棠
ほ
ど、

山
田
と
鈴
木

の
造
形
と
縁
遠
い
呼
称
も
な
い。

た
し
か
に、

彼
ら
以
降
の

作
家
た
ち
が
制
作
す
る
作
品
に
は、

作
ら
れ
た「
も
の」
に
再

現
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
く、

山
田

と
鈴
木
た
ち
の
よ
う
な
作
品
は
現
状
に
お
い
て
少
な
い。

ふ
た
り
の
造
形
は
異
な
り
な
が
ら
も、

饒
舌
さ
と
は
無
綽

な
抑
制
さ
れ
た
か
た
ち
を
わ
た
し
た
ち
の
前
に
提
示
す
る
こ

と
で、

か
た
ち
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と、

言
う
な
れ
ば「
存
在
そ

註m
「
穴
窯
泥
象

鈴
木
治
一
九
八
八」、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
か
む
ら．

京

都、
一
九
八
八
年
ト一
月
八
ー
ニ
十
七
Ho

図

鈴
木
治「
泥
象
の
こ
と」（『
国
立
国
際
入
術
館
月
報
l

第
五
十
七
号、

一
九
JL
七
年
六
月）
p.
6

③

小
窯
な
ど
の
器
物
で
は
魚
を
題
材
と
し
た
制
作
例
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
が、

作
品
の
造
形
が
異
な
る。

一
几
四
三
年）
p
5
6
.

い
一
九
八
五
年
に
開
催
さ
れ
た「
泥
象
を
拓
く

鈴
木
治
陶
磁
展」
に

〈
魚〉(-
九
七
三）
が
一
点
だ
け
展
示
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る。

⑤

鈴
木
健
二「
鈴
木
治・
人
と
作
品」（「
鈴
木
治
陶
芸
作
品
集」
講
談
社、

一
几
八
二
年）
p.
2

6.

⑥

固
と
同。

m

野
間
清
六
7"
本
彫
刻
の
美j（
不
二
芍
粉、

な
っ
た。

そ
れ
ま
で
の
陶
板
は
一
枚
の
平
面
上
で
な
に
こ
と

床
に
水
平
に
設
置
す
る
と
い
う
手
法
は
そ
の
後、
一
枚
の

に
凹
ん
で
お
り、

単
な
る
平
滑
な
趾
よ
り
も
空
間
の
直
み
や
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Introducing Suzuki Osamu's Haru no Uo and Yamada 

Hikaru's Pipe Extending Horizontally: Silver-glazed 

Warashina Hideya 

This paper introduces two works in the collection of the Chiba City Museum of Art: Haru no 

Uo (1988) by Suzuki Osamu (b.1923) and Pipe Extending Horizontally: Silver-glazed (1995) by 

Yamada Hikaru (b.1923). 
In 1948, Suzuki and Yamada, along with Yagi Kazuo (1918-79) and others, organized the 

SODEI-Sya, a ground-breaking group in the field of contemporary ceramics of post-World War 

II Japan. Even after Yagi's death, Suzuki and Yamada continued to be active as key artists in 

the group, but they took the occasion of the 50th anniversity of the group's founding in 1998 to 

disband the SODEI-Sya. 
The works produced by Suzuki and Yamada do not consist of vessels such as tea bowls made 

for the tea ceremony but, like contemporary sculpture, are a pure expression of the artist's 

conception of plastic form. (Suzuki himself called one of these works Dei-syo). 

Suzuki's Haru no Uo uses fish as a motif. Works from the mid-1950s and later are based on 

cube-shaped and right-angled parallelepiped-shaped units. His method of construction is derived 

from two aspects of Suzuki's artistry - his sense of plastic form and his ceramic technique. 

Pieces like this one that employ the fish motif appear in his oeuvre from the latter part of the 

1960s on; all are constructed of right-angled parallelepipeds. In recent years, he has produced a 

series of works with the theme of "a single tree", a group of pieces remarkable for their 

extremely restrained expression. In terms of the development of Suzuki's work, Haru no Uo can 

be seen as the predecessor of this recent group 

In contrast to Suzuki, Yamada produces pieces that are like line drawings of geometrical 

constructions brought into actual space. The intention is to create a play between the work itself 

and the surrounding space, something that is evident in pieces from the 1960s onward. One can 

see a clear development of plastic form in Yamada's work. His first pieces were produced by 

placing different surfaces in conjunction with each other; he went on in the 1980s to create works 

consisting of one autonomous surface, and then in the first half of the 1990s, he made pipe-shaped 

objects which stretched out into space like a single line. Pipe Extending Horizontally; Silver-glazed 

is a representative work of this latest period. 
(Translated by Carol Morland) 

心
よ
り
御
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し
上
げ
ま
す 。

寸
B

1
言

⑧

近・
現
代
彫
刻
と
埴
忙
の
関
係
に
つ
い
て
は 、
以
前
拙
秘
で―92
及
し
た

こ
と
が
あ
る 。

煤
科「
勅
使
河
原
奸
凩
の
立
体
造
形」(「
h+

Jl
と
その
時
代

I-
Jl
L
o』
展
図
鉢 、
凸F
Jj
と
そ
の
時
代
展
実
行
委＂い
会 、
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-
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JL
八
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⑨

鈴
木
は
あ
る
イ
ン
タ
ピ
ュ
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の
な
か
で 、
「
t
で
出
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て 、
し
か
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帷

憾
で
は
で
き
な
い
形
と
い
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が 、
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ー
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と
あっ
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と
思
う 。
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ら 、
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か 、
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f
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だ
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そ ‘
円
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巣
積
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う
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な
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っ
か
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寇
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思
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初
め
の
方
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と
語
っ
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い
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金
f

賢
治「
鈴
木
治
の
造
形
思
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現
代
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動
向
の
中
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鈴
木
治
の
陶
芸」
桜
図
鉢 ｀
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ン ｀
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が
あ
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光・
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