
画
に
、
長
崎
で
活
動
し
た
小こ

曽そ

根ね

乾け
ん

堂ど
う

（
篆
刻
家
）、

伊い

藤と
う

深し
ん

江こ
う

（
画
家
）、
劉
り
ゅ
う

芝し

香こ
う

（
唐
通
事
※
註
）、
清
人

の
若

じ
ゃ
く

蓮れ
ん

許き
ょ

鴻こ
う

、
何か

培ば
い

光こ
う

、
呉ご

道ど
う

益え
き

彰し
ょ
う（

経
歴
不
詳
）、

馮ふ
う

鏡き
ょ
う

如じ
ょ

（
画
家
）
ら
が
賛
を
書
く
、
計
８
人
の
合

作
で
す
。
岩
に
生
え
た
松
と
霊れ

い

芝し

と
い
う
縁
起
の

良
い
画
題
が
南
画
風
の
軽
妙
な
筆
致
で
描
か
れ
、

賛
の
内
容
は
い
ず
れ
も
梅
仙
の
長
寿
を
寿こ

と
ほぐ

も
の

と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
落
款
を
見
て
み

る
と
、
同
時
期
で
な
く
時
を
隔
て
て
画
や
賛
文
が

付
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
梅
仙
の
画
は
明
治
10
年

（
１
８
７
７
）
の
61
歳
の
時
に
描
か
れ
、
賛
文
は
明

治
11
年
か
ら
12
年
に
か
け
て
順
次
書
か
れ
て
い
っ

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

さ
て
、
本
合
作
中
に
は
名
が
見
え
ま
せ
ん
が
、

作
品
の
成
立
に
は
、
梅
仙
の
息
子
で
あ
る
吉
嗣
拝

山
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
拝
山

は
、
明
治
11
年
の
３
月
か
ら

６
月
に
か
け
て
中
国
・
清
へ

渡
航
し
て
い
る
の
で
す
が
、

こ
こ
に
名
が
見
え
る
人
物
た

ち
は
、
渡
航
先
の
清
や
そ
の

前
後
に
滞
在
し
た
長
崎
で
拝

山
が
交
わ
っ
た
人
々
が
中
心

と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

例
え
ば
、
小
曽
根
乾
堂
や
劉

芝
香
は
、
拝
山
の
渡
航
に
際

し
詩
を
贈
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
清
人
で
は
、
若
蓮

許
鴻
は
拝
山
と
清
の
揚
州
で
親
し
く
交
流
し
、
馮
鏡

如
は
拝
山
の
帰
国
の
際
に
同
じ
船
で
日
本
に
渡
っ
た

人
物
で
す
。
還
暦
を
迎
え
て
程
な
い
父
・
梅
仙
の
長

寿
を
祝
す
た
め
、
画
を
携
え
旅
で
交
わ
っ
た
人
々
に

賛
を
請
う
拝
山
の
姿
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。

　

拝
山
の
人
脈
が
結
集
し
た
《
吉
嗣
梅
仙
寿
像
》

　

実
は
、
同
様
の
趣
向
の
合
作
は
ほ
か
に
も
あ
り
ま

す
。《
吉
嗣
梅
仙
寿
像
》（
図
２
）
は
、
明
治
19
年
に

古
稀
を
迎
え
た
梅
仙
を
祝
す
た
め
に
制
作
さ
れ
た
も

の
で
、梅
仙
の
自
画
像
を
囲
ん
で
13
人
に
よ
る
題
字
・

賛
が
書
さ
れ
ま
す
。
先
述
の
伊
東
深
江
、
劉
芝
香
、

馮
鏡
如
を
は
じ
め
、
亀か

め

谷た
に

省せ
い

軒け
ん

（
漢
学
者
）、
相さ
が

良ら

李り

蹊け
い（

医
者
）、渋し
ぶ

江え

晩ば
ん

香こ
う（

菊
地
神
社
宮
司
）、岡お
か

田だ

篁こ
う

所し
ょ（

医

者
）
の
ほ
か
、
清
人
の
王お
う

治ち

本ほ
ん

（
詩
人
）、
蔡さ
い

軒け
ん

（
駐

長
崎
領
事
）、
孫そ
ん

士し

希き

（
南
京
語
教
師
）、
徐じ
ょ

佐さ

時じ

、
劉
り
ゅ
う

慶け
い

汾ぶ
ん

、
雪せ
っ

鴻こ
う

（
上
記
３
人
は
経
歴
不
詳
）
な
ど
日
中
交

え
た
人
選
と
な
っ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
制
作
に
は
拝

山
の
人
脈
が
多
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
拝
山
は
、
梅
仙
の
古
稀
に

あ
た
り
盛
大
な
祝
賀
の
催
し
も
行
な
っ
て
お
り
、
そ

こ
に
も
沢
山
の
人
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
《
松
岩
図
》
や
《
吉
嗣
梅
仙
寿
像
》
は
、
梅
仙
の

慶
事
を
機
に
、
梅
仙
・
拝
山
父
子
の
幅
広
い
交
友
関

係
が
映
し
出
さ
れ
た
作
品
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
清
国
渡
航
以
後
も
、
拝
山
が
清
人

と
の
関
係
を
大
事
に
継
続
し
て
き
た
こ
と
も
窺
え
ま

す
。（
日
野
綾
子
）

※
唐
通
事
…
江
戸
時
代
、中
国
と
の
貿
易
交
渉
で
通
訳・翻
訳

　
　
　
　
　
な
ど
に
あ
た
っ
た
人
々
。

　

吉
嗣
家
の
書
画
に
遺
る
人
名

　

吉
嗣
家
資
料
「
書
画
編
」
報
告
書
の
作
成
に
あ

た
り
、
吉
嗣
家
に
遺
る
書
画
を
調
べ
て
い
く
と
、

梅
仙
、
拝は
い

山ざ
ん

、
鼓こ

山ざ
ん

と
関
わ
る
、
江
戸
時
代
後
期

～
昭
和
期
に
か
け
て
の
画
家
、
文
人
、
政
治
家
な

ど
約
５
６
０
名
も
の
人
物
の
名
が
あ
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。こ
れ
ら
の
人
々
は
活
動
場
所
も
様
々

で
、
九
州
は
も
ち
ろ
ん
、
全
国
各
地
、
あ
る
い
は

中
国
で
活
動
し
て
い
た
人
も
見
え
ま
す
。
今
回
は

そ
の
中
か
ら
、
梅
仙
の
長
寿
に
関
す
る
作
品
に
見

え
る
人
々
を
紹
介
し
ま
す
。

　

拝
山
の
清
国
渡
航
に
関
わ
る
合
作
《
松
岩
図
》

　
《
松
岩
図
》（
図
１
）
は
、
吉
嗣
梅
仙
が
描
い
た

小曽根乾堂の賛
（図 1 右上部分）
　

元が
ん

治じ

元
年
（
１
８
６
４
）、
志
を
立
て
故
郷
太
宰
府

を
離
れ
た
吉
嗣
拝
山
は
、
19
歳
で
日
田
（
現
大
分
県

日
田
市
）
の
咸か
ん

宜ぎ

園え
ん
に
入
門
し
ま
す
。

　

咸
宜
園
は
広ひ
ろ

瀬せ

淡た
ん

窓そ
う

が
創
設
し
、
以
後
90
年
に
わ

た
り
全
国
か
ら
延
べ
５
千
人
も
の
塾
生
が
学
ん
だ
江

戸
時
代
最
大
規
模
の
私
塾
で
し
た
。
淡
窓
は
、
敷
地

内
の
居
宅
「
秋
し
ゅ
う

風ふ
う

庵あ
ん
」
で
晩
年
を
過
ご
し
ま
し
た
が
、

そ
の
玄
関
に
掲
げ
ら
れ
た
扁へ
ん

額が
く

は
、
咸
宜
園
出
身
で

後
に
第
23
代
内
閣
総
理
大
臣
と
な
っ
た
清
浦
奎
吾
が

昭
和
10
年
（
１
９
３
５
）
に
揮き

毫ご
う

し
た
も
の
で
す
。

　

清
浦
奎
吾
（
１
８
５
０
～
１
９
４
２
）
は
熊
本
県

山や
ま

鹿が

市
の
出
身
で
、
拝
山
入
門
の
翌
年
に
咸
宜
園
の

門
を
叩
き
ま
し
た
。
２
人
は
好
一
対
の
苦
学
生
で
、
許

斐
友
次
郎
氏
の
「
拝
山
画
伯
の
半
生
」
に
よ
る
と
、

拝
山
は
毎
晩
按あ
ん

摩ま

の
ア
ル
バ
イ
ト
、
奎
吾
は
早
朝
か

ら
托た
く

鉢ば
つ

に
出
か
け
、
学
資
を
得
た
と
い
い
ま
す
。
あ
る

時
、
空
腹
に
耐
え
か
ね
た
拝
山
が
、
奎
吾
の
机
の
下
か

ら
僅
か
な
粟ぞ
く
べ
い米

を
見
つ
け
て
食
べ
て
し
ま
い
、
大
騒
ぎ

に
。
炊
い
た
米
に
塩
と
行あ
ん
ど
ん灯
の
油
を
垂
ら
し
て
食
べ
た

拝
山
は
、
晩
の
按
摩
代
で
弁
償
す
る
約
束
を
し
、
仲

直
り
を
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
伝
わ
り
ま
す
。
２

人
の
交
流
は
続
き
、
拝
山
の
漢
詩
集
『
古こ

香こ
う

書し
ょ

屋お
く

詩し

存ぞ
ん

』
に
は
、
奎
吾
が
共
に
学
ん
だ
往
時
を
懐
古
す
る

序
文
を
寄
せ
て
い
ま
す
。（
井
上
理
香
）

（
上
）扁
額「
秋
風
庵
」

（
中
）清
浦
奎
吾
肖
像

（
下
）史
跡
咸
宜
園
跡
の
一

角
に
建
つ
秋
風
庵
の
全
景

図1   絹本著色   掛幅装　
140.3×51.9㎝ 
吉嗣家資料

図 2 絖本著色  掛幅装 
149.8×51.3㎝  
吉嗣家資料



吉よ
し
つ
ぐ
ば
い
せ
ん

嗣
梅
仙 

作

　

印
章
に
は
作
者
名
や
雅
号
を
記
す
落
款
印
だ
け
で

な
く
、
好
み
の
詩
句
や
語
句

を
刻
ん
だ
引
首
印
や
遊
印

も
あ
り
ま
す
。
今
回
は
吉
嗣

家
資
料
か
ら
遊
印
と
思
わ
れ

る
印
章
の
篆
書
を
紹
介
し
ま

す
。

　

画
像
の
文
字
は
一
見
す
る

と
５
文
字
に
見
え
ま
す
が
、「
徳
有
隣
」
と
い
う
３
文

字
に
な
り
ま
す
。
右
上
は
「
徳
」、
右
下
は
「
有
」、

左
側
は
漢
字
三
文
字
の
よ
う
で
す
が
、「
隣
」
と
い
う

文
字
に
な
り
ま
す
。
上
の「
炎
」に
見
え
る
字
が「
米
」、

「
門
」
は
「
舛
」、
下
が
「
阝
」
に
な
り
ま
す
。
印
章

の
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
を
有
効
に
使
う
た
め
「
隣
」

と
い
う
字
を
３
つ
に
分
け
て
い
ま
す
。「
徳
有
隣
」
は

「
徳
不
孤
必
有
隣 

（
徳
は
孤
な
ら
ず
必
ず
隣
あ
り
）」

と
い
う
論
語
の
一
節
か
ら
作
ら
れ
、
徳
の
あ
る
人
物

は
孤
独
に
な
ら
ず
、
必
ず
理
解
者
が
現
れ
る
、
と
い

う
意
味
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
印
章
は
弘こ
う

化か

３
年
（
１
８
４
６
）
に
篆
刻
家

の
嵩
か
さ
み

春し
ゅ
ん

齋さ
い
が
作
成
し
た
も
の
で
す
。
春
齋
は
幕
末
に

尊
王
攘
夷
派
の
清き
よ

河か
わ

八は
ち

郎ろ
う

を
匿
っ
た
罪
で
投
獄
さ
れ

獄
中
死
し
た
人
物
で
す
。（
木
村
純
也
）

　

超
有
名
な
日
本
の
神
話

　

太
陽
を
つ
か
さ
ど
る
天あ
ま

照て
ら
す

大お
お

神み
か
みが

天
岩
戸
を
閉

ざ
し
て
隠
れ
た
た
め
に
暗
闇
と
な
っ
た
世
界
。
再
び

光
を
取
り
戻
す
た
め
、
神
々
が
策
を
講
じ
て
天
岩

戸
を
こ
じ
開
け
る
と
い
う
、
誰
も
が
よ
く
知
る
神
話

を
主
題
と
し
て
い
ま
す
。
矛ほ
こ

を
持
ち
、
伏
せ
た
桶
を

踏
み
な
ら
し
て
舞
う
天
あ
め
の
う
づ
め
の
み
こ
と

鈿
女
命
と
、
朝
を
知
ら
せ
る

鶏
の
声
が
気
に
な
っ
て
、
天
照
大
神
が
扉
を
少
し
開

け
た
、
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
を
描
い
て
い
ま
す
。

　

画
中
に
墨
書
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
画
面
右
下
に
捺

さ
れ
る
印
章
か
ら
、
吉
嗣
梅
仙
の
作
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　

格
調
高
い
表
現

　

構
図
と
表
現
の
特
徴
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
構

図
は
ほ
ぼ
真
正
面
か
ら
の
視
点
と
し
、
岩
に
囲
ま

れ
た
広
場
に
集
う
神
々
を
整
然
と
配
置
し
て
い
ま

す
。天
鈿
女
命
が
見
上
げ
る
先
に
描
か
れ
る
神
鏡
や
、

手た
ぢ
か
ら
お
の
み
こ
と

力
雄
神
が
手
を
か
け
る
の
と
反
対
方
向
に
光
が
出

現
す
る
な
ど
の
表
現
は
、
物
語
の
重
要
な
要
素
を
際

立
た
せ
て
い
ま
す
。
彩
色
に
は
、
緑
と
茶
色
を
基
調

と
し
た
暗
い
色
調
の
中
で
神
鏡
と
天
鈿
女
命
の
白
さ

を
際
立
た
せ
、
明

る
く
輝
く
よ
う
に

表
現
さ
れ
ま
す
。

人
物
の
動
き
は
控

え
め
で
す
が
、
そ

れ
が
画
面
全
体
に

格
調
あ
る
趣
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

円
熟
期
の
優
作

　

吉
嗣
家
資
料
に
は
、
大
正
６
年
（
１
９
１
７
）

12
月
22
日
付
け
の〔
受
取
証
〕と
い
う
も
の
が
あ
り
、

本
作
と
日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と
ず

本
武
尊
図
の
２
点
が
、
太
宰
府
の
宮
本

善
三
郎
な
る
人
物
か
ら
１
０
０
円
で
譲
渡
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
左
の
写

真
は
、
昭
和
９
年
（
１
９
３
４
）
に
鼓
山
と
門
人

た
ち
が
梅
仙
没
後
40
年
の
遺
墨
展
覧
会
を
催
し
た

際
に
、
同
展
を
訪
れ
た
拝
山
の
門
人
・
藤ふ
じ
せ
か
ん
そ
ん

瀬
冠
村

が
そ
の
感
慨
を
記
し
た
書
で
す
が
、
文
中
に
は
、

百
幅
も
の
佳
作
が
陳
列
さ
れ
る
中
で
、
諸
神
が
力

を
合
わ
せ
て
天
地
を
開
く
天
岩
戸
図
が
見
事
で

あ
っ
た
と
記
し
て
い
ま
す
。
即
断
は
で
き
な
い
も
の

の
、
本
作
が
当
該
作
品
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
ま

す
。
制
作
年
不
詳
な
が
ら
、
梅
仙
円
熟
期
の
作
と

み
な
せ
る
優
品
で
す
。（
井
形
栄
子
）

太
宰
府
の
絵
師
に
関
連
す
る

逸
品
・
名
品
を
紹
介
し
ま
す

絹本著色　掛幅装
125.9 × 42.0㎝　明治期
吉嗣家資料

　

現
在
放
送
中
の
大
河
ド
ラ
マ
「
ど
う
す
る
家
康
」
の

主
人
公
徳
川
家
康
は
、
慶け
い

長ち
ょ
う８
年
（
１
６
０
３
）
に

江
戸
幕
府
を
創
設
し
、
慶け
い

応お
う

３
年
（
１
８
６
７
）
の

大
政
奉
還
ま
で
約
２
５
０
年
に
わ
た
る
太
平
の
世
を

築
き
ま
し
た
。
家
康
は
元げ
ん

和な

２
年
（
１
６
１
６
）
に

亡
く
な
り
ま
す
が
、
没
後
、
朝
廷
よ
り
「
東と
う

照し
ょ
う

大だ
い

権ご
ん

現げ
ん

」
の
神
号
を
賜
り
、
神
と
し
て
崇あ
が

め
ら
れ
ま
す
。

日に
っ
こ
う
さ
ん
り
ん
の
う
じ

光
山
輪
王
寺
、
久く

能の
う

山ざ
ん

東と
う

照し
ょ
う

宮ぐ
う

を
は
じ
め
各
地
で

神
格
化
さ
れ
た
家
康
が
、
束そ
く

帯た
い

姿
で
繧う
ん

繝げ
ん

縁べ
り

の
畳
の
上

に
座
す
と
い
う
定
型
化
し
た
形
で
描
か
れ
ま
し
た
。

　

本
資
料
は
そ
の
よ
う
家
康
像
の
模
写
だ
と
考
え
ら

れ
る
も
の
で
す
。
畳
の
縁
に
は
「
白
」・「
黒
」・「
紫
雲

ケ
ン
」・「
ア
イ
雲
母
／
ケ
ン
」・「
緑
青
」
な
ど
細
や
か

に
色
の
注
意
書
き
あ
り
、
装
束
に
は
「
袍
黒
」「
ク
ロ
」

印章外観
3.2 × 3.2 × 4.3cm
石製
吉嗣家資料

「
メ
イ
シ
ョ
メ
イ
ブ
ツ
」
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
今
号
よ
り
太
宰
府
市
内
を
飛
び
出
し
県
外
も
含
め
た
幅
広
い
内
容
で
お
伝
え
し
て
い
き
ま
す
。

紙本墨画淡彩　52.8 × 39.6㎝

藤瀬冠村《書》部分
吉嗣家資料 部分

「
白
」
な
ど
色
の
特
徴
が
注
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
裏

面
に
は
「
内
府
公
生
像
／
天
保
十
三
壬
寅
秋
八
月
冩

／
葵
所
蔵
」
と
あ
り
、
天て
ん
ぽ
う保

13
年
（
１
８
４
２
）
に

写
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
模
写
し
た
作
品
の
原
本

が
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
か
は
不
明
で
す
が
、
こ
の
画

稿
を
も
と
に
秋
圃
も
家
康
像
の
作
品
を
制
作
し
た
の

か
、
想
像
が
膨
ら
み
ま
す
。　
　
　
　
（
木
村
純
也
）


