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は
じ
め
に

　
吉
村
（
芳
村
）
観
阿
（
一
七
六
五
︱
一
八
四
八
）
は
江
戸
時
代
後
期
に
活
躍
し

た
江
戸
の
町
人
数
寄
者
で
あ
る（

1
）

︒
従
来
の
研
究
で
は
父（

2
）

の
代
に
芳
村
に
改
め
た

経
緯
か
ら
芳
村
ま
た
は
吉
村
と
表
記
さ
れ
る
が
︑
本
稿
で
は
晩
年
に
本
人
が

「
吉
村
」
を
自
署
と
し
て
用
い
て
い
た
点
か
ら
本
来
の
吉
村
と
表
記
す
る
︒
観

阿
の
行
状
と
し
て
は
︑
同
人
が
所
持
し
て
い
た
俊
乗
房
重
源
（
一
一
二
一
︱

一
二
〇
六
）
に
よ
る
東
大
寺
再
建
の
た
め
の
勧
進
状
を
東
大
寺
に
寄
進
し
︑
そ

の
功
績
か
ら
敷
地
内
へ
の
寿
蔵
の
建
立
を
許
さ
れ
た
こ
と
︑
松
江
藩
七
代
藩
主

松
平
治
郷
（
不
昧
／
一
七
五
一
︱
一
八
一
八
）
の
茶
会
に
四
十
回
参
会
し
た
こ
と（

3
）

︑

八
十
歳
の
年
賀
に
際
し
好
み
の
茶
器
を
蒔
絵
師
︑
原
羊
遊
斎
（
一
七
六
九
︱

一
八
四
五
）
に
依
頼
し
て
「
一
閑
張
桃
之
絵
細
棗
」
百
二
十
五
個
作
成
さ
せ
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
観
阿
の
寿
蔵
は
東
大
寺
勧
学
院
に
あ
り
︑
没
後
に
さ

ら
に
碑
文
が
加
え
ら
れ
た
︒
こ
の
ほ
か
︑
向
島
弘
福
寺
に
も
観
阿
と
妻
観
勢
の

墓
碑
が
あ
る
こ
と
︑
築
地
福
泉
寺
に
吉
村
家
の
墓
所
が
あ
っ
た
こ
と
は
わ
か
っ

て
い
た
︒

　
観
阿
に
関
し
忘
我
逸
人
は
︑
観
阿
の
言
動
を
後
世
記
録
し
た
「
白
醉
庵
数
寄

も
の
か
た
り
」
を
紹
介
し
て
い
る（

4
）

︒
本
書
に
は
観
阿
が
関
係
し
た
美
術
品
︑
大

名
等
の
記
述
が
あ
る
ほ
か
︑
歌
舞
伎
役
者
と
茶
の
湯
︑
羊
遊
斎
に
関
係
す
る
記

述
が
あ
り
︑
観
阿
研
究
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
当
時
の
資
料
と
し
て
の
価
値
を

有
し
て
い
る
︒

　
そ
の
後
︑
観
阿
の
茶
人
と
し
て
の
行
状
に
注
目
し
た
の
が
︑
近
代
の
数
寄
者

で
茶
道
研
究
を
行
な
っ
た
高
橋
箒
庵
（
義
雄
）
で
あ
る
︒
箒
庵
の
﹃
東
都
茶
会

記
﹄（
一
九
一
六
）
に
は
観
阿
の
行
状
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

白
醉
庵
吉
村
観
阿
に
つ
い
て

宮
武
慶
之
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不
昧
公
の
愛
顧
を
受
け
て
︑
公
の
茶
会
に
最
も
多
く
出
席
し
た
る
芳
村

観
阿
は
︑
当
時
奇
茶
人
と
し
て
も
鑑
定
家
と
し
て
も
共
に
知
ら
れ
た
る
人

物
な
り
︒
彼
は
江
戸
の
人
に
て
太
郎
兵
衛
と
称
し
︑
物
外
又
は
指
月
斎
の

号
あ
り
︑
茶
道
の
方
に
て
は
聴
笙
の
名
あ
り
︒
是
れ
は
袁
宗
道
が
炉
火
に

添
ふ
て
瓶
笙
を
聴
く
の
故
事
に
取
れ
り
と
か
や
︒
彼
は
当
初
富
裕
に
し
て

多
く
の
書
画
器
物
を
所
持
せ
し
が
︑
居
常
俗
事
を
厭
ひ
︑
三
十
四
歳
の
時
︑

俄
に
遁
世
の
思
ひ
立
所
蔵
の
珍
宝
を
友
人
等
に
頒
与
し
︑
折
柄
懐
妊
中
の

妻
を
棄
て
〻
出
家
得
度
の
上
︑
草
廬
を
浅
草
田
圃
に
結
び
て
自
ら
白
醉
庵

と
号
せ
り
と
ぞ
︒
彼
は
奇
行
を
以
て
不
昧
公
に
知
ら
れ
︑
又
溝
口
伯
爵
家

の
先
代
に
て
翠
濤
と
号
し
た
る
君
公
の
信
任
を
受
け
し
か
ば
︑
溝
口
家
の

茶
器
は
雑
器
に
至
る
ま
で
白
醉
庵
の
箱
書
せ
し
も
の
多
し
︒
但
し
白
醉
庵

が
溝
口
主
公
の
愛
顧
を
蒙
り
た
る
は
彼
が
晩
年
の
事
に
し
て
︑
余
の
所
蔵

御
本
兎
耳
香
炉
の
箱
書
付
に
「
翠
濤
尊
君
草
廬
に
初
め
て
御
入
り
の
節
︑

床
に
飾
り
置
き
候
を
御
所
望
に
て
進
献
す
︑
天
保
十
年
亥
中
春
七
十
五
翁

白
醉
庵
観
阿
」
と
あ
り
︒
彼
は
最
も
鑑
識
に
長
じ
其
手
を
経
た
る
道
具
に

は
曾
て
疑
わ
し
き
者
な
し
と
評
判
せ
ら
れ
け
れ
ば
︑
奇
茶
人
鑑
識
家
と
し

て
其
長
命
な
り
し
︑
晩
年
ま
で
同
人
の
尊
重
す
る
所
と
為
り
た
り
と
云
ふ
︒

彼
は
出
家
の
際
︑
其
所
蔵
品
を
友
人
に
分
与
し
た
れ
ど
も
︑
南
都
東
大
寺

再
建
の
際
︑
俊
乗
坊
重
源
が
自
ら
認
め
た
り
と
云
ふ
勧
進
状
一
冊
を
手
許

に
残
し
て
愛
惜
措
か
ず
︑
常
に
其
身
を
離
さ
ゞ
り
し
が
︑
此
事
東
大
寺
の

大
勧
進
公
般
上
人
の
聞
知
す
る
処
と
為
り
︑
東
大
寺
中
興
の
弘
徳
俊
乗
坊

の
遺
物
と
あ
り
て
は
︑
寺
宝
是
れ
よ
り
尊
き
は
な
し
︑
千
金
を
以
て
是
非

に
譲
り
受
け
た
し
と
の
申
入
れ
あ
り
た
る
に
︑
観
阿
は
自
ら
往
き
て
上
人

に
謁
し
︑
拙
者
祖
先
は
大
和
国
よ
り
出
で
六
世
前
に
江
戸
に
移
り
た
る
由

な
れ
ば
︑
其
祖
先
の
国
た
る
大
和
に
骨
を
埋
む
る
は
拙
者
畢
竟
の
本
願
な

り
︑
上
人
若
し
本
山
に
於
て
拙
者
に
方
丈
の
地
を
賜
は
ら
ば
︑
勧
進
状
は

喜
ん
で
奉
納
せ
ん
と
言
ひ
出
た
る
に
︑
上
人
大
に
喜
び
て
東
大
寺
内
に
彼

が
寿
蔵
の
碑
を
立
つ
る
事
を
許
せ
り
︒
茲
に
於
て
亀
田
鵬
斎
文
を
作
り
︑

酒
井
抱
一
題
額
及
び
其
文
を
書
し
︑
白
醉
庵
観
阿
道
人
と
題
す
る
石
碑
は
︑

文
化
十
四
年
を
以
て
奈
良
の
東
大
寺
に
建
て
ら
れ
ぬ
︒
彼
は
斯
く
一
風
変

り
た
る
人
物
な
る
と
其
鑑
識
の
群
を
抜
け
る
と
に
依
り
て
︑
深
く
不
昧
公

の
信
任
を
受
け
︑
公
の
茶
会
記
中
に
記
載
せ
ら
る
〻
の
み
に
て
も
︑
彼
が

公
の
茶
会
に
出
席
し
た
る
は
実
に
四
十
回
に
上
れ
り
と
云
ふ
︒
公
が
茶
事

に
広
く
知
友
を
求
め
て
書
画
器
物
等
を
研
鑽
し
た
る
は
︑
当
時
公
の
周
囲

に
囲
繞
し
た
る
人
物
を
見
て
之
を
知
る
こ
と
を
得
べ
く
︑
而
し
て
観
阿
の

如
き
は
此
等
人
物
中
最
も
奇
絶
な
る
者
な
る
べ
し（

5
）

︒

　
観
阿
は
不
昧
の
茶
会
に
四
十
回
参
会
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
招
か
れ
た
人
物

中
最
も
多
い
︒
不
昧
か
ら
深
く
愛
顧
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
︑
晩
年
に
は
溝
口
翠
濤
す
な
わ
ち
新
発
田
藩
十
代
藩
主
溝

口
直
諒
（
一
七
九
九
︱
一
八
五
八
）
の
信
任
も
受
け
て
お
り
︑
溝
口
家
の
多
く

の
茶
道
具
か
ら
雑
器
に
い
た
る
ま
で
︑
観
阿
に
よ
る
箱
書
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る（

6
）

︒
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そ
の
ひ
と
つ
が
箒
庵
の
所
持
し
て
い
た
御
本
兎
耳
香
炉
で
︑
翠
濤
が
浅
草
の
白

醉
庵
を
訪
れ
た
際
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
観
阿
は
出
家
に
際
し
︑
所
有

し
た
書
画
類
を
知
友
に
頒
与
し
た
が
︑
重
源
に
よ
る
勧
進
状
は
手
許
に
残
し
た
︒

後
年
に
な
り
観
阿
の
先
祖
が
奈
良
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
東
大
寺
に
寄
進
す

る
︒
以
上
が
お
お
よ
そ
観
阿
の
行
状
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

　
こ
の
ほ
か
︑
美
術
史
家
の
相
見
香
雨
は
東
大
寺
勧
学
院
に
あ
る
観
阿
の
寿
蔵

お
よ
び
弘
福
寺
の
墓
碑
か
ら
行
状
を
明
ら
か
に
し（

7
）

︑
ま
た
観
阿
の
言
動
を
後
世

に
記
録
し
た
﹃
白
醉
庵
筆
記
﹄
を
紹
介
し
て
い
る（

8
）

︒
大
阪
の
新
聞
記
者
で
あ
っ

た
中
井
浩
水
（
新
三
郎
）
が
︑
観
阿
関
係
作
品
の
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
川
瀬

無
窮
亭
の
所
蔵
す
る
観
阿
自
作
品
お
よ
び
関
係
す
る
作
品
を
紹
介
す
る
と
と
も

に
︑
東
大
寺
四
月
堂
に
安
置
さ
れ
る
観
阿
の
位
牌
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る（

9
）

︒

観
阿
に
よ
る
自
作
品
が
多
く
存
在
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
の
が
満
岡
忠
成
と

邑
木
千
以
で
あ
る
︒
満
岡
は
相
見
と
同
じ
く
寿
蔵
お
よ
び
弘
福
寺
墓
碑
か
ら
観

阿
の
行
状
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
︑
川
瀬
無
窮
亭
の
所
蔵
品
を
紹
介
し
て
い
る（

10
）

︒

邑
木
は
観
阿
関
係
作
品
を
紹
介
し
︑「
若
草
」
と
銘
の
あ
る
自
作
茶
碗
に
つ
い

て
紹
介
し
て
い
る（

11
）

︒
こ
の
ほ
か
郷
家
忠
臣
は
︑
原
羊
遊
斎
研
究
の
な
か
で
︑

「
一
閑
張
桃
之
絵
細
棗
」
と
の
関
係
か
ら
観
阿
を
紹
介
し
て
い
る（

12
）

︒

　
と
こ
ろ
で
向
島
弘
福
寺
に
は
観
阿
と
妻
で
あ
る
観
勢
の
墓
が
あ
っ
た
︒
こ
の

墓
は
観
阿
が
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
没
し
た
と
き
に
建
て
ら
れ
た
︒
観
阿

の
墓
に
は
︑
吉
原
の
名
主
で
あ
っ
た
西
村
藐
庵
（
一
七
八
四
︱
一
八
五
三
）
に

よ
る
墓
標
が
あ
っ
た
と
い
う
︒
墓
標
に
は
観
阿
が
過
ご
し
た
庵
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

庵
中
扁
額
は
不
昧
源
君
筆
を
染
て
︑
楽
中
苦
苦
中
楽
と
書
せ
ら
る
︑
又
継

ぐ
に
翠
濤
源
君
其
他
名
家
列
侯
も
常
に
庵
中
を
と
ひ
て
消
日
の
楽
と
な
す（

13
）

　
観
阿
の
庵
に
は
松
平
不
昧
に
よ
る
「
楽
中
苦 

苦
中
楽
」
の
扁
額
が
掛
け
ら

れ
て
い
た
︒
ま
た
こ
の
こ
と
か
ら
︑
観
阿
は
「
苦
楽
翁
」
と
自
ら
称
し
た
こ
と

が
わ
か
る
︒
こ
の
庵
に
は
溝
口
翠
濤
を
は
じ
め
と
す
る
人
物
が
出
入
り
し
て
い

た
︒

　
新
潟
の
郷
土
史
家
で
あ
る
宮
栄
二
は
︑
北
方
文
化
博
物
館
で
展
示
し
た
観
阿

作
の
茶
碗
や
茶
杓
な
ど
九
件
を
紹
介
し
て
い
る
も
の
の
︑
観
阿
の
詳
し
い
行
状

に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い（

14
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
先
行
研
究
で
は
︑
観
阿
が
江
戸
時
代
後
期
の
主
要
な
茶
人
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
資
料
の
不
足
か
ら
そ
の
行
状
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
︒
観
阿
は
町
人
数
寄
者
で
あ
っ
た
が
「
道
具
目
利
き
」
と
し
て
茶
の
湯
文
化

で
は
重
要
視
さ
れ
る
人
物
で
あ
り
︑
松
平
家
や
溝
口
家
の
茶
道
具
蒐
集
に
も
関

与
し
て
い
た
と
さ
れ
る
︒
観
阿
が
関
与
し
た
作
品
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
観
阿
の
行
状
︑
観
阿
を
取
り
巻
く
当
時
の

茶
の
湯
文
化
を
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
と
考
え
る
︒

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
次
の
四
点
に
注
目
す
る
︒

　
一
点
目
は
観
阿
が
東
大
寺
に
勧
進
状
を
寄
進
し
︑
そ
の
ほ
か
墓
碑
文
か
ら
信
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仰
の
篤
い
人
物
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
点
︒
こ
の
点
に
注
目
し
た
と
き
︑
観

阿
が
法
隆
寺
に
弘
法
大
師
額
箱
を
寄
進
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒
ま
た
額

箱
に
は
朱
漆
で
観
阿
と
妻
子
の
署
名
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
︑
妻
子
に
つ
い

て
も
検
討
す
る
︒

　
二
点
目
は
観
阿
と
不
昧
︑
翠
濤
と
の
交
流
で
あ
る
︒
弘
福
寺
に
あ
っ
た
墓
碑

中
︑
観
阿
と
深
い
関
係
の
あ
っ
た
不
昧
お
よ
び
翠
濤
の
名
前
が
す
で
に
確
認
で

き
る
︒
不
昧
は
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
十
月
二
十
七
日
に
谷
園
中
大
茶
湯
を

行
な
っ
て
お
り
︑
こ
の
と
き
観
阿
は
利
休
堂
席
を
担
当
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
当

日
の
茶
会
で
使
用
さ
れ
た
道
具
を
記
録
し
た
茶
会
記
を
検
討
す
る
︒
観
阿
と
翠

濤
の
交
流
に
つ
い
て
は
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
所
蔵
す
る
溝
口
家
史
料
を

中
心
に
検
討
す
る
︒
同
史
料
に
は
観
阿
に
関
す
る
記
述
が
多
く
み
ら
れ
る
︒

　
三
点
目
は
観
阿
の
八
十
賀
の
茶
会
で
あ
る
︒
従
来
の
研
究
か
ら
観
阿
の
八
十

賀
に
ま
つ
わ
る
行
状
と
し
て
は
︑
羊
遊
斎
に
依
頼
し
て
「
一
閑
張
桃
之
絵
細

棗
」
を
百
二
十
五
個
作
成
さ
せ
︑
箱
墨
書
を
観
阿
自
身
が
行
な
い
︑
親
し
い
知

友
に
配
布
し
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
観
阿
八
十
賀
と

細
棗
に
つ
い
て
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
︒
今
回
の
調
査
で
は
新

出
の
資
料
で
あ
る
観
阿
に
よ
る
八
十
賀
茶
会
記
を
確
認
し
た
た
め
︑
こ
の
茶
会

に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
︒

　
四
点
目
は
観
阿
に
よ
る
道
具
の
取
次
ぎ
に
つ
い
て
で
あ
る
︒「
白
醉
庵
数
寄

も
の
か
た
り
」
で
も
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
︑
観
阿
は
道
具
を
諸
大
名
な
ど
に
売

却
す
る
取
次
ぎ
を
し
て
い
た
︒
し
か
し
実
際
ど
の
よ
う
な
作
品
を
取
り
次
い
で

い
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
︒
そ
こ
で
先
述
の
溝
口
家
史
料
か
ら
観

阿
が
同
家
に
取
り
次
い
だ
作
品
を
明
ら
か
に
す
る
︒
ま
た
溝
口
家
旧
蔵
品
と
さ

れ
る
作
品
の
特
色
と
し
て
︑
観
阿
に
よ
る
箱
墨
書
が
多
く
み
ら
れ
る
︒
同
家
旧

蔵
品
の
う
ち
現
存
す
る
作
品
お
よ
び
売
立
目
録
に
所
載
さ
れ
る
作
品
か
ら
︑
観

阿
の
箱
墨
書
が
あ
る
作
品
を
検
討
す
る
︒
観
阿
は
茶
の
文
化
で
は
目
利
き
と
し

て
著
名
で
あ
る
が
︑
所
持
も
し
く
は
売
却
に
関
係
し
た
作
品
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
︑
そ
の
所
以
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

　

一
　
観
阿
の
行
状

　
こ
こ
で
は
東
大
寺
勧
学
院
に
あ
る
観
阿
の
寿
蔵
お
よ
び
弘
福
寺
に
あ
っ
た
墓

碑
銘
（
付
録
3
）
か
ら
︑
そ
の
略
歴
を
記
し
て
お
き
た
い
︒

　
勧
学
院
寿
蔵
の
墓
題
（
付
録
1
）
は
亀
田
鵬
斎
（
一
七
五
二
︱
一
八
二
六
）︑

「
白
醉
庵
観
阿
居
士
之
墓
」
の
墓
碑
銘
は
酒
井
抱
一
（
一
七
六
一
︱
一
八
二
九
）

に
よ
る
も
の
で
文
化
十
一
年
五
月
に
書
か
れ
た
︒
こ
の
と
き
観
阿
は
五
十
三
歳

で
あ
る
︒
こ
の
墓
碑
に
は
︑
観
阿
が
嘉
永
元
年
に
没
し
て
の
ち
南
面
に
和
気
行

蔵
に
よ
る
文
面
が
追
加
さ
れ
た
（
付
録
2
）︒

　
観
阿
の
生
年
は
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
で
姓
は
吉
村
氏
で
あ
る
︒
観
阿
の

父
は
当
初
︑
吉
村
と
名
乗
っ
た
が
︑
当
時
︑
仙
台
藩
五
代
藩
主
伊
達
吉
村

（
一
六
八
〇
︱
一
七
五
二
）
と
同
名
で
あ
っ
た
た
め
︑
そ
れ
を
憚
り
芳
村
に
改
め

た
︒
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観
阿
は
号
を
物
外
︑
指
月
斎
︑
聴
笙
と
い
う
︒
姓
は
芳
村
氏
で
︑
は
じ
め
は

明
昭
と
い
い
︑
俗
称
は
太
郎
兵
衛
で
あ
っ
た
︒
観
阿
の
家
は
多
数
の
道
具
を
所

蔵
し
て
い
た
が
︑
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）︑
三
十
四
歳
の
と
き
に
隠
遁
の
生

活
を
送
る
よ
う
に
な
り
︑
出
家
し
所
有
し
た
器
物
を
知
友
に
与
え
た
︒
な
お
鵬

斎
の
碑
文
に
よ
る
と
︑
こ
の
と
き
懐
妊
し
て
い
た
妻
が
い
た
が
別
れ
︑
そ
の
子

供
を
遺
し
て
出
家
し
た
と
あ
る
︒
観
阿
は
重
源
に
よ
る
勧
進
状
一
冊
は
手
元
に

お
い
て
い
た
が
︑
そ
の
後
︑
東
大
寺
公
般
上
人
の
聴
く
と
こ
ろ
と
な
る
︒
観
阿

は
六
世
前
の
先
祖
が
和
州
す
な
わ
ち
奈
良
の
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
同
地
に

墓
所
を
求
め
︑
重
源
の
勧
進
状
を
東
大
寺
に
寄
進
し
て
︑
そ
の
見
返
り
と
し
て

墓
所
を
得
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
次
に
弘
福
寺
の
観
阿
夫
婦
の
墓
碑
（
付
録
3
）
に
は
︑
観
阿
は
江
戸
の
芝
で

生
ま
れ
た
と
あ
る
︒
前
半
の
記
述
は
︑
寿
蔵
の
文
面
の
内
容
と
同
一
で
あ
る
︒

た
だ
姓
は
芳
村
で
は
な
く
吉
村
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
碑
文
で
は
観
阿
の
妻
で

あ
る
観
勢
（
田
鶴
）
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
︒
観
阿
は
観
勢
と
と
も
に

葛
飾
牛
島
弘
福
寺
の
鶴
峰
禅
師
を
仏
法
の
師
と
し
て
い
た
︒
文
化
十
二
年

（
一
八
一
五
）
に
寺
中
の
千
体
仏
が
破
壊
し
た
た
め
観
阿
に
諮
っ
て
荘
厳
を
修

理
し
︑
さ
ら
に
三
十
年
後
の
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
再
び
修
理
を
行
っ
て

い
る（

15
）

︒
観
阿
は
死
期
を
近
く
し
て
旧
師
の
因
に
よ
り
堯
隣
真
徳
に
乞
い
︑
自
身

の
遺
骨
を
納
め
る
墓
所
を
弘
福
寺
と
し
た（

16
）

︒

　
以
上
の
碑
文
の
記
述
を
起
点
と
し
て
︑
さ
ら
に
観
阿
の
行
状
を
み
て
い
き
た

い
︒
な
お
観
阿
に
関
し
て
本
稿
で
判
明
し
た
行
状
に
つ
い
て
は
本
論
文
末
の
表

1
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵
1
︶
寺
院
へ
の
寄
進

　
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）︑
観
阿
は
三
十
四
歳
の
と
き
剃
髪
し
︑
浅
草
に
白

醉
庵
を
結
ん
で
い
る
︒
当
時
の
吉
村
家
の
事
情
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
が
︑「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」
に
あ
る
次
の
記
述
に
注
目
し
た
い
︒

芳
村
観
阿
白
醉
庵
と
号
し
江
戸
の
人
に
て
家
富
み
某
侯
の
用
達
を
も
為
し

け
る
が
破
産
の
危
に
瀕
す
る
や
剃
髪
此
世
の
俗
を
避
け
浅
草
俵
町
に
幽
居

し
畢
竟
は
ん
ぬ（

17
）

　
観
阿
の
家
は
某
侯
の
用
達
と
あ
る
こ
と
か
ら
富
商
で
あ
り
︑
多
く
の
書
画
類

を
所
蔵
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
経
営
上
の
問
題
か
ら
破
産
の
危
機
に
瀕
し
た
観
阿

は
出
家
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
寿
蔵
の
碑
文
中
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お

り
妻
子
を
棄
て
出
家
し
た
背
景
に
は
︑
家
業
が
立
ち
行
か
な
く
な
っ
た
た
め
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
そ
の
後
︑
観
阿
は
俵
町
に
幽
居
し
た
と
さ
れ
る
︒
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）

に
出
版
さ
れ
た
﹃
分
間
江
戸
大
絵
図
﹄
を
み
て
も
俵
町
の
記
載
は
な
い
た
め
︑

こ
の
俵
町
と
は
同
じ
韻
で
あ
る
田
原
町
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ

ち
観
阿
が
隠
棲
し
て
白
醉
庵
を
営
ん
だ
場
所
と
は
浅
草
の
田
原
町
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
︒
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観
阿
は
三
十
四
歳
の
と
き
に
前
妻
と
そ
の
子
を
残
し
て
出
家
し
た
︒
し
か
し

弘
福
寺
の
碑
文
中
︑
後
年
連
れ
添
っ
た
の
は
観
勢
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
観
阿
の

妻
子
に
注
目
し
た
い
︒

　
妻
の
観
勢
に
つ
い
て
は
弘
福
寺
の
碑
文
中
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

妻
観
勢
は
浜
松
の
藩
士
瀧
原
氏
の
女
に
し
て
名
を
田
鶴
と
い
ふ
︒
貞
操
怜

悧
能
翁
が
雅
業
を
佐
く
︒
亦
翁
と
共
に
仏
法
に
帰
依
し
て
葛
飾
牛
島
弘
福

禅
寺
の
鶴
峰
禅
師
を
師
と
す
︒

　
記
述
に
よ
れ
ば
︑
観
勢
は
浜
松
藩
士
瀧
原
氏
の
娘
で
︑
名
前
を
田
鶴
と
い
う
︒

「
翁
が
雅
業
を
佐
く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
観
阿
の
茶
会
や
鑑
定
︑
取
次
ぎ
な
ど

を
内
で
支
え
た
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
ま
た
観
阿
夫
婦
は
仏
法
に
深
く

帰
依
し
た
よ
う
で
︑
弘
福
禅
寺
の
鶴
峰
禅
師
を
仏
法
の
師
と
し
た
︒

　
そ
の
後
の
観
阿
の
行
状
と
し
て
弘
福
寺
の
碑
文
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
︒

ひ
と
〻
せ
寺
中
に
□
〘
マ
マ
〙所

の
千
体
仏
破
壊
し
︑
纔
に
什
が
一
の
残
れ
る
を
禅

師
の
憂
給
ふ
を
き
〻
て
︑
翁
に
は
か
り
て
其
荘
厳
を
新
に
す
︒
後
三
十
年

の
星
霜
を
経
て
又
損
失
し
た
り
し
を
︑
弘
化
二
乙
巳
の
と
し
再
び
修
理
を

加
へ
潤
色
古
に
復
す
︒

　
記
述
に
よ
る
と
観
阿
は
文
化
十
二
年
に
弘
福
寺
に
あ
っ
た
千
体
仏
の
一
つ
を

安
置
す
る
荘
厳
の
寄
進
を
行
い
︑
さ
ら
に
三
十
年
後
の
弘
化
二
年
に
は
再
び
改

修
の
寄
進
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
勧
学
院
の
寿
蔵
碑
文
に
よ
る
と
観
阿
の
六
世
前
の
祖
先
が
奈
良
の
出
身
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
観
阿
は
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）︑
五
十
三

歳
の
と
き
自
身
が
所
持
し
て
い
た
俊
乗
房
重
源
に
よ
る
勧
進
状
を
こ
の
年
に
東

大
寺
に
寄
進
し
て
い
る
︒

　
こ
の
勧
進
状
と
は
「
法
華
勧
進
状
」（
図
1
）
で
あ
り
︑
現
在
︑
東
大
寺
が

所
蔵
す
る
︒
東
大
寺
は
平
安
時
代
末
期
に
平
重
衡
（
一
一
五
七
︱
一
一
八
五
）

に
よ
る
南
都
焼
き
討
ち
に
よ
り
罹
災
し
た
た
め
︑
重
源
は
東
大
寺
再
建
の
た
め

の
大
勧
進
に
任
ぜ
ら
れ
る
︒
そ
の
と
き
重
源
に
よ
り
寺
社
造
営
の
た
め
の
勧
進

を
行
な
う
旨
の
勧
進
状
が
書
か
れ
た
︒
観
阿
が
寄
進
し
た
「
法
華
勧
進
状
」
と

は
︑
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
十
二
月
︑
東
大
寺
東
塔
の
完
成
後
は
童
を
配
し

て
法
華
経
を
千
部
︑
転
読
さ
せ
た
い
旨
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
︒

　「
法
華
勧
進
状
」
の
奥
書
（
図
2
）
に
は
観
阿
に
よ
る
墨
書
が
あ
る（

18
）

︒

重
源
上
人
再
所
勧
進
東
大
寺
法
華
会
之
真
迹
一
巻
珍
蔵
于
予
書
斎
中
既
多

蔵
矣
　
今
玆
某
月
参
礼
当
所
而
愈
随
喜
上
人
済
度
之
功
業
即
以
此
巻
奉
寄

進
焉
且
和
州
者
予
家
所
出
之
邦
也
　
仰
冀
憑
是
勝
縁
与
祖
先
考
妣
将
成
佛

果
菩
提
也
　
因
恭
記
喜
捨
之
信
趣
矣

文
化
十
四
年
丁
丑
四
月
六
日
　
武
州
江
戸
芳
村
氏
観
阿
（
花
押
）
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図 1　�俊乗坊重源筆「法華勧進状」（東大寺蔵）。� �
『国宝・重要文化財大全　第 8 巻』（文化庁監修、毎日新聞社、1999 年）より転載

図 2　「法華勧進状」（東大寺蔵）の観阿筆奥書。所蔵元による画像提供
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（
重
源
上
人
再
所
勧
進
︑
東
大
寺
法
華
会
の
真
迹
一
巻
︑
予
が
書
斎
中
に
珍
蔵

す
る
既
に
多
蔵
︒
今
玆
某
月
当
所
に
参
礼
し
て
愈
上
人
済
度
の
功
業
を
随
喜
し
︑

即
ち
此
巻
を
以
て
寄
進
し
奉
り
︑
且
つ
和
州
は
予
が
家
出
づ
る
所
の
邦
な
り
︒

仰
ぎ
冀
く
は
是
勝
縁
に
憑
り
︑
祖
先
考
妣
と
将
に
佛
果
菩
提
を
成
就
せ
ん
と
す

る
な
り
︒
因
て
恭
し
く
喜
捨
の
信
趣
を
記
す
︒

文
化
十
四
年
丁
丑
四
月
六
日
　
武
州
江
戸
　
芳
村
氏
観
阿

（
19
）

）

観
阿
は
こ
の
一
巻
を
珍
蔵
し
︑
文
化
十
四
年
四
月
六
日
に
寄
進
し
て
い
る
︒
寄

進
の
理
由
と
し
て
︑
観
阿
の
祖
先
が
奈
良
の
出
身
で
あ
る
こ
と
に
加
え
︑
亡
き

父
母
の
菩
提
を
弔
う
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
観
阿
が
奈
良
に

自
身
の
寿
蔵
を
建
立
し
た
の
は
︑
先
祖
の
供
養
の
た
め
で
も
あ
っ
た
︒

　
な
お
︑
こ
の
勧
進
状
は
観
阿
が
文
化
十
四
年
に
東
大
寺
に
寄
進
し
た
の
ち
再

び
流
出
し
︑
近
代
で
は
中
村
雅
真（

20
）

︑
正
格
が
所
持
し
て
い
た
が
︑
昭
和
十
二
年

に
再
び
東
大
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

　
こ
の
ほ
か
観
阿
と
寺
院
の
寄
進
に
着
目
し
た
と
こ
ろ
︑
法
隆
寺
に
も
観
阿
に

よ
る
箱
書
を
も
つ
額
箱
（
図
3
）
が
あ
っ
た
︒
こ
の
額
箱
に
つ
い
て
は
す
で
に
︑

一
九
八
一
年
に
始
ま
っ
た
昭
和
資
材
帳
調
査
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
︑

箱
裏
お
よ
び
箱
底
の
漆
書
に
あ
る
人
物
名
の
各
一
文
字
が
判
読
さ
れ
て
い
な
い

た
め
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
つ
い
て
不
詳
で
あ
っ
た（

21
）

︒
今
回
︑
法
隆
寺
の
協
力

の
も
と
資
料
の
提
供
を
受
け
た
た
め
︑
そ
の
判
読
を
試
み
︑
観
阿
と
の
関
係
を

み
て
み
た
い
︒

　
改
め
て
額
箱
を
み
て
み
る
と
黒
漆
の
搔
合
塗
の
箱
で
︑
箱
を
面
取
り
し
て
朱

漆
を
施
し
た
爪
紅
と
な
っ
て
お
り
︑
箱
甲
に
は
次
の
よ
う
朱
漆
書
が
あ
る
︒

弘
法
大
師
　
　
法
隆
寺

　
御
真
蹟

　
　
御
額

　
　
　
　
　
　
円
明
院

図 3　�弘法大師額を収納する額箱（法隆寺蔵）。� �
『法隆寺の至宝（第 14 巻）』より転載
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こ
の
額
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
弘
法
大
師
筆
の
額
で
あ
り
︑
法
隆
寺
の

円
明
院
が
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
こ
の
額
箱
の
蓋
裏
に
は
朱
漆
書
で
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
︒
な
お
今
回

新
た
に
判
明
し
た
二
文
字
は
□
で
囲
っ
て
い
る
︒

天
保
壬
寅
秋
造
此
額
箱
以
寄
附

　
　
　
東
都
　

　
　
　
　
白
醉
庵

　
　
　
　
　
　
吉
村
観
阿
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
同
　
観
勢
女

　
　
　
　
　
　
同
　
信
䩜
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
漆
工
　
貞
次

　
額
箱
は
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）︑
観
阿
が
七
十
八
歳
の
と
き
︑
箱
を
法

隆
寺
円
明
院
に
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る（

22
）

︒
と
こ
ろ
で
天
保
十
三
年
︑
法
隆
寺
は

江
戸
両
国
の
回
向
院
に
お
い
て
出
開
張
を
し
て
い
る
︒
江
戸
で
の
出
開
張
は
元

禄
七
年
と
天
保
十
三
年
に
同
所
で
開
催
し
て
い
る（

23
）

︒
観
阿
に
よ
る
額
箱
の
寄
進

は
︑
出
開
張
を
契
機
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
朱
漆
書
を
み
て
み
る
と
観
阿
と
信
䩜
の
花
押
部
分
の
み
が
自
署
で
あ
る
︒
署

名
に
芳
村
で
は
な
く
吉
村
と
し
て
お
り
︑
こ
の
頃
の
観
阿
は
吉
村
に
改
め
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
観
阿
の
署
名
の
隣
に
は
妻
で
あ
る
観
勢
の
名
前
が
確
認
で
き
る
︒
さ
ら
に
信

䩜
の
名
前
と
花
押
︑
箱
を
作
成
し
た
漆
工
の
貞
次
の
名
前
も
確
認
で
き
る
︒

　
箱
底
裏
に
は
朱
漆
書
で
次
の
よ
う
な
自
署
が
あ
る
︒

苦
楽
翁

　
　
　
七
十
八
歳
（
花
押
）

　
片
店
　
弥
山
（
花
押
）

　
弥
山
と
す
る
人
物
の
花
押
は
︑
蓋
裏
の
信
䩜
の
花
押
と
同
一
で
あ
る
︒
そ
こ

で
︑
こ
れ
と
同
じ
花
押
を
も
つ
箱
墨
書
き
に
注
目
し
た
い
︒
川
瀬
無
窮
亭
の
旧

蔵
品
で
あ
る
観
阿
作
共
筒
茶
杓
銘
「
無
量
寿
」（
図
4
（
24
）

）
を
収
納
す
る
箱
で
あ
る
︒

墨
書
に
は
︑

図 4　�川瀬無窮亭旧蔵の観阿作共筒
茶杓「無量寿」および箱墨書



48

無
量
寿
　
潦
斎
主
雅
兄
へ
　
老
父
苦
楽
翁
造
　
弥
（
花
押
）

と
あ
り
︑
潦
斎
主
雅
兄
の
求
め
に
応
じ
て
書
か
れ
︑
茶
杓
が
老
父
の
作
で
あ
る

と
認
め
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
こ
の
墨
書
は
観
阿
の
息
子
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑

同
じ
花
押
の
持
ち
主
で
あ
る
弥
山
（
信
䩜
）
は
観
阿
の
息
子
で
あ
っ
た
こ
と
が

判
明
す
る
︒
弥
山
（
信
䩜
）
が
父
の
作
っ
た
茶
杓
に
箱
書
を
し
て
い
る
点
か
ら
︑

同
人
も
江
戸
に
お
け
る
茶
の
湯
文
化
に
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
︒

　
と
こ
ろ
で
︑
中
井
浩
水
は
︑
東
大
寺
四
月
堂
に
は
観
阿
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
︑

そ
の
位
牌
に
は
︑

嘉
永
元
戊
申
　
六
月
十
九
日
　
施
主
江
戸
浅
草
田
原
町
吉
村
庸
之
丞

の
記
述
が
あ
る
と
報
告
し
て
い
る（

25
）

︒
先
述
の
「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」
に

は
観
阿
は
隠
居
後
︑
田
原
町
に
幽
居
し
た
と
あ
る
が
︑
こ
の
屋
敷
は
観
阿
が
浅

草
に
結
ん
だ
白
醉
庵
で
あ
っ
た
︒
位
牌
に
あ
る
吉
村
庸
之
丞
と
は
白
醉
庵
を
住

居
と
し
て
い
た
弥
山
（
信
䩜
）
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

　
観
阿
の
妻
は
観
勢
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
︑
息
子
は
弥
山
（
信
䩜
）

で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒

︵
2
︶
不
昧
と
の
交
流

　
高
橋
梅
園
は
︑
観
阿
が
松
平
不
昧
に
取
り
次
い
だ
道
具
に
つ
い
て
﹃
大
崎
様

御
道
具
代
御
手
控
帳
﹄
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

彼
が
公
の
た
め
に
提
供
し
た
る
も
の
︑
松
栄
の
屏
風
︑
古
銅
鉢
︑
篷
雪
の

額
︑
象
眼
床
几
を
始
め
︑
裂
類
の
数
々
︑
多
葉
粉
入
︑
緒
じ
め
︑
根
付
︑

刀
剣
の
鍔
︑
柄
木
︑
其
他
文
房
箱
の
珍
品
奇
什
殆
ど
枚
挙
に
遑
あ
ら
ず（

26
）

　
観
阿
が
不
昧
に
多
く
の
道
具
を
取
り
次
い
で
い
る
一
方
︑
茶
の
湯
道
具
が
少

な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
不
昧
の
茶
の
湯
道
具
入
手
は
江
戸
︑
京
都
︑
大
阪
の
主

要
な
道
具
商
が
取
り
次
い
で
い
た
が（

27
）

︑
観
阿
も
不
昧
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
に

関
係
し
て
い
た
︒

　
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
十
月
二
十
七
日
︑
不
昧
は
江
戸
大
崎
屋
敷
の
谷
園

に
お
い
て
谷
園
中
大
茶
湯
を
行
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
茶
会
で
は
不
昧
が
無
心
斎

一
席
を
受
け
持
ち
︑
そ
の
ほ
か
の
茶
席
を
知
友
が
担
当
し
た
︒
招
か
れ
た
人
数

は
お
よ
そ
三
十
名
で
あ
っ
た
︒
そ
の
う
ち
利
休
堂
の
茶
席
を
観
阿
が
担
当
し
て

い
る（

28
）

︒
谷
園
の
利
休
堂
と
は
二
階
建
の
堂
で
︑
二
階
に
は
利
休
像
を
祀
る
子
堂

が
あ
り
︑
一
階
に
茶
席
が
あ
っ
た（

29
）

︒
茶
会
記
に
よ
れ
ば
︑
茶
席
で
使
用
さ
れ
た

当
日
の
道
具
組
は
次
の
よ
う
に
な
る
︒

西
行
歌
　
世
を
い
と
ふ
こ
と
こ
そ
　
利
休
好
白
紙
張
文
庫
ニ
一
閑
硯
箱
　



白醉庵吉村観阿について

49

芦
屋
の
釜
　
不
識
大
水
指
　
蓋
の
上
に
染
付
蓋
置
　
柄
杓
　
時
代
蒔
絵
棗

　
錐
呉
器
　
権
兵
衛
茶
碗
二
碗
　
紹
智
茶
杓
　
根
来
香
合
　
砂
張
翻
　
　

菓
子
　
煮
染
黄
飯
趣
向
餅
　
柚
味
噌（

30
）

　
水
指
は
「
不
識
大
」
と
あ
り
不
識
の
大
壺
で
あ
る
︒
蓋
の
上
に
染
付
蓋
置
と

柄
杓
が
飾
ら
れ
た
︒
お
そ
ら
く
千
家
流
に
み
ら
れ
る
大
壺
の
点
前
で
︑
蓋
は
通

常
の
盆
蓋
も
し
く
は
山
道
盆
な
ど
が
用
い
ら
れ
︑
蓋
置
と
柄
杓
は
入
飾
り
に
し

て
飾
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

　
菓
子
は
煮
染
黄
飯
趣
向
餅
︑
柚
味
噌
が
振
る
舞
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は

別
々
に
出
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
趣
向
餅
は
珠
光
餅
と
も
読
め
る
︒
珠
光

餅
と
は
つ
い
た
餅
に
味
付
け
し
た
白
味
噌
を
掛
け
た
も
の
で
あ
る
︒
観
阿
の
茶

席
で
は
梔
な
ど
で
染
め
た
黄
色
い
飯
を
餅
に
し
て
︑
柚
味
噌
を
掛
け
た
も
の
が

振
る
舞
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
観
阿
は
三
十
四
歳
の
と
き
に
︑
家
蔵
の
書
画

類
を
知
友
に
分
け
与
え
た
と
さ
れ
る
が
︑
こ
の
茶
会
記
か
ら
観
阿
が
四
十
歳
時

点
で
も
か
な
り
の
道
具
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒

　
と
こ
ろ
で
畠
山
記
念
館
が
所
蔵
す
る
「
織
部
切
落
手
鉢
」
の
箱
書
に
は
︑

文
化
辰
年
夏
求
之 

白
醉
庵
（
花
押
）

と
あ
り（

31
）

︑
こ
の
と
き
観
阿
は
四
十
四
歳
で
あ
る
︒
観
阿
は
出
家
後
も
︑
新
た
に

道
具
を
入
手
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

︵
3
︶
翠
濤
と
の
交
流
　

　
不
昧
は
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
に
没
し
て
い
る
︒
不
昧
没
後
の
観
阿
は
高

橋
箒
庵
が
指
摘
す
る
よ
う
に
溝
口
家
に
出
入
り
し
て
い
た（

32
）

︒
従
来
の
研
究
で
は
︑

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
溝
口
家
と
交
渉
を
持
っ
た
か
に
つ
い
て
明
確
な
史
料
は
確

認
で
き
て
い
な
い
︒

　
こ
こ
で
は
不
昧
没
後
の
観
阿
が
翠
濤
と
関
わ
る
経
緯
を
溝
口
家
史
料
か
ら
み

て
い
く
こ
と
と
す
る
︒
溝
口
家
史
料
と
は
︑
現
在
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が

所
蔵
す
る
史
料
で
︑
十
二
代
藩
主
溝
口
直
正
（
一
八
五
五
︱
一
九
一
九
）
の
子

で
あ
る
伯
爵
溝
口
直
亮
（
一
八
七
八
︱
一
九
五
一
）
に
よ
り
寄
贈
さ
れ
た
同
家

代
々
の
史
料
で
あ
る
︒
そ
の
う
ち
翠
濤
の
茶
の
湯
に
関
す
る
文
献
や
翠
濤
自
筆

の
文
書
も
含
ま
れ
る
︒
こ
こ
で
は
溝
口
家
史
料
の
う
ち
︑
翠
濤
が
晩
年
ま
で
を

過
ご
し
た
新
発
田
藩
中
屋
敷
幽
清
館
に
お
け
る
雑
記
で
あ
る
﹃
幽
清
館
雑
記
﹄

に
注
目
す
る（

33
）

︒
こ
の
雑
記
は
雑
記
十
二
巻
（
た
だ
し
第
九
巻
は
欠
）
と
﹃
千
貫

樹
記
﹄︑﹃
小
浦
浪
記
﹄
か
ら
な
る
︒
こ
れ
ら
の
筆
跡
を
み
る
と
翠
濤
自
身
の
筆

記
ま
た
は
近
習
の
家
臣
に
よ
る
筆
録
で
あ
る
︒
以
下
︑﹃
幽
清
館
雑
記
﹄
に
登

場
す
る
観
阿
に
関
す
る
記
述
を
中
心
に
︑
観
阿
と
翠
濤
の
交
流
を
明
ら
か
に
し

て
い
く
︒
以
下
と
く
に
断
り
の
な
い
限
り
︑
引
用
は
同
書
か
ら
で
本
文
中
に
巻

数
の
み
記
す
︒

①
五
十
六
歳
　
文
政
三
年

　
観
阿
と
翠
濤
の
交
渉
が
始
ま
っ
た
の
は
文
政
三
年
の
頃
で
あ
る
︒
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文
政
三
庚
辰
年
よ
り
道
具
を
屋
敷
へ
出
し
同
四
年
辛
巳
年
よ
り
屋
敷
へ
出

入
と
な
る
（
巻
十
二
）

　「
道
具
を
屋
敷
へ
出
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
観
阿
が
溝
口
家
に
対
し
道
具

を
売
却
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
た
め
翌
年
の
文
政
四
年
よ
り
溝
口
家

へ
の
出
入
り
を
許
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

　
成
立
年
は
不
明
で
あ
る
が
︑
翠
濤
が
戯
画
と
し
て
知
友
の
肖
像
を
描
き
集
め

た
﹃
戯
画
肖
像
並
略
伝
﹄（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵

（
34
）

）
に
は
観
阿
に
関
す
る
略

伝
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

予
か
上
邸
へ
翁
を
初
て
招
き
け
る
ハ
文
政
四
年
辛
巳
な
り
︒
時
に
予

二
十
二
歳
翁
ハ
五
十
五
歳
也
け
る
︒
翁
か
つ
て
雲
州
老
侯
不
昧
君
へ
︑
格

別
御
懇
意
に
召
さ
れ
て
名
物
ど
も
︑
多
く
見
覚
へ
た
る
よ
し
︒
右
の
厚
恩

に
よ
り
て
江
戸
に
一
人
と
も
云
ハ
る
〻
茶
器
の
監
定
家
と
な
り
ぬ
︒
さ
き

に
予
か
方
へ
招
き
て
家
蔵
道
具
の
監
定
を
な
さ
し
め
し
に
︑
こ
れ
ま
て
さ

ふ
と
に
も
思
ハ
さ
り
し
品
の
う
ち
︑
名
物
と
も
多
く
見
出
し
た
る
功
少
か

ら
す
︒

　
観
阿
が
溝
口
家
に
初
め
て
招
か
れ
た
の
は
文
政
四
年
で
あ
り
︑
そ
の
交
渉
も

溝
口
家
が
所
蔵
す
る
道
具
の
鑑
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
当
時
の
江
戸
で
︑

観
阿
は
不
昧
に
知
遇
さ
れ
多
く
の
名
物
道
具
を
覚
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り
︑
茶

器
の
鑑
定
家
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
記
述
中
︑「
さ
き
に
予
か

方
へ
招
き
て
」
と
あ
る
の
で
こ
れ
は
先
述
の
文
政
三
年
の
出
来
事
と
考
え
ら
れ

る
︒
そ
の
後
︑
観
阿
は
翠
濤
の
信
任
を
得
て
い
く
こ
と
と
な
る
が
︑
大
き
な
契

機
と
な
っ
た
の
は
︑
溝
口
家
の
所
蔵
し
た
道
具
の
う
ち
名
物
と
し
て
古
来
よ
り

著
名
な
作
品
が
多
く
あ
る
こ
と
が
観
阿
の
鑑
定
に
よ
っ
て
判
明
し
た
こ
と
に
あ

る
︒

　
文
政
年
間
の
観
阿
の
行
状
に
つ
い
て
「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」
に
は
以

下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

玆
に
掲
く
る
者
は
文
政
七
八
年
の
頃
に
方
り
彼
が
専
ら
数
寄
道
具
の
鑑
定

を
勉
め
け
る
雑
話
に
し
て
多
く
は
諸
大
名
と
交
際
の
間
其
物
語
れ
る
摘
要

な
り
と
推
知
す
べ
し（

35
）

　
文
政
の
七
︑ 

八
年
ご
ろ
︑
す
な
わ
ち
観
阿
が
六
十
歳
ご
ろ
数
寄
道
具
の
鑑
定

が
著
名
で
あ
り
︑
諸
大
名
が
観
阿
の
も
と
を
訪
ね
た
と
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら

当
時
の
観
阿
は
数
寄
道
具
の
鑑
定
や
取
次
ぎ
な
ど
を
生
業
に
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
︑
美
術
商
と
し
て
の
一
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒

②
六
十
一
歳
　
文
政
八
年

　
こ
の
頃
の
観
阿
と
︑
寿
蔵
墓
碑
を
書
き
絵
師
で
も
あ
っ
た
酒
井
抱
一
の
関
係

に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
︒
酒
井
抱
一
は
随
筆
﹃
句
藻
﹄
で
次
の
よ
う
な
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記
事
を
紹
介
し
て
い
る
︒

今
年
七
月
十
三
日
洛
の
法
雲
院
よ
り
烏
丸
光
廣
卿
の
御
像
を
蘭
畹
先
生
に

た
の
み
う
つ
し
も
と
め
て
遠
忌
の
心
な
す
︒
了
伴
︑
観
阿
︑
担
斎
な
と
来

り
侍
る
つ
る
鴨
と
わ
き
ま
へ
か
ぬ
る
鳥
の
跡
み
の
り
の
雲
に
は
ら
し
給
へ

や（
36
）

　
文
政
八
年
︑
江
戸
時
代
前
期
の
公
卿
で
歌
人
で
も
あ
っ
た
烏
丸
光
廣

（
一
五
七
九
︱
一
六
三
八
）
の
法
要
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
︒
法
要
は
江
戸
に
お

い
て
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
︑
参
会
し
た
人
物
の
う
ち
に
古
筆
の
鑑
定
に
携
わ
っ

た
古
筆
家
十
世
古
筆
了
伴
（
一
七
九
〇
︱
一
八
五
三
）
や
観
阿
︑
国
学
者
で
あ
っ

た
檜
山
担
斎
（
一
七
七
四
︱
一
八
四
二
）
ら
が
お
り
︑
当
時
の
江
戸
で
の
交
流

が
わ
か
る
︒
こ
の
と
き
観
阿
は
六
十
一
歳
で
あ
る
︒

③
六
十
六
歳
　
文
政
十
三
年

　
観
阿
が
翠
濤
の
茶
会
に
初
め
て
参
会
し
た
の
は
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）

の
こ
と
で
あ
る
︒

予
か
茶
会
に
来
る
ハ
文
政
十
五
〘
三
〙

庚
寅
年
風
炉
名
残
よ
り
始
め
て
天
保
十
三

壬
寅
年
口
切
ま
て
十
三
个
年
の
間
に
て
三
十
三
会
也
右
之
如
く
年
来
茶
之

道
に
て
懇
意
之
者
（
巻
十
二
）

　
記
述
で
は
文
政
十
五
年
と
あ
る
が
︑
庚
寅
と
あ
る
こ
と
か
ら
文
政
十
三
年
の

風
炉
名
残
の
茶
会
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
︒
そ
の
後
︑
観
阿
は
翠
濤
の
茶
会

に
し
ば
し
ば
招
か
れ
た
よ
う
で
︑
天
保
十
三
年
の
口
切
茶
会
ま
で
︑
十
三
年
間

の
う
ち
に
三
十
三
回
の
茶
会
に
招
か
れ
て
い
る
︒

④
七
十
歳
　
天
保
五
年

　
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）︑
観
阿
は
古
希
の
祝
い
と
し
て
茶
会
を
催
し
︑
記

図 5　瓢茶器。『知音』第 50 号（1954）より転載
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念
に
瓢
形
の
薄
茶
器
を
記
念
に
配
っ
て
い
る
︒

茶
あ
り
て
右
賀
作
の
瓢
形
薄
茶
器
も
亦
秘
蔵
と
な
す
も
の
也
（
巻
十
二
）

　
こ
の
茶
器
は
︑
宮
栄
二
が
﹃
知
音
﹄
第
五
十
号
（
一
九
五
四
年
）
に
紹
介
し
︑

画
像
（
図
5
）
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
作
品
と
同
定
さ
れ（

37
）

︑
箱
墨
書
に
は
「
賀
　

百
二
十
之
内
　
白
醉
庵
　
苦
楽
翁
　
古
稀
（
花
押
）」
と
あ
る
︒
宮
の
解
説
に

よ
る
と
︑
こ
の
茶
器
の
箱
蓋
裏
に
は
「
員
外
五
ノ
内
　
観
阿
」
と
い
う
墨
書
が

あ
る
と
い
う（

38
）

︒
す
な
わ
ち
百
二
十
個
の
茶
器
に
五
個
を
加
え
た
総
数
百
二
十
五

個
が
作
成
さ
れ
︑
知
友
に
配
布
さ
れ
て
い
た（

39
）

︒

⑤
七
十
一
歳
　
天
保
六
年

　
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
正
月
︑
観
阿
は
翠
濤
自
筆
の
絵
画
作
品
を
贈
ら
れ

て
い
る
︒
こ
の
絵
に
つ
い
て
は
天
保
六
年
八
月
二
十
八
日
に
記
載
が
あ
る 

（
図

6
）︒
こ
の
作
品
は
一
枚
漉
き
の
藤
紙
に
薄
墨
で
く
ま
ぬ
き
を
し
︑
そ
の
中
に

水
墨
画
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
︒
絵
は
そ
れ
ぞ
れ
小
堀
篷
雪
の
百
敷
の
歌（

40
）

︑
狩

野
尚
信
の
竹
に
月
︑
尾
形
光
琳
の
梅
︑
松
花
堂
昭
乗
と
江
月
宗
玩
に
よ
る
対
月

絵
賛
︑
小
堀
遠
州
の
琴
︑
狩
野
探
幽
の
山
水
︑
英
一
蝶
の
黒
木
売
を
意
と
し
て

描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒

此
自
筆
書
画
ハ
芳
村
観
阿
所
望
ニ
ま
か
せ
れ
る
同
七
酉
申
年
正
月
二
十
七

日
表
具
箱
共
出
来
又
箱
書
願
ニ
付
左
之
通
蓋
の
う
ら
に
認
れ
る
な
り
（
巻

八
）

　
記
述
か
ら
︑
こ
の
作
品
は
観
阿
の
所
望
に
応
じ
て
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
︒

⑥
七
十
二
歳
　
天
保
七
年

　
天
保
七
年
五
月
十
五
日
に
︑
観
阿
は
翠
濤
自
筆
の
絵
を
贈
ら
れ
て
い
る
︒
こ

の
ほ
か
長
府
藩
十
一
代
藩
主
毛
利
元
義
（
四
睡
庵
／
一
七
八
五
︱
一
八
四
三
）
に

よ
り
「
苦
楽
翁
行
楽
図
」
が
描
か
れ
た
︒

苦
楽
翁
行
楽
図
ハ
天
保
七
酉
申
年
五
月
十
五
日
立
像
を
自
画
し
翁
ニ
見
せ

け
れ
は
坐
像
に
図
し
て
載
度
旨
申
ニ
付
請
に
任
せ
更
に
坐
像
を
画
き
五
月

十
五
日
と
し
て
小
引
も
識
し
ぬ
（
巻
八
）

図 6　�溝口翠濤筆貼交絵。� �
『幽清館雑記（巻八）』より転載
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翠
濤
が
観
阿
に
苦
楽
翁
す
な
わ
ち
観
阿
本
人
を
描
い
た
立
像
を
み
せ
た
と
こ

ろ
︑
さ
ら
に
坐
像
を
描
く
よ
う
要
請
が
あ
っ
た
︒
翠
濤
は
そ
れ
に
応
じ
て
︑
そ

の
日
の
う
ち
に
坐
像
を
描
き
讃
を
加
え
て
与
え
た
の
で
あ
る
︒

　
先
出
の
﹃
戯
画
肖
像
並
略
伝
﹄
に
は
冒
頭
に
「
苦
楽
翁
寿
像
」（
図
7
）
が

あ
る
︒
こ
の
立
像
は
翠
濤
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
︑
落
款
部
分
に
は
「
天

保
七
年
丙
申
五
月
十
六
日
　
景
山
画
」
と
あ
り
︑﹃
幽
清
館
雑
記
﹄
で
述
べ
ら

れ
て
い
た
翠
濤
に
よ
る
観
阿
立
像
と
同
定
さ
れ
る
︒
雑
記
で
は
五
月
十
五
日
の

こ
と
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
本
図
は
観
阿
に
見
せ
た
翌
日
に
改
め
て

署
名
落
款
お
よ
び
印
が
捺お

さ
れ
た
も
の
と
わ
か
る
︒
こ
の
図
に
よ
っ
て
観
阿
の

風
貌
を
伺
う
こ
と
が
で
き
︑
現
在
確
認
で
き
る
観
阿
の
肖
像
と
し
て
唯
一
で
あ

る
こ
と
か
ら
も
貴
重
で
あ
る
︒

　
寿
像
を
み
る
と
観
阿
は
剃
髪
し
た
姿
で
あ
る
︒
十
徳
の
よ
う
な
羽
織
を
羽

織
っ
て
お
り
︑
細
身
で
あ
る
が
眼
光
が
鋭
い
︒
更
紗
で
で
き
た
よ
う
な
風
呂
敷

を
持
っ
て
お
り
︑
素
足
で
あ
る
︒

　
こ
の
図
が
同
書
に
付
属
し
て
い
る
理
由
は
︑
観
阿
が
翠
濤
へ
坐
像
を
描
く
よ

う
に
求
め
た
た
め
︑
立
像
の
ほ
う
は
翠
濤
が
控
え
と
し
て
所
持
し
た
か
ら
と
考

え
ら
れ
る
︒
同
書
に
は
翠
濤
に
よ
る
観
阿
の
坐
像
は
所
載
さ
れ
て
い
な
い
︒

　
現
在
︑「
苦
楽
翁
行
楽
図
」
の
小
引
の
記
録
が
﹃
幽
清
館
雑
記
﹄
に
残
さ
れ

て
い
る
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は
翠
濤
で
は
な
く
︑
四
睡
庵
す
な
わ
ち
毛
利
元
義
に

よ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
絵
は
観
阿
が
元
義
に
自
像
を
描
き
小
引
（
讃
）
を
書

く
こ
と
を
所
望
し
た
も
の
で
あ
る
︒

　
こ
れ
ま
で
観
阿
に
関
す
る
行
状
で
は
︑

先
に
紹
介
し
た
勧
学
院
に
あ
る
寿
蔵
お
よ

び
墓
碑
︑
弘
福
寺
に
あ
る
墓
碑
し
か
な

か
っ
た
た
め
︑
こ
の
小
引
は
観
阿
七
十
二

歳
時
点
で
の
行
状
が
判
明
す
る
記
述
と
し

て
貴
重
で
あ
る
︒
な
お
読
み
下
し
は
高
橋

忠
彦
氏
の
教
示
に
よ
る
︒

苦
も
楽
も
同
し
か
こ
ひ
の
う
ち
に
入

れ
て
う
き
世
な
り
す
め
る
の
（
渦
）

図 7　�溝口翠濤画「苦楽翁寿像」。� �
『戯画肖像並略伝』より転載
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を
見
る
か
な

苦
楽
翁
行
楽
図
小
引

翁
名
観
阿
氏
吉
村
江
戸
人
　
精
茶
道
其
家
多
蓄
名
書
古
画
珍
器
奇
物
以
好

事
而
鳴
于
都
下
　
然
而
自
少
既
有
離
世
帰
真
之
念
　
壮
年
遂
削
髪
出
家
而

不
反
　
結
団
蕉
郭
北
浅
草
而
居
　
命
曰
白
酔
菴
　
於
是
清
高
之
名
彌
著
雅

尚
之
交
益
衆
矣
　
予
亦
相
善
者
有
年
焉
　
嘗
称
之
以
苦
楽
翁
　
取
乎
其
菴

中
扁
額
不
昧
源
公
所
書
楽
中
苦
苦
中
楽
之
語
也
　
翁
即
以
為
別
号
　
頃
者

又
請
予
写
其
肖
像
　
予
以
拙
辞
不
許
　
乃
作
此
図
併
述
小
引
以
伝
之
実
天

保
七
年
丙
甲
翁
時
七
十
有
二
云
（
巻
十
二
）

（
翁
︑
名
は
観
阿
︑
氏
は
吉
村
︑
江
戸
の
人
な
り
︒
茶
道
に
精
し
く
︑
其
の
家
は
︑

多
く
名
書
古
画
︑
珍
器
奇
物
を
蓄
え
︑
好
事
を
以
て
都
下
に
鳴
る
︒
然
れ
ど
も

少
き
よ
り
既
に
離
世
帰
真
の
念
有
り
︒

　
壮
年
に
遂
に
削
髪
出
家
し
て
反
ら
ず
︒
団
蕉
を
郭
北
の
浅
草
に
結
び
て
居
る
︒

命
け
て
白
酔
菴
と
曰
う
︒
是
に
お
い
て
清
高
の
名
弥い

よ
いよ
著
れ
︑
雅
尚
の
交
益ま
す
ます

衆
し
︒
予
も
ま
た
相
い
善
く
す
る
こ
と
有
年
な
り
︒
嘗
て
こ
れ
に
称
す
る
に
苦

楽
翁
を
以
て
す
︒
其
の
菴
中
の
扁
額
の
︑ 

不
昧
源
公
の
書
す
所
の
︑ 「
楽
中
苦
　

苦
中
楽
」
の
語
よ
り
取
る
な
り
︒
翁
即
ち
以
っ
て
別
号
と
為
す
︒
頃
者
︑
ま
た

予
に
そ
の
肖
像
を
写
す
を
請
う
︒
予
は
拙
き
を
以
て
辞
す
る
も
許
さ
ず
︒
乃
ち

此
図
を
作
り
︑
併
び
に
小
引
を
述
べ
︑
以
て
之
を
伝
う
︒
実
に
天
保
七
年
丙
甲
︑

翁
時
に
七
十
有
二
と
し
か
云
う
︒）

　
翠
濤
画
の
「
苦
楽
翁
行
楽
図
」
の
写
し
を
描
く
よ
う
請
わ
れ
た
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
︒
碑
文
で
も
翠
濤
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
他
の
貴
人
が
観
阿
の
も

と
に
集
っ
た
と
さ
れ
る
が
︑
元
義
も
浅
草
白
醉
庵
に
集
っ
た
そ
の
一
人
で
あ
っ

た
と
が
わ
か
る
︒

⑦
七
十
五
歳
　
天
保
十
年

　
先
述
の
「
苦
楽
翁
行
楽
図
」
の
小
引
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
観
阿

は
す
で
に
浅
草
で
白
醉
庵
の
庵
を
結
ん
で
多
く
の
人
物
と
交
流
し
て
い
た
︒
し

か
し
︑
翠
濤
が
白
醉
庵
に
初
め
て
訪
れ
た
の
は
︑
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
す

な
わ
ち
観
阿
七
十
五
歳
の
春
で
あ
っ
た
︒
こ
の
と
き
床
の
間
に
飾
っ
て
あ
っ
た

香
炉
こ
そ
︑
冒
頭
に
も
触
れ
た
︑
後
に
高
橋
箒
庵
所
蔵
と
な
る
「
御
本
兎
耳
香

炉
」
で
あ
る
︒
こ
の
香
炉
は
箒
庵
家
の
売
立
目
録
で
あ
る
﹃
一
木
庵
高
橋
家
所

蔵
品
入
札（

41
）

﹄
に
所
載
さ
れ
る
︒
箱
書
に
は
以
下
の
よ
う
な
墨
書
が
あ
っ
た
と
さ

れ
る
︒翠

濤
尊
君
草
盧
に
初
め
て
御
入
り
の
節
︑
床
に
飾
り
置
き
候
を
御
所
望
に

て
進
献
す

　
天
保
十
年
亥
中
春
七
十
五
翁
白
醉
庵
観
阿（

42
）

　
墨
書
か
ら
香
炉
を
翠
濤
が
所
望
し
︑
観
阿
は
献
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
箒
庵
著
﹃
東
都
茶
会
記
﹄
に
も
︑
こ
の
香
炉
の
箱
墨
書
に
つ
い
て
の
記
述
が
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あ
る
︒
箒
庵
は
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
三
）
頃
に
溝
口
家
と
の
直
接
取
引
に

よ
り
︑
六
十
点
の
道
具
を
入
手
し
て
い
る
が（

43
）

︑
こ
の
香
炉
も
そ
の
う
ち
の
一
つ

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑧
七
十
九
歳
　
天
保
十
四
年

　
天
保
十
四
年 

（
一
八
四
三
） 
の
元
旦
︑
観
阿
は
自
作
の
茶
杓
に 

「
寿
」 （
図
8
）

と
い
う
銘
を
墨
書
し
て
い
る
︒
こ
の
茶
杓
は
現
在
︑
個
人
が
所
蔵
し
て
い
る
︒

　
茶
杓
は
中
節
で
︑
腰
は
や
や
高
く
な
っ
て
い
る
︒
総
体
に
細
身
で
あ
る
︒
櫂

先
は
や
や
角
度
が
つ
い
て
撓た
わ

め
ら
れ
て
い
る
︒
筒
は
竹
皮
を
す
べ
て
削
い
だ
真

筒
で
あ
る
︒
共
箱
で
甲
に
は
「
自
作
茶
杓
　
白
醉
庵
」
と
あ
る
︒
筒
正
面
と
そ

の
側
面
に
は
以
下
の
よ
う
な
墨
書
が
あ
る
︒

寿
　
白
醉
庵
八
十
翁
（
花
押
）

天
保
癸
卯
試
筆

　
墨
書
か
ら
天
保
十
四
年
に
作
成
し
た
自
作
の
茶
杓
で
︑
筒
墨
書
を
試
筆
（
書

初
め
）
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
茶
杓
は
観
阿
八
十
賀
に
際
し
て
の
初
の
自

作
に
よ
る
道
具
で
あ
っ
た（

44
）

︒

　
天
保
十
四
年
の
十
月
ご
ろ
か
ら
︑
翌
年
に
開
催
す
る
八
十
賀
の
茶
会
に
む
け

て
翠
濤
と
観
阿
の
間
で
往
来
が
あ
っ
た
︒

同
年
癸
卯
年
十
月
五
日
苦
楽
翁
入
来
之
節
来
年
は
八
十
歳
之
賀
の
茶
催
し

あ
り
と
て
此
短
冊
持
参
上
る
（
巻
十
二
）

　
観
阿
は
翠
濤
の
も
と
を
訪
ね
︑
翌
年
の
自
身
の
八
十
賀
茶
会
の
た
め
「
幾
千

代
も
な
お
幾
千
世
も
八
十
ハ
た
〻
東
方
朔
の
数
と
り
の
と
し
」
と
い
う
一
首
を

詠
じ
た
短
冊
を
献
上
し
て
い
る
︒

　
同
年
末
に
も
観
阿
は
翠
濤
の
も
と
を
訪
ね
て
い
る
︒

天
保
十
四
癸
卯
十
二
月
二
十
日
松
花
堂
を
以
志
向
福
禄
寿
を
画
き
吉
村
観

阿
へ
贈
る
是
ハ
甲
辰
年
八
十
賀
之
茶
事
催
し
あ
る
ニ
付
三
筆
願
之
旨
こ
ふ

に
よ
つ
て
画
く
品
也
右
賛
宗
中
子
書

　
　
色
替
ぬ
ま
つ
と
竹
と
の
す
え
の
よ
お

図 8　�観阿作共筒茶杓銘「寿」（個人蔵）
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い
つ
れ
久
し
と
君
の
み
ぞ
見
む

鶴
亀
は
晴
川
院
加
筆
也
右
表
具
箱
共
出
来
と
て
天
保
十
五
甲
辰
年
正
月
十

四
日
持
参
な
り
外
題
箱
書
と
も
同
十
九
日
迄
ニ
皆
成
箱
表
書
隷
の
体
な
り

　
　
絵
賛
　
福
禄
寿
　
翠
濤
画

　
　
鶴
亀
　
　
　
　
　
会
心
画

　
　
古
人
歌
　
　
　
　
宗
中
書
（
巻
八
）

　
天
保
十
四
年
十
二
月
二
十
日
︑
翠
濤
が
松
花
堂
昭
乗
を
意
と
し
た
福
禄
寿
を

描
き
観
阿
へ
贈
っ
た
と
あ
る
︒
こ
れ
は
翌
年
に
八
十
賀
の
茶
会
を
催
す
に
あ
た

り
︑
観
阿
が
翠
濤
を
含
め
た
三
人
に
合
作
を
願
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
三
人

と
は
翠
濤
と
狩
野
養
信
（
晴
川
院
︑
会
心
斎
／
一
七
九
六
︱
一
八
四
六
）︑
小
堀

宗
中
（
正
優
／
一
七
八
六
︱
一
八
六
七
）
で
あ
る
︒

　
翠
濤
は
福
禄
寿
︑
養
信
（
会
心
）
は
鶴
亀
を
描
き（

45
）

︑
宗
中
は
古
人
の
歌
を
引

用
し
て
「
色
替
ぬ
ま
つ
と
竹
と
の
す
え
の
よ
お
い
つ
れ
久
し
と
君
の
み
ぞ
見

む（
46
）

」
と
い
う
賛
を
し
て
い
る
︒

　
こ
の
合
作
は
早
々
に
表
具
さ
れ
︑
同
年
正
月
十
四
日
に
観
阿
の
も
と
に
届
け

ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
三
人
の
箱
書
が
揃
っ
た
の
は
同
月
十
九
日
で
あ
っ
た
︒

箱
書
に
は
翠
濤
に
よ
る
箱
墨
書
の
文
面
の
控
え
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒

天
保
甲
辰
の
春
白
醉
菴
観
阿
苦
楽
翁
八
十
賀
あ
り
　
祝
意
之
三
筆
一
幅
を

予
ニ
請
其
需
に
応
し
松
花
堂
図
を
以
福
禄
寿
を
画
　
晴
川
院
法
印
鶴
亀
を

加
筆
　
賛
ハ
小
堀
宗
中
子
即
是
を
贈
る
速
に
装
潢
し
て
匣
に
入
又
外
題
匣

書
共
三
筆
を
請
ふ
に
よ
り
其
由
来
を
し
る
す
（
巻
八
）

　
記
述
か
ら
合
作
者
三
人
の
箱
書
き
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

⑨
八
十
歳
　
天
保
十
五
年

　
天
保
十
五
年
︑
観
阿
は
八
十
賀
を
迎
え
茶
会
を
開
催
す
る
︒

同
十
五
甲
辰
年
十
︹
正
︺
月
七
日
年
賀
之
茶
会
に
参
り
た
る
節
一
閑
張
細

棗
桃
之
絵
更
山
造
る
苦
楽
翁
の
好
ミ
の
よ
し
百
二
十
五
之
内
一
ツ
上
る
箱

書
も
翁
之
書
に
て
候
此
狂
歌
を
し
る
せ
り
も
の
よ
り
歌
よ
ミ
に
あ
ら
す
作

の
巧
拙
を
論
せ
す
二
品
と
も
に
秘
蔵
と
な
す
（
巻
十
二
）

　
観
阿
の
八
十
賀
茶
会
の
当
日
に
は
参
会
し
た
翠
濤
に
「
一
閑
張
桃
之
絵
細

棗
」（
図
9
）
が
配
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
甲
部
に
は
朱
金
で
桃
の
蒔
絵
が

施
さ
れ
る
︒
桃
の
図
柄
に
注
目
す
る
と
半
分
は
朱
︑
半
分
は
金
で
あ
る
︒
葉
は

三
枚
︑
茎
は
一
本
︑
花
は
一
輪
蒔
絵
さ
れ
る
︒
葉
の
三
枚
は
青
漆
で
︑
葉
脈
が

金
蒔
絵
さ
れ
る
︒
茎
の
一
本
は
金
蒔
絵
で
︑
荒
め
の
砂
子
が
撒ま

か
れ
て
い
る
︒

花
の
一
輪
は
銀
蒔
絵
さ
れ
る
︒
蓋
裏
に
は
朱
漆
で
観
阿
に
よ
る
「
観
」
と
花
押

が
み
ら
れ
る
︒
身
底
部
分
に
は
羊
遊
斎
に
よ
る
彫
銘
で
「
羊
」
と
あ
る
︒
棗
の

意
匠
は
桃
で
︑
箱
側
面
に
は
︑
前
年
末
に
翠
濤
に
献
上
し
た
短
冊
と
同
じ
歌
が
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墨
書
さ
れ
て
い
る
︒
桃
は
千
年
の
長
寿
を
表
し
︑
年
の
意
味
は
千
代
で
あ
る
︒

ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
八
十
賀
茶
会
で
は
本
席
（
濃
茶
席
）
の
掛
物
は
「
千
代

の
歌
」
を
当
日
用
い
て
い
る
点
か
ら
︑
こ
の
棗
の
桃
の
意
匠
は
千
代
を
意
図
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
桃
の
絵
は
︑
千
代
を
キ
ー
ワ
ー
ド

に
︑
千
年
の
弥い
や
さ
か栄
を
言
祝
ぐ
意
匠
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑩
八
十
一
歳
　
弘
化
二
年

　
そ
の
後
も
観
阿
と
翠
濤
の
交
流
は
続
い
た
が
︑
観
阿
八
十
一
歳
︑
弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）
五
月
二
十
五
日
が
︑
観
阿
が
翠
濤
の
も
と
を
訪
れ
た
最
後
と
な
っ

た
︒

弘
化
二
年
乙
巳
年
五
月
二
十
五
日
ニ
入
来
ハ
其
納
と
な
る
時
に
八
十
一
歳

二
十
五
个
年
之
間
也
（
巻
十
二
）

　
こ
の
こ
ろ
の
観
阿
に
つ
い
て
先
出
の
﹃
戯
画
肖
像
並
略
伝
﹄
を
み
る
と
︑
弘

化
二
年
以
降
は
老
病
の
た
め
病
床
に
臥
せ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

予
か
邸
へ
出
入
し
た
る
ハ
弘
化
二
年
迄
中
間
二
十
四
年
に
し
て
其
後
老
病

ニ
よ
り
駕
籠
ニ
て
も
来
る
こ
と
か
な
ハ
す
な
り
に
け
る

⑪
八
十
四
歳
　
嘉
永
元
年

　
観
阿
は
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
八
十
四
歳
で
没
し
て
い
る
︒

苦
楽
翁
老
病
に
て
嘉
永
元
戊
申
年
六
月
十
九
日
没
時
に
八
十
四
歳
釈
迦
ね

は
ん
の
図
の
如
く
病
床
ニ
如
睡
終
れ
り
同
月
八
日
書
納
め
残
し
置
と
る
候

木
団
扇
両
面
ニ
夢
楽
の
字
を
書
存
生
中
田
鶴
へ
所
望
い
た
し
貰
置
也
前
々

記
　
戊
申
六
月
二
十
日
記
（
巻
十
二
）

図 9-2　箱書き図 9-1　�原羊遊斎作� �
「一閑張桃之絵細棗」（個人蔵）
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釈
迦
の
涅
槃
図
の
よ
う
に
病
床
に
あ
っ
て
眠
る
よ
う
に
静
か
に
息
を
引
き

と
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

　
観
阿
は
没
す
る
十
一
日
前
の
六
月
八
日
︑遺
墨
と
し
て
団
扇
の
両
面
に
「
夢
」

「
楽
」
と
一
文
字
ず
つ
書
い
た
︒
観
阿
は
不
昧
に
よ
る
「
楽
中
苦 

苦
中
楽
」
の

扁
額
を
自
室
に
掲
げ
︑
自
身
も
「
苦
楽
」
と
号
し
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
を
念
頭

に
お
け
ば
︑
最
後
に
書
き
残
し
た
夢
楽
の
意
味
は
「
楽
中
夢 

夢
中
楽
」
で

あ
っ
た
と
解
せ
ら
れ
︑
観
阿
の
遺
偈
と
も
と
れ
る
︒

　
そ
の
後
︑
没
す
る
ま
で
の
十
日
余
の
間
に
︑
翠
濤
は
観
阿
の
妻
田
鶴
に
依
頼

し
遺
墨
を
貰
い
受
け
た
と
あ
る
︒
翠
濤
は
観
阿
が
所
持
し
た
道
具
を
没
後
に
譲

渡
す
る
約
束
を
し
た
も
の
の
︑
そ
れ
ら
の
作
品
を
生
存
中
に
貰
い
受
け
た
よ
う

で
あ
る
︒
溝
口
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
観
阿
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
三
章
で
詳

細
に
検
討
す
る
︒

　

二
　
観
阿
八
十
賀
の
茶
会

　
先
述
の
通
り
︑
翠
濤
は
天
保
十
五
年
一
月
七
日
に
観
阿
八
十
賀
の
茶
会
に
招

か
れ
て
い
た
︒
従
来
の
研
究
で
も
観
阿
の
八
十
賀
と
原
羊
遊
斎
作
「
一
閑
張
桃

之
絵
細
棗
」
の
関
係
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
︑
八
十
賀
の
茶
会
自
体
に
つ
い
て

は
資
料
の
不
足
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
今
回
︑
新
出
の
資
料
と

な
る
「
桑
昔
竹
形
茶
杓
」（
図
10
）
と
そ
れ
に
付
属
す
る
観
阿
八
十
賀
の
茶
会

記
（
図
11
）
を
個
人
が
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
た
め
︑
茶
会
の
詳
細

な
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
の
茶
杓
は
か
つ
て
加
納
藩
江
戸
家
老
篠
原

長
兵
衛（

47
）（

宝
剣
子
）
が
所
蔵
し
て
い
た
︒
茶
会
記
は
篠
原
が
観
阿
の
八
十
賀
茶

会
に
招
か
れ
た
と
き
の
も
の
で
︑
そ
の
写
本
と
な
る（

48
）

︒
ま
た
茶
杓
は
後
述
す
る

よ
う
に
茶
会
の
記
念
と
し
て
観
阿
か
ら
長
兵
衛
に
贈
ら
れ
た
︒

　
八
十
賀
の
茶
会
記
が
存
在
す
る
こ
と
は
︑
当
時
の
茶
会
の
状
況
を
明
ら
か
に

す
る
と
と
も
に
︑
観
阿
が
所
持
し
た
道
具
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
も
貴
重
な
資

料
で
あ
る
︒

︵
一
︶
桑
昔
竹
形
茶
杓
と
付
属
す
る
茶
会
記

　
茶
杓
の
材
は
桑
で
あ
る
︒
そ
の
造
り
は
蟻
腰
で
︑
節
下
は
一
本
樋
︑
節
上
は

薬
研
樋
と
な
っ
て
い
る
︒
櫂
先
は
大
ら
か
に
削
ら
れ
て
い
る
︒
筒
は
細
身
の
竹

で
側
面
中
央
に
皮
を
少
し
残
し
て
い
る
︒
筒
の
大
き
さ
は
茶
杓
に
比
較
し
て
華

奢
に
作
ら
れ
て
い
る
︒
筒
裏
に
は
観
阿
に
よ
る
墨
書
で
「
甲
辰
　
賀
」
と
あ
り
︑

筒
正
面
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

⃝阿
　
桑
昔
竹
形
茶
杓
　
八
十
翁
観
阿
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
十
本
ノ
内

　
こ
の
桑
茶
杓
は
天
保
十
五
年
の
観
阿
八
十
賀
に
際
し
て
十
本
作
成
さ
れ
た
茶

杓
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
箱
甲
に
は
「
桑
昔
竹
形
茶
杓
　
白
醉
庵
」
と
あ
り
︑

箱
裏
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒
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寿
　
幾
千
代
も
い
く
千
代
も
八
十
ハ
た
〻
東
方
朔
の
数
取
の
歳
　
八
十
翁

観
阿
（
花
押
）

　
記
述
に
あ
る
一
首
は
「
一
閑
張
桃
之
絵
細
棗
」
の
箱
に
書
か
れ
る
歌
と
同
一

で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
観
阿
八
十
賀
に
際
し
て
︑
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た

百
二
十
五
個
の
細
棗
以
外
に
も
︑
十
本
の
桑
茶
杓
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

判
明
す
る
︒

　
茶
杓
に
付
属
す
る
茶
会
記
を
み
る
と
︑
表
題
に
「
観
阿
和
尚
賀
の
茶
事
／
写

書
」
と
あ
っ
て
︑
篠
原
が
観
阿
を
和
尚
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
観
阿

は
三
十
四
歳
の
と
き
に
剃
髪
し
︑
そ
の
後
は
法
体
で
あ
っ
た
た
め
︑
観
阿
の
周

辺
の
人
々
は
和
尚
と
呼
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
会
記
の
表
題
に
は
「
観
阿

八
十
賀
茶
席 

写
庚
午
初
冬 

篠
原
宝
剣
子
」
と
あ
る
︒
篠
原
が
招
か
れ
た
観
阿

の
八
十
賀
の
会
記
で
あ
り
︑
こ
の
会
記
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
初
冬
に
写

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
使
用
さ
れ
た
道
具
組
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

桑
山
可
斎
筆

　 

君
か
代
は
千
代
に
や
千
代
に
又
千
代
に
千
代
を
重
ね
て
千
代
を
よ
ろ
こ

ふ
釜
　
　
芦
屋
　
　
　
　
　
　
　
　 

水
さ
し
　
光
悦
弟
　
空
中
　
銘
宝
傘
　

共
箱

香
キ
　
は
ん
ね
ら
　
　
　
　
　
　 

茶
わ
ん
　
鉢
の
子
手
　
片
⎝
堅
⎠

手
　
小
堀
権

十
郎
書
付
　
老
の
友

炭
取
　
　
相
⎝
宗
全
か
⎠禅

組
き
り
　
　
　
　
茶
入
　
柳
棗
　
袋
大
門
つ
り

灰
キ
　
　
　
長
次
郎
焼
ぬ
き
　
　
茶
杓
　
正
隠

三
羽
黒
つ
る
遠
州
所
持
々
書
付
　
こ
ほ
し
わ
け

後　
花
入
　
し
か
ら
き
う⎝

蹲

⎠

つ
く
ま
り

図 10　桑昔竹形茶杓（個人蔵）
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花
　
梅

　
佳
⎝
乾
か
⎠

山
　
梅
の
絵
　
　
汁
　
大
根
わ
切
　
　 

わ
ん
物
　
若
鮎
　
火
取
十
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ⎝

蕨

⎠

ら
ひ
穂
　
松
ろ
た
け
　
合

　
向
　
細
そ
め
切
　
わ
さ
ひ
有

　
　
　 

飯
　
　
　
　
焼
　
鯛
酒
む
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
頭
ニ
　 

吸
物
　
つ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
身
　
か⎝

マ

マ

⎠

る
莨
〻
木
花
か
れ
い

わ⎝
茶
碗
⎠ん

　
一
入
共
箱 

時
代
草
盆
　
ゆ
り
子

ト
ヽ
ヤ
　
不
昧
公
御
書
付
　
老
松
　
　
　
か
し
　
白
阿⎝
餡
⎠ん

入
白
キ
ウ
ヒ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
白
シ
ン
ジ
ョ
　
代
り
赤

広
座
敷

　
一
⎝
山
⎠

楽
の
寿
老
賛
亡
羊
　
　
　
　
　
　
　
萬
暦
蓋
物

棚
ニ

　
存
星
ゆ
つ
香
合
　
遠
州
侯
書
付

　
会
記
に
沿
っ
て
茶
会
の
様
子
を
み
て
み
た
い
︒
初
座
の
床
の
間
の
掛
物
に
は

桑
山
可
斎
（
一
六
一
五
︱
一
七
〇
〇
）
に
よ
る
「
千
代
の
歌
」
の
掛
物
が
掛
け

ら
れ
た
︒
釜
は
芦
屋
︑
香
合
は
素
焼
き
の
南
蛮
ハ
ン
ネ
ラ
で
あ
る
︒
炭
斗
は
お

そ
ら
く
宗
全
作
と
考
え
ら
れ
る
組
物
が
用
い
ら
れ
︑
灰
器
は
楽
長
次
郎
作
の
焼

貫
︑
羽
は
黒
鶴
の
三
羽
（
小
堀
遠
州
所
持
で
同
人
書
付
）
で
あ
る
︒

　
懐
石
は
別
席
で
振
る
舞
わ
れ
た
︒
床
の
間
に
は
「
佳
山
」（
乾
山
か
？
）
の

図 11　観阿八十賀茶会記（個人蔵）



白醉庵吉村観阿について

61

梅
の
絵
が
掛
け
ら
れ
た
︒
焼
物
に
は
鯛
の
尾
頭
付
の
酒
蒸
が
出
さ
れ
︑
吸
物
に

は
鶴
の
肉
を
用
い
︑
強
肴
に
は
萬
暦
年
間
に
焼
成
さ
れ
た
磁
器
の
蓋
物
を
用
い

て
紅
白
で
作
ら
れ
た
真
薯
が
呈
さ
れ
た
︒
祝
意
を
込
め
た
懐
石
で
あ
る
︒
菓
子

は
白
餡
入
白
求
肥
が
用
い
ら
れ
た
︒

　
後
座
の
床
の
間
で
は
掛
物
が
外
さ
れ
信
楽
焼
の
蹲
の
花
入
が
飾
ら
れ
︑
梅
が

一
種
の
み
生
け
ら
れ
た
︒
点
前
座
の
周
辺
を
み
て
み
る
と
水
指
は
本
阿
弥
空
中

（
光
甫
／
一
六
〇
二
︱
一
六
八
二
）
に
よ
る
作
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑「
空
中
信
楽
」

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
茶
入
は
柳
棗
で
袋
は
大
門
つ
り
と
あ
る
︒
こ
の
棗

に
つ
い
て
は
材
質
が
柳
の
木
で
あ
っ
た
の
か
︑
柳
の
模
様
が
あ
る
棗
か
は
定
か

で
は
な
い
︒
た
だ
観
阿
に
関
係
し
た
棗
の
う
ち
︑
同
人
の
箱
墨
書
の
あ
る
作
品

で
は
︑「
嵯
峨
柳
蒔
絵
大
棗
」（
個
人
蔵
）
が
あ
る（

49
）

︒

　
濃
茶
に
使
用
さ
れ
た
茶
碗
は
高
麗
堅
手
鉢
子
で
銘
を
「
老
の
友
」（
小
堀
権

十
郎
書
付
）
と
い
う
︒
堅
手
に
お
け
る
鉢
手
と
は
︑
草
間
直
方
に
よ
る
﹃
茶
器

名
物
図
彙
﹄（
文
彩
社
︑
一
九
七
六
年
）
に
よ
れ
ば
︑
元
来
は
鉢
の
み
で
茶
碗
は

な
か
っ
た
が
︑
そ
の
う
ち
小
さ
い
物
を
茶
碗
に
転
用
し
た
も
の
で
︑
数
が
少
な

い
と
さ
れ
る
︒
古
い
手
の
堅
手
よ
り
後
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
︑
お
よ
そ
十
七

世
紀
頃
の
作
と
さ
れ
る
︒
同
書
中
︑
鉢
子
堅
手
の
茶
碗
は
「
当
世
之
任
人
気
に

逢
ふ
故
︑
至
て
人
賞
翫
す
」
と
述
べ
ら
れ
︑
当
時
の
茶
の
湯
で
は
人
気
の
高
い

茶
碗
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る（

50
）

︒
茶
杓
の
作
者
と
し
て
正
隠
と
あ
る
が
︑

こ
れ
は
藤
村
庸
軒
（
一
六
一
三
︱
一
六
九
九
）
の
こ
と
を
さ
す
︒
建
水
は
木
地

曲
と
あ
る
︒

　
薄
茶
席
に
つ
い
て
は
詳
細
な
記
述
が
な
い
た
め
︑
濃
茶
を
行
っ
た
の
と
同
席

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
主
茶
碗
に
は
楽
一
入
作
の
茶
碗
︑
副
茶
碗
に
は
高

麗
斗
々
屋
の
銘
「
老
松
」（
松
平
不
昧
書
付
）
を
用
い
て
い
る
︒

　
以
上
の
濃
茶
お
よ
び
薄
茶
が
催
さ
れ
た
茶
席
は
︑
道
具
組
か
ら
小
間
席
で

あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
︒
こ
の
小
間
に
関
し
て
﹃
幽
清
館
雑
記
﹄
を
み
て
み
る

と
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

吉
村
観
阿
　
白
醉
庵
　
隠
宅
掛
名
　
楽
之
斎
囲
三
畳
（
巻
十
）

　
観
阿
の
浅
草
の
居
宅
白
醉
庵
に
は
︑
楽
之
斎
と
い
う
三
畳
の
席
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
︒
観
阿
が
実
際
に
茶
会
を
行
な
っ
た
小
間
の
茶
室
は
︑
楽
之
斎
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

51
）

︒
な
お
茶
会
後
は
開
き
の
間
を
設
け
て
広
間
の
座
敷
に

移
っ
た
︒
広
間
の
床
の
間
に
は
亡
羊
の
賛
が
あ
る
「
一
楽
筆
」
の
寿
老
人
（
福

禄
寿
）
の
絵
が
掛
け
ら
れ
︑
違
い
棚
に
は
小
堀
遠
州
（
一
五
七
九
︱
一
六
四
七
）

の
書
付
が
あ
る
存
星
柚
香
合
が
飾
ら
れ
て
い
た
と
い
う（

52
）

︒
当
日
︑
こ
の
広
間
は

茶
会
が
終
わ
っ
て
の
ち
︑
箱
書
や
器
物
に
付
属
す
る
添
状
等
の
閲
覧
に
供
さ
れ

た
場
と
考
え
ら
れ
る
︒「
一
閑
張
桃
之
絵
細
棗
」
も
こ
の
広
間
で
客
に
配
布
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
二
︶
狩
野
山
楽
画
三
宅
亡
羊
賛
「
福
禄
寿
」
に
つ
い
て

　
観
阿
八
十
賀
茶
会
で
は
︑
前
年
に
翠
濤
と
宗
中
︑
晴
川
院
に
所
望
し
た
合
作
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を
使
用
せ
ず
︑
一
楽
画
亡
羊
讃
の
福
禄
寿
の
掛
物
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
︒

と
こ
ろ
が
︑
亡
羊
の
活
躍
す
る
以
前
の
人
物
で
一
楽
な
る
人
物
を
特
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
︒
一
方
︑
調
査
の
過
程
で
︑
個
人
が
所
蔵
す
る
狩
野
山
楽
画
三

宅
亡
羊
賛
「
福
禄
寿
」
を
確
認
し
た
︒

　
本
幅
は
狩
野
山
楽
（
一
五
五
九
︱
一
六
三
五
）
が
福
禄
寿
の
絵
を
描
き
︑
三

宅
亡
羊
（
寄
斎
／
一
五
八
〇
︱
一
六
四
九
）
が
讃
を
し
た
「
福
禄
寿
」（
図
12
）

で
あ
る
︒
こ
の
掛
物
の
巻
止
に
は
観
阿
に
よ
る
墨
書
で
︑

福
禄
寿
　
山
楽
画

　
　
　
　
讃
亡
羊
筆
　
白
醉
庵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
苦
楽
翁
（
花
押
）

と
あ
る
︒
ま
た
作
品
を
収
納
す
る
箱
墨
書
に
も
観
阿
に
よ
る
墨
書
で
︑
甲
部
に

は
︑

福
禄
寿
　
賛
　
三
宅
寄
斎
筆

　
　
　
　
　
　
山
楽
画

と
あ
り
裏
に
は
︑

讃
　
三
宅
亡
羊
筆
　
白
醉
庵
（
花
押
）

と
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
こ
の
作
品
に
は
観
阿
に
よ
る
書
付
が
多
く
見
ら
れ
︑

観
阿
の
所
蔵
あ
る
い
は
取
次
ぎ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

　
こ
の
点
か
ら
︑
茶
会
記
に
あ
る
一
楽
と
は
︑
書
写
す
る
際
の
誤
写
で
︑
正
し

く
は
山
楽
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑
先
述
の
八
十
賀
茶
会
で
使
用
さ
れ
た
「
一
楽

の
寿
老
」
と
は
狩
野
山
楽
画
の
「
福
禄
寿
」
と
同
定
さ
れ
る
︒

　
福
禄
寿
を
描
い
た
狩
野
山
楽
と
は
︑
狩
野
永
徳
（
一
五
四
三
︱
一
五
九
〇
）

の
養
子
と
な
り
永
徳
没
後
の
狩
野
家
を
率
い
た
人
物
で
︑
山
楽
の
養
子
で
あ
る

狩
野
山
雪
（
一
五
九
〇
︱
一
六
五
一
）
と
と
も
に
狩
野
派
に
お
い
て
重
要
な
人

物
で
あ
る
︒
そ
の
山
楽
に
よ
る
寿
老
人
の
眉
毛
は
非
常
に
長
く
伸
び
︑
右
手
の

小
指
を
立
た
せ
持
っ
て
い
る
状
態
を
描
く
︒
寿
老
人
は
左
手
に
奉
書
の
よ
う
な

紙
を
一
枚
持
っ
て
い
る
︒
背
景
に
は
松
と
梅
︑
前
方
に
鶴
と
亀
を
描
く
︒
寿
老

人
の
傍
ら
に
は
童
子
が
い
る（

53
）

︒
軸
先
の
材
は
紫
檀
で
︑
そ
こ
に
富
貴
長
命
と
彫

ら
れ
て
い
る
︒
梅
の
花
弁
の
い
く
つ
か
は
金
泥
が
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
松
と
梅

の
下
部
お
よ
び
地
面
部
分
も
金
泥
で
描
か
れ
て
い
る
︒
画
面
右
側
に
は
「
楽
」

の
方
印
が
捺
さ
れ
る（

54
）

︒

　
亡
羊
に
よ
る
賛
は
次
の
と
お
り
で
あ
る（

55
）

︒

徳
香
応
梅
　
齢
松
亀
鶴
　
老
人
依
意
　
童
子
在
側

（
徳
香
は
梅
に
応
じ
︑齢
松
と
亀
鶴
と
︒
老
人
は
意
に
依
り
︑童
子
は
側
に
在
り
︒）

　
亡
羊
の
讃
は
徳
の
秀
で
た
人
間
を
︑
構
図
中
の
樹
木
や
動
物
で
讃
え
る
内
容
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と
な
っ
て
い
る
︒
天
保
十
四
年
十
二
月
二
十
日
に
︑
翌
年
開
催
さ
れ
る
八
十
賀

の
茶
会
を
催
す
に
あ
た
り
観
阿
か
ら
翠
濤
︑
晴
川
院
︑
宗
中
に
合
作
を
所
望
し
︑

翠
濤
は
福
禄
寿
を
描
き
︑
晴
川
院
は
鶴
亀
を
描
き
︑
宗
中
は
讃
を
し
て
い
た
︒

こ
の
合
作
の
絵
の
現
存
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
観
阿
自
身
が

所
持
し
て
い
た
狩
野
山
楽
画
三
宅
亡
羊
賛
「
福
禄
寿
」
か
ら
着
想
を
得
た
の
で

あ
ろ
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
観
阿
八
十
賀
茶
会
に
は
︑
当
然
︑
翠
濤
の
ほ
か

宗
中
や
晴
川
院
も
招
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
︑
所
望
さ
れ
た
絵
の
原
本
を
︑
茶
会

で
三
者
に
披
露
す
る
趣
向
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
︒

　
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
観
阿
八
十
賀
茶
会
に
際
し
︑「
一
閑
張
桃
之
絵
細
棗
」

百
二
十
五
個
の
ほ
か
に
「
桑
昔
竹
形
茶
杓
」
十
本
が
配
ら
れ
て
い
た
こ
と
︑
ま

た
こ
の
茶
会
は
複
数
回
開
催
さ
れ
た
こ
と
︑
茶
会
に
参
会
し
た
人
物
は
翠
濤
︑

長
兵
衛
︑
宗
中
︑
晴
川
院
の
ほ
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑
多
く
の
知
友
が
招

か
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
会
記
か
ら
観
阿
が
八
十
歳
の
時
点
で
所
蔵
し
て

い
た
道
具
が
判
明
し
た
︒
そ
の
う
ち
現
在
確
認
で
き
る
現
存
作
品
は
唯
一
︑
狩

野
山
楽
画
三
宅
亡
羊
賛
「
福
禄
寿
」
で
あ
る
︒
こ
の
掛
物
に
巻
止
や
箱
書
に
は

観
阿
自
身
が
墨
書
を
残
し
て
お
り
︑
自
身
が
所
持
し
た
作
品
に
は
書
付
を
し
て

い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

三
　
溝
口
家
を
事
例
に
み
る
観
阿
の
取
り
次
い
だ
作
品

　
観
阿
は
目
利
き
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
︑
実
際
に
ど
の
よ
う
な
作
品
に
関
係

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
観
阿
が
所
蔵
し
た
作
品
の
う
ち
現
在
︑
確
認
で
き

る
の
は
︑
こ
れ
ま
で
も
再
三
触
れ
て
き
た
重
源
筆
「
法

華
勧
進
状
」（
東
大
寺
蔵
）︑
狩
野
山
楽
画
三
宅
亡
羊
賛

「
福
禄
寿
」（
個
人
蔵
）︑「
御
本
兎
耳
香
炉
」（﹃
一
木
庵

高
橋
家
所
蔵
品
入
札
﹄
所
載

（
56
）

）
の
ほ
か
に
︑「
織
部
切
落

手
付
鉢
」（
畠
山
記
念
館
蔵

（
57
）

）︑
高
麗
堅
手
茶
碗
銘
「
雨

漏
」（
福
岡
市
美
術
館
蔵

（
58
）

）
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
以
外
に
も

観
阿
は
多
く
の
道
具
を
所
蔵
し
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成

し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
従
来
︑
観
阿
は
町
人
数
寄
者
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
溝

口
家
の
記
録
を
通
じ
て
︑
作
品
だ
け
で
な
く
︑
取
次
ぎ

図12　�狩野山楽画三宅亡羊賛「福禄寿」� �
（個人蔵）
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を
通
じ
た
具
体
的
な
交
流
関
係
や
そ
の
範
囲
を
探
っ
て
み
た
い
︒
そ
こ
で
観
阿

の
行
状
の
う
ち
︑
所
蔵
し
た
道
具
や
他
家
に
所
蔵
さ
れ
る
道
具
を
取
り
次
ぎ
売

却
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
︒

　
観
阿
に
よ
る
道
具
売
却
に
つ
い
て
「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」
に
は
︑
青

磁
桔
梗
香
合
を
観
阿
が
五
十
両
で
買
取
り
︑
金
十
枚
で
他
所
に
売
却
し
た
こ
と

や（
59
）

︑
朽
木
星
橋
（
綱
貞
／
一
七
一
三
︱
一
七
八
八
）
の
所
持
し
た
蘭
亭
洗
硯
の
図

や
李
龍
眠
な
ど
を
同
家
が
売
却
し
た
際
に
︑
観
阿
が
二
十
金
で
買
い
取
っ
た
こ

と
な
ど
の
記
述
が
み
ら
れ
る（

60
）

︒

　
先
述
の
通
り
︑
観
阿
が
不
昧
に
取
り
次
い
だ
道
具
と
し
て
は
︑
松
栄
の
屏
風
︑

古
銅
鉢
︑
篷
雪
の
額
︑
象
眼
床
几
︑
裂
類
の
数
々
︑
多
葉
粉
入
︑
緒
じ
め
︑
根

付
︑
刀
剣
の
鍔
︑
柄
木
︑
其
他
文
房
箱
の
珍
品
奇
什
な
ど
が
あ
っ
た（

61
）

︒
不
昧
の

没
後
︑
観
阿
は
溝
口
家
に
出
入
り
し
て
い
る
が
︑
そ
の
交
渉
は
文
政
三
年

（
一
八
二
〇
）
に
行
な
っ
た
道
具
の
売
却
が
そ
の
最
初
で
あ
っ
た
︒

　
す
で
に
み
た
よ
う
に
︑
的
確
な
鑑
定
に
よ
っ
て
信
頼
を
得
た
観
阿
は
︑
溝
口

家
に
出
入
り
を
許
さ
れ
︑
親
密
な
関
係
を
構
築
し
て
い
た
︒
そ
の
な
か
で
茶
道

具
や
自
作
品
の
や
り
と
り
を
し
て
い
た
様
子
も
確
認
で
き
た
︒
こ
れ
ま
で
の
筆

者
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た
溝
口
家
旧
蔵
品
の
う
ち
︑
観
阿
が
同
家
に
取
り

次
い
だ
作
品
に
は
︑
大
燈
国
師
墨
蹟
「
日
山
之
賦
」（
個
人
蔵
）
が
あ
る（

62
）

︒
こ

の
墨
蹟
に
付
属
す
る
翠
濤
添
状
の
包
紙
に
は
以
下
の
と
お
り
書
か
れ
て
い
る
︒

了
伴
秘
蔵
之
軸
天
保
十
五
甲
辰
年
七
月
同
人
ゟ
求
之
　
観
阿
取
次
也

図 13　�溝口翠濤による額「聻」の控え（江戸東京博物館蔵）
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こ
の
墨
蹟
は
も
と
も
と
古
筆
了
伴
が
所
持
し
て
い
た
が
︑
観
阿
が
取
り
次
ぎ

翠
濤
に
譲
渡
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

　
了
伴
が
所
蔵
し
た
作
品
を
翠
濤
が
入
手
し
た
例
で
は
︑
石
清
水
八
幡
宮
に
伝

来
し
た
額
「
聻
」
が
あ
る
︒
こ
の
額
の
現
存
は
確
認
で
き
な
い
が
︑
翠
濤
に
よ

る
控
え
（
図
13
）
が
江
戸
東
京
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
︑
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る（

63
）

︒

此
額
古
筆
了
伴
方
ゟ
先
日
手
放
し
観
阿
手
ニ
入
夫
ゟ
此
方
手
ニ
入
る

天
保
七
丙
申
九
月
二
十
六
日
茶
湯
ニ
了
伴
呼
る
伝
来
す
品
八
幡
ゟ
出
る
内

　
翠
濤
識
（
花
押
）

此
額
奇
品
故
意
秘
蔵
也

　
や
は
り
︑
了
伴
が
所
蔵
し
た
額
を
観
阿
が
入
手
し
︑
翠
濤
に
売
却
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
︒

　
先
述
の
大
燈
国
師
墨
蹟
「
日
山
之
賦
」
が
は
じ
め
て
使
用
さ
れ
た
茶
会
は
︑

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
十
一
月
に
開
催
さ
れ
た
「
御
数
寄
屋
開
に
て
初
て
御

口
切
御
茶
会
」
で
あ
る
︒
な
お
︑
こ
の
茶
会
で
使
用
さ
れ
た
井
戸
脇
茶
碗
に
つ

い
て
︑﹃
幽
清
館
雑
記
﹄
で
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

右
は
元
安
部
様
ニ
在
之
其
後
観
阿
所
持
近
年
御
取
入
井
戸
脇
之
内
に
て
ハ

珍
し
き
出
来
物
之
由
（
巻
五
）

　
こ
の
茶
碗
は
岡
部
藩
主
安
部
家
に
あ
っ
た
も
の
を
︑
観
阿
が
所
持
し
︑
そ
の

後
は
翠
濤
に
売
却
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
こ
の
ほ
か
︑「
三
不
点
茶
箱
」
が
確
認
さ
れ
る
︒

○
三
不
点
茶
箪
笥
桐
木
地
け
ん
と
ん
蓋
表
ニ
江
月
筆
左
之
文
あ
り

　
　
　
　 

点
茶
語
云
　
天
不
晴
則
不
点
湯
不
老
則
不
点
不
得
其
人
則
不
点

喫
却
了
也
　
転
合
什
物

右
茶
箱
類
之
内
第
一
之
秘
蔵
宗
甫
子
所
持
之
品
也

天
保
七
丙
申
年
九
月
二
十
六
日
観
阿
手
ゟ
取
入
内
具
ハ
予
か
好
に
て
追
々

集
む
外
箱
ハ
天
保
十
五
年
寅
年
十
一
月
八
日
出
来
　
宗
中
書
ハ（

64
）

同
年
な
り

（
巻
八
）

　
こ
の
茶
箱
は
遠
州
の
所
持
し
た
茶
箱
で
︑
遠
州
の
茶
室
転
合
庵
の
什
物
で

あ
っ
た
︒
茶
箱
に
は
江
月
宗
玩
（
一
五
七
四
︱
一
六
四
三
）
の
筆
に
よ
る
「
三

不
点
」
の
語
が
あ
っ
た
︒
こ
の
茶
箱
は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
九
月
二
十
六

日
に
︑
翠
濤
が
観
阿
か
ら
入
手
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
高
橋
箒
庵
が
﹃
近
世
道
具
移
動
史
﹄
で
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
溝
口
家
の
旧
蔵

品
に
は
観
阿
に
よ
る
箱
書
が
多
い（

65
）

︒
現
存
す
る
溝
口
家
旧
蔵
品
で
は
「
桑
柄
桜

川
巻
灰
匙
」（
個
人
蔵
）︑「
南
蛮
砂
張
香
箸
」（
個
人
蔵
）︑「
高
麗
堅
手
盃
」（
個

人
蔵
）︑「
祥
瑞
香
浅
手
茶
器
」（
個
人
蔵
）
に
観
阿
の
箱
墨
書
が
あ
る（

66
）

︒
こ
の
ほ

か
現
在
︑
個
人
が
所
蔵
す
る
「
祥
瑞
鳥
摘
茶
器
」
を
収
納
す
る
箱
の
覆
紙
に
も
︑
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溝
口
家
の
旧
蔵
品
を
示
す
「
碧
雲
山
房
蓄
蔵
物
品
」
の
蔵
印
を
捺
し
た
貼
紙
が

あ
る
︒
箱
裏
に
は
貼
紙
で
「
上
　
芳
村
」
と
あ
り
︑
観
阿
が
翠
濤
に
献
上
し
た

茶
器
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
図
14

（
67
）

）︒

　
売
立
目
録
に
所
載
さ
れ
る
溝
口
家
旧
蔵
品
の
う
ち
︑
観
阿
の
箱
書
が
あ
る
作

品
は
十
一
件
が
確
認
さ
れ
る
（
論
文
末
表
2
）︒
こ
の
よ
う
な
作
品
も
︑
観
阿
が

溝
口
家
に
取
り
次
い
だ
作
品
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
観
阿
が
溝
口
家
の
所
蔵
品
を
鑑
定
し
た
点
に
つ
い
て
︑
溝
口
家
の
茶
会
に
注

目
し
た
い
︒
そ
れ
は
弘
化
三
年
の
小
堀
遠
州
二
百
年
遠
忌
に
際
し
︑
五
月
に
溝

口
家
で
開
催
さ
れ
た
御
名
物
点
茶
会
で
あ
る（

68
）

︒
こ
の
と
き
茶
会
で
使
用
さ
れ
た

の
は
「
桐
の
御
釜
」
で
あ
る
︒

道
仁
作
ニ
て
有
之
と
先
年
観
阿
鑑
定
申
上
候
（
巻
五
）

　
武
野
紹
鷗
（
一
五
〇
二
︱
一
五
五
五
）
の
釜
師
で
あ
っ
た
西
村
道
仁
（
生
没
年

不
詳
）
に
よ
る
釜
を
観
阿
が
鑑
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
そ
こ
で
観
阿
が
溝
口
家
に
関
係
し
た
作
品
を
先
出
の
﹃
戯
画
肖
像
並
略
伝
﹄

を
み
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

翁
か
許
よ
り
予
か
手
ニ
入
た
る
道
具
数
々
あ
り
　
其
中
に
最
秘
蔵
す
る
ハ

石
州
公
自
筆
茶
道
教
歌
之
小
本
也
し
　
ま
た
雨
漏
茶
碗
ハ
翁
か
八
十
賀
之

茶
会
に
自
こ
れ
を
用
ひ
て
茶
を
予
に
喫
せ
し
品
也
　
其
後
翁
か
手
よ
り
得

之
予
か
家
に
蔵
む
　
又
翁
か
没
後
に
ゆ
つ
る
へ
き
約
束
の
品
々
存
生
中
に

ゆ
つ
り
度
由
に
て
の
し
を
付
上
る
内
に
青
貝
八
仙
大
硯
屏
ハ
ま
れ
な
る
品

也

　
翠
濤
が
観
阿
よ
り
入
手
し
た
道
具
が
多
数
あ
っ
た
う
ち
︑
最
も
重
宝
と
し
た

の
は
片
桐
石
州
（
一
六
〇
五
︱
一
六
七
三
）
自
筆
の
茶
道
教
歌
の
小
本
で
あ
っ

図 14-1　祥瑞鳥摘茶器（個人蔵）

図 14-3　蓋裏

図 14-2　
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た
と
い
う（

69
）

︒
ま
た
翠
濤
は
観
阿
が
八
十
賀
の
茶
会
で
使
用
し
た
と
い
う
「
雨
漏

茶
碗
」
も
入
手
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
点
か
ら
一
月
七
日
の
翠
濤
を
招
い
た

時
お
よ
び
︑
時
期
は
不
明
な
が
ら
篠
原
長
兵
衛
を
招
い
た
と
き
で
は
濃
茶
で
使

用
す
る
茶
碗
を
替
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
こ
の
「
雨
漏
茶
碗
」
に
つ
い
て
溝
口
家
の
茶
道
具
の
蔵
帳
で
あ
る
﹃
新
発
田

御
道
具
帳
﹄
中
︑「
茶
碗
之
部
」
を
み
て
み
る
と（

70
）

︑「
高
麗
雨
漏
茶
碗
」︑「
見
明

院
様
御
道
具
　
雨
漏
手
茶
碗
　
銘
さ
ざ
れ
石
　
内
石
州
公
外
箱
宗
中
」︑「
見
廟

御
秘
蔵
　
粉
吹
雨
漏
手
茶
碗
　
銘
一
文
字
」
の
記
述
が
あ
る
︒
以
上
の
三
点
の

う
ち
い
ず
れ
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
ま
た
︑
翠
濤
は
観
阿
が
所
持
し
た
道
具
を
没
後
に
譲
渡
す
る
約
束
を
し
た
も

の
の
︑
そ
れ
ら
の
作
品
を
生
存
中
に
貰
い
受
け
た
よ
う
で
︑
こ
の
と
き
観
阿
は

道
具
類
に
熨
斗
を
つ
け
て
送
っ
て
き
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
挙
げ
ら

れ
た
「
青
貝
八
仙
大
硯
屏
」
は
︑
観
阿
が
晩
年
ま
で
所
持
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
以
上
の
こ
と
か
ら
観
阿
は
溝
口
家
の
ほ
か
の
器
物
の
鑑
定
に
関
与
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
後
も
同
家
旧
蔵
品
の
鑑
定
や
道
具
の
取
次
ぎ
に
よ
り
多

く
の
道
具
が
溝
口
家
に
売
却
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
観
阿
の
所

持
品
も
含
め
た
作
品
を
溝
口
家
が
入
手
し
た
た
め
︑
同
家
は
優
れ
た
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
た（

71
）

︒

　

四
　
む
す
び

　
観
阿
の
行
状
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
不
昧
や
翠
濤
の
交
流
の
一
端
が
指
摘

さ
れ
る
も
︑
そ
の
実
態
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
︒
今
回
の
調
査
に
よ
り
観
阿
が

不
昧
の
も
と
に
出
入
り
し
て
い
た
と
き
の
茶
会
記
︑
お
よ
び
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
が
所
蔵
す
る
溝
口
家
史
料
か
ら
︑
不
昧
没
後
の
観
阿
の
行
状
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

　
今
回
の
溝
口
家
史
料
の
調
査
か
ら
観
阿
寿
像
（
立
像
）
が
判
明
し
た
︒
観
阿

の
容
姿
に
つ
い
て
は
翠
濤
お
よ
び
元
義
に
よ
る
二
つ
の
「
苦
楽
翁
行
楽
図
」
が

あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
溝
口
家
史
料
か
ら
元
義
に
よ
る
小
引
を
明
ら
か
に
し
︑
元

義
も
観
阿
と
交
流
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
︒
ま
た
観
阿
と
翠

濤
と
の
交
流
で
は
茶
会
へ
の
往
来
の
ほ
か
︑
観
阿
が
翠
濤
に
画
を
所
望
す
る
な

ど
の
交
流
が
み
ら
れ
た
︒

　
従
来
の
研
究
で
も
重
源
に
よ
る
「
法
華
勧
進
状
」
を
東
大
寺
へ
寄
進
し
て
い

る
こ
と
や
︑
墓
碑
銘
か
ら
弘
福
寺
の
千
体
仏
一
体
を
安
置
す
る
荘
厳
の
補
修
を

二
度
行
っ
て
い
る
な
ど
信
仰
深
い
一
面
が
知
ら
れ
て
い
た
︒
今
回
の
調
査
に
よ

り
︑
法
隆
寺
に
も
額
箱
を
寄
進
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒
ま
た
法
隆
寺
に

寄
進
し
た
額
箱
の
漆
書
か
ら
観
阿
に
は
妻
観
勢
の
ほ
か
息
子
信
䩜
が
い
た
こ
と

を
確
認
し
た
︒
こ
の
信
䩜
と
い
う
人
物
は
︑
別
号
と
し
て
弥
山
を
名
乗
っ
て
い

た
こ
と
も
判
明
し
た
︒
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観
阿
八
十
賀
に
際
し
て
は
正
月
か
ら
複
数
回
に
わ
た
り
茶
会
を
開
催
し
て
お

り
︑
翠
濤
は
正
月
七
日
に
招
か
れ
て
い
た
︒
こ
の
と
き
翠
濤
は
記
念
に
羊
遊
斎

作
「
一
閑
張
桃
之
絵
細
棗
」
を
貰
っ
て
い
る
点
か
ら
︑
茶
会
の
記
念
と
し
て
こ

の
細
棗
が
配
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
棗
を
収
納
す
る
箱
側
面
に
は
︑
前
年
十

月
五
日
に
翠
濤
に
献
上
し
た
短
冊
の
歌
が
書
か
れ
て
い
た
︒
今
回
の
調
査
で
は

観
阿
に
よ
る
八
十
賀
の
茶
会
記
を
確
認
し
︑
先
述
の
棗
の
ほ
か
十
人
に
は
桑
昔

竹
形
茶
杓
が
配
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒
ま
た
こ
の
茶
会
の
広
間
席
で

使
用
さ
れ
た
狩
野
山
楽
画
三
宅
亡
羊
賛
「
福
禄
寿
」
が
現
存
す
る
こ
と
を
確
認

し
た
︒

　
溝
口
家
の
記
録
か
ら
︑
同
家
の
所
蔵
し
た
作
品
の
う
ち
観
阿
の
取
次
ぎ
が
確

認
さ
れ
る
作
品
は
古
筆
了
伴
が
所
持
し
た
大
燈
国
師
墨
蹟
「
日
山
之
賦
」︑
額

字
「
聻
」︑
安
部
家
が
所
持
し
た
井
戸
脇
茶
碗
︑
観
阿
自
身
も
所
持
し
た
小
堀

遠
州
所
持
の
三
不
点
茶
箱
の
四
件
で
あ
っ
た
︒
こ
の
ほ
か
売
立
目
録
か
ら
観
阿

の
箱
書
が
あ
る
溝
口
家
伝
来
品
は
十
一
件
確
認
で
き
る
︒
観
阿
に
よ
る
取
次
ぎ

お
よ
び
譲
渡
が
︑
翠
濤
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
と
そ
の
質
の
向
上
に
お
い
て
大

き
く
寄
与
し
た
︒

　
こ
の
よ
う
な
美
術
品
売
買
や
鑑
定
な
ど
の
活
動
は
観
阿
の
生
業
と
な
っ
て
い

た
︒
観
阿
自
身
が
︑
美
術
品
を
供
給
す
る
側
に
あ
っ
て
︑
質
の
高
い
美
術
品
を

選
択
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
ま
た
諸
家
へ
の
出
入
り
を
可
能
と
し
た
の
は
︑
青

年
期
の
不
昧
と
の
交
流
︑
後
年
は
翠
濤
と
の
交
流
な
ど
と
と
も
に
酒
井
抱
一
︑

古
筆
了
伴
︑
西
村
藐
庵
な
ど
の
江
戸
に
お
け
る
画
家
︑
鑑
定
家
︑
美
術
品
蒐
集

家
等
と
の
交
流
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
︑
作
品
を
見
極
め
る
優
れ
た
眼
力
を

養
っ
て
き
た
点
に
あ
る
︒

　
観
阿
に
よ
る
取
次
ぎ
で
道
具
を
売
却
す
る
活
動
は
溝
口
家
に
限
ら
ず
他
家
で

も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
︑
観
阿
の
経
済
活
動
と
み
た
場
合
︑
そ
の
財
力
が
背
景

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

謝 

辞
： 

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
東
大
寺
︑
法
隆
寺
︑
福
岡
市

美
術
館
︑
東
大
寺
図
書
館
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
︑
江
戸
東
京
博
物
館
︑
東
京
文
化
財

研
究
所
︑
同
志
社
大
学
ラ
ー
ネ
ッ
ド
記
念
図
書
館
︑
上
野
道
善
師
︑
個
人
の
御
所
蔵
家
の

皆
様
︑
漢
文
の
読
み
下
し
の
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
東
京
学
芸
大
学
教
授
高
橋
忠
彦
氏
に

深
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒

付 

記
： 

売
立
目
録
の
調
査
は
宮
武
慶
之
（
研
究
代
表
者
）︑
財
津
永
次
「
売
立
目
録
所
載
の
墨

蹟
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
に
よ
る
筆
跡
の
検
討
」（
平
成
二
十
六
年
度
出
光
文
化
福
祉
財
団
研

究
助
成
）
に
よ
る
︒

注（
1
）  

「
江
戸
後
期
の
茶
人
︒
名
は
明
昭
︑
号
は
物
外
・
聴
笙
・
指
月
斎
・
苦
楽
庵
︑
通
称
を

丸
屋
善
右
衛
門
・
太
郎
兵
衛
︒
多
数
蔵
し
た
書
画
骨
董
を
人
に
与
え
て
︑
剃
髪
し
て
浅

草
に
庵
を
結
ん
だ
︒
鑑
識
に
長
じ
︑
松
平
不
昧
の
名
器
収
集
に
も
力
を
貸
し
た
」（﹃
原

色
茶
道
大
辞
典
﹄
淡
交
社
︑
一
九
七
五
年
）︒

（
2
）  
観
阿
の
父
に
あ
た
る
人
物
は
宗
徧
流
の
門
人
で
松
沢
宗
見
に
師
事
し
て
︑
陸
庵
︑
晩

入
軒
︑
隠
正
と
号
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
千
宗
左
監
修
﹃
茶
道
の
源
流
（
第

六
巻
）﹄
淡
交
社
︑
一
九
八
三
年
︑
一
九
五
頁
︒
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（
3
）  
高
橋
梅
園
﹃
茶
禅
不
昧
公
﹄
宝
雲
舎
︑
一
九
四
四
年
︑
二
一
一
頁
︒

（
4
）  
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」﹃
名
家
談
叢
﹄
一
四
号
︑
一
八
九
六
年
︑

四
八
︱
五
一
頁
︒
お
よ
び
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観
阿
を
云
ふ
」﹃
名
家
談

叢
﹄
一
六
号
︑
一
八
九
六
年
︑
四
八
︱
五
三
頁
︒

（
5
）  

高
橋
箒
庵
﹃
東
都
茶
会
記
（
第
三
輯
下
）﹄
箒
文
社
︑
一
九
一
六
年
︑
一
七
︱
一
九
頁
︒

（
6
）  

高
橋
義
雄
﹃
近
世
道
具
移
動
史
﹄
慶
文
堂
︑
一
九
三
〇
年
︑
一
四
八
︱
一
五
〇
頁
︒

そ
の
ほ
か
︑
同
書
に
は
観
阿
と
翠
濤
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒「
溝

口
家
は
越
後
新
発
田
藩
主
で
︑
文
政
頃
号
を
翠
濤
と
云
は
れ
た
好
事
の
主
人
あ
り
︑
彼

の
観
阿
白
醉
庵
を
寵
遇
し
茶
事
に
執
心
に
し
て
盛
ん
に
名
器
を
買
収
せ
ら
れ
た
の
で
︑

各
般
の
什
器
が
潤
沢
で
あ
っ
た
︒」

（
7
）  

相
見
香
雨
「
白
酔
葊
芳
村
観
阿
」︑中
野
三
敏
︑菊
竹
淳
一
共
編
﹃
相
見
香
雨
集
（
四
）﹄

青
裳
堂
書
店
︑
一
九
九
六
年
︑
二
八
八
︱
三
〇
一
頁
︒

（
8
）  

こ
の
内
容
は
前
掲
注
（
4
）
の
忘
我
逸
人
に
よ
る
「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」
お

よ
び
︑
そ
の
続
編
で
あ
る
「
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観
阿
を
云
ふ
」
の
内
容
と
同
一
で

あ
り
︑
抄
録
本
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
9
）  

中
井
浩
水
「
白
醉
庵
観
阿
」﹃
陶
説
﹄
第
四
二
号
︑
日
本
陶
磁
器
協
会
︑
一
九
五
六
年
︑

三
〇
︱
三
二
頁
︒

（
10
）  

満
岡
忠
成
「
白
醉
庵
観
阿
（
上
）」﹃
茶
道
雑
誌
﹄
六
月
号
︑
一
九
六
五
年
︑
一
九
︱

二
四
頁
︒
お
よ
び
満
岡
忠
成
「
白
醉
庵
観
阿
（
下
）」﹃
茶
道
雑
誌
﹄
七
月
号
︑

一
九
六
五
年
︑
一
八
︱
二
二
頁
︒

（
11
）  

邑
木
千
以
「
芳
村
観
阿
作
赤
楽
茶
碗
銘
若
草
」﹃
茶
道
雑
誌
﹄
十
一
月
号
︑
一
九
七
一

年
︑
一
〇
三
︱
一
〇
六
頁
︒

（
12
）  

郷
家
忠
臣
「
評
伝
原
羊
遊
斎
」
五
島
美
術
館
編
﹃
羊
遊
斎
江
戸
琳
派
の
蒔
絵
師
﹄
五

島
美
術
館
︑
一
九
九
九
年
︑
一
四
四
︱
一
四
五
頁
︒

（
13
）  

前
掲
注
（
8
）
相
見
香
雨
「
白
酔
葊
芳
村
観
阿
」︑
二
九
〇
頁
︒

（
14
）  

宮
栄
二
「
溝
口
翠
濤
と
観
阿
の
こ
と
な
ど
」﹃
知
音
﹄
第
五
〇
号
︑
一
九
五
四
年
︑
八

︱
一
一
頁
︒
な
お
宮
は
同
書
に
お
い
て
竹
花
入
銘「
時
雨
」（
八
十
翁
）︑竹
水
指（
八
十
一

翁
）︑
自
作
赤
黒
茶
碗
「
隠
︹
陰
カ
︺
陽
」（
七
十
五
翁
）︑
観
阿
好
一
閑
張
細
棗
桃
ノ
絵

（
八
十
翁
）︑
自
作
赤
香
合
鈴
形
（
七
十
三
翁
）︑
観
阿
好
薄
茶
器
瓢
（
七
十
翁
）︑
自
作

茶
杓
銘
「
陰
陽
（
達
磨
︑維
摩
）」（
七
十
翁
観
阿
）︑一
角
茶
杓
銘
「
八
仙
張
果
老
」（
七
十
四

翁
）︑
竹
蓋
置
二
個
（
八
十
翁
）
を
紹
介
し
て
い
る
︒

（
15
）  

弘
福
寺
の
概
観
に
つ
い
て
︑
文
化
文
政
期
に
編
纂
さ
れ
た
﹃
新
編
武
蔵
国
風
土
記
稿
﹄

を
み
る
と
︑
境
内
に
千
体
仏
が
あ
っ
た
と
の
記
述
は
確
認
で
き
な
い
︒

（
16
）  

關
根
只
誠
﹃
名
人
忌
辰
録
﹄（
六
合
館
︑
一
九
二
五
年
）
で
観
阿
の
項
を
み
て
み
る
と

以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒「
吉
村
観
阿
　
物
外
　
芝
丸
屋
町
に
住
す
　
通
称
丸
屋
善

右
衛
門
剃
髪
し
て
白
醉
庵
観
阿
号
苦
楽
庵
　
嘉
永
元
申
年
六
月
十
九
日
歿
す
　
西
本
願

寺
福
原
寺
に
葬
る
」（
二
八
頁
）︒

 
 

記
述
か
ら
観
阿
は
芝
丸
屋
町
の
住
人
で
あ
っ
た
と
さ
れ
︑
藐
庵
の
碑
文
の
記
述
に
あ

る
芝
の
生
ま
れ
と
合
致
す
る
︒
通
称
を
丸
屋
善
右
衛
門
と
し
て
い
る
が
︑
碑
文
中
の
太

郎
兵
衛
名
が
適
当
で
︑
善
衛
門
と
あ
る
が
詳
細
は
不
詳
︒
剃
髪
し
て
と
あ
る
が
︑
こ
れ

は
鵬
斎
の
碑
文
に
よ
る
と
三
十
四
歳
の
と
き
に
遁
世
し
て
出
家
し
た
こ
と
を
さ
す
︒

（
17
）  

前
掲
注
（
4
）
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」︑
四
八
︱
四
九
頁
︒

（
18
）  

前
掲
注
（
7
）
中
井
浩
水
「
白
醉
庵
観
阿
」︑
三
一
頁
︑
お
よ
び
奈
良
市
編
﹃
奈
良
市

史
（
書
跡
篇
）﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
三
年
︑
一
二
七
︱
一
三
〇
頁
︒
こ
れ
ら
で
は
奥

書
の
観
阿
の
墨
書
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
︑
図
版
で
紹
介
す
る
の
は
本
稿
が
初

め
て
で
あ
る
︒

（
19
）  

高
橋
箒
庵
﹃
東
都
茶
会
記
（
第
五
輯
上
）﹄
箒
文
社
︑
一
九
一
八
年
︑
一
二
九
頁
︒

（
20
）  

高
橋
箒
庵
は
︑
大
正
六
年
五
月
四
日
に
奈
良
の
中
村
雅
真
宅
を
訪
れ
た
際
︑
こ
の
勧

進
状
を
拝
見
し
て
お
り
︑
巻
末
に
あ
る
観
阿
の
記
文
を
紹
介
し
て
い
る
︒
前
掲
注
（
19
）

高
橋
箒
庵
﹃
東
都
茶
会
記
（
第
五
輯
上
）﹄︑
一
二
三
︱
一
三
〇
頁
︒

（
21
）  
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
集
委
員
会
編
﹃
法
隆
寺
の
至
宝
　
昭
和
資
財
帳
（
第
十
四
巻
）﹄

小
学
館
︑
一
九
九
九
年
︑
四
一
頁
︒
同
書
に
図
版
（
27
黒
漆
塗
箱
天
保
十
三
年
）
が
所

載
さ
れ
る
︒
ま
た
箱
書
き
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
（
同
一
八
九
頁
）︒

 
 

　︻
箱
蓋
表
︼
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法
隆
寺
／
弘
法
大
師
／
御
真
蹟
／
御
額
／
円
明
院

 
 

　︻
蓋
裏
︼

 
 

　 
天
保
壬
寅
秋
造
此
額
箱
以
寄
附
／
東
都
　
白
酔
庵
／
吉
村
観
阿
「
花
押
」
／
同
　

観
勢
女
／
同
　
信

 
 

　
□

⎝
マ
マ
⎠（
花
押
）
／
漆
工
貞
次

 
 

　︻
身
外
底
︼

 
 

　
苦
楽
翁
七
十
八
歳
「
花
押
」
／
片
店
　
□

⎝
マ
マ
⎠
山
「
花
押
」

（
22
）  

前
掲
注
（
4
）
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観
阿
を
云
ふ
」︒
同
書
に
は
他
に

も
法
隆
寺
に
関
し
︑
蓮
蒔
絵
経
箱
を
酒
井
抱
一
が
入
手
し
た
条
（
四
八
頁
）︑
法
隆
寺
か

ら
放
出
さ
れ
た
古
作
杉
の
釈
迦
尊
像
の
条
（
五
〇
頁
）
な
ど
の
記
述
が
み
ら
れ
る
︒

（
23
）  

樋
口
秀
雄
は
天
保
十
三
年
の
出
開
張
の
意
義
を
︑「
一
般
人
の
法
隆
寺
崇
敬
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
好
古
学
的
関
心
を
呼
ん
だ
こ
と
で
大
き
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
︒
樋
口
秀
雄

「
元
禄
天
保
法
隆
寺
霊
宝
の
江
戸
開
帳
︱
︱
そ
の
経
過
と
意
義
に
つ
い
て
」﹃
東
京
国
立

博
物
館
研
究
誌
﹄
第
九
九
号
︑
一
九
五
九
年
︑
二
四
︱
二
六
頁
︒

（
24
）  

こ
の
茶
杓
は
観
阿
に
よ
る
共
筒
茶
杓
で
︑
筒
の
〆
印
は
阿
に
丸
印
を
押
し
︑
墨
書
で

「
無
量
寿
　
茶
ヒ
而
喫
之
人
延
命
也
　
白
醉
庵
観
阿
（
花
押
）」
と
あ
る
︒

（
25
）  

前
掲
注
（
7
）
中
井
浩
水
「
白
醉
庵
観
阿
」︑
三
一
頁
︒

（
26
）  

前
掲
注
（
3
）
高
橋
梅
園
﹃
茶
禅
不
昧
公
﹄︑
二
二
〇
頁
よ
り
︒
原
本
の
所
在
は
不
明
︒

た
だ
し
高
橋
梅
園
「
芳
村
観
阿
と
不
昧
公
」﹃
古
美
術
﹄
第
一
五
七
号
（
宝
雲
舎
︑

一
九
四
四
年
）︑
四
〇
︱
四
六
頁
で
は
︑
松
江
の
旧
藩
臣
田
口
彌
十
郎
翁
の
所
持
し
て
い

た
写
本
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒

（
27
）  

﹃
雲
州
公
御
蔵
帳
﹄
に
は
不
昧
の
購
入
し
た
多
数
の
道
具
が
所
載
さ
れ
る
︒
不
昧
に
道

具
を
取
り
次
い
だ
人
物
に
は
︑
伏
見
屋
甚
右
衛
門
︑
加
賀
屋
作
右
衛
門
︑
本
屋
惣
吉
︑

竹
屋
忠
兵
衛
︑
河
内
屋
宗
済
︑
谷
松
屋
貞
八
︑
竹
屋
喜
助
︑
切
屋
八
左
衛
門
︑
山
越
利

兵
衛
︑
墨
屋
助
三
郎
︑
谷
松
屋
権
兵
衛
︑
道
具
屋
道
勝
ら
が
い
る
︒
こ
の
ほ
か
で
は
狩

野
小
右
衛
門
や
狩
野
養
川
院
も
不
昧
に
道
具
を
取
り
次
い
で
い
る
︒

（
28
）  

加
藤
義
一
郎
﹃
不
昧
公
茶
会
記
抄
﹄
雅
俗
山
荘
︑
一
九
四
五
年
︑
八
九
︱
九
二
頁
︒

（
29
）  

宮
崎
幸
麿
編
﹃
茶
道
宝
鑑
（
初
編
　
中
巻
）﹄
青
山
堂
︑
一
九
一
〇
年
︑
利
休
堂
の
項
︒

（
30
）  

前
掲
注
（
28
）
加
藤
義
一
郎
﹃
不
昧
公
茶
会
記
抄
﹄︑
九
一
頁
︒

（
31
）  

林
屋
晴
三
編
﹃
日
本
の
陶
磁
（
第
四
巻
）﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
八
年
︑
八
九
頁
︒

（
32
）  

前
掲
注
（
5
）
高
橋
箒
庵
﹃
東
都
茶
会
記
（
第
三
輯
下
）﹄︑
一
七
頁
︒

（
33
）  

﹃
幽
清
館
雑
記
﹄
第
一
︱
第
十
二
巻
（
う
ち
第
九
巻
は
欠
）︑﹃
千
貫
樹
記
﹄︑﹃
小
浦
浪

記
﹄
よ
り
な
る
︒
東
京
大
学
資
料
編
纂
所
蔵
︑
請
求
記
号
溝
口
家
史
料
︱
3
2
5
︒

（
34
）  

﹃
戯
画
肖
像
並
略
伝
﹄
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
︑
請
求
記
号
溝
口
家
史
料
︱
1
6
9
︒

（
35
）  

前
掲
注
（
4
）
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
も
の
か
た
り
」︑
四
八
︱
四
九
頁
︒

（
36
）  

酒
井
抱
一
「
隣
家
鶯
」﹃
句
藻
﹄︒
玉
蟲
敏
子
﹃
都
市
の
な
か
の
絵
︱
︱
酒
井
抱
一
の

絵
事
と
そ
の
遺
響
﹄
星
雲
社
︑
二
〇
〇
四
年
︑
四
九
一
頁
よ
り
再
引
用
︒

（
37
）  

前
掲
注
（
14
）
宮
栄
二
「
溝
口
翠
濤
と
観
阿
の
こ
と
な
ど
」︑
一
〇
頁
︒

（
38
）  

こ
の
茶
器
に
つ
い
て
満
岡
は
白
醉
庵
好
み
の
薄
茶
器
と
し
て
瓢

ひ
さ
ご

を
紹
介
し
て
お
り
︑

箱
書
に
は
以
下
の
よ
う
な
墨
書
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
︒「
賀
　
百
二
十
之
内
　

白
醉
庵
苦
楽
翁
古
稀
　（
花
押
）」
前
掲
注
（
10
）
満
岡
忠
成
「
白
醉
庵
観
阿
（
下
）」︑

一
九
頁
︒

（
39
）  

中
井
は
茶
器
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒「
丸
形
の
小
瓢
に
鉛
と
金
粉
に
て

夕
顔
の
葉
と
蔓
を
描
き
︑
内
部
は
黒
漆
に
荒
粉
︑
賀
百
二
十
五
ノ
内
古
稀
と
箱
書
」
前

掲
注
（
7
）
中
井
浩
水
「
白
醉
庵
観
阿
」︑
三
一
頁
︒

 
 

記
述
の
茶
器
の
形
状
か
ら
類
推
さ
れ
る
作
品
と
し
て
藤
村
庸
軒
好
み
の
回
也
香
合
が

あ
る
︒
回
と
は
孔
子
の
弟
子
中
︑
最
も
優
れ
た
弟
子
で
あ
り
瓢
を
愛
用
し
た
人
物
・
顔

回
で
あ
る
︒
観
阿
が
七
十
賀
に
際
し
て
は
︑
七
十
七
人
の
弟
子
す
な
わ
ち
七し
ち

十じ
っ

子し

の

「
七
十
」
と
七
十
歳
に
ち
な
ん
で
作
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
40
）  

画
中
の
百
敷
の
歌
と
は
︑﹃
続
後
撰
集
（
巻
十
八
︑
雑
下
）﹄
に
あ
る
順
徳
天
皇

（
一
一
九
七
︱
一
二
四
二
）
の
「
百
敷
や
古
き
軒
端
の
し
の
ぶ
に
も
な
ほ
あ
ま
り
あ
る
昔

な
り
け
り
」
で
あ
る
︒

（
41
）  

売
立
目
録
に
は
「
七
七
　
御
本
兎
耳
香
炉
　
白
酔
庵
所
持
　
溝
口
家
伝
来
」
と
あ
る
︒

売
立
目
録
﹃
一
木
庵
高
橋
家
所
蔵
品
入
札
﹄
東
京
美
術
倶
楽
部
︑
一
九
三
〇
年
︒
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（
42
）  
熊
倉
功
夫
︑
原
田
茂
弘
校
註
﹃
東
都
茶
会
記
﹄
近
代
茶
会
史
料
集
成
（
二
）︑
淡
交
社
︑

二
〇
〇
〇
年
︑
四
一
〇
︱
四
一
一
頁
︒
同
書
に
は
こ
の
香
炉
の
箱
墨
書
に
つ
い
て
の
記

述
が
あ
る
︒
箒
庵
は
明
治
三
十
五
年
頃
に
溝
口
家
と
の
直
接
取
引
に
よ
り
︑
六
十
点
の

道
具
を
入
手
し
て
い
る
が
︑
こ
の
香
炉
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
43
）  

宮
武
慶
之
「
明
治
期
に
お
け
る
溝
口
家
の
道
具
移
動
史
」﹃
人
文
﹄
第
一
三
号
︑
学
習

院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
二
三
︱
二
五
二
頁
︒

（
44
）  

な
お
︑
観
阿
八
十
歳
の
と
き
に
は
先
述
の
川
瀬
家
旧
蔵
の
茶
杓
一
件
の
ほ
か
に
︑
現

在
︑
個
人
が
所
蔵
す
る
観
阿
筆
短
冊
「
老
松
」
が
あ
る
︒
こ
の
短
冊
は
︑
檀
紙
に
雲
母

を
引
き
︑
切
箔
を
散
ら
し
菊
の
押
模
様
が
あ
る
︒
老
松
と
題
し
て
次
の
よ
う
な
歌
一
首

が
書
か
れ
る
︒

 
 

年
こ
と
に
緑
を
そ
ふ
る
常
盤
木
の
松
の
齢
そ
か
き
り
し
ら
れ
す

 
 

歌
意
は
老
松
の
常
緑
を
祝
っ
た
内
容
で
︑
署
名
に
「
白
醉
庵
　
八
十
翁
　
観
阿
（
花

押
）」
と
あ
る
︒

（
45
）  

大
正
三
年
三
月
二
十
九
日
︑
上
野
鶯
谷
国
華
倶
楽
部
に
お
い
て
福
禄
寿
会
が
開
催
さ

れ
た
︒
こ
の
会
は
池
内
就
富
が
七
十
二
歳
で
あ
っ
た
が
︑
古
稀
祝
賀
の
た
め
︑
諸
家
に

所
蔵
さ
れ
る
福
禄
寿
の
画
幅
が
展
示
さ
れ
た
︒
溝
口
伯
爵
家
は
次
の
作
品
を
出
品
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒「
同
家
出
品
の
狩
野
伊
⎝
晴
⎠

川
院
が
鶴
を
画
き
︑
溝
口
家
の
祖
先
翠
濤

侯
が
福
禄
寿
を
画
き
︑
其
上
に
小
堀
宗
中
が
色
か
へ
ぬ
松
と
竹
と
の
末
の
世
を
何
れ
久

し
と
君
の
み
そ
見
む
の
賛
を
書
き
た
る
者
は
︑
是
れ
亦
固
よ
り
小
品
な
れ
ど
も
茶
人
の

喜
ぶ
べ
き
洒
落
幅
な
り
」（
熊
倉
功
夫
︑原
田
茂
弘
校
註
﹃
東
都
茶
会
記
（
二
）﹄
淡
交
社
︑

一
九
八
九
年
︑
二
六
︱
二
七
頁
）︒

 
 

記
述
か
ら
︑
観
阿
の
所
望
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
作
品
と
同
一
の
内
容
で
あ
る
︒
そ
の

後
︑
溝
口
家
の
所
蔵
品
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
︑
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒

一
つ
は
観
阿
が
所
望
し
た
当
日
︑
控
え
に
も
う
一
つ
作
成
さ
れ
︑
翠
濤
自
身
が
所
持
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
︒
二
つ
は
観
阿
が
歿
後
︑
妻
の
観
勢
が
溝
口
家
に
返
献
し
た
作
品

で
あ
る
こ
と
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
で
あ
る
︒

（
46
）  

こ
の
歌
は
﹃
拾
遺
抄
（
巻
第
五
）﹄
の
斎
宮
内
侍
に
よ
る
一
首
で
あ
る
︒

（
47
）  

「
加
納
藩
家
老
︒
藩
主
永
井
尚
典
・
尚
服
に
仕
え
る
︒
篠
原
家
は
代
々
加
納
藩
永
井
氏

の
上
席
家
老
と
し
て
仕
え
︑
主
と
し
て
江
戸
詰
で
︑
行
財
政
を
担
当
し
た
︒
慶
応
年
間

の
分
限
帳
に
は
︑
一
千
百
石
・
筆
頭
家
老
と
な
っ
て
い
る
︒
幕
末
の
藩
主
尚
服
は
慶
応

四
年
六
月
に
︑
寺
社
奉
行
か
ら
若
年
寄
に
進
ん
だ
︒
将
軍
徳
川
慶
喜
が
賊
名
を
受
け
た

お
り
︑
尚
服
は
嫌
疑
を
受
け
た
︒
長
兵
衛
は
老
齢
で
あ
っ
た
が
︑
種
々
画
策
し
て
︑
よ

う
や
く
藩
を
存
続
さ
せ
た
︒
明
治
二
年
議
政
局
執
政
と
な
っ
た
が
︑
同
四
年
廃
藩
置
県

と
と
も
に
隠
退
し
た
」（
家
臣
人
名
事
典
編
纂
委
員
会
編
﹃
三
百
藩
家
臣
人
名
事
典
（
第

三
巻
）﹄
新
人
物
往
来
社
︑
一
九
八
八
年
︑
四
三
八
︱
四
三
九
頁
）︒

（
48
）  

所
蔵
家
の
教
示
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
茶
杓
と
付
属
す
る
茶
会
記
は
︑
維
新
後
に
加
納
に

戻
っ
た
篠
原
長
兵
衛
が
遠
藤
香
雨
に
与
え
た
も
の
と
の
こ
と
で
あ
る
︒

（
49
）  

こ
の
棗
を
収
納
す
る
箱
墨
書
に
は
観
阿
に
よ
り
「
嵯
峨
棗
柳
之
画
　
白
醉
庵
（
花
押
）」

と
あ
る
︒
池
田
巌
﹃
嵯
峨
棗
﹄
淡
交
社
︑
二
〇
〇
三
年
︑
一
四
二
頁
︒

（
50
）  

草
間
直
方
﹃
茶
器
名
物
図
彙
﹄
彩
文
社
︑
一
九
七
六
年
︑
三
二
一
︱
三
二
二
頁
︒

（
51
）  

「
観
阿
宅
座
敷
は
古
形
を
以
て
造
作
せ
り
︑
山
城
国
薪
木
村
酬
恩
庵
一
休
和
尚
廟
所
存

在
の
寺
境
内
に
︑
佐
川
田
喜
六
と
い
へ
る
者
隠
遁
の
地
あ
り
︑
其
居
所
の
作
事
を
形
取

り
申
候
︑
佐
川
田
は
続
畸
に
載
せ
て
あ
る
人
な
り
︑
茶
室
は
南
都
東
大
寺
に
あ
る
一
尾

伊
織
好
の
形
を
模
せ
る
な
り
」（
前
掲
注
（
4
）
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観

阿
を
云
ふ
」︑
四
三
頁
）︒

（
52
）  

茶
会
記
か
ら
︑
小
堀
遠
州
の
書
付
が
あ
る
存
星
柚
香
合
と
し
て
著
名
な
作
品
で
は
︑

現
在
個
人
が
所
蔵
す
る
遠
州
蔵
帳
所
載
の
存
星
柚
香
合
が
あ
る
が
︑
観
阿
に
よ
る
書
付

な
ど
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
︒

（
53
）  

そ
も
そ
も
福
禄
寿
と
は
︑
福
は
子
供
に
恵
ま
れ
る
こ
と
︑
禄
は
財
産
に
恵
ま
れ
る
こ

と
︑
寿
は
長
寿
に
恵
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
改
め
て
構
図
を
み
て
み
る
と
「
福
」

を
表
す
童
子
（
子
供
）︑「
禄
」
を
表
す
鶴
（
財
）︑「
寿
」
を
表
す
亀
（
長
寿
）
と
な
る
︒

（
54
）  

本
図
に
は
方
印
で
「
楽
」
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
﹃
本
朝
画
史
﹄

お
よ
び
山
楽
研
究
で
の
先
行
研
究
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
印
譜
を
み
て
も
︑
こ
の
印
は

確
認
さ
れ
な
い
︒
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（
55
）  

筆
跡
を
み
て
み
る
と
最
後
の
行
で
墨
継
ぎ
を
し
て
お
り
︑
こ
こ
が
書
き
出
し
の
よ
う

な
印
象
を
受
け
る
︒
し
か
し
亡
羊
の
書
作
品
を
み
る
と
︑
書
き
出
し
は
墨
を
筆
に
あ
ま

り
含
ま
せ
ず
に
書
き
出
し
て
︑
途
中
か
ら
墨
を
含
ま
せ
て
書
い
て
い
る
︒
し
か
も
全
体

的
に
速
筆
で
書
か
れ
て
お
り
︑
こ
の
あ
た
り
が
亡
羊
の
筆
跡
の
特
徴
で
あ
る
︒

（
56
）  

前
掲
注
（
42
）
熊
倉
功
夫
︑
原
田
茂
弘
校
註
﹃
東
都
茶
会
記
﹄
近
代
茶
会
史
料
集
成

（
二
）︑
四
一
〇
︱
四
一
一
頁
︒

（
57
）  

前
掲
注
（
31
）
林
屋
晴
三
編
﹃
日
本
の
陶
磁
（
第
四
巻
）﹄︑
八
九
頁
︒

（
58
）  

収
納
す
る
箱
に
は
観
阿
に
よ
る
墨
書
で
「
観
阿
　
所
持
（
花
押
）」
と
の
記
述
が
あ
る
︒

（
59
）  

「
墨
屋
助
三
郎
青
磁
桔
梗
の
香
合
を
神
田
妙

⎝
明
⎠

神
下
に
て
銀
十
匁
に
買
取
り
夫
よ
り
河

内
屋
喜
兵
衛
が
四
十
両
出
し
て
買
入
れ
又
こ
れ
を
観
阿
は
五
十
両
に
て
買
受
け
竟
に
金

十
枚
に
払
ひ
出
せ
り
　
是
は
今
よ
り
三
十
年
余
な
れ
ば
当
時
大
約
二
百
両
位
に
も
相
成

べ
き
品
な
り
」（
前
掲
注
（
4
）
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観
阿
を
云
ふ
」︑

四
八
頁
）︒

（
60
）  

「
朽
木
様
御
隠
居
に
星
橋
樗

⎝
マ
マ
⎠と

申
せ
し
御
方
は
至
て
軸
物
好
み
多
か
り
き
︒
蘭
亭
洗
硯

の
図
︑
李
龍
眠
の
筆
な
ど
右
御
払
物
よ
り
世
間
に
相
渡
り
︑
此
こ
ろ
観
阿
は
二
十
金
に

買
取
れ
り
︒
松
平
周
防
守
様
よ
り
二
百
両
の
お
直
段
を
墨
屋
良
助
も
て
被
仰
聞
仕
合
ま

で
打
上
り
候
︒
其
他
馬
遠
の
林
和
靖
︑
李
安
忠
の
韃
人
狩
の
図
等
も
其
中
に
て
見
受
け

た
る
物
あ
り
き
」（
前
掲
注
（
4
）
忘
我
逸
人
「
白
醉
庵
数
寄
物
語
芳
村
観
阿
を
云
ふ
」︑

五
二
頁
）︒

（
61
）  

前
掲
注
（
3
）
高
橋
梅
園
﹃
茶
禅
不
昧
公
﹄︑
二
一
一
頁
︒

（
62
）  

詳
細
は
以
下
を
参
照
︒
宮
武
慶
之
「
溝
口
家
旧
蔵
の
大
燈
国
師
墨
蹟
︱
︱
物
我
両
忘

と
日
山
賦
を
中
心
に
」﹃
文
化
情
報
学
﹄
第
九
巻
第
一
号
︑
二
〇
一
三
年
︑
九
九
︱

一
一
一
頁
︒

（
63
）  

「
新
発
田
藩
江
戸
中
屋
敷
史
料
中
屋
敷
額
解
説
」
江
戸
東
京
博
物
館
蔵
︑
資
料
番
号

91221104

︑
江
戸
東
京
博
物
館
蔵
︒

（
64
）  

同
書
に
よ
れ
ば
︑
宗
中
の
箱
書
内
容
も
書
か
れ
て
い
る
︒

 
 

　
茶
箪
笥
外
箱
蓋
う
ら
書
写

 
 

　
　
江
月
筆
跡
三
不
点
之
茶
箪
笥
転
合
菴
之

 
 

　
　
什
物
宗
甫
所
持
之
品
無
紛
今
不
堪
感
情

 
 

　
　
来
由
記
云
ニ
　
　
　
　
　
　
宗
中
誌
（
巻
八
）

（
65
）  

前
掲
注
（
6
）︒

（
66
）  

宮
武
慶
之
「
溝
口
家
旧
蔵
の
茶
道
具
拾
遺
」﹃
文
化
情
報
学
﹄
第
一
一
巻
第
一
号
︑

二
〇
一
五
年
︑
三
七
頁
︒

（
67
）  

昭
和
六
年
五
月
一
九
日
︑
東
京
美
術
倶
楽
部
に
お
い
て
説
田
家
の
売
立
が
記
載
さ
れ

た
︒
説
田
家
は
江
戸
の
酒
問
屋
で
多
く
の
道
具
を
所
蔵
し
た
︒
そ
の
売
立
目
録
で
あ
る

﹃
説
田
家
蔵
品
展
観
目
録
﹄
に
は
「
九
九
　
祥
瑞
鳥
摘
福
寿
字
茶
入
　
溝
口
家
伝
来
」
が

所
載
さ
れ
て
お
り
︑
本
品
と
同
定
さ
れ
る
︒
宮
武
慶
之
「
新
発
田
御
道
具
帳
に
み
る
溝

口
家
旧
蔵
の
茶
道
具
」﹃
文
化
情
報
学
﹄
第
九
巻
第
二
号
︑
二
〇
一
五
年
︑
五
九
︱

一
一
二
頁
︒

（
68
）  

宮
武
慶
之
「
閑
極
法
雲
東
澗
道
洵
両
筆
墨
蹟
に
つ
い
て
」﹃
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
﹄
第

一
四
号
︑
八
九
︱
一
〇
四
頁
︒

（
69
）  

な
お
溝
口
家
の
掛
物
等
の
蔵
帳
で
あ
る
﹃
御
掛
物
帳
﹄「
歌
書
手
鑑
」
の
部
に
「
一
　

石
州
公
聞
書
　
一
箱
」
と
あ
り
︑
本
品
と
同
定
さ
れ
る
︒

（
70
）  

前
掲
注
（
68
）︒

（
71
）  

翠
濤
と
観
阿
と
の
交
流
を
考
え
た
場
合
︑
溝
口
家
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
「
秋
草
図

屏
風
」（
山
種
美
術
館
蔵
）
を
は
じ
め
︑
蔵
帳
に
所
載
さ
れ
る
作
品
で
も
多
く
の
抱
一
作

品
を
所
蔵
し
て
い
る
が
︑
観
阿
に
よ
る
取
次
ぎ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

︻
付
録
1
︼　
観
学
院
の
寿
蔵
碑
文
（
文
字
は
新
字
体
に
直
し
た
ほ
か
︑
読
み
や
す

さ
を
鑑
み
句
読
点
を
補
っ
た
）

白
醉
葊
観
阿
道
人
墓
表

道
人
名
観
阿
号
物
外
別
号
指
月
斎
︑
俗
称
芳
村
氏
︑
江
戸
人
也
︑
初
名
明
昭
︑
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俗
称
太
郎
兵
衛
︑
天
資
怜
悧
︑
頗
有
文
芸
︑
又
精
陸
鴻
漸
茶
道
︑
因
称
聴
笙
︑

蓋
取
諸
袁
宗
道
緩
添
炉
火
聴
瓶
笙
之
句
也
︑
其
家
多
蓄
名
書
古
画
珍
器
奇
物
︑

以
好
事
而
鳴
于
都
下
︑
然
而
自
少
時
既
有
出
離
世
間
捨
妄
帰
真
之
念
︑
遂
棄
懐

妊
之
婦
︑
遺
環
膝
之
孩
︑
剃
髪
着
緇
︑
出
家
而
不
反
︑
乃
結
団
蕉
子
郭
北
浅
草

而
居
于
此
︑
命
其
庵
曰
白
醉
︑
其
意
蓋
在
乎
以
喧
之
暖
代
酒
之
醉
也
︑
因
又
称

楽
此
軒
云
︑
時
年
三
十
四
歳
矣
︑
其
為
僧
曰
︑
出
家
珍
蔵
宝
悉
皆
贈
与
友
人
而

輪
之
︑
唯
余
俊
乗
坊
所
親
書
之
化
縁
薄
一
冊
︑
而
不
離
身
護
惜
尤
甚
︑
俊
乗
坊

名
重
源
︑
南
都
東
大
寺
中
興
弘
徳
之
師
也

高
倉
帝
︑
治
承
四
年
︑
本
寺
罹
兵
燹
火
焦
土
矣
︑

聖
武
帝
所
鋳
︑
五
丈
五
尺
昆
盧
遮
那
仏
銅
像
亦
煅
銷
矣
︑

帝
深
憂
之
︑
新
□
〘
マ
マ
〙

召
俊
乗
坊
　
勅
再
興
之
事
︑
乃
□
〘
マ
マ
〙

賜
大
勧
進
之
号
︑
而
募

化
四
方
焉
︑
此
薄
即
其
化
縁
之
薄
引
︑
所
謂
勧
進
牒
也
︑
実
希
世
之
珍
︑
而
価

当
連
城
焉
︑
今
大
勧
進
公
般

上
人
聞
之
︑
請
以
千
金
購
求
之
︑
道
人
於
是
竊
以
為
︑
吾
死
之
後
此
牒
流
落
展

転
入
于
没
字
碑
人
之
手
︑
則
受
覆
罌
之
辱
不
可
知
也
︑
或
遭
百
六
飆
廻
之
厄
︑

而
為
六
丁
所
奪
去
亦
不
可
測
也
︑
不
如
還
于
嫏
嬛
而
永
与
霊

光
倶
存
于
本
寺
也
︑
乃
謂
上
人
曰
︑
余
今
年
五
十
三
已
過
半
生
矣
︑
且
吾
上
祖

出
和
州
︑
六
世
之
祖
徒
于
江
戸
而
家
焉
︑
於
是
吾
願
竁
之
傍
割
寿
蔵
地
以
賜
之
︑

又
作
換
帖
一
通
以
付
与
之
︑
道
人
大
喜
︑
欲
立
石
以
表
其
地
︑
微
文
於
余
白
︑

如
銘
則
我
俟
吾
之
死
而
自
誌
之
︑
請
先
生
惟
述
其
事
而
已
乃
為
之
記
︑
呼
道
人

亦
可
謂
︑
奇
人
矣
︑

文
化
十
四
年
歳
丁
丑
夏
五
月

　
　
江
戸
　
亀
田
与
撰

︻
付
録
2
︼　
勧
学
院
に
あ
る
寿
蔵
に
︑
観
阿
の
没
後
に
加
え
ら
れ
た
碑
文

維
明
和
乙
酉
九
月
之
望
吾
以
降
︑
今
歳
戊
申
六
月
十
九
日
大
夢
将
覚
︑
人
之
懐

祖
吾
亦
不
免
也
︑
寧
楽
之
都
祖
先
之
所
興
︑
況
東
大
之
丘
乎
我
葬
焉
︑
爰
得
我

所
者
也
︑
乃
自
為
銘
︑
銘
曰
︑
一
有
江
都
道
人
観
阿
︑
倣
荘
之
適
︑
為
恵
之
和
︑

若
敖
若
莽
︑
心
醉
陸
茶
肚
無
陽
秋
︑
目
無
是
非
︑
視
生
如
浮
︑
視
死
如
帰
︑
今

帰
真
宅
楽
土
︑
東
大
之
厓
︑
高
一
丈
者
︑
道
人
之
室
耶
︑
観
翁
俗
称
芳
村
︑
本

吉
村
也
︑
先
考
嘗
以
財
徴
聘
于
仙
台
侯
︑
侯
之
先
君
有
諱
吉
村
公
︑
以
吉
芳
国

読
同
換
之
云
︑
翁
吾
父
執
也
︑
我
識
翁
于
六
十
二
年
︑
今
茲
将
病
死
︑
微
書
自

撰
銘
︑
父
執
之
需
奚
善
辞
︑
即
書
以
贈
︑

　
　
嘉
永
元
年
戊
申
秋
　
江
都
和
気
行
蔵

︻
付
録
3
︼　
弘
福
寺
の
墓
表

白
醉
庵
苦
楽
翁
観
阿
居
士
︑
姓
は
藤
原
︑
俗
称
吉
村
氏
な
り
︒
武
州
江
都
芝
に

生
る
︒
年
若
し
て
喫
茶
の
道
に
精
し
く
︑
家
に
古
書
画
珍
器
等
多
く
蓄
へ
︑
其

好
事
普
く
世
に
た
〻
へ
ら
る
︒
既
に
壮
年
に
及
ぶ
頃
ほ
ひ
︑
離
世
帰
真
の
意
あ

り
て
︑
自
ら
剃
髪
し
居
を
浅
草
に
占
て
︑
世
塵
を
払
ひ
︑
常
に
田
甫
を
愛
玩
す

る
こ
と
に
於
て
清
高
の
名
称
著
れ
︑
貴
賤
の
雅
客
柴
門
に
湊
ふ
︒
庵
中
扁
額
は

不
昧
源
君
筆
を
染
て
︑
楽
中
苦
苦
中
楽
と
書
せ
ら
る
︑
又
継
ぐ
に
翠
濤
源
君
其
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他
名
家
列
侯
も
常
に
庵
中
を
と
ひ
て
消
日
の
楽
と
な
す
︒
し
か
の
み
な
ら
ず
︑

積
年
仏
門
に
入
て
︑
遍
く
施
し
広
く
恵
む
の
志
あ
り
︒
其
妻
観
勢
は
浜
松
の
藩

士
瀧
原
氏
の
女
に
し
て
名
を
田
鶴
と
い
ふ
︒
貞
操
怜
悧
能
翁
が
雅
業
を
佐
く
︒

亦
翁
と
共
に
仏
法
に
帰
依
し
て
︑
葛
飾
牛
島
弘
福
禅
寺
の
鶴
峰
禅
師
を
師
と
す
︒

ひ
と
〻
せ
寺
中
に
□
⎝
マ
マ
⎠
所
の
千
体
仏
破
壊
し
︑
纔
に
什
が
一
の
残
れ
る
を
禅
師
の

憂
給
ふ
を
き
〻
て
︑
翁
に
は
か
り
て
其
荘
厳
を
新
に
す
︒
後
三
十
年
の
星
霜
を

経
て
又
損
失
し
た
り
し
を
︑
弘
化
二
乙
巳
の
と
し
再
び
修
理
を
加
へ
潤
色
古
に

復
す
︒
そ
の
善
根
を
好
め
る
こ
と
此
一
事
を
も
て
し
る
べ
き
な
り
︒
今
年
翁
齢

八
十
四
︑
観
勢
六
十
八
︑
共
に
壮
健
な
り
と
い
へ
ど
も
︑
終
に
世
を
さ
ら
む
時
︑

其
骸
を
収
る
の
地
を
お
も
ひ
は
か
ら
れ
︑
旧
師
の
因
に
よ
り
て
堯
隣
禅
師
に
乞
︒

こ
の
地
を
以
て
墳
墓
と
す
︒
よ
て
こ
た
び
そ
の
銘
を
記
む
こ
と
を
の
ぞ
む
︒
予

有
年
の
因
厚
に
よ
り
黙
止
に
よ
し
な
く
︑
拙
を
わ
す
れ
て
其
あ
ら
ま
し
を
し
る

す
こ
と
し
か
り
︒

　
于
時
嘉
永
元
年
戊
申
仲
夏
　
源
定
絢
し
る
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
応
需
藐
庵
法
橋
書
之
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表
1
　
観
阿
の
行
状

和
暦

西
暦

観
阿

（
行
年
）

事
項

明
和
2
年

1
7
6
5

1

明
昭
（
観
阿
）︑
江
戸
芝
で
生
れ
る
︒

寛
政
10
年

1
7
9
8

34

生
家
の
家
業
が
不
振
と
な
る
︒

同
年
︑
剃
髪
し
て
出
家
す
る
︒
こ
の
と
き
家
財
を
知
友
に
配
る
︒

文
化
1
年

1
8
0
4

40

松
平
不
昧
に
よ
る
谷
園
中
大
茶
湯
で
利
休
堂
の
茶
席
を
担
当
す
る
︒

文
化
5
年

1
8
0
8

44

同
年
夏
︑「
織
部
切
落
手
鉢
」（
畠
山
記
念
館
蔵
）
を
入
手
す
る
︒

文
化
12
年

1
8
1
5

51

向
島
弘
福
寺
の
改
修
を
行
う
︒

文
化
14
年

1
8
1
7

53

四
月
六
日
︑
東
大
寺
に
重
源
上
人
筆
「
法
華
勧
進
状
」
を
寄
進
︒
東
大
寺
観
学
院
に
寿
蔵
を
建
て
る
︒
墓
題
は
亀
田
鵬
斎
︒
墓
碑
銘
は
酒
井
抱
一
に
よ
る
︒

文
政
1
年

1
8
1
8

54

（
松
平
不
昧
没
）

文
政
3
年

1
8
2
0

56

溝
口
家
で
道
具
の
鑑
定
を
す
る
︒

文
政
4
年

1
8
2
1

57

溝
口
家
で
道
具
の
鑑
定
を
行
い
信
任
を
得
る
︒
正
式
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
る
︒

文
政
8
年

1
8
2
5

61

酒
井
抱
一
︑
古
筆
了
伴
ら
と
と
も
に
烏
丸
光
廣
法
要
に
参
列
す
る
︒

文
政
9
年

1
8
2
6

62

（
亀
田
鵬
斎
没
）

文
政
11
年

1
8
2
8

64

（
酒
井
抱
一
没
）

文
政
13
年

1
8
3
0

66

溝
口
翠
濤
の
茶
会
に
初
め
て
招
か
れ
る
︒

天
保
5
年

1
8
3
4

70

観
阿
︑
七
十
賀
︒

好
み
の
瓢
薄
茶
器
を
百
二
十
五
個
作
成
し
︑
知
友
に
配
る
︒

天
保
7
年

1
8
3
6

72

苦
楽
翁
行
楽
図
を
描
く
よ
う
翠
濤
︑
毛
利
元
義
に
依
頼
す
る
︒

こ
の
こ
ろ
観
阿
が
翠
濤
に
取
り
次
い
だ
作
品
で
は
小
堀
遠
州
所
持
「
三
不
点
茶
箱
」︑
古
筆
了
伴
が
所
持
し
た
八
幡
八
幡
宮
伝
来
の
額
「
聻
」
が
あ
る
︒

天
保
8
年

1
8
3
7

73

先
行
研
究
で
紹
介
さ
れ
る
自
作
品
で
は
「
光
悦
模
し
黒
瓢
箪
香
合
」︑ 

光
悦
模
し
黒
茶
碗
銘
「
や
れ
衣
」︑
黒
茶
碗
銘
「
残
雪
」
が
あ
る
︒

天
保
9
年

1
8
3
8

74

先
行
研
究
で
紹
介
さ
れ
る
作
品
で
は
観
阿
好
「
南
蛮
〆
切
建
水
」（
吉
六
作
）︑ 
観
阿
作
「
荘
子
香
合
」
が
あ
り
︑
自
作
品
で
は
「
乾
山
写
武
蔵
野
半
月
香
合
」

が
あ
る
︒

天
保
10
年

1
8
3
9

75

翠
濤
︑
観
阿
宅
で
の
茶
会
に
初
め
て
参
会
す
る
︒
こ
の
と
き
翠
濤
の
所
望
に
よ
り
観
阿
︑
御
本
兎
耳
香
炉
を
献
上
す
る
︒
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天
保
11
年

1
8
4
0

76

先
行
研
究
で
紹
介
さ
れ
る
自
作
品
で
は
観
阿
筆
一
行
「
三
冬
枯
木
花
」︑
観
阿
筆
「
達
磨
画
賛
」
が
あ
る
︒

天
保
13
年

1
8
4
2

78

同
年
︑
法
隆
寺
円
明
院
に
額
箱
を
寄
進
す
る
︒

先
行
研
究
で
紹
介
さ
れ
る
自
作
品
で
は
観
阿
好
「
珠
光
茶
碗
」（
三
浦
乾
也
作
）
が
あ
る
︒

天
保
14
年

1
8
4
3

79

こ
の
年
の
元
旦
に
茶
杓
に
「
寿
」
と
墨
書
す
る
（
個
人
蔵
）︒

溝
口
翠
濤
︑
狩
野
晴
川
院
︑
小
堀
宗
中
の
合
作
を
観
阿
が
所
望
し
︑
作
成
さ
れ
る
︒

観
阿
︑
翠
濤
へ
自
筆
の
短
冊
を
献
上
す
る
︒

こ
の
こ
ろ
八
十
賀
記
念
と
し
て
知
友
に
配
る
「
一
閑
張
桃
蒔
絵
棗
」
百
二
十
五
個
を
羊
遊
斎
に
依
頼
か
︒

（
毛
利
元
義
没
）

天
保
15
年

1
8
4
4

80

観
阿
︑
八
十
賀
︒

一
月
七
日
︑
翠
濤
が
茶
会
に
参
会
す
る
︒

茶
会
に
お
い
て
好
み
の
「
一
閑
張
桃
之
絵
細
棗
」
を
︑
知
友
に
配
る
︒
細
棗
の
ほ
か
に
桑
昔
竹
形
茶
杓
を
十
本
作
成
し
︑
知
友
に
配
る
︒

同
年
七
月
︑
古
筆
了
伴
が
所
持
し
た
大
燈
国
師
墨
蹟
「
日
山
之
賦
」
を
翠
濤
に
取
り
次
ぐ
︒

弘
化
2
年

1
8
4
5

81

再
び
弘
福
寺
の
改
修
を
行
う
︒

五
月
二
十
五
日
︑
観
阿
が
翠
濤
の
も
と
を
訪
ね
る
最
後
の
入
来
と
な
る
︒

以
後
︑
老
病
︒

嘉
永
1
年

1
8
4
8

84

観
阿
没
︒

没
す
る
九
日
前
に
遺
墨
と
し
て
扇
面
に
「
苦
楽
」
と
認
め
る
︒

翠
濤
︑
こ
の
遺
墨
を
観
勢
に
依
頼
し
て
譲
り
受
け
る
︒

没
後
︑
勧
学
院
に
碑
文
が
追
加
さ
れ
る
︒
東
大
寺
四
月
堂
に
位
牌
が
安
置
さ
れ
る
︒
弘
福
寺
に
墓
が
建
て
ら
れ
西
村
藐
庵
に
よ
る
碑
文
が
あ
る
︒
遺
骨
は
福
泉

寺
に
も
葬
ら
れ
る
︒

安
政
5
年

1
8
5
8

（
溝
口
翠
濤
没
）
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表
2
　
売
立
目
録
に
み
る
観
阿
関
係
の
溝
口
家
旧
蔵
品

番号

所
載
誌

売
立
の
開
催
年
月
日

会
場

所
載
項

作
品
名

図
版

1
﹃
東
都
寸
松
庵
主
所
蔵
品
﹄

明
治
四
十
五
年
五
月
二
十
七
日

京
都
美
術
倶
楽
部

二
五
五

呉
須
獅
子
蓋
香
炉
　
白
酔
庵
箱
書
付
　
溝
口
家
旧
蔵

○

2
﹃
高
橋
家
所
蔵
品
入
札
﹄

大
正
七
年
四
月
五
日

東
京
美
術
倶
楽
部

一
五
五

染
付
茶
碗
　
銘
腰
あ
ら
れ
　
白
酔
庵
箱
　
溝
口
家
旧
蔵

○

3
﹃
東
京
積
翠
庵
所
蔵
品
入
札
﹄

大
正
四
年
十
一
月
四
日

大
阪
美
術
倶
楽
部

五
五
一

乾
山
笹
絵
向
付
　
五
人
前
　
白
酔
庵
所
持
　
溝
口
家
蔵
品
ノ
内

○

4
﹃
水
戸
徳
川
家
音
羽
護
国
寺
並
ニ
某
家
御
蔵
品

入
札
目
録
﹄ 
大
正
十
年
十
一
月
二
十
八
日

東
京
美
術
倶
楽
部

三
八

和
漢
四
句
　
松
花
堂
︑
澤
庵
︑
江
月
︑
遠
州

了
意
了
音
外
題
　
観
阿
箱
　
　
溝
口
家
伝
来

竪
九
寸
四
分
×
巾
一
尺
四
寸
二
分

○

5

〃

二
四
四

織
部
筋
花
入
　
観
阿
箱
　
溝
口
家
伝
来

○

6
﹃
一
木
庵
高
橋
家
所
蔵
品
入
札
﹄

昭
和
五
年
十
月
二
十
七
日

東
京
美
術
倶
楽
部

七
七

御
本
兎
耳
香
炉
　
白
酔
庵
所
持
　
溝
口
家
伝
来

○

7

〃

一
二
三

時
代
　
桑
柄
灰
匙
　
箱
書
付
白
酔
庵
　
溝
口
家
伝
来

○

8
﹃
新
潟
県
新
発
田
町
安
倍
家
蔵
品
入
札
目
録
﹄

昭
和
九
年
十
一
月
十
九
日

超
願
寺

一
七
五

棕
櫚
組
底
板
手
付
籠
　
溝
口
家
伝
来
　
白
酔
庵
箱

○

9

〃

三
二
三

陳
元
贇
墨
痕
短
冊
　
白
酔
庵
箱
　
溝
口
家
伝
来

10

〃

四
三
五

唐
物
釜
鋪
　
白
酔
庵
観
阿
箱
　
溝
口
家
伝
来
　
二
枚

11
﹃
展
観
入
札
﹄

昭
和
十
五
年
四
月
五
日

京
都
美
術
倶
楽
部

二
一
三

石
川
丈
山
共
筒
象
牙
茶
杓
　
白
醉
庵
　
了
意
箱

○


