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享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）、
中
国
・
清

の
画
家
沈し

ん

南な
ん

蘋ぴ
ん

が
来
日
し
、
長
崎
に
滞
在

し
て
画
を
描
き
ま
し
た
。
精
緻
で
写
実
的

な
表
現
と
華
麗
な
色
彩
、
豊
か
な
装
飾
性

を
得
意
と
す
る
画
風
は
日
本
画
壇
に
新
鮮

な
驚
き
を
も
っ
て
迎
え
入
れ
ら
れ
、
十
八

世
紀
か
ら
十
九
世
紀
の
日
本
画
壇
に
多
大

な
る
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
後
に
南
蘋
派

と
称
さ
れ
る
、
直
接
的
な
影
響
を
受
け
て

同
様
の
画
風
で
描
く
者
だ
け
で
な
く
、
既

存
の
諸
画
派
の
絵
師
た
ち
も
こ
ぞ
っ
て
南

蘋
風
の
画
を
描
い
て
い
ま
す
。

　
鄭て

い

培ば
い

（
生
没
年
不
詳
）
は
、
沈
南
蘋
に
随

行
し
た
と
伝
わ
る
弟
子
の
一
人
。南
蘋
は
、

享
保
十
八
年
ま
で
の
一
度
き
り
の
来
日
で

し
た
が
、
鄭
培
は
再
度
来
日
し
た
こ
と
が

分
か
っ
て
い
ま
す
。

　
本
図
は
、
松
樹
の
も
と
、
雌
雄
の
鹿
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。
松
は
複
雑
に
曲
が
り

く
ね
り
、
地
面
は
そ
の
一
枝
と
呼
応
す
る

よ
う
に
水
辺
に
向
か
っ
て
傾
斜
す
る
構
図

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
華
や
か
な
色
彩
で
は
な
い
も
の
の
、
細

密
な
鹿
の
毛
並
や
樹
皮
の
表
現
な
ど
、
対

象
に
迫
ろ
う
と
す
る
南
蘋
風
の
特
色
が
見

て
取
れ
ま
す
。
鹿
は
寿
命
を
司
る
寿
老
人

の
乗
り
物
で
、「
禄
」（
給
与
の
意
味
）
と

音お
ん

が
通
じ
る
こ
と
か
ら
、
背
後
の
常
緑
の

松
、
下
方
の
長
寿
薬
と
さ
れ
る
霊れ

い

芝し

と
と

も
に
瑞ず

い

祥し
ょ
うの
意
味
が
あ
り
ま
す
。つ
ま
り
、

本
図
は
吉
祥
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
画
と
言
え

ま
す
。

　
こ
の
画
が
制
作
さ
れ
て
凡
そ
百
年
を
経

た
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
の
十
月
、
彦

根
藩
井
伊
家
十
二
代
直な

お

亮あ
き

（
一
七
九
四
～

一
八
五
〇
）
は
、
参
勤
交
代
で
江
戸
に
向

か
う
た
め
に
彦
根
を
出し

ゅ
っ
た
つ立

し
ま
し
た
。
出

立
前
に
、
筆
頭
家
老
で
あ
る
木き

俣ま
た

守も
り

易や
す

（
一
七
九
八
～
一
八
五
六
）
が
、
お
慰な

ぐ
さ
み
の
た

め
に
と
、
直
亮
に
献
上
し
た
の
が
こ
の
画

で
し
た
。

　
守
易
は
、
江
戸
で
活
躍
し
た
有
力
詩

人
、
菊き

く

池ち

五ご

山ざ
ん

と
も
交
流
の
あ
る
、
楽
山
、

石
香
斎
な
ど
の
雅
号
を
持
つ
文
化
人
で
し

た
。
藩
主
直
亮
は
書
画
骨
董
類
に
並
々
な

ら
ぬ
関
心
を
示
し
て
い
て
、
そ
の
収
集
に

熱
心
で
し
た
。
近
く
に
い
た
守
易
は
、
そ

れ
を
よ
く
知
っ
て
い
た
故
に
画
を
献
上
し

た
の
で
し
ょ
う
。
画
の
選
定
に
あ
た
っ
て

は
、
直
亮
の
趣
向
を
意
識
し
た
だ
け
で
な

く
、
献
上
品
に
ふ
さ
わ
し
い
吉
祥
画
と
い

う
こ
と
も
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　【
彦
根
城
博
物
館
学
芸
員
　
髙
木
文
恵
】

鹿
図
は
、
常
設
展
示
で
令
和
７
年
２
月

２
日
（
日
）
ま
で
展
示
し
ま
す
（
12
月

25
日
（
水
）
～
31
日
（
火
）
は
休
館
）。

鹿し

か

図ず　

鄭て

い

培ば

い

筆　

～
家
老
か
ら
の
贈
り
物
～
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