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見
花
蹊
筆
《
花
鳥
図
画
帖＊

》
よ
り
「
蠟
梅
山
雀
」 

矢
島

　
新

　
台
北
の
故
宮
博
物
院
に
収
蔵
さ
れ
る
跡
見
花
蹊
筆
の
画
帖
の
一
図
で
あ
る
。
こ
の
画
帖
が
故
宮
博
物
院

に
収
蔵
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
前
号
に
泉
文
学
部
長
が
寄
稿
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
願
い

た
い
。　

画
帖
に
は
十
二
葉
の
花
鳥
画
が
貼
り
込
ま
れ
て
お
り
、
各
図
は
十
二
か
月
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

最
終
十
二
番
目
の
本
図
は
、「
蠟
梅
山
雀
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
山
雀
（
や
ま
が
ら
）
は
一
年
を
通
し
て

み
ら
れ
る
鳥
で
、
こ
の
画
帖
に
お
い
て
も
一
図
目
が
「
山
雀
」、
八
図
目
が
「
秋
葵
山
雀
」
と
3
度
目
の

登
場
で
あ
り
、
季
節
の
表
象
で
は
な
い
。
本
図
は
十
二
月
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
季
節
は
冬

に
花
を
咲
か
せ
る
蠟
梅
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
画
帖
は
花
蹊
が
32
歳
の
頃
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
花
蹊
は
若
き
日
に
円
山
派
に
学
ん
で
写
実
技

法
を
身
に
着
け
た
が
、
そ
の
技
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
蠟
梅
の
枝
は
円
山
派
の
お
家
芸
で

あ
る
付
け
立
て
の
技
法
で
描
き
、
山
雀
は
細
か
な
毛
描
き
を
施
し
て
い
る
。
山
雀
の
頭
頂
部
や
花
に
丹
念

に
塗
ら
れ
た
青
や
黄
色
は
鮮
や
か
で
、
美
し
い
。

　
花
蹊
は
円
山
派
に
学
ん
だ
あ
と
南
画
の
描
法
も
身
に
つ
け
て
お
り
、
昨
年
11
月
に
刊
行
さ
れ
た
近
代
日

本
画
の
概
説
書
（
草
薙
奈
津
子
著
『
日
本
画
の
歴
史

　
近
代
編
』
中
公
新
書
）
で
は
、
近
代
の
南
画
家
の

一
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
円
山
派
の
緻
密
な
写
生
画
と
、
筆
意
あ
る
激
し
い
筆
致
を
特
色
と
す
る
南

画
と
は
表
現
の
方
向
が
真
逆
と
い
う
べ
き
だ
が
、
花
蹊
は
両
者
の
長
所
を
う
ま
く
ブ
レ
ン
ド
し
た
画
風
を

確
立
し
た
の
で
あ
る
。
草
薙
の
著
作
は
一
般
に
は
南
画
的
な
傾
向
が
強
い
画
家
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
画
帖
の
よ
う
な
初
期
の
円
山
派
風
の
写
実
画
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

が
、
そ
の
一
因
か
も
し
れ
な
い
。
初
期
の
代
表
作
と
い
う
べ
き
こ
の
画
帖
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
緻
密
な
写
生
画
家
と
し
て
の
評
価
が
高
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

＊

　
故
宮
博
物
院
の
登
録
名
称
は
「
故
画

　
清
花
蹊
女
史
冊
頁
」
で
あ
る
。


