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研
究
会
発
足
の
経
緯

　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
に
は
駿す

る

河が

御お

譲
ゆ
ず
り

本ぼ
ん

や
初
代
尾

張
藩
主
義よ

し

直な
お

の
蔵
書
を
は
じ
め
と
し
て
、学
術
的
・
文

化
的
に
価
値
が
高
い
典
籍
が
多
数
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
が
専
門
と
す
る
日
本
古
代
史
で
は
、『
続

し
ょ
く

日に

本ほ
ん

紀ぎ

』

（
鎌
倉
時
代
後
期
写
・
国
指
定
重
要
文
化
財
）と『
侍じ

中ち
ゅ
う

群ぐ
ん

要よ
う

』（
嘉
元
四
年〔
一
三
〇
六
〕写
・
国
指
定
重
要
文

化
財
）が
と
り
わ
け
著
名
で
あ
る
。
こ
の
二
点
は
、共

に
現
存
最
古
の
古
写
本
と
し
て
そ
の
史
料
的
価
値
が

極
め
て
高
く
、従
来
か
ら
注
目
さ
れ
、本
格
的
な
調
査

が
な
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、蓬
左
文
庫
所
蔵
典
籍（
以
下
、蓬

左
本
）全
体
に
目
を
向
け
る
と
、い
ま
だ
詳
細
な
調
査

が
さ
れ
て
い
な
い
典
籍
が
多
数
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。

例
え
ば
、蓬
左
本
に
は
、先
述
し
た
駿
河
御
譲
本
や
義

直
の
蔵
書
の
ほ
か
、江
戸
時
代
の
尾
張
で
活
躍
し
た
古

代
史
学
者
の
編
纂
物
や
蔵
書
類
も
含
ま
れ
て
お
り
、歴

史
研
究
や
歴
史
学
そ
の
も
の
の
発
展
過
程
を
知
る
上

で
無
視
で
き
な
い
も
の
が
多
く
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

蓬
左
文
庫
の
本
格
的
で
詳
細
な
総
合
調
査
を
行
い
、蓬

左
本
を
研
究
に
活
用
さ
せ
る
た
め
の
土
台
を
整
え
る

必
要
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、平
成
二
十
九
年
三
月
、

名
古
屋
近
辺
在
住
の
古
代
史
研
究
者
の
う
ち
吉
田
一

彦
氏（
名
古
屋
市
立
大
学
教
授
）・
丸
山
裕
美
子
氏（
愛

知
県
立
大
学
教
授
）・
廣
瀬
憲
雄
氏（
愛
知
大
学
准
教

授
）、さ
ら
に
若
手
研
究
者
で
あ
る
浅
岡
悦
子
氏（
名
古

屋
市
立
大
学
研
究
員
）・
筆
者
と
、蓬
左
文
庫
の
職
員
で

あ
る
鳥
居
和
之
氏（
文
庫
長
）・
木
村
慎
平
氏（
学
芸
員
）

に
よ
っ
て
、蓬
左
文
庫
の
学
術
調
査
に
つ
い
て
意
見
交

換
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、古
代
史
関
係
の
も
の
か
ら

順
次
調
査
を
行
い
、調
査
成
果
を
蓬
左
文
庫
Ｈ
Ｐ
蔵
書

検
索
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
反
映
さ
せ
、そ
の
内
容
・
質

を
充
実
・
向
上
さ
せ
る
こ
と
、ま
た
、一
般
向
け
講
座
を

開
い
て
調
査
成
果
を
社
会
に
還
元
す
る
こ
と
を
目
的

に
、共
同
研
究
を
開
始
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
そ
の

研
究
チ
ー
ム
と
し
て
発
足
し
た
の
が「
蓬
左
文
庫
典
籍

研
究
会
」で
あ
る
。

研
究
会
の
調
査
活
動

　
本
研
究
会
は
、四
月
十
五
日（
土
）の
第
一
回
目
を
皮

切
り
に
、一
か
月
に
一
度
程
度
の
ペ
ー
ス
で
原
本
調
査

を
重
ね
て
い
る
。
調
査
に
当
た
っ
て
は
、［
あ
］
基
礎

情
報（
編
著
者
、書
写
者
、奥お

く

書が
き

寸
法
、紙
数
な
ど
）の
記

録
・
整
理
、［
い
］写
本
系
統
の
分
析
、関
係
諸
写
本
と
の

比
較（
写
本
系
統
の
位
置
づ
け
）の
二
点
に
重
点
を
置

い
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、平
成
二
十
九
年
十
月
、幸
い
に
も
、

平
成
二
十
九
年
度
の
大だ

い

幸こ
う

財
団
人
文
・
社
会
科
学
系
学

術
研
究
助
成
に
採
択
さ
れ
た
。
今
後
は
、こ
の
研
究
助

成
金
を
使
用
し
て
、蓬
左
本
と
関
係
す
る
諸
写
本
の
実

見
調
査
を
精
力
的
に
行
っ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
も
、こ
れ
ま
で
の
調
査
で
、す
で
に
他
の
文

庫
や
機
関
が
所
蔵
す
る
写
本
と
の
比
較
・
検
討
が
必
要

な
蓬
左
本
が
い
く
つ
か
見
つ
か
っ
て
お
り
、関
係
写
本

の
実
見
調
査
を
す
る
必
要
が
出
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
そ
の
一
例
と
し
て『
日に

本ほ
ん

書し
ょ

紀き

』（
請
求
番

号
一
〇
五
・
四
四
）を
紹
介
し
た
い
。

『
日
本
書
紀
』附
訓
と
玉た

ま

屋や

本ぼ
ん

　

蓬
左
文
庫
は
複
数
の『
日
本
書
紀
』を
所
蔵
し
て
い

る
が
、こ
の
本
は
巻
一
か
ら
巻
十
ま
で
が
三
冊
の
冊
子

本
で
残
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
訓
注
が
附
い
て
い
る

蓬
左
文
庫
典て

ん

籍せ
き

研
究
会
の
発
足

研究会メンバーによる調査風景
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か
ら
、便
宜
的
に『
日
本
書
紀
』附
訓
と
称
す
こ
と
に
す

る
。

　

ま
ず
奥
書
を
見
て
み
る
と
、巻
一
・
四
・
七
～
十
に

「
良
海（
花
押
）」と
い
う
署
名
が
あ
る
。
こ
の
良
海
は
、

玉
屋
本（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）と
通
称
さ
れ
る『
日

本
書
紀
』の
書
写
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
、東
京
国
立
博

物
館
Ｈ
Ｐ
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
玉
屋
本
の
デ
ジ
タ

ル
写
真（
巻
二
末
か
ら
巻
三
冒
頭
）を
見
て
み
る
と
、

『
日
本
書
紀
』附
訓
と
字
配
り
が
同
じ
で
あ
り
、さ
ら

に
筆
跡
も
酷
似
し
て
い
る
。
ま
た
、日
本
書
紀
撰
進
千

二
百
年
紀
年
会
編『
撰
進
千
二
百
年
紀
年　

日
本
書

紀
古
本
集
影
』（
一
九
二
〇
年
）に
よ
っ
て
玉
屋
本
の

奥
書
を
確
認
す
る
と
、『
日
本
書
紀
』附
訓
と
同
文
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

次
に
、相
違
点
を
探
し
て
み
る
と
、巻
五
が
注
目
さ

れ
る
。『
日
本
書
紀
』附
訓
の
巻
五
署
名
は「
玄
猷
」と

あ
る
が
、玉
屋
本
で
は
、「
良
海（
花
押
）」を
抹
消
し
て

そ
の
上
か
ら「
玄
猷
」と
書
か
れ
て
い
る
ら
し
い
。
同

様
の
点
は
、巻
三
の
内
題
の「
日
本
書
紀
巻
第
三
」と
あ

る
箇
所
で
も
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
両
者
の
関
係

を
考
え
る
上
で
重
要
な
相
違
点
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』附
訓
は
玉
屋
本
と
の

関
係
が
極
め
て
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、良

海
が
書
写
し
た『
日
本
書
紀
』は
他
に
も
残
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
三
嶋
本
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、こ
れ
も

『
日
本
書
紀
』附
訓
と
の
関
係
が
濃
い
写
本
だ
と
推
定

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、今
後
は
玉
屋
本
と
三
嶋
本
の

実
見
調
査
を
実
施
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。

名
古
屋
古
代
史
研
究
会
と
の
合
同
研
究
会

　

以
上
の
よ
う
な
研
究
会
の
活
動
と
調
査
の
途
中
経

過
を
広
く
共
有
す
る
た
め
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月

五
日（
日
）、名
古
屋
古
代
史
研
究
会
と
本
研
究
会
の
合

同
研
究
会
が
蓬
左
文
庫
で
行
わ
れ
た
。
最
初
に『
続
日

本
紀
』巻
十
二
と『
宇う

多だ

紀き

略り
ゃ
く

』の
見
学
会
が
あ
り
、そ

の
後
、本
研
究
会
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
発
表
が
三
本
あ
っ

た
。
当
日
は
十
七
名
の
参
加
者
が
あ
り
、活
発
な
議
論

や
有
意
義
な
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

本
研
究
会
が
発
足
し
て
間
も
な
い
う
ち
に
こ
う
し

た
研
究
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
、さ
ら
に
そ
れ
が
盛
況

で
あ
っ
た
こ
と
は
う
れ
し
い
限
り
で
あ
る
。
本
研
究

会
の
活
動
は
ま
だ
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、

今
後
も
皆
さ
ん
に
成
果
を
お
伝
え
で
き
る
よ
う
、着
実

に
活
動
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

（
名
古
屋
市
立
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
／
日
本
学
術
振

　

興
会
特
別
研
究
員
Ｄ
Ｃ
２　

手
嶋
大
侑
）

研究会の様子

『日本書紀』附訓、巻二末から巻三冒頭

『
日
本
書
紀
』附
訓
、巻
五
奥
書
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展
示
室
１
・
２　
　
　

会期：平成30年1月4日（木）～ 1月28日（日）

企
画
展　

奇
才
、我
が
道
を
ゆ
く 

―
達
磨
・
布
袋
・
一
休
…
―

　

本
展
で
取
り
あ
げ
る「
奇
才
」と
は
、真
理
を
求
め
、決
し
て
奇
を
衒て

ら

う
の
で
は
な
く
、世
間
の
常
識
を
超
え
る
言

動
を
と
っ
た
者
た
ち
を
指
し
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
奇
才
の
起
源
は
、古
代
の
中
国
に
求
め
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
道
教
の
経
典『
荘そ

う

子じ

』の
中
で
、孔
子（
前
五
五
二
～
前
四
七
九
）は「
風
変
わ
り
な
人
と
は
、俗
世
間
の
人
た

ち
と
は
違
っ
て
い
る
が
、天
に
似
て
い
る
の
だ
」と
述
べ
、奇
才
を
忌
避
で
は
な
く
憧
憬
の
対
象
と
し
て
評
価
し
て

い
ま
す
。
当
時
す
で
に
、不
老
不
死
で
空
中
を
自
由
に
飛
び
回
る
仙
人
の
存
在
を
信
じ
る
神
仙
思
想
が
流
行
し
、神

仙
た
ち
の
人
智
を
超
越
し
た
言
動
の
伝
説
が
処
々
で
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
後ご

漢か
ん

時
代（
二
五
～
二
二
五
）末
期
の

政
治
的
混
乱
の
中
で
は
、政
治
的
権
力
か
ら
身
を
引
き
山
野
に
暮
ら
し
理
想
を
追
求
し
た
、許き

ょ

由ゆ
う

・
巣そ

う

父ほ

に
代
表
さ

れ
る
隠
士
が
、生
き
方
の
手
本
と
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、唐
時
代（
六
一
八
～
九
〇
七
）か
ら
は
、仏
教
本
来
の
常
軌

か
ら
逸
し
た
行
動
を
悟
り
の
境
地
の
顕あ

ら

わ
れ
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
す
る
動
き
が
禅
宗
を
中
心
に
高
ま
り
、布ほ

袋て
い

や
寒か

ん

山ざ
ん

・
拾じ

っ

得と
く

が
風
狂
の
僧
と
し
て
人
気
を
博
し
ま
し
た
。

　

絵
画
や
工
芸
品
の
意
匠
と
し
て
好
ま
れ
た
奇
才
た
ち
は
、後
世
秀
で
た
偉
大
な
人
物
に
は
顔
や
体
に
常
人
と
異

な
る
特
徴
が
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
、絵
画
や
工
芸
品
の
中
で
そ
の
象
徴
と
も
い
え
る
奇
妙
な
姿
で
登
場
し
ま
す
。

　

本
展
で
は
、中
国
の
奇
才
の
み
な
ら
ず
、菅
原
道
真
や
一
休
な
ど
の
日
本
の
奇
才
も
加
え
、様
々
な
奇
才
た
ち
の

姿
と
物
語
を
お
愉
し
み
い
た
だ
く
と
と
も
に
、お
正
月
に
合
わ
せ
て
、布
袋
を
含
む
七
福
神
に
ま
つ
わ
る
作
品
も
ご

紹
介
い
た
し
ま
す
。

堆
つい

朱
しゅ

楼
ろう

閣
かく

群
ぐん

仙
せん

図
ず

盆
ぼん

　
銘｢大明嘉靖年製｣
中国・明時代　16世紀

布
ほ

袋
てい

図
ず

　
狩野元信筆　室町時代　16世紀

許
きょ

由
ゆう

巣
そう

父
ほ

図
ず

（部分）　呉偉筆　中国・明時代　15世紀

 (上：全体、下：部分)

官営工房で皇帝のために作られ
たと考えられる盆で、宮殿の周
りに集う仙人たちがあらわされ
ています。鶴や鳳凰に乗って飛
来し、海上に浮かぶ様子は、その
高い神通力を表現しています。

布袋は、唐時代末に実在した
僧です。雪中に身を臥

ふ

せても
体が濡れなかったり、人々の
吉凶を言い当てたり、と奇妙
がられていましたが、末期を
前に自身が弥

み

勒
ろく

菩
ぼ

薩
さつ

の化
け

身
しん

で
あると語りました。禅の好画
題であり、古くから最も人気
のある奇才です。

帝堯
ぎょう

から天子の位を勧められるも固辞し、汚い話を聞いたとして
潁
えい

川
せん

の水で耳を洗った許由と、そこへ牛に水を与えるために通り
かかり、許由の耳を洗う理由を聞くと、汚れた水を牛に飲ませる
わけにはいかないとその場を去った巣父を題材にしています。
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展
示
室
１
・
２　
　

企
画
展

ひ
な
を
楽
し
む

会期：平成30年2月3日（土）～ 4月8日（日）

　

雛
ま
つ
り
は
古
代
中
国
に
お
い
て
、三
月
の
最

初
の
巳
の
日
に
、水
辺
に
出
て
穢け

が

れ
や
災
い
を
祓は

ら

う
行
事
が
起
源
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
七
世
紀

頃
に
は
日
本
に
伝
来
し
、平
安
時
代
に
は
上じ

ょ
う

巳し

の

節せ
っ
く供
と
し
て
三
月
三
日
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
れ
が
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、人
形
に

自
分
の
罪
や
穢
れ
を
託
し
て
川
に
流
す
風
習
な
ど

と
相
ま
っ
て
、今
日
の
雛
ま
つ
り
の
行
事
が
形
成

さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
中
頃
、雛
ま
つ
り
は
庶
民
に
も
浸
透

し
、「
享き

ょ
う

保ほ
う

雛び
な

」「
古こ

今き
ん

雛び
な

」な
ど
の
雛
人
形
や
添
え

人
形
・
調
度
類
を
あ
つ
ら
え
る
富
裕
層
も
現
れ
ま

し
た
。
町
な
か
を
彩
っ
た
こ
れ
ら
の
雛
飾
り
は
、

大
名
家
の
雛
と
は
趣
き
が
異
な
り
、大
型
か
つ
豪

華
で
あ
り
な
が
ら
、人
形
の
表
情
に
は
素
朴
で
身

近
な
親
し
み
や
す
さ
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
雛
飾
り
の
な
か
で
も
、ひ
と
き
わ
華

や
か
な
の
が
御ご

殿て
ん

雛ひ
な

飾か
ざ

り
で
し
た
。
京
都
御
所
の

紫し

宸し
ん

殿で
ん

を
モ
デ
ル
に
作
ら
れ
た
御
殿
を
と
も
な
う

雛
飾
り
で
、江
戸
時
代
末
期
に
京
都
・
大
坂
で
流

行
し
、明
治
時
代
以
降
も
関
西
圏
で
人
気
が
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
は
中

部
・
東
海
地
方
が
御
殿
雛
の
一
大
産
地
と
な
り
ま

し
た
。

　

本
年
は
、京
都
で
造
り
酒
屋
を
営
ん
で
き
た
志

村
家
よ
り
平
成
二
十
四
年（
二
〇
一
二
）に
徳
川

美
術
館
に
寄
贈
さ
れ
た
御
殿
雛
飾
り
を
ご
紹
介
し

ま
す
。
男
雛
・
女
雛
に
加
え
、三
人
官
女
・
随ず

い

身じ
ん

な

ど
の
人
形
や
様
々
な
道
具
類
が
と
も
な
い
、大
型

の
御
殿
も
細
部
に
ま
で
こ
だ
わ
っ
た
本
格
的
な
作

り
を
み
せ
る
、明
治
時
代
の
京
都
の
旧
家
に
ふ
さ

わ
し
い
御
殿
雛
飾
り
で
す
。
こ
の
ほ
か
初
公
開
の

品
々
と
と
も
に
、江
戸
時
代
か
ら
昭
和
に
い
た
る

様
々
な
お
雛
さ
ま
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

御殿雛飾り　
明治時代　19世紀　志村正氏・恵子氏寄贈

内
だ い り

裏雛飾り　
昭和13年（1938）　越智恵津子氏寄贈【初公開】御殿雛飾り　

明治～昭和時代　20世紀　小見山家・柴田家寄贈 男雛・女雛・三人官女・随身・仕丁の人形に加え、犬
いぬ

張
はり

子
こ

や几
き

帳
ちょう

・灯台、そのほかの調度類も揃った雛飾
りです。人形は福々として愛らしく、表情もあど
けない子どもそのものです。木製の人形の表面に
布を被せる「木

き

目
め

込
こ

み」の技法で作られています。

京都の旧家より寄贈を受けた雛飾りです。男雛・女雛・
三人官女・御殿などは明治40年（1907）、五人囃子・灯台
などは昭和3年（1928）、それぞれ母と娘の初節供にあ
つらえられました。
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伊
藤
圭
介
と
柳
河
春
三

　

平
成
二
十
九
年
六
月
に
開
催
し
た
企
画
展「
江
戸
の

生
き
も
の
図
鑑
」で
は
、名
古
屋
を
代
表
す
る
本ほ

ん

草ぞ
う

学が
く

者し
ゃ

の
一
人
と
し
て
伊
藤
圭
介（
一
八
〇
三
～
一
九
〇
一
）

を
紹
介
し
た
。
名
古
屋
の
町
医
者
の
家
に
生
ま
れ
、長

崎
で
シ
ー
ボ
ル
ト
に
学
ん
だ
圭
介
は
、医
学
だ
け
で
な

く
西
洋
の
植
物
学
に
も
通
じ
て
お
り
、維
新
後
に
は
日

本
初
の
理
学
博
士
号
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、圭
介
の
子
息
に
つ
い
て
は
、長
男
圭け

い

造ぞ
う

、

次
男
廉れ

ん

次じ

郎ろ
う

、三
男
謙ゆ

ず
る

、四
男
恭
四
郎
、五
女
小こ

春は
る

、小
春

の
夫
で
婿
養
子
と
な
っ
た
延の

ぶ

吉き
ち

ら
が
知
ら
れ
て
い
る

が
、他
に
一
時
期
養
子
が
存
在
し
た
と
い
う
説
が
あ
る
。

そ
の
養
子
と
は
、幕
府
の
洋
学
研
究
教
育
機
関
で
あ
る

開か
い

成せ
い

所じ
ょ

頭
取
と
な
っ
た
名
古
屋
出
身
の
洋
学
者
、柳
河

春
三（
一
八
三
二
～
七
〇
）で
あ
る
。

  

柳
河
春
三
と
い
え
ば
、卓
越
し
た
語
学
力
を
も
ち
、最

初
期
の
翻
訳
新
聞
刊
行
を
主
導
し
た
こ
と
か
ら
、「
新
聞

雑
誌
の
創
始
者
」と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
明
治
三
年（
一

八
七
〇
）に
三
十
九
才
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
も

あ
り
、知
名
度
は
必
ず
し
も
高
く
な
い
が
、幕
末
の
洋
学

や
初
期
新
聞
史
を
語
る
上
で
は
欠
か
せ
な
い
人
物
で
あ

る
。
そ
の
春
三
が
名
古
屋
で
圭
介
の
教
え
を
受
け
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、養
子
説
に
つ
い
て
は
真

偽
不
明
の
一
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
果
た
し
て
春
三
は
本
当
に
圭
介
の
養
子
に
な
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
？

幼
少
期
の
春
三
に
関
す
る
史
料

　

幼
少
期
の
春
三
に
つ
い
て
、同
時
代
の
史
料
は
断
片

的
に
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
春
三
は
天
保
三
年（
一

八
三
二
）二
月
二
十
五
日
、名
古
屋
の
町
人
の
家
に
生
ま

れ
、幼
少
の
こ
ろ
は
栗
木
辰
助
を
名
乗
っ
て
い
た
と
さ

れ
る
。『
金こ

ん

麟り
ん

九つ

十く

九も

之の

塵ち
り

』（『
名
古
屋
叢
書　

第
七
巻
』

一
四
三
頁
）に
は
、天
保
五
年
の
こ
と
と
し
て
、御み

園そ
の

片か
た

町ま
ち

の「
書
家
」栗
木
辰
助
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、辰
助
は
当
時
三
歳
に
し
て「
学
ば
ず
し

て
能よ

く
書
き
、習
わ
ず
し
て
能
く
書
を
読
む
、奇
異
の
童

子
」で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

次
に
春
三
の
名
前
が
確
認
で
き
る
史
料
は
、天
保
十

二
年
に
伊
藤
圭
介
が
刊
行
し
た『
洋よ

う

字じ

篇へ
ん

』と
い
う
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
入
門
書
で
あ
る
。
こ
の
本
の
校
訂
者
と

し
て
、「
西
村
良
三
」と
い
う
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
時

期
は
不
明
だ
が
、春
三
が
辰
助
か
ら
改
名
し
て
西
村
良

三
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
、こ
れ
は
春

三
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
春
三
は
こ
の
頃
す
で
に

圭
介
の
教
え
を
受
け
、わ
ず
か
十
歳
で
洋
学
書
の
校
訂

に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、「
西
村
」姓
を

名
乗
っ
て
い
る
以
上
、こ
の
時
点
で
圭
介
の
養
子
に
な

っ
て
い
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

  

以
上
は
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
た
比
較
的
信
頼
で
き
る
史

料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
た
、春
三
幼
少
期
の
事
跡
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、春
三
が
圭
介
の
養
子
で
あ

っ
た
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

根
拠
薄
弱
な
養
子
説

　

で
は
、春
三（
良
三
）が
圭
介
の
養
子
に
な
っ
た
こ
と

を
記
し
て
い
る
最
初
の
文
献
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

明
治
十
二
年（
一
八
七
九
）刊
行
の『
明
治
十
二
傑
』に

収
録
さ
れ
た
圭
介
の
評
伝（
岸
上
操
著
）で
あ
る
。
そ

こ
に
は
次
の
よ
う
な
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

  

「
幼
少
の
春
三
が
御
前
で
見
事
な
書
を
認
め
た
の
を

み
て
、藩
主
は
こ
の
神
童
を
出
家
さ
せ
れ
ば
、必
ず
や
名

僧
に
な
る
に
違
い
な
い
と
考
え
、出
家
す
る
よ
う
命
じ

た
。
だ
が
、本
人
は
こ
れ
を
嫌
が
っ
た
。
両
親
は
弟
を

出
家
さ
せ
て
ご
ま
か
し
、本
人
は
伊
藤
圭
介
の
養
子
に

し
た
。
の
ち
に
故
あ
っ
て
養
子
を
や
め
た
が
、そ
の
後

も
圭
介
の
も
と
に
寄き

寓ぐ
う

し
た
。」

　

現
在
の
と
こ
ろ
、こ
れ
が
養
子
説
の
唯
一
の
典
拠
で

あ
り
、以
後
に
養
子
説
を
記
し
た
文
献
は
、元
を
た
ど
る

と
尽
く
こ
こ
に
行
き
着
く
。
だ
が
、こ
れ
は
い
か
に
も

で
き
過
ぎ
た

4

4

4

4

4

話
と
い
う
印
象
を
ぬ
ぐ
え
な
い
。

  

実
は
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ「
御
前
揮き

毫ご
う

」の
逸
話
が
、明

治
十
四
年
の「
柳
河
先
生
追
遠
会
」に
お
い
て
配
ら
れ

た
と
思
わ
れ
る
、成な

る

島し
ま

柳り
ゅ
う

北ほ
く

著「
柳
河
先
生
逸
事
」に
も

記
さ
れ
て
い
る
。
柳
北
は
春
三
と
親
し
か
っ
た
の
で
、

こ
の
話
を
本
人
か
ら
聞
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
だ
が
肝

心
の
養
子
説
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。

  

結
局
の
と
こ
ろ
、養
子
説
の
根
拠
は
後
年
の
評
伝
で

柳や
な

河が
わ

春し
ゅ
ん

三さ
ん

は
伊い

藤と
う

圭け
い

介す
け

の
養
子
だ
っ
た
の
か
？
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あ
る『
明
治
十
二
傑
』し
か
存
在
せ
ず
、こ
れ
だ
け
で
は

確
か
に「
一
説
」に
止
め
て
お
く
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

新
た
な
史
料
に
よ
る
検
証

  

だ
が
こ
の
た
び
、こ
う
し
た
形
勢
を
覆
す
興
味
深
い

史
料
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
名
古
屋
市

鶴
舞
中
央
図
書
館
が
所
蔵
す
る「
諸し

ょ

願ね
が
い

達た
っ
し
ど
め留

・
御お

触ふ
れ

書か
き

込こ
み

」（
写
真
）と
い
う
史
料
で
あ
る（
同
館
が
開
設
し
た

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト「
な
ご
や
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」に
て
画
像

が
公
開
さ
れ
て
い
る
）。
こ
の
史
料
は
、尾
張
藩
の
砲
術

家
で
あ
る
辻つ

じ

弥や

平へ
い

が
、上
役
に
提
出
し
た
願
書
や
、上
役

か
ら
出
さ
れ
た
達
・
触
な
ど
を
書
き
留
め
た
記
録
で
あ

り
、信
頼
性
の
高
い
同
時
代
の
史
料
と
い
え
る
。
そ
の

な
か
に
、圭
介
の
養
子
と
し
て「
圭
作
」と
い
う
人
物
が

登
場
す
る
の
で
あ
る
。

　

圭
作
の
名
前
が
現
れ
る
の
は
、嘉
永
三
年（
一
八
五

〇
）十
月
、尾
張
藩
士
の
上
田
帯た

て

刀わ
き（

仲
敏
）が
城
代
に

提
出
し
た
上
申
書
の
文
中
で
あ
る
。
上
田
は
名
古
屋
随

一
の
西
洋
砲
術
家
で
あ
り
、尾
張
藩
に
西
洋
流
砲
術
を

導
入
す
る
た
め
、江
戸
に
辻
弥
平
の
息
子
仲な

か

を
派
遣
し
、

か
の
佐さ

久く

間ま

象し
ょ
う

山ざ
ん

の
も
と
で
学
ば
せ
よ
う
と
考
え
、城

代
に
そ
の
旨
を
進
言
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、上
田

が
辻
仲
の
付
添
人
と
し
て
推
薦
し
た
の
が
、圭
介
の
養

子「
圭
作
」で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
を
、上
田
は
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

御
用
人
支
配
医
師
伊
藤
圭
助
養
子
同
姓
圭
作
儀
、

幼
少
之
節

4

4

4

4

ゟ4

奇
童
之
聞
有
之

4

4

4

4

4

4

候
者
ニ
而
、当
年
十
九

4

4

4

4

才4

ニ
相
成
、未
若
年
ニ
ハ
御
座
候
得
共
、漢
学
蘭
学

4

4

4

4

抜
群

4

4

ニ
仕
、是
迄
も
蘭
書
翻
訳
御
用
ニ
も
相
携
居
候

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

付
、砲
術
書
伝
等
も
略
相
心
得
罷
在
、加
之
手
跡
達

4

4

4

者4

ニ
而（
後
略
、傍
点
筆
者
）

　

圭
作
は
幼
少
の
頃
か
ら「
奇
童
」と
し
て
知
ら
れ
、ま

だ
十
九
歳
だ
が
漢
学
・
蘭
学
と
も
に
抜
群
で
あ
る
。
蘭

書
翻
訳
の
御
用
に
携
わ
っ
て
お
り
、砲
術
書
の
心
得
も

あ
る
。
の
み
な
ら
ず
書
道
も
達
者
で
あ
る
…
…
。

養
子
説
の
確
定
と
残
さ
れ
た
謎

  

こ
こ
ま
で
記
せ
ば
、お
分
か
り
い
た
だ
け
た
か
と
思

う
。
そ
う
、こ
の
圭
作
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、こ
と
ご
と

く
春
三
の
そ
れ
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。「
奇
童
」と
呼

ば
れ
た
こ
と
、能
書
家
で
あ
る
こ
と
、翻
訳
御
用
を
勤
め

た
こ
と
。
そ
し
て
天
保
三
年
生
ま
れ
の
春
三
は
嘉
永
三

年
、数
え
年
で
十
九
歳
に
な
る
。

  

き
わ
め
つ
け
は
そ
の
後
、嘉
永
五
年
九
月
に
上
田
が

再
度
提
出
し
た
上
申
書
に
お
い
て
、圭
作
が
分
家
し
て

（
つ
ま
り
養
子
を
や
め
て
）「
良
三
」に
改
名
し
た
、と
記

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
も
は
や
、

圭
作
＝
柳
河
春
三
で
あ
る
と
断
定
し
て
も
よ
い
だ
ろ

う
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、上
田
は
良
三（
圭
作
）

が「
剃て

い

髪は
つ

」し
た
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、春
三
は
圭

介
の
養
子
を
や
め
る
と
同
時
に
仏
門
に
入
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
情
は
不
明
だ
が
、出
家

と
言
え
ば
前
述
の
逸
話
に
通
じ
る
話
で
あ
り
、何
ら
か

の
関
連
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、春
三
が
圭
介
の
養
子
で
あ
っ
た

こ
と
は
十
分
論
証
で
き
た
と
考
え
る
。
正
確
に
言
え

ば
、西
村
良
三
は
天
保
十
二
年
以
降
に
圭
介
の
養
子
と

な
っ
て「
圭
作
」を
名
乗
り
、嘉
永
三
年
十
月
か
ら
五
年

九
月
の
間
に
養
子
を
や
め
て
剃
髪
改
名
し
、再
び
西
村

良
三
を
名
乗
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、ま
だ
謎
は

残
っ
て
い
る
。「
御
前
揮
毫
」は
事
実
な
の
か
、な
ぜ
剃

髪
し
た
の
か
、江
戸
遊
学
計
画
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、

な
ど
な
ど
。
今
後
も
新
た
な
史
料
を
探
っ
て
い
き
た

い
。

（
学
芸
員　

木
村
慎
平
）
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名
古
屋
城
の
故
事
来
歴
や
諸
施
設
の
機
能
な

ど
を
網
羅
的
に
記
し
た
、「
名
古
屋
城
の
百
科
事

典
」と
も
称
す
べ
き
書
物
で
あ
る
。
尾
張
藩
士

の
奥お

く

村む
ら

得か
つ

義よ
し（

徳
義
・
一
七
九
三
～
一
八
六
二
）

と
そ
の
養
子
・
定さ

だ
め（

一
八
三
六
～
一
九
一
八
）に

よ
る
編
纂
で
あ
る
。

　

名
古
屋
築
城
以
来
な
が
く
泰
平
の
世
が
続

き
、名
古
屋
城
に
関
す
る
情
報
は
機
密
と
し
て

秘
匿
さ
れ
た
ま
ま
、ま
と
ま
っ
た
記
録
が
残
さ

れ
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。と
こ
ろ
が
、

一
八
世
紀
末
以
降
、日
本
近
海
に
異
国
船
が
出

没
す
る
よ
う
に
な
る
と
、重
要
な
軍
事
拠
点
で

あ
る
名
古
屋
城
に
関
す
る
正
確
な
記
録
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、

尾
張
藩
は
領
内
の
軍
備
を
見
直
す
一
環
と
し

て
、文
政
四
年（
一
八
二
一
）、掃そ

う
じ除

中
ち
ゅ
う

間げ
ん

頭が
し
ら

の

奥
村
得
義
に「
名
古
屋
城
古
義
」の
編
纂
を
命

じ
た
の
で
あ
る
。

　

執
筆
に
先
立
っ
て
、得
義
は
調
査
の
た
め
膨

大
な
資
料
を
書
写
収
集
し
た
。
調
査
を
終
え
て

執
筆
に
取
り
掛
か
っ
た
の
は
天
保
十
三
年（
一

八
四
二
）、完
成
し
た
原
稿
の
校
閲
を
儒
学
者
の

細
野
要よ

う

斎さ
い

に
依
頼
し
た
の
が
安
政
五
年（
一
八

五
八
）で
あ
っ
た
。
校
閲
を
終
え
た
要
斎
は
、こ

れ
に『
金
城
温
古
録
』と
命
名
し
た
。
こ
う
し

て
万
延
元
年（
一
八
六
〇
）、前
半
部
分
に
あ
た

る
四
編
三
十
一
冊
の
清
書
本
が
完
成
し
、得
義

は
こ
れ
を
藩
に
献
上
し
た
。
だ
が
そ
の
わ
ず
か

二
年
後
、後
半
部
分
の
原
稿
を
未
完
成
の
ま
ま

残
し
、得
義
は
没
し
て
し
ま
っ
た
。

　

得
義
の
死
後
、養
子
の
定
が
編
纂
の
任
務
を

引
き
継
い
だ
が
、程
な
く
明
治
維
新
に
よ
っ
て

編
纂
は
中
断
し
た
。
だ
が
定
は
完
成
を
あ
き
ら

め
ず
、維
新
後
の
混
乱
が
落
ち
着
い
た
明
治
三

十
年
こ
ろ
か
ら
編
纂
を
再
開
し
、明
治
三
十
五

年（
一
九
〇
二
）、後
半
部
分
を
完
成
さ
せ
て
尾

張
徳
川
家
に
献
上
し
た
。

　

完
成
し
た『
金
城
温
古
録
』は
全
六
十
四
巻

六
十
六
冊（
蓬
左
文
庫
本
）に
及
ぶ
大
著
と
な

り
、現
代
に
至
る
ま
で
名
古
屋
城
に
つ
い
て
調

べ
る
際
の
基
本
文
献
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い

る
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
学
芸
員　

木
村
慎
平
）

※
長
く
絶
版
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た『
名な

古ご

屋や

叢そ
う

書し
ょ

続
編
』所
収
の

活
字
版「
金
城
温
古
録
」が
、こ
の
度「
デ
ジ
タ
ル
版
名
古
屋
叢
書

Ｖ
Ｏ
Ｌ
１
」（
Ｃ
Ｄ
）と
し
て
復
刊
さ
れ
ま
し
た（
一
枚
二
千
円
）。

お
求
め
の
方
は
、蓬
左
文
庫
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

デジタル版『名古屋叢書』
vol.1 金城温古録

蓬左文庫

金き
ん

城じ
ょ
う

温お
ん

古こ

録ろ
く




