
は
じ
め
に

18
世
紀
後
半
、「
大
坂
を
通
る
者
で
彼
の
こ
と
を
知
ら

な
い
者
は
い
な
い
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
世
に
名
前
の

通
っ
た
風
流
好
事
の
博
物
家
が
い
た
。
北
堀
江
の
造
り
酒

屋
の
主
人
、
木
村
蒹
葭
堂
で
あ
る
。
蒹
葭
堂
は
博
学
多
芸

な
文
人
で
、
本
草
・
博
物
家
、
画
家
と
し
て
知
ら
れ
る
の

み
な
ら
ず
、
書
籍
を
は
じ
め
と
す
る
モ
ノ
の
収
集
と
、
際

だ
っ
て
幅
広
い
人
脈
を
築
き
上
げ
た
人
物
と
し
て
有
名
で

あ
る
。

彼
は
自
筆
日
記
を
残
し
て
い
て
、
そ
の
日
に
会
っ
た
人

名
を
書
き
付
け
る
シ
ン
プ
ル
な
人
名
簿
式
日
記
で
あ
る
が
、

現
存
す
る
19
年
余
分
の
日
記
に
は
、
約
8
5
0
0
名
、

の
べ
4
万
人
近
い
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
多
い
時
に
は

一
日
に
20
人
以
上
と
会
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
な
、
積
極
的

な
交
際
で
あ
る
。

日
記
か
ら
う
か
が
え
る
交
遊
範
囲
は
、
北
は
松
前
か
ら

南
は
薩
摩
種
子
島
に
い
た
る
ほ
ぼ
全
国
に
わ
た
っ
て
お
り
、

文
人
・
知
識
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
大
名
や
藩
士
、
中

国
の
画
人
・
僧
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
・
商
館
医
、
朝
鮮
通

信
使
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。
現
代
で
は
な
か
ば
忘
れ
ら
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
蒹
葭
堂
で
あ
る
が
、
日
記
が
示
す
交
流

の
痕
跡
は
、
蒹
葭
堂
が
当
時
の
大
坂
に
お
い
て
人
的
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
中
心
に
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。
蒹

葭
堂
は
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
人
と
関
わ
り
を
持
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
交
流
を
結
ん
で

い
た
の
だ
ろ
う
か
。

彼
の
生
涯
を
追
う
と
、
単
な
る
興
味
本
位
の
物
好
き
で

は
な
く
、
学
者
か
ら
も
一
目
置
か
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ

と
が
み
え
て
く
る
。
蒹
葭
堂
と
い
う
人
物
の
あ
り
方
を
通

し
て
、18
世
紀
後
半
の
知
の
交
流
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

Ⅰ  

蒹
葭
堂
と
学
芸

◉
町
人
蒹
葭
堂

は
じ
め
に
、
大
坂
の
町
に
住
む
町
人
と
し
て
の
蒹
葭
堂

を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

蒹
葭
堂
は
、
元
文
元
（
1
7
3
6
）
年
、
北
堀
江
5
丁

目
で
酒
造
業
を
営
む
坪
井
屋
に
生
ま
れ
た
。
時
は
8
代
将

軍
徳
川
吉
宗
の
時
代
で
あ
る
。
通
称
は
吉
右
衛
門
、
字
は

世せ
い

粛し
ゆ
く

、
号
は
巽そ

ん

斎さ
い

、
自
宅
の
居
室
に
つ
け
た
蒹
葭
堂
の
堂

号
で
知
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
大
阪
市
立
中
央
図
書
館
の

南
東
角
に
「
蒹
葭
堂
邸
跡
」
の
石
碑
が
建
つ
が
、
旧
宅
は

正
確
に
は
そ
こ
よ
り
も
西
へ
1
0
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
行
っ

た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

造
り
酒
屋
坪
井
屋
の
主
人
と
し
て
、
町
年
寄
を
20
年
あ

ま
り
つ
と
め
た
が
、
54
歳
の
時
に
支
配
人
に
任
せ
て
い
た

造
酒
が
生
産
制
限
を
超
え
た
と
し
て
と
が
め
を
受
け
、
酒

造
道
具
を
没
収
さ
れ
町
年
寄
の
職
を
解
か
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
た
め
、
親
交
の
あ
っ
た
伊
勢
長
島
藩
主
の
誘
い
を
受

け
て
、
一
時
長
島
藩
領
川
尻
村
（
現
・
三
重
県
四
日
市
市
川

尻
町
）
へ
引
っ
越
し
た
。
し
か
し
、
ま
も
な
く
帰
坂
し
て
、

以
後
は
唐か

ら

物も
の

の
筆
墨
紙
硯
を
扱
う
文
房
具
商
を
営
み
、
享

和
2
（
1
8
0
2
）
年
67
歳
で
没
し
た
。

大
坂
商
人
と
し
て
見
る
と
、
決
し
て
順
風
満
帆
に
進
ん

だ
人
生
で
は
な
か
っ
た
が
、
学
芸
活
動
と
い
う
視
点
で
見

木村蒹葭堂肖像
谷文晁筆　重要文化財
江戸時代の文人画家・谷文晁が蒹葭堂の没後、遺族
に依頼されて描いたとされる肖像画。その楽しげな表
情から温厚な人柄がうかがえる。
所蔵／大阪府教育委員会

花蝶之図
木村蒹葭堂筆
紅葉した幹につるをからめて花が咲き、胡蝶が舞う。
当時流行した南蘋派の影響を受けて描かれた作品。
所蔵／関西大学図書館

れ
ば
ま
た
別
の
見
方
が
で
き
る
。
次
に
蒹
葭
堂
の
学
芸
交

流
の
様
子
を
見
て
い
こ
う
。

◉
画
家
と
の
交
わ
り

蒹
葭
堂
は
短
い
自
伝
を
書
い
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

彼
の
学
芸
に
対
す
る
関
心
の
あ
り
ど
こ
ろ
が
あ
ら
ま
し
わ

か
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
幼
い
こ
ろ
体
の
弱
か
っ
た
蒹
葭

堂
が
、
ま
ず
関
心
を
寄
せ
た
の
は
植
物
と
画
で
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
画
は
、
文
事
に
理
解
の
あ
る
父
の
も
と
、
5
、

6
歳
の
こ
ろ
に
狩
野
派
の
大
岡
春し

ゆ
ん

卜ぼ
く

か
ら
初
歩
を
学
び
、

つ
い
で
大
和
郡
山
の
文
人
画
家
、
柳
沢
淇き

園え
ん

（
柳
里
恭
）

に
手
本
を
も
ら
っ
て
教
え
を
受
け
た
。
春
卜
の
影
響
を
受

け
て
唐か

ら

画え

を
志
す
一
方
、
12
歳
の
こ
ろ
に
、
長
崎
か
ら
大

坂
へ
や
っ
て
き
た
画
僧
の
鶴
亭
を
通
じ
て
、
中
国
の
沈し

ん

南な
ん

蘋ぴ
ん

が
も
た
ら
し
た
新
し
い
画
風
に
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

写
実
的
で
濃
密
な
花
鳥
画
を
得
意
と
す
る
沈
南
蘋
の
画
風

は
、
花
鳥
画
の
世
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
多
く
の
南

蘋
派
の
画
家
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
蒹
葭
堂
は

鶴
亭
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
京
坂
の
地
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ

の
画
風
を
い
ち
早
く
知
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
翌
年

に
は
京
都
で
池
大
雅
か
ら
山
水
画
を
学
ん
で
い
る
。
蒹
葭

堂
よ
り
一
回
り
ほ
ど
年
長
の
大
雅
と
は
、
師
弟
以
上
の
親

し
い
関
係
で
生
涯
交
遊
が
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
蒹
葭
堂
は
一
流
の
画
家
に
師
事
し
て
さ

ま
ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
の
画
を
学
び
取
り
、
多
く
の
画
家
と

の
交
流
が
生
ま
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
蒹
葭
堂
が
活
動
し

た
時
期
は
、
大
坂
で
文
人
画
が
成
長
す
る
時
期
に
あ
た
っ

て
お
り
、
大
坂
画
壇
の
画
家
を
は
じ
め
、
次
代
を
に
な
う

若
い
画
家
た
ち
も
蒹
葭
堂
と
交
わ
っ
て
刺
激
を
受
け
て
い

る
。25

歳
の
時
に
最
晩
年
の
蒹
葭
堂
と
知
り
合
っ
た
文
人
画

家
の
田た

能の

村む
ら

竹ち
く

田で
ん

も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
蒹
葭
堂
の
画

技
を
高
く
評
価
し
、
も
し
門
下
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
て
い

た
な
ら
、
と
残
念
が
っ
て
い
る
。
竹
田
は
、
蒹
葭
堂
の
人

柄
に
つ
い
て
「
後
進
の
者
を
推
薦
す
る
の
に
言
葉
を
惜
し

ま
ず
、
才
芸
に
見
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
者
に
は
か
な
ら

ず
心
を
尽
く
し
て
交
わ
っ
た
」
と
述
べ
、
蒹
葭
堂
が
年
の

離
れ
た
若
い
人
材
と
も
対
等
に
接
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え

て
い
る
。

画
家
と
の
交
流
の
な
か
で
は
、
互
い
に
作
品
を
依
頼
し

た
り
贈
答
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
が
よ
く
見
受
け
ら
れ
る

が
、
紀
州
の
文
人
画
家
の
桑
山
玉ぎ

よ
く

洲し
ゆ
う

は
少
し
違
っ
た
依

頼
を
し
て
い
る
。
蒹
葭
堂
に
あ
て
た
書
状
の
な
か
で
「
御

預
け
申
し
上
げ
御
座
候
拙
画
の
筋
は
、
先
達
て
申
し
上
げ

候
通
り
、
い
か
ほ
ど
下
直
（
値
）
に
て
も
苦
し
か
ら
ず
候

間
、
商
人
方
へ
残
ら
ず
節
前
に
遣
わ
さ
れ
下
さ
る
べ
く

候
」、
つ
ま
り
ど
れ
だ
け
安
く
て
も
良
い
か
ら
、
預
け
て

お
い
た
自
分
の
作
品
を
節
供
前
ま
で
に
商
人
へ
売
り
払
っ

て
欲
し
い
と
、
売
画
の
仲
介
を
依
頼
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

玉
洲
は
、
池
大
雅
や
蒹
葭
堂
と
の
交
友
を
通
じ
て
書
画
の

品
評
と
は
何
か
を
悟
っ
た
と
も
述
べ
て
お
り
、
蒹
葭
堂
が

所
蔵
す
る
書
画
を
見
て
眼
を
養
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

一
方
の
蒹
葭
堂
も
、
紀
州
桑
名
藩
儒
が
所
望
と
い
う
こ
と

で
古
琴
を
斡
旋
し
た
が
、
取
引
が
成
立
し
な
い
ま
ま
琴
も

返
却
さ
れ
ず
、
甚
だ
困
っ
た
状
況
に
陥
っ
た
時
、
玉
洲
に

書
状
を
送
っ
て
取
り
成
し
を
依
頼
し
て
い
る
。
両
者
が
画

家
と
い
う
単
純
な
接
点
を
超
え
て
互
い
を
頼
み
、
よ
り
深

近
世
大
坂
が
生
ん
だ
稀
代
の
文
人
・
町
人
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
木
村
蒹
葭
堂
。

幼
少
期
か
ら
絵
画
、
詩
文
、
本
草
学
を
学
ぶ
傍
ら
、
長
じ
て
書
画
骨
董
を
広
く
収
集
。

そ
の
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
全
国
に
知
ら
れ
、

閲
覧
・
情
報
交
換
の
た
め
に
訪
れ
る
人
び
と
と
の
交
友
範
囲
は
多
岐
に
わ
た
っ
た
。

江
戸
期
大
坂
を
中
心
に
、
一
大
サ
ロ
ン
と
文
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
い
た
蒹
葭
堂
の
足
跡
を
辿
り
、

い
ま
学
ぶ
べ
き
知
の
交
流
の
あ
り
方
を
探
る
。

木
村
蒹け

ん

葭か

堂ど

う

の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
み
る
知
の
交
流

有
坂
道
子

Arisaka M
ichiko

あ
り
さ
か
・
み
ち
こ

1
9
6
9
年
生
ま
れ
。
京
都
府
立
大
学
文
学
部
史
学
科
卒
業
。
京
都

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
退
学
。
京
都
大

学
文
学
研
究
科
助
手
を
経
て
、
現
在
、
京
都
橘
大
学
文
学
部
教
授
。

論
文
に
﹁
市
井
の
蘭
学
│
│
木
村
蒹
葭
堂
に
み
る
﹂、﹁
木
村
蒹
葭
堂

の
交
友
と
知
識
情
報
﹂、
共
著
に
﹃
身
分
的
周
縁
と
近
世
社
会
5 

知

識
と
学
問
を
に
な
う
人
び
と
﹄（
吉
川
弘
文
館
）、
共
編
著
に
﹃
完
本  

蒹
葭
堂
日
記
﹄（
藝
華
書
院
）
が
あ
る
。
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い
関
係
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

◉
混
沌
詩
社

蒹
葭
堂
は
18
、
19
歳
の
こ
ろ
に
儒
学
者
の
片
山
北
海
に

経
書
の
読
み
方
を
学
ん
だ
が
、
漢
詩
文
を
好
ん
だ
北
海
の

影
響
を
受
け
て
23
歳
の
こ
ろ
か
ら
蒹
葭
堂
会
と
い
う
詩
文

読
書
の
会
を
開
く
よ
う
に
な
っ
た
。

18
世
紀
は
、
儒
学
の
世
界
で
漢
詩
文
を
積
極
的
に
位
置

づ
け
る
荻お

ぎ
ゆ
う生
徂そ

徠ら
い

の
古
文
辞
学
が
盛
ん
に
な
り
、
漢
詩
文

が
大
き
な
流
行
を
迎
え
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
に
は
、

生
活
の
ゆ
と
り
と
教
養
へ
の
興
味
を
持
つ
人
び
と
が
し
だ

い
に
増
え
、
限
ら
れ
た
知
識
人
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ

ま
な
身
分
や
職
業
の
人
び
と
が
詩
文
や
書
画
な
ど
文
人
と

し
て
の
素
養
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
作

詩
文
を
楽
し
む
グ
ル
ー
プ
の
活
動
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
蒹
葭
堂
会
も
や
が
て
片
山
北
海
を
主
宰
と
す
る

混
沌
詩
社
に
吸
収
さ
れ
、
さ
ら
に
大
き
く
展
開
し
て
い
く
。

混
沌
詩
社
に
は
医
者
、
商
人
、
儒
学
者
、
武
士
（
多
く
は

蔵
屋
敷
役
人
）
な
ど
多
彩
な
顔
ぶ
れ
が
揃
い
、
大
坂
を
代

表
す
る
詩
社
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

の
ち
に
昌
平
坂
学
問
所
の
教
官
と
な
り
寛
政
の
三
博
士

に
数
え
ら
れ
た
尾び

藤と
う

二じ

洲し
ゆ
う

も
、
在
坂
時
に
混
沌
詩
社
に
参

加
し
た
ひ
と
り
で
あ
る
が
、
詩
社
の
主
宰
で
あ
る
片
山
北

海
に
関
し
て
面
白
い
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
当
時
京
都
で

有
名
な
儒
学
者
で
あ
っ
た
皆
川
淇
園
と
大
坂
の
片
山
北
海

と
、
ど
ち
ら
か
に
従
学
し
よ
う
と
考
え
た
二
洲
は
、
ま
ず

皆
川
淇
園
の
家
を
訪
ね
た
。
そ
う
す
る
と
、
淇
園
は
門
人

が
左
右
に
居
並
ぶ
な
か
威
儀
を
正
し
て
面
会
し
た
。
次
に

片
山
北
海
の
家
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
門
前
で
手
拭
い
を
か

ぶ
っ
て
薪
を
割
っ
て
い
る
男
が
お
り
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち

北
海
で
あ
っ
た
。
二
洲
は
つ
い
に
北
海
を
師
に
選
ん
だ
、

と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
北
海
が
素
朴
で
飾
ら
な
い
人

で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
が
、
見
か
け
に
こ
だ
わ

ら
ず
、
実
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。
混
沌
詩
社
の
活
動
も
、
自
由
な
雰
囲
気
の
な
か
で
漢

詩
文
を
作
り
、
批
評
し
合
う
も
の
で
あ
り
、
身
分
の
違
い

な
く
仲
間
と
し
て
の
親
し
い
つ
き
あ
い
が
結
ば
れ
て
い
た

こ
と
は
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

◉
本
草
学
の
世
界

蒹
葭
堂
が
早
く
か
ら
興
味
を
向
け
た
も
う
ひ
と
つ
に
、

植
物
が
あ
っ
た
。
自
宅
で
草
木
花
樹
を
育
て
る
ほ
ど
好
き

だ
っ
た
植
物
へ
の
関
心
は
、
や
が
て
本
草
学
の
世
界
へ
つ

な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

本
草
学
と
は
、
薬
用
と
な
る
植
物
や
動
物
・
鉱
物
を
対

象
と
す
る
学
問
で
、
今
で
言
う
薬
物
学
に
近
い
。
蒹
葭
堂

は
16
歳
で
京
都
の
本
草
学
者
、
津
島
恒つ

ね

之の

進し
ん

（
如
蘭
）
の

門
人
と
な
り
、
恒
之
進
の
没
後
は
他
の
門
人
た
ち
と
書
状

を
通
じ
て
知
識
を
深
め
、
さ
ら
に
小
野
蘭
山
の
門
弟
と

な
っ
て
本
格
的
な
本
草
研
究
を
進
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

小
野
蘭
山
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
最
も
有
名
な
京
都
の
本

草
家
で
、
幕
府
の
招
き
に
よ
っ
て
71
歳
で
江
戸
に
下
り
、

医
学
館
で
本
草
学
を
講
義
し
た
人
物
で
あ
る
。

蒹
葭
堂
が
本
草
学
の
学
び
を
深
め
る
上
で
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
の
が
、
同
門
の
仲
間
た
ち
と
の
交
流
や
各
地

の
本
草
学
者
と
の
情
報
交
換
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
重
要

な
機
会
で
あ
っ
た
の
は
物
産
会
で
あ
る
。
津
島
恒
之
進
が

お
こ
な
っ
て
い
た
本
草
の
会
は
ま
だ
小
さ
な
集
ま
り
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
し
だ
い
に
本
草
会
・
薬
品
会
・

物
産
会
な
ど
と
称
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
産
を
持
ち
寄
っ
て

そ
の
真
偽
を
見
極
め
、
有
用
性
の
有
無
を
検
討
し
、
知
識

を
交
換
す
る
集
ま
り
が
各
地
で
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

物
産
会
は
本
草
や
産
物
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
得

る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、
そ
の
交
流
は
学
派
の
別
に
か
か
わ

ら
ず
、
各
地
の
本
草
家
や
本
草
に
興
味
を
持
つ
者
た
ち
が

広
く
加
わ
る
も
の
だ
っ
た
。

自
伝
の
な
か
で
蒹
葭
堂
は
、
小
野
蘭
山
へ
の
従
学
を

「
蘭
山
に
従
て
益

ま
す
ま
す

名
物
の
こ
と
を
究き

わ

む
」
と
記
し
て
い
る

が
、「
名
物
の
こ
と
」
と
は
す
な
わ
ち
、
植
物
を
は
じ
め

と
す
る
諸
物
産
の
名
前
と
そ
れ
が
持
つ
性
質
を
知
る
こ
と

で
あ
る
。
た
と
え
ば
外
国
産
の
あ
る
薬
草
に
ど
の
よ
う
な

形
状
・
性
質
・
効
用
が
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
の
何
に
当
た

る
か
を
調
べ
る
こ
と
が
本
草
学
で
は
重
要
で
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
名
物
学
の
手
法
は
、
い
わ
ゆ
る
薬
物
学
の
範
囲
に

と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
生
活
の
ま
わ
り
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な

物
産
、
モ
ノ
へ
の
関
心
へ
と
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

将
軍
吉
宗
が
殖
産
興
業
に
熱
心
で
実
学
を
奨
励
し
た
こ
と

も
、
こ
う
し
た
動
き
の
背
景
に
あ
る
。
物
産
会
の
盛
行
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
に
対
す
る
興
味
関
心
が
多
く
の
人
に
共

有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
対
象
と
す
る
物
産

を
広
げ
な
が
ら
博
物
学
的
な
方
向
へ
と
進
む
ひ
と
つ
の
流

れ
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅱ  

蒹
葭
堂
の
知
の
か
た
ち

◉
モ
ノ
を
考
索
す
る

蒹
葭
堂
は
そ
う
し
た
事
物
の
考
証
を
お
こ
な
う
た
め
に
、

書
籍
や
文
物
の
収
集
に
力
を
入
れ
た
。
蔵
書
に
関
し
て
は

「
数
年
来
、
百
費
を
省
き
収
む
る
所
書
籍
に
不
足
な
し
、

過
分
と
云
う
べ
し
」
と
い
う
ほ
ど
で
、
そ
の
数
2
万
巻
と

も
3
万
巻
と
も
言
わ
れ
た
。
自
伝
に
あ
げ
る
収
集
対
象
は
、

書
籍
以
外
に
、
日
本
や
中
国
の
金
石
碑
本
、
日
本
の
古
書

画
や
詩
文
、
中
国
書
画
、
日
本
お
よ
び
外
国
の
地
図
、
草

木
・
金
石
・
珠
玉
・
虫
・
魚
介
・
鳥
獣
、
古
銭
、
古
器
物
、

中
国
の
器
具
、
外
国
の
異
産
に
及
ん
で
い
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
そ
こ
に
「
奇
を
愛
す
る
に
非
ず
、

専
ら
考
索
の
用
と
す
」「
右
の
類
あ
り
と
い
え
ど
も
み
な

考
索
の
用
と
す
、
他
の
艶
飾
の
比た

ぐ
い

に
あ
ら
ず
」
と
書
き
添

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
物
集
め
は
金
持

蒹葭堂日記
羽間文庫本
蒹葭堂が来訪者や訪問先を記した日記。日々びっし
りと書き込まれた記述から、蒹葭堂の圧倒的な交友
関係の広さがうかがえる。
所蔵／大阪歴史博物館
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ち
の
収
集
趣
味
と
思
わ
れ
が
ち
で
、
実
際
、
蒹
葭
堂
も
世

間
か
ら
「
豪
家
の
徒
」
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

し
か
し
蒹
葭
堂
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
蔵
書
や

収
集
品
を
「
考
索
」
の
た
め
に
活
用
し
て
い
た
こ
と
は
確

か
で
、
そ
の
成
果
の
一
端
は
蒹
葭
堂
の
著
作
『
一い

つ

角か
く

纂さ
ん

考こ
う

』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
一
角
纂
考
』
は
、
蒹
葭
堂
が
解
毒
万
能
薬
と
し
て
珍
重

さ
れ
た
ウ
ニ
コ
ー
ル
（
一
角
）
の
原
料
を
確
定
し
た
書
で

あ
る
。
当
時
、
一
角
の
原
料
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
っ
て
定

ま
っ
て
お
ら
ず
、
蒹
葭
堂
は
所
蔵
す
る
和
漢
洋
の
蔵
書
を

調
べ
、
西
洋
書
の
『
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
地
方
地
理
志
』
に

あ
る
図
と
記
述
に
よ
っ
て
、
一
角
が
北
氷
洋
に
生
息
す
る

ク
ジ
ラ
の
仲
間
で
あ
る
イ
ッ
カ
ク
の
歯
牙
か
ら
作
ら
れ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
西
洋
書
の
記
述

を
信
頼
し
た
根
拠
は
、
他
の
諸
書
が
伝
聞
に
基
づ
く
記
述

ば
か
り
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
実
際
に
そ
の
地
を
訪
れ
、

イ
ッ
カ
ク
を
見
た
人
の
言
に
基
づ
く
記
載
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
大
坂
に
お
け
る
学
問

態
度
の
特
徴
で
も
あ
る
、
自
ら
実
践
・
経
験
す
る
な
か
で

物
事
の
真
実
を
見
極
め
る
と
い
う
考
え
方
に
沿
う
も
の
と

言
え
る
。

◉
蒹
葭
堂
の
貢
献

ま
た
、『
一
角
纂
考
』
は
、
江
戸
の
蘭
学
者
大
槻
玄
沢

の
『
六ろ

く

物ぶ
つ

新し
ん

志し

』
と
い
う
著
作
と
合
わ
せ
て
、
蒹
葭
堂
版
、

す
な
わ
ち
蒹
葭
堂
の
自
費
出
版
で
刊
行
さ
れ
た
。
大
槻
玄

沢
は
、『
解
体
新
書
』
で
有
名
な
杉
田
玄
白
に
学
び
、
は

じ
め
て
蘭
学
塾
を
開
い
て
多
く
の
人
材
を
育
て
た
人
物
で
、

『
六
物
新
志
』
は
一
角
や
サ
フ
ラ
ン
、
ニ
ク
ズ
ク
な
ど
6

つ
の
薬
物
に
つ
い
て
解
説
し
た
啓
蒙
書
で
あ
る
。

蒹
葭
堂
は
『
一
角
纂
考
』
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
大

槻
玄
沢
に
意
見
を
聞
き
、
西
洋
書
の
記
述
の
解
読
を
依
頼

し
た
経
緯
が
あ
り
、
た
っ
て
の
願
い
で
玄
沢
の
著
述
を
合

刻
し
た
。
蘭
学
者
の
宇
田
川
玄
随
は
、
蒹
葭
堂
に
あ
て
た

書
状
の
な
か
で
、「
玄
沢
六
物
新
志
も
、
御
世
話
に
て
刊

行
御
図は

か

り
下
さ
れ
候
由よ

し

、
感か

ん

荷か

（
受
け
た
恩
を
心
に
深
く
感

じ
る
こ
と
）
同
様
に
存
じ
奉
り
候
」
と
蒹
葭
堂
に
感
謝
の

意
を
表
し
て
い
る
。

今
も
昔
も
専
門
書
の
出
版
は
簡
単
で
は
な
く
、
蒹
葭
堂

は
世
の
中
に
益
す
る
こ
う
し
た
成
果
を
出
版
助
成
と
い
う

か
た
ち
で
援
助
し
た
。
蒹
葭
堂
が
自
費
出
版
し
た
書
は
、

自
ら
校
訂
・
校
注
を
加
え
た
漢
籍
や
知
友
の
著
書
な
ど

二
十
数
種
に
の
ぼ
り
、
価
値
あ
る
書
籍
を
吟
味
・
選
別
し

て
私
財
を
投
じ
て
出
版
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

先
に
も
あ
げ
た
宇
田
川
玄
随
の
書
状
に
は
、
蘭
学
者
の

『一角纂考』
木村蒹葭堂著　寛政７（1795）年刊　蒹葭堂蔵版
蒹葭堂の代表的著作で、クジラの一種であるイッカクについての研究書。
大槻玄沢の『六物新志』とセットで刊行された。２段目の見開きの図が『グリー
ンランド地方地理志』からの引用。
所蔵／早稲田大学図書館

芝蘭堂新元会図
市川岳山画　重要文化財
寛政６（1794）年閏11月11日、洋暦の1795年の元日、江戸の蘭学者たちが大槻玄
沢の居宅である芝蘭堂に集まり、いわゆる「おらんだ正月」を祝った時の様子。西
洋式の祝宴の卓上にはナイフとフォークが並び、当時の蘭学者たちのサロンの様子
を伝える。床の間の一角獣の絵は蒹葭堂からの贈り物だとする説もある。
所蔵／早稲田大学図書館
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間
で
も
蒹
葭
堂
の
存
在
が
噂
に
な
っ
て
お
り
、
蒹
葭
堂
が

徐
々
に
考
索
の
範
囲
を
広
げ
て
蘭
学
に
も
及
ん
で
き
て
い

る
こ
と
を
江
戸
の
蘭
学
者
は
「
遙
敬
」
し
て
い
る
と
言
い
、

蒹
葭
堂
の
「
発
明
」「
卓
論
」「
新
説
」
な
ど
を
ぜ
ひ
聞
か

せ
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
西
洋
書
を
含
む
豊
富
な
蔵

書
を
活
用
し
て
考
証
す
る
蒹
葭
堂
の
知
識
は
、
玄
沢
や
玄

随
の
よ
う
な
蘭
学
者
が
学
説
を
立
て
て
い
く
上
に
お
い
て

も
、
有
益
で
刺
激
に
富
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て

く
れ
る
。

◉
秀
で
た
収
集
力

蒹
葭
堂
の
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
彼
の
収
集
力
に
支

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
積
極
的
な
収
集
活
動

を
物
語
る
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
松
前
藩
の

役
人
が
上
方
へ
来
た
時
に
、
松
前
に
も
入
っ
て
き
て
い
な

い
蝦
夷
織
物
や
蝦
夷
の
産
物
な
ど
が
か
え
っ
て
上
方
に
多

く
あ
り
、
内
々
に
調
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
品
々
を
引

き
受
け
て
い
る
町
人
が
木
村
吉
右
衛
門
、
つ
ま
り
蒹
葭
堂

だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
北
方
で
交
易
さ
れ
た
品
が
東

回
り
航
路
で
南
部
を
経
由
し
て
直
接
上
方
へ
着
船
し
て
お

り
、
蒹
葭
堂
は
北
方
の
島
々
や
異
国
へ
の
道
筋
・
方
角
を

詳
し
く
描
い
た
絵
図
も
所
持
し
て
い
て
、
松
前
藩
の
役
人

は
こ
の
よ
う
な
絵
図
が
他
国
に
あ
っ
て
は
宜
し
く
な
い
の

で
、
い
ろ
い
ろ
手
段
を
講
じ
て
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
が
、

結
局
、
蒹
葭
堂
か
ら
入
手
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
。

ま
た
、
蒹
葭
堂
は
北
方
探
検
家
と
し
て
知
ら
れ
る
最
上

徳
内
に
、
北
海
地
図
を
見
せ
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
て
カ
ラ

フ
ト
島
の
図
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
だ
が
、
徳
内
か

ら
、
こ
れ
は
自
分
の
手
元
か
ら
流
布
し
て
は
宜
し
く
な
い

の
で
心
得
て
見
て
ほ
し
い
、
と
念
押
し
さ
れ
て
い
る
。
徳

内
は
さ
ら
に
、
ク
ナ
シ
リ
・
エ
ト
ロ
フ
・
ウ
ル
ッ
プ
3
島

と
そ
の
先
2
島
の
図
や
、
蘭
学
者
の
前
野
良
沢
が
書
い
た

『
柬カ

ム
チ
ヤ
ツ
カ

察
加
志
』、
ロ
シ
ア
人
の
描
く
北
海
図
な
ど
も
追
っ
て

進
覧
す
る
と
述
べ
て
お
り
、
蒹
葭
堂
が
非
常
に
デ
リ
ケ
ー

ト
な
情
報
も
含
め
て
、
蝦
夷
地
の
情
報
に
最
も
詳
し
い
人

物
か
ら
直
接
情
報
を
得
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
二
つ
の
事
例
か
ら
だ
け
で
も
、
蒹
葭
堂
が
い
か
に

旺
盛
な
収
集
活
動
を
し
て
い
た
か
を
知
り
得
る
が
、
そ
れ

は
蒹
葭
堂
の
貪
欲
と
も
い
え
る
知
識
欲
、
並
外
れ
た
求
知

心
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

◉
知
識
・
情
報
の「
互
恵
」

最
上
徳
内
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
蒹
葭
堂
の
も
と
に
集

ま
る
知
識
や
情
報
は
、
友
人
・
知
人
か
ら
の
ル
ー
ト
が
重

要
で
あ
っ
た
。
蒹
葭
堂
の
周
辺
は
彼
の
興
味
関
心
を
よ
く

知
っ
て
お
り
、
各
地
か
ら
蒹
葭
堂
に
情
報
を
寄
せ
て
い
る
。

江
戸
の
文
人
画
家
の
谷
文ぶ

ん

晁ち
よ
う

も
、
多
く
の
文
物
や
情
報

を
も
た
ら
し
て
お
り
、
蒹
葭
堂
が
好
み
そ
う
な
モ
ノ
を

贈
っ
た
り
、
旅
先
で
の
見
聞
を
書
状
で
伝
え
た
り
し
て
い

る
。
一
通
の
書
状
の
な
か
で
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
が
ら
が

書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
あ
る
時
に
は
、
蒹
葭
堂

へ
唐
山
（
中
国
）
女
服
図
、
唐
鳥
図
、
慶
安
元
年
製
の
墨
、

古
写
本
な
ど
を
贈
り
、
自
分
が
見
た
宮
本
武
蔵
の
「
古
松

之
鷲
」
の
図
や
中
国
唐
末
の
画
巻
に
書
か
れ
た
跋
文
に
つ

い
て
報
告
し
、
浦
賀
で
見
か
け
た
広
東
省
の
漂
流
民
の
姿

を
絵
に
描
い
て
送
っ
て
い
る
。
逆
に
、
蒹
葭
堂
か
ら
文
晁

へ
は
、
書
籍
を
贈
っ
た
り
、
法
帖
を
貸
し
た
り
、
写
本
を

調
達
す
る
な
ど
の
便
宜
を
は
か
っ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、

共
通
の
文
人
仲
間
の
動
向
を
伝
え
、
言
づ
て
や
荷
物
の
受

け
渡
し
の
依
頼
な
ど
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。
煩
雑
に
思
わ

れ
る
ほ
ど
の
内
容
で
あ
る
が
、
考
索
、
考
証
の
た
め
に
は

よ
り
多
く
の
知
識
・
情
報
が
必
要
で
あ
り
、
蒹
葭
堂
の
も

と
に
は
日
々
こ
う
し
た
新
し
い
多
く
の
情
報
が
入
っ
て
き

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
こ
う
し
た
知
識
・
情
報
の
収
集
が
、
互
恵

の
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
点
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

一
方
的
な
依
頼
な
の
で
は
な
く
て
、
相
手
の
希
望
に
応
え
、

相
手
の
た
め
に
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
提
供
し
あ
う
関
係

で
あ
る
。
蒹
葭
堂
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
互
い
の
信
頼
に

基
づ
く
互
恵
の
あ
り
方
の
な
か
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
と
も

言
え
よ
う
。

◉
開
か
れ
た「
知
」　

蒹
葭
堂
に
は
、
自
ら
定
め
た
「
草
堂
規
条
」
と
い
う
決

ま
り
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
自
分
が
堂
を
設
け
た
の
は

学
術
研
究
の
た
め
で
あ
り
、
蔵
書
は
同
好
の
人
び
と
と
と

も
に
利
用
し
、
人
に
貸
す
こ
と
も
厭
わ
な
い
と
明
記
し
て

い
る
。
コ
レ
ク
タ
ー
の
な
か
に
は
収
集
し
た
書
籍
を
秘
匿

し
、
見
て
楽
し
む
だ
け
の
者
も
多
い
が
、
蒹
葭
堂
は
「（
蔵

「草堂規条」
自筆本『蒹葭堂記記』より。「草堂規条」には蒹葭堂蔵品の閲覧規則が
記されている。
所蔵／辰馬考古資料館

谷文晁書簡（部分）
文晁は旅先での見聞を蒹葭堂に伝えるべく、たびたび書
状を送った。書簡中の人物画は浦賀で見かけた広東省の
漂流民の姿を描いたもの。
所蔵／中尾松泉堂書店

書
を
）
観か

ん

玩が
ん

の
具
と
為
す
は
余
の
慚は

じ
る
所
な
り
」
と
言

い
切
る
。
ま
た
、
装
丁
が
美
し
い
か
そ
う
で
な
い
か
な
ど

は
問
題
で
な
く
、
た
だ
文
字
が
鮮
明
か
ど
う
か
だ
け
を
基

準
に
書
籍
を
集
め
た
と
も
言
っ
て
い
る
。
蔵
書
を
学
問
に

活
用
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
蒹
葭
堂
の
集
書
の
最
も
大
切
な

目
的
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
蒹
葭
堂
の
蔵
書
・
収
蔵
品
を
利
用
し
た
い

と
願
う
多
く
の
人
が
蒹
葭
堂
を
訪
れ
た
。
蒹
葭
堂
の
書
状

に
来
訪
者
に
つ
い
て
記
し
た
一
文
が
あ
る
が
、「
水
戸
儒

臣
立
原
甚
五
郎
始
め
四
五
人
、
内
々
御
用
に
て
上
坂
有
て
、

拙
家
収
蔵
の
品
と
も
書
写
の
命
も
御
座
候
、
隣
町
に
旅
宿

致
さ
れ
日
々
拙
家
へ
過
訪
に
て
、
書
写
致
さ
れ
候
」
と
あ

る
。
こ
れ
は
、
水
戸
藩
に
よ
る
『
大
日
本
史
』
の
編
纂
事

業
の
た
め
、
彰
考
館
総
裁
の
立た

ち

原は
ら

翠す
い

軒け
ん

や
画
工
の
木
村
庄

蔵
ら
が
、
蒹
葭
堂
が
所
蔵
す
る
古
文
書
類
を
調
査
に
来
た

際
の
様
子
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
蒹
葭
堂
の
収
集
品
の

重
要
性
が
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
蒹
葭
堂
が
そ
れ
ら
を
公

開
し
、
利
用
に
供
し
て
い
た
こ
と
を
改
め
て
確
認
で
き
る
。

こ
の
時
に
蒹
葭
堂
と
知
り
合
っ
た
立
原
翠
軒
は
、
そ
の

後
も
交
流
を
続
け
て
い
た
。
2
年
後
、
蒹
葭
堂
へ
出
し
た

書
状
に
は
、
地
図
を
借
用
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
礼
と

と
も
に
、
常
陸
の
北
海
に
現
れ
た
「
異
船
」
の
情
報
を
、

知
り
得
た
船
主
・
船
員
の
挙
動
に
触
れ
な
が
ら
詳
し
く
報

告
し
て
い
る
。
両
者
の
間
に
も
ま
た
、
互
恵
の
関
係
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

蒹
葭
堂
の
学
芸
活
動
の
一
番
根
底
に
あ
る
の
は
、
純
粋

な
知
へ
の
欲
求
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
蒹
葭
堂
の
あ
り

方
は
特
異
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
蒹
葭
堂
に
顕
著
な
よ
う

に
、
18
世
紀
後
半
の
知
識
人
た
ち
は
個
人
と
し
て
の
活
動

以
上
に
「
横
の
つ
な
が
り
」
を
大
切
に
し
て
い
る
。
交
友

に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
互
恵
の
特
徴
を

も
ち
つ
つ
、
つ
ね
に
双
方
向
で
情
報
の
や
り
と
り
が
な
さ

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
い
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
て

い
る
。
専
門
、
立
場
、
年
齢
、
そ
う
し
た
も
の
を
超
え
て

人
び
と
が
結
び
つ
く
と
こ
ろ
に
、
新
し
い
知
の
発
展
の
可

能
性
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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