
豊楽焼木具写吸物碗

彭城百川の絵文字

ビールと国旗
と勝男武士
―日露戦争時の
軍隊宿泊日記と
軍事郵便―

ビ
ー
ル
と
国
旗
と
勝
男
武
士

―
日
露
戦
争
時
の
軍
隊
宿
泊
日
記
と
軍
事
郵
便
―

木
村 

慎
平

出
征
兵
士
の
宿
舎
と
な
っ
た
伊
藤
次
郎
左
衞
門
家

　

明
治
37
年
（
１
９
０
４
）
に
始
ま
っ
た
日
露
戦
争
で
は
、
約
百
万
人

も
の
軍
人
・
軍
属
が
戦
地
へ
動
員
さ
れ
た
。
動
員
さ
れ
た
兵
士
は
各
地

の
師し

団だ
ん

所
在
地
に
集
め
ら
れ
、
出し
ゅ
っ

征せ
い

の
日
を
待
っ
た
が
、
軍
の
施
設
だ

け
で
は
収
容
し
き
れ
ず
、
民
間
施
設
も
宿
舎
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。

　

第
三
師
団
の
所
在
地
で
あ
る
名
古
屋
で
、
そ
う
し
た
宿
舎
の
一
つ
に

選
ば
れ
た
の
が
、
江
戸
時
代
以
来
の
大お
お

店だ
な

で
あ
り
、
の
ち
に
松
坂
屋
百

貨
店
を
創
業
す
る
呉
服
商
・
伊い

藤と
う

次じ

郎ろ
う

左ざ

衞え

門も
ん

の
屋
敷
で
あ
る
。
伊
藤

家
に
は
明
治
37
年
６
月
～
８
月
と
、
同
年
12
月
～
翌
年
１
月
の
二
度
に

わ
た
り
、
計
35
名
の
兵
士
が
滞
在
し
た
。

当
館
が
所
蔵
す
る
「
伊
藤
次
郎
左
衞
門
家
資
料
」
の
な
か
に
は
、

こ
の
と
き
の
記
録
で
あ
る
「
軍
隊
宿
泊
日
記
」（
図
版
１
）
と
、
後
日

図版 1　軍隊宿泊日記　館蔵
（伊藤次郎左衞門家資料より）

兵
士
た
ち
が
伊
藤
家
に
送
っ
た
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
か

ら
、
伊
藤
家
の
も
て
な
し
と
兵
士
た
ち
と
の
交
流
の
様
子
を
読
み
解
い

て
み
よ
う
。

忘
れ
ら
れ
な
い
ビ
ー
ル
の
味

　

日
記
の
冒
頭
に
あ
る
支
出
一
覧
を
み
る
と
、
伊
藤
家
の
も
て
な
し
の

様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
兵
士
の
宿
泊
に
か
か
る
伊
藤
家

の
負
担
は
、
国
か
ら
支
給
さ
れ
た
計
二
百
円
程
度
の
宿
泊
代
を
差
し
引

い
て
も
、
合
計
で
約
九
百
円
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
れ
は
現
在
の
価
値
に
換

算
す
る
と
、
低
く
見
積
も
っ
て
も
三
百
万
円
～
五
百
万
円
ほ
ど
に
は
な

（
次
ペ
ー
ジ
へ
↓
）
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図版 2　軍隊宿泊日記　明治 37 年８月 13 日条　餞別として「国旗」「洋酒」「勝男武士」が贈られた（左頁 5 行目以降）。

図版 4　兵士からの手紙　館蔵
明治 37 年８月 22 日付

図版 5　軍事郵便　館蔵　明治 37 年 9 月 6 日付　軍事郵便専用の便せんを使用。宛先住所の欄には「大日本帝国」と印字されている。

図版 3　軍隊宿泊日記　明治 38 年 1 月 24 日条　右頁最終行に「接待」「旦那様 若旦那様」とあり、左頁 8 行目には「芸妓 四人」とある。

（
次
ペ
ー
ジ
へ
↓
）

る
※
。
地
域
を
代
表
し
て
兵
士
を
迎
え
る
伊
藤
家
の
意
気
込
み
が
う
か

が
え
る
と
も
言
え
る
が
、見
方
を
変
え
れ
ば
出
征
す
る
兵
士
の
歓か
ん

待た
い

は
、

地
域
社
会
が
資
産
家
に
求
め
た
役
割
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
支
出
の
内
容
も
興
味
深
い
。
ビ
ー
ル
な
ど
の
酒
類
に
始
ま
り
、
ホ

テ
ル
に
注
文
し
た
洋
食
、
料
亭
・
河か
わ

文ぶ
ん

や
魚う
お

半は
ん

の
料
理
ま
で
、
豪
勢
な

食
事
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
記
を
見
る
と
、
一

回
目
の
宿
泊
の
最
終
日
に
は
河
文
か
ら
料
理
人
を
呼
ん
で
酒
宴
が
催
さ

れ
、
餞せ
ん

別べ
つ

に
は
国
旗
と
洋
酒
、「
勝か
つ

男お

武ぶ

士し

（
鰹
節
）」
が
手
渡
さ
れ
た

（
図
版
２
）。
ま
た
、
二
回
目
の
宿
泊
の
最
終
日
に
は
伊
藤
家
主
人
み
ず

か
ら
、
大
須
の
料
亭
・
八や

千ち

久く

に
芸
者
を
呼
ん
で
将
校
た
ち
を
も
て
な

し
た
（
図
版
３
）。

　

こ
う
し
た
伊
藤
家
の
も
て
な
し
は
、
兵
士
た
ち
に
と
っ
て
忘
れ
が
た

い
記
憶
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
軍ぐ
ん

曹そ
う

は
出
征
後
に
船
中
か
ら
伊

藤
家
に
送
っ
た
手
紙（
図
版
４
）で「
御ご

馳ち

走そ
う

に
預あ
ず
か

り
身
体
肥
満
、飽
食
」

で
あ
っ
た
が
、
今
は
狭
苦
し
い
船
中
で
そ
の
「
年ね
ん

貢ぐ

」
を
支
払
っ
て
い

る
と
述
べ
、「
船
中
の
暑
気
に
貴
家
に
お
い
て
頂
た
る
氷
冷
し
の
ビ
ー

ル
を
思
出
し
、口
唾
を
呑の

」ん
で
い
る
と
記
し
た
。
歓
待
の
記
憶
は
、「
氷

冷
し
の
ビ
ー
ル
」
の
味
と
い
う
身
体
的
な
感
覚
と
し
て
刻
み
込
ま
れ
た

の
で
あ
る
。

戦
場
に
国
旗
を
翻
ひ
る
が
え

す

　

伊
藤
家
と
出
征
し
た
兵
士
を
つ
な
ぐ
も
の
は
「
ビ
ー
ル
の
味
」
だ
け

で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
兵
士
は
伊
藤
家
へ
の
手
紙
に
「
貴
家
御ご

寄き

贈ぞ
う

の

国
旗
○
○
○
山
頂
に
翻
ひ
る
が
え

る
も
近
き
に
在
る
も
の
と
信
じ
候
」（
○
○
○

は
伏
せ
字
）
と
記
し
た
。
先
ほ
ど
の
「
ビ
ー
ル
」
の
軍
曹
も
「
貴
家
御

寄
贈
の
国
旗
を
○
○
○
山
頂
に
翻
す
時
も
来
れ
り
」
と
勇
ま
し
く
記
し

て
い
る
。
餞
別
の
国
旗
は
来
る
べ
き
戦
勝
を
記
念
し
て
、
戦
地
に
翻
す

べ
き
も
の
と
し
て
兵
士
た
ち
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。
国
旗
は
兵
士

と
伊
藤
家
、
さ
ら
に
は
国
家
を
つ
な
ぐ
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
機
能
し
た
の

で
あ
る
。

そ
の
あ
と
に
続
く
「
乞こ

ふ
、
刮か
つ

目も
く

し
て
新
聞
を
見み

賜た
ま

へ
」
と
い
う

一
文
も
興
味
深
い
。銃
後
の
人
々
は
新
聞
で
逐
一
戦
況
の
推
移
を
知
り
、

軍
事
郵
便
を
読
む
こ
と
で
、
そ
こ
に
具
体
的
で
身
近
な
個
人
の
姿
を
重

ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
し
た
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と

を
、
兵
士
た
ち
自
身
も
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
文
言
か
ら

読
み
取
れ
る
。
銃
後
の
社
会
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
戦
地
の
兵
士
た

ち
に
と
っ
て
も
、
日
露
戦
争
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
働
き
が
大
き
な
意
味

を
持
つ
、
新
た
な
時
代
の
戦
争
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

過
酷
な
戦
場
へ
の
動
員

勇
ま
し
く
出
征
し
た
兵
士
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
現
実
の
戦
場
は
過

酷
で
あ
っ
た
。
陸
軍
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
日
露
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
日

本
軍
の
死
者
は
約
八
万
五
千
人
と
さ
れ
る
。
第
三
師
団
に
限
っ
て
も
死

者
は
四
千
人
を
超
え
る
。

　

伊
藤
家
に
残
さ
れ
た
軍
事
郵
便
に
は
、
日
露
戦
争
最
初
の
大
規
模
会

戦
で
あ
る
遼り
ょ
う

陽よ
う

会
戦
直
後
、
明
治
37
年
９
月
６
日
に
出
さ
れ
た
手
紙
も

あ
る
（
図
版
５
）。
遼
陽
会
戦
で
は
日
本
軍
・
ロ
シ
ア
軍
と
も
に
二
万

人
を
超
え
る
死
傷
者
を
出
す
激
し
い
戦
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
手
紙

に
は
行
軍
の
過
程
が
意
外
な
ほ
ど
詳
し
く
記
さ
れ
る
も
の
の
、
さ
す
が

に
戦
闘
の
具
体
的
な
様
子
ま
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

軍
隊
・
兵
士
と
地
域
社
会

伊
藤
家
に
残
さ
れ
た
資
料
か
ら
過
酷
な
戦
場
の
実
態
を
直
接
う
か

が
う
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
兵
士
た
ち
が
伊
藤
家
に
出
し
た
軍
事
郵

便
に
記
さ
れ
た
文
言
を
、
安
易
に
兵
士
た
ち
の
「
本
音
」
と
し
て
解
釈

す
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
。

だ
が
少
な
く
と
も
、
停
泊
地
や
戦
地
で
の
過
酷
な
環
境
と
限
ら
れ

た
時
間
の
な
か
で
、
兵
士
た
ち
が
伊
藤
家
に
手
紙
を
書
く
時
間
を
割
い

た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
兵
士
た
ち
が
伊
藤
家
と
の
関
係
を
大
事
に
し

て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
記
さ
れ
た
文
言
は
、
検
閲
へ

の
配
慮
も
あ
る
と
は
い
え
、
兵
士
た
ち
が
自
ら
選
び
取
っ
た
こ
と
ば
で

も
あ
る
。

ま
た
、
大
規
模
な
戦
時
動
員
は
、
軍
隊
や
行
政
組
織
の
働
き
の
み

で
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
伊
藤
家
と
兵
士
た
ち

の
関
係
の
よ
う
に
、
兵
士
や
軍
隊
と
人
び
と
の
関
係
が
、
社
会
の
な
か

に
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
そ

う
し
た
地
域
社
会
と
軍
隊
と
の
関
係
を
さ
ぐ
る
手
掛
か
り
と
し
て
読
み

解
か
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
。

※　

白
米
十
キ
ロ
の
小
売
価
格
が
明
治
37
年
の
東
京
で
約
一
円
二
十
二
銭
（「
日
本
長
期
統

計
総
覧
」
に
よ
る
）、
令
和
４
年
で
約
四
千
円
～
五
千
円
程
度
と
し
た
場
合
の
概
算
。
な
お
、

巡
査
や
教
員
の
初
任
給
で
比
較
す
る
と
、
当
時
の
九
百
円
は
現
在
の
千
八
百
万
円
程
度
と
な

る
。



豊
と よ

楽
ら く

焼
や き

木
き

具
ぐ

写
う つ し

吸
す い

物
も の

碗
わ ん

塚原 明子

　

豊
楽
焼
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
大
正
年
間
に
か
け
て
、
名
古
屋
の
大

須
で
焼
か
れ
た
陶
器
。
な
か
で
も
木き

具ぐ

写う
つ
し

と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
陶
器

の
表
面
に
漆
を
塗
り
金
で
蒔
絵
を
施
し
た
、
外
見
が
漆
器
に
み
え
る
造

り
を
し
て
い
る
。
豊
楽
焼
四
代
・
豊
助
（
文
化
10
年
〈
１
８
１
３
〉
～

安
政
５
年
〈
１
８
５
８
〉)

が
考
案
し
た
と
い
わ
れ
、
豊
楽
焼
特
有
の

も
の
で
あ
る
。
館
蔵
の
こ
の
吸
物
碗
は
、五
客
一
組
。
高
台
中
に「
豊
楽
」

印
が
あ
り
、
共
箱
の
蓋
書
き
に
墨
書
で
「
名
物
裂
吸
物
碗
」・「
御
陶
師　

五
代
目　

豊
助
造(

豊
楽
印)

」
と
し
た
た
め
ら
れ
て
お
り
、
作
者
は

五
代
豊
助
（
？
～
明
治
18
年
〈
１
８
５
５
〉)

と
わ
か
る
。

　

器
の
内
側
、
陶
器
の
肌
が
露
出
し
て
い
る
部
分
に
は
緑
釉
が
部
分
的

に
施
さ
れ
、
乳
白
色
の
地
に
は
鉄
釉
で
植
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
描
か

れ
た
植
物
は
、
蓋
と
身
の
組
み
合
わ
せ
で
、
福
寿
草
（
新
春
）、
菫す
み
れ

と

蒲た
ん
ぽ
ぽ

公
英
（
春
）、燕か
き
つ
ば
た

子
花
と
葵
（
夏
）、萩
・
薄
（
秋
）、椿
と
松
竹
梅
（
冬
）

で
あ
り
、
新
春
を
加
え
た
春
夏
秋
冬
、
四
季
を
網
羅
し
て
い
る
。
器
の

外
側
に
は
朱
漆
が
塗
ら
れ
た
上
に
、
不
定
形
の
端は

裂ぎ
れ

の
よ
う
な
文
様
が

色
漆
と
金
蒔
絵
で
描
か
れ
、
全
面
に
散
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目

す
る
の
は
、
こ
の
裂き
れ

地じ

の
中
に
描
き
こ
ま
れ
た
文
様
で
あ
る
。

　

蓋
に
三
つ
、
身
に
三
つ
、
一
客
に
つ
き
六
つ
の
裂
地
が
散
り
ば
め
ら

れ
て
お
り
、
五
客
で
合
計
三
十
を
数
え
る
。
い
ず
れ
も
輪
郭
が
と
ら
れ

金
蒔
絵
で
文
様
が
細
か
く
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
茶
道
の
世
界
に
お
い
て
仕し

覆ふ
く

な
ど
茶
道
具
の
袋
物
な
ど

に
使
用
さ
れ
た
布
で
、
室
町
時
代
以
降
の
舶
来
も
の
な
ど
の
由
緒
あ
る

裂
地
の
こ
と
を
「
名め
い

物ぶ
つ

裂ぎ
れ

」
と
呼
ぶ
。
江
戸
時
代
中
期
以
降
、
裂
の

種
類
が
整
理
さ
れ
特
定
の
名
称
が
誕
生
し
、「
名
物
裂
」
と
し
て
最
初

に
集
大
成
さ
れ
た
の
は
、 

松ま
つ

平だ
い
ら

不ふ

昧ま
い

の
『
古こ

今こ
ん

名め
い

物ぶ
つ

類る
い

聚じ
ゅ
う

』
名
物
切

之
部(

寛
政
３
年
〈
１
７
９
１
〉
編)

に
よ
っ
て
で
あ
る
。

　

今
、
こ
こ
で
、
本
資
料
の
文
様
と
比
較
し
て
み
る
と
、
現
段
階
で

三
十
の
裂
地
の
文
様
全
て
を
特
定
で
き
て
は
い
な
い
が
、
霊
雲
に
宝

尽
文
の
「
富と
み

田た

金き
ん

襴ら
ん

」
の
文
様
に
酷
似
の
も
の
五
つ
、
松
毬
と
梅
花

と
笹
蔓
を
組
み
合
わ
せ
た
「
笹さ
さ

蔓づ
る

緞ど
ん

子す

」
に
類
似
の
も
の
四
つ
、
波

に
跳
ね
る
魚
を
配
し
た
「
荒あ
ら

磯い
そ

緞ど
ん

子す

」
に
類
似
の
も
の
二
つ
、
雲
に

鶴
を
配
し
た
「
御ご

朱し
ゅ

印い
ん

裂ぎ
れ

」
に
類
似
の
も
の
二
つ
、
入
子
菱
の
地
文

様
の
上
に
梅
花
文
を
散
ら
し
た
「
藤ふ
じ

種た
ね

緞ど
ん

子す

」
に
類
似
の
も
の
一
つ
、

分
銅
繋
ぎ
の
網
目
地
文
様
の
上
に
尾
長
鳥
が
向
き
合
う
丸
文
を
配
す
る

「
白は
く

極ぎ
ょ
く

緞ど
ん

子す

」
に
酷
似
の
も
の
一
つ
、
入
子
菱
の
地
文
様
の
上
に
五
三

の
桐
を
散
り
ば
め
た
「
嵯さ

峨が

桐ぎ
り

金き
ん

襴ら
ん

」
に
類
似
の
も
の
一
つ
。
こ
う

し
て
見
た
と
こ
ろ
、「
名
物
裂
」
の
文
様
に
類
似
し
た
と
現
段
階
で
同

定
で
き
る
も
の
が
十
六
と
半
数
を
超
え
て
お
り
、
箱
書
の
「
名
物
裂
」

と
い
う
名
称
は
伊
達
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
五
代
豊
助
の

作
と
し
て
、
こ
の
吸
物
碗
の
他
に
も
、
ほ
ぼ
同
意
匠
の
蒔
絵
が
施
さ
れ

た
蓋
物
や
二
つ
組
重
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
の
数
が
作
成
さ
れ

た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

江
戸
時
代
後
期
以
降
、
名
物
裂
が
茶
道
具
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
文
様

が
当
時
の
着
物
、
主
に
帯
の
柄
に
用
い
ら
れ
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
吸
物
碗
は
箱
書
き
の
通
り
、
名
物
裂
が
器

の
意
匠
の
世
界
に
お
い
て
も
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】

名
古
屋
市
博
物
館 

企
画
展
図
録
『
名
古
屋
の
や
き
も
の
豊
楽
焼
』　

平
成
７
年

長
崎
巖
「
名
物
裂
の
概
念
の
成
立
と
受
容
の
実
態
」『
共
立
女
子
大
学
・
共
立
女
子
短
期
大

学
総
合
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
21
号　

平
成
27
年

『
名
物
裂
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』　

淡
交
社　

平
成
27
年

山
邊
知
行
監
修
『
名
物
裂
』
毎
日
新
聞
社　

昭
和
53
年

豊楽焼木具写吸物碗　五代豊助（？〜明治 18 年 [1855]）　館蔵

彭
城
百
川
の
絵
文
字横

尾 

拓
真

彭さ
か

城き

百ひ
ゃ
く

川せ
ん

（
１
６
９
７
～
１
７
５
２
）
は
、
江
戸
時
代
の
中
ご
ろ

に
活
動
し
た
名
古
屋
出
身
の
文
人
画
家
で
あ
る
。「
文ぶ
ん

人じ
ん

画が

」
と
は
、

文
人
（
知
識
人
）
が
自
ら
の
学
識
を
活
か
し
余
技
と
し
て
描
く
と
い
う

中
国
絵
画
の
理
想
を
反
映
し
た
絵
画
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
百
川
は
、
最

新
の
絵
画
動
向
で
あ
っ
た
文
人
画
の
旗
手
と
し
て
、
本
場
中
国
の
作
品

や
絵
画
教
本
を
参
考
に
、
独
自
の
画
境
を
切
り
開
い
た
。
一
方
、
早
年

の
頃
か
ら
俳は
い

諧か
い

に
も
親
し
み
、
俳は
い

書し
ょ

の
挿
絵
や
デ
ザ
イ
ン
に
も
目
立
っ

た
業
績
を
残
し
た
。
本
稿
で
は
、
百
川
の
俳
書
デ
ザ
イ
ン
の
内
、
絵
文

字
を
中
心
に
取
り
あ
げ
、
そ
の
出
典
を
推
測
す
る
。
さ
ら
に
、
百
川
が

中
国
風
の
作
品
を
手
が
け
る
文
人
画
家
と
し
て
飛
躍
し
て
い
く
背
景

に
、
当
地
の
俳
壇
に
お
け
る
中
国
趣
味
を
想
定
し
た
い
。

美
濃
派
の
俳
書
デ
ザ
イ
ン
と
絵
文
字

　

後
に
専
業
の
画
家
と
な
る
が
、
元
々
百
川
は
名
古
屋
城
下
本
町
一
丁

目
東
側
に
あ
る
薬
屋
の
主
人
で
あ
っ
た
（
入い
り

婿む
こ

で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
）。
20
代
の
頃
か
ら
城
下
の
旦
那
衆
た
ち
と
俳
諧
に
遊
ん
で
い
た
よ

う
だ
。
や
が
て
松ま
つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
う

（
１
６
４
４
～
９
４
）
の
弟
子
で
あ
る
各か

務が
み

支し

考こ
う

（
１
６
５
５
～
１
７
３
１
）
に
就
き
、
俳
諧
に
熱
を
上
げ
て
い

く
。
美
濃
に
門
戸
を
張
っ
た
支
考
は
、
名
古
屋
を
は
じ
め
各
地
に
勢
力

を
拡
大
し
多
く
の
門
人
た
ち
を
抱
え
て
い
た
。
彼
ら
は
総
称
し
て
「
美み

濃の

派は

」
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
美
濃
派
の
俳
書
や
、
美
濃
派
と
も
縁
の

深
い
名
古
屋
の
宗そ
う

匠し
ょ
う

た
ち
の
俳
書
に
見
る
装
飾
の
一
つ
に
、
絵
文
字
が

あ
る
。
植
物
や
霊
獣
、
宝
玉
と
い
っ
た
具
象
物
が
寄
り
集
ま
っ
て
文
字

（
漢
字
）
を
構
成
す
る
。
双そ
う

龍り
ゅ
う

文も
ん

や
植
物
文
と
あ
わ
せ
て
扉と
び
ら

の
内な
い

題だ
い

等

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
30
歳
に
な
っ
た
百
川
が
、
初
め
て

自
ら
編
ん
だ
俳
書
『
本ほ
ん

朝ち
ょ
う

八は
っ

仙せ
ん

集し
ゅ
う

』（
享
保
11
年
〈
１
７
２
６
〉
跋
）

に
お
い
て
大
々
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
多
く
の
絵
文
字
は

百
川
の
筆
に
か
か
る
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

『
歴
朝
聖
賢
篆
書
百
体
千
文
』
の
雑
体
書

　

こ
こ
で
は
絵
文
字
の
実
例
を
其き

麦ば
く 

編
『
七な
な

化ば
け

集し
ゅ
う

』（
宝
暦
２
年

〈
１
７
５
２
〉
刊
）
に
見
て
み
よ
う
。
四
季
に
わ
た
る
七
つ
の
題
を
詠

ん
だ
内
容
に
合
わ
せ
て
、「
春
夏
秋
冬
」
の
絵
文
字
が
冒
頭
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
（
図
版
１
）。
撰
者
其
麦
は
、
名
古
屋
の
俳
人
・
武む

藤と
う

巴は

雀じ
ゃ
く

（
１
６
８
６
～
１
７
５
２
）
の
高
弟
で
あ
る
。
巴
雀
と
支
考
お
よ
び
百

川
は
、
俳
席
を
共
に
す
る
な
ど
深
い
交
流
が
あ
っ
た
。
本
書
が
出
版
さ

れ
た
時
分
、
百
川
は
生
業
と
家
庭
を
捨
て
去
り
、
京
都
を
拠
点
に
文
人

画
家
と
し
て
大
作
を
手
が
け
て
い
た
が
、
旧
縁
に
よ
っ
て
挿
図
を
提
供

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
絵
文
字
を
構
成
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ

の
密
度
や
整
っ
た
バ
ラ
ン
ス
を
鑑
み
て
も
、『
本
朝
八
仙
集
』
の
絵
文

字
に
比
肩
す
る
出
来
栄
え
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
絵
文
字
の
出
典
と
し
て
考
え
ら
れ
る
字
書
が
、
中
国
で

出
版
さ
れ
た
孫
枝
秀 

編
『
歴れ
き

朝ち
ょ
う

聖せ
い

賢け
ん

篆て
ん

書し
ょ

百ひ
ゃ
く

体た
い

千せ
ん

文も
ん

』（
康
熙
24
年

〈
１
６
８
５
〉
序
）
で
あ
る
（
図
版
２
）。
漢
字
の
基
本
学
習
に
用
い
る

千せ
ん

字じ

文も
ん

を
８
字
ず
つ
、
１
２
５
体
の
書
体
で
書
き
分
け
て
収
録
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
書
体
は
、
絵
文
字
と
呼
ぶ
べ
き
様
相
で
意
匠
化
さ
れ
た
も

の
が
多
く
、
古
代
に
遡
る
歴
史
や
由
来
等
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
書
体

の
一
例
で
あ
る
「
八
宝
文
」
を
取
り
上
げ
よ
う
（
図
版
３
）。
三
国
時

代
の
能
書
家
と
し
て
名
高
い
韋い

誕た
ん

（
１
８
１
～
２
５
３
）
が
、
古
い
天

子
の
陵
か
ら
出
土
し
た
宝
玉
や
銭
貨
を
か
た
ど
っ
て
、
こ
の
文
字
を
編

図版 1　其麦 編『七化集』部分　館蔵

図版２　孫枝秀 編『歴朝聖賢篆書百体千文』　名古屋市蓬左文庫蔵

み
出
し
た
と
い
う
。
珊さ
ん

瑚ご

や
銭せ
ん

貨か

、
如に
ょ

意い

、
丁ち
ょ
う

子じ

な
ど
で
構
成
さ
れ
る

姿
は
、『
七
化
集
』
題
字
「
春
夏
秋
冬
」
の
内
、「
夏
」
の
絵
文
字
と
よ

く
似
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
図
版
４
）。
他
の
絵
文
字
の
書
体
も
、

概
ね
同
書
に
基
づ
く
ら
し
い
。
百
川
は
、「
雑ざ
っ

体た
い

書し
ょ

」
と
呼
ば
れ
る
漢

字
の
様
々
な
書
体
に
、
造
形
美
と
遊
び
心
を
見
出
し
、
俳
書
を
彩
る
装

飾
的
要
素
の
一
つ
と
し
て
応
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
歴
朝
聖
賢
篆
書
百
体
千
文
』
が
載
せ
る
よ
う
な
雑
体
の
篆
書
は
、

唐
様
の
書
家
を
中
心
に
受
容
さ
れ
、
法
帖
や
字
書
等
に
お
い
て
使
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
篆
刻
印
の
印
文
や
縁
起
物

の
掛
幅
等
に
も
転
用
さ
れ
て
い
く
よ
う
だ
。『
歴
朝
聖
賢
篆
書
百
体
千

文
』
自
体
、
早
く
も
正
徳
年
間
（
１
７
１
１
～
１
６
）
に
は
和
刻
本

が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
寺
島
良
安 

編
『
和
漢
三
才
図
会
』（
正
徳
３
年

〈
１
７
１
３
〉
序
）
巻
15
に
も
「
歴
代
文
字
」
と
し
て
数
文
字
が
引
用

さ
れ
て
い
る
。
百
川
の
目
に
触
れ
る
機
会
は
十
分
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

俳
人
か
ら
文
人
画
家
へ

　

美
濃
派
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
俳
人
た
ち
は
、
中
国
の
字
書
に
収

録
さ
れ
た
書
体
に
興
味
を
持
ち
、中
国
的
な
意
匠
で
俳
書
を
飾
る
な
ど
、

中
国
趣
味
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
同
じ
く
支
考
と
関

係
の
深
い
名
古
屋
の
俳
人
・
太お
お

田た

巴は

静じ
ょ
う

（
１
６
７
８
～
１
７
４
４
）
に

よ
る
春し
ゅ
ん

興き
ょ
う

帖ち
ょ
う

『
廿は
つ

日か

正し
ょ
う

月が
つ

』（
享
保
16
年
〈
１
７
３
１
〉
刊
か
）
も
、

濃
厚
な
中
国
趣
味
を
感
じ
さ
せ
る
俳
書
で
あ
る
（
図
版
５
）。
団だ
ん

扇せ
ん

形け
い

の
梅
図
に
絵
文
字
風
の
書
題
「
廿
日
正
月
」
を
配
し
た
瀟
洒
な
題だ
い

簽せ
ん

が

印
象
的
だ
。
百
川
が
本
格
的
な
文
人
画
を
手
が
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
名
古
屋
を
離
れ
、
京
都
に
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
か
ら
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
人
画
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
文
化
へ

の
興
味
は
、
名
古
屋
時
代
の
俳
壇
に
お
け
る
活
動
や
交
流
の
な
か
で
醸

成
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
漢
詩
文
を
読
み
こ
な
し
、
換
骨
奪
胎

し
て
当
世
風
に
詠
み
替
え
る
俳
人
た
ち
が
、
中
国
の
文
物
に
関
心
を
持

つ
こ
と
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
日
本
文
人
画
の
先
駆
者
が
俳

人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
単
な
る
偶
然
で
は
無
い
の
で
あ
る
。

図版 3　『歴朝聖賢篆書百体千文』
「八宝文」のうち「尋」字

図版 4　『七化集』題字
「春夏秋冬」のうち「夏」字

図版 5　太田巴静 編『廿日正月』　館蔵

【
参
考
文
献
】

清
水
孝
之
「
彭
城
百
川
の
俳
諧
―
そ
の
前
半
生
」『
愛
知
県
立
芸
術
大
学
紀
要
』
13
、

１
９
８
３
年
３
月

名
古
屋
市
博
物
館 

編
集
・
発
行
『
知
ら
れ
ざ
る
南
画
家 

百
川
』
１
９
８
４
年
３
月

岩
坪
充
雄
「
江
戸
時
代
の
書
物
と
雑
体
篆
書
」『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』
15
、

２
０
１
３
年
10
月
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