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は
じ
め
に

　

画
人
・
鶴
亭
（
一
七
二
二
〜
八
五
）
は
江
戸
時
代
中
期
の
長
崎
で
生
ま
れ
、

京
都
・
大
坂
や
江
戸
へ
進
出
し
て
活
躍
し
た
。
ま
た
一
面
に
お
い
て
海
眼
浄
博

（
浄
光
）
と
呼
ば
れ
る
黄
檗
僧
で
も
あ
る
。
昨
年
す
な
わ
ち
平
成
二
八
年
は
、

彼
の
画
業
を
集
大
成
し
た
初
め
て
の
回
顧
展
が
二
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
開
催

さ
れ
、
鶴
亭
研
究
に
と
っ
て
記
念
す
べ
き
年
と
な
っ
た
）
1
（

。
鶴
亭
と
同
時
期
に
や

は
り
黄
檗
文
化
の
周
辺
で
活
躍
し
た
伊
藤
若
冲
の
人
気
に
後
押
し
さ
れ
て
か
、

意
外
な
ほ
ど
（
と
い
っ
て
は
鶴
亭
に
失
礼
だ
が
）
多
く
の
来
館
者
を
集
め
た
と

聞
い
て
い
る
。
筆
者
が
年
来
気
に
か
け
て
き
た
画
家
で
あ
る
だ
け
に
、
我
が
こ

と
の
よ
う
に
嬉
し
い
。

　

さ
ら
に
同
展
開
催
に
あ
わ
せ
て
、
神
戸
市
立
博
物
館
の
石
沢
俊
氏
に
よ
っ
て

編
纂
さ
れ
た
展
覧
会
図
録
の
充
実
ぶ
り
も
ま
た
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
く
喜
ば

し
い
慶
事
で
あ
っ
た
。
鶴
亭
作
品
と
そ
の
生
涯
の
紹
介
は
も
と
よ
り
、
彼
に
関

す
る
文
献
史
料
や
落
款
印
章
を
網
羅
し
、
は
て
は
遊
印
の
出
典
意
味
ま
で
が
考

察
さ
れ
て
い
る
。
紙
面
制
約
の
多
い
一
般
の
研
究
論
文
で
は
、
こ
こ
ま
で
一
挙

に
全
貌
詳
細
を
解
明
す
る
こ
と
は
叶
う
は
ず
も
な
い
。
鶴
亭
研
究
に
関
す
る
も

ろ
も
ろ
の
最
新
デ
ー
タ
は
そ
ち
ら
の
図
録
（
以
下
「
図
録
」
と
い
う
）
を
参
照

い
た
だ
く
と
し
て
、
本
稿
で
は
そ
こ
に
追
加
し
て
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
細
々
と

貯
え
た
、
鶴
亭
の
知
ら
れ
ざ
る
事
蹟
に
つ
い
て
い
く
つ
か
考
察
し
、
さ
ら
な
る

研
究
の
進
展
を
願
う
の
み
で
あ
る
。

画
風
形
成
期
に
お
け
る
摸
索

　

鶴
亭
画
風
の
初
期
に
お
け
る
展
開
に
つ
い
て
、
石
沢
氏
は
図
録
論
文
で
「
黄

檗
宗
の
墨
戯
に
始
ま
り
、
そ
の
の
ち
熊
斐
に
南
蘋
風
花
鳥
画
を
学
習
し
た
」
と

想
定
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
は
そ
の
移
行
期
に
あ
た
っ
て
、
自
己
の
画
風
を
模
索

す
る
試
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
風
変
わ
り

な
作
品
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
墨
画
と
淡
彩
画
が
ひ
と
つ
の
画
面
の
中
に
混
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在
す
る
も
の
で
、
以
下
に
紹
介
す
る
「
墨
百
合
図
」
と
「
墨
芙
蓉
図
」
が
そ
れ

で
あ
る
。

鶴
亭
筆
「
墨
百
合
図
」　

紙
本
墨
画
淡
彩　

一
〇
三
・
七
×
二
八
・
四
㎝　

個
人
蔵
（
図
１
）

　

ま
ず
「
墨
百
合
図
」
は
、
前
景
中
央
に
荒
々
し
い
筆
致
で
一
茎
の
百
合
を
据

え
る
。
茎
と
葉
を
淡
墨
で
一
気
に
描
き
出
し
、
葉
脈
は
葉
か
ら
は
み
出
す
ほ
ど

に
荒
っ
ぽ
い
濃
墨
線
で
加
え
ら
れ
て
い
る
。
葉
の
外
縁
は
墨
線
で
括
ら
な
い
。

画
面
上
方
、
茎
の
先
端
に
や
は
り
濃
墨
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
黒
い
百
合
の
花
が

一
輪
咲
い
て
い
る
が
、
あ
ま
り
の
殴
り
描
き
ゆ
え
に
最
初
は
何
の
花
な
の
か
見

当
が
つ
か
な
か
っ
た
。
墨
一
色
で
あ
る
か
ら
に
は
白
百
合
の
は
ず
も
な
く
、
お

そ
ら
く
赤
紅
系
の
色
を
も
つ
花
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い

は
、
本
当
の
黒
い
百
合
を
描
い
た
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
坂
の
博

物
学
者
・
木
村
蒹
葭
堂
（
一
七
三
六
〜
一
八
〇
二
）
の
遺
稿
を
ま
と
め
た
『
蒹

葭
堂
雑
録
』
の
巻
二
に
は
、
蝦
夷
国
に
産
す
る
と
い
う
「
黒
百
合
」
に
つ
い
て

の
言
及
が
あ
る
）
2
（

。

　

こ
の
前
景
モ
チ
ー
フ
に
対
し
て
、
百
合
の
背
後
に
淡
彩
の
み
で
加
え
ら
れ
た

草
花
は
百
日
紅
で
あ
ろ
う
か
。
小
さ
な
薄
赤
紫
色
の
花
が
茎
の
周
囲
に
密
集
す

る
と
こ
ろ
か
ら
百
日
紅
と
推
定
し
た
も
の
の
、
確
信
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

茎
と
葉
は
濃
度
差
を
つ
け
た
水
色
で
、
葉
脈
は
さ
ら
に
濃
い
め
の
同
じ
水
色
の

筆
線
で
引
く
。
葉
の
外
周
を
括
ら
な
い
の
は
前
景
の
百
合
と
同
じ
。
百
日
紅
の

花
は
薄
赤
紫
色
で
い
ろ
ど
ら
れ
、
花
弁
中
央
の
花
蕊
は
そ
れ
よ
り
濃
い
め
の
赤

紫
色
に
少
し
淡
黄
色
を
交
え
な
が
ら
点
じ
ら
れ
る
。
前
景
の
墨
百
合
に
お
け
る

粗
放
な
運
筆
と
背
景
の
百
日
紅
に
お
け
る
柔
和
な
表
現
の
対
比
は
、
意
図
的
に

使
い
分
け
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
款
記
は
速
筆
の
草
書
体
で
「
鶴
亭
」
と
の
み

記
し
、「
画
禅
」
朱
文
方
印
と
「
浄
博
」
白
文
方
印
を
捺
す
。
こ
の
印
は
鶴
亭

二
十
六
歳
か
ら
二
十
八
歳
の
年
紀
作
品
に
お
け
る
使
用
が
図
録
で
報
告
さ
れ
て

い
る
。
遊
印
は
画
面
上
端
の
「
へ
」
の
字
に
折
れ
た
葉
の
内
側
の
位
置
に
朱
文

楕
円
形
「
我
思
古
人
」
が
見
え
る
。
こ
の
遊
印
も
ま
た
、
鶴
亭
二
十
六
歳
か
ら

二
十
七
歳
の
若
年
期
作
品
に
お
け
る
使
用
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

鶴
亭
筆
「
墨
芙
蓉
図
」　

紙
本
墨
画
淡
彩　

一
〇
三
・
八
×
二
七
・
八
㎝　

個
人
蔵
（
図
２
）

　

こ
ち
ら
も
、
や
は
り
前
景
の
中
央
に
淡
墨
の
簡
略
な
筆
致
で
芙
蓉
を
配
す
る
。

葉
の
上
に
濃
墨
で
引
か
れ
た
葉
脈
は
「
墨
百
合
図
」
と
同
様
あ
ち
こ
ち
で
葉
か

ら
は
み
出
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
も
外
周
を
墨
線
で
括
る
こ
と
は
し
な
い
。
花

は
一
輪
の
み
、
中
央
や
や
下
寄
り
に
白
く
素
地
抜
き
で
描
か
れ
る
。
芙
蓉
の
花

蕊
の
み
に
濃
墨
が
点
じ
ら
れ
る
。
上
方
へ
伸
び
た
茎
の
先
端
に
は
果
実
を
い
く

つ
か
添
え
る
が
、
こ
ち
ら
も
や
は
り
白
抜
き
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
芙
蓉
の
背
後
か
ら
覗
い
て
い
る
の
は
鳳
仙
花
で
あ
ろ
う
。

こ
ち
ら
も
「
墨
百
合
図
」
の
百
日
紅
と
同
様
、
淡
彩
の
み
で
描
か
れ
る
。
茎
は

茶
色
、
葉
は
水
色
、
花
は
薄
赤
紫
色
で
塗
り
つ
ぶ
し
て
い
る
。
葉
脈
も
や
や
濃

い
め
の
水
色
で
あ
り
、
先
端
部
の
若
葉
で
は
薄
赤
紫
色
に
変
え
る
と
い
う
細
か

い
気
配
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。
葉
と
葉
脈
に
用
い
ら
れ
て
い
る
水
色
絵
具
は
、
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図１　鶴亭筆　墨百合図図２　鶴亭筆　墨芙蓉図
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先
述
し
た
「
墨
百
合
図
」
に
お
け
る
百
日
紅
の
葉
と
ほ
ぼ
同
じ
濃
度
に
な
る
。

葉
の
外
周
を
括
ら
な
い
の
は
前
景
の
芙
蓉
と
同
じ
。
花
と
若
葉
の
薄
赤
紫
色
も

「
墨
百
合
図
」
に
お
け
る
百
日
紅
花
と
同
系
色
で
あ
る
。
た
だ
し
、
鳳
仙
花
で

は
わ
ず
か
に
花
蕊
の
み
は
墨
線
が
使
用
さ
れ
る
点
が
異
な
る
。「
墨
百
合
図
」

の
場
合
と
同
様
、
前
景
の
墨
芙
蓉
ほ
ど
背
景
の
鳳
仙
花
に
荒
々
し
さ
が
な
い
の

は
、
や
は
り
意
識
し
て
差
を
つ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
款
記
は
「
墨
百
合
図
」

に
よ
く
似
た
速
筆
の
草
書
体
で
「
鶴
亭
」
と
記
し
、「
画
禅
」
朱
文
方
印
と
「
浄

博
」
白
文
方
印
を
捺
す
の
も
同
じ
で
あ
る
。
下
方
に
捺
さ
れ
た
朱
文
楕
円
形
の

遊
印
は
「
清
世
奇
観
」
で
あ
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
の
印
は
年
紀
作
品
に
お
け
る
使

用
例
が
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。

　

二
作
品
の
発
見
地
は
、
前
者
が
千
葉
市
、
後
者
が
大
分
県
由
布
院
で
あ
り
、

し
か
も
前
者
は
発
見
時
ま
く
り
状
態
で
あ
っ
た
）
3
（

。
こ
の
よ
う
に
両
者
は
ま
っ
た

く
別
の
伝
来
経
路
を
た
ど
っ
て
き
た
も
の
だ
が
、
作
画
の
趣
向
、
色
使
い
、
落

款
の
書
風
、
使
用
印
（
遊
印
は
別
）、
画
面
サ
イ
ズ
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
お
り
、

も
と
も
と
一
連
の
作
品
で
あ
っ
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
な
か
で
も

作
画
の
趣
向
は
、
前
景
中
央
の
主
体
的
モ
チ
ー
フ
を
略
筆
の
草
体
墨
画
と
し
て

影
法
師
の
よ
う
に
扱
い
、
そ
の
背
後
に
パ
ス
テ
ル
カ
ラ
ー
、
つ
ま
り
淡
彩
の
没

骨
法
で
、
明
る
い
太
陽
の
も
と
浮
か
び
上
が
る
別
モ
チ
ー
フ
を
加
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
明
暗
あ
る
い
は
陰
陽
の
対
比
を
つ
よ
く
意
識
し
た
、
新
し
い
試
み
を

示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
仮
に
墨
彩
没
骨
画
法
と
称
す
る
。
前
景
が
黄
檗
僧
の
間

で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
墨
戯
（
水
墨
略
画
）
の
伝
統
を
継
承
し
た
画
風
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
後
景
の
よ
り
細
や
か
な
表
現
は
、
鶴
亭
が
あ
ら
た
に
南
蘋
風
花

鳥
画
か
ら
習
得
し
た
画
風
に
拠
っ
て
付
加
さ
せ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

　

こ
の
墨
彩
没
骨
画
法
が
、
鶴
亭
の
二
十
歳
代
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
、

捺
さ
れ
た
印
章
の
使
用
時
期
か
ら
容
易
に
推
定
で
き
る
。
や
や
不
安
定
で
、
筆

勢
に
流
さ
れ
そ
う
な
気
味
を
残
す
細
部
表
現
も
、
若
描
き
ゆ
え
の
放
逸
と
理
解

さ
れ
る
。
ま
た
、
三
十
歳
代
以
降
の
年
紀
作
品
や
他
の
膨
大
な
無
年
紀
作
品
に

も
、
こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
の
遺
品
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、

墨
彩
没
骨
画
法
が
ご
く
一
過
性
の
も
の
で
あ
り
、
の
ち
に
鶴
亭
様
式
と
し
て
発

展
定
着
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
可
能
性
を
物
語
る
。

　

あ
え
て
類
品
を
求
め
れ
ば
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
夏
に
描
い
た
「
蘭
石

図
）
4
（

」
の
画
風
は
示
唆
的
で
あ
る
。
鶴
亭
二
十
六
歳
の
制
作
と
な
る
。
こ
の
作
品

に
は
「
洛
東
如
是
住
」
の
款
記
が
あ
り
、
鶴
亭
が
上
方
へ
移
居
し
て
間
も
な
い

時
期
の
、
京
都
に
お
け
る
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
款
記
は
楷
書
体
の
た
め

前
述
二
点
と
比
較
に
な
ら
な
い
が
、
捺
さ
れ
て
い
る
「
画
禅
」「
浄
博
」
の
印

章
は
同
一
で
あ
り
、
作
風
の
上
で
も
、
本
図
は
墨
彩
没
骨
画
法
と
一
脈
通
じ
る

と
こ
ろ
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
も
、
前
景
の
岩
と
後
景
の
蘭
の
み
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
組
み
合
わ
せ

に
墨
戯
の
伝
統
が
踏
襲
さ
れ
、
鳥
は
登
場
し
な
い
。
し
か
し
、
蘭
を
細
い
輪
郭

線
で
括
っ
て
濃
彩
を
施
す
鉤
勒
画
法
で
あ
ら
わ
し
、
岩
上
の
点
苔
に
も
濃
い
緑

青
を
塗
る
な
ど
の
相
違
点
は
、
本
図
が
よ
り
南
蘋
風
花
鳥
画
に
近
づ
い
て
い
る

こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
「
蘭
石
図
」
は
、
異
種
画
風
を
極
端
に
混
用
す
る
墨
彩

没
骨
画
法
が
次
第
に
整
理
さ
れ
、
統
一
感
あ
る
画
風
の
確
立
へ
向
か
う
中
途
に
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あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
で
も
前
景
の
岩
塊
を
見
る
と
、
粗
放
で
肉
太
の
墨
線
に

よ
る
草
体
で
処
理
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
に
限
っ
て
は
墨
彩
没
骨
画
法
を
色

濃
く
残
し
た
状
態
な
の
で
あ
る
。「
蘭
石
図
」
と
の
様
式
比
較
か
ら
し
て
も
、

や
は
り
、
墨
彩
没
骨
画
法
は
鶴
亭
の
二
十
歳
代
に
お
け
る
試
行
錯
誤
の
過
程
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

若
芝
派
の
奇
体
美
か
ら
継
承
し
た
も
の

　

鶴
亭
が
も
っ
と
も
好
ん
だ
形
態
は
、
放
物
線
を
描
く
よ
う
に
し
な
や
か
な

カ
ー
ブ
で
伸
び
て
い
く
、
曲
線
的
な
姿
に
あ
っ
た
。
そ
の
好
み
が
若
い
時
期
か

ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
先
述
し
た
二
十
六
歳
の
「
蘭
石
図
」
に
お
い
て
順

次
上
へ
と
伸
び
て
い
く
濃
緑
色
の
蘭
葉
や
「
墨
百
合
図
」「
墨
芙
蓉
図
」
の
前

景
モ
チ
ー
フ
に
お
け
る
明
白
な
上
昇
志
向
、
あ
る
い
は
二
十
八
歳
で
描
い
た

「
松
に
黄
鳥
図
）
5
（

」
の
前
景
を
斜
め
に
横
切
っ
て
い
く
松
の
巨
幹
を
見
れ
ば
容
易

に
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
形
態
感
覚
は
、
沈
南

蘋
や
熊
斐
が
描
く
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
写
生
体
花
鳥
画
と
は
一
線
を
画
し
、
鶴

亭
独
自
の
個
性
的
世
界
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
美
意
識
の
淵
源
に
つ
い
て
、
筆
者
な
ど
は
、
長
ら
く
漠
然
と
「
隠

元
以
来
の
黄
檗
文
化
が
育
ん
で
き
た
造
形
感
覚
を
ベ
ー
ス
と
し
て
）
6
（

」
生
ま
れ
た

も
の
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
長
崎
の
来
舶
唐
人
・
逸
然
性
融

（
一
六
〇
一
〜
六
八
）
や
そ
の
弟
子
で
あ
る
佐
賀
人
・
蘭
渓
若
芝
（
一
六
三
八

〜
一
七
〇
七
）
に
よ
る
変
形
主
義
傾
向
の
強
い
絵
画
（
こ
れ
を
唐
絵
と
い
う
）

か
ら
の
影
響
を
想
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
ら
の
活
動
期
は
い
ず
れ
も
鶴
亭

と
重
な
り
合
う
こ
と
は
な
く
、
共
通
す
る
文
化
圏
に
身
を
置
い
た
結
果
の
、
あ

く
ま
で
私
淑
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
黄
檗

禅
が
育
ん
で
き
た
唐
絵
の
奇
体
美
と
黄
檗
僧
・
鶴
亭
を
結
ぶ
存
在
と
し
て
、
蘭

渓
若
芝
の
次
世
代
へ
と
視
点
を
拡
げ
、
若
芝
の
弟
子
に
あ
た
る
若
芝
一
山
（
？

〜
一
七
二
六
）
と
上
野
若
元
（
一
六
六
八
〜
一
七
四
四
）
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
た
い
。
若
芝
一
山
が
没
し
た
と
き
鶴
亭
は
ま
だ
五
歳
で
あ
っ
た
が
、
上
野
若

元
の
方
は
鶴
亭
二
十
三
歳
の
と
き
ま
で
、
同
じ
長
崎
の
地
で
存
命
で
あ
っ
た
。

　

筆
者
が
そ
の
必
要
性
を
感
じ
た
き
っ
か
け
は
、
ご
く
近
年
出
現
し
た
、
華
山

若
芝
落
款
を
も
つ
「
大
根
に
蜻
蛉
図
」
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
摩
訶

不
思
議
な
作
品
で
、
一
見
し
て
鶴
亭
画
風
と
の
共
通
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
。

華
山
若
芝
筆
「
大
根
に
蜻
蛉
図
」　

紙
本
著
色　

元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）

八
五
・
五
×
二
八
・
六
㎝　

個
人
蔵
（
図
３
）

　

濃
彩
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
地
中
か
ら
せ
り
あ
が
っ
て
き
た
青
首
大
根
で

あ
る
。
そ
の
生
態
の
と
お
り
、
地
表
へ
出
た
大
根
の
上
端
は
太
陽
に
さ
ら
さ
れ

て
青
緑
色
に
な
り
、
ま
だ
土
か
ら
出
て
き
た
ば
か
り
の
下
部
は
白
色
に
塗
り
分

け
ら
れ
て
い
る
。
葉
は
根
に
近
い
部
分
で
す
で
に
枯
れ
始
め
て
い
る
。
そ
の
葉

の
間
か
ら
若
い
茎
が
上
方
へ
カ
ー
ブ
を
描
く
よ
う
に
伸
び
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に

小
さ
な
楕
円
形
の
果
実
を
つ
け
、
茎
の
上
端
部
に
は
二
輪
の
白
い
花
が
咲
い
て

い
る
。
花
の
先
端
に
一
羽
の
赤
蜻
蛉
が
止
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
）
7
（

、
蘭
渓
若
芝
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図３　華山若芝筆　大根に蜻蛉図図４　鶴亭筆　南蛮芋に蕃椒図　神戸市立博物館
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の
代
表
作
の
ひ
と
つ
「
石
灯
籠
図
」
と
同
巧
で
あ
る
が
、
ポ
ー
ズ
は
こ
ち
ら
が

体
部
を
ま
っ
す
ぐ
伸
ば
し
て
い
る
の
に
対
し
「
石
灯
籠
図
」
で
は
体
部
を
丸
め

て
い
る
。
右
上
部
に
記
さ
れ
た
款
記
は
「
丙
子
黄
鐘
朔
旦　

華
山
若
芝
寫
」
と

あ
り
、
白
文
方
印
「
若
芝
之
印
」
と
朱
文
方
印
「
天
乍
閒
人
」（
乍
は
作
の
原
字
）

を
捺
す
。
年
紀
右
脇
に
関
防
印
が
あ
っ
て
、
一
部
欠
失
し
て
い
る
が
白
文
瓢
印

「
不
昧
」
で
あ
ろ
う
。
こ
ち
ら
の
印
は
蘭
渓
若
芝
の
使
用
印
と
近
似
す
る
。
年

紀
の
「
丙
子
黄
鐘
朔
旦
」
に
よ
っ
て
、
本
図
は
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
十
一

月
一
日
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
大
根
の
茎
が
カ
ー
ブ
を
描
く
よ

う
に
上
へ
と
伸
び
て
い
き
、
そ
の
背
後
に
、
さ
ら
に
高
く
垂
直
上
昇
す
る
雑
草

（
？
）
を
添
え
る
画
面
構
成
は
、
鶴
亭
が
四
〇
歳
代
半
ば
に
描
い
た
「
南
蛮
芋

に
蕃
椒
図
」（
図
４
、
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
）
の
先
駆
を
思
わ
せ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
「
華
山
若
芝
」
と
は
い
っ
た
い
誰
な
の
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
に
な
っ
て
く
る
。
初
代
の
蘭
渓
若
芝
の
作
品
と
す
れ
ば
元
禄
九
年
に
は
五

十
九
歳
で
あ
り
、
別
に
齟
齬
は
な
い
の
だ
が
、
本
図
の
款
記
の
筆
跡
は
、
ど
う

も
蘭
渓
若
芝
の
他
作
例
と
は
し
っ
く
り
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
蘭
渓
若
芝
四
十
歳
代
の
款
記
が
、
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
と
筆
を
こ
ね
ま
わ

す
よ
う
な
癖
を
も
つ
の
に
対
し
、
本
図
で
は
角
張
っ
た
部
分
の
多
い
、
鋭
角
的

な
書
風
が
使
わ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
「
若
芝
」
の
二
文
字
の
み
は
ぐ
に
ゃ
ぐ

に
ゃ
し
て
お
り
、
蘭
渓
若
芝
と
共
通
す
る
）。
ま
た
細
部
の
画
風
を
比
べ
て
み

て
も
、
た
と
え
ば
本
図
の
赤
蜻
蛉
は
、
先
述
し
た
蘭
渓
若
芝
四
十
八
歳
の
「
石

灯
籠
図
」
の
そ
れ
と
比
べ
て
格
段
に
粗
雑
で
あ
る
。

　

若
芝
と
名
の
っ
た
画
家
が
実
は
複
数
い
た
、
つ
ま
り
代
筆
な
い
し
画
号
の
襲

用
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
長
崎
文
化
研
究
の
泰
斗
・
古
賀
十
二
郎
氏

（
一
八
七
九
〜
一
九
五
四
）
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ

と
り
が
若
芝
一
山
（
？
〜
一
七
二
六
）
で
あ
り
、
そ
の
墓
碑
は
蘭
渓
若
芝
の
も

の
と
並
ん
で
現
存
す
る
こ
と
か
ら
も
、
両
者
の
関
係
が
密
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。

古
賀
氏
は
『
長
崎
画
史
彙
伝
）
8
（

』
の
若
芝
一
山
の
項
に
お
い
て
「
捃
印
補
正
に
、

蘭
渓
若
芝
の
印
と
し
て
、「
若
芝
之
印
」「
天
作
閒
人
」
の
印
が
掲
げ
て
あ
る
が
、

こ
れ
は
若
芝
一
山
の
印
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」
と
記
し
、
両
者
の
区
別
に
つ

い
て
注
意
を
促
し
て
い
る
。
古
賀
氏
の
指
摘
す
る
『
捃
印
補
正
）
9
（

』
に
収
め
ら
れ

た
印
影
は
、
た
し
か
に
こ
の
「
大
根
に
蜻
蛉
図
」
の
も
の
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
断
定
す
る
か
ら
に
は
何
ら
か
の
確
証
を
得
て
い
た
で
あ
ろ

う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
賀
氏
は
そ
の
根
拠
ま
で
は
教
え
て
く
れ
な
い
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、
若
芝
一
山
の
遺
品
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
現
状
で
は
画
風

比
較
に
よ
る
検
討
も
ま
ま
な
ら
な
い
。
僅
か
に
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
の
所
蔵

品
に
「
一
山
薫
沐
敬
寫
」
の
款
記
を
も
ち
、「
若
芝
之
印
」「
天
乍
閒
人
」
印
を

捺
す
「
渡
唐
天
神
図
」（
旧
長
崎
市
立
博
物
館
蔵
）
10
（

）
が
あ
る
も
の
の
、
水
墨
主

体
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
画
風
で
あ
り
、
款
記
も
草
書
体
で
記
さ
れ
て
い
て
、

本
図
と
の
共
通
性
は
低
い
。
た
だ
、
そ
こ
に
捺
さ
れ
た
二
印
は
本
図
と
ほ
ぼ
等

し
く
、
古
賀
氏
の
論
拠
が
こ
の
「
渡
唐
天
神
図
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性

は
あ
ろ
う
。
印
章
の
近
似
の
み
か
ら
、
直
ち
に
「
大
根
に
蜻
蛉
図
」
を
若
芝
一

山
の
作
品
と
断
じ
る
に
は
至
ら
な
い
が
、
本
図
の
有
力
な
作
者
候
補
の
ひ
と
り
、

と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
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も
う
ひ
と
り
若
芝
の
号
を
襲
用
し
た
人
物
が
上
野
若
元
（
一
六
六
八
〜
一
七

四
四
）
で
あ
っ
た
、
と
古
賀
氏
は
い
う
。
上
野
家
資
料
お
よ
び
画
伝
書
類
に
よ

れ
ば
、
蘭
渓
若
芝
の
本
姓
を
襲
用
し
て
河
村
若
元
と
も
称
し
た
。
や
は
り
親
密

な
師
弟
関
係
の
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
古
賀
氏
は
同
じ
く
『
長
崎
画
史
彙

伝
』
の
上
野
若
元
の
項
で
「
落
款
に
「
華
山
若
芝
」
と
記
し
た
の
も
あ
る
」、「
そ

の
作
品
の
中
、
落
款
に
、
華
山
若
芝
と
あ
る
者
な
ど
は
、
往
々
其
師
若
芝
の
作

と
し
て
誤
ら
る
ゝ
や
う
で
あ
る
」
な
ど
と
指
摘
す
る
。
こ
ち
ら
も
論
拠
を
示
さ

れ
な
い
の
で
後
学
は
困
惑
す
る
ば
か
り
だ
が
、
ど
う
や
ら
古
賀
氏
は
「
華
山
」

が
上
野
若
元
の
号
で
あ
っ
て
、
蘭
渓
若
芝
は
こ
れ
を
名
の
ら
な
か
っ
た
と
認
め

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
「
大
根
に
蜻
蛉
図
」
は
、
上
野
若
元
が

「
華
山
若
芝
」
と
号
し
て
、
そ
の
二
十
九
歳
の
と
き
に
描
い
た
作
品
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
だ
が
、
一
方
で
古
賀
氏
は
「
若
芝
之
印
」「
天
作
閒
人
」
は
若
芝

一
山
の
使
用
印
と
い
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
。

　

で
は
試
み
に
「
大
根
に
蜻
蛉
図
」
と
同
様
の
款
記
を
も
つ
他
の
作
例
と
比
較

し
て
み
る
と
、
ま
ず
「
墨
梅
図
」（
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
蔵
）
が
あ
げ
ら
れ

る
）
11
（

。
こ
の
作
品
は
ベ
タ
ベ
タ
と
し
た
点
苔
の
打
ち
方
に
黄
檗
墨
戯
の
特
徴
を
色

濃
く
示
す
も
の
で
、
款
記
は
「
華
山
若
芝
寫
」
と
あ
り
、「
大
根
に
蜻
蛉
図
」

と
同
様
の
「
若
芝
之
印
」「
天
乍
閒
人
」
二
印
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
款

記
の
筆
跡
と
使
用
印
は
「
大
根
に
蜻
蛉
図
」
に
近
い
が
、
こ
ち
ら
は
角
張
っ
た

書
風
で
は
な
い
。
も
う
一
点
は
現
所
在
不
明
の
「
竹
林
七
賢
図
」
で
あ
り
、
写

真
資
料
の
み
が
残
さ
れ
て
い
る
。
款
記
に
「
甲
戌
秊
應
鐘
朔
日　

崎
江
華
山
埜

衲
若
芝
」
と
あ
る
か
ら
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
の
作
で
あ
り
、
鋭
角
的
な
文

字
は
同
九
年
の
「
大
根
に
蜻
蛉
図
」
と
親
し
い
個
性
を
見
せ
て
い
る
。
白
文
鼎

印
「
華
山
」
と
白
文
方
印
「
若
道
人
」
は
全
く
の
別
印
だ
が
、
関
防
印
の
「
不

昧
」
白
文
瓢
印
は
近
似
す
る
。
こ
れ
ら
は
「
大
根
に
蜻
蛉
図
」
と
同
一
作
者
と

見
な
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
、
し
か
も
「
竹
林
七
賢
図
」
の
穏
や
か
な
画
風
は
、

蘭
渓
若
芝
の
個
性
と
は
ま
っ
た
く
合
致
し
な
い
。「
華
山
若
芝
」
と
名
の
っ
た

別
人
の
画
家
が
存
在
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
が
若
芝
一
山
あ
る
い
は
上
野
若
元
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
さ
ら
に
別
の
門

人
の
誰
か
で
あ
っ
た
の
か
ま
で
は
、
悲
し
い
か
な
、
こ
の
よ
う
な
現
状
で
は
ま

だ
判
断
す
る
に
至
ら
な
い
。

唐
様
の
書
と
鶴
亭

　

こ
れ
ま
で
筆
者
は
主
に
「
絵
か
ら
絵
へ
」
と
い
う
影
響
関
係
の
な
か
で
、
黄

檗
絵
画
が
育
ん
で
き
た
唐
絵
の
奇
体
美
を
源
流
と
し
て
、
鶴
亭
の
絵
画
世
界
へ

の
発
展
継
承
を
考
え
る
作
業
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
ひ
た
す
ら
そ
れ

ば
か
り
追
い
か
け
て
い
て
も
、
何
や
ら
し
っ
く
り
こ
な
い
、
消
化
不
良
の
よ
う

な
感
覚
が
残
る
の
は
否
め
な
い
。
そ
こ
で
少
し
視
野
を
転
換
し
て
、
黄
檗
文
化

の
も
う
一
方
の
重
要
要
素
で
あ
っ
た
「
唐
様
の
書
」
に
つ
い
て
、
鶴
亭
画
と
の

関
係
を
探
っ
て
み
る
。

　
「
唐
様
の
書
」
と
は
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に
渡
来
し
た
黄
檗
禅
の
宗

祖
隠
元
隆
琦
（
一
五
九
二
〜
一
六
七
三
）
や
、
つ
い
で
来
日
し
た
弟
子
の
木
庵

性
瑫
あ
る
い
は
即
非
如
一
ら
唐
僧
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
書
風
で
あ
る
。
こ
の
三
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禅
師
を
「
黄
檗
三
筆
」
と
称
し
、
そ
の
原
点
と
し
て
尊
ぶ
。「
唐
様
の
書
」
は

定
型
化
さ
れ
た
実
用
的
な
書
と
い
う
よ
り
は
、
鑑
賞
す
る
た
め
の
美
術
的
性
格

の
強
い
も
の
で
あ
り
、
や
が
て
江
戸
の
市
井
に
ま
で
そ
の
流
行
が
広
ま
る
こ
と

に
な
る
。
書
家
の
造
形
感
覚
に
従
っ
て
精
神
を
発
露
さ
せ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ

た
た
め
、
固
定
の
ス
タ
イ
ル
を
も
た
な
い
自
由
な
書
で
あ
っ
た
。
三
禅
師
の
書

に
し
て
も
、
隠
元
は
豪
胆
で
骨
太
な
楷
書
、
木
庵
は
流
れ
る
よ
う
に
整
え
ら
れ

た
行
書
、
即
非
は
奔
放
自
在
に
変
転
す
る
草
書
、
と
い
う
よ
う
に
各
人
の
個
性

を
存
分
に
発
揮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

な
か
で
も
即
非
禅
師
（
一
六
一
六
〜
七
一
）
の
書
風
は
、
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ

す
る
よ
う
な
息
の
長
い
カ
ー
ブ
（
曲
線
）
を
好
ん
で
使
う
と
い
う
強
靭
な
個
性

を
も
ち
、
書
・
画
と
い
う
違
い
を
超
え
て
、
鶴
亭
の
造
形
感
覚
と
近
似
す
る
好

尚
を
示
し
て
い
る
（
図
５
）。
そ
の
書
風
に
い
か
に
も
相
応
し
い
、
と
い
う
よ
り
、

禅
師
の
書
風
か
ら
創
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
せ
る
よ
う
な
逸
話
が
、

江
戸
時
代
後
期
に
は
黄
檗
山
で
流
布
し
て
い
た
。
こ
の
噂
話
は
、
黄
檗
僧
で
墨

戯
を
よ
く
し
た
慈
仙
如
慧
（
一
七
五
七
〜
一
八
二
一
）
か
ら
広
島
藩
儒
者
・
頼

春
水
が
聞
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
以
前
に
も
紹
介
し
た
も
の
だ
が
再
録
す
る
）
12
（

。

　

黄
檗
ニ
十
八
羅
漢
ノ
像
ヲ
安
置
セ
シ
ニ
、
木
菴
、
即
非
二
禅
師
開
眼
ア

リ
、
木
菴
ハ
所い
わ
ゆ
る謂

柄
香
炉
ヲ
持
テ
一
々
ニ
礼
拝
セ
シ
ガ
、
翌
日
即
非
ハ
拄

杖
ヲ
持
テ
、
一
々
ニ
杖
モ
テ
羅
漢
ノ
頭
顱
（
顱
は
頭
の
骨
）
打
テ
廻
リ
シ

ト
ナ
リ
）
13
（

、

　

即
非
禅
師
は
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
長
崎
へ
到
着
し
て
以
来
、
宇
治

と
小
倉
に
滞
在
し
た
数
年
間
を
除
く
十
年
近
く
を
長
崎
の
聖
寿
山
崇
福
寺
で
過

ご
し
、
同
寺
に
お
い
て
示
寂
し
た
。
そ
の
間
、
崇
福
寺
の
聯
額
を
は
じ
め
と
す

る
多
数
の
墨
蹟
を
長
崎
で
残
し
て
い
る
。
長
崎
に
生
ま
れ
て
二
十
歳
代
半
ば
ま

で
過
ご
し
た
鶴
亭
と
即
非
禅
師
と
の
接
点
は
、
ど
う
や
ら
そ
の
あ
た
り
に
求
め

ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

鶴
亭
と
書
の
関
係
と
い
え
ば
、
俳
句
や
狂
歌
を
揮
毫
し
て
、
と
き
に
略
画
を

添
え
た
遺
作
は
図
録
に
も
い
く
つ
か
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
じ
つ
は
唐
様
の
墨

図５　即非如一筆　羅漢図賛



715（282）

蹟
作
品
に
も
手
を
染
め
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な

い
。
筆
者
が
偶
目
し
た
も
の
は
以
下
に
掲
げ
る
一
点
の
み
で
あ
り
、
こ
の
種
の

揮
毫
に
は
さ
ほ
ど
熱
心
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

鶴
亭
筆　
「
清
風
拂
白
日
」
一
行
書　

紙
本
墨
書

一
二
三
・
五
×
二
九
・
〇
㎝　

個
人
蔵
（
図
６
）

　

宗
派
を
問
わ
ず
仏
僧
が
揮
毫
す
る
典
型
的
な
長
条
幅
の
一
行
物
で
あ
る
。
一

般
的
に
現
在
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
禅
語
は
「
清
風
拂
明
月
」
で
あ
る
が
、

鶴
亭
は
末
尾
を
「
白
日
」
に
置
き
換
え
て
い
る
。
款
記
も
や
は
り
大
ぶ
り
の
文

字
で
「
鶴
亭
道
人
書
」
と
筆
勢
よ
く
記
し
、
朱
文
円
印
「
五
字
菴
」
と
白
文
方

印
「
弌
字
海
眼
」
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
関
防
印
は
、
絵
で
あ
れ
ば
気
ま
ぐ
れ
な

位
置
に
捺
す
こ
と
の
多
い
鶴
亭
だ
が
、
こ
こ
で
は
右
上
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な

場
所
に
白
文
楕
円
印
「
獨
傲
秋
霜
」
を
捺
す
（
た
だ
し
落
款
も
ま
た
同
じ
く
右

側
に
あ
る
の
で
、
や
や
気
ま
ま
で
は
あ
る
）。
図
録
の
印
章
一
覧
を
参
照
し
て

こ
れ
ら
の
印
の
使
用
時
期
を
考
え
る
と
、
鶴
亭
四
十
歳
代
、
明
和
年
間
（
一
七

六
四
〜
七
二
）
の
作
と
推
定
さ
れ
る
。
一
行
書
が
禅
僧
と
し
て
の
営
為
で
あ
る

と
解
す
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
明
和
期
半
ば
が
檗
僧
復
帰
を
果
た
し
た
時
期
に

あ
た
り
、
鶴
亭
の
心
境
変
化
を
暗
示
さ
せ
て
都
合
が
よ
い
。

　

書
風
の
特
色
と
し
て
、「
清
」
字
と
「
拂
」
字
の
起
筆
部
分
に
大
き
な
滲
み

の
で
き
て
い
る
と
こ
ろ
が
ま
ず
目
を
引
く
。
ま
た
一
字
目
か
ら
二
字
目
へ
移
る

墨
線
は
、
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
い
て
降
下
し
つ
つ
、
中
途
か
ら
急
激
な
曲
線

で
折
り
返
し
て
お
り
、
鶴
亭
の
絵
画
作
品
と
類
似
し
た
形
態
感
覚
を
見
せ
る
。

三
字
目
「
拂
」
に
お
い
て
円
弧
を
ぐ
る
ぐ
る
と
重
ね
て
い
く
よ
う
な
造
形
は
、

即
非
禅
師
の
書
風
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

唐
様
の
特
色
を
濃
厚
に
継
承
し
た
、
檗
僧
ら
し
い
書
風
を
示
し
て
い
る
。
た
だ

文
字
の
バ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
上
の
三
文
字
が
大
き
く
、
下
二
字
が
小
さ
く
窮図６　鶴亭筆　「清風拂白日」一行書
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屈
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
こ
れ
は
他
の
僧
に
よ
る
一
行
書
で
も
散
見
さ
れ
る

こ
と
だ
が
、
や
は
り
こ
の
種
の
手
習
い
に
不
慣
れ
な
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
鶴
亭
に

と
っ
て
は
む
し
ろ
、
同
じ
こ
ろ
描
き
殴
る
よ
う
に
多
作
し
た
長
条
幅
の
四
君
子

画
が
、
墨
蹟
の
代
替
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

二
〇
一
四
年
の
早
春
、
宮
田
安
先
生
の
『
長
崎
墓
所
一
覧
』
を
携
え
て
長
崎

へ
出
か
け
た
。
久
方
ぶ
り
に
蘭
渓
若
芝
や
上
野
若
元
の
掃
苔
を
し
よ
う
と
思
い
、

持
参
し
た
の
で
あ
る
。
宿
舎
で
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い
る
と
、
即
非
禅
師
が
住

し
た
崇
福
寺
の
墓
域
図
面
の
片
隅
に
、
小
さ
な
文
字
で
「

眼
池
」
と
記
さ
れ

て
い
る
の
が
目
に
留
ま
っ
た
。
解
説
の
項
に
は
「
海
と

は
同
じ
で
海
眼
と
は

地
中
を
潜
流
す
る
泉
と
す
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
）
14
（

。
先
に
取
り
上
げ
た
一
行
書

に
も
「
弌
字
海
眼
」
と
刻
ん
だ
印
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
海
眼
は
檗
僧
た
る
鶴
亭

の
道
号
で
あ
る
。
こ
れ
は
行
か
ね
ば
│
│
と
勇
ん
で
訪
ね
て
み
る
と
、
池
と
呼

ぶ
に
は
あ
ま
り
に
か
わ
い
ら
し
い
、
小
さ
な
湧
水
が
た
ま
っ
て
い
た
（
図
７
）。

『
長
崎
市
史
）
15
（

』
は
こ
の

眼
池
を
再
来
泉
と
も
い
い
、
即
非
禅
師
が
寛
文
九
年

（
一
六
六
九
）
に
穿
た
せ
て
得
た
泉
で
あ
る
こ
と
、
禅
師
が
遷
化
せ
ん
と
す
る

と
き
涸
渇
し
、
半
年
を
経
て
再
び
湧
出
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
）
16
（

。

　

鶴
亭
は
初
期
の
道
号
を
玄
峯
あ
る
い
は
恵
達
と
称
し
、
の
ち
に
な
っ
て
海
眼

と
改
め
た
。
そ
の
時
期
は
不
明
だ
が
、
海
眼
号
へ
の
改
称
は
自
ら
の
意
思
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
一
度
は
潜
伏
し
て
再
び
甦
生
し
た

図７　崇福寺の 眼池（右方の小さな穴）、左の岩窟は水神宮の祠
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眼
池
に
、
鶴
亭
は
自
分
の
生
涯
を
投
影
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
鶴
亭

が
生
き
た
痕
跡
は
長
崎
で
は
す
で
に
皆
無
で
あ
り
、
若
き
日
に
修
行
し
た
万
寿

山
聖
福
寺
の
伽
藍
以
外
、
何
も
残
っ
て
い
な
い
。
そ
う
信
じ
き
っ
て
い
た
だ
け

に
、
こ
れ
は
蜃
気
楼
の
よ
う
な
儚
い
光
明
と
な
っ
た
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
鶴
亭

は
、

眼
池
の
水
で
産
湯
を
使
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
│
│
帰
り
の
坂
道
を
降

り
な
が
ら
そ
ん
な
こ
と
を
夢
想
し
た
。

追
記
：  

本
稿
は
二
〇
一
六
年
四
月
二
四
日
に
神
戸
市
立
博
物
館
で
お
こ
な
っ
た

講
演
「
文
人
画
家
・
鶴
亭
の
品
格
」
の
一
部
で
あ
る
。
筆
者
に
鶴
亭
再

考
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
同
館
と
石
沢
俊
学
芸
員
に
感
謝
申
し
上

げ
た
い
。

註

（
1
）　

特
別
展
『
我
が
名
は
鶴
亭
』、
石
沢
俊
氏
企
画
構
成
、
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
・
神

戸
市
立
博
物
館
、
展
覧
会
図
録
は
毎
日
新
聞
社
発
行
。

（
2
）　
『
蒹
葭
堂
雑
録
』
五
巻
三
冊
、
暁
晴
翁
編
、
松
川
半
山
画
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）

刊
。

（
3
）　

発
見
地
と
は
い
え
、
と
も
に
古
美
術
商
の
所
在
地
で
あ
り
、
伝
来
に
関
し
て
さ
ほ
ど

参
考
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
4
）　

註（
1
）前
掲
図
録
№
27
。

（
5
）　

註（
1
）前
掲
図
録
№
28
。

（
6
）　

拙
稿
「〈
概
説
〉「
物
は
や
り
」
の
系
譜
〜
黄
檗
画
家
略
伝
〜
」、
特
別
展
『
隠
元
禅

師
と
黄
檗
宗
の
絵
画
』
図
録
、
神
戸
市
立
博
物
館
、
一
九
九
一
年
。

（
7
）　

大
根
と
蜻
蛉
の
組
み
合
わ
せ
は
朝
鮮
絵
画
に
類
例
が
見
出
せ
る
。
双
幅
の
中
国
画
と

し
て
伝
わ
る
伝
張
挙
「
草
花
図
」・
伝
魯
治
「
大
根
図
」
が
そ
れ
で
、
前
者
に
蜻
蛉
が

飛
び
、
後
者
に
地
中
か
ら
せ
り
あ
が
る
大
根
が
描
か
れ
て
い
る
。
本
図
は
こ
の
二
図
を

合
成
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
朝
鮮
王
朝
の
絵
画
と
日
本
』
展
図
録
№

130
・
131
、
栃
木
県
立
美
術
館
ほ
か
、
二
〇
〇
八
〜
〇
九
年
。

（
8
）　
『
長
崎
画
史
彙
伝
』
は
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
の
自
序
を
も
つ
が
、
未
刊
行
の
ま

ま
古
賀
氏
が
没
す
る
ま
で
推
敲
が
加
え
ら
れ
た
。
長
崎
の
大
正
堂
書
店
よ
り
一
九
八
三

年
刊
行
。
本
書
は
現
在
に
至
る
も
長
崎
画
人
研
究
に
お
け
る
基
本
的
資
料
の
価
値
を
失

わ
な
い
。

（
9
）　
『
捃
印
補
正
』
は
鳥
羽
石
隠
編
、
版
元
・
大
坂
二
書
肆
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
刊
。

若
芝
の
印
は
巻
二
・
八
十
六
丁
表
に
所
収
。

（
10
）　

佐
賀
生
れ
の
黄
檗
僧
・
謙
光
寂
泰
（
一
六
七
八
〜
一
七
四
六
）
の
賛
が
あ
る
。
末
尾

に
「
臨
川
寂
泰
」
の
署
名
が
あ
り
、
長
崎
の
臨
川
院
に
閑
居
し
た
元
文
四
年
（
一
七
三

九
）
以
降
、
没
す
る
ま
で
の
著
賛
で
あ
り
、「
渡
唐
天
神
図
」
が
若
芝
一
山
の
作
で
あ

る
な
ら
ば
没
後
の
後
賛
と
な
る
。
図
版
は
『
長
崎
市
立
博
物
館
資
料
図
録
Ⅰ　

絵
画
編

Ⅰ
』
№
112
（
同
館
編
、
一
九
九
二
年
）
に
所
収
。

（
11
）　

註（
1
）前
掲
図
録
№
13
。

（
12
）　

拙
稿
「
黄
檗
文
化
の
魅
力
」、『
萬
福
寺
開
創
３
５
０
周
年
記
念　

隠
元
禅
師
と
黄
檗

文
化
の
魅
力
』
図
録
、
読
売
新
聞
社
、
二
〇
一
一
年
。

（
13
）　

頼
春
水
『
掌
録
』、
文
化
四
〜
五
年
（
一
八
〇
七
〜
〇
八
）
頃
、『
随
筆
百
花
苑
』
第

四
巻
所
収
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
年
。

（
14
）　

宮
田
安
著
『
長
崎
墓
所
一
覧　

風
頭
山
麓
篇
』、
長
崎
文
献
社
、
一
九
八
二
年

（
15
）　

長
崎
市
役
所
編
纂
『
長
崎
市
史
地
誌
編　

仏
寺
部
下
』、
一
九
二
三
年

（
16
）　

宮
田
安
氏
は

眼
池
の
下
方
で
こ
の
水
が
溜
っ
た
所
を
再
来
泉
に
比
定
す
る
。
註

（
14
）前
掲
書
参
照
。


