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尾
形
光
琳
（
一
六
五
八
～
一
七
一
六
）
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
現
在
で
は
「
琳
派
」
の
絵
師

と
し
て
取
り
上
げ
る
の
が
定
着
し
て
い
る
。
し
か
し
、
光
琳
在
世
当
時
、「
琳
派
」
と
い
う
流

派
が
存
在
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。「
琳
派
（
尾
形
流
）」
を
代
表
す
る
絵
師
と
し
て
光
琳
を
位

置
づ
け
た
の
は
酒
井
抱
一
（
一
七
六
一
～
一
八
二
八
）
が
初
め
て
で
、
光
琳
が
没
し
て
お
よ
そ

百
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
冬
に
『
緒
方
流
略
印
譜
（
一
枚
摺
）』
を

版
行
し
た
抱
一
は
、
光
琳
百
年
忌
に
あ
た
る
同
十
二
年
六
月
に
改
訂
版
に
あ
た
る
『
尾
形
流
略

印
譜
』
一
冊
を
上
梓
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
抱
一
以
前
か
ら
諸
書
に
お
い
て
光
琳
に
つ
い

て
言
及
さ
れ
て
お
り
、
前
稿
ま
で
、
抱
一
の
著
作
も
含
め
た
江
戸
時
代
の
文
献
を
通
し
て
窺
え

る
光
琳
に
対
す
る
認
識
、
す
な
わ
ち
江
戸
時
代
に
お
け
る
光
琳
像
（
イ
メ
ー
ジ
）
の
変
遷
に
つ

い
て
た
ど
っ
て
き
た
。

　

特
に
前
二
章
に
お
い
て
、『
緒
方
流
略
印
譜
（
一
枚
摺
）』
お
よ
び
『
尾
形
流
略
印
譜
』
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
、
江
戸
時
代
後
期
に
江
戸
の
地
に
お
い
て
、
抱
一
が
光
琳
を
は
じ
め
両
書
に

収
録
さ
れ
て
い
る
絵
師
た
ち
の
伝
記
情
報
と
落
款
・
印
章
を
い
か
に
収
集
し
、
ど
の
よ
う
に

「
尾
形
（
緒
方
）
流
」
と
い
う
系
譜
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
考
察
し
て
き
た
。

　

し
か
し
、
前
二
章
は
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師
ご
と
に
二
つ
の
『
略
印
譜
』
の
記
載
内
容
を
検
証
し

て
き
た
た
め
、
両
書
、
と
り
わ
け
改
訂
版
で
あ
る
『
尾
形
流
略
印
譜
』
全
体
の
意
義
な
ど
、
抱

一
の
構
想
の
全
体
像
に
つ
い
て
の
考
察
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
光
琳
に
つ
い
て
は
既
に
第
七
章

で
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
の
で
、
本
稿
で
は
「
緒
方
流
」
あ
る
い
は
「
尾
形
流
」
と
い
う
系
譜

の
全
体
像
を
中
心
に
検
証
結
果
を
ま
と
め
、
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
九
、『
尾
形
流
略
印
譜
』
に
見
る
「
尾
形
流
」

　

す
で
に
記
述
し
た
こ
と
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、『
緒
方
流
略
印
譜
（
一
枚
摺
）』
と
『
尾
形

流
略
印
譜
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
絵
師
、
す
な
わ
ち
抱
一
が
「
緒
方
流
」
ま
た
は
「
尾
形
流
」

（
237
）

（
238
）

に
属
す
と
み
な
し
た
絵
師
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

　
『
緒
方
流
略
印
譜
（
一
枚
摺
）』
に
は
俵
屋
宗
達
に
始
ま
り
、
二
代
目
宗
達
、
法
橋
宗
仙
、

雛
屋
立
甫
（
立
圃
）、
喜
多
川
相
悦
（
相
説
）、
緒
方
光
琳
、
緒
方
乾
山
（
深
省
）、
以
十
、
何

、
渡
邊
始
興
、
俵
屋
宗
理
、
長
州
（
長
洲
）、
一
樹
の
十
三
名
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
ま
た
、

『
尾
形
流
略
印
譜
』
に
は
宗
達
、
順
定
、
宗
雪
、
信
武
（
野
々
村
通
正
）、
宗
悦
（
相
説
）、
宗

仙
、
雛
屋
立
甫
（
立
圃
）、
光
琳
、
乾
山
（
深
省
）、
何

、
以
十
、
始
興
、
宗
理
、
長
洲
、

蘆
々
子
（
芦
舟
）、
一
樹
の
順
で
十
六
名
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
二
つ
の
『
略
印
譜
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
絵
師
た
ち
は
、
宗
達
に
関
係

付
け
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
と
光
琳
に
関
係
付
け
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者

に
属
す
の
は
宗
達
、
二
代
目
宗
達
、
宗
雪
、
相
説
、
信
武
、
順
定
、
宗
仙
と
立
圃
で
あ
り
、
後

者
に
属
す
の
は
光
琳
、
乾
山
、
何

、
以
十
、
始
興
、
宗
理
、
長
洲
、
芦
舟
と
一
樹
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
結
び
つ
け
て
「
緒
方
流
」
ま
た
は
「
尾
形
流
」
と
い
う
一
つ
の
系
譜

を
紡
ぎ
出
し
、
光
琳
を
「
當
流
（
の
）
逸
筆
」
と
し
て
、
そ
の
系
譜
を
代
表
す
る
絵
師
に
位
置

づ
け
た
点
に
抱
一
が
描
き
出
し
た
光
琳
像
（
イ
メ
ー
ジ
）
の
大
き
な
特
色
が
あ
っ
た
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
抱
一
の
こ
の
構
想
を
支
え
て
い
る
の
は
光
琳
百
年
忌
遺
墨
展
に
出
品
さ
れ
、『
光

琳
百
図　

後
編
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
「
宗
達
筆
光
琳
う
つ
し
乾
山
へ
譲
の
巻
物
」
で
あ
っ

た
。
谷
文
晁
の
縁
者
で
書
画
展
観
会
を
主
催
し
、『
画
師
姓
名
冠
字
類
鈔
』
を
編
術
し
た
菅
原

洞
斎
ら
に
も
知
ら
れ
て
い
た
こ
の
作
品
は
、
宗
達
の
扇
面
画
を
光
琳
が
摸
写
し
た
も
の
で
、
巻

末
に
あ
る
乾
山
（
深
省
）
の
跋
文
に
は
光
琳
が
作
成
し
た
「
畫
本
」
を
乾
山
か
ら
何

に
譲

渡
す
る
と
記
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
光
琳
が
宗
達
画
を
学
ん
で
い
た
こ
と
、
そ
れ
が
「
畫

本
」（
絵
手
本
）
と
し
て
乾
山
、
そ
し
て
何

へ
と
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
こ
の
作
品
は
証
明
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

宗
達
、
光
琳
、
乾
山
、
何

の
間
の
継
承
関
係
に
裏
付
け
が
あ
る
と
い
う
点
だ
け
を
見
れ

ば
、「
緒
方
流
」
ま
た
は
「
尾
形
流
」
と
い
う
抱
一
が
構
想
し
た
新
し
い
絵
師
の
系
譜
が
合
理

的
で
、
江
戸
時
代
後
期
の
状
況
や
さ
ら
に
は
現
在
の
知
見
に
照
ら
し
て
疑
問
の
余
地
が
な
い
よ

う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
つ
の
『
略
印
譜
』
を
詳
細
に
検
討
し
た
結
果
、
そ
れ
ぞ

（
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）
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光
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れ
の
絵
師
に
対
す
る
抱
一
の
関
心
、
あ
る
い
は
理
解
の
深
さ
に
は
差
が
あ
り
、
宗
達
や
光
琳
と

そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師
の
関
係
に
も
結
び
つ
き
の
強
弱
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
明
ら
か

に
な
り
、
絵
師
の
中
に
は
当
時
の
状
況
下
に
あ
っ
て
も
こ
の
系
譜
に
含
め
る
こ
と
に
疑
問
が
あ

る
も
の
が
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

ま
ず
、
抱
一
の
関
心
の
中
心
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
光
琳
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

『
尾
形
流
（
緒
方
流
）
略
印
譜
』
と
い
う
書
名
や
後
述
す
る
谷
文
晁
に
よ
る
序
（
題
言)

な
ど

に
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、『
略
印
譜
』
に
記
さ
れ
て
い
る
光
琳
の
伝
記
が
他
の
絵
師
と
比
べ
て

詳
細
で
、
収
録
さ
れ
て
い
る
落
款
・
印
章
の
数
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
江
戸
時
代
後
期
の
江
戸
の
地
で
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師
に
つ
い
て
抱
一
が
見
る
こ
と
が

で
き
た
作
品
の
数
や
知
り
得
た
関
連
情
報
の
質
や
量
が
等
し
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
時
期

に
抱
一
以
外
の
知
識
人
た
ち
が
最
も
多
く
の
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
が
光
琳
で
あ
っ
た
こ
と
も

確
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、『
尾
形
流
略
印
譜
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
落
款
・
印
章
が
合

計
七
十
二
点
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
う
ち
光
琳
が
三
十
二
点
と
半
数
弱
を
占
め
て
お
り
、

他
に
十
点
を
超
え
る
も
の
が
な
い
こ
と
を
見
て
も
、
抱
一
の
関
心
の
中
心
が
光
琳
に
あ
り
そ
の

事
例
を
い
か
に
網
羅
的
に
収
集
し
よ
う
と
し
た
の
か
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
収
集
の
仕
方
も
抱

一
が
実
見
し
た
作
品
か
ら
写
し
取
っ
て
お
り
、
ま
た
、
伝
記
に
つ
い
て
も
、
同
時
代
の
認
識
を

踏
ま
え
つ
つ
「
浅
井
本
」
と
い
う
新
出
資
料
を
活
用
し
て
典
拠
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
実
証
的

で
あ
る
。
そ
し
て
、
光
琳
に
関
し
て
は
菅
原
洞
斎
を
は
じ
め
と
す
る
谷
文
晁
周
辺
の
知
識
人
と

認
識
を
共
通
さ
せ
、
情
報
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
抱
一
が
光
琳
の
伝
記
を
記
述
し
、
落
款
・
印
章
を
収
集
す
る
際
に
見
ら
れ

る
実
証
性
と
網
羅
性
は
、『
尾
形
流
略
印
譜
』
に
載
る
す
べ
て
の
絵
師
に
同
じ
よ
う
に
当
て
は

ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
証
性
と
網
羅
性
と
い
う
点
で
光
琳
に
次
ぐ
の
は
、
乾
山
（
深
省
）
と

何

で
あ
る
。
乾
山
の
伝
記
で
は
当
時
知
ら
れ
て
い
た
情
報
に
加
え
て
い
ち
早
く
正
し
い
没
年

と
享
年
を
伝
え
、
落
款
・
印
章
も
光
琳
に
次
い
で
九
点
を
収
録
し
て
い
る
。
何

に
つ
い
て
も

伝
記
で
は
、
先
述
し
た
「
宗
達
筆
光
琳
う
つ
し
乾
山
へ
譲
の
巻
物
」
の
跋
文
を
踏
ま
え
て
「
乾

山
直
弟
」
で
「
光
琳
三
世
の
画
」
で
あ
る
と
し
、
落
款
・
印
章
も
乾
山
に
次
い
で
四
つ
納
め
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
人
に
関
す
る
認
識
も
谷
文
晁
周
辺
で
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

光
琳
と
乾
山
に
つ
い
て
は
、『
緒
方
流
略
印
譜
（
一
枚
摺
）』
よ
り
落
款
・
印
章
を
著
し
く
増

補
し
て
も
い
る
が
、
逆
に
整
理
・
再
編
す
る
こ
と
で
今
日
の
認
識
に
近
づ
い
て
い
る
の
が
宗

達
、
宗
雪
、
相
説
で
あ
る
。
今
日
も
不
明
な
部
分
の
多
い
宗
達
の
伝
記
に
つ
い
て
特
に
新
し
い

見
解
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
落
款
・
印
章
に
つ
い
て
は
、『
緒
方
流
略
印
譜
（
一

枚
摺
）』
に
所
収
す
る
四
点
か
ら
二
つ
を
厳
選
し
て
『
尾
形
流
略
印
譜
』
に
収
録
し
て
お
り
、

そ
の
間
に
玉
石
混
淆
で
あ
っ
た
宗
達
画
に
対
す
る
鑑
識
を
厳
格
に
行
い
、
真
の
宗
達
画
を
見
出

そ
う
と
努
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
抱
一
の
優
れ
た
見
識
が
示
さ
れ
て
い
る
の
は

宗
達
の
後
継
者
で
あ
る
宗
雪
と
相
説
に
関
し
て
で
あ
る
。
当
時
、
宗
達
の
弟
子
に
つ
い
て
か
な

り
混
沌
と
し
た
状
況
に
あ
り
、
洞
斎
も
宗
雪
と
相
説
を
同
一
人
物
と
見
な
し
て
い
た
の
に
対
し

て
、
抱
一
は
こ
の
二
人
を
別
人
と
捉
え
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
抱
一
は
、
光
琳
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
乾
山
に
も
そ
れ
に
次
ぐ
関
心
を
寄
せ
、
宗

達
の
後
継
者
を
明
確
に
し
、
宗
達
、
光
琳
、
乾
山
、
何

と
い
う
継
承
関
係
に
裏
付
け
の
あ
る

絵
師
た
ち
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
認
識
に
近
い
見
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外

で
、
現
在
の
認
識
に
比
較
的
近
い
の
は
始
興
で
あ
る
。
伝
記
に
つ
い
て
は
『
新
撰
和
漢
書
画
一

覧
』
の
記
載
と
一
致
す
る
部
分
が
多
い
が
、
近
衛
家
に
仕
え
て
い
た
こ
と
を
『
緒
方
流
略
印
譜

（
一
枚
摺
）』
で
初
め
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。『
緒
方
流
略
印
譜
（
一
枚
摺
）』
で
始
興
と
同
じ

く
「
光
琳
の
風
を
慕
ふ
」
と
さ
れ
『
尾
形
流
略
印
譜
』
で
は
「
光
琳
の
風
を
画
く
」
と
記
さ
れ

る
宗
理
の
場
合
、
江
戸
時
代
に
著
さ
れ
た
他
の
画
史
・
画
伝
類
に
ほ
と
ん
ど
そ
の
名
を
見
出
せ

ず
、
伝
記
に
つ
い
て
は
今
日
も
な
お
明
ら
か
で
な
い
部
分
が
多
い
。
抱
一
が
宗
理
を
こ
の
系
譜

に
加
え
た
の
も
宗
理
画
を
見
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
存
作
品
か
ら
も
そ
の
判
断
は
支

持
さ
れ
る
。

　

上
記
の
絵
師
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師
に
関
す
る
抱
一
の
認
識
は
今
日
の
も
の
と
大
き
く

異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
程
度
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
絵
師
に
関

し
て
は
齟
齬
が
目
に
つ
く
。
例
え
ば
、
芦
舟
の
場
合
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
芦
舟
画
の
大
半

は
宗
達
や
宗
達
派
と
類
似
す
る
要
素
を
備
え
て
い
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
抱
一

は
「
光
琳
の
画
に
よ
く
似
た
り
」
と
評
し
て
い
る
。
江
戸
で
作
画
活
動
を
し
て
い
た
乾
山
や
宗

理
に
比
べ
て
抱
一
が
芦
舟
の
作
品
や
関
連
情
報
に
接
す
る
機
会
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
か
と
推

察
さ
れ
る
が
、
今
日
の
認
識
と
齟
齬
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、「
浪
華
の
人
」
で

「
光
琳
の
風
を
慕
ふ
」
あ
る
い
は
「
光
琳
の
遺
風
を
學
ふ
」
と
抱
一
が
評
し
て
い
る
長
洲
の
場

合
、
洞
斎
も
『
尾
形
流
略
印
譜
』
を
そ
の
ま
ま
転
載
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
抱
一

が
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
作
品
や
情
報
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
洲
に

つ
い
て
は
現
在
も
作
品
が
一
、
二
点
し
か
知
ら
れ
て
お
ら
ず
確
実
な
関
連
情
報
も
な
い
こ
と
か

ら
、
当
時
の
状
況
下
で
抱
一
が
下
し
た
判
断
の
当
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
十
の

場
合
も
、
確
実
な
現
存
作
品
は
見
出
さ
れ
て
お
ら
ず
関
連
情
報
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ

て
、「
光
琳
孫
以
十
」
と
い
う
落
款
の
文
言
を
唯
一
の
根
拠
に
抱
一
は
以
十
を
こ
の
系
譜
に
加

え
た
の
か
と
の
疑
念
は
あ
る
も
の
の
、
洞
斎
も
『
尾
形
流
略
印
譜
』
の
記
載
を
そ
の
ま
ま
引
用

し
て
お
り
、
当
時
の
江
戸
に
お
い
て
そ
の
認
識
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
当
時
の
状
況
に
照
ら
し
て
も
何
を
根
拠
に
抱
一
が
「
緒
方
流
」
あ
る
い
は
「
尾
形
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流
」
に
含
め
て
い
る
の
か
不
明
で
、
疑
問
す
ら
抱
か
せ
る
絵
師
も
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
宗

仙
と
順
定
の
場
合
、
二
人
と
も
宗
達
と
光
琳
の
間
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
抱
一
は
二

人
を
宗
達
と
関
連
の
あ
る
絵
師
と
捉
え
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
宗
仙
の
み
を
載
せ
る
『
緒
方
流

略
印
譜
（
一
枚
摺
）』
で
は
「
宗
達
の
弟
子
な
り
」
と
明
記
し
て
い
た
そ
の
記
載
を
『
尾
形
流

略
印
譜
』
で
削
除
し
て
い
る
の
だ
が
、
現
存
作
品
が
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
宗
達
と
の
関
係
に
関

す
る
抱
一
の
判
断
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
洞
斎
や
文
晁
は
、
実
見
し
た
作

品
に
基
づ
い
て
順
定
と
宗
仙
を
同
一
人
物
と
見
な
し
て
お
り
、
抱
一
の
認
識
と
は
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
尾
形
流
略
印
譜
』
で
新
し
く
立
項
さ
れ
た
信
武
の
場
合
、
洞
斎
や
文

晁
も
そ
の
存
在
や
作
品
を
知
っ
て
い
た
が
画
系
に
つ
い
て
明
言
し
な
い
。
し
か
し
、
当
時
知
ら

れ
て
い
た
『
扶
桑
名
工
画
譜
』
や
『
捃
印
補
正
』
で
は
狩
野
派
の
絵
師
と
さ
れ
、
現
存
作
品
も

狩
野
派
と
の
関
係
を
伺
わ
せ
こ
そ
す
れ
宗
達
や
そ
の
後
継
者
の
画
風
を
摂
取
し
た
と
こ
ろ
は
見

ら
れ
ず
、「
俵
屋
」
を
名
乗
る
「
野
々
村
」
姓
で
あ
る
こ
と
か
ら
信
武
を
こ
の
系
譜
に
加
え
た

か
と
す
ら
考
え
ら
れ
る
。「
何
人
か
知
ら
す
」
と
し
つ
つ
「
宗
達
光
琳
の
風
を
慕
ふ
」
あ
る
い

は
「
光
琳
宗
達
の
遺
風
有
り
」
と
評
す
る
一
樹
の
場
合
も
、
同
じ
印
章
を
実
作
品
か
ら
採
取
し

た
洞
斎
が
光
琳
の
印
章
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
の
と
異
な
る
。
さ
ら
に
、
立
圃
の
場
合
、
画

作
に
も
才
能
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
当
時
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
画
系
は
明
ら
か
で
な

か
っ
た
。
そ
の
立
圃
に
つ
い
て
一
人
抱
一
だ
け
が
「
宗
達
（
の
）
弟
子
」
と
い
う
の
だ
が
、
現

存
作
品
に
照
ら
し
て
も
そ
の
判
断
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
当
時
も
今
も
貞
徳

門
人
と
さ
れ
る
立
圃
の
俳
諧
に
つ
い
て
、
抱
一
の
み
は
貞
徳
と
と
も
に
西
山
宗
因
に
も
学
ん
で

い
る
と
、
明
ら
か
に
誤
っ
た
内
容
を
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
も
不
明
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
当
時
の
状
況
下
に
あ
っ
て
も
そ
こ
に
名
を
連
ね
る
こ
と
に
問
題
の
あ
る
絵

師
を
含
む
「
緒
方
流
」
あ
る
い
は
「
尾
形
流
」
と
い
う
新
し
い
絵
師
の
系
譜
を
抱
一
は
構
想
し

て
い
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
全
て
の
絵
師
た
ち
の
間
に
直
接
の
師
弟
関
係
が
あ
る
と
抱
一
が
考

え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、「
畫
本
」
が
継
承
さ
れ
て
い
る
光
琳
か
ら
乾
山
、
何

の
間
に
つ
い
て
は
明
確
な
師
弟
関
係
が
あ
る
と
捉
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
宗
達
と

そ
の
後
継
者
た
ち
の
間
で
さ
え
、
宗
雪
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
伝
記
を
記
さ
ず
、
相
説
に
至
っ

て
は
『
緒
方
流
略
印
譜
（
一
枚
摺
）』
に
あ
っ
た
「
宗
達
門
人
」
と
い
う
記
述
を
『
尾
形
流
略

印
譜
』
で
は
削
除
し
て
い
る
。
先
述
し
た
宗
仙
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
尾
形
流

略
印
譜
』
で
は
、
そ
こ
に
収
録
す
る
絵
師
の
間
の
継
承
関
係
を
「
門
人
」
や
「
弟
子
」
と
い
っ

た
直
接
の
師
弟
関
係
よ
り
緩
や
か
な
も
の
で
あ
る
と
抱
一
自
身
が
捉
え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
そ
の
緩
や
か
な
関
係
に
も
段
階
が
あ
り
、
宗
達
と
光
琳
、
光
琳
と
始
興
、
光

琳
と
長
洲
の
間
で
「
慕
ふ
」「
学
ぶ
」
と
い
う
の
は
、
前
者
の
作
品
を
見
て
後
者
が
学
ん
だ
と

い
う
程
の
継
承
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
宗
理
や
芦
舟
、
一
樹
に
つ
い
て
、

「
風
を
画
く
」「
よ
く
似
た
り
」「
遺
風
有
り
」
と
い
う
の
は
継
承
関
係
が
よ
り
曖
昧
で
、
類
似

点
が
見
出
せ
る
と
い
う
程
度
の
認
識
で
あ
ろ
う
と
理
解
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
系
譜
に
名
を

連
ね
て
い
る
絵
師
た
ち
の
多
く
に
、
土
佐
派
や
狩
野
派
の
よ
う
な
血
縁
関
係
が
な
く
、
師
弟
関

係
を
裏
付
け
る
資
料
も
乏
し
く
、
多
く
の
場
合
、
抱
一
が
作
品
を
実
見
し
て
継
承
関
係
や
そ
の

度
合
い
を
判
断
し
た
か
ら
だ
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。
宗
達
、
光
琳
、
乾
山
、
何

と
い
う
こ
の

系
譜
の
根
幹
を
な
す
絵
師
た
ち
以
外
で
、
洞
斎
や
文
晁
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
人
々
の
認
識

と
食
い
違
う
こ
と
が
多
い
の
も
、
作
品
か
ら
継
承
関
係
を
見
出
す
と
い
う
抱
一
の
主
観
的
判
断

で
こ
の
系
譜
が
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

光
琳
に
つ
い
て
の
部
分
が
あ
ま
り
に
実
証
的
で
網
羅
的
で
あ
る
の
で
、『
尾
形
流
略
印
譜
』

全
体
が
同
様
の
実
証
性
と
網
羅
性
を
備
え
て
い
る
と
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
と
す
る
と
、

そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
い
く
つ
か
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い

る
と
し
て
も
、「
緒
方
流
」
あ
る
い
は
「
尾
形
流
」
と
い
う
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
絵
師
の
系
譜

を
打
ち
立
て
た
こ
と
や
宗
達
と
後
継
者
の
関
係
を
明
確
に
す
る
な
ど
、
光
琳
以
外
で
も
今
日
に

通
じ
る
優
れ
た
見
識
が
示
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
一
方
、
問
題
が
あ
っ
た
り
注
意
し
て
扱

う
べ
き
部
分
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
理
解
し
た
上
で
利
用
す
べ
き
資
料
な
の
で
あ
る
。

　
　
一
〇
、『
尾
形
流
略
印
譜
』
の
諸
本

　
『
尾
形
流
略
印
譜
』
に
は
、
抱
一
が
文
化
十
二
年
に
刊
行
し
た
本
以
外
に
、
中
野
其
明
が
増

補
し
て
明
治
時
代
に
出
版
し
た
本
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
化
十
二

年
版
の
中
に
も
序
の
異
な
る
も
の
が
あ
り
、
近
年
、
其
明
以
前
に
鈴
木
其
一
が
増
補
改
訂
を

行
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ら
『
尾
形
流
略
印
譜
』
の
諸
本
に
つ

い
て
、
続
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
　（
一
）
二
種
類
の
谷
文
晁
序

　

文
化
十
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
尾
形
流
略
印
譜
』
の
巻
頭
に
は
『
緒
方
流
略
印
譜
（
一
枚

摺
）』
に
は
な
か
っ
た
谷
文
晁
に
よ
る
序
（
題
言
）
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お

り
、
既
に
光
琳
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
第
七
章
三
節
で
翻
字
し
、
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
同
じ
初
版
本
の
序
の
中
に
一
部
の
字
句
が
異
な
る
も
の
が
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
。
既
に
一
部
の
書
籍
に
紹
介
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
こ
に
改
め
て
示
し
、
検
討
を

加
え
る
こ
と
に
し
た
い
（
翻
字
中
の
「
／
」
は
原
文
で
改
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
）。

〔
Ａ
〕  

抱
一
上
人
最
好
光
琳
筆
凡
所
／
有
稍
異
必

留
之
但
琳
印
色
／
不
用
油
朱
多
用
調
膠
朱

（
240
）
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四

是
／
以
印
文
肥
痩
毎
幀
不
同
字
體
／
有
不
可
辨
者
上
人
病
其
如
此
／
特
選
之
其
字
體
鮮

明
者
輯
／
為
一
本
名
光
琳
印
譜
一
日
／
袖
来
見
似

勒
極
精
不
堪
／
欣
賞
因
題
一
言
還

之
／
乙
亥
六
月　

文
晃
（
糸
印
）

〔
Ｂ
〕  
抱
一
上
人
最
好
光
琳
筆
凡
所
目
／
撃
有
稍
異
必

留
之
但
琳
之
輩
／
印
色
不
用
油
朱
多

用
調
膠
朱
是
／
以
印
文
肥
痩
毎
幀
不
同
字
體
／
有
不
可
辨
者
上
人
病
其
如
此
／
特
選
字

體
鮮
明
者
輯
為
／
一
本
名
緒
方
流
印
譜
一
日
／
袖
来
見
似

勒
極
精
不
堪
傾
賞
因
／
題

一
言
還
之
／
乙
亥
六
月　

文
晃
（
糸
印
）

　
〔
Ａ
〕
は
一
連
の
考
察
で
用
い
て
き
た
東
京
大
学
総
合
図
書
館
洒
竹
文
庫
本
の
序
（
図
27
）

で
、
管
見
の
限
り
で
は
他
に
東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
本
が
同
じ
序
を
持
つ
。
そ
れ
に

対
し
て
、〔
Ｂ
〕
の
序
を
持
つ
も
の
に
龍
谷
大
学
（
大
宮
図
書
館
）
本
（
図
28
）
が
あ
り
、
東

京
藝
術
大
学
附
属
図
書
館
本
の
序
も
同
じ
で
あ
る
。
一
方
、
序
以
外
の
内
容
は
、
巻
末
に
あ
る

抱
一
の
識
語
（
跋
）
の
末
尾
に
「
文
詮
」（
朱
文
瓢
形
印
）
が
あ
る
点
も
含
め
て
完
全
に
一
致

し
て
い
る
。
原
表
紙
が
残
る
洒
竹
文
庫
本
と
龍
谷
大
学
本
の
雲
母
摺
模
様
も
等
し
い
こ
と
か

ら
、
文
化
十
二
年
版
の
中
に
序
の
異
な
る
二
種
類
の
本
が
あ
る
と
理
解
し
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

二
つ
の
序
文
の
文
言
は
ほ
ぼ
等
し
い
が
、〔
Ａ
〕
の
一
行
目
末
か
ら
二
行
目
に
か
け
て
「
凡

所
／
有
稍
異
」
と
い
う
部
分
が
〔
Ｂ
〕
で
は
「
凡
所
目
／
撃
有
稍
異
」
に
な
っ
て
い
る
。
以
下

同
様
に
、
二
行
目
末
の
「
但
琳
印
色
」
は
「
但
琳
之
輩
／
印
色
」
に
、
六
行
目
行
頭
の
「
特
選

之
其
字
體
鮮
明
者
」
は
「
特
選
字
體
鮮
明
者
」
に
、
七
行
目
の
「
光
琳
印
譜
」
は
「
緒
方
流
印

譜
」、
九
行
目
の
「
欣
賞
」
は
「
傾
賞
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
点
の
多
く
は
文
意
の

違
い
に
関
わ
ら
な
い
が
、
書
名
に
つ
い
て
〔
Ａ
〕
で
「
光
琳
印
譜
」
と
い
い
〔
Ｂ
〕
で
「
緒
方

流
印
譜
」
と
い
う
の
は
大
き
な
違
い
で
、
注
目
さ
れ
る
。

　

文
意
に
つ
い
て
改
め
て
見
て
お
く
と
、
本
書
全
体
の
内
容
と
も
関
わ
る
一
つ
の
特
色
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
抱
一
が
光
琳
画
を
最
も
好
ん
で
摸
写
に
努
め
、
特
に
印
文

の
字
体
が
鮮
明
な
も
の
を
選
び
集
め
て
一
冊
に
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
と
だ
け
、
文
晁
は
記
し

て
い
る
の
で
あ
る
。〔
Ｂ
〕
の
書
名
に
関
わ
る
部
分
を
除
け
ば
、
そ
の
文
言
の
中
に
「
緒
方
流
」

あ
る
い
は
「
尾
形
流
」
と
い
う
名
称
は
一
切
登
場
せ
ず
、
宗
達
や
乾
山
を
は
じ
め
と
す
る
絵
師

た
ち
に
つ
い
て
も
全
く
言
及
さ
れ
な
い
。
実
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
抱
一
自
身
が
記
し
た
識

語
（
跋
）
も
同
様
で
、「
緒
方
氏
」（
光
琳
）
の
画
風
を
慕
っ
て
写
し
貯
め
て
お
い
た
印
譜
を
某

氏
に
請
わ
れ
て
上
梓
す
る
こ
と
に
し
た
と
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
。
序
の
文
章
だ
け
を
読
め
ば
、

序
に
記
さ
れ
た
二
つ
の
書
名
の
内
「
光
琳
印
譜
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
実
際
の
内
容
は
光
琳
だ
け
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で

（
241
）

は
な
い
。
確
か
に
、
質
量
と
も
に
光
琳
に
関
す
る
部
分
が
最
も
充
実
し
て
い
て
抱
一
の
関
心
の

中
心
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
文
第
一
丁
表
の
冒
頭
に
「
緒
方
流

略
印
譜
」
と
内
題
が
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
達
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
系
譜
の
絵
師
た
ち

を
納
め
、
そ
の
代
表
者
と
し
て
光
琳
を
位
置
づ
け
て
い
る
点
に
本
書
の
大
き
な
特
色
が
あ
る
こ

と
は
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
書
全
体
の
内
容
に
よ
り
適
合
す
る

の
は
、
序
に
記
さ
れ
た
二
つ
の
書
名
の
内
「
緒
方
流
印
譜
」
の
方
で
あ
る
。

　

で
は
、〔
Ａ
〕
と
〔
Ｂ
〕、
ど
ち
ら
の
序
を
持
つ
本
が
先
に
刊
行
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
述

し
た
よ
う
に
、
二
種
類
の
本
で
異
な
る
の
は
序
だ
け
で
あ
り
、
装
丁
や
内
容
か
ら
先
後
を
決

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
、『
古
画
備
考
』
抱
一
の
項
に
引
用
さ
れ
て
い

る
『
尾
形
流
略
印
譜
』
の
序
は
〔
Ｂ
〕
で
あ
り
、
抱
一
の
孫
弟
子
に
当
た
る
中
野
其
明
が
明
治

時
代
に
出
版
し
た
『
尾
形
流
略
印
譜
』
の
増
補
版
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
〔
Ｂ
〕
で
あ
る
。

従
っ
て
、〔
Ａ
〕
の
方
が
〔
Ｂ
〕
に
先
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
最
初
、
谷
文
晁
が
序
の
執
筆
を
依
頼
さ
れ
た
時
点
で
は
光
琳
の
み
を
収
録
す

る
「
光
琳
印
譜
」
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
本
書
を
編
纂
し
て
い
く
過
程
で
現
在
見

る
よ
う
な
内
容
に
変
更
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
書
名
が
「
緒
方
流
印
譜
」
に
変
え
ら
れ
た
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
受
け
取
れ
る
。
一
方
、
文
化
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
緒

方
流
略
印
譜
（
一
枚
摺
）』
で
は
、
既
に
そ
の
書
名
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
光
琳
以
外
の
絵
師

も
載
せ
て
い
る
。
文
晁
に
序
が
依
頼
さ
れ
た
の
が
『
緒
方
流
略
印
譜
（
一
枚
摺
）』
が
刊
行
さ

れ
る
以
前
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
、
文
化
十
二
年
に
『
尾
形
流
略

印
譜
』
を
出
版
す
る
時
点
で
何
故
序
文
中
の
書
名
を
「
緒
方
流
印
譜
」
に
変
更
し
な
か
っ
た
の

か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
谷
文
晁
が
記
し
た
序
の
中
の
書
名
が
「
光
琳
印

譜
」
か
ら
「
緒
方
流
印
譜
」
に
変
え
ら
れ
た
経
緯
は
明
確
で
な
い
が
、
文
晁
の
序
〔
Ａ
〕
に
接

し
た
識
者
の
中
に
序
〔
Ｂ
〕
を
持
つ
本
が
出
版
さ
れ
て
以
降
も
本
書
を
「
光
琳
印
譜
」
と
し
て

捉
え
る
も
の
が
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。『
古
画
備
考
』
に
「
光
琳
印
譜
」
の
書
名
で
本
書

が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
を
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
　（
二
）
中
野
其
明
増
補
・
明
治
版

　

前
述
の
よ
う
に
、
現
在
版
本
の
形
（
冊
子
）
で
確
認
で
き
る
『
尾
形
流
略
印
譜
』
に
、
酒
井

抱
一
が
文
化
十
二
年
に
刊
行
し
た
本
（
以
下
、
文
化
十
二
年
版
と
呼
ぶ
）
以
外
に
、
中
野
其
明

が
内
容
を
増
補
し
て
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
に
春
陽
堂
か
ら
出
版
し
た
本
（
以
下
、
明

治
版
と
呼
ぶ
）
が
あ
る
。

　

文
化
十
二
年
版
が
谷
文
晁
の
序
一
丁
と
本
文
十
一
丁
、
抱
一
の
識
語
（
跋
）
半
丁
の
計
十
三

丁
か
ら
な
る
の
に
対
し
て
、
明
治
版
は
谷
文
晁
の
序
一
丁
の
他
二
十
五
丁
の
計
二
十
六
丁
か
ら
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な
り
、
裏
表
紙
裏
に
刊
記
を
伴
う
。
明
治
版
の
内
容
と
、
文
化
十
二
年
版
か
ら
ど
の
点
を
増
補

し
て
い
る
の
か
を
示
す
［
表
20
］
を
作
成
し
、
本
文
末
尾
に
掲
げ
た
。
こ
の
表
に
従
っ
て
、
明

治
版
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

文
化
十
二
年
版
の
構
成
が
、
巻
頭
に
序
、
巻
末
に
識
語
を
置
き
、
本
文
は
宗
達
以
下
、「
尾

形
流
」
の
絵
師
た
ち
を
お
よ
そ
年
代
順
に
並
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
明
治
版
の
構
成

は
や
や
錯
綜
し
て
い
る
。
ま
ず
、
巻
頭
に
は
文
化
十
二
年
版
と
同
じ
谷
文
晁
に
よ
る
序
〔
Ｂ
〕

を
置
く
。
そ
れ
に
続
く
本
文
は
、
第
一
八
丁
裏
の
鈴
木
其
一
に
よ
る
後
記
と
そ
れ
以
降
の
部

分
に
大
き
く
分
か
れ
る
。
其
一
の
後
記
に
は
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
七
月
の
年
紀
が
有
り
、

こ
の
部
分
ま
で
は
そ
れ
以
前
に
増
補
改
訂
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
鈴
木
其

一
（
一
七
九
六
～
一
八
五
八
）
は
江
戸
に
生
ま
れ
、
十
八
歳
で
抱
一
の
内
弟
子
に
な
っ
た
絵
師

で
あ
る
。
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）、
抱
一
の
附
人
を
務
め
絵
を
よ
く
し
た
鈴
木
蠣
潭
が
急

死
し
た
時
、
二
十
二
歳
の
其
一
が
養
子
に
入
っ
て
鈴
木
家
を
継
ぎ
、
酒
井
家
の
家
臣
と
し
て

抱
一
の
附
人
と
な
る
と
と
も
に
、
抱
一
の
筆
頭
弟
子
と
し
て
活
躍
し
た
。
文
政
十
一
年
（
一
八

二
八
）
十
一
月
に
抱
一
が
没
す
る
と
、
翌
年
二
月
に
酒
井
家
に
願
い
出
て
一
代
絵
師
と
し
て
仕

官
す
る
こ
と
に
な
り
、
剃
髪
し
た
。
ま
た
、
文
化
十
二
年
六
月
に
抱
一
が
光
琳
の
百
回
忌
法
要

に
併
せ
て
行
っ
た
光
琳
画
展
観
を
記
念
し
て
、
出
品
作
を
中
心
に
編
集
、
出
版
し
た
『
光
琳
百

図
』
や
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
同
書
の
後
編
の
版
木
が
焼
失
し
た
後
、
其
一

が
復
刻
し
て
出
版
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
中
野
其
明
（
一
八
三
四
～
九
二
）
は
其
一
の

弟
子
で
あ
り
、『
尾
形
流
略
印
譜
』
を
増
補
し
て
出
版
し
た
以
外
に
も
そ
れ
に
先
立
っ
て
『
尾

形
流
百
図
』
を
刊
行
す
る
な
ど
、
抱
一
や
其
一
の
光
琳
顕
彰
を
も
受
け
継
い
で
い
る
。
第
一
八

丁
以
前
に
つ
い
て
は
次
節
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
其
明
が
増
補
し
た
明
治
版
の
第

一
九
丁
以
下
（
図
29
）
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

そ
の
内
容
を
見
る
と
、
其
明
が
増
補
し
た
部
分
も
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
九

丁
表
か
ら
第
二
一
丁
表
ま
で
は
第
一
八
丁
ま
で
に
収
録
し
て
い
る
絵
師
の
款
印
を
増
補
す
る
こ

と
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
九
丁
表
で
は
光
悦
、
第
二
〇
丁
表
か
ら
裏
に
か
け
て
光
琳
、

そ
れ
に
続
け
て
乾
山
、
第
二
一
丁
表
に
は
立
圃
、
始
興
、「
光
琳
子
壽
市
郎
方
淑
」、
宗
理
の
款

印
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
伝
記
に
関
わ
る
記
載
が
あ
っ
て
も
極
め
て
簡
略
で
、
内
容
も
第
一
八

丁
ま
で
に
既
出
の
域
を
出
な
い
。
第
一
八
丁
ま
で
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
人
物
が
第
一
九
丁
裏

か
ら
第
二
〇
丁
表
に
か
け
て
集
め
ら
れ
て
い
る
が
、
本
阿
弥
光
甫
は
光
悦
の
養
子
で
あ
っ
た
光

瑳
の
子
で
あ
り
、
続
く
兒
嶌
（
小
島
）
宗
真
は
光
悦
の
書
の
弟
子
、
尾
形
宗
謙
は
宗
真
の
書
の

弟
子
で
光
琳
の
父
で
あ
り
、
第
一
八
丁
ま
で
に
収
め
ら
れ
て
い
る
人
物
の
近
親
者
か
近
し
い
門

人
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
伝
記
に
関
わ
る
事
項
も
極
め
て
簡
略
で
、
収
録
す
る
款
印
も
一
、
二

点
で
あ
る
。

（
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）

（
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充
実
し
た
内
容
を
伝
え
て
い
る
の
は
第
二
一
丁
裏
か
ら
第
二
四
丁
表
に
か
け
て
収
録
さ
れ
て

い
る
抱
一
、
鴬
蒲
、
蠣
潭
、
其
一
の
四
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
其
一
が
増
補
し
た
嘉
永
七
年
の

段
階
で
抱
一
も
鴬
蒲
も
蠣
潭
も
既
に
亡
く
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
第
一
八
丁
以
前
に
は

含
ま
れ
ず
、
明
治
版
に
な
っ
て
初
め
て
こ
の
位
置
に
収
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
明
治
版
の
最
後
に
納
め
ら
れ
て
い
る
の
が
第
二
四
丁
裏
の
「
尾
形
家
系
図
」
で
、

第
二
五
丁
表
の
「
小
西
彦
右
衛
門
添
書
」
は
系
図
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
五

丁
裏
の
其
明
に
よ
る
後
記
も
系
図
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
後
記
に
「
抱
一
上
人
小
西
氏
へ

光
琳
系
圖
被
尋
し
時
送
り
た
る
手
帋
其
侭
印
譜
追
加
に
添
」
と
あ
る
の
に
従
え
ば
、
こ
こ
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
「
尾
形
家
系
図
」
は
光
琳
の
子
孫
で
あ
る
小
西
家
か
ら
抱
一
の
下
に
も
た
ら
さ

れ
た
も
の
で
、「
小
西
彦
右
衛
門
添
書
」
に
は
「
文
化
四
年
卯
十
二
月
」
の
年
紀
が
記
さ
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
、
抱
一
が
入
手
し
た
と
さ
れ
る
「
尾
形
家
系
図
」
は
他
に
二
本
知
ら
れ
て
お

り
、
明
治
版
所
載
の
も
の
の
年
紀
に
つ
い
て
疑
問
も
呈
さ
れ
て
い
る
。
文
化
十
二
年
版
か
ら
明

治
版
に
至
る
『
尾
形
流
略
印
譜
』
の
内
容
に
関
わ
る
部
分
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
検
討
を
加
え

る
こ
と
に
し
た
い
。

　

抱
一
が
入
手
し
た
と
さ
れ
る
「
尾
形
家
系
図
」
と
は
次
の
三
本
で
あ
る
。

　

① 

明
治
版
所
収
本
（
文
化
四
年
）

　

② 

『
古
画
備
考
』
所
収
本
（
文
政
三
年
）

　

③ 

「
卯
十
二
月
」
本

こ
の
内
、
②『
古
画
備
考
』
所
収
本
と
は
、
同
書
三
十
五
光
悦
流
に
載
る
尾
形
光
琳
の
項
目
の

前
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
③「
卯
十
二
月
」
本
と
は
抱
一
か
ら
門
人
の
一

人
で
あ
る
池
田
孤
邨
に
伝
え
ら
れ
て
も
の
で
、
牧
野
宏
子
氏
に
よ
り
翻
字
さ
れ
図
版
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
系
図
は
三
本
と
も
尾
形
家
の
始
祖
と
さ
れ
る
伊
春
か
ら
は
じ
ま
り
、
道
柏
、
宗

柏
、
宗
謙
、
光
琳
・
深
省
、
そ
し
て
光
琳
の
息
子
た
ち
へ
と
続
く
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物

に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
内
容
も
概
ね
類
似
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
②『
古
画
備
考
』
所
収

本
で
は
他
の
二
本
と
異
な
り
、
宗
謙
に
つ
い
て
「
学
書
本
阿
弥
光
悦
書
法
得
光
悦
髓
」、
光
琳

に
つ
い
て
「
或
書
云
始
学
画
於
永
真
又
作
漆
器
工
于
描
金
兼
嗜
茶
事
能
作
假
山
水
總
其
所
作
觸

發
天
機
脱
舊
套
益
奇
也
」、
深
省
（
乾
山
）
に
つ
い
て
「
好
造
陶
器
為
一
家
号
乾
山
其
子
孫
継

家
者
数
世
有
名
」
と
伝
え
て
い
る
が
、
光
琳
に
関
す
る
部
分
は
『
新
撰
和
漢
書
画
一
覧
』
か
ら

の
引
用
で
あ
る
。
ま
た
、
②『
古
画
備
考
』
所
収
本
だ
け
が
光
琳
の
息
子
た
ち
に
つ
い
て
明
ら

か
に
誤
っ
て
伝
え
て
い
る
。
正
し
く
は
、
③「
卯
十
二
月
」
本
の
よ
う
に
、
光
琳
と
深
省
が
兄

弟
で
、
壽
市
郎
、
勝
之
丞
と
宗
左
衛
門
（
才
次
郎
）
の
三
人
は
光
琳
の
息
子
と
し
て
示
す
べ
き

で
あ
る
。
①
明
治
版
所
収
本
で
は
、
系
図
を
半
丁
に
納
め
よ
う
と
し
た
た
め
か
光
琳
に
続
く
深

省
、
壽
市
郎
の
関
係
は
曖
昧
だ
が
、
勝
之
丞
と
宗
左
衛
門
は
兄
弟
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い

（
244
）

（
245
）
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る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
②『
古
画
備
考
』
所
収
本
は
勝
之
丞
を
壽
市
郎
の
子
（
あ
る
い
は
後
嗣
）

と
し
て
い
る
上
に
、
才
次
郎
を
勝
之
丞
の
別
称
と
し
、
本
来
で
あ
れ
ば
才
次
郎
に
付
け
る
べ
き

「
為
大
坂
町
人
石
井
吉
右
衛
門
養
子
」
と
い
う
注
記
も
勝
之
丞
に
付
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に
比

べ
る
と
、
①
明
治
版
所
収
本
と
③「
卯
十
二
月
」
本
の
違
い
は
わ
ず
か
で
、
ほ
と
ん
ど
が
用
字

の
違
い
で
あ
る
。
た
だ
し
、
③「
卯
十
二
月
」
本
が
道
柏
に
つ
い
て
「
緒
方
社
」「
作
尾
片
」
と

記
す
と
こ
ろ
を
①
明
治
版
所
収
本
は
と
も
に
「
尾
形
」
と
し
、
光
琳
に
つ
い
て
も
③「
卯
十
二

月
」
本
が
「
市
丞
」「
小
形
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
「
市
之
丞
」「
緒
方
」
と
し
て
お
り
、
③「
卯

十
二
月
」
本
の
方
が
よ
り
正
確
で
あ
る
。

　

系
図
に
付
さ
れ
た
添
書
も
、
①
明
治
版
所
収
本
と
③「
卯
十
二
月
」
本
は
系
図
を
作
成
し
た

小
西
彦
右
衛
門
が
書
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
②『
古
画
備
考
』
所
収
本
は
「
光
琳
子
壽

市
郎
改
名
彦
右
衛
門
為
小
西
氏
養
子
其
子
幸
次
郎
後
改
彦
右
衛
門
其
子
當
時
小
西
彦
右
衛
門
迠

自
光
琳
三
世
之
孫
也
／
于
時
文
政
三
年
庚
辰
春
正
月　
「
雨

」（
朱
文
方
郭
内
鼎
印
）」
と
、

抱
一
が
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
文
政
三
年
当
時
の
小
西
彦
右
衛
門
が
「
光
琳
三
世
之

孫
」
と
し
て
い
る
が
、
他
の
二
本
は
異
な
っ
て
い
る
。
①
明
治
版
所
収
本
の
添
書
は
［
表
20
］

に
示
し
た
と
お
り
だ
が
、
③「
卯
十
二
月
」
本
の
も
の
は
、「
右
光
琳
悴
壽
市
郎
〈
後
彦
右
衛
門

ト
改
〉
小
西
家
養
子
ニ
成
悴
幸
次
郎
〈
後
彦
右
衛
門
ト
改
〉
悴
私
と
相
続
い
た
し
則
私
儀
ハ
光

琳
四
代
之
孫
ニ
御
座
候
光
琳
死
後
小
形
之
名
跡
者
不
相
立
候
得
共
右
初
代
伊
春
よ
り
私
迠
血
脉

者
續
キ
御
座
候
右
者
御
尋
ニ
付
相
認
申
候
以
上
／
卯
十
二
月　

小
西
彦
右
衛
門
」
と
な
っ
て
い

る
。
①
明
治
版
所
収
本
と
一
致
す
る
部
分
が
多
い
が
、
壽
市
郎
、
幸
次
郎
そ
し
て
当
代
へ
相
続

さ
れ
て
当
代
の
彦
右
衛
門
が
「
光
琳
四
代
之
孫
」
で
あ
る
と
い
う
時
、
③「
卯
十
二
月
」
本
で

は
「
私
」
の
前
に
「
悴
」
の
一
字
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
光
琳
悴
壽
市
郎
」、
そ
の
「
悴

幸
次
郎
」
と
同
様
、「
私
」
が
幸
次
郎
の
「
悴
」
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
も
の
と
み
ら
れ
、

①
明
治
版
所
収
本
と
同
じ
継
承
関
係
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
小
西
家
の
歴
代
に
つ
い
て
は
、
山
根
有
三
氏
が
小
西
家
か
ら
出
て
散
逸
し
て
い
た

文
書
を
再
発
見
し
て
、
壽
市
郎
（
方
淑
）
が
五
代
目
に
当
た
り
、
六
代
目
は
才
次
郎
が
養
子
に

入
っ
た
石
井
家
の
嗣
子
で
あ
っ
た
方
清
を
養
子
に
迎
え
、
七
代
目
も
壽
市
郎
の
姉
が
嫁
し
た
西

村
家
か
ら
養
子
に
し
た
方
長
が
継
ぎ
、
八
代
目
も
実
家
の
石
井
家
を
相
続
し
た
六
代
目
方
清
の

息
子
で
あ
る
方
守
を
養
子
に
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
小
西

家
に
伝
来
し
た
文
書
か
ら
、
八
代
目
方
守
は
文
政
六
年
三
月
に
退
役
す
る
ま
で
小
西
家
当
主
と

し
て
彦
右
衛
門
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
政
二
年
に
抱
一
が
、
京
都
・
妙
顕
寺
本

行
院
に
光
琳
の
墓
碑
を
建
て
よ
う
と
し
た
時
の
当
主
も
方
守
で
あ
っ
た
こ
と
が
文
書
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
②『
古
画
備
考
』
所
収
本
が
書
か
れ
た
文
政
三
年
の
時
の
彦
右
衛
門
は
方

守
で
あ
る
が
、「
光
琳
三
世
之
孫
」
と
い
う
記
載
と
合
わ
な
い
。
ま
た
、
小
西
家
に
残
る
文
書

（
246
）

（
247
）

（
248
）

（
249
）

類
の
記
載
か
ら
、
①
明
治
版
所
収
本
が
書
か
れ
た
文
化
四
年
の
段
階
の
彦
右
衛
門
も
方
守
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
時
点
で
は
方
守
が
何
時
小
西
家
当
主
に
な
っ
た
の
か

確
定
で
き
な
い
の
で
断
言
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
壽
市
郎
を
継
い
だ
方
清
が
幸
次
郎
を
名
乗
っ

て
い
た
の
か
も
明
か
で
は
な
い
。

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
の
結
果
、
②『
古
画
備
考
』
所
収
本
の
記
載
に
や
や
問
題
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
が
、
記
載
内
容
が
近
似
す
る
①
明
治
版
所
収
本
と
③「
卯
十
二
月
」
本
の
関
係
に
つ

い
て
は
明
確
で
な
い
。
た
だ
し
、
明
治
版
の
内
、
次
節
で
検
討
を
加
え
る
第
一
八
丁
ま
で
の
部

分
に
、
ど
の
段
階
で
抱
一
が
「
尾
形
家
系
図
」
を
入
手
し
た
の
か
に
関
連
す
る
記
載
が
含
ま
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
第
一
二
丁
裏
（
図
30
）
に
「
光
琳
子
壽
市
郎
方
淑
」
と
い
う
文
化
十
二
年

版
に
な
か
っ
た
項
目
を
立
て
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
、「
光
琳
孫
以
十
画
」「
光
是
之
印
」

（
朱
文
方
印
）
と
い
う
、
文
化
十
二
年
版
で
は
「
以
十
」
の
項
目
に
あ
っ
た
の
と
同
じ
款
印
を

載
せ
て
お
り
、
絵
師
名
と
款
印
の
内
容
に
齟
齬
を
来
し
て
い
る
。
一
方
、
第
七
丁
裏
で
は
文
化

十
二
年
版
に
あ
っ
た
「
方
□
〔
淑
〕」（
朱
文
方
印
）
を
光
琳
の
使
用
印
か
ら
削
除
し
、
同
じ
位

置
に
印
文
不
明
の
方
印
を
補
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
光
琳
の
子
・
壽
市
郎
の
名
が
方
淑
で
あ
る

と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
な
お
、
明
治
版
で
は
文
化
十
二
年
版
を
増
補
す
る

と
い
う
性
格
上
、
こ
の
箇
所
以
外
で
文
化
十
二
年
版
に
あ
っ
た
も
の
を
除
く
こ
と
は
し
て
い
な

い
。
そ
し
て
、
抱
一
が
入
手
し
た
と
さ
れ
る
三
本
の
「
尾
形
家
系
図
」
は
い
ず
れ
も
壽
市
郎
の

名
が
方
淑
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
明
治
版
の
こ
の
箇
所
の
改
訂
と
一
致
し
て
い
る
。
し

か
し
、
①
明
治
版
所
収
本
の
よ
う
に
、
文
化
四
年
の
段
階
で
抱
一
が
「
尾
形
家
系
図
」
を
入
手

し
て
い
た
と
す
る
と
、
何
故
「
方
□
〔
淑
〕」（
朱
文
方
印
）
を
光
琳
の
使
用
印
に
含
め
た
の
か

と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
印
文
を
「
方
□
〔
淑
〕」
と
し
て
い
る
の
は
二

字
目
が
明
確
で
な
い
た
め
で
、
抱
一
が
こ
の
印
を
光
琳
の
使
用
印
の
一
つ
と
し
た
の
も
そ
こ
に

理
由
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
不
鮮
明
な
印
影
か
ら
断
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い

が
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
①
明
治
版
所
収
本
の
年
紀
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。

　
　
小
　
結

　

本
稿
に
お
い
て
、
前
二
章
で
考
察
を
重
ね
て
き
た
『
尾
形
流
略
印
譜
』
に
お
い
て
抱
一
が
描

き
出
し
た
「
尾
形
流
」
に
つ
い
て
ま
と
め
、『
尾
形
流
略
印
譜
』
諸
本
に
つ
い
て
も
検
討
を
加

え
た
。

　

章
の
途
中
で
あ
り
、『
尾
形
流
略
印
譜
』
成
立
の
背
景
や
本
書
刊
行
後
に
著
さ
れ
た
諸
書
に

つ
い
て
も
検
証
す
べ
き
で
あ
る
が
、
与
え
ら
れ
た
紙
数
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
。
大
変
心
苦
し
い
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が
、
次
稿
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
註

 （
237
） 「
江
戸
時
代
に
お
け
る
光
琳
像
の
変
遷
に
つ
い
て
（
上
）」「
同
（
中
）」「
同
（
下
―
一
）」「
同
（
下
―
二
）」

「
同
（
下
―
三
）」「
同
（
下
―
四
）」「
同
（
下
―
五
）」（『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
』
第
50
・
52
・
54
・

58
・
61
・
63
・
64
輯
（
芸
術
・
保
健
体
育
・
家
政
・
技
術
科
学
編
）
二
〇
〇
一
・
二
〇
〇
三
・
二
〇
〇
五
・

二
〇
〇
九
・
二
〇
一
二
・
二
〇
一
四
年
・
二
〇
一
五
年
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
章
や
註
、
表
の
番
号
は
前

稿
を
引
き
継
い
で
い
る
。

 （
238
） 

七
、
酒
井
抱
一
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
光
琳
像
―
『
尾
形
流
略
印
譜
』
を
中
心
に
―
（
下
―
二
）、
八
、『
尾
形

流
略
印
譜
』
に
見
る
「
尾
形
流
」
の
絵
師
達
（
下
―
三
～
五
）。

 （
239
） 

す
で
に
註 （
110
）で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
絵
師
名
を
欠
き
印
の
み
を
光
琳
の
印
に
近
接
し
て
載
せ
る
芦
舟
を

光
琳
と
区
別
し
て
い
た
と
見
な
す
と
十
四
名
に
な
る
。

 （
240
） 『
抱
一
派
花
鳥
画
譜
』
第
三
巻
（
紫
紅
社
、
一
九
七
九
年
）
に
本
文
で
後
述
す
る
龍
谷
大
学
本
全
冊
が
影
印

さ
れ
て
い
る
ほ
か
、『
特
別
展　

酒
井
抱
一
―
江
戸
情
緒
の
精
華
―
』（
大
和
文
華
館
、
二
〇
一
四
年
）
に
洒

竹
文
庫
本
と
龍
谷
大
学
本
が
翻
字
さ
れ
て
い
る
。

 （
241
） 

た
だ
し
、
二
つ
の
序
で
異
な
る
部
分
の
最
後
に
あ
げ
た
と
こ
ろ
は
、〔
Ａ
〕
で
も
「
傾
賞
」
と
読
む
べ
き
な

の
か
も
し
れ
な
い
。

 （
242
） 

明
治
版
は
架
蔵
本
に
よ
る
。

 （
243
） 

鈴
木
其
一
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
岡
野
智
子
「
鈴
木
其
一
の
軌
跡
」『
鈴
木
其
一　

江
戸
琳
派
の
旗
手
』

（
展
覧
会
図
録
、
読
売
新
聞
社
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
し
た
。

 （
244
） 

牧
野
宏
子
「
抱
一
の
光
琳
乾
山
顕
彰
資
料
」『
成
城
国
文
』
６
、
一
九
九
〇
年
。

 （
245
） 

牧
野
氏
、
註 （
244
）前
掲
論
文
。

 （
246
） 『
小
西
家
旧
蔵
光
琳
関
係
資
料
と
そ
の
研
究　

資
料
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
二
年
）
に
収
録
さ

れ
て
い
る
文
書
類
の
中
で
、
父
で
あ
る
宗
謙
を
は
じ
め
と
す
る
近
親
者
た
ち
は
光
琳
の
幼
名
を
常
に
「
市
丞
」

と
記
し
て
い
る
。

 （
247
） 

山
根
有
三
「
小
西
家
旧
蔵
光
琳
関
係
資
料
（
小
西
家
文
書
）
に
つ
い
て
」『
特
別
展　

光
琳
』
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術

館
、
一
九
八
五
年
。

 （
248
） 

註 （
246
）前
掲
書
所
収
、
文
書
一
七
四
「
小
西
方
守
退
役
願
控
書
」。

 （
249
） 

註 （
246
）前
掲
書
所
収
、
文
書
一
六
六
「
小
西
方
守
筆
・
光
琳
墓
標
控
」。

 〔
付
記
〕
本
稿
は
、「『
作
品
を
制
作
す
る
手
の
顕
在
化
』
を
め
ぐ
る
歴
史
的
研
究
」〔
基
盤
研
究
（
Ｂ
）〕（
課
題

番
号
：
二
五
二
八
四
〇
二
九
、
代
表
者
：
京
都
大
学
・
中
村
俊
春
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

 

（
二
〇
一
六
年
九
月
二
十
三
日
受
理
）

図30　�中野其明編『尾形流略印譜』�
（12ウ）

図28　�酒井抱一編『緒方流略印譜』序�
龍谷大学図書館

図27　�酒井抱一編『尾形流略印譜』序�
東京大学総合図書館洒竹文庫

図29　�中野其明編『尾形流略印譜』（19オ～25ウ）
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［表20］『尾形流略印譜』：明治版と文化十二年版

中野其明編『尾形流略印譜』（全26丁）、明治25年（1892） 酒井抱一編『尾形流略印譜』（全13丁）、
文化12年（1815）

序オ 
序ウ

【谷文晁・序】 序オ・ウ（龍谷大学本）

1オ 本阿弥光悦は慶長年間の人以書海内に鳴る画又一風を為す宗達光琳の祖とすると
ころなり尤古土佐の風によりて細筆の哥仙なと世に残决あり草画金銀にて繪き淡
彩も稀に有り／「光悦」（黒方）：内題「緒方流略印譜」なし

1ウ 宗達　喜多川氏俵屋宗達は住吉法眼如慶の門人なり一家の風を起して花卉に妙を
得たり法橋に叙す後加州侯に仕て子孫今に有といふ寛永年間の人なり

1オ

2オ 「伊年」（朱円）、「對青」（朱円）、「□□」（朱円）
2ウ 宗達法橋「對青軒」（朱円）、「伊年」（朱円） 1ウ
3オ 順定／「順定」（朱方重郭）、順定「宗仙」（白方）、「伊年」（朱円） 2オ：順定「宗仙」（白方）なし
3ウ 宗雪／宗雪「宗雪」（朱方）、「伊年」（朱円） 2ウ
４オ 信武　野々村通正といふ又俵屋と号す／通正信武七十七歳筆「野」（朱方）、「通正

信武」（白方）
3オ

宗悦　叙法橋喜多川氏／喜多川法橋相説「伊年」（白方）、「宗説」（朱円）
４ウ 宗仙　叙法橋／「宗仙」（朱文円印）、是眞「埜二村是真印」（朱方） 3ウ：是眞「埜二村是真印」（朱方）な

し雛屋立甫　宗達弟子俳諧は貞徳宗因に學ふ／雛屋立圃「□□之印」（白方）、「松翁」
（朱方）、立甫「日□」（朱瓢）

5オ 
5 ウ

光琳　尾形宗謙か子時を隔て宗達の風を慕山本素軒の弟子となり後法橋に叙すと
淺井不舊の印譜に見へたり又尾形を緒方と改む花卉を画き人物に至てはいよゝゝ
古土佐の風韻を学ふ當流の逸筆世に知るところなり享保元年〈丙申〉六月二日卒歳
六十二京都小川頭妙顕寺中本行院に葬す長江軒寂明青々光琳居士と有り／「惟富」
（朱方）、「堆翠」（朱円）、「尾形」（白方）、「惟富之印」（白方）

４オ・ウ：「惟富」（朱方）、「堆翠」（朱
円）、「尾形」（白方）、「惟富之印」（白
方）なし

6オ 法橋光琳「伊亮」（朱円）、「方祝」（白方）、青々斎光琳「寂明」（白方）、「光琳」（白
長方）、「光琳」（白小方）

5オ

6ウ 「道崇」（朱円）、法橋光琳「方祝」（朱方）、「方祝」（朱方）、「法橋光琳」（白長方）、
「□琳」（朱小方）、法橋光琳「青々」（朱円）

5ウ

７オ 「方祝」（朱円）、「澗聲」（白方）、「道崇」（白方）、法橋光琳「道崇」（白方）、法橋
光琳「道崇」（朱方）、「澗声」（白方）、「澗声」（朱方）

6オ

７ウ 「（印文不明）」（方）、「光琳」（白方）、「光琳」（朱円）、「光琳」（朱円）、「寂明」（白
方）、「光琳」（朱方）、「光琳」（朱方）

6ウ：「（印文不明）」（方）なし、同位置
に「方□〔淑〕」（朱方）あり

8オ 「澗声」（朱円）、法橋光琳「澗声」（白方）、法橋光琳（花押）、法橋光琳（花押） ７オ
8ウ 「緒方」（朱方）、「尾形」（朱瓢）、元禄七年戌ノ十月晦日　尾形光琳（花押）「日受」

（黒円）
７ウ

9オ 法橋光琳「緒方氏」（白方）、法橋光琳「光琳」（朱方）、「成乙」（朱円）
9ウ 法橋光琳「澗声」（朱方）、青々光琳「方祝」（朱方）、青々斎光琳「寂明」（朱方）
10オ 乾山　光琳の弟なり陶工は世に知る處又紫翠深看と号す詩哥画讃なと多く有寛保

三年卒歳八十一／深省「習靜堂」（朱長方）、「深省」（朱円）
8オ

10ウ 八十一老漢深省画、「逃禅」（朱長方）、「深省」（白方）、「霊海」（朱方）、「長尚」（朱
方）、（袋型花押）

8ウ

11オ 何 　立林立徳加州侯の医官なり後忘名して江戸に来白井宗謙と言ふ乾山直弟に
て實に光琳三世の画也宝暦年間の人／何 「方祝」（朱円）、「□□之□」（白方）

9オ

11ウ 何 「太青之印」（白方）、「（印文不明）」（方）、鶴岡逸民何 、鶴岡野史何 9ウ：鶴岡逸民何 、鶴岡野史何 なし
12オ 鶴岡逸子何 、逸民「方祝」（朱円）、喜雨斎
12ウ 光琳子壽市郎方淑／光琳孫以十画「光是之印」（朱方） 9ウ：絵師名「以十」

始興　渡邊求馬近衛豫樂院家煕公の家士也光琳門人にて尤其風を得たり末葉は加
茂社家に有と言ふ

9ウ：渡邊求馬近衛殿下の家士なりと言
ふ光琳の遺風をしたひしかも不劣もの
有又不出来も有ものなり

13オ 渡邊始興「始興之印」（白方）、渡邊始興「始興之印」（白方）、渡邊始興筆「始興之
印」（白方）

10オ

13ウ 宗理　俵屋を名のる初め住吉廣守の門人後光琳の風を画く明和安永の頃の人なり
／「元知」（朱円）、「宗理」（朱方）、「命根」（朱円）

10ウ

1４オ 長洲　浪華の人光琳の遺風を學ふ安永天明のころの人なり／「長洲」（朱円） 11オ
1４ウ 芦舟　光琳遺風何人かしらす／「蘆舟」（朱円） 11ウ：蘆々子　光琳の画によく似たり

一樹　何人か知らす光琳宗達の遺風有り元禄以前のものなるへし／「（印文不詳）」
（白壺）、「弌樹」（朱方）
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15オ 「方祝」（朱円）、青々子永田友治「友治」（黒方）、「友治」（白方）
15ウ 青々子「方祝」（朱円）

始房画「（不詳）」（白円）「始房之印」（白方）
伊豊は宗達門人か雪竹の圖又墨觀音を見る画多く不見故画跡も不詳／伊豊「伊豊」
（白方）

16オ 「画□」（朱小長方）、扶桑扇工友禅圖「友禅」（白小方）「□物象形」（朱方）、「友禅」
（朱団扇）

16ウ 卯観子笠翁行年八十有五画賛「（印文不詳）」（朱方）
藤原古致「古致」（朱方）

1７オ 【酒井抱一・識語】：「文詮」（朱瓢形）なし 酒井抱一・識語
1７ウ 法橋光琳（花押）、應友人求畫之法橋光琳
18オ 蝉川末派法橋光琳
18ウ 【鈴木其一後記】先生之書躰箸者撰一二為追加／嘉永甲寅初秋／菁々其一「元長」

（朱方）
19オ 寛永七年鷹峯隠士歳七十三「光悦」（黒方）、「光悦」（黒長方）
19ウ 本阿弥光甫　号空中斎／法眼「空中斎」（黒変形）、空中摸之「□□」（黒楕円）

兒嶌宗真光悦門弟／慎獨軒性斎宗真書「性斎」（朱円重郭）「宗眞」（朱方重郭）
20オ 尾形宗謙兒嶌宗真門弟／寛文五年六月日浩斎宗謙書「宗謙」（白変形）

尾形光琳宗謙子也／「宗謙」（朱長方）、青々光琳「（印文不詳）」（朱小方）、法橋
青々（朱字花押）

20ウ 「光琳」（朱）、「青々」（白長方）、「澗聲□□□」（朱円）、「青々」（白長方）、「青々」
（白長方）
尾形乾山光琳弟也／紫翠深省毫、乾山深省筆「緒方乾山」（朱方）、乾山「乾山」（白
方）

21オ 雛屋立甫宗達門弟／立圃書「甫」（朱方郭内円）
渡邊始興光琳門人／渡邊始興「渡邊」（朱小方）「始興之印」（白方）、渡邊始興「始
興之印」（白方）
光琳子壽市郎方淑／「方淑」（朱円）
俵屋宗理／百琳斎宗理筆「□□□□是」（白方）

21ウ 抱一上人　名忠因俗稱榮八又暉真文詮鶯邨と号す光琳之風を慕ひ其妙を得たり実
は酒井某侯之公子にて後僧体となり雨 葊称す等覚院前権大僧都となる文政十一
年十一月廿九日寂す行年六十八歳／乙酉皐月　抱一暉真筆「暉真」（朱円重郭）、「文
詮」（朱円）、「雨 葊」（朱小方）、「雨 」（朱変形）、「文詮」（朱長方重郭）、「文詮」
（朱瓢）、「抱一」（朱鼎）、「臣僧抱一」（朱方）、「雨 道人」（朱方重郭）

22オ 文化丁丑晩冬抱一暉眞寫之「鶯村」（朱変形）、抱一筆「雨 」（白瓢）、「等覚院印」
（朱楕円重郭）、「抱弌」（朱楕円重郭）、抱一暉真「抱一」（朱円）、「文詮」（朱方郭
内瓢）、「抱弌」（朱方）、「雨 」（朱方郭内鼎）

22ウ 鴬蒲　市ヶ谷浄栄寺之二男にて年十三之時抱一之養子となる唯信寺法師位詮眞又
獅現伴清と号す画を養父に学ふ天保十二辛丑年七月廿三日卒年三十四築地本願寺
中善林寺に葬す／鴬蒲筆「伴清」（朱円）、鴬蒲筆、獅現鴬蒲筆「獅現」（朱方）

23オ 蠣潭規民俗稱鈴木藤兵衛酒井家士也画を抱一に学ふ文化十四年六月二十五日卒歳
二十六浅草正法寺葬す／文化庚午夏月徐蠣潭規民寫「徐印規民」（白方）、蠣潭「必
菴」（朱長方）、蠣潭「□□」（白方）

23ウ 其一元長俗稱鈴木為三郎幼年より画を好み抱一に学ふ后蠣潭之養子となり酒井家
へ仕一家をなす〈父は近江の國之産江戸中橋に住す江戸紫染の始祖也〉号必庵為三
堂祝琳斎庭柏子又噲々后菁々と改安政五年九月十日卒歳六十三／天保辛卯新春其
一筆「元長」（朱壺）、「為三堂」（朱瓢）、「祝琳」（朱扇形）、噲々其一「元長」（朱
方）、「其弌」（朱楕円）、「元長」（朱小壺）、「祝琳斎」（朱円）

2４オ 菁々其一薫沐手拝寫「必庵」（白変形）、「其弌」（朱瓢）、「其弌」（朱壺）、菁々其一
「（印文不詳）」（白方）、菁々其一「祝琳」（朱方）、「噲々」（朱円）、「其弌画記」（朱
方）、其一筆「庭柏子」（朱円）、「其弌」（朱方）、「其一」（朱円）

2４ウ 【尾形家系図（伊春～勝之丞・宗左衛門）】
25オ 【小西彦右衛門添書】右光琳悴壽市郎後彦右衛門ト改小西家養子ト成悴幸次郎後彦

右衛門ト改私儀は光琳四代之孫に御座候光琳死後名跡不相立候得共右初代伊春よ
り血脈は續キ御座候右は御尋に付相認申候以上／文化四年卯十二月　小西彦右衛
門

25ウ 【中野其明後記】抱一上人小西氏へ光琳系圖被尋し時送りたる手帋其侭印譜追加に
添／明治廿五年辰初夏／晴々其明認
【刊記】


