
一
二
二

深
田
直
城
《
寒
山
拾
得
図
（
下
絵
）》
及
び
「
人
物
・
花
鳥
・

海
魚
」
素
描

中
　
谷
　
伸
　
生

は
じ
め
に

　

近
江
出
身
で
大
坂
で
も
活
躍
し
た
四
条
派
画
家
の
深
田
直
城
の
下
絵
・
素
描
を
紹

介
す
る
。
直
城
は
、
現
在
で
は
忘
れ
ら
れ
た
画
家
で
あ
る
が
、
時
代
の
趨
勢
を
背
負

っ
て
、
粉
本
の
模
写
を
は
じ
め
と
す
る
絵
画
就
業
の
成
果
を
示
し
た
人
物
で
あ
る
。

江
戸
時
代
以
来
、
日
本
の
絵
画
界
は
、
写
生
派
の
画
家
を
た
く
さ
ん
輩
出
し
て
き
た

が
、
円
山
応
挙
が
現
れ
て
以
後
、
応
挙
の
取
り
巻
き
連
と
な
っ
た
画
家
た
ち
は
、
若

干
な
が
ら
も
注
目
さ
れ
続
け
た
が
、
そ
の
枠
内
に
入
ら
な
か
っ
た
画
家
た
ち
は
、
時

代
の
進
展
と
と
も
に
、
忘
れ
ら
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
直
城
も
そ
の
一
人
で
、
大
坂

で
い
え
ば
、
写
生
派
の
森
徹
山
と
比
べ
て
も
、
遜
色
の
な
い
画
家
で
あ
る
と
は
い
え
、

現
在
、
徹
山
ほ
ど
の
評
価
も
み
ら
れ
な
い
。
や
は
り
、
応
挙
の
弟
子
の
徹
山
は
、
岡

倉
天
心
（
覚
三
）
の
『
日
本
美
術
史
』
に
も
登
場
す
る
が
、
直
城
に
つ
い
て
は
語
ら

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
城
の
絵
画
が
、
大
坂
（
阪
）
の

老
舗
料
亭
で
あ
る
花
外
楼
か
ら
も
注
文
を
受
け
る
な
ど
、
大
坂
（
阪
）
文
化
の
一
翼

を
担
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

以
下
に
下
絵
一
点
と
素
描
十
五
点
の
計
十
六
点
を
紹
介
し
、
直
城
の
足
跡
の
一
端

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
　《
寒
山
拾
得
（
下
絵
）》

　

近
江
の
膳
所
（
現
在
の
滋
賀
県
膳
所
市
）
に
生
ま
れ
、
京
都
に
出
て
絵
画
を
学
び
、

そ
の
後
に
大
阪
に
移
住
し
て
活
動
し
た
深
田
直
城
（
一
八
六
一

－

一
九
四
七
）
に
つ

い
て
の
先
行
研
究
は
、
柴
田
就
平
氏
の
論
考
が
あ
る①
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
直
城
は
文

久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
生
ま
れ
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
に
亡
く
な
っ
て

い
る
。
加
島
菱
洲
に
洋
画
を
、
森
川
曽
文
に
四
条
派
の
絵
画
を
学
ん
で
い
る
。
京
都

に
移
っ
て
か
ら
大
阪
に
移
住
す
る
ま
で
の
約
五
年
間
、
京
都
府
画
学
校
の
教
壇
に
立

っ
て
お
り
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
に
大
阪
に
移
住
し
、
大
正
三
年
（
一
九
一

四
）
に
は
西
宮
に
転
居
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
門
下
生
と
し
て
は
、
平
井
直
水
や
中

川
和
堂
を
輩
出
し
た
。
第
一
回
大
阪
美
術
展
で
後
見
を
務
め
る
な
ど
の
活
躍
を
行
っ

て
い
る
。

　

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
刊
の
『
浪
華
滴
英
』
に
は
、「
海
魚
を
以
て
尤
も
得
意
と

な
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
魚
を
描
く
こ
と
で
知
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
だ

が
、
大
作
《
水
辺
芦
雁
・
雪
中
船
舶
》（
関
西
大
学
図
書
館
蔵
）
な
ど
の
山
水
図
も
多

い
こ
と
か
ら
、
山
水
・
花
鳥
を
は
じ
め
、
種
々
の
画
題
を
縦
横
に
描
い
た
と
思
わ
れ

る
。「
海
魚
を
得
意
と
す
る
」
と
い
う
評
判
は
、
推
測
す
る
と
こ
ろ
、
し
ば
し
ば
大
阪

の
老
舗
の
花
外
楼
な
ど
の
料
亭
に
作
品
を
買
っ
て
も
ら
う
機
会
が
あ
っ
た
た
め
に
、

そ
う
し
た
噂
が
広
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
花
外
楼
に
は
、
日
本
の
代
表
的
な

政
治
家
や
財
界
人
、
た
と
え
ば
、
維
新
の
元
勲
、
伊
藤
博
文
や
井
上
馨
、
さ
ら
に
時

代
が
下
っ
て
は
、
財
界
の
松
下
幸
之
助
や
山
本
為
三
郎
ら
が
顔
を
見
せ
て
い
た
こ
と

も
直
城
の
「
魚
図
」
が
評
判
と
な
る
一
因
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い②
。
花
外
楼
に
は
、

直
城
の
代
表
作
の
一
点
と
い
っ
て
よ
い
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
作
《
魚
貝
図
》（
絹



一
二
三

本
著
色
・
縦
四
八
、
五
×
横
一
一
九
、
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
が
遺
存
し
て
い
る③
。

そ
の
清
雅
な
画
面
に
は
、
鯛
や
平
目
、
河
豚
や
蟹
、
そ
し
て
蛤
や
サ
ザ
エ
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
魚
貝
類
が
、
的
確
で
精
緻
な
筆
致
に
よ
っ
て
、
積
み
重
な
る
よ
う
に
描
か

れ
て
お
り
、
写
生
派
の
流
れ
を
汲
む
直
城
の
実
力
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
今
回
紹
介
す
る
作
品
は
、
直
城
の
下
絵
・
粉
本
類
（
個
人
蔵
）
で
あ
る
。

ま
ず
、
比
較
的
大
き
な
画
面
だ
と
い
っ
て
よ
い
「
ま
く
り
」
の
下
絵
《
寒
山
拾
得
（
下

絵
）》【
図
1
】【
図
2
】【
図
3
】【
図
4
】【
図
5
】
で
あ
る
が
、
縦
長
の
画
面
に
、

そ
こ
か
ら
は
み
出
る
か
の
よ
う
に
画
面
い
っ
ぱ
い
に
、
右
側
に
は
経
巻
を
広
げ
て
手

に
持
つ
寒
山
が
、
左
に
は
体
の
前
に
箒
を
手
に
持
つ
拾
得
が
描
か
れ
た
。
拾
得
は
、

片
足
に
靴
を
履
き
、
も
う
一
方
の
足
は
裸
足
で
あ
る
。
一
般
常
識
か
ら
逸
脱
す
る
拾

得
の
風
貌
を
端
的
に
示
そ
う
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
一
方
、
風
狂
僧
と
言
わ
れ
る

寒
山
は
、
藁
で
で
き
た
草
履
を
履
い
て
い
る
。
広
げ
ら
れ
た
経
巻
は
、
寒
山
の
持
仏

と
し
て
定
型
の
図
様
で
は
あ
る
が
、
僧
侶
と
し
て
の
寒
山
の
学
識
を
象
徴
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
両
者
と
も
に
厳
つ
い
顔
貌
表
現
と
な
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
禅
画
の
主

題
で
あ
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
流
派
の
画
家
た
ち
も
「
寒

山
・
拾
得
図
」
を
描
い
て
お
り
、
か
な
り
の
人
気
画
題
で
あ
っ
た
。
材
質
は
薄
く
て

透
明
感
の
あ
る
紙
本
に
墨
画
淡
彩
で
、
寸
法
は
縦
八
二
、
五
×
横
四
七
、
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
顔
の
輪
郭
や
衣
の
襞
な
ど
は
、
太
く
て
力
強
い
線
描
に
よ
っ
て

形
づ
く
ら
れ
、
衣
に
は
淡
い
藍
が
、
手
足
に
は
代
赭
が
用
い
ら
れ
た
。
作
風
と
し
て

は
、
四
条
派
風
と
は
い
え
、
狩
野
派
や
文
人
画
に
も
共
通
す
る
描
写
法
だ
と
い
っ
て

よ
い
。

　

資
料
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
下
絵
の
裏
側
に
落
款
と
印
章
が
見
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
裏
面
の
左
上
に
墨
書
で
「
寒
山
拾
得 

明
治
十
年
春
写 

深
田
直
城
塾
」

と
書
か
れ
て
い
る
【
図
6
】【
図
7
】【
図
8
】。
そ
の
周
辺
に
は
朱
筆
で
「
外
百
二
十

号
」
と
書
か
れ
、
そ
の
下
に
は
墨
書
で
「
壱
号
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の

上
に
「
深
田
画
塾
之
印
」、
そ
し
て
下
に
も
「
直
城
画
院
」
の
動
物
型
長
方
印
が
捺
さ

れ
、
そ
の
横
に
は
「
深
田
」
の
朱
文
長
方
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

墨
書
お
よ
び
印
章
に
見
ら
れ
る
「
塾
」
と
い
う
文
字
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
直
城
は
、

ど
れ
ほ
ど
の
規
模
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
画
塾
を
開
い
て
い
た
。

つ
ま
り
こ
の
下
絵
は
、
直
城
画
塾
で
用
い
ら
れ
て
い
た
粉
本
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
。
こ
の
下
絵
が
京
都
で
活
動
し
て
い
た
時
期
の
も
の
か
、
大
坂
の
も
の
な

の
か
、
あ
る
い
は
西
宮
時
代
の
も
の
な
の
か
は
判
明
し
な
い
が
、
下
絵
の
作
風
か
ら

推
測
す
る
と
こ
ろ
、
大
坂
の
可
能
性
を
仄
め
か
す
。

二
　
画
稿
（
素
描
）

　

次
に
、
定
型
の
紙
に
描
か
れ
た
一
六
点
の
個
人
蔵
の
画
稿
（
素
描
）
を
紹
介
す
る
。

材
質
と
内
容
と
も
に
同
形
式
の
素
描
群
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
素
描
は
、
一

連
の
同
じ
シ
リ
ー
ズ
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
が
セ
ッ
ト
に
な

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
来
は
も
っ
と
数
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
散

逸
に
よ
っ
て
一
部
が
失
わ
れ
、
そ
の
残
り
の
素
描
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
全
体
と
し
て

何
ら
か
の
意
味
を
示
し
て
い
る
作
品
で
は
な
い
。
画
題
と
し
て
は
、
山
水
・
人
物
・

花
鳥
・
動
物
・
魚
貝
類
で
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
時
代
か
ら
継
承
さ
れ
た
日
本
の
絵
画
の

典
型
的
な
画
題
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
素
描
の
材
質
・
寸
法
は
、
す
べ
て
の
素

描
が
紙
本
墨
画
淡
彩
で
、
縦
三
〇
、
五
×
横
三
三
、
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

　

最
初
に
一
点
の
み
の
「
山
水
図
（
人
家
）」【
図
9
】
を
紹
介
す
る
が
、
茅
葺
で
あ



一
二
四

ろ
う
か
、
人
家
が
三
軒
並
ん
で
お
り
、
手
前
に
は
川
が
流
れ
、
木
橋
が
架
か
り
、
そ

の
橋
の
上
を
歩
く
柴
を
背
負
っ
た
男
が
一
人
、
人
家
へ
向
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
川
の
流
れ
は
、
濃
い
墨
で
点
在
す
る
岩
石
を
描
き
、
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
る
水
の

描
写
は
、
淡
墨
の
細
い
線
を
横
向
き
に
描
い
て
、
い
か
に
も
川
の
水
が
流
れ
て
い
る

雰
囲
気
を
描
き
出
し
て
い
る
。
さ
さ
や
か
な
が
ら
、
技
術
の
粋
を
垣
間
見
せ
て
い
る
。

周
辺
に
は
遠
く
に
柿
の
木
の
よ
う
に
も
思
え
る
大
き
な
木
が
見
ら
れ
、
手
前
は
葦
が

群
生
し
て
い
る
。
墨
画
淡
彩
で
、
わ
ず
か
に
代
赭
が
用
い
ら
れ
た
。
画
面
右
下
に
「
直

城
」
の
朱
文
楕
円
印
が
捺
さ
れ
た
。

　

続
い
て
、「
豆
撒
き
（
侍
）
図
」【
図
10
】
で
あ
る
。
体
を
後
ろ
に
の
け
反
ら
す
恰

好
の
侍
が
一
人
描
か
れ
、
上
方
を
仰
ぎ
見
な
が
ら
、
左
手
に
豆
の
入
っ
た
箱
を
持
ち
、

右
手
を
大
き
く
上
げ
て
、
今
ま
さ
に
豆
を
撒
い
た
瞬
間
で
あ
る
。
刀
を
差
し
、
裃
に

正
装
し
た
侍
の
肩
衣
と
袴
に
は
淡
い
藍
が
刷
か
れ
、
顔
や
手
は
や
は
り
代
赭
を
塗
ら

れ
た
。
斜
め
か
ら
の
動
勢
を
う
ま
く
捉
え
て
い
る
。
画
面
右
下
に
「
直
」「
城
」
の
朱

文
楕
円
連
印
が
捺
さ
れ
た
。

　

続
い
て
、「
寿
老
人
図
」【
図
11
】
で
あ
る
が
、
大
き
な
頭
部
を
も
つ
寿
老
人
は
、

両
手
を
前
で
組
み
、
す
っ
く
と
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
白
い
髭
を
生
や
し

た
顔
貌
表
現
は
、
眼
、
鼻
、
口
と
、
そ
れ
ぞ
れ
繊
細
で
立
体
感
の
あ
る
描
写
が
際
立

っ
て
お
り
、
四
条
派
画
家
に
よ
る
技
術
の
底
力
を
如
実
に
誇
示
し
て
い
る
。
上
着
の

輪
郭
線
は
、
滲
み
を
み
せ
る
、
い
わ
ば
豪
快
な
筆
致
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
た
秀

抜
で
あ
る
。
直
城
は
昭
和
ま
で
活
動
し
た
画
家
で
は
あ
る
が
、
江
戸
時
代
生
ま
れ
の

画
家
と
し
て
、
筆
使
い
の
訓
練
の
跡
を
覗
か
せ
て
い
て
見
事
で
あ
る
。
こ
う
し
た
技

法
に
は
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
、
近
代
画
家
が
捨
て
て
し
ま
っ
た
、
い
や
捨
て
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
画
家
と
し
て
の
基
礎
訓
練
が
、
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
思
い
知

ら
さ
れ
る
。
下
半
身
に
は
、
お
そ
ら
く
茶
系
の
鮮
や
か
な
文
様
の
入
っ
た
袴
を
着
け

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
画
面
右
下
に
「
直
城
」
の
朱
文
楕
円
印
が
捺
さ
れ
た
。

　

続
い
て
、「
樵
図
」【
図
12
】
で
あ
る
が
、
木
の
実
か
何
か
を
入
れ
た
駕
籠
を
背
負

っ
て
歩
む
樵
と
お
ぼ
し
き
男
が
急
い
で
い
る
。
両
手
で
竹
箒
を
掴
み
、
頭
に
は
白
い

鉢
巻
を
締
め
て
い
る
。
や
は
り
顔
や
手
に
は
代
赭
が
、
脚
に
纏
わ
れ
た
衣
服
に
は
薄

い
藍
が
施
さ
れ
た
。
後
方
に
は
松
の
大
樹
が
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
右
下
に
「
直
」

「
城
」
の
朱
文
楕
円
連
印
が
捺
さ
れ
た
。

　

続
い
て
、「
牛
図
」【
図
13
】
で
は
、
草
む
ら
に
体
を
横
た
え
る
牛
の
姿
が
描
か
れ

て
い
る
。
巨
体
を
楕
円
形
の
形
態
で
ま
と
め
、
頭
部
を
突
き
出
し
た
姿
は
、
多
少
と

も
画
家
と
し
て
の
着
想
を
垣
間
見
せ
る
。
ざ
っ
く
り
と
描
か
れ
て
は
い
る
が
、
牛
の

体
躯
の
量
感
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
背
後
の
可
憐
な
樹
木
と
の
組
み
合
わ
せ
の
妙
を

示
し
て
い
る
。
樹
木
は
桃
の
木
で
あ
ろ
う
か
。
真
っ
す
ぐ
に
伸
び
る
細
い
枝
の
形
態

は
、
四
条
派
の
典
型
的
な
特
徴
で
、
大
坂
で
い
え
ば
、
西
山
派
が
得
意
と
し
た
表
現

法
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
京
都
の
画
家
で
い
え
ば
、
大
坂
の
西
山
派
に
も
大
き
な
影
響

を
与
え
た
蘆
雪
（
一
七
五
四

－

一
七
九
九
）
の
そ
れ
が
思
い
浮
か
ぶ
。
画
面
左
下
に

「
直
城
」
の
朱
文
楕
円
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
、「
犬
図
」【
図
14
】
で
あ
る
が
、
画
面
左
側
に
犬
の
顔
が
大
き
く
描
か
れ
、

ぼ
か
し
や
滲
み
を
駆
使
し
た
筆
使
い
は
大
胆
で
は
あ
る
が
正
確
で
も
あ
る
。
繊
細
に

描
か
れ
た
顔
の
表
情
は
、
幅
広
の
刷
毛
を
使
っ
て
豪
快
に
刷
か
れ
た
淡
墨
の
効
果
と

対
照
を
な
し
て
い
る
。
駕
籠
の
隙
間
か
ら
わ
ず
か
に
花
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

犬
は
花
か
ご
に
入
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
花
籠
の
上
に
乗
っ
か
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
画
面
右
下
に
「
直
城
」
の
朱
文
楕
円
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
、「
魚
図
（
石
鯛
）」【
図
15
】
で
あ
る
が
、
画
面
い
っ
ぱ
い
に
描
か
れ
た
石
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鯛
は
、
ほ
と
ん
ど
輪
郭
線
を
用
い
ず
に
、
筆
の
側
面
を
使
っ
て
形
態
を
作
り
上
げ
て

い
る
。
滲
み
や
ぼ
か
し
の
効
果
を
用
い
な
が
ら
、
丸
み
を
帯
び
た
立
体
感
を
強
調
し

て
お
り
、
石
鯛
の
体
の
縞
模
様
に
は
、
墨
と
淡
い
藍
が
施
さ
れ
た
。
画
面
右
中
央
に

「
直
城
」
の
朱
文
楕
円
印
が
捺
さ
れ
た
。

　

続
い
て
、「
鱧
図
」【
図
16
】
で
あ
る
が
、
体
を
大
き
く
屈
曲
さ
せ
た
鱧
は
、
鰻
に

も
見
え
、
穴
子
に
も
見
え
る
が
、
尻
尾
が
細
く
終
わ
っ
て
い
る
の
で
鰻
で
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
京
や
大
坂
で
活
動
し
た
画
家
が
、
わ
ざ
わ
ざ
穴
子
を
描
く
か
ど

う
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
可
能
性
は
低
い
。
し
か
も
、
体
が
丸
っ
こ

く
な
く
、
平
べ
っ
た
い
形
態
を
し
て
い
る
の
で
、
や
は
り
鱧
と
言
っ
て
お
く
の
が
無

難
で
あ
ろ
う
。
画
面
左
下
に
「
直
城
」
の
朱
文
楕
円
印
が
捺
さ
れ
た
。

　

続
い
て
、「
貝
（
鮑
と
さ
ざ
え
）
図
」【
図
17
】
で
あ
る
が
、
画
面
に
大
き
く
描
か

れ
た
鮑
と
さ
ざ
え
は
、
写
生
的
に
正
確
に
描
か
れ
て
い
る
。
細
部
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、

大
づ
か
み
に
特
徴
を
描
き
出
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
、
日
本
の
画
家
の
写
生
は
、

や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
画
家
の
写
実
と
は
異
な
る
。
藍
と
代
赭
が
効
果
的
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。
画
面
左
下
に
「
直
城
」
の
朱
文
楕
円
印
が
捺
さ
れ
た
。

　

続
い
て
、「
貝
（
巻
貝
）
図
」【
図
18
】
で
あ
る
が
、
螺
旋
状
に
巻
か
れ
た
胴
の
部

分
は
、
そ
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
輪
郭
線
を
用
い
ず
に
、
滲
み
と
ぼ
か
し
の

筆
使
い
を
駆
使
し
て
、
存
在
感
の
あ
る
巻
貝
を
表
現
し
て
い
る
。
後
ろ
に
置
か
れ
て

い
る
の
は
蛤
で
あ
ろ
う
か
。
比
較
的
濃
い
代
赭
が
美
し
い
。
画
面
右
下
に
「
直
城
」

の
朱
文
楕
円
印
が
お
さ
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
、「
花
鳥
図
」【
図
19
】
で
あ
る
が
、
小
枝
に
止
ま
り
、
鳴
き
声
を
出
す
小

鳥
を
描
い
て
い
る
。
椋
鳥
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
。

左
上
か
ら
右
下
へ
と
画
面
を
分
断
す
る
斜
線
の
効
果
が
活
き
て
い
る
。
叢
の
表
現
は

大
胆
で
、
滲
み
と
ぼ
か
し
の
効
果
を
大
胆
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
鋭

く
て
繊
細
な
線
描
で
描
か
れ
た
小
鳥
の
描
写
が
、
画
面
が
だ
る
く
な
る
の
を
回
避
し
、

全
体
を
引
き
締
め
て
い
る
。
右
手
後
方
の
雑
草
も
、
画
面
が
単
調
に
な
る
こ
と
を
避

け
る
ア
ク
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
濁
っ
た
桃
色
系
統
の
色
彩
が
大
胆
に
塗
ら
れ
た
。

画
面
左
下
に
「
直
」「
城
」
の
朱
文
楕
円
連
印
が
捺
さ
れ
た
。

　

続
い
て
、「
桃
図
」【
図
20
】
で
あ
る
が
、
画
面
か
ら
は
み
出
る
よ
う
に
描
か
れ
た

桃
の
実
が
三
つ
。
大
胆
で
近
代
的
と
い
っ
て
よ
い
形
態
モ
テ
ィ
ー
フ
を
駆
使
し
て
描

か
れ
た
。
画
面
下
の
桃
は
、
簡
潔
な
輪
郭
線
で
軽
々
と
形
が
把
握
さ
れ
て
お
り
、
直

城
に
よ
る
素
描
の
実
力
を
見
せ
つ
け
る
。
丸
い
桃
の
実
の
存
在
を
強
調
す
る
た
め
か
、

葉
っ
ぱ
の
表
現
は
、
ば
っ
さ
り
と
し
て
対
照
的
で
あ
る
。
桃
の
実
に
は
淡
く
紅
色
が

施
さ
れ
た
。
画
面
構
成
や
空
間
表
現
を
見
る
と
、
江
戸
時
代
の
伝
統
を
継
承
す
る
素

描
と
い
う
よ
り
も
、
明
ら
か
に
近
代
的
な
感
覚
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
素
描
だ
け
か

ら
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
下
絵
（
素
描
）
は
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
制
作

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
画
面
左
下
に
「
直
城
」
の
朱
文
楕
円
印
が
お

さ
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
、「
花
籠
（
グ
ミ
）
図
」【
図
21
】
で
あ
る
が
、
花
籠
に
入
っ
て
い
る
の
は
、

お
そ
ら
く
グ
ミ
の
実
で
あ
ろ
う
。
大
胆
に
墨
を
用
い
て
花
籠
を
描
き
、
そ
の
中
に
包

み
込
ま
れ
る
よ
う
な
赤
い
グ
ミ
を
配
置
し
た
。
こ
う
し
た
構
成
も
ま
た
、
か
な
り
近

代
的
感
覚
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
直
城
に
し
て
は
、
少
々

鈍
い
素
描
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
画
面
右
下
に
「
直
城
」
の
朱
文
楕
円

印
を
捺
す
。

　

次
に
、「
胡
瓜
図
」【
図
22
】
を
紹
介
す
る
。
朝
顔
の
葉
っ
ぱ
に
似
た
形
態
の
葉
を

描
い
て
い
る
が
、
葉
の
先
が
三
つ
あ
る
朝
顔
と
は
異
な
り
五
つ
あ
る
こ
と
か
ら
胡
瓜
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の
葉
だ
と
分
か
る
。《
蔬
菜
群
虫
図
》（
出
光
美
術
館
蔵
）
な
ど
、
江
戸
琳
派
の
鈴
木

其
一
ら
も
好
ん
で
描
い
た
植
物
で
あ
る
。
蕾
か
ら
花
を
咲
か
せ
、
や
が
て
実
を
作
る

と
い
う
成
長
の
流
れ
が
画
題
と
し
て
も
関
心
を
も
た
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
小
さ
な

黄
色
い
花
が
二
つ
咲
い
て
お
り
、
そ
の
他
に
蕾
が
三
つ
ほ
ど
描
か
れ
て
い
る
。
切
れ

味
の
鋭
い
形
態
描
写
を
見
せ
る
草
花
図
で
あ
る
。
画
面
右
下
に
「
直
城
」
の
朱
文
楕

円
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
紹
介
す
る
の
は
、「
燕
子
花
図
」【
図
23
】
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
琳
派
の

画
家
た
ち
が
好
ん
だ
草
花
で
あ
る
が
、
日
本
美
術
史
上
、
物
語
絵
に
頻
繁
に
登
場
す

る
。
茫
洋
と
し
た
筆
触
の
跡
を
効
果
的
に
残
し
な
が
ら
、
紫
の
花
が
優
雅
に
描
か
れ

て
い
る
。
緑
の
茎
は
、
付
立
の
技
法
に
よ
っ
て
一
筆
で
形
づ
く
ら
れ
、
右
端
の
細
い

茎
の
先
に
虫
が
止
ま
っ
て
い
る
。
画
面
左
下
に
「
直
」「
城
」
の
朱
文
楕
円
連
印
が
捺

さ
れ
た
。

ま
と
め

　

以
上
、
深
田
直
城
の
下
絵
と
素
描
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
幕
末
に
生
ま
れ
、
大
正

期
頃
か
ら
昭
和
に
至
る
ま
で
活
動
し
た
直
城
は
、
今
で
は
す
っ
か
り
忘
れ
ら
れ
た
画

家
で
あ
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
以
来
、
粉
本
の
模
写
を
修
練
の
基
本
に
し
て
、
自

己
の
絵
画
を
成
り
立
た
せ
た
四
条
派
の
画
家
た
ち
の
作
品
は
、
一
定
水
準
の
技
法
と

表
現
を
成
し
遂
げ
て
お
り
、
突
出
し
た
特
徴
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
し
て
、
小
さ
な

存
在
な
が
ら
も
、
日
本
文
化
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
近
代
社
会
が
礼

賛
し
た
「
天
才
」
画
家
と
い
う
大
き
な
呼
び
声
の
前
に
、
い
わ
ば
小
声
で
話
そ
う
と

し
た
彼
ら
は
埋
も
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
う
し
た
裾
野
の
あ
り
方
を
今
一
度
問
い
か
け

る
べ
き
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
直
城
が
「
直
城
画
塾
」
を
開
き
、
後
進
の
育
成
に
尽

力
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

注①　

柴
田
就
平
「
近
代
大
阪
四
条
派
・
深
田
直
城
《
嵐
山
春
景
・
清
水
夏
雨
》
と
《
水
辺

芦
雁
・
雪
中
船
舶
》」、『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
』
第
三
十
九
号
、
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
刊

行
会
、
二
〇
一
九　

六
月
、
四

－

九
頁
。

②　

明
尾
圭
造
「
水
辺
の
記
憶
―
受
け
継
ぐ
心
―
」、『
花
外
楼
―
老
舗
料
亭
の
一

品
―
』、
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
、
平
成
二
十
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年
（
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〇
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）
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、
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、
明
尾
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造
「
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外
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―
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サ
ロ
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と
し
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の
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亭
―
」、
三

四

－

三
八
頁
。

③　

同
書
、
一
四
、
四
〇
頁
。
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【図 2 】寒山（部分）

【図 3 】拾得（部分）

【図 4 】寒山（部分）

【図 5 】寒山（部分）

【図 1 】深田直城《寒山拾得図（下絵）》
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【図 6 】《寒山拾得（下絵）》落款（裏面）

【図 7 】《寒山拾得（下絵）》印章（裏面）

【図 8 】《寒山拾得（下絵）》印章（裏面）
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【図 9 】深田直城《山水（人家）図》【図 9 - 2 】《印章》

【図10】深田直城《豆撒き（侍）図》【図10- 2 】《印章》
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【図11】深田直城《寿老人図》

【図12】深田直城《樵図》
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【図13】深田直城《牛図》

【図14】深田直城《犬図》
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【図15】深田直城《魚（石鯛）図》

【図16】深田直城《鱧図》
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【図17】深田直城《貝（鮑とさざえ）図》

【図18】深田直城《貝（巻貝）図》
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【図19】深田直城《花鳥図》

【図20】深田直城《桃図》
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【図21】深田直城《花籠（グミ）図》

【図22】深田直城《胡瓜図》
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【図23】深田直城《燕子花図》


