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大
雅
の
偉
業
と
そ
の
継
承
を
考
え
る
な
ら
ば
、
青
木
夙
夜
（
生
年
不
明
―
享
和

二
年
（
一
八
〇
二
）
の
役
割
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
大
雅
の
妻
玉

瀾
没
後
、
大
雅
の
弟
子
た
ち
は
、
師
の
顕
彰
の
た
め
に
京
都
林
寺
に
お
い
て
大
雅
堂

を
建
立
し
た
と
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
青
木
夙
夜
は
、
年
間
そ
の
堂
に
住
み
、
大
雅

の
遺
品
の
保
存
活
動
に
取
り
組
み
、
師
の
名
作
を
調
べ
、
そ
の
模
写
を
充
実
し
た
や

り
方
で
行
っ
た
が
、
同
時
に
自
己
の
制
作
も
続
け
た
。
し
か
し
、
現
在
鑑
賞
で
き
る

夙
夜
の
遺
品
が
少
な
く
、
そ
の
上
、
彼
の
伝
記
に
も
不
明
な
所
が
多
い
。
そ
の
た
め

夙
夜
の
研
究
は
、
盛
ん
に
進
ん
で
い
る
と
は
言
え
な
い
。
松
下
英
麿
氏
の
著
作
に
お

い
て
は
、
大
雅
の
周
辺
が
検
討
さ
れ
る
際
、
夙
夜
に
捧
げ
ら
れ
た
箇
所
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る①
。
加
え
て
、
夙
夜
に
つ
い
て
の
他
の
作
品
解
説
を
検
討
す
れ
ば
、『
國
華
』
に

掲
載
さ
れ
た
武
田
光
一
氏
と
星
野
鈴
氏
の
論
文
が
注
目
さ
れ
る②
。
ま
た
、
骨
董
品
店

な
ど
で
、
新
し
い
夙
夜
の
作
品
が
見
つ
か
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
遺
品
に
お
け
る
美

術
史
的
分
析
は
、
夙
夜
の
不
明
な
人
柄
と
そ
の
藝
術
的
能
力
を
多
少
と
も
明
確
に
す

る
と
う
い
う
結
果
が
期
待
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
夙
夜
自
身
の
手
法
や

表
現
の
み
な
ら
ず
、
彼
に
よ
る
大
雅
の
様
式
の
受
容
に
つ
い
て
も
、
新
し
く
発
表
さ

れ
た
作
品
か
ら
若
干
明
ら
か
に
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
従
っ
て
、
本
研
究
で
は
、

青
木
夙
夜
筆
個
人
蔵
の
《
蜆
子
和
尚
図
》
を
採
り
上
げ
て
検
討
し
た
い
。

　

さ
て
、
京
都
で
生
ま
れ
た
青
木
夙
夜
は
、
江
戸
時
代
の
書
家
で
大
雅
の
友
人
で
も

あ
っ
た
韓
天
寿
（
享
保
一
二
年
、
一
七
二
七

－

寛
政
七
年
、
一
七
九
五
）
の
従
兄
弟

で
あ
っ
た
と
い
う
。
従
っ
て
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
大
雅
と
夙
夜
の
出
会
い

の
き
っ
か
け
は
、
韓
天
寿
の
紹
介
で
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
夙
夜
は
、

商
人
の
家
の
出
身
で
あ
っ
た
が
、
若
い
頃
か
ら
絵
画
に
興
味
を
抱
い
た
と
推
定
さ
れ

る
。
特
に
、
松
下
英
麿
氏
に
よ
れ
ば
、
夙
夜
は
、
十
四
・
十
五
歳
の
時
か
ら
大
雅
の

下
で
勉
強
を
始
め
た
と
い
う
。「
大
雅
が
年
少
の
と
き
か
ら
画
の
手
ほ
ど
き
を
し
た
門

人
は
、
お
そ
ら
く
、
大
坂
の
木
村
巽
斎
と
こ
の
夙
夜
の
二
人
の
み
か
と
思
わ
れ
、
し

か
も
夙
夜
は
、
大
雅
の
膝
下
に
あ
っ
た
の
で
、
も
っ
と
も
身
近
い
人
物
で
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
」
と
い
う③
。
な
お
、
師
と
弟
子
の
間
の
年
齢
差
が
大
き
か
っ
た
に
も
拘

わ
ら
ず
、
二
人
の
間
は
次
第
に
親
し
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
夙

夜
は
、
大
雅
と
い
う
師
の
没
後
、
大
雅
堂
の
経
営
者
に
選
ば
れ
て
、
大
雅
周
辺
の
人
々

の
信
頼
を
得
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
加
え
て
夙
夜
は
、
大
雅
の
名
作
、

《
富
士
十
二
景
図
》
な
ど
を
模
写
し
、
師
の
作
品
に
接
近
す
る
き
っ
か
け
に
恵
ま
れ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
夙
夜
の
人
柄
は
、
す
で
に
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
田
能
村
竹

田
著
『
山
中
人
饒
舌
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る④
。
こ
れ
に
つ
い
て
星
野
鈴
氏
が
も
っ
と

も
簡
略
に
ま
と
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
夙
夜
は
ど
こ
と
な
く
憂
鬱
そ
う
で
決
し
て
笑

う
こ
と
な
ど
な
い
様
々
な
顔
つ
き
の
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
。

ま
た
、「
顔
を
見
る
の
も
珍
し
い
ほ
ど
に
毎
日
堂
に
閉
じ
込
も
り
、
一
水
一
石
を
描
く

の
に
も
五
日
か
ら
十
日
を
か
け
た
と
い
う
慎
重
且
寡
作
の
こ
の
画
家
に
筆
を
と
ら
せ

た
如
意
道
人
の
手
腕
は
生
な
か
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る⑤
」。
従
っ
て
、
夙

夜
は
、
大
雅
と
異
な
り
、
天
真
爛
漫
と
い
う
よ
り
も
真
面
目
な
性
格
の
持
ち
主
で
あ

っ
て
、
画
業
に
お
い
て
も
堅
実
な
作
業
を
遂
行
し
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
そ
の

意
味
で
夙
夜
は
、
大
雅
よ
り
野
呂
介
石
の
気
質
に
近
づ
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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次
に
、
人
間
性
だ
け
で
は
な
く
、
絵
画
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
当
然
な
が
ら
、

夙
夜
と
大
雅
の
絵
は
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
夙
夜
が
追
求
し
た
作
風
に
つ
い
て

は
、
模
写
制
作
に
よ
っ
て
大
雅
の
影
響
を
受
け
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、

個
人
の
画
業
に
お
い
て
は
、
大
雅
の
表
現
と
は
違
っ
た
作
品
を
多
く
制
作
し
た
。
例

え
ば
、
田
能
村
竹
田
に
よ
れ
ば
、「
夙
夜
が
細
か
い
描
き
方
で
特
徴
を
発
揮
し
、
正
統

を
応
挙
・
呉
春
の
盛
行
濶
歩
す
る
画
壇
の
中
で
伝
え
た
こ
と
は
偉
大
な
こ
と
」
で
あ

る⑥
。
そ
し
て
、
松
下
氏
に
よ
れ
ば
、
夙
夜
は
、「
師
の
画
の
様
式
的
特
徴
を
ほ
と
ん
ど

自
画
に
取
り
入
れ
る
こ
と
な
く
、
と
き
に
明
・
清
画
風
な
細
巧
さ
や
、
ま
た
院
体
的

画
風
を
も
っ
た
作
品
を
特
徴
と
し
た
の
は
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い⑦
」。
ま
た
、

星
野
鈴
氏
に
よ
れ
ば
、
夙
夜
の
絵
画
は
、「
山
水
図
に
つ
い
て
と
言
え
ば
大
雅
の
作
品

を
臨
摹
し
た
も
の
は
別
と
し
て
師
の
様
に
独
創
的
な
観
点
、
空
間
を
大
き
く
把
握
す

る
力
、
の
び
や
か
で
柔
軟
な
筆
法
等
に
は
欠
け
る
。
画
風
は
様
式
的
に
も
様
々
な
も

の
を
と
り
入
れ
て
い
て
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
大
体
竹
田
の
い
う
様
に
工
密
な
る

も
の
が
多
い⑧
」。
ま
た
、
夙
夜
の
遺
品
に
は
、
ど
の
よ
う
な
長
所
が
見
ら
れ
る
の
か
、

改
め
て
松
下
英
麿
氏
の
著
作
を
参
考
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
松
下
氏
に

よ
れ
ば
、「
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
の
夏
の
作
と
し
て
《
高
士
観
瀑
図
》
と
《
江
山

訪
隠
図
》
が
あ
っ
て
。
と
も
に
点
描
に
勝
っ
た
夙
夜
の
特
徴
を
い
か
ん
な
く
顕
し
て

お
り
、
代
表
作
と
い
え
よ
う⑨
」。
そ
う
す
る
と
、
夙
夜
の
画
技
の
評
価
を
考
え
る
な
ら

ば
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
彼
の
点
描
の
技
法
が
重
視
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
個
人
蔵
《
蜆
子
和
尚
図
》【
図
1

－

2
】（
紙
本
淡
彩
・
九
四
、〇
×
三
七
、

四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
は
、
中
国
の
伝
奇
的
な
僧
を
示
す
人
物
図
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

蜆
子
和
尚
は
、
中
世
か
ら
東
洋
絵
画
に
現
れ
る
画
題
で
あ
り
、
文
人
画
家
だ
け
で
は

な
く
、
禅
画
、
土
佐
派
な
ど
、
様
々
な
流
派
の
絵
師
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
画
題
で

あ
る
。
有
名
な
例
と
し
て
は
、
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
可
翁
仁
賀
筆

《
蜆
子
和
尚
図
》
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、『
東
洋
画
題
綜
覧
』
に
よ
れ
ば
、
蜆

子
和
尚
は
、「
支
那
の
高
僧
、
そ
の
何
処
の
生
な
る
や
を
詳
に
し
な
い
、
夏
冬
と
も
に

一
衲
、
常
に
江
岸
に
蝦
や
蜆
を
採
っ
て
腹
を
満
た
せ
、
暮
れ
ば
即
ち
東
山
白
馬
廟
紙

銭
の
中
に
眠
、
世
呼
ん
で
蜆
子
和
尚
と
い
い
、
洞
山
禅
師
の
法
嗣
で
あ
る
」
と
い
う⑩
。

し
た
が
っ
て
、
絵
画
に
お
い
て
蜆
子
和
尚
の
姿
は
、
河
岸
の
風
景
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
蜆
と
網
を
持
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
多
数
の
画
家
、
可
翁
仁
賀
、
牧
谿
な

ど
の
作
品
に
お
け
る
蜆
子
和
尚
は
、
右
側
面
又
は
左
側
面
か
ら
見
ら
れ
た
姿
で
描
か

れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
代
わ
り
に
夙
夜
の
《
蜆
子
和
尚
図
》
に
お
け
る
そ
の

姿
は
、
真
正
面
か
ら
描
か
れ
て
い
る
【
図
3
】。
つ
ま
り
こ
の
蜆
子
和
尚
は
、
鑑
賞
者

に
向
き
合
っ
て
い
る
た
め
、
彼
の
姿
に
直
接
に
立
ち
合
わ
せ
る
と
い
う
設
定
が
重
視

さ
れ
て
い
る
。
そ
い
う
ふ
う
に
夙
夜
の
禅
僧
は
、
近
づ
き
や
す
い
世
俗
的
な
雰
囲
気

を
放
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
夙
夜
の
禅
僧
は
、
奇
矯
な
顔
つ
き
を

し
て
い
る
蜆
子
和
尚
と
は
異
な
っ
て
、
柔
ら
か
く
て
優
し
い
顔
を
見
せ
て
い
る
【
図

4
】。
言
い
換
え
れ
ば
夙
夜
は
、
蜆
子
和
尚
の
人
柄
を
現
実
的
に
解
釈
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
図
は
、
相
対
的
に
大
き
な
掛
け
軸
に
な
る
が
、
大
き
な
寸
法

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
密
な
印
象
が
保
持
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
夙
夜
の

禅
僧
は
、
手
網
を
持
っ
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
網
を
自
分
の
前
に
置
い
て
い
る

で
は
な
く
、
身
体
の
後
ろ
に
隠
し
て
握
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
で
表
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
先
行
す
る
蜆
子
和
尚
図
と
比
較
す
れ
ば
、
珍
し
い
網
の
表
現
に
な
る
。
そ
う

す
る
と
、
本
図
に
お
け
る
人
物
の
格
好
は
、
大
雅
の
人
物
と
共
通
点
を
も
つ
と
い
っ

て
よ
い
。

　

さ
ら
に
、
技
法
と
し
て
は
、
ま
ず
禅
僧
の
異
装
を
描
き
出
す
揺
れ
る
輪
郭
線
が
注



一
二
七

目
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
そ
の
線
は
、
濃
淡
の
変
化
を
欠
い
て
い
る
が
、
そ
の
波
の
よ

う
な
揺
れ
が
、
人
物
の
姿
に
生
き
生
き
し
た
動
勢
を
生
み
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
頭

部
を
描
き
出
す
輪
郭
線
さ
え
珍
し
い
波
線
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
蜆
子
和
尚
の
後
ろ

に
描
か
れ
た
河
岸
は
、
細
か
な
描
写
を
避
け
て
、
お
お
ら
か
な
作
風
で
描
か
れ
て
い

る
。
暈
し
た
墨
に
よ
っ
て
土
と
水
の
部
分
が
示
さ
れ
、
散
ら
さ
れ
た
細
い
線
描
は
植

物
を
表
し
て
い
る
。
色
彩
は
控
え
め
に
施
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
少
数
の
色
の

み
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
主
に
墨
の
濃
淡
を
中
心
に
、
そ
れ
は
広
範
囲
の
部
分
で
扱

わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
禅
僧
の
身
体
に
は
、
淡
い
代
赭
が
塗
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か

し
、
画
面
全
体
は
所
々
に
薄
い
紅
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
色
調
と
し
て
は
、

柔
ら
か
い
印
象
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
上
部
分
に
お
い
て
、
大

雅
の
友
人
で
儒
学
者
で
あ
り
画
家
で
も
あ
っ
た
高
芙
蓉
（
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）

－

天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
が
賛
を
加
え
た
【
図
5
】。
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
書
体

は
、
動
き
に
溢
れ
て
い
る
。
鋭
い
文
字
の
線
は
、
下
方
左
に
向
い
て
、
蜆
子
の
毛
を

示
す
線
を
反
射
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
入
門
奨
吻
与
嗔
挙
震
地
藝
需
□
止
歩
苟
日

□
辺
西
嘉
滅
白
枯
手
殿
古
今
伝　

孟
彪
題
」
と
墨
書
さ
れ
、「
孟
彪
」
の
白
文
方
印
、

「
寒
翁
」
の
朱
文
方
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
賛
の
始
め
に
は
読
み
に
く
い
が
、「
精
神

茶
一
摘
」（
カ
）
と
読
め
な
く
も
な
い
朱
文
方
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
【
図
6
】、【
図

7
】。
従
っ
て
《
蜆
子
和
尚
図
》
は
、
共
同
制
作
的
な
作
例
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
。
す
な
わ
ち
、
夙
夜
は
、
大
雅
の
周
辺
に
入
っ
て
、
そ
の
文
化
人
た
ち
の
間
で

行
わ
れ
た
文
人
的
交
流
に
参
加
し
た
と
理
解
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
夙
夜
は
、
星

野
鈴
氏
が
指
摘
さ
れ
た
隠
遁
者
の
よ
う
な
生
活
を
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
的
な

交
友
に
よ
る
制
作
活
動
も
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
夙
夜
自
身
の
落
款
に
つ
い

て
は
、
画
面
の
左
下
に
「
己
卯
長
夏
」、「
平
安
餘
夙
夜
」
が
記
載
さ
れ
て
【
図
8
】、

｢

餘
夙
夜｣

（
白
文
方
印
）
と
「
餘
浚
明]

（
白
文
方
印
）
が
捺
さ
れ
て
い
る
【
図
9
】。

制
作
年
は
、
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、《
蜆
子
和
尚
図
》
を
め
ぐ
っ
て
は
、
夙
夜
の
制
作
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
夙
夜
は
、
点
描
に
も
っ
と
も
優
れ
て
お
り
、
彼
の

作
品
に
お
い
て
は
、
そ
の
技
法
が
評
価
さ
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
夙
夜
は
、
大
雅
か

ら
描
線
の
表
現
力
を
学
ん
だ
と
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
絵
画
を

検
討
す
れ
ば
、
夙
夜
は
、
動
き
の
あ
る
柔
ら
か
い
線
描
に
よ
る
形
の
造
形
を
成
し
、

そ
の
線
描
の
組
み
立
て
の
技
術
に
成
功
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
夙
夜

の
作
品
で
は
、
墨
の
濃
淡
や
淡
彩
に
よ
る
変
化
が
多
少
粗
野
で
あ
り
、
彼
は
大
雅
の

よ
う
な
微
妙
な
色
彩
感
覚
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
言
い
換
え
れ

ば
、
色
調
の
推
移
は
大
ら
か
で
あ
り
、
色
彩
に
よ
る
形
の
形
成
は
曖
昧
で
あ
る
。
さ

ら
に
夙
夜
は
、
大
雅
堂
の
管
理
を
行
い
、
ま
た
絵
師
の
作
品
、
そ
の
模
写
を
作
成
し
、

大
雅
の
遺
品
の
普
及
と
維
持
に
大
い
に
貢
献
し
た
弟
子
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
夙
夜
の

絵
画
に
は
、
大
雅
に
見
ら
れ
る
特
有
の
叙
情
性
よ
り
も
、
写
実
的
な
特
質
が
強
い
と

思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
夙
夜
は
、
徹
底
し
た
写
実
に
ま
で
は
行
か
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
夙
夜
は
、
天
真
爛
漫
な
表
現
を
避
け
て
、
描
く
対
象
を
理
想
化
し
よ
う
と
は
し
な

か
っ
た
が
、
あ
る
文
人
画
的
で
洒
脱
な
形
態
描
写
を
止
め
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
は
、

大
雅
の
自
由
さ
と
奇
妙
さ
を
受
け
入
れ
て
、
そ
れ
を
消
化
し
、
そ
こ
に
世
俗
的
要
素

を
加
え
て
、
現
実
的
な
文
人
画
を
創
造
し
た
わ
け
で
あ
る
。
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【図 ₁ ︲ ₂ 】青木夙夜《蜆子和尚図》、紙本淡彩、176．3㎝×52．1㎝

【図 ₃ ︲ ₄ 】青木夙夜《蜆子和尚図》（部分）
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【図 ₅ ︲ ₆ 】青木夙夜《蜆子和尚図》、高芙蓉の賛と印

【図 ₇】青木夙夜《蜆子和尚図》、高芙蓉の印

【図 ₈ ︲ ₉ 】青木夙夜《蜆子和尚図》、青木夙夜の落款


