
鶴つ

る

﹇
初は

つ

日ひ

影か

げ

﹈

こ
の
お
皿
を
初
め
て
目
に
し
た
時
︑
そ
の
全
体
的

な
構こ

う

図ず

と
共
に
︑
霞か

す
み
か
ら
も
れ
る
﹁
日ひ

脚あ
し

﹂
の
美
し

さ
と
︑
そ
の
表
現
の
巧
み
さ
に
︑
思
わ
ず
見
と
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
︒

お
皿
の
絵
に
は
︑
古
来
︑
長
寿
の
象
徴
と
し
て
尊

た
っ
と

ば
れ
て
き
た
﹁
冬ふ

ゆ

鳥ど
り

の
鶴つ

る

﹂
が
︑
空
に
一
羽
舞ま

い
遊あ

そ

び
︑
地
上
に
は
︑
六
羽
群
れ
て
お
り
ま
す
︒
そ
こ
に
︑

﹁
難な

ん

を
転
じ
る
﹂
と
し
て
賞め

で
ら
れ
る
﹁
南な

ん

天て
ん

﹂
の

赤
い
実
が
添
え
て
描え

が

か
れ
︑
さ
ら
に
︑
目め

出で

度た

い
兆き

ざ

し
の
﹁
瑞ず

い

雲う
ん

﹂
が
な
び
い
て
い
ま
す
︒

と
こ
ろ
で
︑
南
天
の
実
は
︑
お
正
月
に
生い

け
花ば

な

な

ど
と
し
て
飾
ら
れ
ま
す
︒
そ
こ
で
︑﹁
朝
日
﹂
に
﹁
鶴
﹂

に
﹁
南
天
﹂
と
な
れ
ば
︑
目め

出で

度た

き
元
旦
の
﹁
初は

つ

日ひ

の
出で

﹂
で
あ
ろ
う
と
推す

い

考こ
う

い
た
し
ま
し
た
︒

こ
の
お
皿
を
手
に
入
れ
た
頃
は
︑
橘

た
ち
ば
な

守も
り

国く
に

画が

伯は
く

な
ど
の
︑
江
戸
中
期

0

0

0

0

に
出
版
さ
れ
た
絵え

手で

本ほ
ん

を
中
心

に
︑
絵え

解と

き
を
し
て
お
り
ま
し
た
︒
そ
の
後
︑﹁
北ほ

く

斎さ
い

漫ま
ん

画が

﹂
な
ど
︑
北ほ

く

斎さ
い

翁お
う

な
ど
が
出
さ
れ
た
江
戸
後

0

0

0

期0

の
絵
手
本
で
も
調
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒

さ
て
︑
嘉か

永え
い

二
年
︵
一
八
四
九
年
︶
に
編へ

ん

纂さ
ん

さ
れ
た
︑

﹁
北ほ

く

斎さ
い

画が

譜ふ

下
編
﹂︵
改
訂
前
原
題
﹁
良
り
ょ
う

美び

灑し
ゃ

筆ひ
つ

﹂︶
に
︑

見み

開ひ
ら

き
全
体
に
﹁
日ひ

脚あ
し

﹂
を
描え

が

き
︑
そ
の
中
に
鶴
が

舞
い
飛
び
︑
下
の
方
に
は
︑
家い

え

並な
み

と
共
に
︑
人
影
が

細
や
か
に
描

び
ょ
う

写し
ゃ

さ
れ
た
絵
が
載の

っ
て
お
り
ま
し
た
︒

そ
し
て
お
題
は
︑﹁
初は

つ

日ひ

影か
げ

﹂
と
有
り
ま
し
た
︒

こ
れ
で
漸よ

う
や
く
︑
絵
皿
の
意
味
の
裏
付
け
も
と
れ
︑

絵
解
き
と
し
て
は
︑
一
安
心
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

そ
し
て
︑
絵
手
本
の
﹁
遠え

ん

景け
い

﹂
を
︑
お
皿
に
﹁
近き

ん

景け
い

﹂
と
し
て
描え

が

か
れ
た
絵
師
の
感
性
は
見
事
で
す
︒

伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　一尺一寸皿葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

画「北
ほく

斎
さい

画
が

譜
ふ

 下編」（嘉永二年・一八四九年）
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二に

羽わ

の
寿じ

ゅ

帯た

い

鳥ち
ょ
う

に
寿じ

ゅ

石せ

き

﹇
代だ

い

々だ

い

長ち
ょ
う

寿じ

ゅ

﹈練れ
ん

鵲じ
ゃ
くの
別べ

っ

称し
ょ
うは
寿じ

ゅ

帯た
い

鳥ち
ょ
う︵﹁

綬
帯
鳥
﹂
と
も
︶
で
ご

ざ
い
ま
す
︵
47
︑
50
ペ
ー
ジ
参
照
︶︒
こ
の
お
皿
の
絵

に
は
︑
そ
の
寿
帯
鳥
が
二に

羽わ

︑
何
や
ら
不
思
議
な
石

の
上
に
止
ま
っ
て
お
り
ま
す
︒
こ
れ
ま
た
長
ら
く
︑

そ
の
意
味
が
分
か
ら
ぬ
ま
ま
で
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑

そ
の
絵
の
説
明
が﹁
吉き

っ

祥し
ょ
う

図ず

案あ
ん

解か
い

題だ
い

﹂︵
昭
和
十
五
年
・

一
九
四
〇
年
刊
︶
に
︑
次
の
よ
う
な
内
容
で
記し

る

さ
れ
て

お
り
ま
し
た
︒

﹁
寿じ

ゅ

帯た
い

鳥ち
ょ
うは
二に

羽わ

で
︑
帯だ

い

々だ
い

︒
帯だ

い

は
代だ

い

と
同
音
で
︑

﹃
帯
々
﹄
は
﹃
代だ

い

々だ
い

﹄
に
通
じ
る
︒﹃
石
は
寿
命
が
長

い
﹄
た
め
﹃
寿じ

ゅ

石せ
き

﹄
で
︑
長

ち
ょ
う

寿じ
ゅ

に
た
と
え
︑
吉き

っ

祥し
ょ
うを

祝
う
絵
で
あ
る
﹂︒

そ
こ
で
︑
こ
の
お
皿
の
絵
の
画が

題だ
い

は
﹁
代だ

い

々だ
い

長
ち
ょ
う

寿じ
ゅ

﹂︑
と
い
う
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
因ち

な

み
に
本
の
絵

に
は
︑
水す

い

仙せ
ん

が
描え

が

か
れ
︑﹁
代だ

い

々だ
い

寿じ
ゅ

仙せ
ん

﹂
と
題
さ
れ

て
お
り
︑
そ
の
意
は
﹁
代
々
仙
人
の
如ご

と

く
長
寿
で
あ

れ
﹂
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

さ
て
︑
こ
の
﹁
吉き

っ

祥し
ょ
う

図ず

案あ
ん

解か
い

題だ
い

﹂
は
︑
と
て
つ

も
な
く
秀

し
ゅ
う

逸い
つ

な
内
容
の
本
で
︑
江
戸
絵
皿
の
絵え

解と

き

の
迷
い
を
︑
こ
の
よ
う
な
図ず

柄が
ら

と
説
明
文
に
よ
り
︑

い
く
つ
も
解と

き
ほ
ぐ
す
事
が
出
来
ま
し
た
︒
そ
れ
と

い
う
の
も
︑
著ち

ょ

者し
ゃ

の
野の

﨑ざ
き

誠の
ぶ

近ち
か

氏
は
︑
大
学
を
終
え

る
と
中
国
に
渡
ら
れ
︑
明
治
︑
大
正
か
ら
昭
和
時
代

に
か
け
て
の
数
十
年
間
︑
仕
事
の
傍か

た
わら
に
図ず

案あ
ん

を
蒐

し
ゅ
う

集し
ゅ
うさ
れ
︑
そ
の
暗あ

ん

示じ

さ
れ
て
い
る
意
味
を
︑
膨ぼ

う

大だ
い

な

時
間
を
か
け
て
解
い
て
ゆ
か
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

こ
の
偉い

業ぎ
ょ
うは

︑
図
案
の
源

み
な
も
とで

あ
る
中
国
の
現
地
に
︑

お
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
出
来
た
事
で
︑
物
事
の
成
立
の

条
件
と
言
わ
れ
る
︑﹁
場
所
と
人
と
︑時
間
及
び
費
用
﹂

が
相
ま
っ
て
の
事
だ
と
存
じ
ま
す
︒
そ
し
て
昭
和
三

年
︵
一
九
二
八
年
︶
に
初
版
を
出
版
さ
れ
︑
そ
の
後
も

研
究
を
続
け
ら
れ
︑
そ
れ
ら
を
補お

ぎ
な
い
昭
和
十
五
年

︵
一
九
四
〇
年
︶
に
再
版
を
さ
れ
ま
し
た
︒

私
も
野
﨑
先
生
に
倣な

ら

い
︑
手
間
や
金
銭
に
執

し
ゅ
う

着じ
ゃ
くせ

ず
︑
江
戸
絵
皿
の
庶
民
文
化
を
︑
未
来
の
世よ

の
子
孫

に
伝
え
る
べ
く
︑
全
六
巻
の
完
結
ま
で
︑
生
き
続
け

る
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

　
　
　
　
　
　
　
　
甲

き
の
え

辰た
つ

　
四
月
　
七
十
六
歳

伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　一尺三寸皿
伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

﹁
吉き

っ

祥し
ょ
う

図ず

案あ
ん

解か
い

題だ
い

﹂

︵
昭
和
十
五
年
・
一
九
四
〇
年
︶
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雁か

り

﹇
雁か

り

の
見み

返か

え

り
﹈

こ
の
お
皿
に
描え

が

か
れ
た
鳥
の
姿
と
︑
そ
っ
く
り
の

絵
が
︑
寛か

ん

政せ
い

元
年
︵
一
七
八
九
年
︶
刊
の
﹁
頭

か
し
ら

書が
き

増ぞ
う

補ほ

訓き
ん

蒙も
う

図ず

彙い

﹂
の
中
に
載の

っ
て
お
り
ま
し
た
︒

鳥
の
姿
の
向
き
は
︑
左
右
逆
な
の
で
す
が
︑
裏
か

ら
透す

か
し
て
見
る
と
︑
も
う
そ
の
も
の
で
︑
鳥
の
名

は
︑﹁
雁が

ん

か
り
﹂
と
あ
り
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の

姿
は
前
か
が
み
で
︑
そ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の

か
は
︑
解と

け
ぬ
ま
ま
で
し
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
享

き
ょ
う

保ほ
う

六
年
︵
一
七
二
一
年
︶
に
出
版
さ

れ
た
﹁
画が

筌せ
ん

﹂
の
中
に
︑
鳥
の
姿
の
一い

ち

覧ら
ん

図ず

が
描え

が

か

れ
て
お
り
︑
同
じ
よ
う
な
前
か
が
み
の
鳥
の
姿
の
説

明
に
は
︑﹁
頭
を
さ
げ
て
︑
あ
と
を
見
る
勢

い
き
お
い︵

姿
︶﹂

と
書
か
れ
て
お
り
ま
し
た
︒

水
鳥
の
足
に
は
水み

ず

掻か
き

が
あ
り
︑
水す

い

上じ
ょ
うで

は
方ほ

う

向こ
う

転て
ん

換か
ん

が
た
や
す
く
出
来
て
も
︑
地
上
で
は
︑
歩
く
の
で

す
ら
お
ぼ
つ
か
な
い
た
め
︑
素
早
く
後
ろ
を
見
る
時

は
︑こ
の
よ
う
な
姿
勢
を
と
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
︒

因ち
な

み
に
︑
雁か

り

の
上
に
出
て
い
る
月
は
︑﹁
中

ち
ゅ
う

秋し
ゅ
うの

名め
い

月げ
つ

﹂
の
﹁
十

じ
ゅ
う

五ご

夜や

﹂︵
旧
暦
八
月
十
五
日
︶
で
は
な
く
︑

雁
の
来
る
時
期
か
ら
す
る
と
︑
十
五
夜
の
次
に
美
し

い
と
さ
れ
て
い
る
︑
旧
暦
九
月
の
﹁
十

じ
ゅ
う

三さ
ん

夜や

﹂
の

﹁
後の

ち

の
月
﹂
と
思
わ
れ
ま
す
︒﹁
十
五
夜
﹂
は
︑
収
穫

し
た
里さ

と

芋い
も

を
供
え
る
た
め
﹁
芋い

も

名め
い

月げ
つ

﹂︑
そ
し
て
栗

を
供
え
る｢

十
三
夜｣

は
︑﹁
栗く

り

名め
い

月げ
つ

﹂
と
も
呼
ば

れ
て
お
り
ま
す
︒

伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　一尺一寸皿
伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

林は
や
し

守も
り

篤あ
つ

画
﹁
画が

筌せ
ん

﹂

︵
享
保
六
年
・
一
七
二
一
年
︶

（左右を反転）

下
しも

河
こう

辺
べ

拾
しゅう

水
すい

画「頭
かしら

書
がき

増
ぞう

補
ほ

訓
きん

蒙
もう

図
ず

彙
い

」
（寛政元年・一七八九年）
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柳や
な
ぎ

に
鷺さ

ぎ

﹇
一い

ち

路ろ

功こ

う

名み
ょ
う

﹈

﹁
一い

ち

路ろ

功こ
う

名み
ょ
う﹂
は
︑
画
題
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
お
皿

の
絵
で
は
︑﹁
一
羽
の
鷺さ

ぎ

﹂
に
柳
を
配
し
た
も
の
が

多
い
よ
う
で
︑
そ
の
場
合
は
︑﹁
柳

り
ゅ
う

鷺ろ

﹂
と
も
呼
ば

れ
て
お
り
ま
す
︒

そ
し
て
﹁
一い

ち

路ろ

功こ
う

名み
ょ
う﹂
の
意
は
︑
一
羽
の
鷺さ

ぎ

の

﹁
一い

ち

鷺ろ

﹂
を
﹁
一い

ち

路ろ

﹂
に
掛
け
︑﹁
一
筋
の
路み

ち

を
︑
一

歩
一
歩
す
す
ん
で
い
れ
ば
︑
必
ず
身
が
立
つ
﹂︑
と

の
事
で
す
︒

さ
て
︑
こ
こ
に
同
じ
構
図
の
︑
二
枚
の
お
皿
が
あ

り
ま
す
︒
偶
然
に
も
︑
同
じ
年
に
見
つ
け
た
も
の
で
︑

﹁
色い

ろ

絵え

﹂
の
も
の
は
︑﹁
本
焼
き
さ
れ
た
染そ

め

付つ
け

︵
青あ
お

絵え

︶

の
皿
﹂
を
︑﹁
赤あ

か

絵え

屋や

﹂
に
持
ち
込
み
︑
再
び
色
を

加
え
て
﹁
二
度
焼
き
﹂
に
し
た
も
の
で
︑
上
等
な
品

と
し
て
︑
人
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
ま
し
た
︒

こ
の
よ
う
な
﹁
一い

ち

路ろ

功こ
う

名み
ょ
う﹂
の
お
皿
を
︑
身
近
な

と
こ
ろ
に
飾
り
︑
日
頃
か
ら
眺
め
て
い
れ
ば
︑
お
の

ず
と
焦あ

せ

る
事
も
少
な
く
な
り
︑
心
は
落
ち
つ
く
事
で

ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
︒

﹁
座ざ

右ゆ
う

の
銘め

い

﹂
の
﹁
座
右
﹂
と
は
︑
身
近
な
と
こ

ろ
の
意
で
︑﹁
銘
﹂
は
︑
深
く
戒い

ま
しめ

と
す
る
言
葉
で
す

が
︑
こ
の
お
皿
の
絵
に
も
﹁
心こ

こ
ろの
養よ

う

生じ
ょ
う﹂
の
﹁
銘め

い

文ぶ
ん

﹂

と
し
て
︑﹁
一
路
功
名
﹂
が
込
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
︒

染
そめ

付
つけ

伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　尺皿

り やき

色
いろ

絵
え

伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　尺皿

一
いち
路
ろ
功
こう
名
みょう
図

大
おお

原
はら

東
とう

野
や

写画「名
めい

数
すう

画
が

譜
ふ

」
（文化七年・一八一〇年）

葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

画
「北

ほく

斎
さい

漫
まん

画
が

 二編」
（文化十二年・一八一五年）
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孔く

雀じ
ゃ
く

﹇
孔く

雀じ
ゃ
く

に
九き

ゅ
う

徳と

く

あ
り
﹈

孔く

雀じ
ゃ
くは
︑
そ
の
ず
ば
抜
け
た
華か

麗れ
い

な
姿
か
ら
︑
古こ

今こ
ん

東と
う

西ざ
い

で
愛め

で
ら
れ
︑
描え

が

か
れ
て
参
り
ま
し
た
︒
そ

し
て
︑中
国
の
古
典
︑﹁
易え

き

経き
ょ
う﹂︵

紀
元
前
成
立
︶
に
︑﹁
孔

雀
に
九

き
ゅ
う

徳と
く

が
あ
り
﹂
と
︑
謳う

た

わ
れ
て
お
り
ま
す
︒
そ

の
九
徳
と
は
︑

一
︑﹁
美
し
い
顔
つ
き
﹂︒

二
︑﹁
冴さ

え
た
声
﹂︒
　

三
︑﹁
慎つ

つ
しん

だ
足
取
り
﹂︒
　

四
︑﹁
時
と
場
所
に
よ
る
︑
美
し
い
振ふ

る
舞ま

い
﹂︒

五
︑﹁
謙け

ん

遜そ
ん

な
食
べ
方
﹂︒

六
︑﹁
自じ

足そ
く

﹂︒

七
︑﹁
共

き
ょ
う

存ぞ
ん

﹂︒

八
︑﹁
喧や

か
まし

く
な
い
﹂︒

九
︑﹁
常
に
戻
る
﹂︒

で
ご
ざ
い
ま
す
︒

そ
れ
に
し
て
も
︑
先
人
の
︑
自
然
か
ら
の
学
び
に
は
︑

感
心
す
る
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
こ
こ

で
の
﹁
自じ

足そ
く

﹂
と
は
︑﹁
や
た
ら
に
欲
し
が
ら
ず
︑
足

る
事
を
知
る
﹂
の
意
で
︑
老ろ

う

子し

の
説
か
れ
た
﹁
知
レ

足

者
富
﹂︵
足
る
を
知
る
者
は
︑富
む
︶
に
通
じ
て
お
り
ま
す
︒

お
皿
に
描え

が

か
れ
た
孔く

雀じ
ゃ
くは
︑
睦む

つ

ま
じ
そ
う
で
︑
そ

の
お
手
本
と
な
っ
た
絵
が
︑
橘

た
ち
ば
な

守も
り

国く
に

画が

伯は
く

の
﹁
絵え

本ほ
ん

写し
ゃ

宝ほ
う

袋ぶ
く
ろ﹂︵

享
き
ょ
う

保ほ
う

五
年
・
一
七
二
〇
年
刊
︶
に
載の

っ
て

お
り
ま
し
た
︒
そ
の
孔
雀
の
絵
を
見
ま
す
と
︑
顔
付

き
ば
か
り
で
な
く
︑
脚あ

し

の
配
置
ま
で
︑
そ
の
ま
ま
見

事
に
写
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒

さ
て
︑
九
徳
の
う
ち
に
︑
そ
れ
を
し
な
い
と
︑
人

様
に
迷
惑
を
か
け
る
も
の
が
︑
一
徳
ご
ざ
い
ま
す
︒

そ
れ
は
﹁
喧や

か
ま

し
く
し
な
い
﹂︒
そ
こ
で
ま
ず
は
︑
こ

れ
を
真ま

ね似
て
み
よ
う
か
と
思
っ
た
次
第
で
す
︒

﹁
幸
せ
と
は
︑
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
自
己
満

足
﹂︒
こ
れ
で
︑﹁
共

き
ょ
う

存ぞ
ん

﹂
も
成
立
い
た
し
ま
す
︒

伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　一尺二寸皿
伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

橘
たちばな

守
もり

国
くに

画「絵
え

本
ほん

写
しゃ

宝
ほう

袋
ぶくろ

」
（享保五年・一七二〇年）
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琴き

ん

高こ

う

仙せ

ん

人に

ん

﹇
琴こ

と

を
愛あ

い

し
鯉こ

い

に
乗の

る
﹈

仙
人
は
︑﹁
道ど

う

教き
ょ
う﹂︵

老ろ
う

子し

が
祖
︶
に
お
い
て
︑﹁
理

想
と
さ
れ
る
人
物
﹂
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
俗ぞ

っ

界か
い

を
離
れ

て
山
中
に
住
み
︑
長
年
に
わ
た
り
修
行
さ
れ
た
結
果
︑

﹁
長

ち
ょ
う

生せ
い

不ふ

老ろ
う

の
法
﹂
を
修お

さ

め
ら
れ
た
方
々
で
︑
空
中

飛
行
な
ど
︑
様
々
な
神じ

ん

通つ
う

力り
き

を
持
つ
と
さ
れ
て
お
り

ま
す
︒
秦し

ん・
漢か

ん

代
︵
前
二
二
一
年
～
︶
に
は
︑
道ど

う

家か

︵
後

に
道ど
う
教き
ょ
う︶
の
道ど

う

士し

に
よ
っ
て
仙
人
に
な
る
た
め
の
法

が
実じ

っ

践せ
ん

さ
れ
た
よ
う
で
︑
そ
の
仙
人
の
伝で

ん

記き

を
ま
と

め
た
︑﹁
列れ

っ

仙せ
ん

伝で
ん

﹂︵
後
漢
・
二
五
年
～
二
二
〇
年
︶
や
︑

﹁
神し

ん

仙せ
ん

伝で
ん

﹂︵
晋
代
・
二
六
五
年
～
︶
が
編へ

ん

纂さ
ん

さ
れ
︑
今

に
至
っ
て
お
り
ま
す
︒

さ
て
︑
こ
の
お
皿
の
絵
の
鯉こ

い

に
乗
ら
れ
た
仙
人
は
︑

江
戸
時
代
に
有
名
だ
っ
た
﹁
琴き

ん

高こ
う

仙せ
ん

人に
ん

﹂
で
ご
ざ
い

ま
す
︒
そ
し
て
︑﹁
列れ

っ

仙せ
ん

伝で
ん

﹂
で
は
︑
こ
の
方
の
事
が
︑

次
の
よ
う
に
記し

る

さ
れ
て
お
り
ま
す
︒

﹁
琴き

ん

高こ
う

は
︑
趙ち

ょ
う︵

紀
元
前
・
戦
国
時
代
︶
の
人
で
あ
っ

た
︒
よ
く
琴こ

と

を
弾ひ

い
た
の
で
︑
宋そ

う

の
康こ

う

王お
う

︵
？
～
前

二
八
六
年
︶
の
舎し

ゃ

人じ
ん

と
な
っ
た
︒
涓け

ん

子し

や
彭ほ

う

祖そ

の
術

を
実じ

っ

践せ
ん

し
︑
冀き

州し
ゅ
う・
碭と

う

郡ぐ
ん

の
地
方
を
放ほ

う

浪ろ
う

す
る
こ
と

二
百
余
年
︒
の
ち
︑
碭と

う

水す
い

に
潜も

ぐ

っ
て
龍り

ゅ
うの
子
を
取
っ

て
く
る
と
言
い
遺の

こ

し
︑
か
つ
弟で

子し

た
ち
と
約
束
し
て
︑

当
日
は
︑
み
ん
な
潔け

っ

斎さ
い

し
て
水み

ず

辺べ

で
待
ち
︑
祭さ

い

場じ
ょ
うを

設
け
て
お
く
よ
う
に
と
伝
え
た
︒
す
る
と
︑
果は

た

し
て

赤
い
鯉こ

い

に
乗
っ
て
現
わ
れ
︑
水
か
ら
出
て
祠ほ

こ
らの
中
に

坐ざ

し
た
︒翌よ

く

朝あ
さ

に
は
︑多
数
の
人
が
こ
れ
を
見
に
や
っ

て
来
た
︒
こ
う
し
て
︑
一
月
あ
ま
り
も
滞た

い

在ざ
い

し
て
い

た
が
︑
再
び
水
中
に
入
っ
て
去
っ
た
﹂︒

さ
て
︑
絵
皿
の
構こ

う

図ず

に
よ
く
似
た
絵
が
︑
江
戸
中

期
に
﹁
吉よ

し

村む
ら

周し
ゅ
う

山ざ
ん

﹂
が
出
さ
れ
た
絵え

手で

本ほ
ん

の
︑﹁
和わ

漢か
ん

名め
い

筆ひ
つ

画が

英え
い

﹂︵
寛か
ん

延え
ん

三
年
・
一
七
五
〇
年
刊
︶
に
載の

っ

て
お
り
ま
し
た
︒
こ
の
絵
は
室
町
時
代
の
︑﹁
古こ

法ほ
う

眼げ
ん

﹂
の
異い

称し
ょ
うで

知
ら
れ
る
︑
狩か

の
う野

派は

の
大た

い

成せ
い

者し
ゃ

﹁
狩か

の
う野
元も

と

信の
ぶ

﹂︵
一
四
七
六
年
～
一
五
五
九
年
︶
の
原
画

伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　尺皿
伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

吉
よし

村
むら

周
しゅう

山
ざん

編　狩
か の う

野元
もと

信
のぶ

原画
「和

わ

漢
かん

名
めい

筆
ひつ

画
が

英
えい

」
（寛延三年・一七五〇年）

酒
さか

井
い

抱
ほう

一
いつ

編　尾
お

形
がた

光
こう

琳
りん

画
「光

こう

琳
りん

百
ひゃく

図
ず

」
（文化十二年・一八一五年）
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の
写う

つ

し
で
︑
鯉
の
顔
や
目
︑
そ
し
て
人
物
な
ど
の
全

体
の
表
情
が
真ま

こ
とに
豊
か
に
描え

が

か
れ
て
お
り
ま
す
︒

そ
れ
に
し
て
も
︑
紀
元
前
の
仙
人
を
︑
一
七
〇
〇

年
後
の
室
町
時
代
の
絵
師
が
描え

が

か
れ
︑
ま
た
︑
そ
の

絵
を
手
本
と
し
て
三
〇
〇
年
後
の
江
戸
後
期
の
絵
師

が
︑
庶
民
の
使
う
お
皿
に
描
か
れ
た
の
は
︑
夢
を
見

る
よ
う
な
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
︒

そ
れ
か
ら
二
〇
〇
年
後
の
現
代
︑
そ
の
絵
の
仙
人
を

知
る
者
は
︑
ほ
ぼ
お
ら
れ
ま
せ
ん
︒
し
か
し
陶と

う

磁じ

器き

は
︑
も
と
も
と
土
で
あ
る
が
故
に
劣れ

っ

化か

す
る
こ
と
が

な
く
︑
縄

じ
ょ
う

文も
ん

土ど

器き

の
よ
う
に
︑
千
年
万
年
と
確
実
に

絵
を
残
せ
る
唯
一
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

出で

来き

得う

る
な
ら
ば
︑
千
年
万
年
後
ま
で
︑
庶
民
文

化
で
あ
っ
た
絵
皿
の
絵え

解と

き
が
︑
何
ら
か
の
形
で
伝

え
ら
れ
て
い
る
事
を
︑
望
む
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

今
の
世
で
︑
こ
の
お
皿
に
描え

が

か
れ
た
人
物
を
知
る

人
は
︑
も
う
ほ
と
ん
ど
お
ら
れ
ま
せ
ん
︒
と
こ
ろ
が
︑

そ
の
お
手
本
と
さ
れ
た
絵
が
︑
橘

た
ち
ば
な

守も
り

国く
に

画が

伯は
く

の
出

さ
れ
た
﹁
絵え

本ほ
ん

写し
ゃ

宝ほ
う

袋ぶ
く
ろ﹂︵

享
き
ょ
う

保ほ
う

五
年
・
一
七
二
〇
年
刊
︶

に
︑
載の

っ
て
お
り
ま
し
た
︒

そ
し
て
︑
そ
こ
に
は
説
明
書
き
が
あ
り
︑
そ
の
文

の
意
味
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

﹁
巨こ

霊れ
い

人じ
ん

は
大た

い

力り
き

で
︑
神じ

ん

通つ
う

力り
き

の
あ
る
仙
人
で
あ

る
︒﹃
古こ

文ぶ
ん

前ぜ
ん

集し
ゅ
う﹄

と
い
う
本
に
は
︑
巨
霊
人
は
山

を
劈

つ
ん
ざ
いて

河
の
水
を
流
し
︑
洪こ

う

水ず
い

を
尽つ

き
さ
せ
た
︒
又
︑

白び
ゃ
っ

虎こ

を
愛
す
﹂︒

ま
た
︑﹁
絵え

本ほ
ん

宝ほ
う

鑑か
ん

﹂︵
貞
じ
ょ
う

享き
ょ
う

五
年
・
一
六
八
八
年
刊
︶

巨こ

霊れ

い

人じ

ん

﹇
洪こ

う

水ず

い

を
防ふ

せ

い
だ
河か

わ

の
神か

み

﹈
伊
い

万
ま

里
り

焼
やき

江戸後期　七寸皿
伊
い

万
ま

里
り

焼
やき

伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　一尺一寸皿
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に
は
︑﹁
華か

山ざ
ん

千せ
ん

万ば
ん

重ち
ょ
う︑
大
ち
か
ら
に
て
︑
山
を
引

き
く
ず
す
と
な
り
﹂︑
と
書
か
れ
て
お
り
ま
し
た
︒

古
来
︑
巨こ

霊れ
い

人じ
ん

は
︑
中
国
伝
説
の
﹁
河か

わ

の
神か

み

﹂
と

し
て
︑
崇あ

が

め
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
す
︒
そ
こ
に
は
︑

洪こ
う

水ず
い

に
悩
ま
さ
れ
続
け
て
き
た
人
々
の
︑
切
な
る
思

い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
︒

さ
て
︑
守
国
画
伯
の
絵
は
︑
彫ほ

り

物も
の

師し

の
方
々
も
お

手
本
と
さ
れ
た
よ
う
で
︑
東
京
の
雨あ

ま

武む

主し

神じ
ん

社じ
ゃ

に
︑

ほ
ぼ
そ
の
物
の
彫
刻
が
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒

そ
れ
に
し
ま
し
て
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
職

し
ょ
っ

工こ
う

の
方
々

の
模も

写し
ゃ

の
技ぎ

量り
ょ
うに
は
︑
驚
か
さ
れ
ま
す
︒
そ
こ
に
は
︑

﹁
真ま

似ね

﹂
を
し
て
﹁
学ま

ね

ぶ
﹂
の
︑﹁
迷
い
の
な
い
安
心

感
﹂
が
感
じ
ら
れ
ま
す
︒

伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

明治前期　尺皿

橘
たちばな

守
もり

国
くに

画「絵
え

本
ほん

写
しゃ

宝
ほう

袋
ぶくろ

」
（享保五年・一七二〇年）

伊
い

万
明治前期　尺皿

伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　尺皿

伊
い

万
ま

里
り

焼
やき

江戸後期　五寸皿
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麻ま

姑こ

﹇
痒か

ゆ

い
と
こ
ろ
に
手て

が
届と

ど

く
﹈

幕
末
期
に
焼
か
れ
た
山や

ま

城し
ろ

︵
京
都
の
南
部
︶
の
︑
鹿か

背せ

山や
ま

焼や
き

の
お
皿
や
鉢
に
は
︑
な
ん
と
も
不
思
議
な
人

物
が
描え

が

か
れ
て
い
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
︒
鹿
背
山

焼
の
事
を
記し

る

し
た
文ぶ

ん

献け
ん

を
見
ま
し
て
も
︑
そ
の
人
物

の
名
前
が
書
か
れ
た
も
の
は
な
く
︑
長
年
ど
な
た
な

の
か
︑
解わ

か

ら
ず
じ
ま
い
で
し
た
︒

と
こ
ろ
が
江
戸
後
期
に
︑
北ほ

く

斎さ
い

翁お
う

よ
り
三
歳
年
下

の
︑﹁
谷た

に

文ぶ
ん

晁ち
ょ
う﹂
の
絵
を
集
め
て
出
版
さ
れ
た
︑﹁
文ぶ

ん

晁ち
ょ
う

画が

譜ふ

﹂︵
文ぶ
ん

久き
ゅ
う

二
年
・
一
八
六
二
年
刊
︶
に
︑
お
皿

の
絵
と
同
じ
よ
う
な
︑
花は

な

籠か
ご

を
担に

な

い
鹿
を
連
れ
た
女

性
が
描え

が

か
れ
て
お
り
︑
そ
の
方
の
名
を
色
々
と
調
べ

た
と
こ
ろ
﹁
麻ま

姑こ

﹂
と
あ
り
ま
し
た
︒

麻ま

姑こ

は
仙せ

ん

女に
ょ

で
︑
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま

す
と
︑﹁
歳と

し

の
頃
は
︑
十
八
︑九
の
美
し
い
娘
﹂
で
︑

鳥
の
よ
う
に
﹁
長な

が

い
爪つ

め

﹂
を
し
て
い
る
と
さ
れ
て
お

り
ま
す
︒
ま
た
麻ま

姑こ

は
︑
長

ち
ょ
う

寿じ
ゅ

の
象

し
ょ
う

徴ち
ょ
うで
も

あ
り
︑
三
月
三
日
の
西せ

い

王お
う

母ぼ

の
誕
生
祝
い
の

﹁
蟠は

ん

桃と
う

会え

﹂
に
は
︑
霊れ

い

妙み
ょ
うな

働
き
の
あ
る
茸き

の
この

︑

﹁
霊れ

い

芝し

︵
万ま
ん

年ね
ん

茸た
け

︶
で
作
っ
た
御ご

酒し
ゅ

﹂
を
献け

ん

上
じ
ょ
う

さ
れ
る
︑
と
の
事
で
ご
ざ
い
ま
す
︒

さ
て
︑
と
あ
る
男
が
﹁
麻ま

姑こ

の
長
い
爪つ

め

で
︑
背
中

を
掻か

い
て
も
ら
え
た
ら
気
持
ち
が
好
い
だ
ろ
う
﹂
と

思
っ
た
と
こ
ろ
︑
麻
姑
の
兄
が
そ
の
心
を
見み

抜ぬ

き
怒お

こ

り
ま
し
た
︒
こ
の
話
か
ら
生
ま
れ
た
道
具
が
︑
背
中

な
ど
を
掻か

く
の
に
用
い
る
﹁
麻ま

姑こ

の
手
︵
ま
ご
の
て
︶﹂

で
︑
決
し
て
﹁
孫
の
手
﹂
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

辞
典
に
も
︑
慣か

ん

用よ
う

句く

と
し
て
︑﹁
麻ま

姑こ

を
倩や

と

う
て

痒か
ゆ

き
を
掻か

く
﹂
が
あ
り
︑
そ
の
意
味
は
︑﹇
神し

ん

仙せ
ん

伝で
ん

︵
麻ま

姑こ

︶﹈﹁
物
事
が
思
い
の
ま
ま
に
な
る
こ
と
︑
物
事

が
よ
く
行
き
と
ど
く
事
を
言
う
︒
麻ま

姑こ

掻そ
う

痒よ
う

﹂
と
記し

る

さ
れ
て
お
り
ま
し
た
︒

そ
れ
に
し
ま
し
て
も
︑
ど
う
し
て
こ
の
絵
を
ト

レ
ー
ド
マ
ー
ク
に
さ
れ
た
の
か
︑
そ
れ
は
︑﹁
鹿か

背せ

山や
ま

﹂
と
言
う
地
名
と
﹁
鹿
の
絵
﹂
に
︑
糸い

と

口ぐ
ち

が
あ
る

の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
︒

鹿
か

背
せ

山
やま

焼
やき

銅
どう

板
ばん

絵
え

付
づけ

幕末～明治初期　五寸皿

鹿
か

背
せ

山
やま

焼
やき

銅
どう

板
ばん

絵
え

付
づけ谷

たに

文
ぶん

晁
ちょう

画「文
ぶん

晁
ちょう

画
が

譜
ふ

」
（文久二年・一八六二年）

葛か
つ

飾し
か

北ほ
く

斎さ
い

画
﹁
北ほ

く

斎さ
い

漫ま
ん

画が

三
編
﹂

︵
文
化
十
二
年
・
一
八
一
五
年
︶
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蝦が

蟇ま

仙せ

ん

人に

ん

﹇
侯こ

う

先せ

ん

生せ

い

の
説
﹈

江
戸
時
代
に
お
け
る
︑
蝦が

蟇ま

仙せ
ん

人に
ん

と
は
誰
な
の
か
︑

そ
れ
に
は
二
つ
の
説
が
あ
り
︑
定て

い

説せ
つ

の
﹁
劉

り
ゅ
う

海か
い

蟾せ
ん

﹂

︵
2
1
4
ペ
ー
ジ
︶
の
他ほ

か

に
︑﹁
侯こ

う

先せ
ん

生せ
い

﹂
の
説
が
ご
ざ

い
ま
し
た
︒
そ
の
事
を
橘

た
ち
ば
な

守も
り

国く
に

画が

伯は
く

が
︑﹁
絵え

本ほ
ん

通つ
う

宝ほ
う

志し

﹂︵
享
き
ょ
う

保ほ
う

十
四
年
・
一
七
二
九
年
刊
︶
の
中
で
︑

﹁
候こ

う

先せ
ん

生せ
い

︑

（
マ
マ
）

世よ

ニに

蝦が

蟇ま

仙
人
ト
云い

う

︑
此こ

の

人ひ
と

ナ
ル
ベ

シ
﹂
と
記し

る

さ
れ
︑
劉

り
ゅ
う

海か
い

蟾せ
ん

説
を
否
定
さ
れ
て
お
ら
れ

ま
す
︒

そ
し
て
こ
の
事
は
︑
日
本
で
も
和わ

刻こ
く

さ
れ
た
﹁
有う

象ぞ
う

列れ
っ

仙せ
ん

全ぜ
ん

伝で
ん

﹂︵
和わ

刻こ
く
本ぼ
ん

慶け
い
安あ
ん
三
年・一
六
五
〇
年
刊
︶
に
︑

お
よ
そ
次
の
よ
う
な
物
語
が
記し

る

さ
れ
て
お
り
ま
す
︒

侯こ
う

先
生
は
︑
何い

ず

れ
の
所
の
人
な
の
か
︑
よ
く
分
か

ら
な
い
︒
宋
の
大
中
年
間
︑
都
で
薬
を
売
っ
て
い
た
︒

年と
し

は
四
十
余
り
で
︑
髯ひ

げ

や
眉ま

ゆ

が
な
い
︒
身か

ら
だ体
に
い
ぼ

が
見
え
る
︒

馬ば

元げ
ん

と
言
う
人
︑
夏
の
月
夜
に
︑
侯
先
生
に
随

し
た
が

っ

て
城

じ
ょ
う

外が
い

に
出
か
け
た
︒
侯
先
生
は
︑
池
で
水す

い

浴よ
く

を
し

は
じ
め
た
︒
馬
元
が
こ
っ
そ
り
と
覗の

ぞ

き
こ
む
と
︑
な

ん
と
大
き
な
蝦が

蟇ま

に
な
っ
て
い
た
︒

馬ば

元げ
ん

は
︑
退し

り
ぞき
隠か

く

れ
た
︒
侯
先
生
は
︑
服
を
着
て

か
ら
馬
元
に
︑﹁
あ
な
た
は
私
の
姿
を
見
ま
し
た
ね
﹂

と
笑
っ
て
言
わ
れ
た
︒

そ
の
後
︑
連
れ
立
っ
て
居い

酒ざ
か

屋や

へ
行
き
︑
そ
こ
で

侯
先
生
は
︑
馬
元
に
一
粒
の
薬
を
与
え
ら
れ
た
︒
そ

し
て
︑﹁
こ
れ
を
飲
め
ば
︑
百
歳
ま
で
生
き
ら
れ
る
﹂

と
言
い
残
し
て
姿
を
消
さ
れ
た
︒

さ
て
︑
こ
の
物
語
の
絵
が
﹁
絵え

本ほ
ん

写し
ゃ

宝ほ
う

袋ぶ
く
ろ﹂

に

載の

っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
︑
ご
覧
下
さ
い
︵
次
ペ
ー

ジ
︶︒
そ
し
て
お
皿
の
絵
は
︑﹁
絵え

本ほ
ん

通つ
う

宝ほ
う

志し

﹂
を
お

手
本
に
し
た
も
の
と
︑
見
て
取
れ
ま
す
︵
ど
ち
ら
も

守も
り

国く
に

画
伯
の
絵
︶︒

伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　尺皿
伊
い

万
ま

里
り

志
し

田
だ

焼
やき

江戸後期　尺皿

橘た
ち
ば
な

守も
り

国く
に

画

﹁
絵え

本ほ
ん

通つ
う

宝ほ
う

志し

﹂

︵
享
保
十
四
年
・
一
七
二
九
年
︶

葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

画
「北

ほく

斎
さい

漫
まん

画
が
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