
狩
野
光
雅
、
穴
山
勝
堂
、
野
口
謙
次
郎
、
太
田
天
洋
、
狩
野
探
道
、
根

上

富

治
、
山
口
蓬
春
等
々
で
あ
っ
た
。

⑨

大
正
末
期
の
漆
工
科
の
授
業

〔「
磯
矢
陽

一
九
六
九
年
六
月
十
三
日
漆
工
科
ゼ

ミ
」
（
未
定
稿
）
抜
粋
〕

漆
工
の
勉
強
は
学
校
か
ら
与
え
ら
れ
た
課
題
を
や
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
表
面
加
飾
の
手
板
教
育
が
主
で
、

一
年
生
の
一
学
期
、
四
月
か
ら
六
月
二
十

何
日
か
迄
に
五
枚
が
課
題
と
な
っ
た
。
初
め
は
笹
の
葉
、
次
が
赤
い
梅
で
幹
が

金
の
梅
の
平
蒔
絵
、
そ
の
次
が
鱗
の
線
描
き
、
そ
の
間
に
橘
、
橘
は
真
ん
中
の

ま
る
と
曲
線
に
大
変
苦
労
し
た
。
そ
れ
か
ら
門
松
の
よ
う
に
一
本
立
っ
て
い
て

片
方
が
小
さ
い
五
葉
の
松
の
平
蒔
絵
で
あ
っ
た
。
二
学
期
か
ら
研
出
蒔
絵
を
段

々
と
始
め
、
蝶
鳥
の
研
出
蒔
絵
を
や
り
、
高
蒔
絵
を
か
な
り
の
数
を
こ
な
し
て

最
後
に
山
水
肉
合
高
蒔
絵
と
な
っ
た
。

美
校
に
は
川
之
辺
一
朝
の
い
い
手
本
も
あ
っ
た
が
戦
時
中
に
な
く
な
っ
た
。

戦
争
の
時
に
は
漆
工
科
の
部
屋
に
兵
隊
が
泊
ま
り
、
ほ
か
の
学
校
の
生
徒
も
入

っ
て
き
て
宿
舎
に
も
な

っ
た
。
戦
争
の
ど
さ
く
さ
で
手
本
が
失
わ
れ
、
惜
し
む

べ
き
こ
と
で
あ
る
。

世
の
中
が
静
か
で
あ
っ
た
の
か
、
確
か
に
時
間
は
あ
っ
て
、
実
習
に
取
り
組

む
時
間
は
あ
っ
た
。

課
題
で
一
番
て
こ
ず

っ
た
の
は
白
山
松
哉
の
牡
丹
で
あ
る
。
牡
丹
の
た
か
ま

う

わ

け

う

で
は
肉
を
消
し
て
行
っ
た
が
、
上
毛
打
ち
と
い
う
細
い
線
は
描
い
て
は
削
り
し

て
も
結
局
描
け
な
か

っ
た
。
帝
室
技
芸
員
の
白
山
先
生
が
筆
を
選
び
、
丹
念
に

描
い
た
も
の
だ
か
ら
、
残
念
な
が
ら
当
然
の
こ
と
に
思
う
。

金
工
の

二
階
で
、
普
通
の
紙
の
障
子
の
あ
る
畳
の
部
屋
で
仕
事
を
し
た
。
同

級
生
五
名
が
一
緒
で
あ
っ
た
。
与
え
ら
れ
た
手
板
に
反
発
し
て
、
な
ん
で
若
い

み
そ
ら
で
こ
う
い
う
古
臭
い
も
の
を
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
と
思
っ
た

こ
と
も
あ
る
。
立
体
造
形
、
平
面
造
形
と
い
っ
た
言
葉
す
ら
そ
の
当
時
は
知
ら

な
い
の
で
、
手
板
に
油
絵
風
の
タ
ッ
チ
で
色
漆
で
研
ぎ
出
を
や
っ
て
、
鬱
憤
を

晴
ら
し
て
い
た
。
先
生
が
大
き
な
老
眼
鏡
を
か
け
て
い
て
、
先
生
の
留
守
の
間

に
そ
の
老
眼
鏡
を
か
け
た
ら
う
ま
く
描
け
る
の
で
は
と
思
っ
て
茶
目
っ
気
半
分

に
か
け
て
や
っ
て
み
た
り
し
た
。

学
科
で
は
、
帝
室
博
物
館
の
高
橋
健
自
博
士
の
風
俗
史
が
名
講
義
で
あ
っ

た
。
万
葉
の
歌
に
あ
る
風
俗
を
語
り
、
長
歌
を
そ
ら
ん
じ
て
流
れ
る
が
如
く
黒

板
に
書
い
て
、
先
生
自
ら
万
葉
の
歌
に
酔
っ
て
い
た
。
万
葉
な
る
も
の
を
知
る

こ
と
が
で
き
、
非
常
に
為
に
な
っ
た
。
絵
巻
に
は
こ
う
い
う
風
に
あ
る
と
現
物

を
見
せ
て
く
れ
て
、
写
真
版
の
葉
書
に
し
て
学
生
に
一
枚
ず
つ
く
れ
た
。
筆
者

は
誰
で
ど
こ
に
あ
る
か
も
示
さ
れ
た
。

建
築
科
の
大
沢
一
二
之
助
博
士
の
家
具
史
も
名
講
義
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
の
先

生
も
絵
が
上
手
、
こ
と
に
大
沢
先
生
の
家
具
の
立
面
図
は
う
ま
く
、
い
ろ
ん
な

家
具
を
黒
板
に
き
ち
っ
と
書
い
た
。

図
案
科
の
島
田
佳
突
先
生
が
、
黒
板
絵
が
実
に
う
ま
か
っ
た
。
図
案
法
を
講

義
し
て
黒
板
に
武
者
絵
を
描
い
て
し
ま
う
。
馬
に
乗
っ
て
い
る
武
者
を
ど
ん
ど

ん
描
く
の
に
は
驚
い
た
。
あ
あ
や
り
た
い
と
真
似
た
が
、
と
て
も
出
来
な
い
も

の
だ
っ
た
。

学
科
は
こ
う
い
う
こ
と
に
感
銘
を
受
け
、
単
位
制
で
な
く
て
割
合
に
自
由
に

受
け
て
、
試
験
も
あ
っ
た
の
も
な
い
の
も
あ
り
、
先
生
の
講
義
の
ノ
ー
ト
を
提

出
す
る
だ
け
で
済
ん
だ
の
も
あ
る
。
後
は
も
う
ほ
と
ん
ど
実
習
の
時
間
で
良
か

っ
た
。
週
問
制
度
で
な
く
て
、
例
え
ば
月
火
が
日
本
画
で
水
曜
日
が
塑
造
と
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一
週
間
を
細
か
く
分
け
て
い
た
。
こ
れ
は
漆
の
仕
事
を
す
る
の
に
は
非
常

に
都
合
が
よ
か
っ
た
。
午
前
中
仕
事
し
て
午
後
は
塑
造
を
や
る
と
か
、
午
前
中

塑
造
を
や
っ
て
午
後
は
実
習
に
な
る
。
塗
っ
て
は
乾
く
間
、
ま
た
向
こ
う
に
行

っ
て
や
る
と
い
う
融
通
が
き
い
た
。

古
美
研
に
は
全
員
が
行
っ
た
。
半
月
位
の
予
定
で
一
般
の
人
た
ち
が
入
れ
な

い
よ
う
な
所
へ
入
れ
た
。
美
術
学
校
の
生
徒
に
特
典
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

そ
の
影
響
が
卒
業
制
作
に
現
れ
て
、
当
時
の
卒
業
制
作
は
仏
教
美
術
工
芸
品
が

多
か
っ
た
。
卒
業
制
作
の
た
め
の
資
金
が
出
て
、
漆
は
一
番
高
く
て
八

0
円
、

彫
金
が
五

0
円
、
そ
の
代
わ
り
制
作
し
た
も
の
が
全
部
文
庫
の
、

所
蔵
品
に
な
っ
た
。

工
芸
済
々
会

工
芸
美
術
の
振
興
を
期
し
て
工
芸
済
々
会
が
組
織
さ
れ
た
。
大
正
十
四
年
五

月
十
六
日
下
谷
伊
豫
紋
に
於
い
て
発
会
式
を
挙
行
。
会
員
は
、
板
谷
波
山
、
清

水
亀
蔵
、
海
野
清
、
石
田
英
一
、
六
角
紫
水
、
沼
田
一
雅
、
佐
々
木
象
堂
、
杉

田
禾
堂
、
赤
塚
自
得
、
香
取
秀
員
、
山
本
安
羹
、
北
原
千
禄
、
桂
光
春
、
峰
岸

賓
光
、
堆
朱
楊
成
、
植
松
包
美
の
十
六
名
で
あ
っ

た
。

同
会
第
一
回
作
品
展
は
同
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
、
京
橋
の

高
島
屋
呉
服
店
で
開
催
さ
れ
た
。

『
東
京
美
術
学
校
校
友
会
月
報
』
第
二
十
四

巻
第
六
号
の
「
芸
苑
彙
報
」
欄
に
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
会
員
は
工
芸
界

の
中
堅
、
大
家
と
目
さ
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
か
ら
、
各
紙
が
こ
れ
を
取
り
上
げ

た
。
『
東
京
日
日
新
聞
』
（
同
年
十

一
月
十
三
日
）
は

帝
展
を
向
ふ
に
エ
藝
美
術
展
覧
會

⑩
 

か
ヽ

つ
ま
り
国
の

頭
を
は
か
り
、

―
つ
に
は
＿帝
展
の
四
郡
設
置
へ
と
エ
藝
家
の
働
き
を
強
く
せ

済
々
會
半
歳
の
苦
闘
漸
く
十
七
日
蓋
あ
け
の
歓
び

帝
展
に
第
四
郡
工
蘊
美
術
部
の
設
置
は
黒
田
前
美
術
院
長
の
理
想
で
あ
っ
た

が
そ
の
死
去
に
よ
っ
て
宜
現
は
望
み
少
な
く
な
っ
た
殊
に
福
原
新
院
長
の

＿帝
展
改
革
案
は
全
然
こ
の
問
題
に
鰻
れ
よ
う
と
は
せ
ず
會
員
中
に
も
帝
展
の

工
藝
美
術
抱
擁
を
喜
ば
ぬ
も
の
が
多
か
っ
た
、
最
早
帝
國
美
術
院
の
た
の
む

に
足
り
ぬ
こ
と
を
知
っ
た
エ
藝
美
術
家
た
ち
は
い
よ
い
よ
自
ら
の
力
に
よ
っ

て
起
つ
こ
と
に
な
り
先
づ
斯
界
の
第
一
人
者
板
谷
波
山
氏
等
の
十
六
氏
が
結

束
し
て
工
藝
済
々
會
な
る
も
の
を
起
し
花
々
し
く
打
つ
て
出
た
の
は
今
春
四

月
で
美
術
界
の
新
運
動
と
し
て
注
目
さ
れ
た
が
爾
来
半
歳
の
苦
心
は
い
よ
い

よ
第
一
回
の
展
覧
會
開
催
の
運
び
に
ま
で
至
り
来
る
十
七
日
か
ら
し
か
も
帝

展
會
期
中
力
作
を
登
表
し
て
エ
甑
美
術
家
の
存
在
を
世
に
問
ふ
こ
と
に
な
っ

出
品
す
べ
て
六
十
二
黙
い
づ
れ
も
全
力
を
傾
け
た
大
作
で
あ
る

と
報
じ
て
い
る
。

大
阪
の
工
芸
雑
誌
『
汎
工
芸
』
主
幹
の
柴
崎
風
岬
は
工
芸
済
々
会
を
次
の
よ

う
に
位
置
づ
け
る
。

此
會
は
最
初
か
ら
作
品
の
焚
表
に
よ
る
作
家
の
園
髄
で
あ
っ
て
、
外
に
深

〔帝
展
第
四
部
〕

い
意
味
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
存
績
さ
れ
て
ゐ
る
為
、
今
日
四
部

の
賞
現
に
よ
っ
て
、
い
つ
し
か
＿帝
展
と
結
ぶ
や
う
に
進
み
、
今
殆
ん
ど
同
會

の
會
員
は
、
i

帝
展
第
四
部
に
於
て
勢
力
を
得
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

或
は
、
赤
塚

〔自
得
〕
氏
あ
た
り
は
、
前
の
日
本
工
藝
協
會
が
自
然
消
滅

の
憂
き
目
を
見
た
4

め
、
此
の
エ
藝
済
々
會
を
も
つ
て
社
會
的
に
エ
藝
の
接

た
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