
水
戸
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
大
観
の
一
家 

  

「
日
本
画
の
巨
匠
」
と
い
う
言
葉
を
冠
し
て
も
今
日
、
異
論
は
ま
っ
た
く
な
い
で
あ
ろ
う
横
山
大
観
。

彼
は
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
八
月
十
八
日
、
水
戸
藩
士
の
長
男
と
し
て
水
戸
城
下
に
生
ま
れ
た
。
こ
れ

よ
り
二
十
日
ほ
ど
後
の
九
月
八
日
、
年
号
が
明
治
と
改
ま
る
。
大
観
の
父
、
酒
井
捨
彦
は
諸
生
派
に
く
み

し
て
お
り
、
こ
の
事
実
が
た
た
っ
て
、
一
家
の
そ
の
後
、
居
住
地
を
転
々
と
か
え
る
こ
と
に
な
る
。 

 

大
観
の
誕
生
ほ
ど
な
い
明
治
元
年
十
月
一
日
と
二
日
に
は
弘
道
館
の
戦
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
戦
い
に
捨

彦
は
参
加
し
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
諸
生
派
ゆ
え
に
家
族
ま
で
白
眼
視
さ
れ
る
状
況
、
迫
害
さ
え
受

け
そ
う
な
状
況
が
依
然
つ
づ
い
た
。 

 

い
わ
ゆ
る
「
天
狗
・
諸
生
の
戦
い
」
の
実
戦
が
最
終
段
階
に
入
っ
た
年
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
か
、
大
観

の
ど
の
巨
匠
で
も
、
生
誕
地
が
い
ま
だ
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。
異
説
も
あ
る
が
水
戸
で
あ
る
こ
と
は
確
か

で
、
酒
井
家
が
あ
っ
た
現
在
の
水
戸
市
城
東
二
丁
目
に
は
誕
生
地
碑
も
建
つ
。 

 

天
狗
・
諸
生
の
戦
い
が
ま
さ
に
進
行
中
、
産
気
づ
い
た
母
親
が
自
宅
近
く
の
竹
林
に
逃
れ
、
そ
こ
で
大

観
を
産
み
落
と
し
た
、
と
い
う
伝
説
ま
で
あ
り
、
大
観
自
身
も
同
様
の
こ
と
を
語
っ
た
り
し
た
。
だ
が
そ

の
日
、
水
戸
で
実
際
の
戦
闘
が
あ
っ
た
歴
史
的
事
実
は
な
い
。 

 

水
戸
市
立
博
物
館
副
館
長
の
寺
門
寿
明
さ
ん
に
よ
る
と
、
大
観
に
つ
い
て
は
、
彼
の
誕
生
か
ら
乳
幼
児

期
の
一
家
の
苦
難
、
と
り
わ
け
母
親
の
苦
労
の
話
が
増
幅
さ
れ
て
、
い
く
つ
も
の
伝
説
が
生
ま
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
本
人
の
口
か
ら
も
語
ら
れ
て
い
る
。 

 

寺
門
さ
ん
の
調
べ
で
は
、
世
の
中
が
落
ち
着
い
た
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）、
父
親
の
酒
井
捨
彦
は
茨
城

県
職
員
と
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
間
、
大
観
の
一
家
は
水
戸
か
ら
磯
浜
（
大
洗
町
の
う
ち
）
～
大
子
（
大

子
町
の
う
ち
）
～
下
河
合
（
常
陸
太
田
市
下
河
合
町
）
と
、
転
居
を
繰
り
返
し
た
。
確
か
な
理
由
は
わ
か

っ
て
い
な
い
が
、「
一
家
が
諸
生
派
と
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
受
難
を
避
け
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
。 

 

捨
彦
の
父
（
大
観
の
祖
父
）
善
煕
は
、
九
代
藩
主
・
斉
昭
に
仕
え
た
地
理
学
者
で
あ
り
、
捨
彦
も
地
図

作
成
の
技
術
を
身
に
付
け
て
い
た
。
天
狗
側
の
世
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
明
治
の
新
時
代
の
水
戸
で
、
諸
生

派
だ
っ
た
者
が
県
の
職
員
に
な
る
と
い
う
の
は
、
異
例
中
の
異
例
と
い
え
る
。
捨
彦
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、

地
図
作
成
の
技
術
が
新
時
代
に
行
政
に
必
要
と
さ
れ
て
の
こ
と
、
と
み
ら
れ
る
。 

 

そ
の
後
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
捨
彦
は
当
時
の
新
治
県
の
職
員
に
転
じ
、
一
家
は
同
県
の
県
庁

所
在
地
で
あ
る
土
浦
に
移
る
。
し
か
し
、
明
治
八
年
に
は
新
治
県
が
廃
さ
れ
た
た
め
、
捨
彦
は
再
び
茨
城

県
職
員
と
な
っ
て
水
戸
に
戻
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
捨
彦
は
そ
の
県
職
員
を
退
職
し
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
の
う
ち
に
一
家
を
挙
げ
て
上

京
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
翌
年
か
ら
内
務
省
衛
生
局
の
職
員
と
し
て
働
く
。
こ
う
し
て
大
観
は
東
京
で

成
人
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
寺
門
さ
ん
は
「
旧
藩
時
代
の
対
立
が
尾
を
引
き
、
と
く
に
諸
生
派
へ
の
精
神

的
圧
迫
が
あ
っ
た
水
戸
で
の
生
活
に
、
一
家
は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
思
わ
れ
ま
す
」
と
話
す
。 

 

た
だ
し
大
観
の
場
合
、
こ
う
し
た
生
い
立
ち
が
逆
に
、
プ
ラ
ス
に
作
用
す
る
。
水
戸
出
身
で
あ
る
こ
と

を
常
に
意
識
し
、
そ
れ
を
誇
り
に
し
て
い
る
。「
性
格
的
に
、
自
分
の
生
い
立
ち
や
境
遇
を
全
部
取
り
込
ん

で
栄
養
に
し
て
し
ま
う
・
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
大
観
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
作
品
全
体
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
で
あ
り
、



か
げ
り
の
情
緒
な
ど
と
い
う
も
の
と
は
無
縁
で
す
」
と
寺
門
さ
ん
。
そ
の
点
、
こ
ち
ら
は
洋
画
家
だ
が
、

水
戸
出
身
の
五
百
城
文
哉
（
い
お
き
ぶ
ん
さ
い
）
と
は
好
対
照
だ
と
い
う
。 

 

五
百
城
文
哉
は
江
戸
末
期
に
水
戸
藩
士
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
明
治
時
代
の
初
期
洋
画
界
で
活
動
し
た

が
、
父
祖
の
地
・
水
戸
を
離
れ
、
各
地
を
旅
し
て
歩
く
生
活
を
始
め
る
。
そ
の
あ
げ
く
、
三
十
代
前
半
の

若
さ
で
日
光
山
中
に
お
い
て
隠
棲
と
い
っ
て
よ
い
生
活
に
入
っ
て
し
ま
う
。 

 

文
哉
の
父
は
、「
水
戸
市
史
」
中
巻
五
に
よ
れ
ば
、
地
方
百
石
馬
廻
組
の
水
戸
藩
士
だ
っ
た
が
、
慶
応
四

年
（
一
八
六
八
）
三
月
十
七
日
、
諸
生
派
（
門
閥
派
）
政
権
一
掃
後
の
水
戸
で
、
諸
生
派
と
し
て
惨
殺
さ

れ
た
。
寺
門
さ
ん
は
、
そ
ん
な
目
に
遭
っ
た
郷
里
水
戸
に
文
哉
は
「
愛
憎
半
す
る
複
雑
な
感
動
を
抱
い
て

い
た
」
と
み
る
。 

 

 


