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日
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史
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絵
画
追
究
の
姿
勢 

香
雨
は
、
師
藤
森
桂
谷
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
、
大
家
と
い
わ
れ
る
方
と
の
交
流
は
あ

り
ま
し
た
が
、
師
を
持
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
の
お
よ
そ
七
十
年
間
は
、
画
風
に
変
化
や
発
展
が
見
ら

れ
ま
す
が
、「
無
声
の
詩
」
と
し
て
の
絵
画
を
追
い
続
け
ま
し
た
。 

 

南
宋
画
家
と
し
て
、
柔
ら
か
な
描
線
、
主
観
的
写
実
を
軸
と
す
る
手
法
を
と
り
な
が
ら
、
風
景
・
花
鳥
草

木
・
昆
虫
な
ど
を
写
生
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
桂
谷
亡
き
あ
と
の
師
は
、
郷
里
安
曇
野
の
自
然

だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

野
に
生
き
た
画
家 

香
雨
の
生
家
は
農
業
を
主
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
子
息
が
農
学
校
を
卒
業
す
る
頃
に
は
、

六
反
の
畑
を
開
墾
し
農
地
を
増
や
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
昼
は
厳
し
い
労
働
で
、
作
画
は
夜
遅
く
ま
で

行
い
、「
東
京
の
絵
描
き
に
負
け
て
た
ま
る
か
」
が
口
癖
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

子
息
亥
八
郎
さ
ん
は
、「
香
雨
の
絵
は
、
精
妙
、
流
麗
、
器
用
と
は
い
い
が
た
く
、
ど
こ
か
土
く
さ
い
粗

い
線
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
土
の
香
り
、
し
っ
か
り
と
し
た
粗
い
線
こ
そ
、
百
姓
の
手

で
描
か
れ
た
必
然
性
が
あ
り
ま
す
。
香
雨
の
作
品
に
い
さ
さ
か
で
も
生
命
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
安

曇
野
に
生
き
た
百
姓
の
生
命
の
ほ
と
ば
し
り
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

絵
画
の
紹
介 

安
曇
野
市
教
育
委
員
会
は
、
令
和
三
年
三
月
『
安
曇
野
風
土
記
Ⅳ 

安
曇
野
の
美
術
』
を
発

刊
し
、
第
二
章
「
安
曇
野
の
文
人
画
家
」
で
細
田
香
雨
の
絵
画
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

 

一
つ
は
、
前
述
の
有
明
山
神
社
神
楽
殿
の
格
天
井
絵｢

水
仙｣

で
す
。
八
一
枚
中
の
逸
品
八
枚
の
ひ
と
つ
で
、

の
び
や
か
な
筆
遣
い
の
表
現
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

二
つ
は
、｢

地
域
で
活
躍
し
た
文
人
画
家｣

と
し
て
、
絵
画
三
幅
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
右
に
掲

載
し
た
絶
筆
の
「
朝
揮
画
筆
」
と
「
夏
中
寒
泉
図
」「
七
草
」
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
は
、
漢
文
や
詩
が
添
え

ら
れ
、
絵
と
合
わ
せ
て
情
景
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。 
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