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幕
末
土
佐
の
町
絵
師
・
金
蔵

　

絵
師
金
蔵
を
略
し
て「
絵
金
」。

　

通
称
・
絵
金
は
一
八
一
二
年
、
現
在
の
高
知
市
は
り
ま
や
町
に
髪
結
い
の
子
と

し
て
生
ま
れ
、
金
蔵
と
命
名
さ
れ
ま
し
た
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
画
才
に
秀
で
て
い
た

金
蔵
は
、た
ち
ま
ち
頭
角
を
現
し
、二
十
一
歳
の
若
さ
で
土
佐
藩
の
家
老
桐
間
家

の「
御
用
絵
師
」に
と
り
た
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
金
蔵
の
輝
か
し
い
出
世
は
反
感
と
ね
た
み
を
買
い
、
身
に
覚
え
の

な
い「
偽
絵
描
き
」の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
、御
用
絵
師
の
座
を
解
か
れ
て
城
下
追
放

に
処
せ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
赤
岡
の
町
は
廻
船
問
屋
や
商
工
業
が
栄
え
た
町
で
し
た
。

　　

当
時
、
赤
岡
商
人
は
氏
神
の
須
留
田
八
幡
宮
や
立
山
神
社
な
ど
の
祭
礼
に
、
上

方
役
者
を
招
き
宮
芝
居
や
地
芝
居
を
盛
ん
に
催
し
て
い
た
そ
う
で
す
。そ
の
旦
那

衆
の
一
人
で
盛
大
に
廻
船
業
を
営
ん
で
い
た
宮
谷
氏
に
金
蔵
の
叔
母
が
嫁
い
で

い
ま
し
た
。

　

城
を
追
わ
れ
、
放
浪
の
果
て
に
叔
母
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
金
蔵
は
、
庶
民
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
で
あ
っ
た
祭
り
の
た
め
に
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
を
題
材
に
し
た

芝
居
絵
を
描
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
町
絵
師
と
し
て
の
た
ぐ
い
ま
れ

な
才
能
が
花
開
き
、通
称
・
絵
金
が
誕
生
し
た
の
で
す
。

 

絵
金
の
描
く
芝
居
絵
を
商
家
の
旦
那
衆
を
は
じ
め
ま
ち
の
人
た
ち
は
競
い
合
う

よ
う
に
注
文
し
、身
の
丈
六
尺（
約
180
㎝
）の
大
男
だ
っ
た
彼
は
酒
蔵
を
ア
ト
リ
エ

に
、
両
手
の
指
に
六
本
の
筆
を
は
さ
ん
で
持
ち
、
芝
居
絵
屏
風
を
一
日
で
描
き
上

げ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

赤
岡
と
絵
金

絵
金
が
つ
な
ぐ

　
　
　
　
　

人
と
祭
り

広
報
係
を
職
場
体
験
中
の
中
学
生
記
者
が
い
っ
し
ょ
に
取
材
し
ま
す
!!

小
学
生
の
時
、初
め
て
行
っ
た
絵
金
祭
り
は
楽
し
か
っ
た
け
ど
怖
か
っ
た
。

通
り
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
、家
の
前
に
並
ぶ
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
絵
の
屏
風
。

露
店
や
お
し
ゃ
べ
り
に
夢
中
の
ふ
り
を
し
て
、で
き
る
だ
け
見
な
い
よ
う

に
し
て
い
た
っ
け
…
。

で
も
、ろ
う
そ
く
の
灯
り
が
照
ら
し
出
す
怖
い
そ
の
絵
は
、と
て
も
キ
レ
イ

で
た
く
さ
ん
の
人
に
囲
ま
れ
て
い
た
。

　　　

な
ん
で
、家
の
外
に
絵
を
飾
る
お
祭
り
が
で
き
た
ん
だ
ろ
う
。　

　

こ
の
絵
を
描
い
た「
絵
金
さ
ん
」っ
て
ど
ん
な
人
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
。

　

ど
う
し
て
、こ
ん
な
に
コ
ワ
く
て
フ
シ
ギ
な
絵
を
描
い
た
ん
だ
ろ
う
。

全
国
的
に
も
有
名
で
、毎
年
た
く
さ
ん
の
観
光
客
で
賑
わ
う
と
い
う
お
祭

り
な
の
に
、友
だ
ち
の
中
に
は
行
っ
た
こ
と
が
な
い
っ
て
い
う
子
も
多
い
。

自
分
た
ち
が
住
ん
で
い
る
ま
ち
の
こ
と
な
の
に
、行
っ
た
こ
と
の
な
い
イ

ベ
ン
ト
や
知
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
だ
な
あ
…
。

と
、い
う
こ
と
で
二
人
の
中
学
生
記
者
の
取
材
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

６
月
17
日(

水)

か
ら
３
日
間
、市
役
所
の

秘
書
広
報
係
で
職
場
体
験
を
す
る
野
市
中

学
校
３
年
生
黒
瀬
さ
ん
と
美
濃
さ
ん
。

　

間
も
な
く
迎
え
る
お
祭
り
の
季
節
に
、合

併
し
て
広
く
な
っ
た
自
分
た
ち
の
ま
ち
の

お
祭
り
の
紹
介
に
挑
戦
し
ま
す
。

　

　

香
南
市
に
は
い
ろ
い
ろ
な
お
祭

り
が
あ
り
ま
す
が
、今
回
ス
ポ
ッ
ト

を
当
て
る
の
は
毎
年
７
月
第
３
土
・

日
曜
日
に
開
催
さ
れ
る
赤
岡
町
の

｢

絵
金
祭
り｣

で
す
。

●
御
用
絵
師
…
主
君
か
ら
絵
画

の
注
文(

御
用)

を
受
け
る
画
家
。

身
分
が
保
証
さ
れ
「
禄(

給
料)

」

を
受
け
た
。

●
町
絵
師
…
町
人
と
し
て
描
い

た
絵
を
売
っ
て
生
活
す
る
画
家
。

　

ま
ち
の
旦
那
衆
が
こ
ぞ
っ
て
絵
金
に
描
か
せ
た
屏
風
絵
は
、赤
岡
の
須
留
田
八

幡
宮
や
立
山
神
社
の
大
祭
に
奉
納
す
る
た
め
の
も
の
で
し
た
。

　

宵
宮
に
あ
た
る
七
月
十
四
日
に
商
家
の
軒
先
に
並
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、江
戸
時
代
の
末
期
の
こ
と
で
す
。

　

そ
の
こ
ろ
、海
に
面
し
た
高
知
県
で
は
、お
盆
の
時
期
に
海
か
ら
悪
霊
が
や
っ
て

く
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。そ
し
て
、赤
色
が
古
来
よ
り
魔
除
け
の
力
が
あ
る
と

信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、海
辺
に
近
い
赤
岡
の
ま
ち
で
は
、家
々
の
軒
先
に
絵

金
の
血
赤
と
呼
ば
れ
る
赤
色
で
描
か
れ
た
屏
風
絵
を
並
べ
、家
内
安
全
・
無
病
息
災

を
願
う
風
習
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

「
須
留
田
八
幡
宮
の
宵
宮
」の
祭
り
は
、今
も
か
つ
て
の
姿
を
守
り
、百
数
十
年
の

間
変
わ
ら
な
い
形
で
続
い
て
い
ま
す
。

　

現
在
、親
し
ま
れ
て
い
る「
絵
金
祭
り
」は
、商
店
街
の
発
展
を
願
い「
須
留
田
八

幡
宮
の
宵
宮
」に
な
ら
っ
て
始
め
ら
れ
た
新
し
い
お
祭
り
で
す
。

知
っ
て
い
た
方
が
オ
モ
シ
ロ
イ
！

絵
金
祭
り
の

  　
　
　

思
い
出

絵
金
を
見
せ
る

　
　

二
つ
の
祭
り
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