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仕
事
面
で
は
三
絶（
書
・
画
・
詩
文
が
共
に
秀

逸
）の
書
家
と
し
て
活
躍
し
、生
活
面
で
は
酒
を

こ
よ
な
く
愛
し
、文
人
仲
間（
大
田
南
畝
・
酒
井

抱
一
・
大
窪
詩
仏
・
谷
文
晁
な
ど
）と
、度
「々
八

百
善
」へ
操
り
出
し
た
。

　
墨
蹟
に
は
、屏
風
・
掛
物
・
扁
額
・
幟
・
碑
等
が
あ

り
、千
代
田
町
を
始
め
、各
地
に
散
在
し
て
い
る
。

　
ま
た
、そ
の
子
孫
は
、綾
瀬
・
鶯
谷
・
雲
鵬
と
四

代
ま
で
は
学
者
・
書
家
、五
代
黄
雲
は
画
家
と

い
う
の
も
希
有
な
こ
と
で
あ
る
。

　
七
十
五
歳
で
永
眠
。墓
地
は
東
京
浅
草

称
福
寺
。

宝
暦
二
年
　
上
五
箇
生
ま
れ

本
名
　
長
興
　 

堂
号
　
善
身
堂

も
き
ょ
う か

み
ご

ぶ
ん
か

か

改
訂

金
子
得
斎

か 

ね

と 

く
さ 

い

こ

文
化
五
年
　
上
五
箇
生
ま
れ

本
名
　
茂
教

俳
号
　
葆
原
堂
塢
麦

　
　
　
紫
峰
庵
夫
雪
三
世

　
藤
原
北
家
房
前
の
子
真
楯
の
孫
冬
嗣
の
嫡
男
長
良
に

つ
い
て
、千
代
田
町
に
は
こ
ん
な
伝
承
が
あ
る
。赤
岩
の

東
隣
、瀬
戸
井
北
の
大
沼
に
大
蛇
が
棲
ん
で
い
て
、利
根

川
に
水
を
呑
み
に
現
れ
た
り
、と
き
ど
き
娘
を
攫
っ
た

り
し
て
村
人
を
苦
し
め
て
い
た
。「
都
か
ら
長
良
様
と
い

う
偉
い
お
方
が
桐
生
に
お
出
で
に
な
っ
て
い
な
さ
る
。」

と
、人
伝
て
に
聞
い
た
里
人
は
、長
良
に
大
蛇
退
治
を
頼

み
こ
ん
だ
。長
良
は
、御
殿
女
中
で
弓
の
名
手
の
お
さ
よ

殿
に
大
蛇
の
両
目
を
射
さ
せ
、な
お
も
抵
抗
す
る
大
蛇

を
刀
で
十
八
切
り
に
し
、頭
を
瀬
戸
井
に
、そ
の
他
を
近

郷
に
分
け
与
え
た
。こ
れ
に
感
激
し
た
里
人
は
長
良
様

を
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
十
八
長
良
」の
由
来
で
あ
る
。

　
推
察
す
る
に
、長
良
は
天
性
温
雅
に
し
て
至
仁
の
人

な
の
で
、鎌
足
以
来
の
功
田
の
民
の
訴
え
を
聞
き
届
け
、

善
政
を
施
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。官
位
は

権
中
納
言
、五
十
五
歳
で
没
。後
、陽
成
天
皇
の
外
祖
と

し
て
贈
左
大
臣
。更
に
太
政
大
臣
を
追
贈
さ
れ
た
。

一
七
五
二
〜
一
八
二
六

　
平
安
中
期
東
国
の
豪
族
藤
原
秀
郷（
俵
藤
太
）は
、藤
原
北
家
房
前
の

子
左
大
臣
魚
名（
川
辺
大
臣
）よ
り
三
代
下
っ
た
村
雄（
下
野
権
大
掾
河

内
守
）の
子
で
、出
生
は
舞
木
・
赤
岩
他
多
説
が
あ
る
。

　
成
人
し
て
弓
の
名
人
と
な
り
そ
の
豪
勇
伝
説
は
あ
ち
こ
ち
に
残
っ

て
い
る
。主
な
も
の
は
、「
三
上
山
の
百
足
退
治
」と
、「
平
将
門
の
乱
」の

平
定（
天
慶
三
年
）で
あ
る
。そ
の
功
に
よ
り
下
野
国
押
領
使
か
ら
從
四

位
下
野
守（
武
蔵
守
も
兼
務
）に
任
官
し
、功
田
も
賜
っ
た
。又
、築
城
に

も
才
能
を
発
揮
し
、下
野
国
唐
沢
山
城
が
有
名
で
あ
る
。

　
当
地
の
伝
承
は「
赤
城
山
の
百
足
退
治
」と
舞
木
城
の
築
城
で
あ
る
。

舞
木
城
址
は
永
楽
小
学
校
の
敷
地
と

し
て
六
十
年
間
使
用
さ
れ
た
後
、現
在

は「
俵
団
地
」と
し
て
そ
の
名
を
留
め
、

一
角
に
顕
彰
碑
が
建
っ
て
い
る
。秀
郷

の
子
孫
は
各
地
に
亘
り
分
布
し
て
い

る
が
、当
地
で
も「
秀
郷
流
」を
名
乗
っ

て
そ
の
拡
大
を
は
か
り
、先
の「
小
黒

磨
流
」と
複
雑
に
絡
み
合
い
な
が
ら
佐

貫
荘
を
維
持
し
た
。

藤
原
秀
郷

ふ
じ
わ
ら
の
ひ
で

さ
と

〜
現
代
に
伝
え
た
い
、
先
人
た
ち
の
功
績
〜

郷
土
の
偉
人
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藤
原
長
良

ふ
じ
わ
ら
の
な
が

ら

む
か
で

じ
ゅ
し

い
し
も
つ
け
の
か
み

さ
だ
い

た
い
ら
の
ま
さ
か
ど

じ
ん
う
お

む
ら
お

な

た
わ
ら
の
と
う

た

し
も
つ
け
の
ご
ん
だ
い
じ
ょ
う
か
わ

ち
の
か
み

す

さ
ら

ま
た
て

て
ん
せ
い
お
ん
が

し
じ
ん

ひ
と

ま
つ

づ

ご
て
ん
じ
ょ
ち
ゅ
う

ふ
ゆ
つ
ぐ

な
ん

ち
ゃ
く

ほ
う
げ
ん
ど
う
う

ば
く

し

ほ
う
あ
ん
ふ

せ
つ
さ
ん
せ
い

べ
っ
こ
う

や
す
な
が

い
の

き
ん
が

う
え

い
い

せ
っ

が
く
は

ち
ゅ
う

ひき
き
ん

ご
う
ほ
う
ら
い
ら
く

　「
こ
の
子
に
最
高
の
学
問
を
授
け
た
い
。」鵬
齋
の
父
萬
右
衛
門（
安
長
）は
、我
が
子

誕
生
に
一
大
決
心
を
し
離
農
の
上
、一
家
で
江
戸
へ
出
た
。

　
鼈
甲
商
に
職
を
得
た
が
妻
に
先
立
た
れ
、子
育
て
と
、教
育
費
の
蓄
財
に
心
血
を
注
い
だ
。

　
息
子
も
こ
れ
に
よ
く
応
え
、素
読
は
飯
塚
肥
山
、書
は
三
井
親
和
、儒
学
は
井
上
金
峨

と
い
う
一
流
の
学
者
に
学
び
、ど
こ
で
も
頭
角
を
現
わ
し
た
。

　
時
満
ち
て「
折
衷
学
派
」の
塾
を
開
く
と
、旗
本
の
子
弟
な
ど
で
門
人
が
千
人
余
と
な

り
、名
声
を
得
た
。し
か
し
、「
寛
政
異
学
の
禁
」に
よ
り
、異
学
の
五
鬼
の
筆
頭
と
さ

れ
閉
塾
に
追
い
込
ま
れ
た
。

　
だ
が
、日
頃
か
ら
豪
放
磊
落
、義
気
に
富
ん
だ
彼
は

自
己
を
貫
き
通
し
た
。天
明
の
浅
間
焼
け
・
大
飢
饉
に

は
、蔵
書
を
売
り
払
い
救
援
に
当
て
た
り
、自
費
で
泉

岳
寺
に
赤
穂
義
士
の
顕
彰
碑
を
建
て
た
り
し
た
。

　
越
後
方
面
へ
下
向
の
際
に
は
、地
元
の
人
達
と
交
流

し
、特
に
良
寛
と
の
友
情
は
語
り
草
に
な
っ
て
い
る
。

あ
こ
う

づ
か

み
つ
い
し
ん
な

ざ
ん

　
少
年
期
よ
り
秀
才
と
言
わ
れ
、亀
田
綾
瀬
に
漢
学

を
学
ん
だ
。常
陸
や
下
野
に
遊
学
の
後
、郷
里
で
塾
を

開
く
。得
斎
は
、恬
淡
寡
欲
で
師
道
に
専
念
し
た
の
で

塾
は
大
い
に
栄
え
た
と
い
う
。

　
書
道
に
も
優
れ
清
雅
で
気
品
の
あ
る
筆
跡
で
あ

る
。又
、俳
道
で
も
一
門
を
成
し
て
地
方
文
化
の
興
隆

に
尽
く
し
、息
子
健
斎（
夫
雪
四
世
）が
あ
と
を
継
い

だ
。鶯
谷
撰
文
併
書
の
誌
碑
が
上
五
箇
の
愛
宕
神
社

に
あ
る
。

　
六
十
歳
で
永
眠
。墓
地
は
上
五
箇
長
性
寺
の
北
の
堂
。

　
辞
世
の
句「
蕣
や
永
い
さ
か
り
を
け
ふ
の
花
」

り
ょ
う
ら
い

ひ
た
ち

し
も
つ
け

て
ん
た
ん

よ
く

か

け
ん
さ
い

せ
ん
ぶ
ん

あ

ち
ょ
う
し
ょ
う
じ

た
ご

あ
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が
ほ

お
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こ
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ぶ
つ

し

お
お
く
ぼ

ぶ
ん

た
に

ち
ょ
う

の
ぼ
り

り
ょ
う
ら
い

お
う
こ
く

こ
う
う
ん

う
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ぽ
う

け
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し
ょ
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ふ
く
じ

な
ん
ぽ

さ
か
い

お
お
た

ほ
う
い
つ

む
す
め

そ
ふ
さ
さ
き

と
り

　
宝
亀
年
間
、藤
原
北
家
の
祖
房
前
の
子
鳥
養
の
二

男
小
黒
磨（
参
議
兼
陸
奥
按
察
使
）が
陸
奥
巡
検
の

途
中
、上
野
国
佐
貫
荘
の
中
島
三
郎
太
郎
家
綱
の
館

に
滞
在
し
た
。此
処
に
は
藤
原
家
始
祖
鎌
足（
房
前

の
祖
父
）の「
大
化
改
新
」時
の
功
田
が
あ
り
、荘
務

指
図
の
た
め
で
あ
る
。そ
の
折
、家
綱
の
女
富
子
と

結
ば
れ
資
高
が
生
ま
れ
た
。（
宝
亀
十
年
）

　
資
高
は
外
祖
父
中
島
将
監
家
綱
の
訓
育
と
、都
で

最
高
位
が
大
納
言
に
ま
で
昇
っ
た
実
父
小
黒
磨
の

後
援
に
よ
り
、無
双
の
壮
者
に
成
長
し
て
、佐
貫
太

郎
資
高
と
名
乗
り
佐
貫
氏
の
祖
と
な
っ
た
。

　
資
高
の
子
資
綱
・
孫
嗣
綱
も
智
勇
に
す
ぐ
れ
、赤

岩
へ
城
を
築
い
た
り
、近
隣
へ
も
一
族
を
配
し
て
勢

力
を
拡
大
し
た
り
し
て
佐
貫
荘
の
基
礎
を
固
め
た
。

後
に
言
う「
小
黒
磨
流
」で
あ
る
。

　
註（
資
高
の
名
は
村
誌
・
応
仁
武
鑑
に
よ
る
。館
林

記
は
、資
綱
ま
た
は
、藤
原
資
高
。館
林
盛
衰
記
は
資

綱
に
な
っ
て
い
る
）

佐
貫
太
郎
資
高

さ
ぬ
き
の
た

ろ
う
す
け
た
か

ふ
じ

ほ
っ
け

わ
ら

お
ぐ
ろ
ま
ろ

さ
ん

こ

こ
う
で
ん

こ

ぎ
け
ん
む
つ
あ
ん
さ
つ
し

さ
ぬ
き
の
し
ょ
う

い
え
つ
な

す
け
つ
な

つ
ぐ
つ
な

む

け
ん

つ
じ
ゅ
ん

か
い

一
八
〇
八
〜
一
八
六
七

八
〇
二
〜
八
五
六

生
没
年
不
詳

七
七
九
〜
不
詳
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幼
年
か
ら
学
を
好
み
、長
じ
て
江
戸
に
出
て
市
河
米
庵
に

つ
い
て
学
び
、帰
郷
し
て
塾
を
開
い
て
郷
里
の
子
弟
を
教
え

た
。遠
近
伝
え
聞
き
入
門
す
る
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
。ま
た

名
主
の
職
に
あ
る
こ
と
三
十
余
年
大

い
に
治
績
を
あ
げ
た
。書
を
能
く
し
、

板
倉
の
雷
電
神
社
碑
を
揮
毫
し
て
い

る
。舞
木
長
良
神
社
の
境
内
に
、門
人

に
よ
っ
て
梅
庵
顕
彰
碑
が
建
て
ら

れ
て
い
る
。

　
六
十
歳
で
永
眠
。

　
墓
地
は
舞
木
円
福
寺
。

文
化
十
年
　
舞
木
生
ま
れ
　 

通
称
　
條 

助

森
田
梅
庵

も
り

天
保
十
三
年
　
山
形
県
生
ま
れ

本
名
　
乂
治

進
藤
以
成

　
藩
主
秋
元
候
の
館
林
移
封
に
よ
り
父
母
に
従
っ

て
館
林
に
移
り
住
ん
だ
。

　
年
少
に
て
吉
田
陋
軒
等
に
つ
い
て
学
び
、安
政

五
年（
一
八
五
八
）求
道
館
読
書
助
手
に
命
ぜ
ら
れ

た
。元
治
元
年（
一
八
六
四
）本
町
萱
野
で
塾
を
開

き
、明
治
七
年
東
寧
学
舎
萱
野
分
校
で
子
弟
を
教

え
、同
八
年
に
住
居
を
本
町
木
崎
へ
移
し
惜
陰
学

舎
で
漢
学
を
教
え
た
。明
治
十
八
年
に
は
小
学
校

の
学
務
委
員
も
務
め
た
。

　
四
十
九
歳
で
永
眠
。墓
地
は
木
崎
東
光
寺
。

　
幼
少
よ
り
学
を
好
み
、江
戸
で
旗
本
天
野
昌
蕃
の
小
姓
を
し
な
が

ら
漢
学
や
国
学
を
学
ん
だ
。

　
帰
郷
後
更
に
漢
学
を
杉
竹
外
に
、書
は
山
下
雪
窓
、俳
諧
は
荒
井
閑

窓
に
師
事
し
、何
れ
も
そ
の
奥
を
極
め
た
。

　
後
に
、閑
窓
の
援
助
に
よ
り
館
林
で
私
塾
を
開
い
て
、青
少
年
の
教

育
に
励
み
多
く
の
人
材
を
世
に
出
し
た
。

又
、そ
の
温
雅
で
清
健
な
書
風
は
、墨
書

や
石
碑
と
し
て
館
林
・
邑
楽
郡
内
に
数
多

く
遺
さ
れ
て
い
る
。

　
七
十
一
歳
で
永
眠
。墓
地
は
下
中
森
宝

珠
寺
。

嘉
永
四
年
　
下
中
森
生
ま
れ
　
本
名
　
幸
四
郎

堂
号
　
墨
雲
堂
　

岡
戸
畊
瑩

　
慶
応
二
年
二
十
三
歳
で
九
十
五
石
の
名
主
を
務
め
た
。明
治
二

十
二
年
永
楽
村
誕
生
と
共
に
初
代
村
長
に
推
さ
れ
十
年
余
の
長

い
間
、村
治
に
尽
力
し
た
。

　
明
治
二
十
九
年
邑
楽
郡
会
発
足
と
同
時
に
郡
会
議
員
に
選
ば
れ

郡
会
議
長
を
つ
と
め
郡
治
に
も
貢
献
し
た
。明
治
四
十
三
年
の
利
根

川
大
水
害
の
あ
と
、富
永
村
外
四
か

村
耕
地
整
理
組
合
設
立
に
奔
走
し

組
合
議
員
と
し
て
手
腕
を
振
っ
た
。

　
七
十
二
歳
で
永
眠
。墓
地
は
赤
岩

安
楽
寺
。

弘
化
元
年
　
舞
木
生
ま
れ

ま
い

増
田
市
八

　
幼
少
よ
り
才
知
に
優
れ
、長
じ
て
世
襲
の
名
主
役
を
務
め
た
。

維
新
後
は
赤
岩
村
役
場
の
職
員
と
な
り
、地
租
改
正
事
務
に
力
を

尽
く
し
た
。次
に
邑
楽
郡
書
記
と
な
り
、兵
事
と
勧
業
部
門
を
担

当
し
た
。明
治
十
八
年
に
は
県
会
議
員
に
選
出
さ
れ
、県
政
に
尽

力
し
た
。

　
そ
の
後
上
京
し
て
実
業
界
で
も
成
功

し
、郷
里
の
学
生
等
に
も
援
助
の
手
を

差
し
伸
べ
た
。

　
六
十
歳
で
永
眠
。墓
地
は
赤
岩
光
恩

寺
と
東
京
都
台
東
区
入
谷
の
正
洞
院
。

天
保
十
二
年
　
赤
岩
生
ま
れ

加
藤
利
三
郎

　
良
重
は
赤
岩
光
恩
寺
の
住
僧
で
、高
徳
才
覚
を
も
っ
て
世
に
聞

こ
え
て
い
た
。

　
館
林
城
幼
主
赤
井
文
六
照
景
は
、足
利
城
主
長
尾
顕
長
の
陰
謀

を
の
が
れ
、下
野
坊
と
称
し
良
重
の
弟
子
と
な
っ
て
危
難
を
免
れ

て
い
る
。

　
ま
た
、天
正
十
二
年（
一
五
八
四
）、小
田
原
の
北
条
美
濃
守
氏

規
は
館
林
城
を
攻
め
た
が
、容
易
に
攻
め
落
と
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。そ
こ
で
深
谷
左
京
助
に
諮
り
、光
恩
寺
を
訪
れ
、良
重
に

和
睦
の
義
を
懇
請
し
た
。良
重
は
委
細
を
承
知
し
て
、早
速
館
林

城
に
赴
き
、北
条
氏
と
の
和
睦
扱
い
の
趣
意
を
申
し
入
れ
た
。「
国

家
安
全
、万
民
快
楽
に
過
ぎ
た
る
も
の
は
な
い
」と
弁
舌
を
尽
く

し
て
説
い
た
の
で
、諸
将
も
了
承
し
て
和
睦
と
な
り
、一
同
万
歳

を
唱
え
平
和
を
謳
歌
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

僧 

良
重

り
ょ
う

そ
う

じ
ゅ
う

　
中
世
に
入
る
と
武
士
の
台
頭
が
著
し
く
、群
雄
割
拠
し
て
下
克

上
の
世
と
な
り
戦
い
に
明
け
暮
れ
た
。佐
貫
庄
の
末
裔
も
敵
味
方

入
り
乱
れ
、世
の
動
き
に
翻
弄
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
永
享
の
頃
、佐
貫
一
族
で
あ
る
舞
木
持
広
の
寄
騎
の
侍
と
し
て

赤
井
若
狭
守
の
名
が
見
え
る
。赤
井
氏
は
持
広
・
若
狭
守
没
後
に

舞
木
佐
貫
一
族
を
打
倒
し
庄
頭
の
地
位
を
得
る
。更
に
館
林
方
面

へ
進
行
す
る
拠
点
と
し
て
青
柳
城
を
築
い
た
。

　
下
っ
て
十
五
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、青
柳
城
主
赤
井
山
城
守
照

光
が
大
袋
城
を
経
て
、狐
が
恩
返
し
に
自
分
の
尾
で
縄
張
り
し
た

と
い
う
名
城
尾
曳
城（
館
林
城
）を
築
き
本
拠
と
し
た
。こ
の
頃
に

は
赤
井
氏
が
館
林
周
辺
の
諸
郷
村
の
土
豪
を
服
属
組
織
化
し
て
、

軍
事
・
政
治
・
経
済
共
そ
の
手
中
に
握
っ
て
い
た
。此
に「
佐
貫
庄
」

は
支
配
者
の
本
拠
地
名
を
冠
し
、「
館
林
領
」と
呼
ば
れ
る
様
に

な
っ
た
。照
光
は
天
文

十
四
年（
一
五
四
五
）

館
林
城
で
没
す
る
が
、

「
赤
岩
山
は
先
祖
の
菩

提
寺
な
れ
ば
、我
が
骨

は
堂
山
に
葬
る
べ
し
」

と
遺
命
し
、光
恩
寺
堂

山
々
上
に
葬
ら
れ
た
。

赤
井
照
光

　
幼
年
期
か
ら
儒
者
を
自
家
に
招
き
、漢
学
や
和
算
を
学
ん

だ
。三
十
一
歳
で
家
督
を
継
い
で
名
主
と
な
っ
た
。

　
明
治
元
年
館
林
藩
名
主
及
び
小
泉
組
合
二
十
四
か
村
の

大
惣
代
と
な
り
、明
治
四
年
に
は
岩
鼻
支
配
所
郷
中
取
締
役

兼
堤
防
取
締
役
と
し
て
公
益
の
た
め
努
力
し
た
。明
治
六
年

栃
木
県
第
十
一
大
区
九
小
区
の
戸
長
兼
学
区
取
締
と
な
り
、

各
村
の
小
学
校
設
立
や
維
持
運
営
、ま
た
生
徒
試
験
掛
と
し

て
精
励
し
た
。

　
明
治
十
一
年
新
田
郡
書
記
に

転
職
し
て
学
務
課
を
担
当
し
、

教
育
行
政
の
た
め
尽
力
し
た
。

　
五
十
八
歳
で
永
眠
。

　
墓
地
は
舞
木
円
福
寺
。

文
政
十
一
年
　
舞
木
生
ま
れ

大
塚
半
蔵
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