
こ
の
コ
ラ
ム
８６
に

「
生
没
不
詳
」
？
と
し

て
、
天
龍
焼
に
大
き
く

影
響
を
与
え
た
と
思
わ

れ
る
大
橋
浩
堂
を
取
り

上
げ
た
。
そ
の
前
後
、

彼
の
書
額
や
数
点
の
陶

器
作
品
、
自
ら
彫
っ
た

雅
印
に
も
出

会
う
こ
と
が

で
き
た
。

息
子
昇
堂
が
所
持
し

て
い
た
「
浩
堂
」
の
大

き
な
雅
印
は
あ
ま
り
使

わ
れ
た
形
跡
が
な
く
、

側
面
に
は
「
東
都
氷
川

祠
畔
」
と
あ
る
の
で
、

東
京
赤
坂
時
代
の
も
の

ら
し
い
。
ま
た
小
さ
な

雅
印
は
「
浩
堂
刀
」
と

銘
が
刻
ま
れ
て
い
た
。

面
白
か
っ
た
の
は
、

同
じ
く
昇
堂
が
持
っ
て

い
た
題
簽
の
な
い
２
冊

の
帳
面
で
、
１
冊
は

印
譜
。
１
冊
は

「
古
印
体
原

稿
」（
自
筆

明

治
四
十
年
）
と

表
題
が
内
側
に

書
か
れ
た
篆
書

の
テ
キ
ス
ト
の

よ
う
に
思
え

る
。
個
人
的

に
、
嬉
し
か
っ
た
の
は

印
譜
に
「
樋
口
蔵
書
」

「
龍
峡
」
が
あ
っ
た
こ

と
。
龍
峡
は
日
夏
耿
之

介
の
叔
父
で
、
彼
の
印

も
浩
堂
が
つ
く
っ
た
も

の
と
思
う
と
、
急
に
親

近
感
が
わ
い
た
。
作
品

は
、
い
ず
れ
も
力
の
あ

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

前
稿
で
書
い
た
以
上
の

事
実
が
わ
か
っ
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
前
稿
が
「
南

信
州
」
紙
に
掲
載
さ
れ

る
と
、
龍
江
の
保
寿
寺

に
も
書
額
が
あ
る
と
い

う
情
報
が
も
た
ら
さ
れ

た
の
で
、
さ
っ
そ
く
参

上
し
て
早
苗
住
職
に
お

話
を
う
か
が
っ
た
。

早
苗
住

職
の
書
斎

に
あ
る
浩

堂
書
の

「
三
餘
」。

そ
の
意
は

「
読
書
を

す
る
の
に

好
都
合
な

三
つ
の
余

暇
。
一
年

の
う
ち
で
は
冬
、
一
日

の
う
ち
で
は
夜
、
時
の

う
ち
で
は
雨
降
り
を
い

う
。
中
国
三
国
時
代
、

魏
の
董
遇
が
勉
学
す
る

時
間
が
な
い
と
嘆
く
弟

子
を
諭
し
た
語
」
ら
し

い
。
い
つ
か
ら
こ
の
書

額
が
寺
に
あ
っ
た
か
覚

え
て
い
な
い
し
、「
浩

堂
」
が
何
者
か
は
知
ら

な
か
っ
た
が
、
早
苗
住

職
が
花
園
大
学
教
授
の

職
を
辞
し
寺
に
戻
ら
れ

た
時
に
は
す
で
に
寺
に

あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の

書
や
意
が
気
に
入
っ
て

書
斎
に
架
け
て
た
ま
ま

に
し
て
あ
っ
た
。

新
聞
で
大
橋
浩
堂
の

概
略
を
知
り
、
そ
の
没

年
月
日
が
ほ
ぼ
特
定
で

き
た
の
で
、
も
し
か
し

て
と
、
過
去
帳
を
捲
っ

て
く
だ
さ
っ
た
ら
し

い
。
そ
し
て
、
縊
死
し

た
大
橋
浩
堂
は
保
寿
寺

で
葬
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
、「
佐
賀
県
佐
賀

郡
呉
服
町
三
十
番
地
」

と
本
籍
も
確
認
で
き
た

ば
か
り
か
、「
片
江
萬
太

郎
」
と
い
う
本
名
も
判

明
し
た
の
で
あ
る
。

あ
と
は
、
浩
堂
の
顔

や
姿
の
わ
か
る
写
真
が

揃
え
ば
、
小
生
の
「
大

橋
浩
堂
」
フ
ァ
イ
ル
も

一
応
完
成
す
る
。

東
京
赤
坂
時
代
の
雅
印
「
東
都
氷
川

祠
畔
浩
堂
」
の
銘
が
読
み
取
れ
る
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