
　
今
年
は
水
口
出
身
で
明
治
の
代

表
的
な
書
家
の
一
人
で
あ
る
巖
谷

一
六
さ
ん
の
没
後
一
〇
〇
年
の
年

に
あ
た
り
ま
す
。 

　
一
六
さ
ん
は
多
く
の
名
前
を
も
っ

た
人
で
あ
り
ま
し
た
。皆
さ
ん
が
一

番
よ
く
耳
に
す
る
こ
の「
一
六
」と

い
う
名
は
雅
号
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

す
。雅
号
と
は「
文
人
・
画
家
な
ど
が
、

本
名
以
外
に
つ
け
る
風
雅
な
別
名
」

で「
一
六
」の
名
前
の
由
来
は
、当
時

勤
め
て
い
た
官
庁
の
公
休
日
が
一
と

六
の
つ
く
日
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
名

付
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　
他
に
は
、東
京
の
駒
井
町
に
住
ん

で
い
た
と
き
に
は
コ
マ
イ
に
も
じ
っ
て

「
古
梅
」と
し
た
り
、錦
鶏
間
伺
候

（
名
誉
称
号
）で
貴
族
院
議
員
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら「
錦
」と「
族
」を
と
り

「
金
粟
道
人
」と
し
ま
し
た
。ま
た
、

官
庁
の
休
暇
に
書
に
励
ん
だ
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら「
　
霞
楼
」と
い
っ
た

雅
号
が
み
ら
れ
ユ
ニ
ー
ク
で
洒
落
た

雅
号
を
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
使
い
分

け
て
い
ま
す
。 

　
一
六
さ
ん
の
本
名
に
つ
い
て
は
、幼

名
を「
辨
冶
」と
い
い
、成
長
し
て
か

ら
は「
立
的
」、後
に「
迂
也
」と
し

ま
す
。明
治
政
府
に
勤
め
て
か
ら「
修
」

と
名
乗
り
ま
し
た
。 

　
そ
し
て
、字
は「
誠
卿
」と
い
い
ま

す
。 

　
書
は
難
し
く
て
わ
か
ら
な
い
と
思

わ
れ
る
方
も
、こ
こ
に
載
せ
ま
し
た

雅
号
や
字
な
ど
の
落
款
印
は
、ユ
ニ
ー

ク
な
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の

で
面
白
く
感
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

　
当
資
料
館
で
は
、講
演
会
に
あ
わ

せ
て
7
月
23
日（
土
）か
ら
、巖
谷

一
六
・
小
波
記
念
室
で
一
六
さ
ん
の

書
の
ミ
ニ
展
示
を
行
い
ま
す
。ぜ
ひ

こ
の
機
会
に
一
六
さ
ん
に
触
れ
て
み

ま
せ
ん
か
。 
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甲
賀
の
夏
を
彩
る
伝
統
行
事
に「
祇

園
花
行
事
」が
あ
り
ま
す
。こ
の
行
事
は

花
を
奪
い
取
る
と
こ
ろ
か
ら「
ハ
ナ
バ
イ
」

と
も
呼
ば
れ
、7
月
か
ら
8
月
上
旬
の

最
も
暑
い
時
期
に
か
け
て
、祇
園
系
統

の
神
社
で
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。県
指

定
を
受
け
て
い
る
甲
賀
町
の「
大
原
祇

園
」の
他
、水
口
、土
山
、甲
南
、信
楽
地

域
で
14
箇
所
の
祇
園
花
行
事
が
県
選

択
無
形
民
俗
文
化
財
と
な
っ
て
い

ま
す
。 

　
こ
の
祭
り
に
は
真
っ
赤
な
造
花

を
刺
し
た
花
蓋
や
、し
な
る
よ
う

に
美
し
く
花
で
飾
っ
た
作
り
物
が

登
場
し
、中
世
芸
能
に
起
源
を
も

つ「
風
流
作
り
物
」の
面
影
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ
し
て
そ
の

特
徴
は
花
蓋
に
突
き
刺
し
た
花

や
団
扇
を
、先
を
争
う
よ
う
に
激

し
く
奪
い
合
い
、花
蓋
そ
の
も
の

を
破
壊
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
あ

り
ま
す
。中
で
も
7
月
24
日
に
行

わ
れ
る
甲
賀
町
大
鳥
神
社
の
大

原
祇
園
の
ハ
ナ
バ
イ
は
激
し
く
、警

護
に
よ
っ
て
打
ち
下
ろ
さ
れ
る
青

竹
を
か
い
く
ぐ
っ
て
花
蓋
を
倒
し
、

も
み
合
う
よ
う
に

し
て
花
を
取
り
合

う
た
め
、ケ
ン
カ
祭

り
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。 

　
そ
の
昔
、村
に
病

が
は
や
る
の
は
悪
い

神
様
「
疫
神
」の
仕

業
と
考
え
ら
れ
て

き
ま
し
た
。疫
神
の

機
嫌
を
損
ね
な
い

よ
う
に
、賑
や
か
に

は
や
し
た
て
て
、赤

い
花
に
よ
り
付
か
せ
、

村
か
ら
出
て
行
っ
て

も
ら
わ
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。神

送
り
し
た
後
、依
し
ろ
と
な
っ
た
花

蓋
は
い
ち
早
く
壊
す
必
要
が
あ
り
、

そ
れ
が
花
を
奪
う
こ
と
の
意
味
で
す
。 

　
7
月
に
行
わ
れ
る
の
は
、梅
雨
が

終
わ
っ
た
こ
の
時
期
が
最
も
む
し
暑

く
、疫
病
は
流
行
り
や
す
か
っ
た
か

ら
で
す
。奪
い
取
っ
た
花
は
大
事
に

家
ま
で
持
ち
帰
り
、戸
口
に
掛
け
て

お
く
と
、災
い
が
除
か
れ
る
と
言
い

伝
わ
り
ま
す
。 

　
こ
の
祭
り
は
、荒
ぶ
る
神
ス
サ
ノ

オ
命
を
祭
神
と
し
、尾
張
の
津
島

神
社
の
祇
園
信
仰
が
伊
賀
地
方
を

経
て
甲
賀
地
方
に
も
伝
わ
っ
た
も

の
と
さ
れ
、同
様
の
行
事
が
伊
賀
に

も
広
く
残
っ
て
い
ま
す
。 

　「
甲
賀
郡
誌
」に
よ
れ
ば
、文
禄

4
年（
1
5
9
5
）の
豊
臣
秀
吉
禁

制（
大
鳥
神
社
旧
蔵
）に「
祭
礼
造

物
不
入
楼
門
已
前
、奪
取
間
敷
事
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、大
鳥
神
社
で
は

近
世
初
頭
に
は
作
り
物
を
伴
っ
た

祭
礼
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、そ
れ

が
徐
々
に
周
辺
の
地
域
に
も
浸
透

し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

　
風
流
の
伝
統
を
今
に
伝
え
る
貴

重
な
民
俗
行
事「
ハ
ナ
バ
イ
」。こ
れ

か
ら
も
守
り
伝
え
た
い
も
の
で
す
。 
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