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蓮
は
古
来
の
画
題
で
あ
り
そ
れ
を
描
い
た
名
画
が
多
い。

そ
の

花
は
清
浄
無
垢、

ま
た
枯
れ
て
は
寂
蓼
の
情
を
も
た
ら
す。

千
葉
は
古
代
蓮
の
種
が
発
掘
さ
れ
現
代
に
命
を
復
活
し
た
町
で

あ
り、

奇
し
く
も
千
葉
市
美
術
館
は
古
に
は
蓮
池
（
は
す
い

け）

と
呼
ば
れ
蓮
の
漂
う
池
を
埋
立
て
た
と
い
う
い
わ
れ
の
繁

華
街
に
位
置
す
る。

音
通
す
る
s
iren
は
美
声
を
し
て
船
乗
り

を
誘
惑
し
難
破
さ
せ
る
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
海
の
精
で
あ
る。

蓮

を
採
る
が
如
く
古
今
の
美
を
紡
ぎ、

妖
精
の
如
く
人
を
魅
惑
す

る
芸
術
に
就
い
て
論
ず
べ
く
本
誌
の
題
を
定
め
た。

採
蓮
の
い
わ
れ

千
葉
市
美
術
館

4
 



The Implication of "Siren" 

The lotus has been the theme of painting, and there many master works which delineate it. Its flower 

is pure and innocent, and gives the feeling of loneliness and silence after it is withered. Chiba is where 

ancient lotus was discovered and its life was reinstated. Coincidentally, the Chiba City Museum of Art 

is located on a street made by reclaiming the lotus field called Lotus Pond(Hasu-ike) in ancient times. 

Siren has same phonetic expression as Siren in Greek mythology who lured mariners to their destruc

tion. The name of the bulletin was decided with the intention to weave the beauties of both present and 

ancient times as if harvesting the lotus and to discuss the arts which lure us like a siren. 

Chiba City Museum of Art 

5
 





カラ ー図1：市川団十良涅槃像之図（八代目市川団十郎の死絵） （千葉市美術館2033103)
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カラ ー図2：八代目市川団十郎の死絵 （千葉市美術館2033104)
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カラ ー 図3：八代目市川団十郎の死絵 （千葉市美術館2033106)
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図7:西川祐信筆「伊耶那岐・ 伊耶那美図」 メアリー・ アンド・ ジャクソン・ バーク財団蔵

図20：西川祐倍筆「墨磨り美人図」 フリ ーア美術館蔵

図22：西川祐信筆「宮詣図」 フリーア美術館蔵
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図10：窪田つる・西川祐倍『女今川姫鏡』 千葉市美術館蔵
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江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て、

歌
舞
伎
役
者
が

世
を
去
る
と、

そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
死
去
を
報
じ
る
「
死

絵」
が
盛
ん
に
出
版
さ
れ
た。

死
者
の
姿
を
あ
ら
わ
す
と
い

う
そ
の
性
格
上、

縁
起
が
悪
い
と
し
て
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
が、

近
年
役
者
絵
の
重
要
な一
環
と
し

て、

ま
た
葬
送
儀
礼
を
あ
ら
わ
し
た
り
死
生
観
を
あ
ら
わ
し

た
り
す
る
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
（註
l
)。

確
か
に

死
絵
は
役
者
絵
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
含
み、

歌
舞
伎

研
究
の
上
で
も
有
用
で
あ
る。

ま
た
民
俗
資
料
と
し
て
も
有

効
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る。

絵
画
と
し
て
の
死
絵

は
ど
う
か。

筆
者
は
所
蔵
作
品
展
「
ス
タ
ー
よ
永
遠
に

追

善
浮
世
絵
展」
の
準
備
か
ら
開
催
を
通
じ
て、

死
絵
の
絵
と

し
て
の
面
白
さ
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た。
こ
こ
で
は
絵
画

と
し
て
の
死
絵
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
い。

死
絵
を
取
り
扱
う
に
あ
た
っ
て、

ま
ず
死
絵
の
範
囲
を
確

認
し、

死
絵
の
像
主
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
た
い。

そ
の

後、

死
絵
に
よ
く
み
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
涅
槃
図
仕
立

て
の
も
の
を
取
り
上
げ、

そ
の
画
面
構
造
を
考
察
す
る。

単

は
じ
め
に

に
特
殊
な
役
者
絵
と
い
う
だ
け
で
は
な
い、

死
絵
の
内
包
す

る
意
味
の
一
端
を
解
明
し
た
い
と
考
え
て
い
る。

な
お
本
稿

で
は
特
に
断
ら
な
い
限
り、

歌
舞
伎
役
者
の
死
絵
に
つ
い
て

述
べ
る
も
の
と
し、

当
時
の
用
例
の
検
討
は
行
わ
ず
「
死

絵」
と
い
う
呼
び
名
を
用
い
る。

死
絵
の
範
囲

1
形
式
と
像
主

死
絵
は
一
般
に
浮
世
絵
版
画
の
一
種
と
し
て、

そ
し
て
像

主
が
歌
舞
伎
役
者
の
場
合
は
役
者
絵
の
特
殊
な
ジ
ャ
ン
ル
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る。

し
か
し
「
死
者
の
姿
を
あ
ら

わ
し
て
死
去
を
報
じ
る」

と
い
う
機
能
に
注
目
す
る
と
き、

通
常
浮
世
絵
版
画
と
は
認
識
さ
れ
な
い
瓦
版、
一
枚
摺
と
も

機
能
は
共
通
し
て
い
る。

役
者
の
死
を
伝
え
る一
枚
摺
の
最

期
物
語
に
は
簡
素
な
絵
で
は
あ
る
が
役
者
の
姿
を
付
す
場
合

も
あ
る
（註
2
)。

ま
た
最
期
物
語
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
美
文
で

な
に
わ
の
ゆ
め
な
み
だ
の
た
ね
ひ

さ

ご

死
の
経
緯
を
伝
え
る
文
章
は
例
え
ば
「
難
波
夢
涙
種
替
紋

（
八
代
目
市
川
団
十
郎
の
死
絵）」（
千
葉
市
美
術
館
二
0
三
三

1
0
八、

以
下
八
代
目
市
川
団
十
郎
の
死
絵
に
つ
い
て
は
付

録
目
録
挿
図
参
照）

な
ど
に
あ
る
よ
う
に
死
絵
に
も
つ
き
も

第一
章

絵
画
と
し
て
の
死
絵

ー
涅
槃
図
仕
立
て
の
死
絵
を
中
心
に

の
で
あ
る。

死
絵
は
速
報
性
を
重
視
し
て
出
版
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ

た。

例
え
ば、
『
藤
岡
屋
日
記』
に
よ
る
と、

安
政―一
年（一

八
五
五）――一
月
六
H
の
初
代
坂
東
し
う
か
死
去
時
に
は
三
月

七
日
か
ら
早
く
も
死
絵
が
出
版
さ
れ、
三
月
二
十
五
日
に
は

取
り
締
ま
り
が
行
わ
れ
た
と
い
う
（註
3
)。

松
浦
武
四
郎
の
自

伝
で
も
六
日
朝
に
し
う
か
が
死
ん
で、

翌
七
日
四
ツ
頃
早
く

も一
枚
目
が
出
て、

七
ツ
過
ぎ
に
1一
種
類、

夜
に
更
に一一
種

類
出
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
（註
4
)。

し
う
か
の
発
病
と
同
時

に
準
備
を
始
め
た
と
し
て
も、

極
め
て
速
や
か
に
出
版
さ
れ

て
い
る。

嘉
永
五
年(-
八
五
二）
二
月
十
七
日
に
四
代
目
中

村
歌
右
衛
門
が
大
坂
で
死
亡
し
た
と
き
も、

江
戸
で
も
す
ぐ

に
死
絵
が
出
版
さ
れ、
二
月
二
十
七
日
に
は
早
く
も
取
り
締

ま
ら
れ
て
い
る
（註
5
)。

舞
台
の
口
上
を
描
い
た
役
者
絵
の

パ
タ
ー
ン
を
借
り
た
り、

す
で
に
出
版
ず
み
の
役
者
絵
を
改

変
し
た
り
し
て
出
版
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
死
絵
は
浮
世
絵
版

画
の
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る
が、

死
去
を
報
じ、

速
報
性
を

重
視
す
る
と
い
う
点
で
は
瓦
版
に
接
近
し
て
い
る。

死
絵
に
は
死
を
悼
む
と
い
う
機
能
も
あ
る。

高
橋
則
子
氏

が
指
摘
す
る
よ
う
に
一
枚
も
の
の
死
絵
の
成
立
に
際
し
て
役

伊
藤
紫
織
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者
の
追
善
草
双
紙
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し、

相
互
に
影
孵

関
係
が
あ
っ
た
（
註
6
)。

冊
子
で
あ
る
追
善
草
双
紙
と
一

枚
も

の
の
死
絵
は
形
式
に
よ
っ
て
容
易
に
区
別
で
き
る。

し
か
し

追
善
草
双
紙
と
死
絵
は
あ
る
役
者
の
死
を
悼
む
と
い
う
同
じ

機
能
を
持
ち、

意
味
の
分
野
か
ら
死
絵
を
考
察
す
る
場
合
に

は
切
り
離
せ
な
い
。

安
政
二
年
(
-

八
五
五）
、

坂
東
し
う
か

の
死
後
に
出
版
さ
れ
た
追
善
草
双
紙
『
明
烏
夢
物
語』
（
註
7
)

は
八
代
目
団
十
郎
の
追
善
も
か
ね
た
も
の
だ
が、

ま
ず
し
う

か
は
権
八
の
な
り
で
登
場
し、

幡
随
院
長
兵
衛
の
い
で
た
ち

の
団
十
郎
と
出
会
う。

死
出
の
旅
路
の
権
八
と
長
兵
衛
は
死

絵
の
―

つ
の
パ
タ
ー
ン
で、

歌
川
国
貞
「
五
代
目
松
本
幸
四

郎
の
死
絵
（
六
代
目
岩
井
半
四
郎
三
回
忌
追
善）
」
（
千
葉
市
美

術
館―
1
0
三
三
0
五
一
、

図
1
)
、

八
代
目
団
十
郎
を
権
八、

し
う
か
を
女
長
兵
衛
と
し
た
「
白
井
権
八
と
女
長
兵
衛
（
初

代
坂
東
し
う
か
の
死
絵）
」
（
千
葉
市
美
術
館
二
0
三―――
―

四

二
、

付
録
目
録
挿
図
参
照）

の
よ
う
な
例
が
あ
る。

地
獄
で

の
芝
居
は
「
八
代
目
市
川
団
十
郎
の
死
絵」
（
千
葉
市
美
術
館

二
0
三
三
―
―

七）

を
思
わ
せ
る。

演
目
と
し
て
あ
が
る
明

烏
は、

嘉
永
四
年
（
一

八
五
一
）
二
月
市
村
座
「
明
烏
花
濡

衣」

で
上
演
さ
れ
た
も
の
で
し
う
か
の
浦
里、

団
十
郎
の
時

次
郎
で
大
当
た
り
を
と
り、
「
浦
里
と
時
次
郎
（
初
代
坂
東

し
う
か
の
死
絵）
」
（
千
葉
市
美
術
館
二
0
1
1一
三
一

四
一
、

付

録
目
録
挿
図
参
照）

に
お
い
て
も
し
う
か
は
浦
里、

団
十
郎

は
時
次
郎
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る。

死
絵
と
追
善
草
双
紙
の

意
味
す
る
と
こ
ろ
は
か
な
り
近
い
。

t ；吋五；乍なt
9, . 

ー
°

図2 「四代目中村歌右衛門の死絵A」

（千莱市美術館2033072)

屯`
ー

よ

h“
り
入
了4

¢
t
1
1

；

｀

 

�
?
,””.

1

む
＞
1

図1 歌川国貞「五代目松本幸四郎の死絵（六代目岩井半四郎三回忌追善）」

（千葉市美術館2033051)

死
絵
の
多
く
は
大
判
錦
絵
で
あ
り、

浮
世
絵
版
画
と
し
て

取
り
扱
え
る
も
の
が
大
半
を
占
め
る
が、

意
味
を
考
察
す
る

場
合
は
意
味
・

機
能
で
密
接
な
関
連
を
も
つ
瓦
版
・
一

枚
摺、

追
善
草
双
紙
に
つ
い
て
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う。

死
絵
の
取
り
扱
い
に
お
い
て
も
う
一

っ
確
認
し
て
お
き
た

い
の
が
像
主
の
問
題
で
あ
る。

死
絵
は
死
者
の
姿
を
あ
ら
わ

す
と
い
う
そ
の
性
格
上、

像
主
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
べ
き

も
の
で、

肖
像
と
し
て
の
要
素
を
も
含
む
（
註
8
)。

画
中
に

複
数
の
死
者
が
描
か
れ
る
場
合
像
主
を
ど
う
考
え
る
か。

例

え
ば
「
四
代
目
中
村
歌
右
衛
門
の
死
絵
A」
（
千
葉
市
美
術
館

二
0
三――1
0
七
二
、

図
2
)

は
四
代
目
歌
右
衛
門
と
五
代
目

市
川
竹
之
丞
が
人
物
の
大
き
さ
と
し
て
は
同
等
に
描
か
れ
て

い
る
が、

俗
名、

行
年、

法
名、

死
亡
年
月
日、

墓
所
と
い

っ
た
情
報
が
歌
右
衛
門
に
つ
い
て
の
み
記
さ
れ
る。

こ
の
場

合
歌
右
衛
門
は
竹
之
丞
の
二
年
後
に
死
ん
で
い
る
こ
と
か
ら

像
主
を
歌
右
衛
門
と
す
る
の
が
適
切
と
考
え
る
（
註
9
)。

複
数

の
死
者
が
描
か
れ、

人
物
の
大
き
さ
は
同
等
で
も、

一

人
に

つ
い
て
だ
け
死
亡
の
年
月
日、

戒
名
な
ど
の
情
報
が
付
さ
れ

て
い
る
場
合、

そ
の
人
物
の
死
絵
と
し
て
取
り
扱
っ
て
よ
い

だ
ろ
う。

複
数
の
死
者
が
大
き
さ
も
情
報
も
同
等
な
場
合、

例
え
ば
「
四
代
目
中
村
歌
右
衛
門
の
死
絵
B
」
（
千
葉
市
美
術

館
二
0
三
三
0
七
三、

図
3
)

は
ど
う
か。

前
述
の
「
四
代

目
中
村
歌
右
衛
門
の
死
絵
A」

と
同
じ
く、

先
に
死
ん
だ
竹

之
丞
が
歌
右
衛
門
を
迎
え
る
設
定
で
あ
る。

内
容
を
考
慮
す

る
と、

竹
之
丞
の
情
報
が
十
分
含
ま
れ
て
い
て
も
制
作
の
契

12 
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機
は
歌
右
衛
門
の
死
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り、

こ
の

場
合
も
歌
右
衛
門
を
像
主
と
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え

る。

し
か
し
例
え
ば
「
極
楽
道
中
図
（
初
代
坂
東
し
う
か
の
死

絵）
」
（
千
葉
市
美
術
館
二
0
三
三
一

四
三、

付
録
目
録
挿
図

参
照）（
註
10
)

の
八
代
目
市
川
団
十
郎
と
し
う
か
は
ど
う
か。

し
う
か
の
死
の
ほ
う
が
遅
く、

そ
れ
を
契
機
に
制
作
さ
れ
た

こ
と
は
疑
い
な
い
が、

し
う
か
の
み
を
像
主
と
は
言
い
切
れ

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る。

こ
の
場
合
強
い
て
い
え
ば
像
主
は

団
十
郎
と
し
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う。

団
十
郎
と

し
う
か
は
名
コ
ン
ビ
で、

死
亡
時
期
も
約
半
年
し
か
離
れ
て

い
な
い
。

ま
た
し
う
か
も
人
気
役
者
で
は
あ
っ
た
が、

人
気

で
も
役
者
と
し
て
の
格
で
も
団
十
郎
が
優
っ
て
い
る。

そ
れ

で
は、

団
十
郎
と
し
う
か
の
場
合
は
特
例
と
し、

こ
の
二
人

の
場
合
は
常
に一
一
人
共
を
像
主
と
み
る
の
が
よ
い
か。
「
浦

里
と
時
次
郎
（
初
代
坂
東
し
う
か
の
死
絵）
」

は
人
物
の
大

き
さ
は
同
等
だ
が、

情
報
は
し
う
か
に
の
み
付
さ
れ
て
い
る

（
註
11
)。

こ
の
場
合
は
像
主
を
団
十
郎
と
し
う
か
の
両
名
と
す

図3 「四代目中村歌右衛門の死絵B」

（千葉市美術館2033073)

る
よ
り、

し
う
か
を
単
独
の
像
主
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
だ

ろ
う。

し
う
か
と
団
十
郎
の
組
み
合
わ
せ
で
も、

し
う
か
の

死
絵
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
も
の
も
あ
れ
ば、

両
者
の
死
絵

と
す
る
ほ
う
が
よ
り
適
切
な
も
の
も
あ
る。

二
枚
続、

三
枚

続
の
場
合
は
更
に
複
雑
な
事
態
が
生
じ
る。

ま
ず
「
極
楽
道

中
因
（
初
代
坂
東
し
う
か
の
死
絵）
」

の
よ
う
に
、

二

枚
続

で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
を
考
え
よ
う。

右
の
一

枚
だ
け

を
み
る
と、
「
極
楽
道
中
図」

と
題
さ
れ
た
八
代
目
市
川
団

十
郎
の
死
絵
の
よ
う
に
み
え、

左
側
に
図
柄
が
続
く
こ
と
は

わ
か
る
が、

そ
こ
に
誰
が
来
る
の
か、

ま
た
そ
の
人
物
も
像

主
に
相
当
す
る
よ
う
な
死
者
な
の
か
は、

厳
密
に
は
判
断
で

き
な
い
。

実
際
は
八
代
目
団
十
郎
の
名
コ
ン
ビ
と
い
え
ば
し

う
か
と
決
ま
っ
た
も
同
然
で
は
あ
る
が、

右
の
一

枚
だ
け
で

は
断
定
で
き
な
い
。

左
の
一

枚
だ
け
を
み
た
と
き
も
同
様

で、

確
実
な
の
は
坂
東
し
う
か
の
死
絵
で、

右
側
に
最
低
も

う
一

枚
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る。
1

一
枚
続、

三
枚
続

で
あ
る
こ
と
が、

一

枚
だ
け
み
て
い
て
は
わ
か
り
に
く
い
も

の
も
あ
る。

例
え
ば
「
三
代
目
坂
東
三
津
五
郎
の
死
絵
A
」

（
千
葉
市
美
術
館―
1
0
三
三
0
二
四、

図
4
)

と
「
五
代
目

瀬
川
菊
之
丞
の
死
絵
A
」
（
千
葉
市
美
術
館
二
01―一
三
0
ニ

六、

図
5
)

は
両
者
の
着
物
が
揃
い
で
あ
り、

書
き
込
ん
で

あ
る
「
道
行
鳥
辺
山」

の
文
章
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
二

枚
続
だ
が、

文
章
を
よ
く
読
ま
な
い
か
ぎ
り
は
そ
れ
ぞ
れ
単

独
の
死
絵
に
も
み
え
る。
「
三
代
目
坂
東
三
津
五
郎
の
死
絵

B
」
（
千
葉
市
美
術
館―
1
0
三
三
0
四
七、

図
6
)

と
背
景
の

`•• ヽ

図6 「三代目坂東三津五郎の死絵B」

（千葉市美術館2033047)

t土｀．心t t \:'i }午.t.

闘シ孔
勺茫わヽ 1

s t
丹
ょ

図5 「五代目瀬川菊之丞の死絵A」

（千葉市美術館2033026)

侵
る
貧
苓
姜＇

 

一ーー＾

 

図4 「三代目坂東三津五郎の死絵A」

（千葉市美術館2033024)
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雲
形
が
よ
く
似
た
「
五
代
目
瀬
川
菊
之
丞
の
死
絵
B
」

（
早
稲

田
大
学
演
劇
博
物
館
―
―

四
I
O
一

六
0)
は
二
枚
続
の
可
能

性
が
あ
る
が、

そ
れ
ぞ
れ
単
独
の
死
絵
と
も
み
え
る（
註
12
)

0

死
絵
を
取
り
扱
う
に
は
像
主
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
に

な
る。

し
か
し、

例
を
挙
げ
た
よ
う
に
像
主
の
判
断
は
混
乱

が
生
じ
や
す
い
。

像
主
の
判
断
に
迷
う
場
合、
一

っ
―

つ
の

図
柄
や
文
字
情
報
に
そ
っ
て、

意
味
か
ら
像
主
を
定
め、

情

報、

大
き
さ
共
に
同
等
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
場
合
は
複
数
の
像

主
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
だ
ろ
う。

複
数
の
像
主
を
組
み
合

わ
せ
た
死
絵
を
考
察
す
る
場
合
は、

単
独
の
像
主
の
死
絵
で

あ
り
な
が
ら
複
数
の
像
主
の
死
絵
に
近
い
も
の
も
合
わ
せ
て

考
察
の
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
る。

例
え
ば
初
代
坂
東
し
う

か
と
八
代
目
市
川
団
十
郎
の
死
絵
を、

コ
ン
ビ
の
死
絵
と
し

て
考
察
す
る
場
合
は
「
極
楽
道
中
図
（
初
代
坂
東
し
う
か
の

死
絵）
」

の
よ
う
な
両
者
を
像
主
と
す
る
も
の
だ
け
で
な
く、

「
浦
里
と
時
次
郎
（
初
代
坂
東
し
う
か
の
死
絵）
」

の
よ
う

に、

情
報
の
付
さ
れ
方
か
ら
し
う
か
の
死
絵
と
判
断
す
る

が、

団
十
郎
も
同
じ
く
ら
い
の
大
き
さ
で
描
か
れ
て
い
る
も

の
も
考
察
に
含
め
る
べ
き
だ
ろ
う。

死
絵
を
考
察
す
る
場

合、

像
主
を
ど
う
取
り
扱
う
か
を
明
示
す
る
こ
と
の
必
要
性

を
提
唱
し
た
い（
註
13
)

0

も
う
一

点、

像
主
を
ど
の
時
点
の
名
前
で
呼
ぶ
か
に
つ
い

て
も、

指
針
を
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う。

基
本
的

に
は
死
ん
だ
時
点
で
の
名
前
に
よ
っ
て
＊
代
目
＊
＊
＊
＊
の

死
絵
と
呼
ぶ
が、

よ
り
知
ら
れ
た
名
前
が
あ
る
場
合
は、

そ

ち
ら
を
と
り、

死
ん
だ
時
点
の
名
前
を
併
記
す
る
こ
と
と
し

た
い
。

例
え
ば
三
代
目
尾
上
菊
五
郎
（
初
代
大
川
橋
蔵）
の
死

絵、

な
ど
で
あ
る。

涅
槃
図
仕
立
て
の
死
絵

死
絵
の
基
本
的
な
構
成
は
死
者
を
水
袢
姿
で
描
き、

俗

名、

戒
名、

死
亡
年
月
日
な
ど
の
情
報
を
書
き
記
す
も
の
で

あ
る
（
註
14
)。

最
初
期
の
死
絵、

勝
川
春
童
「
二

代
目
市
川

八
百
蔵
の
死
絵
」

（
チ
ェ
ス
タ
ー
・

ビ
ー
テ
ィ
美
術
館
蔵、

安

永
六、
一

七
七
七
年
没）

が
す
で
に
反
魂
香
の
趣
向
で
あ
ら

わ
さ
れ
て
い
た
が、

そ
の
後、

多
く
の
死
絵
が
出
版
さ
れ
る

中
で
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
の
作
品
が
出
て
く
る
（
註
15
)。

矛
盾
し

な
い
複
数
の
趣
向
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
も
多
い
。

本
稿
で

は
涅
槃
図
の
形
式
を
踏
襲
し
た
も
の
を
取
り
上
げ、

絵
画
と

し
て
の
死
絵
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

涅
槃
図
は
釈
迦
の
臨
終
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で、

追
悼

の
意
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
点
で
死
絵
に
は
ふ
さ
わ
し
い
形
式

で
あ
る。

涅
槃
図
の
図
様
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
た
め、

そ

れ
以
前
に
死
絵
以
外
で
も
そ
の
枠
組
み
を
借
り
た
作
例
が
あ

る
（
註
16
)。

英
一

蝶
（
一

六
五
二
S
一

七
二
四）
の
「
見
立
業
平

涅
槃
図
」

（
東
京
国
立
博
物
館）
は
釈
迦
の
か
わ
り
に
在
原
業

平
を
描
い
て
い
る。

伊
藤
若
沖
（
一

七
一

六
s
一

八
0
0)
の

「
野
菜
涅
槃
図」
（
京
都
国
立
博
物
館）
は、

青
物
問
屋
を
家
業

と
し
た
若
沖
が
何
ら
か
の
意
図
に
よ
り
野
菜
や
果
物
で
涅
槃

第
二
章

図
を
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
（
註
17
)。

釈
迦
の
代
わ
り
に
日
蓮

や
法
然
と
い
っ
た
高
僧
を
描
く
高
僧
涅
槃
図
も
版
画
で
流
布

し
て
い
た。

鈴
木
芙
蓉
（
一

七
四
九
＼
一

八
一

六）
は
「ザ
巴
蕉

涅
槃
図
」

（
早
稲
田
大
学
會
津
八
一

記
念
博
物
館）

を
描
い
て

い
る。涅

槃
図
仕
立
て
の
死
絵
で
は
歌
川
国
貞
「
初
代
尾
上
松
緑

の
死
絵
」

（
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
一
―

四
—
0
0
三
八
．
―
-

四
—
0
0
三
九
他、

文
化
十
二
、
一

八

一

五
年
没）

が
早
い
と
さ
れ
て
き
た
（
註
18
)。

先
行
す
る
一

枚

摺
と
し
て
信
多
純
一

氏
が
言
及
さ
れ
た
寛
政
八
年
（
一

七
九

六）
三
月
二
十
九
日
没
の
二
代
目
嵐
小
六
を
烏
羽
絵
風
に
簡

略
に
描
い
た
も
の
が
あ
る
（
註
19
)。

そ
れ
に
続
く
も
の
と
し

て
文
化
五
年
(
-

八
0
八）

＋
月
九
日
没
の
四
代
目
市
川
団
蔵

を
主
に
描
い
た
涅
槃
図
仕
立
て
の
「
市
川
団
蔵
飛
双
六
」

（
双

六
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
翔
奉
庵）

が
あ
る（
註
20
)。
一

見
し
て
涅
槃

図
の
構
成
で
あ
る
が、
「
し
ん
ば
ん

ね
は
ん
ぞ
う
と
び
す

ご
ろ
く
」

と
振
り
仮
名
が
あ
り
双
六
で
も
あ
る。

団
蔵
の
死

を
契
機
に、

団
蔵
を
涅
槃
図
の
釈
迦
つ
ま
り
死
者
と
し
て
あ

ら
わ
し
た、

死
絵
に
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
る。

団
蔵
は
蛇

の
目
紋
を
つ
け
て
い
る
の
で
最
後
に
演
じ
た
大
坂
小
川
座
で

の
「
八
陣
」

の
加
藤
清
正
の
姿
で
あ
る。

雲
に
乗
っ
て
近
づ

い
て
く
る
役
者――一
人
に
は
「
こ
じ
ん
」

と
あ
る。

図
版
か
ら

は
は
っ
き
り
し
な
い
が、

似
顔
と
紋
で
先
に
世
を
去
っ
た
人

気
役
者
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う。

団
蔵
を
劇
中
の
扮

装
を
し
た
役
者
た
ち
が
取
り
巻
く。

下
の
ほ
う
に
猪、

馬、
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猿、

蛇、

牛、

虎、

蛙
が
描
か
れ
る。

も
と
も
と
涅
槃
図
に

は
仏
弟
子
を
取
り
巻
く
よ
う
に
動
物
た
ち
も
悲
し
む
姿
が
描

か
れ
て
い
た。

木
は
桜
の
よ
う
だ。

荻
田
氏
は
「一
人
の
役

者
に
焦
点
を
あ
わ
し
な
が
ら、

結
果
的
に
は
役
者
名
寄
と
な

っ
て
い
る
も
の」
と
分
類
す
る。

そ
の
後
の
涅
槃
図
仕
立
て

の
死
絵
で
は
縁
者
の
役
者
を
描
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
が、

こ
こ
で
は
同
時
代
の
人
気
役
者
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る。
こ

の
作
品
は
双
六
の
構
成
を
と
り
な
が
ら、
一
方
で
は
涅
槃
図

仕
立
て
の
死
絵
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る。

戒
名、

墓
所、

死
亡
日
等
の
デ
ー
タ
は
な
く、

辞
世
も
な
い。

歌
JII
国
貞
「
初
代
尾
上
松
緑
の
死
絵」
で
は、

松
緑
が
ま

る
で
釈
迦
の
よ
う
な
着
衣
で
横
た
わ
っ
て
お
り、

他
の
人
物

よ
り
や
や
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
（註
21
)。

雲
に
乗
っ
て
迎
え

る
役
者
三
人
は、

光
背
の
よ
う
に
重
ね
扇
を
背
負
っ
て
い

る。

松
緑
は
初
代
尾
上
菊
五
郎
の
門
人
で、

重
ね
扇
に
抱
き

柏
は
尾
上
菊
五
郎
の
紋
で
あ
る。
三
人
の
う
ち
中
央
後
ろ
に

座
っ
て
い
る
の
は、

重
ね
扇
に
抱
き
柏
の
紋
を
背
負
っ
て
い

る
こ
と
と
顔
立
ち
か
ら
み
て、

松
緑
の
師
で
あ
る
初
代
菊
五

郎（
天
明
三、
一
七
八
三
年
没
）

で
あ
ろ
う。

右
奥
の
酒
呑
童

子、

ろ
く
ろ
首
と
い
っ
た
化
け
物
と
手
前
の
九
尾
の
狐、

天

竺
徳
兵
衛
の
蛇、
が
ま
と
い
っ
た
動
物
は、

松
緑
が
得
意
と

し
た
怪
談
狂
言
に
ち
な
ん
で
い
る。

重
ね
扇
の
紋
を
つ
け
て

い
る
の
は
尾
上
菊
五
郎
家
ゆ
か
り
の
役
者
た
ち
で、

右
側
の

一
番
前
に
い
る
の
が、

松
緑
の
養
子
で
後
に
三
代
目
尾
上
菊

五
郎
を
名
乗
る
三
代
目
尾
上
梅
幸
で
あ
る。

動
物
は
松
緑
の

得
意
と
し
た
演
目
に
ち
な
む
も
の
で
あ
る
が、

釈
迦
の
入
滅

を
悲
し
む
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
を
描
く
と
い
う
涅
槃
図
の
決
ま

り
ご
と
に
も
沿
っ
て
い
る。

戒
名、

墓
所、

死
亡
日
等
の
デ

ー
タ
は
な
い
が、

辞
世
が
記
さ
れ
て
い
る。

極
印、

版
元
印

が
あ
る
の
で
通
常
の
浮
世
絵
出
版
の
過
程
を
経
て
い
る
も
の

で
あ
ろ
う。

「
金
橘
楼
璃
寛
像」（
関
西
大
学
図
書
館
L02.
774.
50
及
び

『
許
多
脚
色
帖』
）

は
文
政
四
年(-
八
ニ
―
)
九
月
二
十
七
日

没
の
初
代
嵐
璃
寛（
初
代
嵐
橘
三
郎）
の
追
善
摺
物
で
涅
槃
図

仕
立
て
と
な
っ
て
い
る
（註
22
)。

璃
寛
は
替
紋
の
橘
を
つ
け

た
着
流
し
で
横
た
わ
っ
て
い
る。

取
り
囲
む
役
者
た
ち
は
あ

ま
り
似
顔
で
は
描
か
れ
て
お
ら
ず、

涙
を
ぬ
ぐ
う
手
に
隠
れ

て
顔
が
わ
か
ら
な
い
も
の
も
い
る
が、

み
る
人
に
は
紋
で
あ

る
程
度
人
物
が
特
定
で
き
る
の
だ
ろ
う。

降
り
て
く
る
雲
に

薄
墨
で
五
名
の
人
物
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る。
上
部
の
文
章

に
よ
れ
ば
葬
儀
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で、

画
面
下
の
動
物

た
ち
は
国
姓
爺
の
虎
で
あ
っ
た
り
左
某
五
郎
の
猫
で
あ
っ
た

り
す
る
よ
う
だ。

釈
迦
が
入
滅
す
る
と
き
の
沙
羅
双
樹
を
璃

寛
ゆ
か
り
の
橘
の
木
に
換
え
て、

橘
か
ら
黄
金
の
花
で
あ
る

大
判
小
判
が
舞
っ
て
い
る。

法
名
と
辞
世
が
記
さ
れ
る。

嵐
璃
寛
の
涅
槃
図
仕
立
て
の
死
絵
に
つ
い
て
は
も
う
二
点

り

か
ん
ぞ
う
め
い
ど
の

『
許
多
脚
色
帖』
に
の
る
図
と
有
楽
斎
長
秀
「
璃
寛
像
黄
泉

発
足」
が
あ
る
（註
23
)。

後
者
は
武
将
の
扮
装
で
横
た
わ
る
璃

寛
を
作
者
奈
河
晴
助
や
金
主
た
ち
が
取
り
囲
ん
で
い
て
そ
れ

ぞ
れ
の
名
前
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る。

ま
た、

璃
寛
の
好
物

と
し
て
細
工
物、

見
世
物、

年
中
行
事
が
描
か
れ
て
い
る。

嘉
永
五
年(-
八
五
二
）

二
月
十
七
日
没
の
四
代
目
中
村
歌

右
衛
門
に
は一一
種
の
涅
槃
図
仕
立
て
の
死
絵
が
残
る（註
24
)

0

二
枚
続（
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
0一
四
ー

0一
六
六
·
01
四
ー
〇一
六
七
）

の
も
の
か
ら
み
よ
う。

歌

右
衛
門
は
横
た
わ
っ
て
い
る
が
両
目
が
開
い
て
い
て
ま
だ
生

き
て
い
る
よ
う
だ。

乱
れ
た
髪
が
一
筋
額
に
落
ち
て
い
る。

歌
右
衛
門
は
周
り
の
人
物
よ
り
か
な
り
大
き
く
描
か
れ
て
い

る。

歌
右
衛
門
の
手
の
甲
と
周
り
の
人
物
の
顔
が
ほ
ぼ
同
じ

大
き
さ
で
あ
る。

取
り
囲
む
男
た
ち
の
顔
は
袖
に
隠
れ
て
み

え
な
い
が、
一
人一
人
名
前
が
書
い
て
あ
り、

人
物
が
特
定

で
き
る。

例
え
ば
左
側
で
歌
右
衛
門
の
腕
に
取
り
す
が
る
の

は
弟
子
の
初
代
中
村
芝
雀
で
あ
る。

女
形
は
顔
が
わ
か
る
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る。

手
前
に
は
動
物
た
ち
も
描
か
れ
て
い

る。

沙
羅
双
樹
の
代
わ
り
に
竹
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
が、

よ
く
み
る
と
竹
を
描
い
た
屏
風
が
後
ろ
に
立
て
ら

れ
て
い
る。

屏
風
の
縁
の
模
様
は
歌
右
衛
門
の
替
紋
の
裏
梅

に
な
っ
て
い
る。

そ
の
屏
風
に
掛
け
る
か
た
ち
で、

出
山
釈

迦
の
掛
軸
と、

歌
右
衛
門
の
履
歴、

行
年、

死
亡
年
月
日、

墓
所、

戒
名
を
記
し
た
も
の
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る。

出
山

釈
迦
の
顔
も
歌
右
衛
門
の
似
顔
の
よ
う
だ。

一
枚
も
の（
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
〇

一
四
I
O
一
七――)
の
ほ
う
は
左
下
に
「
不
許
売
買」
と
あ

り、

涅
槃
図
仕
立
て
の
追
善
摺
物
の
体
裁
で
あ
る。

画
面
上

部
の
雲
の
中
に
翫
雀（
四
代
目
中
村
歌
右
衛
門
の
俳
号
）

の
辞
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世
「
白
粉
も
け
ふ
を
か
き
り
や
雪
の
果」

と
六
々
鱗
に
よ
る

追
悼
の
狂
歌
が
載
る。

蓮
の
花
を
枕
に
横
た
わ
る
歌
右
衛
門

は
目
を
閉
じ
て
す
で
に
息
を
引
き
取
っ
た
様
子。

嘆
き
悲
し

む
人
々
に
は
名
前
が
書
か
れ
て
い
る。

下
に
は
動
物
た
ち
も

描
か
れ
る
が、

鹿
と
九
尾
の
狐
は
舞
台
で
役
者
が
動
物
に
扮

し
た
も
の
で
あ
る。

左
と
右
か
ら
雲
に
乗
っ
て
死
者
が
迎
え

に
く
る。

左
の
雲
の
上
に
姿
が
み
え
る
芦
雪
は、

上
方
の
浮

世
絵
師
戯
画
堂
昔
ゆ
き
か。

画
風
か
ら
い
っ
て
も
上
方
で
の
出

版
で
あ
ろ
う。

嘉
永
七
年
(
-

八
五
四）
八
月
六
日
没
の
八
代
目
市
川
団
十

郎
に
は
少
な
く
と
も一一一
種
の
涅
槃
図
仕
立
て
の
死
絵
が
あ

る
（
註
25
)。
「
市
川
団
十
良
涅
槃
像
之
因」
（
千
葉
市
美
術
館
ニ

0-―――――
I
 

01―-)
は
「
八
代
目
市
川
団
十
郎
関
係
死
絵
等
貼

込
帖」
（
国
立
劇
場）
に
も
同
じ
も
の
が
貼
り
込
ま
れ
て
い
て、

そ
ち
ら
に
は
香
炉
の
絵
と
団
十
郎
の
辞
世
を
書
い
た
袋
が
付

い
て
い
る
の
で、

厳
密
に
は
追
善
摺
物
で
あ
る。

眼
を
わ
ず

か
に
開
い
た
団
十
郎
が
横
た
わ
っ
て
い
る。

紫
の
鉢
巻
は
歌

舞
伎
の
舞
台
で
病
人
を
演
じ
る
と
き
に
用
い
る
病
鉢
巻
で
あ

る。

団
十
郎
は
周
り
の
人
物
よ
り
か
な
り
大
き
く
描
か
れ
て

い
る。

黄
色
の
衣
は
僧
衣
を
連
想
さ
せ
る。

仏
に
な
っ
て
い

る
先
に
死
ん
だ
役
者
に
黄
色
の
衣
を
着
せ
る
例
が
「
八
代
目

市
川
団
十
郎
の
死
絵」
（
千
葉
市
美
術
館
二
0
三
三
―
―

四）

に
あ
り、

ま
た
黄
色
い
衣
を
ま
と
っ
た
釈
迦
を
描
く
例
（
「
極

楽
道
中
図
（
初
代
坂
東
し
う
か
の
死
絵）
」

で
四
代
目
中
村
歌

右
衛
門
の
似
顔
で
描
か
れ
た
釈
迦
は
黄
色
い
衣
を
着
て
い

る）

も
あ
る。

市
川
一

門
が一――
升
の
紋
付
姿
で
ま
わ
り
を
取

り
囲
ん
で
い
る。

顔
が
み
え
て
い
る
も
の
は
似
顔
で
あ
ら
わ

さ
れ、

そ
れ
ぞ
れ
に
名
前
が
短
冊
状
に
書
き
込
ま
れ
て
い

る。

背
景
に
は
市
川
団
十
郎
家
ゆ
か
り
の
花、

牡
丹
を
蓮
花

の
よ
う
に
描
い
て
い
る。

背
景
は
縦
に
線
が
入
っ
て
い
る
の

で
屏
風
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
立
て
ま
わ
し
た
つ
も
り
で

あ
ろ
う。

名
前
の
短
冊
な
し
で
描
か
れ
て
い
る
女
性
は
団
十

郎
の
フ
ァ
ン
と
み
て
お
く。

「
八
代
目
市
川
団
十
郎
の
死
絵」
（
千
葉
市
美
術
館―
1
0
三

三
一

0
五）

で
は
水
桂
姿
の
団
十
郎
が
眼
を
閉
じ
て
横
た
わ

っ
て
い
る。

沙
羅
双
樹
ら
し
き
四
本
の
木
が
生
え
て
い
る。

枕
元
に
は
似
顔
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
父
五
代
目
市
川
海
老
蔵
が

手
を
合
わ
せ
て
い
る。
1

一
人
の
若
い
男
は
団
十
郎
の
弟
た
ち

で、

市
川
猿
蔵
と
市
川
高
麗
蔵
（
似
顔
か
ら
み
て
顔
に
手
を

当
て
て
い
る
ほ
う
が
高
麗
蔵
と
思
わ
れ
る）

で
あ
ろ
う。

い

ろ
ん
な
身
分
の
女
た
ち
が
泣
き
崩
れ
て
い
る。

水
枠
で
座
っ

た
姿
に
辞
世
を
配
し
た
よ
う
な
死
絵
を
持
つ
も
の、

姿
絵
に

団
十
郎
の
書
置
と
称
す
る
も
の
を
つ
け
た
瓦
版
ら
し
き
横
長

の
出
版
物
を
持
つ
も
の
も
い
る。

八
代
目
が
揮
竜
し
た
ら
し

い
扇
子
を
持
つ
女
も
い
る
し、

菩
提
を
弔
う
た
め
に
出
家
し

た
女
は
切
っ
た
髪
を
差
し
出
し
て
い
る。

も
う
一

点
の
「
八
代
目
市
川
団
十
郎
の
死
絵」
（
千
葉
市
美

術
館
二
0
三
三
一

0
四）

で
は、

黄
色
い
着
物
を
着
流
し
に

し
た
団
十
郎
が
目
を
う
っ

す
ら
と
開
け
て
横
た
わ
っ

て
い

る。

や
は
り
団
十
郎
は
か
な
り
大
き
く
描
か
れ
て
い
る。

童

女
か
ら
中
年
女
性
ま
で
幅
広
い
年
代、

武
家
女
か
ら
遊
女
ま

で
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
の
女
性
た
ち
が
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
る。

猫
が
一

匹
涙
を
ぬ
ぐ
っ
て
い
る
が、

こ
れ
も
雌
猫
な
の
だ
ろ

う。

女
た
ち
は
悲
嘆
に
暮
れ
つ
つ
も、

ス
タ
ー
団
十
郎
に
触

れ
よ
う
と
い
う
の
か、

足
を
な
め
る
も
の、

股
間
に
手
を
差

し
入
れ
る
も
の
ま
で
い
る。

涅
槃
図
に
お
い
て
釈
迦
の
足
に

触
れ
る
人
物
が
描
か
れ
る
こ
と
は
あ
り、

ま
た
仏
伝
で
出
家

す
る
釈
迦
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
で
愛
馬
が
足
を
な
め
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
あ
る
が、

こ
こ
に
描
か
れ
た
女
性
た
ち
の
行
動
は

逸
脱
気
味
で、

女
性
た
ち
の
団
十
郎
へ
の
熱
狂
ぶ
り
を
椰
楡

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。

死
亡
年
月
日、

戒
名、

行
年
と
大

坂
加
賀
徳
の
追
悼
句
「
し
ら
萩
や
露
の
玉
ち
る
朝
嵐」

が
記

さ
れ
て
い
る。

安
政
六
年
（
一

八
五
九）
三
月
二
十
三
日
没
の
五
代
目
市
川

海
老
蔵
（
七
代
目
市
川
団
十
郎）
に
も
涅
槃
図
仕
立
て
の
死
絵

（
国
立
劇
場）
が
あ
る
（
註
26
)。

大
判
錦
絵
二
枚
続
で、

着
流
し

で
ぎ
ょ
ろ
り
と
目
を
む
い
た
海
老
蔵
が
横
た
わ
り、

周
囲
に

は
顔
を
袖
で
隠
し
て
嘆
き
悲
し
む
役
者
た
ち
が
描
か
れ
る。

円
形
に
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る。

右
端
の
「
く
に
よ
し」
「
と

よ
く
に
」

は
浮
世
絵
師
の
歌
川
国
芳、

三
代
歌
川
豊
国
を
示

す。

歌
舞
伎
に
登
場
す
る
動
物
も
描
か
れ
て
い
る。

同
年
五
月
十
三
日
没
の
四
代
目一
二
桝
大
五
郎
に
も
涅
槃
図

仕
立
て
の
死
絵
が
報
告
さ
れ
て
い
る（
註
27
)。

明
治
三
十
六
年
(
-

九
01―-)
二
月
十
八
日
没
の
五
代
目
尾

上
菊
五
郎
に
は
四
代
鳥
居
消
忠
に
よ
る
二
枚
続
の
涅
槃
図
仕
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立
て
の
死
絵
（
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
二

0
1
-
0
五
ニ
―
)
が
あ
る。

黒
い
縁
取
り
の
額
絵
の
よ
う
な

体
裁
を
と
っ
て
い
る。

菊
五
郎
は
釈
迦
の
よ
う
な
着
衣
で
他

の
人
物
よ
り
や
や
大
き
く
描
か
れ
る。

雲
に
乗
っ
て
蓮
華
を

散
ら
し
な
が
ら、

僧
体
の
人
物
一

名
と
先
に
没
し
た
役
者―――

名
が
降
り
て
く
る。

雲
が
画
面
の
縁
取
り
を
越
え
て
い
る
の

で、

雲
は
縁
取
ら
れ
た
絵
の
外
に
あ
る
こ
と
に
な
る。

役
者

は
紋
を
か
た
ど
っ
た
光
背
の
よ
う
な
円
光
を
背
負
っ
て
い

る。

左
で
頭
を
下
げ
て
い
る
役
者
た
ち
は
重
ね
扇
の
紋
が
み

え
る
の
で
尾
上
菊
五
郎
一

門
と
知
れ、

右
の
役
者
た
ち
も
ま

た
ゆ
か
り
の
人
物
で
あ
ろ
う。

さ
ら
に
そ
の
ま
わ
り
に
九
尾

の
狐
や
般
若
の
面、
一

っ
家
の
老
婆
な
ど
の
動
物、

化
け
物

が
集
ま
っ
て
い
る。

蛇
は
天
竺
徳
兵
衛
の
蛇
だ
ろ
う。

木
は

沙
羅
双
樹
で
は
な
く
柳
と
柏
か。

芝
居
の
道
具
が
ぶ
ら
さ
が

っ
て
い
る。

落
語
か
ら
取
り
入
れ
た
怪
談
牡
丹
灯
籠
に
ち
な

む
骸
骨
と
灯
籠
も
描
か
れ
て
い
る。
「
五
世
梅
幸」

と
俳
名

で
名
前
を
示
し、

辞
世
が
記
さ
れ
て
い
る。

同
年
九
月
十
三
日
没
の
九
代
目
市
川
団
十
郎
の
死
絵、

三

代
歌
川
国
貞
「
名
優
九
代
目
市
川
団
十
郎
（
九
代
目
市
川
団

十
郎
の
死
絵）
」
（
千
葉
市
美
術
館―
1
0
三―――
―

七
一
、

図
7
)

は
大
判
錦
絵
三
枚
続
で
あ
る。

白
い
死
装
束
を
着
て
頭
を
右

側
に
し
て
目
を
開
け
て
横
た
わ
っ
て
い
る。
「
嗣
子
福
三
郎」

は
短
冊
で
記
さ
れ
る
が、

そ
れ
以
外
も
似
顔
と
紋
で
人
物
を

特
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う。

団
十
郎
の
傍
ら
か
ら
煙
の
よ
う

に
雲
形
が
立
ち
上
り、

死
後
の
世
界
を
表
現
し
て
す
で
に
世

”
に
札
土

玉
逗
追
キ
介
直
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日
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図7 三代歌川国貞「名優九代目市川団十郎（九代目市川団十郎の死絵）」

（千菓市美術館2033171)

を
去
っ
た
歌
舞
伎
役
者、

劇
作
者
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る。

仏
教
の
戒
名
に
あ
た
る
霊
名、

俗
名、

没
年、

死
亡
地、

死

亡
日
時、

墓
所
が
記
さ
れ
て
い
る。

団
十
郎
は
神
道
に
帰
依

し
て
お
り、

葬
儀
も
神
式
で
行
わ
れ
た。

涅
槃
図
の
形
を
借

り
な
が
ら、

頭
が
右
側
で
あ
る
の
は
仏
教
で
は
な
く
神
道
に

帰
依
し
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る。

涅
槃
図
の
形
式
を
用
い
た
死
絵
及
び
追
善
摺
物
を
み
て
き

た。

釈
迦
の
臨
終
の
様
子
を
描
い
た
涅
槃
図
は、

そ
も
そ
も

死
絵
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
で
あ
る。

弟
子、

縁
者
が
集
う
と

い
う
点
も
死
者
へ
の
追
悼
を
示
す
の
に
適
し
て
い
る。

涅
槃

図
に
は
弟
子、

人
間
の
み
な
ら
ず
動
物
も
描
か
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
が、

死
絵、

追
善
摺
物
に
お
い
て
は
そ
の
動
物
は

歌
舞
伎
の
演
目
に
関
連
す
る
動
物
や
化
け
物
に
置
き
か
わ
る

こ
と
が
多
い
。

動
物
が
い
な
く
て
も
涅
槃
図
仕
立
て
の
死
絵

を
構
成
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り、

実
際
八
代
目
市
川
団
十

郎
の
死
絵
に
お
い
て
は
猫
一

匹
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
動
物
は

省
略
さ
れ
て
い
る。

し
か
し
多
く
の
場
合、

人
間
だ
け
で
な

く、

歌
舞
伎
の
舞
台
に
登
場
す
る
動
物
や
化
け
物
が
描
か
れ

る。

こ
れ
は
死
絵
の
作
り
手
も、

ま
た
死
絵
を
手
に
入
れ
る

人、

み
る
人
も、

涅
槃
図
に
は
人
間
以
外
に
さ
ま
ざ
ま
な
動

物
が
描
か
れ
る
と
い
う
認
識
を
共
有
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ

う。

沙
羅
双
樹
は、

死
絵
の
像
主
に
関
連
深
い
別
の
植
物
に

置
き
か
え
て
描
か
れ
た
り、

省
略
さ
れ
た
り
す
る。

置
き
か

え
る
際
に
は
背
後
に
置
か
れ
た
屏
風
に
描
か
れ
た
植
物
と
し

て、

つ
ま
り
画
中
画
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
場
合
も
あ
る。

死
絵
の
像
主
は
涅
槃
図
に
お
け
る
釈
迦
の
形
を
と
っ
て、

し

ば
し
ば
常
人
よ
り
大
き
く
描
か
れ
る。

こ
れ
は
涅
槃
図
に
お

け
る
釈
迦
を
大
き
く
描
く
と
い
う
伝
統
的
な
形
式
を
踏
襲
し

て
い
る。

そ
の
一

方、

死
絵
に
お
い
て
も
像
主
を
大
き
く
描

く
ほ
う
が
望
ま
し
か
っ
た
だ
ろ
う。

役
者
絵
で
も
あ
る
死
絵

で
は
当
然
肖
似
性
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り、

像
主
を
大

17 



き
く
描
け
ば
そ
れ
だ
け
大
き
く
似
顔
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で

き
る。

そ
れ
故
半
身
像
の
死
絵
や、

時
に
は
大
首
絵
の
死
絵

も
存
在
す
る。

涅
槃
図
仕
立
て
の
死
絵
で
は
死
を
悼
む
人
物

た
ち
も
似
顔
ま
た
は
名
を
示
し
て
特
定
の
人
物
と
し
て
あ
ら

わ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

も
と
も
と
の
涅
槃
図
で
も
持
ち
物

や
身
ぶ
り
で
人
物
は
あ
る
程
度
特
定
さ
れ
て
い
た。

死
絵
に

お
い
て
は、

像
主
以
外
に
つ
い
て
も
名
を
書
き
込
ん
で
ま
で

人
物
を
特
定
で
き
る
よ
う
に
す
る。

そ
れ
は、

舞
台
の
物
語

内
容
だ
け
で
な
く
役
者
自
身
を
み
て、

ま
た
代
々
受
け
継
が

れ
る
名
前
を
も
楽
し
む
と
い
う
歌
舞
伎
の
特
色
に
よ
る
も
の

だ
ろ
う。

親
子、

師
弟
と
い
っ
た
役
者
の
周
り
の
人
間
関
係

も
含
め
て
歌
舞
伎
役
者
は
存
在
す
る。

多
く
の
ゆ
か
り
あ
る

人
物
を
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て、

み
る

人
も
そ
の
役
者
を
取
り
巻
く
人
間
関
係
を
た
ど
る
こ
と
が
で

き
る。

死
絵
に
お
い
て
涅
槃
図
の
形
式
は
通
夜
ま
た
は
葬
儀

の
様
子
と
し
て
読
み
か
え
ら
れ
た
と
も
考
え
た
い
。

そ
の
場

合、

人
物
を
特
定
で
き
る
よ
う
に
描
い
て
「

誰
が
葬
式
に
来

る
か」

と
い
う
観
者
の
興
味、

関
心
も
満
た
し
て
い
た
の
だ

ろ
う。

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
「

八
代
目
市
川
団
十
郎
の

死
絵」
（
千
葉
市
美
術
館
二
0-―
―

三
一

0
四）

は
他
の
涅
槃
図

仕
立
て
の
死
絵
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
て、

戯
画
の
よ
う

に
女
性
フ
ァ
ン
の
悲
し
み
を
茶
化
し
て
い
る。

そ
れ
で
も

「

釈
迦
の
足
を
な
め
る」

と
い
う
仏
伝
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
の

つ
な
が
り
は
残
っ
て
い
る。

神
道
に
帰
依
し
た
九
代
目
団
十

郎
は、

通
常
の
涅
槃
図
と
は
頭
の
向
き
を
逆
に
し
た
体
裁
で

ま
ず、

死
絵
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て、

死
絵
と
し
て
取

り
扱
う
範
囲
を
確
認
し
た。

浮
世
絵
版
画
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
る
以
外
の
瓦
版
な
ど
に
も、

死
絵
と
関
連
が
深
い
も
の
が

あ
り、

留
意
が
必
要
で
あ
る。

像
主
に
つ
い
て
は、

複
数
の

人
物
が
描
か
れ
て
い
る
場
合、

死
者
の
う
ち
最
後
に
死
亡
し

た
人
物
が
死
絵
の
像
主
で
あ
る
場
合
が
多
い
。

し
か
し
名
コ

ン
ビ
を
取
り
合
わ
せ
た
死
絵
の
場
合
は、

後
か
ら
死
ん
だ
役

者
の
死
を
契
機
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
て
も
内
容
面
で
は
先

に
死
ん
だ
人
物
も
合
わ
せ
て
像
主
と
考
え
る
の
が
ふ
さ
わ
し

い
場
合
も
あ
る。

涅
槃
図
仕
立
て
は
死
絵
に
よ
く
み
ら
れ
る
形
式
で
あ
る。

も
と
も
と
涅
槃
図
は
釈
迦
の
臨
終
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で

追
悼
の
意
味
が
あ
り、

涅
槃
図
仕
立
て
の
死
絵
で
も
基
本
的

に
そ
の
意
味
を
踏
襲
し
て
い
る。

動
物
も
集
う、

像
主
が
大

き
く
描
か
れ
る
と
い
っ
た
涅
槃
図
の
決
ま
り
ご
と
も
死
絵
に

取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る。

死
絵
の
作
り
手
の
み
な
ら
ず
観
者

お
わ
り
に

死
絵
が
作
ら
れ
た。

こ
れ
は、

頭
を
逆
向
き
に
し
て
仏
教
以

外
を
信
仰
し
た
こ
と
を
示
す
の
だ
ろ
う。

頭
が
左
側
と
い
う

仏
教
の
涅
槃
図
に
お
け
る
約
束
事
を、

作
り
手
も
み
る
人
も

了
解
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
意
味
を
も
つ
構
成
で
あ
る。

涅
槃

図
の
形
式
を
用
い
て
一

部
を
読
み
か
え、

ま
た
描
き
か
え
て

作
り
手
が
仕
掛
け
た
死
絵
の
イ
メ
ー
ジ
構
造
を、

当
時
の
多

く
の
人
々
は
容
易
に
理
解
し
て
楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る。

も
涅
槃
図
に
対
す
る
理
解
を
共
有
し
て
お
り、

涅
槃
図
の
形

式
を
部
分
的
に
読
み
か
え
た
り
描
き
か
え
た
り
し
た
死
絵
の

イ
メ
ー
ジ
構
造
が
理
解
さ
れ
享
受
さ
れ
て
い
た。

死
絵
は
速
報
性
を
求
め
ら
れ
る
た
め
一

枚
一

枚
の
完
成
度

は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
も
の
も
多
い
が、
「

死
者
を
あ
ら
わ

す」

と
い
う
主
題
に
特
化
し
た
作
例
が
数
多
く
残
っ

て
お

り、

さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
の
取
り
扱
い
を
み
る
こ
と
が
で

き
る。

涅
槃
図
仕
立
て
の
死
絵
で
は、

伝
統
的
な
形
式
に
対

す
る
理
解
を
前
提
と
し
て
一

部
を
変
容
さ
せ
る
操
作
が
行
わ

れ
て
い
る。

今
回
死
絵
の
内
包
す
る
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
世
界

の
一

端
を
解
明
で
き
た
と
す
れ
ば
幸
い
で
あ
る。

浮
世
絵
版
画
の
役
者
絵
は
肖
像
と
い
う
観
点
か
ら
だ
け
で

は
と
ら
え
き
れ
な
い
が、

死
絵
は
役
者
絵
と
し
て
は
肖
像
の

要
素
が
大
き
い
。

今
回
は
死
絵
の
取
り
扱
い
に
お
け
る
死
絵

の
範
囲、

像
主
と
い
っ
た
基
礎
的
事
項
を
確
認
し、

涅
槃
図

仕
立
て
と
い
う
ほ
ん
の
一

パ
タ
ー
ン
を
考
察
す
る
に
と
ど
ま

っ
た
が、

死
絵
を
更
に
検
討
す
る
上
で、

死
絵
と
肖
像
に
つ

い
て
考
察
す
る
必
要
を
改
め
て
感
じ
た。

死
絵
と
肖
像
に
つ

い
て
は、

画
中
画
の
構
造
を
持
つ
死
絵
を
取
り
上
げ
て
稿
を

改
め
て
考
察
を
試
み
た
い
。

現
在
の
死
絵
研
究
の
到
達
点
を
示
す
の
が
原
道
生
「
歌
舞
伎
の
死

絵
に
つ
い
て」
（
『
生
と
死
の
図
像
学』

明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所

編

風
間
書
房

一

九
九
九
年）

で
あ
る。

な
お、

ほ
ぽ
同
じ
内
容

で
「
『
死
絵』

に
つ
い
て

1

基
礎
的
事
項
の
確
認」
（
『
生
と
死
の

18 



7
 

6
 

5
 

4
 

3
 

2
 

図
像
学

ー
ア
ジ
ア
に
お
け
る
生
と
死
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー』

至
文

堂

二
0
01―一
年）
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る 。

主
だ
っ
た
先
行
研
究
は
藤
澤
茜
「

死
絵
に
見
る
役
者
の
人
気」（『
浮

世
絵
芸
術』
一
四
六 ‘
―1
0
0
三
年）
の
註一
に
列
記
さ
れ
て
い

る 。
中
で
も
林
美一
「

死
絵
考
（
上）・
（
下）」（『
浮
世
絵
芸
術』
四

五
•

四
六
一
九
七
五
年）
が
特
に
重
要
で
あ
る 。

ま
た
近
年
積
極
的
に
死
絵
の
収
集
を
進
め
て
い
る
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
で
は 、

葬
送
儀
礼
を
研
究
す
る
民
俗
学
の
資
料
と
し
て
活

用
さ
れ
て
い
る 。

荻
田
清
『

上
方
板
歌
舞
伎
関
係一
枚
摺
考』（
清
文
堂
出
版
一
九

九
九
年）
三
八
頁
＼

四―一
頁 。

『
藤
岡
屋
8
記』
第
五
十
四 。
安
政
二
年(-
八
五
五）（『
近
世
庶
民

生
活
資
料

藤
岡
屋
日
記』
第
六
巻

三
一
書
房
一
九
八
九
年

四
四
七
頁
上
段） 。

〇
右
坂
東
秀
佳
追
善
絵一
件

三
月
七
日
よ
り
出
版
致
し
候
処 、
追
々
仰
山
に
出
板
致
し 、

都
合

九
十
番
出 、

板
元
十
八
軒
也 、

右
二
付 、

絵
双
紙
名
主 、
二
十
五

日
二
手
入
有
之 、
通
り
三
丁
目
寿
二
而
板
を
削
也 、

此
外
二
も
十

四
五
番
出
板
致
し
候
得
共 、
是
ハ
見
落
し
二
相
成 、

構
な
し 、

中

二
て
八
代
目
鏡
二
向
ひ
居
候
処
へ 、
志
う
か
駕
籠
二
乗
り
来
候
駕

籠
界 、

鬼
に
て
嵐
音
八
也 、

是
計
大
当
り
二
て
跡
ハ
残
ら
ず
は
づ

れ
也 。

こ
の
特
に
大
当
た
り
だっ
た
と
い
う
図
柄
が
「

初
代
坂
東
し
う
か
の
死

絵」（
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
派
劇
博
物
館―
―
四
ー

O
O-―
八

他）
に
相
当
す
る 。

松
浦
武
四
郎
『

校
注
簡
約
松
浦
武
四
郎
自
伝』（
北
海
道
出
版
企
画

セ
ン
タ
ー

一
九
八
八
年）
一
五
八
頁 。

七
日 、
雨 、
夕
方
需 、
四
ツ
頃
早
し
ゅ
う
か
死
画一
枚
出 、

夕
七

ツ
過
二
通
り 、

夜
に
入
又一一
通
り
斗
り
出
る 。

『
藤
岡
屋
日
記』
第
三
十
七

珍
説
集

嘉
永
五
年(-
八
五
二）

（『
近
世
庶
民
生
活
資
料

藤
岡
屋
日
記』
第
五
巻
―――
一
書
房

一
九
八
九
年

四
七
頁
上
段） 。

高
橋
則
子
『

草
双
紙
と
油
劇

ー
役
者
似
顔
絵
創
始
期
を
中
心
に』

（
及
古
書
院
―1
0
0
四
年）
二
八
七
頁
＼―-

八
九
頁 。

「
八
代
目
団
十
郎
集」（『
油
劇
文
庫』
第一
二
編
一
九一
五
年）
に
よ

る 。

15 14 13 12 11 10 ，
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死
絵
と
肖
像
に
つ
い
て
は 、
死
絵
に
お
け
る
画
中
画
の
構
造
を
考

察
す
る
別
稿
に
お
い
て
言
及
す
る
予
定 。

「
錦
絵
に
見
る
役
者
へ
の
追
悼

ー
『

死
絵』
の
世
界」
展
図
録

（
国
立
劇
場
一
九
九
五
年）
で
も
四
代
目
中
村
歌
右
衛
門
の
死
絵

と
し
て
の
取
り
扱
い
で
あ
る 。
「

江
戸
歌
舞
伎

1
歴
史
と
魅
力」

展
図
録（
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
一
九
九
五
年）
で
は
同
じ
図

柄
に
「

四
代
目
中
村
歌
右
衛
門 、

十
二
代
目
市
村
羽
左
衛
門」
と

あ
る 。
な
お
江
戸
東
京
博
物
館
所
蔵
品
に
は
「

市
村
羽
左
衛
門」

（
竹
之
丞
の
前
名）
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る 。

千
葉
市
美
術
館
で
は
当
初
の
登
録
時
に
像
主
を
一
人
に
定
め
て
取

り
扱
う
こ
と
を
選
択
し
た
た
め 、

後
に
死
亡
し
た
初
代
坂
束
し
う

か
の
死
絵
と
し
て
分
類
し
て
い
る 。

国
立
劇
場 、
前
掲
展
覧
会
図
録
で
は
八
代
目
市
川
団
十
郎 、

初
代

坂
東
し
う
か
両
者
の
死
絵
と
い
う
扱
い
に
し
て
い
る 。

国
立
劇
場 、
前
掲
展
覧
会
図
録
で
は一
二
代
目
坂
束
三
津
五
郎
と
五

代
目
瀬
川
菊
之
丞
そ
れ
ぞ
れ
の
死
絵
に
分
け
て
い
る 。
こ
れ
は
図

録
に
掲
載
さ
れ
た
図
版
か
ら
判
断
す
る
と 、
三
津
五
郎
の
背
景
は

雲
の
色
板
が
一
枚
足
り
な
い
よ
う
に
み
え
る
た
め 、
雲
が
あ
ま
り

似
て
い
な
い
と
認
識
さ
れ
た
の
だ
ろ
う 。

例
え
ば
複
数
の
同
等
と
思
し
き
像
主
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
場
合 、

最

後
に
死
亡
し
た
人
物
の
み
を
像
主
と
し
て
取
り
扱
う
方
法
も
考
え

う
る 。
こ
の
場
合
は
必
ず
像
主
が
一
人
に
決
ま
る
こ
と
に
な
り 、

ま
た
誰
が
取
り
扱
っ
て
も
同
じ
人
物
を
像
主
と
す
る
の
で 、
像
主

に
つ
い
て
の
混
乱
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る 。

現
在
知
ら
れ
る
最
初
の
死
絵 、

勝
川
春
童
「一一

代
目
市
川
八
百
蔵

の
死
絵」（
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー

テ
ィ

美
術
館）
は
文
字
情
報
と
し
て

は
役
者
名
と
追
善
句
が
あ
る
の
み
で 、

戒
名 、
行
年
を
書
く
と
い

う
形
式
は
寛
政
十一
年（一
七
九
九）
没
の
六
代
目
市
川
団
十
郎
の

死
絵
あ
た
り
に
整
っ
た
よ
う
で
あ
る 。

最
初
期
の
死
絵
に
つ
い
て

は 、

浅
野
秀
剛
「

勝
川
春
童
一一
代
目
市
川
八
百
蔵
の
死
絵」（
作

品
解
説）
（『
秘
蔵
浮
世
絵
大
蜆

別
巻』
講
談
社
一
九
九
0
年

チ
ェ
ス
タ
ー・
ビ
ー

テ
ィ

美
術
館

五
四
図）
参
照 。
ま
た
六
代
目

市
川
団
十
郎
の
死
絵
あ
た
り
で
死
絵
の
形
式
が
整
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
は 、

藤
澤 、
前
掲
論
文 、
四―
1一
頁
上
段
参
照 。

藤
澤
氏
が
挙
げ
た
九
パ
タ
ー
ン 、
「

①
立
役
の
役
者
は
水
株 、
女
方

は
女
性
の
姿
で
描
か
れ
る
②
先
に
没
し
た
死
者
が
迎
え
に
く
る
③

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 

旅
姿
で
描
か
れ
る
④
当
り
芸
を
描
く

⑤
涅
槃
図
に
模
し
て
描
く

⑥

袈
裟
を
掛
け
る・
蓮
の
花
の
上
に
座
る
な
ど 、

仏
教
的
要
素
が
盛
り

込
ま
れ
る
⑦
同
じ
頃
に
没
し
た
役
者
と
と
も
に
描
か
れ
る
⑧
掛
け

軸
の
中
に
描
か
れ
る
⑨
反
魂
香
の
趣
向
で
描
か
れ
る」
は
死
絵
に

み
ら
れ
る
多
く
の
要
素
を
網
羅
し
た
有
益
な
も
の
で
あ
る 。
し
か

し
例
え
ば
「

八
代
目
市
川
団
十
郎
の
死
絵」（
千
葉
市
美
術
館
二
0

――――
ニ
―
I

0)
に
み
る
よ
う
に 、

先
に
没
し
た
役
者
が
迎
え
に
き

て
い
て
（
②） 、

団
十
郎
は
旅
姿
で
あ
る
（
③)
と
い
う
ふ
う
に
複

数
の
パ
タ
ー
ン
に
属
す
る
作
品
も
少
な
か
ら
ず
あ
り 、
パ
タ
ー
ン

で
分
類
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
難
し
い 。

信
多
純一
「

変
り
涅
槃
図
考」（
信
多
純一
『

に
せ
物
語
絵』
平
凡

社
一
九
九
五
年） 。

制
作
の
動
機
を
弟
の
死
と
す
る
清
水
義
明
氏
の
説 、

母
親
の
死
と

す
る
佐
藤
康
宏
氏
の
説
な
ど
が
あ
り 、

単
に
面
白
さ
を
求
め
て
で

は
な
い
制
作
事
情
が
想
定
さ
れ
る 。
新
江
京
子
「

伊
藤
若
沖
筆

『
果
疏
涅
槃
図』
考

ー
見
立
て
と
鑑
質
の
場」（『
美
術
史
研
究』

四―――
―1
0
0
五
年）
参
照 。

藤
澤 、
前
掲
論
文 、
四
三
頁
下
段 。

『
許
多
脚
色
帖』（
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館）
に
載

る 。

信
多 、
前
掲
書 、
一
九
九
頁
S

二
0
0
頁 、

図一
九 ゜

荻
田 、
前
掲
書 、
一
二
四
頁 。

挿
図
は
同
書 、
一
――
五
頁 。

早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
浮
世
絵
閲
覧
シ
ス
テ
ム

の
同
図 、

組
解
説
を
参
照
し
た 。

「
日
英
交
流
大
坂
歌
舞
伎
展

ー
上
方
役
者
絵
と
都
市
文
化」
展
図

録
（
大
阪
歴
史
博
物
館・
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
油
劇
博
物
館

二
0
0
五
年）

図――
―
―
二
お
よ
び
同
図
版
解
説
参
照 。

信
多 、
前
掲
書 ‘
―1
0一一
頁
＼

二
0
三
頁 、

図――
-
.―――― 。

筆
者
は
未
確
認
で
あ
る
が 、

荻
田
清
「

上
方
板
歌
舞
伎
関
係一
枚
摺

一
覧」（
荻
田 、
前
掲
書）
に 、「
歌
右
衛
門
最
期
物
語
涅
槃
像
入」（『
近

世
伎
史』
ニ
ー

四

東
京
大
学
霞
亭
文
庫）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る 。

な
お 、

荻
田 、
前
掲
「

上
方
板
歌
舞
伎
関
係一
枚
摺一
覧」
に
挙

げ
ら
れ
た
「

八
代
団
十
郎
涅
槃
図」（『
保
古
帖』
大
阪
府
立
中
之
島

図
書
館）
は
「

先
月」
と
始
ま
る
よ
う
な
の
で 、
こ
こ
で
あ
げ
る

＝一
種
と
は
別
の
も
の
で
あ
る 。
恐
ら
く
「

八
代
目
市
川
団
十
郎
の

死
絵」(
D
ien
Collec
tion
 Dan
ju
ro
 V
III
S
-
5)

と
同
図
様 。
ま
た 、

市
川
団
十
郎
家
ゆ
か
り
の
瓢
箪
を
八
代
目
団
十
郎
に
見
立
て 、
そ
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27 26 

の
周
り
を
仏
や
動
物
が
取
り
巻
く
柴
田
是
真
「
ふ
く
べ
ね
は
ん
図」

が
あ
る。

信
多、

前
掲
書、

ニ
―

0
頁、

図
二
七゚

国
立
劇
湯、

前
掲
展
覧
会
図
録、

図
八
七。

ま
た
こ
の
図
柄
は
古

堀
栄
「
死
絵」
（
『
浮
世
絵
界』

四ー
ー
ニ

昭
和
十
四
年）

で
も
紹

介
さ
れ、

国
芳
と
豊
国
の
名
が
み
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る。

荻
田、

前
掲
「
上
方
板
歌
舞
伎
関
係
一

枚
摺
一

覧」

に
一

荷
堂
主

人
誌、

貞
信
筆
「
梅
升
涅
槃
像」
（『
近
世
伎
史』

三ー

四

東
京
大

学
緩
亭
文
庫）

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る。
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一
枚
摺・
瓦
版
に
属
す
る

凡
例

八
代
目
市
川
団
十
郎
死
絵
目
録

未
定
稿

＊
本
目
録
は
八
代
目
市
川
団
十
郎
の
死
絵
に
つ
い
て、
全
貌
の
把
握
を
目
指
し、
な
る
べ
く
多
く
の
作
品
を
目
録
化
す
る
も
の
で
あ
る。

と
思
わ
れ
る
も
の
も
目
録
に
含
め
た。

＊
八
代
目
市
川
団
十
郎
死
絵
目
録
に
続
い
て、

初
代
坂
東
し
う
か、

初
代
市
川
猿
蔵
を
像
主
と
す
る
死
絵
で
八
代
目
市
川
団
十
郎
が
描
か
れ
る
も
の
を
列
記
し
た

＊
挿
図
掲
載
の
都
合
上、
千
葉
市
美
術
館
所
蔵
品
を
優
先
的
に
取
り
上
げ
る。
千
葉
は
千
葉
市
美
術
館
所
蔵
品
で
あ
る
こ
と
を
示
し、

千
葉
（
青
木）
は
千
葉
市
美

術
館
に
寄
託
を
受
け
て
い
る
青
木
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵
品
で
あ
る
こ
と
を
示
す。
千
葉
市
美
術
館
に
所
蔵
し
な
い
図
柄
に
つ
い
て
は
ウ
ェ
プ
上
で
画
像
を
公
開
し

て
い
る
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
浮
世
絵
閲
覧
シ
ス
テ
ム
掲
載
作
品
・
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
所
蔵
品
を
優
先
的
に
取
り
上
げ
る。

＊
所
蔵
先
作
品
番
号
は
1
点
に
つ
い
て
の
み
記
し、
璽
複
は
他
所
蔵
先
欄
に
記
す。

＊
所
蔵
点
数
が
多
い
五
箇
所
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て、

他
所
蔵
先
と
し
て
項
目
を
別
々
に
立
て、
当
該
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
作
品
番
号
等
を
記
し
た。
国

立
刺
場
に
つ
い
て
は
展
覧
会
図
録
の
図
版
番
号
を
記
し
た。
（
）
内
は
略
称。

①
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
制
博
物
館
浮
世
絵
閲
覧
シ
ス
テ
ム
掲
載
作
品

（
演
博）

②
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
叩
室
（
都
中
図）

③
国
立
関
場
④
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
歴
博）

⑤
Dien
Co=e
g
on
(Dien)
 

＊
他
所
蔵
先
の
項
目
に
お
け
る
作
品
番
号
後
の
（
）
内
の
付
記
は
同
図
柄
に
お
け
る
異
同
を
記
す。

＊
林
図
版
番
号
は
林
美一
「
死
絵
考」
上
・
下
の
挿
図
の
番
号
を
示
す。

＊
挿
図
を
示
さ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は、
以
下
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
合
わ
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い。

早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
浮
世
絵
閲
罠
シ
ス
テ
ム

h
ttp:/
 /

www.
enp
aku.
wa
sed
aac.jp/
 db/
 enp
akun
ish
iki/
 

東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
費
頂
資
料
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

h
号�[/
me
tro.
to
ky0.0pac.jp/
trnl/
tp
ic/

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
館
蔵
錦
絵
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

h
号
又＞

www.re
kih
aku.ac.jp/
index.
h
trnl

＊
こ
の
目
録
作
成
に
先
立
つ
調
査
・
情
報
収
集
に
あ
た
り、
E=s
T
mios
氏・
大
久
保
純一
氏
の
協
力
を
得
ま
し
た。

謝
意
を
表
し
ま
す。
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林図版番号 他所蔵先（演博） 他所蔵先（都中図）
他所蔵先 他所蔵先

他所蔵先(Dien) その他の所蔵先
千葉市美術館

（国立劇場） （歴博） 重複

上22 114-0075 

014-0234/114-0111 5721 - C070 
014-0223/014-0263 Danjuro VIll5-10 
114-0130 Danjuro Vlll5-45 
014-0253/114-0071/114-
0093/201-2107 Danjuro VIll5-06 

2953487 
014-0221/014-0242/201- /5-07 
5061（枠に木目）
014-0241/114-0110/201- H-22-1-22-35 
5060 

114-0059 5721-C074 Danjuro VIII5-33 
014-0255/014-0265/114- H-22-1-22-29 Danjuro VIII5-20 
0094 
114-0082 014-0229/401-

Danjuro VIll5-43 
0576（作家名あり）

下3 Danjuro VIlIS-21 

014-0248/201-5065 
5721-C068/5721-C068ア
/5721-C068イ

014-0260/114-0103 
5721-C075/5721-C075ア

014-0224 5721-C067 /5721-C067ア Danjuro VIll5-08 
014-0247 /114-0078/114-

5721-C073/5721-C073ア F320-4-30 Danjuro VIll5-26 
0079 
014-0240 5721-COSO F320-177 
014-0226/014-0257 /114-

5721-C041/5721-C041ア F320-4-30 Danjuro VIll5-ll 
0264/114-0060 I 114-0243 

立命館大学
014-0218/014-0243/114-

5721-C045 F320-123 Danjuro VIIl5-39 
arcBK06-0003 「 日本

0108/201 - 5068 市川三筋之巻物」の
うち

014-0255 
下5 014-0262/114-0107 DanjuroVlll5-41 

下6
114-0069 H-22-1-22-28 
014-0235（背泉三色）

下7 5721·C081 H-22-1-22-34 Danjuro Vlll5-23 

下8 572-COOS(Ol) 
74（画家 F320-179 
名あり）

下9
014-0258/114-0083/114-

Danjuro Vlll5-19 
0124 

014-0217 
N097-001（ひょうたん型印

DanjuroVIll5-31 
あり）

下10 114-0098 5721-C043 

下11 F320-572 

114-0062 5721-C083 F320-183 

114-0061 
5721-C048/5721-C048ア／ Danjuro VIIl5-50 江戸東京博物館5721-C048イ

014-0225 5721-C066 F320-185 
014-0027 /014-0246/114- 5721-C033/5721-C033ア／ F320-4-30/ 

Danjuro VIll5-09 2953493 
0104/114-0134/201-5062 5721-C033イ／5721-C033ウ F320-126 

下14 014-0219/114-0106 5721-C061 F320-518 

22 



八代目市川団十郎死絵目録 未定稿

No. 作家名 作品名 判型 所蔵先1 所蔵先作品番号 追悼句等筆者 備考

歌川豊国（三
林論文に五代目市村竹

1 図①
代）

早野勘平（八代目市川団十郎の死絵） 大判錦絵 千葉 2033058 之丞死絵とあるのは誤
り

2 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033076 

3 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033077 

4 歌川国芳 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033078 

5 八代H市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033079 

6 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033080 

7 図② 長谷川貞信 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033081 異版あり

8 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033082 

， 図③ 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033083 

10 図④
歌川豊国（三

八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033084 
作家名は演博014-0229

代） による

11 図⑤ 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千菓 2033085 梅屋
千葉2033086の版木を
改変

12 図⑥ 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033086 

13 図⑦ 歌川国芳 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033087 

14 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033088 

15 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033089 

16 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033090 

17 図⑧ 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033091 

18 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033092 梅屋

19 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033093 梅屋

20 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033094 

21 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033095 

22 図⑨ 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033096 

23 八代目市川団十郎の死絵 横大判錦絵 千葉 2033097 

24 図⑩ 八代目市川団十郎の死絵 細判錦絵 千葉 2033098 

八代目市川団十郎の姿

25 図⑪
雲野当麻之助（八代目市川団十郎の

大判錦絵 千葉 2033099 
を含む初代坂東しうか

死絵） の死絵二枚続の右側の

26 
歌川豊国（三 不破伴左衛門（八代目市川団十郎の

大判錦絵 千葉 2033100 
代） 死絵）

27 図⑫
歌川豊国（：：：： 横曽根平太郎（八代目市川団十郎の

大判錦絵 千葉 2033101 
代） 死絵）

28 八代目市川団十郎の死絵 横大判錦絵 千雖 2033102 

29 図⑬
市川団十良涅槃像之図（八代目市川 横大々判錦

千葉 2033103 
団十郎の死絵） 絵

30 図⑭ 八代目市川団十郎の死絵 横大判錦絵 千葉 2033104 
大坂加賀

31 図⑮ 八代目市川団十郎の死絵 横大判錦絵 千葉 2033105 

32 図⑯ 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033106 

33 図⑰ 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033107 梅屋

34 図⑱
難波夢涙種替紋（八代目市川団十郎

大判錦絵 千葉 2033108 
の死絵）
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林図版番号 他所蔵先（演博） 他所蔵先（都中図）
他所蔵先

他所蔵先（歴博） 他所蔵先(Dien) その他の所蔵先
千葉市美術館

（国立劇場） 重複

5721-C049/5721-C049イ
下15 5721-C049 ア（吹き出し部 F320-186 

分に色）

70 F320-125 

下16 201-1622 5721-C069 
F320-187 /F320-
312 

下19 014-0233 5721-C032/5721-C032 ア Danjuro VIII5-18 江戸東凩博物館 2953486 

014-0231/114-0115/114-
H-22-1-22-36 Danjuro VIII5-37 

0116/201-5067 

下20 114-0100 5721-C023 F320-188 Danjuro VIII5-15 

DanjuroVlll5-47 2953491 

立命館大学

下21 114-0114/114-0113 5721-C042 
arcBK06-0003 「 日本
市川三筋之巻物」の
うち

下41 5721-C082 

下25
114-0099 014-0254（色違

F320-372 
Danjuro VIII5-28 

う） （色違う）

下26

下27 014-0267 2953501 

下28 5721-C037 DanjuroVIIl5-16 

下29

立命館大学

下30 5721-C060 
arcBK06-0003 「 日本 2953498 

市川三筋之巻物」の
うち

下31

下33

下34

下36

114-0084~114-0086 Danjuro Vlll5-42 
名古屋市立博物館

114-0126~114-0128 （右端のみ）

014-0228/114-0096/ 
立命館大学

下17 114-0109（建物のシルエット
5721-COSO（建物のシルエッ

Danjuro Vlll5-35 
arcBK06-0003 「 日本

トなし） 市川三筋之巻物」の
なし）

うち

014-0236/114 -0080 
Danjuro VIl!S-36 

114-0081/114-0244 

201-5063 F320-184 Danjuro VIll5-49 

Danjuro \/1Il5-12 

下13 5721-C034 5721-C034 ア Danjuro VIll5-27 

Nll0-004 

Danjuro VIIl5-38 
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No. 作家名 作品名 所蔵先1 所蔵先作品番号 追悼句等箋者 備考

35 図⑲ 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033109 

36 図⑳ 八代目市川団十郎の死絵 横大判錦絵 千葉 2033110 

37 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033111 

38 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033112 四季の屋

39 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033113 梅屋

40 図⑪ 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033114 梅屋

41 図⑫ 曾我五郎（八代目市川団十郎の死絵） 横大判錦絵 千葉 2033115 

42 図⑳ 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033116 

43 図⑳ 八代目市川団十郎の死絵
横大々判錦

千葉 2033117 
絵

44 心のうち（八代目市川団十郎の死絵） 横大判錦絵 千葉 2033118 

45 図⑮ 八代目市川団十郎の死絵 横大判錦絵 千葉 2033119 

46 図⑳ 七不供人（八代目市川団十郎の死絵） 横大判錦絵 千葉 2033120 

47 
むかしはなし さるかにがっせん

横大判錦絵 千葉 2033121 
（八代目市川団十郎の死絵）

48 
高野山麓 鏡石の図（八代目市川団

横大判錦絵 千葉 2033122 
十郎の死絵）

49 図⑰ 八代目市川団十郎の死絵 横大判錦絵 千葉 2033123 香吹山人

50 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 千葉 2033124 

51 図⑳
むかしばなし（八代目市川団十郎の

横大判錦絵 千葉 2033125 
死絵）

52 図⑳ 八代目市川団十郎の死絵
横大々判錦

千葉 2033126 
絵

53 図⑳
夫婦合体 欲の獣 ー名おタメごか 横大々判錦

千葉 2033127 
し（八代目市川団十郎の死絵） 絵

54 図⑳ 歌川国芳 六の玉顔（八代目市川団十郎の死絵）
大判錦絵二

千葉 2033201 
枚続

55 図⑫ 歌川国芳 八代目市川団十郎の死絵
大判錦絵三

千葉 2913239 
枚続

56 図⑬ 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵
千葉

2953485 
（青木）

57 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵
千葉

2953488 
（青木）

58 図⑳
歌川豊国（三 地雷也の変身（八代目市川団十郎の

大判錦絵
千葉

2953489 
代） 死絵） （青木）

59 図⑮ 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵
千葉

2953492 
（青木）

60 図⑮ 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵
千葉

2953494 
（青木）

61 図⑰ 勧進帳（八代目市川団十郎の死絵） 大判錦絵
千葉

2953495 
（青木）

62 図⑱
歌川豊国（三 大星由良之助（八代目市川団十郎の

大判錦絵
千葉

2953496 
代） 死絵） （青木）

63 図⑱
歌川豊国（：：：： 不破伴左衛門（八代目市川団十郎の

大判錦絵
千葉

2953497 
代） 死絵） （青木）

64 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵
千葉

2953500 
（青木）

65 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 演博 201-5059 

66 
歌川豊国（三

清水清玄（八代目市川団十郎の死絵） 大判錦絵 演博 201-5066 
代）

67 
歌川豊国（三

八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 演博 201-4746 
代）
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林図版番号 他所蔵先（演博） 他所蔵先（都中図）
他所蔵先

他所蔵先（歴博） 他所蔵先(Dien) その他の所蔵先
千葉市美術館

（国立劇場） 重複

Danjuro VIll5-22 
5721-C030（背地白） 68 （右のみ 背地

白）

上1 114-0087/114-0088 014— 5721-C031-0l~02/5721— 
0259/014-0221（下のみ） C031-01ア～02ア

5721-C088/M242-004-05 Danjuro VIII5-17 

Danjuro VIII5-52 
D
（背
an
地

j ur三oVIll
升
5-模5様）

114-0132/014-0252 Danjuro \/1Il5-34 

下35 014-0232 F320-371 

Danjuro VIII5-32 
F320-178 Danjuro VIll5-30 

下32

下23
下24 DanjuroVIll5-14 *l 
下18

Danjuro VIII5-46 
Danjuro VIll5-24 
（八代目の印な
し）

*l 部分、裏焼き
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No. 作家名 作品名 所蔵先1 所蔵先作品番号 追悼句等箋者 備考

68 八代目市川団十郎の死絵
大判錦絵二

演博
201-2108~ 

枚続 09 

69 
歌川豊国（三 足利次郎君（八代目市川団十郎の死 大判錦絵 演博 114-0074 
代） 絵）

思ひ当り狂言大江戸の名残 忠臣蔵
大判錦絵二 114--0065~ 

70 文句くち合（上下）（八代目市川団十 演博
郎の死絵）

枚続 66 

71 八代目市川団十郎の死絵 横大判錦絵 演博 114-0095 

72 歌川国芳 早野勘平（八代目市川団十郎の死絵） 大判錦絵 演博 114-0102 

73 
夢空旅寝枕（八代目市川団十郎の死

大判錦絵 演博 114-0101 
絵）

74 
歌川豊国（三 大星由良之助（八代目市川団十郎の

大判錦絵 演博 114-0119 
代） 死絵）

75 
歌川戦国（三

八代目市川団十郎の死絵（口上） 大判錦絵 浪博 114-0120 
代）

76 
歌川豊国（三

八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 演博 114--0122 
代）

77 歌川国芳 八代目市川団十郎の死絵（口上） 大判錦絵 演博 114-0129 

78 歌川国芳 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 演博 114--0131 

79 
歌川豊国（三

八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 演博 114--0070 
代）

80 
歌川豊国（三 伊豆屋与三郎（八代目市川団十郎の

大判錦絵 演博 114-0072 
代） 死絵）

81 歌川国芳 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 演博 014-0216 

82 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 演博 014-0244 

83 
歌川豊国（：：：：

八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 演博 014-0261 
代）

84 
成田三非道女房開帳（八代目市川団

大判錦絵 都中図 5721-C038 
十郎の死絵）

85 
悪源太義平の霊（八代目市川団十郎

大判錦絵 都中図 N019-001 
の死絵）

86 
悉陀太子に別れて車匿力なく立帰る 大判錦絵二

都中図
N085-005· 

図 枚続 N085-007 

87 歌川国芳
見立本朝酔菩提（八代目市川団十郎 大判錦絵：：：：

国立劇場 71 
の死絵） 枚続

88 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 歴博 H22-1-22-40 

89 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 歴博 F320-124 

90 八代目市川団十郎の死絵 小判錦絵 歴博 F320-212 

91 八代目市川団十郎の死絵 小判錦絵 歴博 F320-315 

92 八代目市川団十郎の死絵 小判錦絵 歴博 F320-316 

93 八代目市川団十郎の死絵 一枚摺 歴博 F320-317 

94 八代目市川団十郎の死絵 一枚摺 歴博 F320-375 

95 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 歴博 F320-189 

96 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 歴博 F320-517 

97 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 Dien 
DanjuroVlll 
5-25 

98 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 Dien 
DanjuroV!Il 

5-48 

99 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 Dien 
DanjuroVIIl 
5-51 

100 歌川国麿 八代目市川団十郎の死絵 大判錦絵 林論文 論文下1

101 八代目市川団十郎の死絵 不明 林論文 論文下22
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林図版 他所蔵先（演博）番号

下38

014-0266（右のみ）

114-0092 
/404-0184 

114-0252/014-0300 
/114-0249 

114-0303~0305 

014-0297 

：：版 1 他所蔵先（演博）

下39

他所蔵先（郁中図）

5721-C044 

572-COl 7 /572-COl 7〈ア）

5721-C082 

5721-C037 

5721-C060 

他所蔵先（都中図）

他所蔵先 他所蔵先（歴博） 他所蔵先(Di釦）（国立劇場）

F320-373 
BandoShiuka 
6-25 

78 

F 320-173 

73 F 320-208 

75 

F320-193 

Danjuro Vlll 
5-40 

76 

81 F320-4-30 

72 

80 

F320-127 

□:) 1 他所臓先（歴博） I 他所蔵先(Di..,)

5721 - Cl25（役者名なし） I 85 
F320-376/ 
F320-188 

その他の所蔵先

その他の所蔵先

千葉市美術館
重複

千葉市美術館
重複
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八代目市川団十郎の姿を含む初代坂東しうかの死絵

No. 作家名 作品名

1 図⑩ 初代坂東しうかの死絵

2 図⑪ 初代坂東しうかの死絵

3 図⑫ 浦里と時次郎（初代坂東しうかの死
絵）

4 図⑬ 白井権八と女長兵衛（初代坂東しう
かの死絵）

5 図⑭ 極楽道中図（初代坂東しうかの死絵）

6 図⑮ 初代坂東しうかの死絵

7 初代坂東しうかの死絵

8 初代坂束しうかの死絵

， 初代坂東しうかの死絵

10 お軽と勘平（初代坂東しうかの死絵）

11 御祭佐七芸者小糸（初代坂東しうか
の死絵）

12 初代坂東しうかの死絵

13 初代坂東しうかの死絵

14 初代坂東しうかの死絵

15 春日屋時次郎 山名屋浦里（初代坂
東しうかの死絵）

16 芸者八重吉 わしの長吉（初代坂東
しうかの死絵）

17 初代坂東しうかの死絵

18 初代坂東しうかの死絵

19 向疵ノ与三横ぐしお富（初代坂東
しうかの死絵）

20 明烏夢泡雪（初代坂東しうかの死絵）

21 芸者おしゅん 井筒屋伝兵衛（初代
坂東しうかの死絵）

22 初代坂東しうかの死絵

23 初代坂東しうかの死絵

24 初代坂東しうかの死絵

25 初代坂東しうかの死絵

26 初代坂東しうかの死絵

27 歌川豊国 初代坂東しうかの死絵（三代）

八代目市川団十郎の姿を含む初代市川猿蔵の死絵

No. 作家名 作品名

判型

大判錦絵

大判錦絵

大判錦絵

大判錦絵
二枚続

大判錦絵
二枚続

大判錦絵
二枚続

大判錦絵

大判錦絵

大判錦絵

大判錦絵
二枚続

大判錦絵

大判錦絵

大判錦絵

大判錦絵
三枚続

大判錦絵

大判錦絵
二枚続

大判錦絵

大判錦絵

大判錦絵

大判錦絵

大判錦絵

大判錦絵
三枚続

大判錦絵

大判錦絵

大判錦絵

大判錦絵

大判錦絵

判型

所蔵先l 所蔵先作品番号 追悼句等筆者 備考

千葉 2033128 

千葉 2033140 

千葉 2033141 

千葉 2033142 

千葉 2033143 

千葉
2033132 
（左のみ）

演博 114-0091 

演博 114-0091 

演博 201-5064 

演博
201-5072~ 
5073 

演博 114-0235 

演博 114-0236 

演博 114-0248 

演博
114-0287~ 
0289 

演博 014-0296 

都中図 5721-C017 

都中図 5722-C025 

都中図 5722-C040 

都中図 N255-001 

都中図 N244-005 

都中図 N239-008 

国立嗣場 82 

国立麒J場 77 

国立朋場 79 

歴博 F320-191 

歴博 F320-195 

Dien Bando Shiuka 
6-28 

所蔵先l I所蔵先作品番号 I追悼句等筆者 I備考

1 I 図⑯ 9’悶：国 曾我兄弟（初代市川猿蔵の死絵） 横大判錦絵千葉 I 2033144 
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Shini-e Death Prints as Pictures: Focusing on Death Prints 

in the Style of Nehan Images 

Ito Shiori 

From the late Edo period through the Meiji period, commemorative ukiyo-e print portraits, known 

as shini-e, which can be translated as death pictures, memorial pictures or obituary prints, were ere

ated upon the death of kabuki actors. These death prints included the obituary and an image of the 

deceased, and are thus a special type of actor print. These prints constitute important research material 

both for the study of actor prints and for understanding views of life and death as seen in funerary 

rituals of the period. These prints are also quite fascinating as pictures. This article investigates the 

genre of death prints as pictures. 

This discussion is based on confirmation of the scope of the death print. Kawaraban and surimono 

specialist print formats which are not usually discussed as ukiyo-e prints, are closely related to death 

prints in terms of content. While in format death prints differ from the printed-book format death print 

"Tsuizenkusazoshz"', the two genre share the common function of mourning a deceased person, and 

thus both should be considered in a study of content. 

Given that death prints depict images of the deceased, one way of categorizing them is according 

to their subjects. When several subjects are depicted in one print, often the most recently deceased of 

the several figures is the main subject of the print. However, with death prints which include several 

famous figures, such as the work depicting Ichikawa Danjuro VIII and Bando Shuka I, there are some 

cases in which the death of the second famous figure provided the opportunity for production of the 

death print; therefore, in terms of content, both of the deceased were the subject of the print and its 

texts. When discussing death prints, it is best if the discussant is aware of the handling of the intented 

print subject. 

There are many cases in which death prints were created in the guise of nehanzu, or images of 

Sakyamuni entering nirvana, a typical Buddhist image. Further, the single print format images were 

also often in the guise of nehanzu. Originally the nehanzu was designed to depict Sakyamuni entering 

nirvana, and thus had a memorial function, and these death prints also carry this similar memorial 

function. Further, the standard iconography of nehanzu images, with the deceased depicted in over

sized form and surrounded by large numbers of mourning animals, was talcen as is into the death print 

genre. Both the creators of death prints and their audiences all shared visual knowledge of nehanzu 

imagery, and the partial use of nehanzu imagery and iconography in a death print led to the creation of 

highly complex image compositions that would be fully understood by their audiences. 

Given the speed with which death prints were created immediately after their subject's death as a 

way of quickly disseminating the news of the death, the degree of finish on each image is frequently 

not particularly high. There are many extant works that had special subjects of "showing the dead," 

and there are various different handlings of the subject in these instances. Ukiyo-e actor prints are 

portraits in the sense that they generally depict specific individuals. Amidst the overall genre of actor 

prints in which some works cannot be construed as specific portraits, the death print has a more 

consistent element portraiture about it. The author would like to continue research in this area with an 

investigation of death prints as portraits and consideration of death prints which incorporate a "picture 

within the picture" compositional form. 

Appendix: 

Catalogue of Death Prints for Ichikawa Danjuro YID (working draft) 

(Translated by Martha McClintock) 
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京
都
の
美
人
画
の
名
手・
西
川
祐
信（
一

六
七
一

s
一

七
五

0)
は、

多
く
の
版
本
に
挿
絵
を
描
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る。

本
稿
で
は
そ
の
版
本
制
作
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に、

版
本
の
編
者
・

本
文
執
筆
者
・

書
陣
と
の
関
係
に
若
目

し、

祐
信
が
ど
の
よ
う
な
人
々
と
関
わ
り
な
が
ら、

ど
の
よ

う
な
テ
キ
ス
ト
に
絵
を
寄
せ
て
い
た
の
か、

と
い
う
問
題
を

二
つ
の
観
点
か
ら
解
き
明
か
し
て
ゆ
き
た
い。

第
一

の
観
点
と
し
て、

故
実
家
の
多
田
南
嶺
（
一

六
九

四
ー
九
八
＼
一

七
五
0)
と
絵
本
を
共
同
制
作
し
て
い
た
こ

と
に
焦
点
を
あ
て、

故
実
研
究
が
祐
信
の
画
事
に
関
与
す
る

状
況
を
検
討
す
る。

第
二
の
観
点
と
し
て、

町
学
者
の
中
村
三
近
子
（
一

六
七

一

＼
一

七
四
一
）
と
書
陣
・

内
藤
道
有（
生
歿
年
不
詳）
と
と
も

に
制
作
し
た
往
来
物
を
中
心
に、

祐
信
が
十
八
世
紀
前
半
期

の
道
徳
的
規
範
な
ど
の
〈
教
養〉

と
い
か
に
関
わ
り
な
が
ら

絵
画
制
作
を
行
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る。

祐
信
が
活
躍
し
た
十
八
世
紀
前
半
期
は、

学
問
的
な
成
果

に
支
え
ら
れ
た
教
養
が
上
層
階
級
の
み
な
ら
ず、

市
井
や
農

は
じ
め
に

祐
信
の
絵
本
に
は、

本
文
が
な
く
婦
女
風
俗
の
み
を
描
く

も
の
の
ほ
か
に、

本
文
に
伴
っ
て
絵
が
添
え
ら
れ
た
も
の
が

多
数
存
在
す
る。
『
国
書
総
目
録』

に
収
載
さ
れ
る
祐
信
版

本
の
な
か
に
は、

様
々
な
本
文
執
筆
者
の
名
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
が、

そ
の
う
ち
の
四
種
を
執
筆
し
て
い
る
人
物

に
多
田
南
嶺
が
い
る。

四
種
に
も
わ
た
っ
て
共
同
制
作
し
て

い
る
例
は
珍
し
く、

南
嶺
と
の
共
同
制
作
が
祐
信
の
画
事
に

少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
も
想
定
で
き
よ
う。

第
一

章

西
川
祐
信
と
絵
本
・

往
来
物

l
十
八
世
紀
前
半
期
の
学
問
史
と
の
関
係
か
ら

村
に
生
き
る
人
々
へ
と
出
版
を
通
じ
て
普
及
す
る
時
代
で
あ

っ
た。

そ
の
よ
う
な
時
代
の
申
し
子
と
し
て、

祐
信
は
学
者

や
書
難
と
協
力
し
な
が
ら
挿
絵
の
側
面
か
ら
教
養
の
普
及
に

寄
与
し
た。

本
稿
で
は
上
記
1

―
つ
の
観
点
か
ら、

同
時
代
学
問
史
と
の

関
連
を
視
野
に
置
く
こ
と
で、

祐
信
の
作
画
活
動
の
在
り
方

を
捉
え
直
し
た
い。

ま
た
祐
信
画
の
源
泉
的
諸
要
素
を
探
る

な
か
か
ら、

上
方
を
基
盤
と
す
る
浮
世
絵
の
性
質
を
知
る
手

掛
か
り
を
提
示
し
て
ゆ
き
た
い。

祐
信
と
故
実

第
一

章
で
は
南
嶺
と
の
合
作
を
ひ
と
つ
の
手
掛
か
り
と
し

て、

祐
信
の
絵
本、

延
い
て
は
肉
筆
画
制
作
の
背
景
の
探
求

を
試
み
た
い。

(
-
)

多
田
南
嶺
に
つ
い
て

は
じ
め
に
多
田
南
嶺
に
つ
い
て
紹
介
す
る。

南
嶺
は
大

坂
・

京
都
・

名
古
屋
を
中
心
に
活
躍
し、

有
職
故
実
や
神
道

を
修
め
た
国
学
者
で
あ
る。

享
保
五
・
六
年（
一

七
二
O·
1

)
 

頃
に
大
坂
・

長
堀
に
一

家
を
立
て、

和
泉
岸
和
田
藩
な
ど
で

講
義
を
行
う。

享
保
十
一

年
頃
に
は、

有
職
の
大
家
で
あ
る

壺
井
義
知
（
一

六
五
七
S
一

七
三
五）
へ
入
門
し
た。

堂
上
諸

家
と
親
し
い
関
係
を
結
び、

有
職
故
実
や
和
歌
に
つ
い
て
多

く
を
学
ぶ。

享
保
十――一
年
に
は
京
都
で
議
席
を
張
り、

享
保

十
五
・

六
年
に
は
江
戸
で
も
講
義
を
行
う
が、

帰
京
し
て
か

ら
は
京
都
を
主
な
活
動
拠
点
と
し
た（
註
l
)。

そ
の
学
問
は
有

職
故
実
・

歌
学
・

神
道
な
ど
に
関
す
る
研
究
で、

生
前
に
公

刊
さ
れ
た
著
作
は
少
な
い
が、

膨
大
な
数
の
講
義
筆
録
の
写

本
が
伝
来
し
て
い
る。

例
を
挙
げ
れ
ば、

有
職
故
実
関
係
で

は
『
故
実
類
衆
抄』
『
武
家
故
実
奥
義
伝』

な
ど、

神
道
関
係

で
は
『
日
本
書
紀
神
代
巻
紀
釈』
『
三
種
神
器
伝』

な
ど、

和

山
本
ゆ
か
り
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歌
関
係
で
は
『
和
歌
物
語』
（
堂
上
歌
学
の
秘
伝
・
逸
話）
な
ど

が
あ
り、

書
名
の
み
が
伝
わ
る
も
の
を
含
め
る
と、

百
種
を

超
え
る
業
績
が
残
さ
れ
て
い
る。

殊
に
『
日
本
書
紀』

神
代

巻
に
関
し
て
は、

三
十
歳
前
後
か
ら
最
晩
年
に
至
る
ま
で
の

講
義
筆
録
が
編
纂
さ
れ
続
け、

晩
年
に
は
そ
の
講
義
に
力
を

注
い
だ（
註
2
)。

有
職
故
実
と
は
一

般
に
「
朝
廷
や
武
家
の
礼
式
・

典
故
・

官
職・
法
令
な
ど
に
関
す
る
古
来
の
き
ま
り」
（
『
広
辞
苑』）
と

定
義
さ
れ
る
が、

南
嶺
に
お
け
る
有
職
故
実
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か。

南
嶺
の
講
義
を
門
人
が
筆

記
し、

写
本
で
伝
来
す
る
有
職
故
実
の
筆
録
に
『
故
実
類
緊

抄』

が
あ
る。

項
目
を
立
て
（
例
え
ば
「
誓
紙
之
事」
「
盟
約

之
事」

な
ど）
、

そ
の
意
味
や
内
容、

歴
史
に
つ
い
て
言
及

さ
れ
る
文
献
を
引
用
し
つ
つ
南
嶺
の
説
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る（
註
3
)。

本
書
の
な
か
で
南
嶺
は、

明
確
な
根
拠
の
あ
る

も
の
を
〈
故
実〉

と
い
い
、

堅
い
拠
り
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の

は
〈
故
実〉

と
し
な
い
と
主
張
し
て
い
る（
註
4
)。

典
拠
に
基

づ
く
「
古
の
事
実」

が
南
嶺
に
と
っ
て
の
〈
故
実〉

で
あ
っ

た。

こ
の
典
拠
の
提
示
と
い
う
姿
勢
は、

後
に
言
及
す
る
祐

信
と
合
作
し
た
絵
本
の
本
文
に
も
認
め
ら
れ
る
特
色
と
し
て

留
意
し
て
お
き
た
い。

南
嶺
は
こ
の
よ
う
な
学
問
の
世
界
に
身
を
お
く
一

方
で、

京
都
・

八
文
字
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
る
浮
世
草
子、

い
わ
ゆ
る

八
文
字
屋
本
に
も
筆
を
染
め
て
い
た（
註
5
)。

神
沢
杜
口
（
一

七
一

O
S
九
五）
の
随
筆
『
翁
草』

で
も、

八
文
字
屋
本
の

作
者
・

江
島
其
碩
（
一

六
六
六
S
一

七
三
五）

が
歿
し
て
後、

長
期
に
わ
た
り
八
文
字
屋
本
浮
世
草
子
の
新
版
を
南
嶺
が
手

掛
け
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る（
註
6
)。

学
者
と
し
て
活

躍
し
て
い
た
南
嶺
が
な
ぜ
浮
世
草
子
の
よ
う
な
戯
作
を
手
掛

け
た
の
か、

そ
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が、

元
文
四
年
（
一

七
三
九）
か
ら
南
嶺
歿
年
で
あ
る
寛
延
三
年
（
一

七
五
0)

ま

で
の
間、

八
文
字
屋
本
浮
世
草
子
は
ほ
ぼ
南
嶺
の
筆
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
見
倣
さ
れ
て
い
る（
註
7
)。

南
嶺
は
実
名
で
は

書
か
ず、

八
文
字
屋
自
笑、

其
笑、

瑞
笑
の
作
者
名
を
冠
し

て
刊
行
さ
れ、

い
わ
ば
ゴ
ー
ス
ト
ラ
イ
タ
ー
の
よ
う
な
存
在
で

あ
っ
た（
註
8
)。

八
文
字
屋
は
祐
信
と
の
関
係
も
深
い
。

祐
信
の
挿
絵
初
作

と
さ
れ
る
『
傾
城
色
三
味
線』
（
元
禄
十
四
年
・
一

七
0
I

)
 

は、

江
島
其
碩
の
作
で
八
文
字
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る。

ま
た
祐
信
の
代
表
作
で
あ
る
絵
本
『
百
人
女
郎
品
定』
（
享
保

八
年
・
一

七
ニ――-)
も
八
文
字
屋
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
が
周
知

で
あ
る。

さ
ら
に
次
章
で
み
る
よ
う
に、

祐
信
と
南
嶺
が
共

同
制
作
し
た
絵
本
も、

現
在
確
認
で
き
た
四
種
は
す
べ
て
八

文
字
屋
を
版
元
と
す
る。

八
文
字
屋
で
の
仕
事
を
介
し
て、

祐
信
と
南
嶺
と
が
結
び
つ
く
接
点
が
見
え
て
く
る
の
で
あ

る。
（
二
）

祐
信
が
南
嶺
と
共
同
制
作
し
た
絵
本
に
つ
い
て

祐
信
が
南
嶺
と
共
同
で
制
作
し
た
絵
本
四
種
は、

南
嶺
研

究
の
立
場
か
ら
神
谷
勝
広
氏
が
紹
介
し
て
い
る（
註
9
)。

神
谷

隻、 ジ乏ぐ、（
‘‘ 

図1 多田南嶺•西川祐信『絵本西川東童』

国立国会図書館蔵

氏
は
『
絵
本
西
川
東
童』
『
絵
本
花
の
鏡』
『
絵
本
福
禄
寿』
『
絵

本
雪
月
花』

各
々
の
内
容
に
つ
い
て
本
文
を
中
心
に
検
討

し、

そ
れ
ぞ
れ
の
本
に
あ
ら
わ
れ
る
特
徴
を
抽
出
す
る。

神

谷
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
、

以
下
各
本
の
内
容
を
紹
介
す

る。①
『
絵
本
西
川
東
童』

延
享
三
年
（
一

七
四
六）

正
月
に
刊
行
さ
れ
た（
註
10
)。

子
供

の
遊
び
を
主
題
と
す
る
狂
歌。

狂
句
を
掲
出
し、

そ
の
作
者

の
簡
単
な
解
説
を
添
え
る。

例
え
ば
「
子
供
あ
や
つ
り」

で

は
「
西
に
入
る

月
も
あ
や
つ

り

一

世
界」

の

句
と、

「
天
津
和
尚

黄
漿
宗、

歌
学
に
名
あ
り」

と
作
者
名
が
挙

げ
ら
れ
る。

画
面
に
は
楽
し
そ
う
に
人
形
あ
や
つ
り
に
興
じ

る
子
供
た
ち
が
描
か
れ
る
（
図
1
)
。

あ
る
事
項
に
ま
つ
わ
る

歌
や
句
を
掲
出
す
る
の
は、
『
故
実
類
衆
抄』

の
項
目
記
述

の
な
か
に
も
見
ら
れ、

南
嶺
に
あ
っ
て
参
照
す
べ
き
典
拠
と
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は、

学
問
的
書
物
の
み
な
ら
ず、

歌
や
句
も
そ
の
対
象
に
含

ま
れ
て
い
た。

例
え
ば
『
故
実
類
衆
抄』
「
わ
さ
＞
と
云
事」

で
は
「
古
歌
に
〈
秋
な
す
ひ

わ
さ
A
の
か
す
に
つ
け
ま
せ

て

娠
に
は
く
れ
し
た
な
に
お
く
と
も〉

こ
の
わ
さ
＞
と
云

ふ
は、

わ
か
き
さ
A
に
て
新
酒
と
云
こ
と
に
て、

新
酒
の
糟

漬
に
す
る
と
の
こ
と
也。

酒
を
さ
＞
と
申
す
こ
と
は
唐
土
よ
り

の
こ
と
に
て、

竹
葉
を
や
わ
ら
け
た
る
詞
な
り」

と
あ
り（
註

11
)、

こ
こ
で
は
古
歌
が
参
照
さ
れ
て
い
る。

子
供
の
遊
び
に
ま
つ
わ
る
歌
・

句、

お
よ
び
そ
の
作
者
解

説
の
掲
出
は、

歌
や
句
を
挙
げ
て
子
供
の
遊
び
を
描
き
尽
く

そ
う
と
す
る、

南
嶺
の
〈
典
拠〉

と
〈
網
羅〉

へ
の
関
心
が

反
映
さ
れ
て
い
る。

②
『
絵
本
花
の
鏡』

延
享
五
年
（
一

七
四
八）
に
刊
行
さ
れ
た。

屏
風
や
襖、

衝

立
や
掛
軸
な
ど、

絵
の
形
状
を
比
べ
物
風
に
仕
立
て、

形
状

や
画
題
の
起
源
な
ど
に
つ
い
て
の
評
が
添
え
ら
れ
る（
註
12
)。

例
え
ば
掛
物
を
題
材
と
す
る
場
面
（
図
2
)

で
は
「
漢
土
か
け

物
の
は
じ
ま
り
は
…
…」

と、

中
国
と
日
本
に
お
け
る
起
源

が
『
後
漢
書』
『
国
史』

を
引
い
て
述
べ
ら
れ（
註
13
)、

次
に
座

敷
に
掛
け
ら
れ
た
蓬
莱
山
の
絵
に
つ
い
て
の
知
識
が
披
露
さ

れ
る（
註
14
)。

東
海
道
・

沼
津
に
む
か
し
名
山
が
あ
り、

霊
亀

が
出
た
の
で
こ
の
山
を
絵
に
う
つ
し
て、

そ
れ
を
沼
津
絵
と

い
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う。

沼
津
絵
の
こ
と
は
『
故
実
類

緊
抄』

に
も
「
沼
津
と
云
屏
風
之
事」

の
項
が
あ
り、

沼
津

に
あ
る
蓬
莱
山
の
よ
う
な
小
山
か
ら
大
亀
が
出
て、

そ
の
山

を
屏
風
に
う
つ
し
た
こ
と
等、

さ
ら
に
詳
細
な
沼
津
絵
の
起

源
と
来
歴
が
記
録
さ
れ
て
い
る（
註
15
)。

南
嶺
の
故
実
研
究
と
絵
本
本
文
と
の
連
動
す
る
あ
り
さ
ま

が、

改
め
て
明
ら
か
に
な
る
と
い
え
よ
う。

③
『
絵
本
福
禄
寿』

寛
延一
一
年
（
一

七
四
九）
正
月
に
刊
行
さ
れ
た。

内
容
は
事

I
I

1 、 .
． ．も,.
' ·, 
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図2 多田南嶺・西川祐信『絵本花の鏡』 国立国会図書館蔵
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見
し
て

物
の
起
源
や
故
事
・

来
歴
を
記
す
も
の
で、

狂
歌
・

狂
句
を

添
え
る。

例
え
ば
「
か
も
じ
（
岨
ー
婦
人
の
髪
に
添
え
加
え

る
髪）
」

の
起
源
を
述
べ
る
箇
所
（
図
3
)

で
は、
『
令
義
解』

に
「
義
髯」

と
あ
り、

天
武
天
皇
の
時
代
に
は
じ
ま
る
と

し、

女
の
祐
筆
は
古
来
よ
り
あ
る
が、

近
世
で
は
小
野
の
お

通
と
い
う
者
が
優
れ
て
い
る
こ
と、

物
縫
い
の
女
に
は
十
二

の
作
法
が
あ
る
こ
と、

お
乳
を
や
る
人
の
こ
と
を
国
史
で

乳
母
と
読
ま
せ
て
い
る
と
説
か
れ（
註
16
)、

髪
結
い、

物
縫

い、

祐
筆、

乳
母
が
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
い
る。
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こ
の
画
面
は
『
百
人
女
郎
品
定』

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
が、

そ
の
こ
と
は
後
に
触
れ
る。

④
『
絵
本
雪
月
花』

宝
暦
三
年
（
一

七
五
三）
正
月
の
刊
行。

上
・

中
・

下
各
々

の
巻
に、

花
・

月
・

雪
に
ま
つ
わ
る
故
事
を
載
せ、

歌
や
句

を
作
者
名
と
と
も
に
添
え
る。

祐
信
の
絵
は、

当
世
風
俗
と

古
典
風
俗
双
方
に
よ
っ
て
故
事
の
内
容
や
歌
意
・

句
意
を
描

く。

南
嶺
の
本
文
で
は
故
事
の
典
拠
と
し
て
書
名
が
多
く
挙

げ
ら
れ
て
い
る。

例
え
ば
遊
郭
な
ど
で
客
が
振
舞
う
紙
花

か

み

ば

な

（
紙
纏
頭
—
祝
儀
と
し
て
与
え
た
懐
紙。

後
で
現
金
に
替
え

た）
の
こ
と
を
「
仮
貨
葉」

と
い
う
と
『
俗
語
通
諄』

に
見

え
る
と
指
摘
す
る
（
図
4）（
註
17）。

ほ
か
に
も
伊
賀
国
に
あ
る

名
花
・

花
垣
庄
に
ま
つ
わ
る
故
事
を
『
伊
賀
政
事
録』

を
引

い
て
述
べ
た
り、
「
旧
記
に
見
え
た
り」
「
貞
徳
の
日
記
に
見

え
た
り」
「
神
宮
雑
事
記
と
て
伊
勢
の
記
録
に
見
え
た
り」

な

ど、

枚
挙
に
い
と
ま
の
な
い
ほ
ど
典
拠
と
し
た
書
籍
名
が
表

記
さ
れ
て
い
る。

先
に
典
拠
を
明
確
に
示
す
べ
き
こ
と、

よ

り
確
実
な
資
料
に
依
拠
す
べ
き
と
す
る
学
問
観
が
南
嶺
の
故

実
研
究
の
碁
を
成
す
こ
と
に
触
れ
た
が、

こ
の
よ
う
な
と
こ

ろ
に
南
嶺
の
学
問
に
対
す
る
姿
勢
が
反
映
さ
れ
て
い
る。

神
谷
氏
は
こ
れ
ら
四
種
の
絵
本
に
つ
い
て、

①
狂
歌
・

狂

句
を
添
え
る
作
品
で
は、

南
嶺
の
個
人
的
な
人
脈
に
繋
が
る

作
者
の
狂
句
・

狂
歌
か
ら
多
く
が
採
用
さ
れ
て
い
る。

②
個

人
的
人
脈
を
作
品
に
取
り
込
む
姿
勢
は、

南
嶺
の
浮
世
草
子

や
役
者
評
判
記
の
登
場
人
物
に
認
め
ら
れ
る
特
徴
と
同
傾
向

を
示
す。

③
故
事
へ
の
執
着
が
強
い
。

④
南
嶺
の
他
の
著
述

と
故
事
が
一

致
す
る。

以
上
の
四
点
を、

①
へ
の
考
察
を
中

心
に、

特
徴
と
し
て
指
摘
し
て
い
る（
註
18
)。

南
嶺
が
祐
信
絵
本
に
執
筆
し
た
本
文
を
み
る
と、

故
実
と

の
密
接
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る。

事
物
の
意
味
や
起
源
・

来

歴
を
過
去
の
文
献
等
に
求
め、

典
拠
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
「
古

の
事
実」

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
南
嶺
の
学
問
的
な
関

図4 多田南嶺・西川祐信『絵本雪月花J 国立国会図書館蔵

心
が
根
底
に
あ
り、

祐
信
は
そ
の
南
嶺
の
関
心
に
基
づ
く
本

文
に
絵
と
い
う
か
た
ち
を
与
え
る
役
目
を
担
う。

南
嶺
の
学

問
的
成
果
が、

祐
信
絵
本
の
源
泉
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て、

絵

画
制
作
の
方
向
づ
け
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る。

（
三）

故
実
と
祐
信
の
絵
本
・

絵
画

祐
信
と
南
嶺
と
に
よ
る
絵
本
は
八
文
字
屋
か
ら
刊
行
さ
れ

て
い
た
こ
と、

ま
た
祐
信
・

南
嶺
と
も
に
共
同
制
作
以
外
の

場
で、

八
文
字
屋
を
活
動
の
一

拠
点
と
し
て
い
た
こ
と
に
は

先
に
触
れ
た。

南
嶺
と
の
共
同
制
作
で
は
な
い
が、

祐
信
が

八
文
字
屋
自
笑
の
依
頼
で
制
作
し
た
『
正
徳
雛
形』
（
正
徳
三

年・
一

七
―
――-)
の
な
か
で、

既
に
故
実
と
の
関
連
を
窺
わ
せ

る
記
述
が
あ
る
の
で
紹
介
す
る。

祐
信
は
序
文
で
「
往
古
和

国
は
諸
人
の
衣
装
も
さ
だ
ま
り
な
く、

神
代
の
す
ゑ
を
う
つ

し
け
る
に、

応
神
天
皇
十
四
年
に
衣
服
の
裁
縫
は
じ
ま
り、

推
古
天
皇
十
九
年
に
男
紋
女
の
形
な
ど、

染
色
を
好
ま
せ
ら

れ
し
よ
り
己
来、

今
に
至
る
ま
で
そ
の
時
／
＼
の
は
や
り
模

様、

心
を
つ
く
し
手
を
こ
め
て、

さ
ま
た
＼
の
仕
出
し
染
世

に
ひ
ろ
く
な
り
も
て
ゆ
き
て
…
…」

と、

年
号
を
伴
い
つ
つ

服
飾
の
歴
史
に
言
及
す
る。

こ
れ
は
事
物
の
起
源
・

来
歴
ヘ

と
傾
倒
す
る
故
実
の
探
求
と
同
調
す
る
姿
勢
で
あ
る。

序
文

に
は
八
文
字
屋
自
笑
の
希
望
で
制
作
し
た
と
あ
り、

八
文
字

屋
と
故
実
と
の
接
点
が
窺
え
る。

そ
の
後、

享
保
八
年
（
一

七
ニ――-)
に
八
文
字
屋
か
ら
刊
行
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さ
れ
た
『
百
人
女
郎
品
定』
は、

自
笑
に
よ
る
序
文
が
祐
信

と
連
名
で
掲
出
さ
れ
る。

本
書
は
女
帝
か
ら
惣
嫁
（
最
下
級

の
女
郎）
ま
で、

あ
ら
ゆ
る
階
層
の
女
を
網
羅
し
た
「
古
今

女
中
の
絵
鏡
草」
（
序
文）
で
あ
る。

添
え
ら
れ
た
本
文
の、

例
え
ば
「
女
帝」
の
項
目
で
は
「
人
皇
十
五
代
神
功
皇
后
を

始
め
と
す。

し
か
れ
ど
も
即
位
は
な
ら
ず、

胎
中
の
御
子
応

神
天
皇
の
た
め
に
摂
政
し
給
ふ。
三
十
四
代
推
古
天
皇
を
即

位
の
始
め
と
す
…
…」

な
ど、

女
帝
の
起
源
・
歴
史
・
系
譜

が
述
べ
ら
れ
る。

ま
た
他
の
項
目
で
も
そ
の
身
分
や
職
業
の

起
源
や
来
歴
を、

文
献
を
根
拠
に
記
述
す
る
例
も
あ
り、

故

実
へ
の
関
心
を
想
起
さ
せ
る。
一
例
を
挙
げ
る
と
「
女
嬬」

の
項
目
で
は
「
め
の
わ
ら
は
む
か
し
は
内
侍
の
下
づ
か
ひ
に

百
人
づ
つ
と
也。

続
日
本
紀
に
宝
亀
三
年
正
月
に
信
濃
国
水

内
郡
人
女
嬬
と
な
る
是
は
じ
め
と
か
や」
と
『
続
日
本
紀』

が
引
か
れ
て
起
源
が
述
べ
ら
れ
る。

一
方
『
百
人
女
郎
品
定』
に
み
ら
れ
る
〈
網
羅
主
義〉
と

も
い
え
る
姿
勢
に
つ
い
て、

白
倉
敬
彦
氏
は
八
文
字
屋
刊
行

の
祐
信
艶
本
『
色
ひ
い
な
形』（
宝
永
八
年・
一
七―
-
)
に
も

認
め
ら
れ
る
こ
と、

さ
ら
に
祐
信
の
『
艶
本
玉
簾』（
享
保
四

年・
一
七一
九）
に
「
太
夫」「
天
職」「
端
女
郎」

な
ど
ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
種
類
の
遊
女
を
網
羅
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る（
註
19
)。
〈
網
羅
主
義〉
は
祐
信
の
版
本

に
見
ら
れ
る
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
と
も
に、

そ
の
背
景

に
故
実
の
探
求
と
い
う
学
問
の
投
影
が
見
え
る
こ
と
も
指
摘

し
て
お
き
た
い。

〈
典
拠〉
と
〈
網
羅〉
と
い
う
要
素
に
着
目
す
る
と、

江

戸
時
代
の
類
書
編
纂
の
気
運
と
一
脈
通
じ
る
点
も
興
味
深

い。

例
え
ば
江
戸
中
期
の
儒
者・
伊
藤
東
涯（一
六
七
O
S

七
三
六）
が
編
纂
し
た
類
書
に
『
名
物
六
帖』
が
あ
る（註
20
)。

『
百
人
女
郎
品
定』
刊
行
の
二
年
後
に
あ
た
る、

享
保
十
年

（一
七
二
五）
に
大
坂
で
発
行
さ
れ
た。

本
書
は
事
項
を
天

文、

地
理、

人
品、

器
財、

動
物、

植
物
な
ど
十――一
に
分
類

し、

そ
の
な
か
に
多
数
の
小
項
目
を
立
て、

そ
の
内
容
を
説

明
す
る
一
種
の
百
科
事
典
で
あ
る。
「
人
品
箋」

す
な
わ
ち

人
に
関
す
る
多
様
な
事
柄
を
分
類
し、

項
目
ご
と
に
説
明
を

加
え
た
箇
所
を
み
る
と、

典
拠
と
す
る
書
籍
名
を
明
記
し
た

上
で、

そ
の
言
及
箇
所
が
漢
文
で
載
る。
「
帝
室
戚
里」
（
天

皇
の
親
族）
を
筆
頭
に、

皇
太
后
を
は
じ
め、
『
百
人
女
郎
品

定』
で
冒
頭
を
飾
っ
た
「
女
帝」
「
皇
后」
「
后」「
姫
宮」

な

ど、

女
性
皇
族
だ
け
で
も
三
十
近
い
項
目
が
立
て
ら
れ
る。

ま
た、

医
者
の
分
類
で
は
「
女
医」
の
項
目
が
立
て
ら
れ、

僧
侶、

絵
師
な
ど
の
技
能
者、

薪
売
り
な
ど
の
製
業
従
事

者、

縫
物
師、

綿
匠、

商
人、

乳
母
な
ど、

様
々
な
職
種

が、

身
分
の
高
い
も
の
か
ら
低
い
も
の
へ
と、

順
次
項
目
が

立
て
ら
れ、

最
終
項
目
近
く
に
「
侶
妓
匪
類」
と
し
て
遊
女

の
項
目
が
あ
る（
図
5
)。

『
百
人
女
郎
品
定』
に
み
ら
れ
る、

さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の

女
性
を
身
分
の
高
い
も
の
か
ら
低
い
も
の
へ
と
〈
網
羅〉
し

て
描
く
発
想
の
背
景
に
は、

享
保
期
に
高
ま
る
こ
の
よ
う
な

類
書、
つ
ま
り
内
容
を
事
項
ご
と
に
分
類・
編
集
し
〈
網
羅〉

す
る
百
科
事
典
が
編
纂
・
刊
行
さ
れ
る
気
運
の
盛
り
上
が
り

と、

軌
を
一
に
す
る
思
潮
が
あ
る
の
で
は
な
い
か。

ま
た
先
に
言
及
し
た
が、
『
百
人
女
郎
品
定』
で
「
女
髪

揃」「
女
祐
筆」「
お
物
師」

を
取
り
上
げ
た
画
面（
図
6
)

は、

南
嶺
が
本
文
を
手
掛
け
た
『
絵
本
福
寿
草』
の
な
か
の
画
面

（
図
3
)

と
図
像
的
に
通
じ
合
う。

本
図
は
『
百
人
女
郎
品

定』
と
同
じ
よ
う
に
髪
結
い、

祐
筆、

お
ぬ
い
の
女
を
故
実

的
関
心
に
基
づ
い
て
描
い
た
画
面
で
あ
る。

刊
行
は
『
百
人

女
郎
品
定』
が
『
絵
本
福
寿
草』
よ
り
二
十
六
年
先
行
す
る

も
の
の、
こ
の
共
通
性
は
結
髪
い
や
祐
筆
な
ど
へ
の
故
実
的
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図6-2 同『百人女郎品定』 図6-1 西川祐信r百人女郎品定』 『日本風俗図絵第三集』より

関
心
が、

図
像
と
し
て
も
両
者
を
ひ
と
つ
の
延
長
線
上
に
結

び
つ
け
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
た
め
と
考
え
る。

ま
た
南
嶺

の
『
故
実
類
衆
抄』

に
は
「
女
結
髪
之
事」

の
項
目
も
あ

り、
「
人
皇
四
十
代
天
武
の
十
一

年、

国
中
に
触
て
女
の
髪

を
結
ふ
べ
し
と
仰
せ
付
け
ら
れ
た
り、

其
前
は
皆
下
け
髪
也

…
…」

な
ど、

結
髪
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
て
お
り、

「
髪
を
結
う」

こ
と
へ
の
故
実
的
関
心
の
高
さ
が
知
ら
れ
る。

『
百
人
女
郎
品
定』

は
南
嶺
な
ど
の
故
実
家
が
本
文
を
手
掛

け
た
と
確
認
で
き
な
い
が、

八
文
字
屋
が
故
実
と
絵
本
と
を

結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
っ
て
企
画
し、

祐
信
も
そ

の
よ
う
な
販
売
戦
略
を
担
う
な
か
で
制
作
を
行
っ
て
い
た
節

が
窺
え
る。

絵
本
以
外
の
祐
信
の
肉
筆
画
制
作
に
も、

故
実
研
究、

神

道
研
究
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
作
例
が
あ
る。

男

神
と
女
神
と
を
描
く
図
（
図
7
)

は、

伊
耶
那
岐、

伊
耶
那
美

が
天
地
の
間
に
架
け
ら
れ
た
天
の
浮
橋
に
立
ち、

沼
矛
で
下

お

の

ご

ろ

じ
ま

界
を
か
き
混
ぜ
て
出
現
さ
せ
た
島
・

於
能
碁
呂
島
を
見
る
場

面
で、
『
古
事
記』
『
日
本
書
紀』

に
あ
る
神
話
を
題
材
に
し

た
作
品
で
あ
る。

こ
の
島
は
国
土
創
造
の
営
み
の
拠
点
と
な

る
堅
な
る
島
で
あ
り、

首
尾
を
動
か
す
こ
と
で
二
神
に
聖
婚

の
営
み
を
教
え
た
烏
．

鶉
鍋
が
描
か
れ
る。

白
地
に
金
泥
で

模
様
を
描
く
衣
装
を
ま
と
う
二
神
は、

神
の
擬
人
化
と
い
う

難
題
に
対
し
て、

品
格
と
神
秘
性
と
を
兼
ね
備
え
た
抑
制
的

な
姿
で
表
現
さ
れ
る
が、

二
神
の
視
線
が
鵬
饒
に
向
か
う
こ

と
で、

こ
の
後
に
興
る
国
生
み
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
暗
示
さ

第
二
章

れ
る
の
で
あ
る。

南
嶺
も
殊
に
『
日
本
書
紀』

神
代
巻
に
関

す
る
研
究
に
力
を
注
い
だ。

こ
の
よ
う
な
神
話
を
題
材
と
す

る
作
例
の
背
景
に
は、

祐
信
を
め
ぐ
る
故
実
家
た
ち
の
学
問

的
関
心
と
の
関
連
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う。

往
来
物
の
制
作

前
章
で
は
祐
信
と
故
実
と
の
関
連
を
考
察
し
た
が、

本
章

で
は
第
二
の
観
点
と
し
て
往
来
物
の
制
作
を
通
じ
た
も
う
ひ

と
つ
の
学
問
的
背
景
を
探
っ
て
み
た
い。

往
来
物
と
は、

も
と
も
と
往
返
の
手
紙
一

対
の
模
範
文
を

図7 西川祐信筆「伊耶那岐・ 伊耶那美図」

メアリー・ アンド・ ジャクソン・ バーク財団蔵
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集
め
た
も
の
で、
〈
往
来〉

と
は
消
息
の
「
往
来」

を
意
味

す
る
言
葉
で
あ
っ
た。

始
ま
り
は
十
一

世
紀
の
後
半
に
成
立

め
い
ご
う

し
た
藤
原
明
衡
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
『
明
衡
往
来』

と
い
わ

れ、

多
く
の
写
本
が
残
さ
れ
た。

中
世
以
降
は
手
紙
の
文
例

に
限
ら
ず、

記
事
文
体
で
あ
っ
て
も
手
本
で
あ
れ
ば
往
来
物

と
言
う
よ
う
に
な
る。

近
世
に
な
る
と、

庶
民
の
間
で
文
字

の
読
み
書
き
へ
の
要
望
が
高
ま
り、

家
庭
や
寺
子
屋
で
の
学

習
の
際
に
役
立
つ
さ
ま
ざ
ま
な
初
歩
的
教
材
の
こ
と
を
往
来

物
と
い
い、

呼
称
の
範
囲
が
広
が
っ
た
（

註
21
)。

祐
信
は
往
来
物
の
制
作
に
も
携
わ
り、

現
在
ま
で
の
と
こ

ろ、

そ
れ
は
八
種
を
数
え
る。

そ
の
な
か
か
ら、

特
に
中
村

三
近
子
と
内
藤
道
有
と
の
共
同
制
作
を
ひ
と
つ
の
手
掛
か
り

と
し
て、

祐
信
の
画
事
の
背
景
を
探
っ
て
み
た
い。

近
年
著

し
く
進
展
し
た
往
来
物
研
究
の
成
果
に
負
い
な
が
ら
（

註
22
)、

祐
信
研
究
で
深
く
研
究
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
往
来
物

と
い
う
媒
体
を
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
る。

(
-
)

中
村
三
近
子
と
内
藤
道
有
に
つ
い
て

中
村
三
近
子
に
関
し
て
は、

中
野
三
敏
氏
に
よ
っ
て
生
涯

と
業
績
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（

註
23
)。

三
近
子
は
幼
少
期

に
儒
家
の
山
崎
闇
斎
門
に
学
び、

宝
永
五
年
(
-

七
0
八）
前

後
に
二
年
間
ほ
ど
尾
張
藩
に
仕
え
た
が
す
ぐ
に
致
仕
し、

京

都
の
町
学
者
と
し
て
市
井
に
あ
っ
て
多
数
の
実
用
訓
蒙
書、

教
訓
書
を
著
し
た。
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録」
（
国
文
学
研

究
資
料
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス）
に
は
『
官
職
名
解』

な
ど
三
十

三
近
子
の
思
想
的
特
質
に
つ
い
て、

近
年、

和
田
充
弘
氏

に
よ
っ
て
考
察
が
発
表
さ
れ
た
（

註
24
)。

和
田
氏
は一
二
近
子
が

町
学
者
と
し
て
〈
俗
間〉
（
庶
民
の
生
活
環
境）
に
あ
っ
て、

道
徳
的
観
念
で
あ
る
〈
善
念〉
（
内
面
的
な
誠
実
さ、

潔
白

さ。

機
能
と
し
て
の
相
互
扶
助、

相
互
憐
憫）
の
実
践
と
普

及
を、

い
か
に
手
習
い
や
往
来
物
を
通
じ
て
行
お
う
と
し
た

か
を
分
析
し
た。

そ
し
て
上
か
ら
の
〈
教
化〉

で
も
な
く、

庶
民
の
実
用
的
知
識
の
需
要
に
対
す
る
〈
迎
合〉

で
も
な

い、
〈
俗
間〉

の
心
情
を
尊
重
し
つ
つ
〈
善
念〉

の
実
現
を

目
指
す
ユ
ニ
ー
ク
な
特
質
を
も
つ
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
た。

内
藤
道
有（
生
歿
年
不
詳）
は、

植
村
玉
枝
子（
『
女
中
庸
璃

瑞
箱』）、

晩
香
散
人
玉
枝
（
『
女
朗
詠
教
訓
歌』）、

内
藤
玉
枝

（
『
女
消
息
華
文
庫』）、

晩
香
散
人
内
藤
道
有（
『
扶
桑
画
譜』）

な
ど
様
々
な
呼
称
が
あ
る
が、

植
村
を
名
乗
る
こ
と
か
ら、

往
来
物
を
多
数
版
行
し
た
京
都
の
書
騨
・

植
村
藤
右
衛
門
と

同
一

人
物
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る。
「
日
本
古
典
籍
総

合
目
録」

に
は
『
小
倉
百
人
一

首
鳳
凰
台』
『
女
中
庸
珊
瑶

箱』
『
女
朗
詠
教
訓
歌』
『
扶
桑
画
譜』
『
女
消
息
華
文
庫』

の
五

種
の
著
作
が
挙
げ
ら
れ、

作
家
兼
書
騨
と
し
て
自
ら
本
文
を

手
掛
け
る
と
と
も
に、

往
来
物
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
出

版
物
の
刊
行
に
関
与
し
た。

三
近
子
と
道
有
は
ひ
と
つ
の
往

来
物
を
共
に
制
作
し
た
り、

三
近
子
の
著
作
を
道
有
の
書
陣

か
ら
刊
行
し
た
り、

両
者
は
た
が
い
に
親
密
な
関
係
に
あ
っ

四
種
の
著
作
が
挙
げ
ら
れ
る。

た
と
想
定
さ
れ
る。

祐
信
は
三
近
子
・

道
有
と
い
っ
た
往
来
物
で
名
を
馳
せ
た

学
者
や
害
陣
た
ち
が
形
成
す
る
輪
の
な
か
に、

絵
師
と
し
て

参
加
し
て
い
た。

さ
ら
に
三
近
子
と
道
有
は、

大
坂
の
狩
野

派
系
絵
師
・

橘
守
国
と
組
ん
で
画
譜
の
編
纂
・

刊
行
も
行
っ

て
お
り、

三
近
子、

道
有、

祐
信、

守
国
の
四
者
が
結
ぶ、

往
来
物
や
画
譜
の
制
作
を
め
ぐ
る、

学
者
や
書
騨、

絵
師
に

よ
る
協
力
関
係
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
（

註
25
)。

以
下、

そ

の
関
係
を
中
心
に、

彼
ら
の
残
し
た
諸
本
を
検
討
す
る。

（
二
）

祐
信
の
往
来
物

祐
信
が
絵
を
手
掛
け
た
往
来
物
を
[
資
料]

①
か
ら
③
の

▼
印
に
挙
げ
た
（

註
26
)。

主
に
女
性
向
け
の
往
来
物
に
携
わ
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る。

例
え
ば
『
女
万
葉
稽
古
草
紙』

は、

享
保
十
三
年
(
-

七

ニ
八）
に
刊
行
さ
れ
た
女
性
向
け
の
手
紙
の
模
範
文
例
集
で、

林
蘭
（

註
27
)

と
い
う
女
性
が
文
例
を
担
当
す
る。

女
性
の
祐
筆

が
貴
女
の
傍
ら
で
手
紙
を
書
く
な
ど、

室
内
の
様
子
を
描
く

美
人
画
が、

序
文
の
あ
と
の
口
絵
に
掲
載
さ
れ
る
（
図
8
)。

内
容
は
「
初
春
に
遣
わ
す
文
章」
「
同
じ
く
返
事」、
「
久
し
く

逢
ざ
る
文
章」
「
同
じ
く
返
事」

な
ど、

手
紙
の
文
例
が
各
々

の
返
事
と
一

組
に
な
っ
て、

合
計
五
十
六
通
分
が
収
め
ら
れ

る。

祐
信
は
こ
れ
ら
す
べ
て
に
挿
絵
を
描
く
わ
け
で
は
な
い

が、

手
紙
の
内
容
に
添
っ
た
合
計
八
図
の
挿
絵
に
筆
を
執
っ

て
い
る。
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ま
た
手
紙
の
文
例
を
載
せ
た
往
来
物
に
『
女
文
林
宝
袋』

が
あ
る。

居
初
都
音（
註
28
)

と
い
う
女
性
が
撰
述
し、

元
文
三

年
（
一

七
三
八）
に
刊
行
さ
れ
た（
註
29
)。
一

例
と
し
て
「
歳
暮

祝
儀
遣
文」

に
は
歳
末
に
歳
暮
を
贈
る
際
の
文
例
が
載
る。

「
長
閑
な
る
と
し
の
暮
に
て」

な
ど
文
例
と
書
き
方
が、

頭

書
に
は
文
中
の
注
釈
番
号
に
対
応
し
て、

注
釈
や
言
い
換
え

た
言
葉
が
載
る。

祐
信
は
歳
暮
の
肴
や
樽
酒
を
下
男
に
運
ば

せ、

手
に
手
紙
を
持
っ
て
先
方
へ

向
か
う
女
性
を
描
く
（
図

9

)

。『
女
今
川
姫
鏡』

は
「
女
今
川」
（
今
川
貞
世
の
『
今
川
帖』

に
擬
え
て
貞
享
四
年
〈
一

六
八
七
〉

に
刊
行
さ
れ
た
女
性
向

け
教
訓
書
・

習
字
手
本）
の
本
文
と
と
も
に
注
釈
を
掲
出
す

る。

口
絵
に
は
祝
言
の
豪
華
な
道
具
設
え
の
配
置
が
指
南
さ

れ、

ま
た
烈
女
・

賢
女
の
故
事
な
ど、

本
文
以
外
の
巻
頭
巻

末
の
記
事
も
充
実
す
る
（
図
10

)

。

往
来
物
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り、

以
上
確
認
し
た

だ
け
で
も、

教
訓
や
道
徳、

教
養
を
説
く
も
の、

手
紙
の
書

き
方
を
指
南
す
る
も
の
が
あ
っ
た。

祐
信
は
女
性
の
編
者
が

撰
述
し
た
女
性
を
対
象
と
し
た
往
来
物
に
挿
絵
を
描
く
こ
と

が
多
か
っ
た
が、

同
時
に
三
近
子
・

道
有
と
い
う
男
性
作
者

と
組
ん
だ
往
来
物
に
挿
絵
を
提
供
し
て
い
た。

①
中
村
三
近
子
と
の
共
同
制
作

祐
信
が
中
村
三
近
子
と
組
ん
だ
絵
本、

ま
た
往
来
物
は

[
資
料]

②
に
挙
げ
た。

む
よ
う
な
り

享
保
十
九
年
（
一

七
三
四）
に
刊
行
さ
れ
た
『
絵
本
清
水
の

池』

は、

教
訓
的
な
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
和
歌
百
首
に
祐
信

が
挿
絵
を
描
い
た
も
の
で
あ
る。

そ
の
口
絵
に
は
「
最
明
寺

殿
教
訓
百
首」

と
あ
る
（
図
11

)

。

最
明
寺
殿
と
は
鎌
倉
幕
府

の
執
権
・

北
条
時
頼
の
こ
と
で、
「
最
明
寺
殿
百
首」

と
は、

時
頼
が
息
子
の
教
訓
の
た
め
に
作
っ
た
と
伝
承
さ
れ
る
和
歌

の
こ
と
を
い
う。

中
世
か
ら
近
世
初
期
に
わ
た
っ
て
各
種
の

最
明
寺
殿
和
歌
と
称
す
る
も
の
が
存
在
し、

仮
名
草
紙
類
の

随
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
註
30
)

0

1

1一
近
子
の
序
文
で
は、

最
明
寺
殿
和
歌
に
祐
信
が
当
世
風
の

絵
を
つ
け
た
と
書
か
れ
る。
一

例
を
挙
げ
れ
ば、

右
丁
に

「
着
る
物
も

人
に
か
は
る
は

装
束
を
せ
よ」、

左
丁
に
「
夕
ぐ
れ
に

る
用
も
な
き
に
た
だ

か
ろ
く
あ
り
か
む
こ
と
を
と
ど
め

ょ」

と
い
う、

変
わ
っ
た
服
装
を
し
な
い
こ
と
や、

夜
の
外

出
を
戒
め
る
歌
が
載
る
（
図
12

)

。

左
丁
の
頭
害
に
は
「
夜
陰

を
ま
ぎ
れ
に
盗
賊
悪
党
の
難
や
あ
ら
ん、

ゆ
か
で
か
な
は
ぬ

義
あ
ら
ば、

用
心
け
ん
ご
な
る
べ
し」

と
歌
か
ら
導
か
れ
る

教
訓
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る。

こ
の
趣
向
は
好
評
だ
っ
た

ら
し
く、

同
じ
く
最
明
寺
殿
和
歌
を
も
と
に
し
た
続
編
『
絵

本
池
の
心』

が
五
年
後
の
元
文
四
年
（
一

七
三
九）
に
刊
行
さ

れ
た。

こ
ち
ら
は
三
近
子
に
よ
る
教
訓
は
書
き
込
ま
れ
ず、

歌
と
そ
の
内
容
に
沿
っ
た
絵
の
み
で
構
成
さ
れ
る。
一

例
と

し
て
右
丁
に
「
前
果
に
て
冨
た
っ
と
め
る
中
と
て
も

忘
る

ま
じ
き
は
無
常
成
け
り」、

左
丁
に
「
正
直
の
か
う
べ
な
け

つ
ね
の

さ
し
た

た
だ
よ
の

れ
ば
神
達
の

や
ど
り
所
の
す
く
な
か
る
ら
む」

と
い
う、

各
々
の
歌
に
絵
を
付
し
た
場
面
を
挙
げ
た
（
図
13

)

。

画
面
で

は
無
常
を
思
う
貴
人、

宮
参
り
に
詣
で
る
人
々
を
そ
れ
ぞ
れ

描
く。な

お
教
訓
歌
を
百
首
選
び
心
得
と
す
る
「
教
訓
百
首
型」

と
も
い
う
べ
き
分
野
は、
『
絵
本
池
の
心』
『
絵
本
清
水
の
池』

に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く、

往
来
物
の
ひ
と
つ
の
形
態
で

あ
る（
註
31
)。

こ
の
両
書
は
祐
信
が
挿
絵
を
描
く
絵
本
の
か
た

ち
を
と
る
が、

内
容
に
は
人
々
を
教
え
諭
す
往
来
物
の
意
図

が
反
映
さ
れ
て
い
る。

ま
た
祐
信
と
三
近
子
と
の
往
来
物
に、

寛
保
元
年
(
-

七

四
一
）
の
刊
記
を
も
つ
『
女
世
宝
要
袋』

が
あ
る。

本
書
は

こ
れ
ま
で
『
画
人
百
人
一

首』
（
神
宮
文
庫
本）

と
称
さ
れ
て

『
国
書
総
目
録』

等
に
収
載
さ
れ
て
き
た
が、

原
本
に
は
題

箔
も
な
く、

見
返
し
に
「
女
世
宝
要
袋」

と
書
か
れ
る
こ
と

か
ら、

当
初
の
題
名
が
『
女
世
宝
要
袋』

で
あ
っ
た
と
わ
か

る（
註
32
)。

内
容
は
百
人
一

首
の
歌
仙
絵
を
中
心
と
し
て、

道

徳
規
範、

和
歌
十
体
の
解
説、

賢
女
の
故
事
な
ど、

女
性
が

心
得
る
べ
き
諸
種
の
教
養
が
盛
り
込
ま
れ
る
（
図
14

)

。

②
内
藤
道
有
と
の
共
同
制
作

次
に
祐
信
と
内
藤
道
有
と
の
共
同
制
作
[
資
料]

③
を
み

て
お
き
た
い
。

宝
暦
三
年
（
一

七
五
三）
に
刊
行
さ
れ
た
『
女

朗
詠
教
訓
歌』

は、

序
文
に
晩
香
散
人
至
枝
撰
と
あ
り、

晩

香
散
人
を
号
と
す
る
内
藤
道
有
が
編
纂
に
あ
た
る。

は
じ
め
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に、

仁、

義、

礼、

智、

信
と
い
う
守
る
べ
き
道
徳
規
範
が

絵
入
で
説
か
れ、

そ
の
の
ち
に、

正
月
や
三
月
三
日、

五
月

五
日
な
ど
節
句
の
由
来、

三
十
六
歌
仙
の
歌
人
の
紹
介、

ま

た
手
紙
の
文
例、

教
訓
が
説
か
れ
た
あ
と、

和
歌
と
そ
こ
か

ら
読
み
取
れ
る
教
訓
が
書
か
れ
る。

小
野
小
町
の
和
歌
を
例

に
挙
げ
る
と
（
図
15

)、

古
今
集
に
載
る
「
わ
び
ぬ
れ
ば

身

を
う
き
く
さ
の

根
を
た
え
て

さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば

い
な

ん
と
ぞ
お
も
ふ
」

が
掲
出
さ
れ
る。

こ
の
和
歌
は
文
屋
康
秀

が
赴
任
し
た
土
地
に
小
野
小
町
を
誘
っ
た
際
に、

返
事
と
し

て
小
町
が
詠
ん
だ
歌
で、

こ
ん
な
に
佗
し
い
我
が
身
な
の

で、

誘
う
水
が
あ
る
の
な
ら、

浮
草
の
よ
う
に
ど
こ
へ
で
も

流
れ
て
行
く
と
い
う
意
味
を
も
つ
。

注
釈
で
は
こ
の
和
歌
か

ら
教
訓
を
引
き
出
し、
「
妻
の
な
か
に
は
夫
の
家
が
貧
し
く

な
る
と、

人
を
羨
み、

夫
と
離
別
し
て
自
分
を
幸
せ
に
し
よ

う
と
す
る
者
が
い
る
が、

貧
富
と
い
う
の
は
宿
命
の
よ
う
な

も
の
で、

人
の
力
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
か

ら、

舅、

姑、

夫
に
よ
く
仕
え
て、

女
性
と
し
て
の
徳
を
な

せ
ば、

天
か
ら
の
恵
が
あ
り、

根
の
絶
え
た
う
き
草
も
樹
木

と
な
っ
て
栄
え、

さ
そ
う
水
も
蒼
海
の
宝
を
生
む
よ
う
に、

家
の
な
か
が
栄
え
る」

と
教
訓
を
導
き
出
す。

ま
た
和
歌
・

注
釈
と
平
行
し
て、

頭
書
に
和
漢
の
賢
女
・

貞
女
の
故
事
が

挿
絵
と
と
も
に
害
か
れ
る。

祐
信
が
三
近
子
・

道
有
と
組
ん
で
制
作
し
た、

教
訓
を
内

容
と
す
る
往
来
物
の
例
を
み
て
き
た
が、

三
近
子
と
道
有
と

は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か、

さ
ら
に
別
の
版
本
か

（
三）

中
村
三
近
子
・

内
藤
道
有
と
往
来
物

祐
信
と
の
共
同
制
作
が
確
認
で
き
る
三
近
子
と
道
有
は、

共
に
ひ
と
つ
の
往
来
物
を
制
作
し
た
り、

三
近
子
の
著
作
を

道
有
の
版
元
・

植
村
藤
右
衛
門
が
刊
行
し
た
り、

両
者
は
た

が
い
に
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た。

三
近
子
と
道
有
と
が
共
同

刊
行
し
た
往
来
物
を
[

資
料]

④
に
挙
げ
たo

『
女
中
庸
珊
瑞
箱』

は
初
版
が
享
保
十
五
年
（
一

七
三
0)

に
刊
行
さ
れ、

嫁
・

姑
の
そ
れ
ぞ
れ
の
心
得
を
十
か
条
の
教

訓
に
し
て
記
す。

さ
ら
に
頭
書
に
は
貞
女
の
故
事
な
ど
の
ほ

か、

事
物
の
起
源
の
解
説
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る。

本
書
は

「
植
村
玉
枝
子
編
述」

と
あ
り、

道
有
が
編
述
し
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
が、
「
画
図

漱
石
子、

全
部
書
筆

中
村
三

近
子」

と
あ
り、

三
近
子
が
「
書
筆」

と
し
て
関
与
し
て
い

る。

三
近
子
は
筆
耕
の
境
遇
に
廿
ん
じ
て
い
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
お
り（
註
33
)、

本
書
な
ど
は
共
同
制
作
と
い
っ
て
も、

1

1一
近
子
は
「
書
筆」

と
い
う
裏
方
的
な
役
割
を
負
っ
て
い

る。

道
有
の
跛
文
に
よ
れ
ば、

彼
の
叔
父
が
在
世
中
に
家
の

幼
女
の
教
え
に
な
る
よ
う
に
と、

漢
籍
か
ら
女
子
に
ふ
さ
わ

し
い
教
戒
を
探
し、

書
き
贈
っ
た
内
容
を
も
と
に
し
た
も
の

と
い
う。

絵
は
橘
守
国、

長
谷
川
光
信、

漱
石
子
が
担
当
し

て
い
る。

三
近
子
に
よ
る
『
四
民
往
来』

は
士
農
工
商、

各
々
の
身

分
に
応
じ
た
用
文
の
文
例
や
関
連
す
る
言
葉
な
ど
を
載
せ
た

ら
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

重
厚
な
手
引
き
書
で、

男
性
を
対
象
と
す
る
往
来
物
で
あ

る。

本
書
は
享
保
十
四
年
（
一

七
二
九）
に
編
纂
が
成
り、

は

じ
め
京
都
の
文
台
屋
治
郎
兵
衛
か
ら
刊
行
さ
れ
た。

そ
の

後、

享
保
二
十
年
（
一

七
三
五）
に
植
村
藤
右
衛
門
を
版
元
と

し
て
再
版
本
が
刊
行
さ
れ
た。

例
え
ば
士
の
部
に
挙
げ
ら
れ

る
「
使
者
相
勤
文
章」

で
は、

公
家
方
へ
の
使
者
を
務
め
た

際
の
報
告
の
文
例
が
載
る。

ま
た
「
類
字・
縁
字」

と
し
て、

用
文
で
必
要
と
さ
れ
る
言
葉
が
列
挙
さ
れ
る。

全
体
的
に
情

報
量
が
豊
富
で、

到
底
広
く
深
い
知
識
が
な
い
と
著
作
・

編

纂
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
内
容
を
も
つ
。

士
農
工
商
の
各
部

に、

三
近
子
自
ら
の
筆
に
よ
る
口
絵
が
一

図
ず
つ、

合
計
四

図
載
る
ほ
か
は、

文
字
の
み
で
構
成
さ
れ
る。

ま
た
『
一

代
書
用
筆
林
宝
鑑』

も
三
近
子
の
編
簗
に
よ
る

男
性
に
向
け
た
往
来
物
で、

享
保
十
五
年
（
一

七
三
〇）
に
初

版
本
が
植
村
藤
次
郎
か
ら、

寛
延
三
年
（
一

七
五
0)
に
再
版

本
が
植
村
藤
右
衛
門
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る。

見
返
し
に
は

三
近
子
の
名
と
並
ん
で
享
保
十
五
年
版
に
「
洛
陽
書
林

玉

枝
軒
蔵
版」、

寛
延――一
年
版
に
「
皇
都
書
林

植
村
玉
枝
軒

梓」

と
あ
り、

至
枝
軒、

つ
ま
り
内
藤
道
有
の
蔵
版、

上
梓

が
確
認
で
き
る。

絵
は
初
版
本
が
長
谷
川
光
信、

再
版
本
は

一

部
改
定
箇
所
の
み
を
橘
保
国（
註
包
が
手
掛
け、

佳
節
門、

祝
儀
門、

宮
室
門、

遊
興
門、

寺
社
門、

凶
儀
門
な
ど
十
門

に
分
類
し
て
手
紙
の
文
例
が
挙
げ
ら
れ
る。

例
え
ば
佳
節
門

に
「
年
始
披
露
状」、

遊
興
門
に
「
舟
遊
び
の
文」、

凶
儀
門

に
「
火
事
見
廻
状」

な
ど
が
載
る。

ま
た
頭
書
に
は
和
漢
の
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故
事、

類
語、

用
語
な
ど
が
載
り、

内
容
は
充
実
す
る。

祐
信
と
の
共
作
が
あ
る
三
近
子
と
道
有
は、

と
も
に
組
ん

で
往
来
物
を
出
版
す
る
な
ど、

緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た。

ま

た、

特
に
三
近
子
は
往
来
物
の
作
者
と
し
て
博
識
を
誇
る
実

力
者
で
あ
り、

植
村
藤
右
衛
門
の
も
と
で
の
有
力
な
書
き
手

で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
く
る。

（
四）

中
村
三
近
子
・

内
藤
道
有
と
画
譜

橘
守
国
『
謡
曲
画
誌』
『
扶
桑
画
譜』

こ
の
ふ
た
り
の
往
来
物
作
者
・

版
元
は、

絵
画
と
深
い
つ

な
が
り
が
あ
っ
た。

橘
守
国
が
絵
を
描
い
た
『
謡
曲
画
誌』

の
本
文
を
中
村
三
近
子
が、

ま
た
同
じ
く
守
国
の
『
扶
桑
画

譜』

の
本
文
を
内
藤
道
有
が
手
掛
け
て
い
る
の
で
あ
る
(
[
資

料]

⑤）
。

享
保
十
七
年
（
一

七
三
二
）
刊
行
の
『
謡
曲
画
誌』

は、

謡

の
解
説
と
そ
の
内
容
を
あ
ら
わ
す
絵
か
ら
成
る
全
十
巻
の
大

著
で、

各
巻
に
五
番
ず
つ、

合
計
五
十
番
の
謡
が
収
め
ら
れ

る。
「
高
砂」
「
井
筒」
「
松
風」

な
ど、

謡
ご
と
に
詳
し
い
解

説
が
付
さ
れ、

絵
も
ひ
と
つ
の
謡
に
対
応
し
て
見
開
き
で
二

図
が
掲
載
さ
れ
る
な
ど、

行
き
届
い
た
内
容
を
も
つ。

例
と
し
て
「
源
氏
供
養」

の
絵
と
文
を
挙
げ
る。
「
源
氏

供
養」

は、

紫
式
部
の
霊
が
石
山
寺
へ
詣
で
た
安
居
院
法
印

に、

光
源
氏
の
供
養
を
乞
う
と
い
う
も
の
で、

絵
で
は
紫
式

部
の
霊
が
安
居
院
法
印
に
供
養
を
願
う
場
面
（
図
16

)

と、

「
源
氏
供
養」

の
舞
台
と
な
り、

ま
た
紫
式
部
が
『
源
氏
物

｀］＇；こ一冗

9 • -11 ‘f● _ べヒ竺主こ

図17 同『謡曲画誌』より「源氏供疫 石山寺の景」 図16 中村三近子・橘守国『謡曲画誌』より「源氏供疫」

東北大学付属図書館狩野文庫蔵

語』

を
執
筆
し
た
と
い
う
伝
承
で
著
名
な
石
山
寺
の
景
色
が

描
か
れ
る
（
図
17

)

。

三
近
子
に
よ
る
本
文
で
は、

紫
式
部
の

こ
と、
『
源
氏
物
語』

執
筆
の
経
緯、

ま
た
謡
曲
「
源
氏
供

養」

が、

安
居
院
法
印
の
書
い
た
源
氏
供
養
の
表
白
（
言
葉

や
文
章
で
述
べ
た
も
の）
を
取
り
入
れ
て
作
ら
れ
た
こ
と
な

ど
が
説
明
さ
れ
て
い
る（
註
35
)。

ほ
か
に
四
十
九
の
謡
に
対
し

て、

同
じ
形
式
で
絵
と
文
が
加
え
ら
れ
て
お
り、

三
近
子
の

謡
に
対
す
る
博
識
ぶ
り
が
示
さ
れ
る。

ま
た
橘
守
国
は、

三
近
子
の
み
な
ら
ず、

内
藤
道
有
と
も

『
扶
桑
画
譜』

の
共
同
制
作
を
行
っ
て
い
る。

こ
れ
は
詩
意

絵
・

歌
意
絵
の
画
譜
で
享
保
二
十
年
（
一

七
三
五）
に
刊
行
さ

れ
た。

道
有
に
よ
る
序
文
に
よ
れ
ば、

粉
本
の
乏
し
い
画
家

の
た
め、

ま
た
子
供
の
詩
歌
学
習
用
に、

当
時
す
で
に
有
名

だ
っ
た
橘
守
国
に
特
に
要
請
し
て、

明
の
葵
沖
喪
が
作
成
し

た
画
譜
に
倣
っ
て、

こ
の
画
譜
を
編
纂
し
た
と
あ
る。

一

例
と
し
て、

藤
原
定
家
の
「
鞘
旅」

の
歌
「
旅
人
の
袖

ふ
き
か
へ
す、

秋
か
ぜ
に、

夕
日
さ
び
し
き、

山
の
か
け
は

し」

の
画
面
を
挙
げ
る
（
図
18
右）
。

解
説
に
は
「
歌
の
心、

た
び
人
の
行
く
ら
し、

夕
日
さ
び
し
き
梯
の
ほ
と
り、

物
心

ぼ
そ
き
に、

秋
か
ぜ
の
つ
よ
く
吹
て、

袖
ふ
き
か
へ

す
さ

ま、

物
あ
は
れ
な
る
景
な
る
べ
し」

と
書
き
添
え
ら
れ
て
い

る。
「
行
き
暮
ら
す
と
は」

旅
の
途
中
で
日
が
暮
れ
る
こ
と。

こ
の
歌
が
心
細
く
物
寂
し
い
景
色
を
詠
ん
だ
も
の
と
解
説
さ

れ
る。

夕
日
を
向
こ
う
に
し
て、

橋
を
渡
る
人

、々

そ
れ
を

眺
め
る
貴
人。

山
深
い
渓
谷
の、

お
そ
ら
く
紅
葉
に
お
お
わ
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れ
た
秋
景
の
悲
し
さ
を、

画
譜
の
絵
が
伝
え
て
い
る。

同
じ
く
『
扶
桑
画
譜』

で
は
漢
詩
も
取
り
上
げ
ら
れ、

定

家
の
「
躇
旅」

に
つ
づ
き
「
春
怨
詩
図

朱
氏」

と
題
さ
れ

る
詩
が
載
る。
「
華
影
重
々
と
し
て
綺
窟
に
畳
む

築
姻
飛
上

て
枕
屏
香
ば
し

無
情
の
鶯
舌

春
夢
を
驚
か
す

愁
人
を
喚

び
起
し
て
夕
陽
に
対
す」

の
詩
と
そ
の
解
説
（
図
18
左）
、

詩

の
内
容
を
写
し
た
絵
が
付
さ
れ
る
（
図
19

)

。

美
し
い
女
性
が

香
を
焚
き
寝
台
に
横
に
な
る
が、

枕
元
の
窓
の
外
に
咲
く
梅

に
鶯
が
止
ま
り、

そ
の
囀
り
に
よ
っ
て
夢
か
ら
醒
め
る
と
い

う
場
面
で
あ
る。

全
体
に
漂
う
気
分
は
「
春
怨」

つ
ま
り
感

慨
に
耽
る
物
憂
い
気
持
ち
で、

守
国
は
こ
の
漢
詩
が
促
す
気

分
を
仕
女
図
の
伝
統
を
踏
ま
え
中
国
風
俗
で
描
く。

道
有
に

よ
る
本
文
は
漢
詩
を
補
っ
て、

詩
の
意
味
を
わ
か
り
や
す
く

解
く
も
の
で
あ
る（
註
36
)

0

『
扶
桑
画
譜』

に
は
こ
の
よ
う
に、

和
歌
と
漢
詩
を
載
せ、

各
々
歌
意
と
詩
意
と
に
解
説
を
加
え、

絵
を
付
し
た
も
の

が、

五
巻
合
計
で
八
十
六
種
載
る。

こ
の
画
譜
を
編
簗
し
た

道
有
も、

三
近
子
と
並
ぶ
教
養
人
で
あ
っ
た。

さ
ら
に
奥
付
部
分
に
は、

今
後
刊
行
さ
れ
る
予
定
の
画
譜

類
の
目
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る（
註
37
)。

橘
守
国
の
筆
に
な
る

『
本
朝
画
苑』
『
和
漢
画
本
武
者
袋』

と
並
ん
で、
『
画
本
鶯
宿

梅』

が
守
国
と
祐
信
と
の
合
作
で、

全
十
冊
と
い
う
大
著
で

の
公
刊
が
予
定
さ
れ
て
い
た。

し
か
し
計
画
通
り
に
は
実
現

せ
ず、
『
扶
桑
画
譜』

の
刊
行
か
ら
五
年
後
の
元
文
五
年
（
一

七
四
0)
に、
『
画
本
鶯
宿
梅』

は
守
国
ひ
と
り
の
手
に
よ
っ

図19 同『扶桑画譜」より「春怨詩図」 図18 内藤道有・橘守国『扶桑画譜』より「羅旅」、「春怨詩図」

大阪府立中之島図書館蔵

て
植
村
藤
右
衛
門
か
ら
刊
行
さ
れ
た（
註
38
)

0

道
有
は
往
来
物
の
刊
行
と
と
も
に、

守
国
や
祐
信
を
登
用

し
た
画
譜
編
纂
・

刊
行
に
も
版
元
と
し
て
意
欲
を
も
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る。

そ
し
て
祐
信
が、

往
来
物
刊
行
を
め
ぐ

る
輪
の
な
か
に
存
在
し
て
い
た
こ
と、

三
近
子
・

道
有
と
い

っ
た
作
者、

ま
た
作
者
兼
版
元
と、

守
国
な
ど
絵
師
た
ち
が

形
成
し
て
い
た
関
係
の
輪
の
な
か
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る。

享
保
期
（
一

七
一

六
S
三
六）

は
近
世
往
来
物
史
の
な
か

で、

前
時
代
と
は
一

線
を
画
す
新
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
た
時
期

で
あ
る
と
考
察
さ
れ
て
い
る（
註
39
)。

そ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と

し
て、

作
者
の
在
り
方
の
変
化
が
挙
げ
ら
れ
る。

そ
れ
ま
で

の
往
来
物
は、

原
作
者
と
見
倣
さ
れ
る
歴
史
上
の
著
名
な
人

物
（
例
え
ば
弘
法
大
師、

小
野
第
な
ど）

に
作
者
を
仮
託
す

る
場
合
が
大
方
で
あ
っ
た。

し
か
し
享
保
期
頃
か
ら、

生
活

に
即
し
た
消
息
や
語
彙、

教
訓
を
編
纂
し
た、

よ
り
実
用
的

な
内
容
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
り、

新
興
の
作
者
と
し
て

同
時
代
に
生
き
る
学
者
・

害
家
が
往
来
物
の
制
作
に
参
入
す

る
よ
う
に
な
っ
た。

三
近
子
や
道
有
は、

そ
の
よ
う
な
新
時

代
を
告
げ
る
往
来
物
の
担
い
手
た
ち
で
あ
っ
た。

往
来
物
の
制
作
者
と
絵
師
と
が
深
く
関
わ
り、

当
時
の

人
々
が
共
有
し
て
い
た
教
養、

理
想
的
な
暮
ら
し、

理
想
的

な
人
間
の
在
り
方
の
イ
メ
ー
ジ
を
絵
に
す
る。

あ
る
い
は
作

者
が
そ
の
詩
歌
や
謡
な
ど
に
対
す
る
博
識
ぶ
り
を
発
揮
し

て、

画
譜
の
編
纂
に
テ
キ
ス
ト
の
面
か
ら
関
与
す
る
と
い
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う、

思
想
や
教
養
と、

絵
画
と
の
間
に
生
じ
る
相
関
関
係

が、
一

連
の
検
討
の
な
か
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る。

（
五）

祐
信
絵
画
の
源
泉
と
し
て
の
往
来
物

「
宮
詣
図」
「
墨
磨
り
美
人
図」

つ
づ
い
て
祐
信
に
お
け
る
往
来
物
と
絵
画
と
の
関
連
を
み

て
ゆ
き
た
い
。

祐
信
の
肉
筆
画
「
墨
磨
り
美
人
図」
（
図
20

)

は
女
性
が
手
紙
を
書
こ
う
と
墨
を
磨
る
と
こ
ろ
を
描
く。

こ

の
図
様
は、

往
来
物
の
な
か
で
培
わ
れ
た
女
性
イ
メ
ー
ジ
と

無
縁
で
は
な
い
。

往
来
物
で
は、

手
紙
が
人
間
関
係
を
築
く

う
え
で
の
大
切
な
嗜
み
と
見
倣
さ
れ、

文
例
を
挙
げ
て
書
き

方
の
手
本
を
示
し、

口
絵
な
ど
で
優
雅
に
手
紙
を
書
く
女
性

の
姿
が
描
か
れ
て
き
た。
〈
往
来〉

が、

も
と
も
と
手
紙
の

往
復
書
簡
の
意
味
で
あ
っ
た
こ
と
や、

往
来
物
が
手
紙
の
文

例
集
で
あ
る
こ
と
を
起
源
と
す
る
の
を
考
慮
す
れ
ば、
「
墨

磨
り
美
人
図」

に
は、

往
来
物
を
介
し
て
形
成
さ
れ
た、

手

紙
を
し
た
た
め
る
理
想
的
な
教
養
あ
る
女
性
像
が
投
影
さ
れ

て
い
る
と
見
倣
せ
よ
う。

な
お、

こ
の
図
と
類
似
す
る
図
様
が、

植
村
藤
右
衛
門
か

ら
元
文
五
年
（
一

七
四
0
)

に
刊
行
さ
れ
た
祐
信
絵
本
『
絵

本
千
年
山』

に
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
興
味
深
い
符
合
で
あ
る

（
図
21

)

。

こ
の
絵
本
は
和
歌
を
使
っ
て
教
訓
を
説
く
も
の

で、

作
者
は
「
広
莫
の
野
人

玄
同
撰」

と
序
文
に
あ
る。

閏
で
こ
っ

そ
り
と
墨
を
磨
り
手
紙
を
書
こ
う
と
す
る
女
性

に、

夫
の
留
守
に
か
く
し
喰
い
（
浮
気）

を
し
て
は
い
け
な

？}ーi1,.
1‘、．ノ
3
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人
,
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図21 西川祐信『絵本千年山』 国立国会図書館蔵
図20 西川祐信筆「墨磨り美人図」 フリーア美術館蔵

` • - - - —• 

図23 林蘭•西川祐信『女教文章鑑．l
『江戸時代女性文庫・補追4』より

図22 西川祐信筆「宮詣図」 フリーア美術館蔵

49 



い
と
諭
す。

ま
た、

お
宮
参
り
を
描
く
「
宮
詣
図」
（
図
22

)

も、

お
そ

ら
く
往
来
物
を
介
し
て
醸
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う、

女
性
の
理

想
的
な
暮
ら
し
の
ひ
と
こ
ま
を
切
り
取
っ
た
図
様
で
あ
る。

祐
信
が
手
掛
け
た
往
来
物
の
挿
絵
に
は、

参
詣
す
る
家
族
の

図
様
が
描
か
れ
（
『
女
教
文
章
鑑』

図
23

)

、

ま
た
教
訓
を
語

る
な
か
で
参
詣
す
る
親
子
が
描
か
れ
る
（
『
絵
本
池
の
心
』

図
13
左）
。

往
来
物
で
共
有
さ
れ
た
生
活
感
党
が、

肉
筆
画

と
い
う
版
本
と
は
異
な
る
媒
体
の
な
か
に
も
理
想
化
さ
れ
て

投
影
さ
れ、

祐
信
の
美
人
画
を
生
み
出
す
ひ
と
つ
の
源
泉
と

な
っ
て
い
る。

本
稿
で
は
西
川
祐
信
の
絵
本
・

往
来
物
が
制
作
さ
れ
る
背

景
を
探
り、

祐
信
が
同
時
代
に
活
躍
し
た
学
者
た
ち
と
共

に、

当
時
の
学
問
動
向
と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
版
本
の
制
作

を
行
っ
て
い
た
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
き
た。

祐
信
の
描
く

美
人
像
の
源
泉
の
ひ
と
つ
に
は
故
実
的
な
関
心
に
基
づ
く
テ

キ
ス
ト
が
介
在
し、

ま
た
往
来
物
を
通
じ
て
培
わ
れ
た
理
想

的
な
女
性
の
在
り
方
が
投
影
さ
れ
て
い
た。

そ
れ
は
肉
筆
画

の
図
様
を
生
み
出
す
源
泉
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
て
い
た。

祐
信
が
活
躍
し
た
十
八
世
紀
前
半
期
は、

学
問
的
な
成
果

に
支
え
ら
れ
た
教
養
が
上
層
階
級
の
み
な
ら
ず、

市
井
や
農

村
に
生
き
る
人
々
へ

出
版
を
通
じ
て
普
及
す
る
時
代
で
あ
っ

お
わ
り
に

た。

徳
川
吉
宗
の
治
世
下、

享
保
期
の
村
落
社
会
に
お
け
る

〈
知〉

の
享
受
に
つ
い
て、

横
田
冬
彦
氏
が
興
味
深
い
当
時

の
状
況
を
指
摘
す
る（
註
40
)。

村
の
〈
知
識
人〉

と
し
て
名
主

や
庄
屋
な
ど
の
上
層
農
民、

医
師、

寺
子
屋
師
匠、

僧、

神

主
等
が
存
在
し、

彼
ら
の
ま
わ
り
に
は、

そ
の
教
授
を
受
け

る
子
供
や
農
民
が
広
汎
な
裾
野
を
作
っ
て
い
た
こ
と、
〈
知

識
人〉

の
蔵
書
目
録
が
い
っ
せ
い
に
出
て
く
る
の
が
享
保
期

で
あ
る
こ
と、

俳
諧
や
謡
が
下
層
農
民
に
ま
で
急
速
に
浸
透

し
た
こ
と、

な
ど
で
あ
る。

享
保
七
年
（
一

七
二
二
）
、

吉
宗

り
＜

ゆ

え
ん

ぎ

た
い

い

の
命
で
『
六
諭
術
義
大
意』
（
明
の
太
祖
が
発
布
し
た
教
訓

「
六
諭」

を
清
のサ
氾
銃
が
解
説
し
た
『
六
諭
術
義』

を
も
と

に、

室
鳩
巣
が
仮
名
交
じ
り
の
平
易
な
文
に
改
め
た
も
の。

「
孝
順
父
母」
「
尊
敬
長
上」

な
ど
六
つ
の
徳
目
が
説
か
れ
る）

が
編
纂
・

刊
行
さ
れ
た
の
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に、

将
軍
権

カ
の
側
か
ら
も
儒
教
の
徳
目
や
教
養
理
解
の
た
め
の
手
習
い

が
奨
励
さ
れ
た。

こ
の
『
六
諭
術
義
大
意』

の
注
釈
『
六
諭
術
義
小
意』

を

享
保
十
六
年
（
一

七
三
一
）
に
刊
行
し
た
の
が
中
村
三
近
子
で

あ
る。

祐
信
は
ま
さ
に
時
代
の
〈
知〉

と
連
関
し
な
が
ら、

書
籍
の
需
要
が
高
ま
る
社
会
の
要
請
に
応
え
て、

絵
を
描
く

こ
と
で
教
養
の
普
及
を
担
っ
た
十
八
世
紀
前
半
期
の
申
し
子

の
よ
う
な
絵
師
で
あ
っ
た。

本
稿
で
は
そ
の
輪
郭
を
辿
る
だ
け
に
留
ま
り、

各
々
の
事

例
を
深
く
掘
り
下
げ
る
ま
で
に
到
ら
な
か
っ
た
が、

上
方
で

描
か
れ
た
浮
世
絵
と
は
何
を
要
因
に
生
み
出
さ
れ
た
の
か、

6
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註 と
い
う
問
い
に
対
す
る
僅
か
な
手
掛
か
り
と
な
れ
ば
幸
い
で

あ
る。多

田
南
嶺
の
伝
記
・

学
問
に
つ
い
て
は 、

古
相
正
美
氏
に
よ
る
詳
細

な
研
究
『

国
学
者
多
田
義
俊
南
嶺
の
研
究』
（
勉
誠
出
版 、

平
成
十

二
年）

を
参
照
し
た 。

風
間
誠
史
『

叢
書
江
戸
文
庫
四
十
二

多
田
南
嶺
集』
（
国
書
刊
行

会 、

平
成
九
年）

解
題
を
参
照 。

『
故
実
類
緊
抄』

の
翻
刻
は 、

古
相
氏
論
考
（
前
掲
註
l
)

に
収
載
さ

れ
る 。

本
稿
で
は
そ
の
翻
刻
を
参
照
し
た 。

『
故
実
類
栗
抄』

の
該
当
箇
所
は
以
下
の
通
り

〈
故
実
の
事〉
「
…
…

総
て
故
実
と
云
は 、

何
れ
の
書
に
依
て
是
を
本
意
と
す
る
ゆ
へ

、

我
家
の
故
実
し
や
と
云
こ
と
可
也 。

か
た
き
よ
り
と
こ
ろ
も
な
き

に
故
実
と
は
云
へ
か
ら
す
…
…」

[
古
相
氏
論
考
（
前
掲
註
ー 、

二
五

九
頁)
] 。
一

般
的
に
有
識
故
実
と
は
公
家
有
職 、

武
家
故
実
の
総

称
と
さ
れ
る
が 、

古
相
氏
は
こ
の
項
に
言
及
し
た
う
え 、

南
嶺
自

身
は
自
ら
の
著
作
に
対
し
て
「

有
職」

の
語
は
用
い
ず
「

故
実」

の
語
を
用
い 、

そ
の
内
容
は
武
家
故
実
に
限
る
も
の
で
は
な
く 、

典
拠
を
引
く
べ
き
も
の
は
全
て
「

故
実」

と
考
え
て
い
た
と
指
摘

す
る
[
古
相
氏
論
考
（
前
掲
註
ー 、

二
立
五
＼

六
頁)
r

本
稿
で
も

南
嶺
の
概
念
に
従
い
「

典
拠
に
基
づ
く
古
の
事
実」

と
し
て
「

故

実」

の
語
を
用
い
る 。

①
中
村
幸
彦
「

多
田
南
嶺
の
小
説」
（
初
出
・

昭
和
十
五
年
／
『

中
村

幸
彦
著
述
集

第
六
巻』
[
中
央
公
論
社 ヽ

昭
和
五
十
七
年]

に
再

録）
‘

②
長
谷
川
強
『

浮
世
草
子
の
研
究』

第
四
章

第
一

節
（
桜

楓
社 、

昭
和
四
十
四
年）
に
お
い
て
指
摘 、

考
察
さ
れ
る 。

『
翁
草』

の
該
当
箇
所
は
以
下
の
通
り 。
「

拶
八
文
字
屋
自
笑
が

年
々
の
新
板
も
の 、

作
者
其
碩
死
し
て
後
は 、

墓
々
敷
作
者
も
無

り
し
を 、

南
嶺
之
を
書
き
初
め
て
よ
り 、

を
さ
／
＼
其
碩
が
筆
法

に
不
劣 、

而
も
当
世
の
気
を
呑
み
込
て
書
く

故
に 、

物
に
よ
り
て

は
其
碩
を
も
圧
り 、

中
に
も
鎌
倉
袖
日
記
な
ど
は 、

幾
度
見
て
も

50 
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独
笑
す
る
佳
作
な
り
…
…」（『
翁
草』
巻
百
六
「
享
保
年
間
洛
俳
諧

の
噂
続」
歴
史
図
書
社、
昭
和
四
十
五
年）。

中
村
幸
彦
氏
は
関
根

正
直
氏
が
初
め
に
こ
の
記
事
に
言
及
し
た
と
指
摘
す
る
（
中
村
氏

論
文、
前
掲
註
5
①‘
―
―一
六
頁）。

中
村
氏
論
文
（
前
掲
註
5
①)

南
嶺
の
戯
作
に
つ
い
て
は
研
究
史
を
含
め、

風
間
氏
に
よ
る
『
多

田
南
嶺
集』
解
題（
前
掲
註
2
)

を
参
照。
ま
た
南
嶺
と
八
文
字
屋

本
浮
世
草
子・
役
者
評
判
記
と
の
関
わ
り
は、

神
谷
勝
広
氏
に
よ
っ

て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る。

①
「
多
田
南
嶺
の
浮
世
草
子

I

当
代
俳
壇
と
の
関
係
を
軸
に

ー」（『
近
世
文
芸』
第
七
十一
号、

日
本
近
世
文
学
会、

平
成
十一一
年一
月）‘

②
「
多
田
南
嶺
と
役
者

評
判
記」（『
国
語
と
国
文
学』
第
八
十
巻
第
五
号
〈
九
五
四
号〉、

東
京
大
学
国
語
国
文
学
会、
至
文
堂、

平
成
十
五
年
五
月
号）、

③

「
多
田
南
嶺
と
八
文
字
屋」
（『
国
文
学

1

解
釈
と
教
材
の
研

究

ー』
第
五
十
巻
第
六
号
〈
七
二
四
号〉、

学
燈
社、

平
成
十
七

年
六
月
号）

神
谷
勝
広
「
多
田
南
嶺
と
絵
本」（『
同
志
社
国
文
学』
第
六
十一

号、
同
志
社
大
学
国
文
学
会、

平
成
十
六
年
十一
月）

祐
信
絵
本
の
書
誌
は、

松
平
進
『
日
本
書
誌
学
大
系
五
十
七

師

宣
祐
伯
絵
本
書
誌』（
青
裳
堂
書
店、

昭
和
六
十――一
年）
を
参
照。

『
故
実
類
衆
抄』
古
相
氏
論
考
（
前
掲
註
1‘
―1
0
三
頁）

『
絵
本
花
の
鏡』
は
『
叢
習
江
戸
文
庫
四
十
二

多
田
南
嶺
集』（
前

掲
註
2
)

に
収
載
さ
れ
る。

該
当
箇
所
は
以
下
の
と
お
り。
「
漢
土
か
け
物
の
は
じ
ま
り
は
漢
の

高
祖
営
陽
に
か
こ
ま
れ
給
ふ
時、

張
良
林
に
絵
を
か
き
た
る
事
あ

り。
今
の
様
に
壁
上
に
掛
る
事
は、

武
帝
五
詐
宮
に
お
ゐ
て
周
公

旦
の
図
を
か
け
て
雷
光
と
い
ふ
大
臣
に
見
せ
給
ふ
事、
後
漢
書
に

見
え
た
り。
日
本
に
て
は
天
平
宝
字
の
比
に
は
じ
ま
る。

国
史
に

載
て
明
な
り」

該
当
箇
所
は
以
下
の
と
お
り。
「
日
本
に
て
蓬
莱
山
と
い
ふ
は
富

士、

熱
田、
い
つ
く
嶋
な
ど
を
い
へ
ど
も、

絵
に
う
つ
す
は
東
海

道
沼
津
に
む
か
し
名
山
有
て
霊
亀
出
た
り。
此
山
を
う
つ
し
て
世

に
是
を
沼
津
絵
の
は
じ
め
と
す」

該
当
箇
所
は
以
下
の
と
お
り。
〈
沼
浬
と
云
屏
風
之
事〉「
中
古
の
町

絵
の
屏
風
師
な
れ
と
も、
あ
れ
か
本
姓
は、

其
身
は
知
る
ま
し
け

れ
と
も
瀧
野
と
云
氏
に
て、

東
海
道
沼
津
の
者
に
て、

沼
津
の
脇
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に
小
山
あ
り。
松
竹
生
茂
り
て
絵
に
書
る
宝
来
山
の
如
し。

其
小

山
の
下
よ
り
大
の
亀
出
て
海
に
入
る。

是
を
瀧
野
氏
見
止
て、

其

山
の
図
を
写
て
屏
風
に
書
あ
は
し
て、

鎌
倉
の
宗
尊
王
親
王
へ
奉

る。
こ
の
親
王
は
御
嵯
峨
院
の
皇
子
に
て、

征
夷
大
将
軍
に
な
っ

て
鎌
倉
に
在
す
時
也。
去
る
に
依
て、
是
よ
り
彼
の
屏
風
の
絵
日

本
国
の
諸
大
名
婚
礼
の
時、
必
沼
津
か
宝
来
の
屏
風
と
て
被
用
な

り。
瀧
野
何
某
は
都
に
登
て、

終
に
屏
風
之
司
と
な
る。

今
の
沼

津
屏
風
の
家
な
れ
と
も、

両
家
に
別
れ
て、
一
流
は
先
祖
の
通
り

武
士
を
立
て、

禁
中
の
御
使
番
の
内
に
瀧
野
何
某
と
て
あ
り。

屏

風
屋
の
方
に
は
沼
津
と
は
か
り
覚
て
居
る
体
に
見
た
り」
古
相
氏

論
考
（
前
掲
註
1、
二
六
二
頁）

該
当
箇
所
は
以
下
の
と
お
り。
「
今
俗
に
い
ふ
か
も
じ
と
い
ふ
物

は、

令
義
解
に
義
響
と
あ
り
て、
天
武
天
皇
の
御
時
よ
り
は
じ
ま

る。
女
の
祐
筆
は
古
来
よ
り
あ
れ
共、
近
世
小
野
の
お
通
な
ど
を

す
ぐ
れ
た
り
と
す。
お
ぬ
ひ
の
女
に
は、

十
二
の
作
法
あ
り。
お

乳
の
人
は
国
史
に
乳
母
と
よ
ま
せ
た
り」。
狂
句
は
「
椎
本
オ
麿

行
や
ら
で

花
に
か
け
た
る

ぬ
れ
む
つ
き」

該
当
箇
所
は
以
下
の
と
お
り。
「
遊
諸
な
ど
に
て、
花
を
う
つ
と
て

紙
を
出
す。
こ
れ
を
俗
に
昏
花
と
い
ふ。
昔
よ
り
あ
る
事
に
て、

唐
土
に
て
は
個
貨
葉
と
い
ふ
よ
し、

俗
語
通
繹
に
見
え
た
り」。
狂

歌
は
「
卜
陽

下
さ
る
A

昏
も
元
よ
り
よ
し
野
紙

は
る
に
え

に
し
の

あ
り
と
お
も
へ
ば」

神
谷
氏
論
文
（
前
掲
註
9
)

白
倉
敬
彦
「
西
川
祐
信
の
描
い
た
春
画
の
女」（『
国
文
学

1

解
釈

と
鑑
買』
第
七
十一
巻
十
二
号、
至
文
堂、

平
成
十
八
年
十
二
月

号）伊
藤
東
涯
『
名
物
六
帖』
天
理
図
書
館
複
製
第
五
十
八
号
（
朋
友

書
店、
昭
和
五
十
四
年）

往
来
物
の
概
要
は、

①
石
川
松
太
郎
監
修
『
往
来
物
大
系』（
大
空

社、

平
成
四
年
＼
六
年）
各
期
の
序
文
を
参
照。
ま
た
②
石
川
松
太

郎
『
往
来
物
の
成
立
と
展
開』（
雄
松
堂
フ
ィ
ル
ム
出
版、
昭
和
六

士
二
年）
に
詳
し
い。

影
印
本
を
集
大
成
し
た
全
集
『
往
来
物
大
系』（
全
百
巻、
大
空
社、

平
成
四
年
＼
六
年）、
『
江
戸
時
代
女
性
文
庫』（
全
百
巻、

大
空
社、

平
成
六
年
＼
十
年）、
『
稀
限
往
来
物
集
成』（
全――-
+――
巻、

大
空

社、

平
成
八
年
＼
十
年）
の
刊
行
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に、

往
来
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物
を
め
ぐ
る
研
究
は
近
年
著
し
く
進
展
し
て
い
る。

中
野
三
敏
「
静
観
坊
ま
で

1

談
義
本
研
究（
五）、
十
五、

児
戯

笑
談」（『
戯
作
研
究』
中
央
公
論
社、
昭
和
五
十
六
年
／
初
出
『
近

世
文
芸

研
究
と
評
論

第
五
集』
早
稲
田
大
学
暉
峻
康
隆
研
究

室、
昭
和
四
十
八
年）

和
田
充
弘
「
近
世
往
来
物
作
者
に
お
け
る
庶
民
教
育
論

1

中
村

＿―-
近
子
を
事
例
と
し
て

ー」（『
日
本
教
育
史
研
究』
第
二
十
五

号、
日
本
教
育
史
研
究
会、

平
成
十
八
年
八
月）

本
稿
は
版
画
研
究
会（
平
成
十
七
年
七
月一一
十
九
日）
に
お
い
て
発

表
し
た
「
西
川
祐
信
と
版
本

ー
＋
八
世
紀
前
半
の
学
問
史
と
の

関
係
か
ら」
の
内
容
に
基
づ
く
が、
一
二
近
子
が
道
有、

祐
信、

守

国
ら
と
共
同
で
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は、

和
田
充
弘
氏
も
三

近
子
研
究
の
立
場
か
ら、
近
世
学
問
都
市
京
都
研
究
会（「
近
世
往

来
物
作
者
に
お
け
る
手
習
と
学
問

1

中
村
三
近
子
を
中
心
に」

平
成
十
七
年
七
月
一
日）
の
発
表
で
指
摘
し
て
い
る
(
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h
t
m

)。
ま
た
中
野
三
敏
氏
は一一一
近
子
が
絵
本
類
に
関
わ
っ
た
例
と

し
て、
『
最
明
寺
殿
教
訓
百
首』
及
び
『
絵
本
池
の
心』（
共
に
祐

信）、
『
謡
曲
画
誌』（
守
国）
を
挙
げ
て
い
る
（
中
野
氏
論
文、

前

掲
註
23
)。

『
国
書
総
目
録』
を
参
照
の
う
え
諸
本
を
確
認
し
た。

林
涸
は
大
坂
の
女
流
書
家
と
し
て
『
女
学
範』『
女
早
学
問』
に
載

る
[
小
泉
吉
永
「
女
筆
手
本
類
の
筆
者」（『
近
世
の
女
筆
手
本

1

女
文
を
め
ぐ
る
諸
問
題』
金
沢
大
学
社
会
現
境
科
学
研
究
科・
博
士

論
文、

平
成
十一
年、
h
号
ミ
w
g,;,
bekkoa
me.
ne.
j
p/ha/a
_r
/

D3.
h
tm

六
二
＼
六
三
頁）
r

居
初
都
音（
津
奈）
は
女
性
習
家
で、

十
七
世
紀
後
半
期
に
活
躍
し

た（
小
泉
氏
論
文、
前
掲
註
27、
六
六
＼
七
六
頁）。

元
禄
三
年（一
六
九
0
)

に
刊
行
さ
れ
た
『
女
書
翰
初
学
抄』
の一

部
を
改
刻
し、

祐
信
の
挿
絵
を
入
れ
た
改
題
本
で
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
（
小
泉
氏
論
文、
前
掲
註
27、
七
二
頁）。

池
田
廣
司
「
西
明
寺
殿
百
首」
解
題（『
中
世
近
世
道
歌
集』
古
典

文
庫一
八
0、
昭
和
三
十
七
年、
二
三
四
頁）

石
川
氏
論
考（
前
掲
註
21
②、
六
三
頁）。
教
訓
歌
に
つ
い
て
は
斎

藤
巌
夫
「
教
訓
歌
に
つ
い
て」（
杉
山一
興
編
『
日
本
社
会
史
論
集』

向
上
社、
昭
和
四
十
年）、

伊
藤
嘉
夫
「
異
種
百
人一
首
（
三）

ー

51 
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道
歌・
教
戒
に
関
す
る
も
の

ー」（『
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要』

第
六
号 、
昭
和
四
十
八
年） 、

木
野
主
計
「

往
来
物
よ
り
見
た
る
道

歌」（『
藝
林』
第
四
十
四
巻
第一
号 、

褻
林
会 、

平
成
七
年）
を
参

照 。な
お
『

国
書
総
目
録』
に
『一

世
宝
要
袋』
と
題
さ
れ
て
収
載
さ

れ
る
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
本
は 、

確
認
し
た
と
こ
ろ

『
女
世
宝
要
袋』
と
同
本
で 、

題
名
の
登
録
違
い
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た 。
狩
野
文
庫
本
も
宝
暦
十
三
年（一
七
六
三）
刊
行
の
再
版

本
で
あ
る 。

和
田
氏
論
文
（
前
掲
註
24 、
五
頁）

本
書――
丁
表
の
絵
師
名
記
載
と
奥
付
に
は
「

橘
国
保」
と
あ
る 。

「
橘
国
保」
と
は
『

難
波
丸
綱
目』
延
享
五
年（一
七
四
八）
版
に

「
守
国
男
橘
国
保」 、
同
書
安
永
六
年（一
七
七
七）
版
に
「

故
橘
守

国
男
橘
保
国」
と
載
る 、

橘
守
国
の
息
「

橘
保
国」
の
こ
と
で
あ

ろ
う 。
は
じ
め
「

国
保」
と
名
乗
り 、

後
に
「

保
国」
と
し
た
か 、

あ
る
い
は
「

国
保」
は
「

保
国」
の
誤
り
と
見
ら
れ
る 。
な
お 、

寛
延
三
年（一
七
五
0)
に
刊
行
さ
れ
た
本
書
は 、

保
国
の
挿
絵
の

あ
る
版
本
と
し
て
は
最
初
期
の
も
の
で
あ
る 。

三
近
子
に
よ
る
本
文
は
次
の
と
お
り 。

〈
源
氏
供
養〉「
紫
式
部
は
初

の
名 、

藤
式
部
と
い
ふ 。
越
前
守
為
時
が
女
に
し
て 、
上
東
門
院

の
官
女
也 。
幼
よ
り
心
明
達 、

和
歌
の
道
に
長
じ 、

和
漢
の
書
に

も
数
多
亘
り 、

深
き
理
を
も
理
会
し
ゑ
て 、

仏
経
に
も
通
じ 、
天

台一
心
三
観
の
血
脈
を
き
は
む 。

或
時 、

斎
宮
よ
り
上
東
門
院
の

御
方
へ
珍
ら
し
き
草
紙
あ
ら
ば
見
侍
ら
ん
と 、

御
使
あ
り 。
や
が

て
式
部
を
め
さ
れ 、

斎
宮
よ
り

爾
々
の
作
あ
り 、

う
つ
ぼ 、
竹
取

な
ど
の
物
語
は
め
な
れ
玉
ふ
べ
け
れ
ば 、

新
し
き
草
紙
語
り
出
し

奉
れ
と
の
た
ま
へ
ば 、

式
部
当
時
の
面
目
と
思
へ
ど
も 、
新
に
作

る
事
な
れ
ば 、

何
を
便
に
作
る
べ
き
と
も
思
は
ざ
り
し
か
ば 、
石

山
寺
に
籠
り 、

観
音
寺
に
祈
誓
し
け
る
に 、
八
月
十
五
夜
に
て 、

秋
水
瀕
来
訟
去
速 、
夜
雲
収
尽
月
行
遅
と 、
心
を
澄
し
け
る
に 、

自
然
と
須
磨
明
石
の
二
巻
を
作
り
物
し
よ
り 、
残
り
の
巻
々
心
に

う
か
み
奉
に
ま
か
せ
て 、

作
り
出
せ
り 。

故
に
須
磨
の
巻
に
今
夜

は
八
月
十
五
夜
な
る
と
あ
り 。

其
言
荘
子
が
寓
言
に
な
ら
ひ 、

仮

を
以
て
真
と
す 。

古
へ
よ
り
国
字
粧
紙
多
し
と
い
へ
ど
も 、
此
物

語
を
以
て
最
上
と
す 。
就
中 、

紫
の
巻
の
詞 、

絶
妙
な
る
と
て 、

名
を
紫
式
部
と
賜
ふ 。

時
の
人 、

日
本
紀
局
と
称
す 。

源
氏
物
語

40 39 38 37 36 

六
十
帖
と
申
せ
ど
も 、

今
宵
所
は
五
十
四
帖
な
り 。
こ
れ
は
和
歌

の
伝
に
し
て 、
深
き
心
あ
り
と
し
る
べ
し 。
源
氏
供
養
の
事
は 、

安
居
院
法
印
聖
覚
が
書
る 、
源
氏
供
養
の
表
白
と
い
ふ
も
の
あ
り 。

そ
れ
を
以
て
此
謡
を
作
る
と
い
ふ」

道
有
に
よ
る
本
文
は
次
の
と
お
り 。
「

詩
意
は
春
は
惣
じ
て
女
の
感

慨
を
催
す
も
の
な
り 、

華
が
二里
／
＼
窓
に
映
じ
て 、

う
つ
く
し

く
い
ろ
へ
た
る
ま
ど
の
中
へ 、

花
を
畳
み
入
て 、

置
や
う
な
ぞ 、

綺
窓
の
そ
ば
に
簗
字
の
形
に
製
し
た
る
名
香
な
ど
を
焼
ば 、
立
姻

ま
で
も 、

築
字
の
ご
と
く
た
ち
て
面
白
き
ぞ 、

殊
に
屏
風
枕
ま
で

に 、

香
気
が
匂
ふ
ぞ 、
思
ひ
余
り
て
昼
ね
を
せ
し
が 、

寝
る
内 、

少
し
春
の
怨
を
忘
れ
た
る
し
に 、

鶯
が
夕
陽
に
き
た
れ
ば 、
起
よ

か
し
と 、

頻
に
鳴
て
夢
を
覚
し
た
ぞ 、

籾
＞ 、

心
な
き
鶯
か
な 、

な
か
ず
ど
永
く

夢
を
結
ば
せ
よ
と
の
こ
こ
ろ
な
り」

目
録
の
内
容
は
次
の
と
お
り 。
「

京
師
書
房
茉
枝
軒
画
本
板
行
目

次 、
一

和
朝
名
勝
画
図 、

藤
井
漱
石
子
画
筆 、
全
部
四
冊 、

板
行

出
来
／一

本
朝
画
苑 、

橘
有
税
子
画
筆 、
全
部
六
冊 、
近
日
出

来
／一

画
本
鶯
宿
梅 、

橘
有
税
子・
西
川
祐
信
両
画
筆 、
全
部
十

冊 、
追
而
板
行
／一

和
漢
画
本
武
者
袋 、

橘
有
税
子
画
筆 、
全
部

四
冊 、
同
板
行」

浅
野
秀
剛
氏
は
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で 、

祐
信
が
河
内
屋
宇

兵
衛
か
ら
寛
保―一
年（一
七
四
二）
に
刊
行
し
た
『

絵
本
倭
比
事』

は 、

祐
信
が
『

画
本
鶯
宿
梅』
の
た
め
に
用
意
し
た
稿
を
増
補
し

た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
（
浅
野
秀
剛
「

橘
守
国
と
そ
の
門
流

（
上）」『
浮
世
絵
芸
術』
八
十
二
号 、
昭
和
五
十
九
年 、
二
五
頁） 。

享
保
期
の
往
来
物
を
め
ぐ
る
傾
向
と
そ
の
位
置
づ
け
は 、

和
田
充

弘
「

元
禄・
享
保
期
の
出
版
文
化
と
往
来
物
作
者
た
ち」（『
日
本
史

フ
ォ
ー
ラ
ム』
創
刊
号 、

日
本
史
フ
ォ
ー
ラ
ム・
京
都 、

平
成
十
八

年
三
月）
に
考
察 、
指
摘
さ
れ
る 。

横
田
冬
彦
「

近
世
の
学
芸」（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編

『
日
本
史
講
座

六』
東
京
大
学
出
版
会 、

平
成
十
七
年）
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（
凡
例）

r
題』
・

作
者（
刊
記
名）
／
絵
師、

刊
行
年、

書
陣、

底
本。

備
考
の
順
に

記
し
た。

▼
印
は
祐
倍
の
絵
に
よ
る
往
来
物、

◆
印
は
祐
信
画
以
外
の
往
来
物、

■
印
は
画
譜゚

●
印
は
絵
本。

絵
本
の
書
誌
は
松
平
進
『
師
宣
祐
倍
絵
本
書
誌』
（
青
裳

堂、

昭
和
六
十
三
年）

を
参
照。

①

西
川
祐
信
の
往
来
物

▼
『
女
万
葉
稽
古
草
紙』

林
蘭
（
林
氏
蘭
女）

／
西
川
祐
信、

享
保
十
三
年
（
一

七
二
八）、

山
口
茂
兵
衛、

国
立
国
会
図
書

館
本。

▼
『
女
家
訓』

保
井
恕
庵
／
西
川
祐
信、

享
保
十
四
年
（
一

七―
―
九）
、

山
口
茂
兵
衛、
『
江
戸
時
代
女
性
文
庫

三
十

九』
（
大
空
社、

平
成
七
年）

掲
載
本。

▼
『
女
文
林
宝
袋』

居
初
都
音
〈
津
奈〉
（
居
初
氏
女
筆

都

音）

／
西
川
祐
信、

元
文
三
年
（
一

七――一
八）
、

銭
屋
庄
兵

衛、
『
往
来
物
大
系

九
十
二
』
（
大
空
社、

平
成
六
年）

掲
載

の
謙
堂
文
庫
本。

元
禄
三
年
（
一

六
九
0)
に
刊
行
さ
れ
た

『
女
書
翰
初
学
抄』

の
一

部
を
改
刻
し、

祐
信
の
挿
絵
を
入

れ
た
改
題
本。

[
資
料]

▼
『
女
教
文
章
鑑』
（
別
名
�
『
女
文
章
稽
古』）

林
蘭
（
林
氏

闊
女）

／
西
川
祐
信、

寛
保
二
年
（
一

七
四
二
）、

菊
屋
喜
兵

衛、
『
江
戸
時
代
女
性
文
庫

補
遺
四』
（
大
空
社、

平
成
十

一

年）

掲
載
本。
『
女
万
葉
稽
古
草
紙』

の
改
題
本。
『
西
川

祐
信
女
重
宝
記』
（
国
立
国
会
図
書
館
本、

刊
記
な
し）

も
同

内
容。

▼
『
女
要
文
通
筆
海
子』

長
谷
川
品
（
筆
海
子
長
谷
川
氏

品）

／
西
川
祐
信、

宝
暦
三
年
（
一

七
五――-)
、

秋
田
屋
伊
兵

衛、
『
江
戸
時
代
女
性
文
庫

八
十
六
』
（
大
空
社、

平
成
十

年）

掲
載
本。

▼
『
女
今
川
姫
鏡』

窪
田
つ
る
／
西
川
祐
信、

宝
暦
十――一
年

（
一

七
六――-)
、

菊
屋
七
郎
兵
衛、

千
葉
市
美
術
館
本。
『
往

来
物
大
系

八
十
六』
（
大
空
社、

平
成
六
年）
に
別
本
が
掲

載
さ
れ
る。

②

西
川
祐
信
と
中
村
三
近
子
に
よ
る
共
同
制
作

●
『
絵
本
清
水
の
池』
（
最
明
寺
殿
教
訓
百
首）

中
村
三
近

子
／
西
川
祐
信、

享
保
十
九
年
(
-

七
三
四）
、

菊
屋
喜
兵

衛。
『
絵
本
池
の
心』
（
最
明
寺
殿
続
百
首、

元
文
四
年・
一

七

三
九、

菊
屋
喜
兵
衛）
は
三
近
子
の
注
釈
を
付
さ
な
い
続
編。

▼
『
女
世
宝
要
袋』

中
村
三
近
子
／
西
川
祐
信、

初
版
11
寛

保
元
年
（一

七
四
一
）、

再
版
11
宝
暦
十
三
年
（
一

七
六
三）、

銭
屋
庄
兵
衛、

東
北
大
学
付
属
図
書
館
狩
野
文
庫
本
（
再
版

本）
。
『
国
書
総
目
録』

に
『
一

世
宝
要
袋』

と
あ
る
の
は
誤

謬。

ま
た
『
画
人
百
人
一

首』
（
神
宮
文
庫
本）

も
同
内
容。

③

西
川
祐
信
と
内
藤
道
有
に
よ
る
共
同
制
作

●
『
絵
本
千
年
山』

玄
同
／
西
川
祐
信、

元
文
五
年
(
-

七

四
0)
、

植
村
藤
右
衛
門。

●
『
絵
本
朝
日
山』

源
折
江
／
西
川
祐
信、

元
文
六
年
（
一

七
四
一
）、

植
村
藤
右
衛
門。

●
『
絵
本
花
紅
葉』

内
藤
道
有
（
晩
香
散
人）

／
西
川
祐
信、

延
享
五
年
（
一

七
四
八）、

植
村
藤
右
衛
門。

▼
『
女
朗
詠
教
訓
歌』

内
藤
道
有
（
晩
香
散
人
玉
枝）

／
西
川

祐
信、

宝
暦
三
年
（
一

七
五
三）
、

植
村
藤
右
衛
門、
『
江
戸

時
代
女
性
文
庫

百』
（
大
空
社、

平
成
十
年）

掲
載
本。

④

中
村
三
近
子
と
内
藤
道
有
に
よ
る
往
来
物

◆
『
四
民
往
来』

中
村
三
近
子
（
綱
錦
斎
中
村
平
五）

／
中
村

三
近
子
（
三
近
自
画）
、

初
版
11
享
保
十
四
年
（
一

七
二
九）
、
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文
台
屋
治
郎
兵
衛、

国
立
国
会
図
書
館
本。

再
版
11
享
保―
―

十
年
（
一
七一
二
五）、

植
村
藤
右
衛
門、
『
往
来
物
大
系
―
―

十
四』（
大
空
社、

平
成
五
年）

掲
載
の
謙
堂
文
庫
本。

【
享
保
十
四
年
版
刊
記】
「
享
保
十
四
己
酉
暦
九
月
吉
日、

帝

都
書
林、

堀
川
通
錦
小
路
上
ル
町

文
台
屋
治
郎
兵
衛、

同

通
高
辻
上
ル
町

木
村
市
郎
兵
衛、

文
台
屋
源
治
郎、

彫
工

師

柳
屋
庄
兵
衛」

【
享
保
二
十
年
版
刊
記】
「
享
保
二
十
年
乙
卯
七
月
十
五
天、

皇
都
書
房

堀
川
通
高
辻
上
ル
植
村
藤
右
衛
門、

江
戸
書
舗

通
石
町
三
町
目

植
村
藤
三
郎、

大
坂
書
林

高
麗
橋一

町

植
村
藤
三
郎、

蔵
版」

◆
『
女
中
庸
瑞
瑞
箱』

内
藤
道
有（
植
村
玉
枝
子）
編、

中
村

三
近
子
書
筆
／
橘
守
国
・
漱
石
子
・
長
谷
川
光
信、

享
保
十

五
年
（
一
七
三
0)、

植
村
藤
治
郎、

東
京
大
学
附
属
図
書
館

本。
『
往
来
物
大
系

八
十
八』（
大
空
社、

平
成
六
年）
に
再

版
本
が
掲
載
さ
れ
る。

◆
『
一

代
書
用
筆
林
宝
鑑』

中
村
三
近
子
（
中
村
平
五
三
近

子）
／
長
谷
川
光
信
[
再
版
本
は

乙
郁
橘
保
国
r

初
版
Ii
享

保
十
五
年
(
-
七――
1

0
)、

植
村
藤
次
郎、

東
北
大
学
附
属
図

書
館
狩
野
文
庫
本
（
狩
野
文
庫
マ
イ
ク
ロ
版
集
成、

享
保
十

五
年
版
4
_
2
3
5
8、

丸
善）。

再
版
11
寛
延――一
年
（
一

七

五
0)、

植
村
藤
右
衛
門、

東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文

庫
本（
狩
野
文
庫
マ
イ
ク
ロ
版
集
成、

寛
延
三
年
版
4
_
2
3

目

出
店

5
9、

丸
善）。
『
稀
隈
往
来
物
集
成

十
七』（
大
空
社、

平

成
九
年）
に
別
本
が
掲
載
さ
れ
る。

初
版
の
内
題
は
「
一

代

書
用」。

【
享
保
十
五
年
版
刊
記】
「
作
者

維
之
士

中
村
平
五
三
近

子、

享
保
十
五
庚
戌
天
七
夕、

摂
陽
画
工

柳
翠
軒

長
谷

川
光
信、

京
師
書
坊

堀
川
通
高
辻
上
ル
町

植
村
藤
次
郎

寿
梓、

江
戸
書
坊

通
石
町
三
町
目

植
村
藤
三
郎、

大
坂

書
房

高
麗
橋一

町
目

植
村
藤
三
郎」

【
寛
延
三
年
版
刊
記】
「
作
者

洛
之
士

中
村
平
五一
二
近
子、

摂
陽
画
工

橘
国
保（
マ
マ）
•
長
谷
川
光
信、

寛
延
三
庚
午
天

青
陽
吉
旦、

京
都
書
林

堀
川
通
高
辻
上
ル
町

植
村
藤
右

衛
門

寿
梓、

同
出
店

寺
町
通
四
条
下
ル
町

植
村
藤
次

郎、

江
戸
出
店

通
本
石
町
三
町
目

植
村
藤
三
郎、

大
坂

高
麗
橋
壱
町
目

植
村
藤
三
郎」

⑤

橘
守
国
と
中
村
三
近
子
・
内
藤
道
有
に
よ
る
画
譜

■
『
謡
曲
画
誌』

中
村
三
近
子
／
橘
守
国、

享
保
十
七
年

（
一
七
三
二）、

藤
村
善
右
衛
門、

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館

本
（
享
保
二
十
年
の
再
版
本）。

刊
記
に
「
享
保
十
七
年
壬
子

閏
五
月
発
行」、

版
元
が
「
大
坂

藤
村
善
右
衛
門」

と
あ

る
が、

裏
見
返
し
に
「
享
保
二
十
乙
卯
年
正
月
吉
日

書
林

大
坂
本
町
北
御
堂
前

毛
利
田
庄
太
郎」

と
あ
る
再
版
本。

『
訓
蒙
図
彙
集
成

別
巻』（
大
空
社、

平
成
十
四
年）
に
別
本

が
掲
載
さ
れ
る。

■
『
扶
桑
画
譜』

内
藤
道
有（
晩
香
散
人
内
藤
道
有）
／
橘
守

国、

享
保
二
十
年
（
一
七
三
五）、

植
村
藤
右
衛
門、

金
沢
美

術
工
芸
大
学
附
属
図
書
館
本
(

h

号＂
ミ
弓
う＜．
百n
ga
wa,b
id
ai

.
ac.
j
p
/
tosyo
k
an
/
 ede
hon
/
 m
ain.
h
on
に
て
公
開）、

東
北
大

学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
本、

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館

本。
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Nishikawa Sukenobu and Ehon Illustrated Volumes-
Oraimono Copybooks: In terms of their connection with 
the history of scholarship during the first half of the 18th

century

Yamamoto Yukari 

Nishikawa Sukenobu (1671-1750), a painter active in Kyoto in the frrst half of the 18th century, 

was renowned for his printed books and also for his painted depictions of beauties. This article fo

cuses on two issues related to Sukenobu's books, discussing issues in the background of picture pro

duction and the relationship of the books to the history of scholarship in the first half of the 18th 

century. 

First, the article focuses on the illustrations that Sukenobu created for books written by the 

Japanologist specializing in court customs Tada Nanrei (1694/98-1750) and thus considers Sukenobu's 

joint work with Japanologists in the background of his picture creation. Nanrei was the great scholar 

of ancient court customs and was also renowned for his accomplishments regarding the study of the 

Nihon Shok i ancient chronicles. In terms of extant works, there are four types of ehon illustrated 

volumes created by Sukenobu in collaboration with Nanrei, namely Ehon Fukurokuju, Ehon Hana no 

kagam i, Ehon Setsugekka, and Ehon Nish ikawa azuma warabe. These works suggest that specific 

examples from Sukenobu's production of Hyakun in joro sh inasadame compilation of beauty prints 

and paintings relied on the study of ancient customs as one of their image sources. 

Second, the article considers the production of oraimono in terms of Sukenobu's connection with 

other scholars, such as the Kyoto-based Confucian scholar Nakamura Sankinshi (1671-1741), and 

the author and print publisher Naito Doyfi (dates unknown). Sankinshi, famous for his encyclopedic 

knowledge, wrote a number of morality tomes. The Kokusho somokuroku, or general catalogue of 

books in Japan, lists some 34 types of works by Sankinshi. Doyfi is posited to be an alternate name for 

the Kyoto print publisher Uemtrra Toemon, known to have published a diverse array of printed works, 

including oraimono copybooks. Sukenobu participated in the publication of oraimono copybooks 

through his work as an illustrator, and the illustrations he created became source material for his 

paintings. Further, Sankinshi and Doyfi edited and published gafu painting compendia with the Osaka 

Kano school painter Tachibana Morikuni. The connection between these four men, Sankinshi, D叩，

Sukenobu and Morikuni, also indicates that cooperative arrangements between scholars, publishers 

and artists on such projects as the oraimono copybooks and painting compendia supported the publi

cation of print books. 

Sukenobu was active in the frrst half of the 18th century, and this was a time when published books 

were frrst being used in the education of the general populace. Sukenobu collaborated with scholars, 

and at the same time was an artist responsible for the dissemination of education through his provision 

of illustrations that suited the needs of the day. 

(Translated by Martha McClintock) 



六
月
二
十
七
日（
火）
I
七
月
九
日（
日）

「
千
葉
市
美
術
協
会
特
別
展
「
秀
作
展
二
0
0
六」
」

、 . r • 

9.... 

疇 ‘ a

9 / 
--

(
-
)

企
画
展
（
七
件）

展
覧
会

平
成
十
八
年
度

チラシ

九
階
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

（

□
-
日
間
／
入
場
者―
-
、
0
一

九
人） 「戦後日本デザインの軌跡」展会場

千
葉
市
美
術
館
の
活
動

二
0
0
六
年
四
月
一

日（
土）
I
五
月
二
十
八
日（
日）

「
戦
後
日
本
デ
ザ
イ
ン
の
軌
跡

七
・

八
階
展
示
室

一

九
五―――
—
二
0
0
五

千
葉
か
ら
の
挑
戦」

※
千
葉
大
学
工
学
部
工
業
意
匠
学
科
の
五
0
年
の
歩
み
を
と
お
し
て、

戦
後
日
本
の
工
業
デ
ザ
イ
ン
の
流

れ
を
回
顧。

食
品
バ
ッ
ケ
ー
ジ
か
ら
自
動
車
ま
で
三
九
五
点
を
展
示。

（
五
六
日
問
／
入
場
者
六、
四―
一
五
人）

九
月
五
日（
火）
I
+
月
九
日（
月）

「
東
海
道
・

木
曾
街
道

チラシ

七
階
展
示
室

「イギリスの美しい本」展会場

七
月
二
十
二
日（
土）
I
八
月
二
十
七
日（
日）

「
イ
ギ
リ
ス
の
美
し
い
本」

展

※
イ
ギ
リ
ス
の
美
し
い
本
の
歴
史
を、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・

カ
ク
ス
ト
ン
か
ら、

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・

プ
レ
ス
の

仕
事
を
経
て
現
代
に
い
た
る
一

三
四
点
に
よ
り
紹
介。

（一
二
六
日
間
／
入
場
者
七、
八
四
七
人）

七
・

八
階
展
示
室

ニ
大
街
道
浮
世
絵
展」

※
広
重
の
二
大
街
道
浮
世
絵
〈
東
海
道
五
拾―
二
次
〉

と
〈
木
曾
海
道
六
拾
九
次
〉

の
初
摺
の
完
品
を
初
め

て
同
時
に
紹
介。
〈
江
戸
近
郊
八
景〉
〈
近
江
八
景〉
『
甲
州
日
記』

な
ど
も
含
め
一

四
七
点
を
出
品。

（一
二
四
日
間
／
入
場
者
一

四、
0
九
五
人）

広
重
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十
一

月
三
日（
金）
—
+
二
月
三
日（
日）

チラシ チラシ

七
階
展
示
室

「
浦
上
玉
堂」

※
浦
上
予
堂
の
生
涯
を
た
ど
る
大
回
顧
展。
「
序
章」
「
岡
山
在
住
期
を
中
心
に」
「
画
業
展
開
期」
「
旅
と
交

友」
「
大
作」
「
郭
中
画」
「
画
帖」
「
書」
「
七
絃
琴」
「
晩
年」

の
十
章
立
て
で、

国
宝、

重
要
文
化
財
指
定
の
十

三
点
全
て、

書
画
の
ほ
か、

関
連
資
料
ま
で
含
め
た
計―――
二
七
点
を
展
示。

（
三
0
日
問
／
入
場
者一

0、
一
八
五
人）

--- ------.:: 一ー·_ _-- --
----- —•~ 

す 三し)99 、 I | | 9 
． 

‘_jべ拉．．＇

ー＼ノ｀ I -

· • 

ペヽ

「浦上玉堂」展会場 「広重二大街道浮世絵展」会場で行われた
「広瓜土曜寄席」

二
0
0
六
年
六
月
三
日（
土）
I
七
月
十
七
日（
月）

「
海
に
生
き
る
•

海
を
描
<
|
応
挙、

北
斎
か
ら
杉
本
博
司
ま
で」

（
二
）

所
蔵
品
を
中
心
と
し
た
テ
ー
マ
展
（
六
件）

三
月一
二
日（
土）
ー
三
月
二
十
三
日（
金）

階
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー、

―
一

階
講
堂

「
第
三
十
八
回
千
葉
市
民
美
術
展
覧
会」

※
市
民
芸
術
祭
の
一

漿
と
し
て、

千
葉
市
美
術
協
会
会
員
お
よ
び
公
募
入
選
作
品
約
千
点
を、

七
部
門
に

分
け
て
展
示。

（
二
0
日
間
／
入
場
者一
五、
七――
九
人）

チラシ

七
・

八
階
展
示
室

一

階
さ
や
堂
ホ
ー
ル、

七
・

八
階
展
示
室、

九

二
0
0
七
年
一

月
二
十
日（
土）
ー
ニ
月
二
十
五
日（
日）

「
竹
久
夢
二
展
ー
描
く
こ
と
が
生
き
る
こ
と」

七
階
展
示
室

「竹久夢二」展会場

※
竹
久
夢
二
の
生
涯
を
投
稿
家
時
代
(
-

九
0
五
I
O
九
年）

か
ら
晩
期
(
-

九
三
0
年
代）

ま
で
の
五

期
に
分
け、

肉
筆
画
を
中
心
に
版
画
・
装
禎
本
な
ど
も
あ
わ
せ
三
二
八
点
を
出
品。

（
三
六
日
間
／
入
場
者―
-
、
四
四
六
人）
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九
月
二
日（
土） —

+
月
二
十
九
日（
日）

七
階
展
示
室

「
千
葉
大
学
附
属
図
書
館
亥
鼻
分
館
所
蔵

浮
世
絵
に
見
る
薬
と
病
い」

※
千
葉
大
学
医
学
部
が
収
集
し
た
「

医
事
資
料」
か
ら
浮
世
絵
を
中
心
に
五
六
点
を
展
示
し 、
江
戸
時
代

の
庶
民
の
「

健
康
観」
を
紹
介 。

（
五
六
日
間
／
入
場
者一
六 、
九
二
三
人）

.... 

国ロロロロロ

（、
｀

チラシ チラシ

※
当
館
が
所
蔵
す
る
近
世か
ら
現
代
に
か
けて
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら 、

海
を
モ
チ
ー

フ
に
し
た
作品

1
0 一

点
を
選
び 、

海
と
私
た
ち
の
関わ
り
を
探
る 。

（
四
三
日
間
／
入
場
者
四 、
八
八
0
人）

八
階
展
示
室

七
月
二
十
二
日
（
土） I

八
月
二

十
七
日 （
日）

「
ス
タ ー

よ
永
遠
に

追
善
浮
世
絵
展」

※
江
戸
文
化
研
究
で
高
名
な
林
美一

氏
旧
蔵
品
を
中
心
に 、

歌
舞
伎
役
者
の
死
去
を
報
じ
る
浮
世
絵
版
画

「
死
絵」
な
ど一
四
五
点
を
展
示 。

（
三
六
日
間
／
入
場
者
五 、
九
二
四
人）

十
月
十
七
日（
火）
I

十
二

月
三
日（
日）

八
階
展
示
室

「
美
術
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
選
ぶ

千
葉
市
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展」

※
当
館
の
代
表
的
な
所
蔵
作
品
五
六
点
を
展
示 。

作
品
選
定
か
ら 、

リ
ー

フ
レ
ッ
ト

や
ポ
ス
タ
ー

の
デ
ザ

イ
ン
案
作
成 、

展
示
レ
イ
ア
ウ
ト
等
の
作
業
を
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
実
施 。

（
四
七
日
間
／
入
場
者
八 、
五
八
六
人）

又
働
鯖
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
這
ふ

r

肇
n

爾
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
扇

§”
i・e)

8.10.
17
及）
ー”.
ag

十
二
月
十
一

日（
月） I

二
0
0
七
年
一

月
十
四
日（
日）

第一

部
「

特
集
展
示
；

草
間
禰
生
・

荒
川
修
作
・

篠
原
有
司
男」

※
ニ
ュ
ー
ヨー
ク
で
活
動
し
た
三
人
の
アー
テ
ィ
ス
ト 、

草
間
彊
生
・

荒
川
修
作・
篠
原
有
司
男
に
焦
点

を
あ
て 、

当
館
の
所
蔵
作
品
二
八
点
に
よ
り
特
集
展
示 。

第
二
部
「

サ
ト
ウ
画
廊

一

九
五
五

ー
一

九
八
一

ー
若
く 、

熱
い
日

」々

··• -
°””·· ------、

9一←ー•- -·・コ“•̀
―-..,,〒.. _..-==-:= 

チラシ

浮

翡
に

兄
る

楽
と

病い

I

I

 

・＂•り
2:�
"
竺

,9
 ...
 ,'
ー
．

七
・

八
階
展
示
室

「千葉市美術館コレクション展」会湯

チラシ
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一

月
二
十
日（
土）
ー
ニ
月
二
十
五
日（
日）

h層
チラシ

※
「
サ
ト
ウ
画
廊」

の
オ
ー
ナ
ー
佐
藤
友
太
郎
氏
寄
贈
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
一

0
五
点
を
選
り
す
ぐ

り、

戦
後
現
代
美
術
の
普
及
•

発
展
に
貢
献
し
た
同
画
廊
の
二
六
年
間
の
歩
み
を
回
顧。

（―
-
九
日
間
／
入
場
者
一
、
九
六―
一
人）

g
 

働
―

事r曇
-
.

讐千

八
階
展
示
室

「鈴木鵞湖」展会場

「
鈴
木
鵞
湖
ー
幕
末
に
活
躍
し
た
郷
土
の
画
家」

※
下
総
金
堀
村（
現
在
の
船
橋
市）
に
生
ま
れ、

幕
末
の
江
戸
の
地
で
活
躍
し
た
谷
文
屍
門
下
の
画
家
鈴
木

窟
湖
の
画
業
を、

ご
子
孫
の
ご
所
蔵
品、

松
浦
武
四
郎
旧
蔵
品
を
含
む
六一
一
点
で
紹
介。

（
三
六
日
問
／
入
場
者
七、
五
0
五
人）

講
演
会
等
（
九
件
一

七
回）

※
講
師
等
の
所
属
先
は
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
の
も
の
を
記
載。

「
戦
後
日
本
デ
ザ
イ
ン
の
軌
跡
展

う
？
ー
メ
デ
ィ
ア
化
す
る
デ
ザ
イ
ン
と
私
た
ち
の
暮
ら
し」

二
0
0
六
年
四
月
八
日（
土）

―
一

階
講
堂

講
師

二
呂
崎
紀
郎
（
千
葉
大
学
工
学
部
デ
ザ
イ
ン
工
学
科
教
授）

「
デ
ザ
イ
ン
を
語
る
土
曜
講
座」

―
一

階
講
堂

四
月
十
五
日
（
土）

「
も
て
な
し
の
デ
ザ
イ
ン
三
四
年
ー
銀
座
和
光
と
J
R
タ
ワ
ー
札
幌

の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ」

講
師
：

八
島
治
久
（
八
島
治
久
デ
ザ
イ
ン
事
務
所
代
表）

「
夢
．

感
動
・

人

そ
し
て
デ
ザ
イ
ン
ー
カ
メ
ラ
と
光
学
機
器」

四
月
二
十
二
日（
土）

講
師
＂

浅
賀
武
（
株
式
会
社
ア
イ
・

ピ
ー
・

ビ
ー）

四
月
1

一
十
九
日（
土）

「
普
段
は
き
け
な
い
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・

デ
ザ
イ
ン
の
話」

講
師
二

吉
田
光
利
（
花
王
株
式
会
社
パ
ッ
ケ
ー
ジ
作
成
部
部
長）

五
月
六
日（
土）

「
テ
レ
ビ
番
組
の
舞
台
裏
お
見
せ
し
ま
す
ー
美
術
デ
ザ
イ
ン
の
話」

講
師

五
ガ
碩
伸
介
（
テ
レ
ビ
朝
日
技
術
局
美
術
制
作
セ
ン
タ
ー

デ
ザ
イ
ナ
ー）

五
月
十
三
日（
土）

「
生
活
を
創
る
デ
ザ
イ
ン
ー
家
電
と
暮
ら
し
の
進
化
論」

講
師

了
山
内
勉
（
松
下
電
工
株
式
会
社
デ
ザ
イ
ン
部
・

社
団
法
人
日
本
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル

デ
ザ
イ
ナ
ー
協
会）

五
月
二
十
日（
土）

監
修
者
に
よ
る
基
調
講
演
ー
デ
ザ
イ
ン
っ
て
何
で
し
ょ

（
参
加
者
八
八
人）

「
私
の
た
め
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
車
ー
ダ
イ
ハ
ッ
コ
ペ
ン
」

講
師
＂

石
崎
弘
文
（
ダ
イ
ハ
ツ
工
業
株
式
会
社
デ
ザ
イ
ン
部
部
長）

五
月
二
十
七
日（
土）

「
文
化
を
つ
く
る
デ
ザ
イ
ン
I
千
葉
か
ら
の
挑
戦」

講
師
＂

宮
崎
清
（
千
葉
大
学
理
事
・

副
学
長）

（
計
七
回
／
参
加
者

計
四
六
一

人）
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「
デ
ザ
イ
ン
と
デ
ザ
イ
ン
の
展
示
ー
ア
メ
リ
カ
最
新
事
情」

五
月
二
十
六
日

―
一
階
講
堂

（
参
加
者
三
五
人）

講
師ょ
森
仁
史
（
松
戸
市
教
育
委
員
会
学
芸
員）

「
広
重
日
曜
講
座」

講
師こ
浅
野
秀
剛
（
当
館
学
芸
課
長）

九
月
十
七
日（
日）

「
東
海
道
五
拾
三
次
の
世
界」

九
月
二
十
四
日（
日）

「
木
曾
街
道
六
十
九
次
の
世
界」

「
甲
州
日
記
と
広
重
の
ス
ケ
ッ
チ」

十
月
八
日（
日）

「
浦
上
玉
堂
の
生
涯」

十一
月
二
十
三
8（
木）

―
一
階
講
堂

講
師�
守
安
牧
（
岡
山
県
立
美
術
館
学
芸
課
長）

「
社
会
主
義
思
想
と
竹
久
夢
二
と
の
接
近」

二
0
0
七
年一
月
二
十一
日（
日）

―
一
階
講
堂

講
師こ
飯
野
正
仁
（
山
梨
英
和
大
学
非
常
勤
講
師）

（
参
加
者一
六
0
人）

（
参
加
者一
四
五
人）

美
術
史
学
会
共
催）

―
一
階
講
堂
お
よ
び
展
覧
会
場

（
計―二
回
／
参
加
者

（
参
加
者
四
0
人）

計
二
七
五
人）

「
浦
上
玉
堂
再
考」
（
ミ
ニ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

十一
月
十一
日（
土
）

―
一
階
講
堂

司
会
・
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
7
小
川
裕
充
（
東
京
大
学
教
授）

パ
ネ
ラ
ー
ば
佐
藤
康
宏
（
東
京
大
学
教
授）

「
浦
上
玉
堂
—

山
水
画
の
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル」

小
林
忠
（
当
館
館
長）

「
浦
上
玉
堂
の
四
字
題
に
つ
い
て」

第
四
回

「
竹
久
夢
ニ
ー
近
代
の
マ
ル
チ
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト」

講
師
二
四
山
純
子
（
当
館
学
芸
員）

七
月
二
十
二
日（
土
）

「
曾
我
蒲
白
—
奇
想
の
画
家
の
知
的
遊
戯」

第
三
回

八
月
二
十
六
旦
土
）

「
歌
川
広
重
—
木
曾
街
道
六
拾
九
次
物
語」

九
月
二
十
三
日（
土
）

―
一
階
講
堂

―
一
階
講
堂講

師こ
浅
野
秀
剛
（
当
館
学
芸
課
長）

（
参
加
者一
〇一
人）

（
参
加
者
五―一
人）

第
二
回

―
一
階
講
堂講

師
は
伊
藤
紫
織
（
当
館
学
芸
員）

（
参
加
者
五
六
人）

第一
回

二
0
0
六
年
六
月
二
十
四
日（
土
）

「
浦
上
玉
堂
—

琴
の
浪
奏
家
そ
し
て
画
家」

―
一
階
講
堂

講
師
了
小
林
忠
（
当
館
館
長）

「
幕
末
期
房
総
画
壇
ー
九
十
九
里
を
中
心
と
し
て」

二
月
二
十
四
日（
土
）

―
一
階
講
堂

（
参
加
者
七
五
人）

講
師こ
古
内
茂
（
千
葉
県
教
育
振
興
財
団）

（一
）

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
理
解
の
た
め
の
市
民
美
術
講
座
（
計一
0
回）

市
民
美
術
講
座
・
学
芸
員
出
前
講
座

講
師：
セ
キ
ュ
リ
ヲ
（
デ
ザ
イ
ナ
ー
）

二
月
十
二
日（
月）

―
一
階
講
堂

（
参
加
者
七
0
人）

「
ス
ラ
イ
ド
ト
ー
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
見
た
夢―-」

（
参
加
者
七
0
人）
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（
二）

学
芸
員
出
前
講
座

第
九
回

千
葉
市
女
性
セ
ン
タ
ー

講
師こ
浅
野
秀
剛
（
当
館
学
芸
課
長）

二
月
二
十
四
日（
土）

「
鈴
木
鵞
湖
ー
幕
末
の
郷
土
の
画
家」

「これが私のシンボルマーク」

―
一
階
講
堂

講
師
は
伊
藤
紫
織
（
当
館
学
芸
員）

（
参
加
者
一

七
人）

第
七
回

十一
月
二
十
五
日（
土）

十
二
月
十
六
日（
土）

「
草
間
禰
生
—
ど
こ
ま
で
も
拡
が
る
網
目」

第
八
回

二
0
0
七
年一
月
二
十
日（
土）

「
喜
多
川
歌
麿
—
浮
世
絵
美
人
画
の
革
新」

第一
0
回

三
月
三
十一
日（
土）

―
一
階
講
堂

「
烏
居
清
長
ー
天
明
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス、

江
戸
を
歩
く」

講
師こ
浅
野
秀
剛
（
当
館
学
芸
課
長）

二
0
0
七
年一
月
十
八
旦
木）

「
江
戸
時
代
の
絵
画
に
み
る
女
性
と
く
ら
し」

（
参
加
者――
二

人）

（
参
加
者
七
五
人）

（
参
加
者
五――一
人）

（
参
加
者―
1
0
人）

―
一
階
講
堂

講
師
�
小
林
忠
（
当
館
館
長）

（
参
加
者
七
0
人）

―
一
階
講
堂講

師
了
水
沼
啓
和
（
当
館
学
芸
貝）

（
参
加
者
四
0
人）

第
六
回

「
柳
原
義
達
ー
は
じ
め
の
人」

―
一
階
講
堂

講
師し
藁
科
英
也
（
当
館
学
芸
係
長）

（
参
加
者
二
五
人）

第
五
回

十
月
二
十
八
日（
土）

「
斎
藤
義
重
ー
現
代
美
術
を
ひ
ら
く」 ―
一
階
講
堂

講
師
3

藁
科
英
也
（
当
館
学
芸
係
長）

（
参
加
者
三
四
人）

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ、

そ
の
他
イ
ベ
ン
ト
等
(

1

0

件一
五
回）

※
講
師
等
の
所
属
先
は
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
の
も
の
を
記
載。

「
戦
後
日
本
デ
ザ
イ
ン
の
軌
跡

二
0
0
六
年
四
月
八
日（
土）
ー
五
月
二
十
八
日（
日）

四

ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ペ
応
募
作
品
展」

一
階
さ
や
堂
ホ
ー
ル

※
コ
ン
ペ
応
募
作
二
四
点
と
完
成
し
た
ポ
ス
タ
ー
・

チ
ラ
シ
を
展
示。

「
こ
れ
が
私
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク」

五
月
七
日（
日）

―
一
階
講
堂

講
師
二
呂
崎
紀
郎
（
千
葉
大
学
工
学
部
デ
ザ
イ
ン
工
学
科
教
授）

※
各
参
加
者
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
を
デ
ザ
イ
ン。
中
学
生
以
上
対
象。

―
一
階
講
堂

「
変
形
多
面
体
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ー
き
れ
い
な
カ
タ
チ
の
ギ
フ
ト
ボ
ッ
ク
ス」

五
月
二
十一
日（
日）

「どこまで読んだ？ マープリングでつくる私のしおり」
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「
広
菫
土
曜
寄
席」

九
月
十
六
日（
土）

九
月
二
十
三
日（
土）

七
階
展
示
室

瀧
川
鯉
昇

三
遊
亭
鳳
楽

講
師�
丸
山
和
子
（
丸
山
和
子
デ
ザ
イ
ン
事
務
所）

※
ど
こ
か
ら
見
て
も
違
う
形
に
見
え
る
ギ
フ
ト
ボ
ッ
ク
ス
を
作
製。
中
学
生
以
上
対
象。

「
ど
こ
ま
で
読
ん
だ
？

マ
ー
ブ
リ
ン
グ
で
つ
く
る
私
の
し
お
り」

（
参
加
者
四―一
人）

八
月
五
日（
土）

―
一
階
講
堂

講
師
ぶ山
根
佳
奈
（
当
館
学
芸
員）
／
森
靖
男
（
当
館
嘱
託
職
員）

※
マ
ー
ブ
リ
ン
グ
技
法
を
用
い
て
し
お
り
を
制
作。
小
学
校
低
学
年
の
児
童
と
保
護
者
対
象。

（
参
加
者一一
三
人）

「
イ
ギ
リ
ス
の
美
し
い
本
展

八
月
六
日（
日）

―
一
階
講
堂

講
師�
マ
ー
ク
・
コ
ッ
ク
ラ
ム
／
國
方
コ
ッ
ク
ラ
ム
み
ど
り
（
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
ブ
ッ
ク
バ
イ

ン
ダ
ー
ズ）

※
展
示
作
品
に
使
わ
れ
て
い
る
装
飾
技
法
の
ひ
と
つ
を
紹
介。
高
校
生
以
上
対
象。

「
金
曜
お
は
な
し
会

英
語
で
読
む
イ
ギ
リ
ス
の
美
し
い
本」

八
月
十
八
日（
金）、
二
十
五
日（
金）

七
階
展
示
室

（
参
加
者

読
み
手：
ナ
ミ
・
カ
ス
ヤ
（
千
葉
市
国
際
交
流
課
国
際
交
流
員）

「
浮
世
絵
に
見
る
薬
と
病
い
展

九
月
十
六
日（
土）

七
階
展
示
室

講
師と
樋
口
誠
太
郎
（
日
本
医
史
学
会
評
議
員）

監
修
者
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク」

（
参
加
者

計
三
五
人）

（
計
四
回
／
参
加
者

計
四
八
人）

計
四
七
三
人）

出
品
作
家
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ」

「
東
京
フ
ィ
ル
・
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
ー
イ
ギ
リ
ス
民
謡
曲
集」

（
主
催＂
千
葉
市
文
化
振
興
財
団）

二
0
0
六
年
八
月
十一
日（
金）

一
階
さ
や
堂
ホ
ー
ル

（
参
加
者
二
0
0
人）

出
演
二
束
京
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団

宮
川
正
雪
／
栃
本――一
津
子
（
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン）、

田
中
千
枝
（
ヴ
ィ
オ
ラ）、

北
口
大
輔
（
チ
ェ
ロ）

五

草
間
禰
生、

柳
原
義
達」

草
間
と
柳
原
を
語
る
ー
コ
レ
ク
タ
l
vs
学
芸
員」

二
0
0
七
年一
月
十
四
旦
日）

―
一
階
講
堂

（
参
加
者
六
五
人）

出
演こ
木
村
悦
雄
（
コ
レ
ク
タ
ー）
／
槃
科
英
也
（
当
館
学
芸
係
長）
／
水
沼
啓
和
（
当
館
学

※
市
民
コ
レ
ク
タ
ー
木
村
悦
雄
氏
が
所
有
す
る
草
間・
柳
原
他
の
作
品一
六
点
に
よ
る
ミ
ニ
展
覧
会
と
作

品
を
前
に
し
て
の
鼎
談。

「
夢
0
コ
レ

二
月
十
日（
土）（―-
回
実
施）

―
一
階
講
堂

コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
・
解
説
了
大
野
ら
ふ
(
Po
nia,pon
代
表）

※
竹
久
夢
二
が
活
躍
し
た
時
代
の
着
こ
な
し
を
シ
ョ
ー
形
式
で
紹
介。
一
般
か
ら
募
集
し
た一
0
名
の
女

性
が
モ
デ
ル
と
し
て
参
加。

コ
ン
サ
ー
ト
（一一
件）

芸
員）

「
特
別
展
示

「
鼎
談

（
参
加
者

計
二
七
四
人）

ア
ン
テ
ィ
ー
ク
着
物
に
よ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー」

九
月一
二
十
日（
土）

十
月
七
日（
土）

林
家
彦
い
ち

三
遊
亭
歌
る
多

※
広
重
展
会
場
内
に
高
座
を
設
け、
広
重
の
街
道
浮
世
絵
に
囲
ま
れ
た
場
所
で
行
う
旅、
街
道
に
因
ん
だ

落
語
会。

木
村
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
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十一
月
十
二
日（
日）

「
戦
後
日
本
デ
ザ
イ
ン
の
軌
跡」

「
海
に
生
き
る
•

海
を
描
く」

「
イ
ギ
リ
ス
の
美
し
い
本」

二
回

「
ス
タ
ー
よ
永
遠
に

追
善
浮
世
絵
展」

「
浮
世
絵
に
見
る
薬
と

病
い」

六

一
回

二
回 四

回

学
芸
員
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー

ク

出
演こ
坂
田
進一
（
琴
士
／
作
・

編
曲
家）

「夢〇コレ アンティーク着物によるファッションショー」

二
回

「
浦
上
玉
堂
余
響
ー「

茉
堂
琴
譜」
を
中
心
に」

一
階
さ
や
堂
ホ
ー

ル

（
参
加
者
―

二
八
人）

ー
·
`

壁

'
-
■
で

」
F

-
I··
'-
•
 

.,
I
I
 

-

l

舌ヽ・

芦

ー

遭
�
疇

9

,

,

l

「浦上玉堂余響ー 「玉堂琴譜」を中心に」

②
教
職
員
の
団
体
鑑
賞
（
研
修 、

研
究
会
に
よ
る
利
用）

「
浦
上
玉
堂」

「
特
集
展
示
�
草
間
彊
生
・

荒
川
修
作
・

篠
原
有
司
男」

「
サ
ト
ウ
画
廊
一
九
五
五
ー

一
九
八一
」

「
竹
久
夢
二
展」

「
鈴
木
鵞
湖」

学
校
と
の
連
携
事
業

（一
）

学
校
団
体
の
受
け
入
れ

①
「

小
中
学
生
鑑
賞
教
育
推
進
事
業」

※
遠
隔
校
等
の
来
館
に
対
応
す
る
た
め、

美
術
館
が
無
料
送
迎
バ
ス
を
用
意
し
鑑
竹
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提

供。

「
海
に
生
き
る
•

海
を
描
く」

「
広
重

二
大
街
道
浮
世
絵
展」

「
浦
上
玉
堂」

一
校
四
四
人

「
特
集
展
示
；
草
間
彊
生
・

荒
川
修
作
・

篠
原
有
司
男」

「
竹
久
夢
二
展」

一
校
三
八
人

合
計
二
0
校一

、
二
七
三
人

一
件
五
五
人

七

二
回 四

回

二
回

六
校
三
八
六
人

1
0
校
六一
七
人

二
回

一一
校一
八
八
人

二
回
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消
野
陶
房

第
二
回

第一
回

（
参
加
児
童

の
ベ一
六
人）

「
子
ど
も
美
術
講
座」

※
千
葉
市
美
術
協
会
と
の
連
携
に
よ
る。

文
部
科
学
省

二
0
0
六
年
八
月
二
十
五
日
（
金）

（
二）
「
職
場
体
験」

学
習

二
二
校一
二
五
人

（
三）
「
千
葉
市
図
エ
・
美
術
科
担
当
等
教
職
員
鑑
賞一
日
研
修」

（
参
加
者
三
四
人）

（
四）

千
葉
市
教
育
研
究
会
造
形
部
会

美
術
館
連
携
グ
ル
ー
プ
と
の
連
携

※
連
携
事
例
の
調
査
研
究
を
行
い
報
告
書
を
作
成。

地
域
教
育
力
再
生
プ
ラ
ン

（
参
加
児
童

文
化
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
支
援
事
業

「
写
真
を
使
っ
て
ポ
ス
タ
ー
を
デ
ザ
イ
ン
し
よ
う」

二
0
0
六
年
七
月
二
十
九
B（
土）、
三
十
日（
日）

花
の
美
術
館、

磯
辺
第
二
中
学
校

の
べ
四
人）

「
ぼ
く
の、

わ
た
し
の
お
ち
ゃ
わ
ん
を
作
ろ
う」

八
月一
日（
火）、

十
五
日（
火）

(
W
i,C
と）」
を
実
施。
詳
細
は
報
告
書
を
参
照。

第
三
回

（
参
加
児
童

の
ベ一
五
人）

「
粘
土
で、

自
分
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
フ
ク
ロ
ウ
・
ミ
ミ
ズ
ク
を
作
ろ
う」

八
月
九
日（
水）、

十
日（
木）

千
葉
市
教
育
セ
ン
タ
ー

（
参
加
児
童

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
う
ち
わ
を
作
ろ
う」

八
月
二
十
四
旦
木）、
二
十
五
日（
金）

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
い
な
げ

（
参
加
児
童

（
参
加
児
童

の
ベ
一
五
人）

第
五
回
「
墨
を
使
っ
て、

身
近
な
も
の
を
描
こ
う」

十
月
二
十一
日（
土）、
二
十
二
日（
日）

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
い
な
げ

の
べ
七
人）

の
べ
八
名）

第
六
回
「
版
画
っ
て
楽
し
い
な
（
分
色
版
画
で
絵
葉
書
を
作
る）」

十一
月
二
十
五
旦
土）、
二
十
六
旦
日）

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
い
な
げ

「
子
ど
も
美
術
講
座
作
品
展」

十
二
月
十
九
日（
火）
I
二
十
六
日（
火）

九
階
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム

※
千
葉
大
学
や
地
域
N
P
O
と
の
連
携
事
業
で
あ
る
「
千
葉
ア
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

第
四
回

（
八
日
間
／
入
場
者一
五
七
人）

64 



「
語
リ
ス
ト
た
ち
は
午
後
夢
を
み
る」
（

岩
井
成
昭
・
美
術
家）

展
示
こ一
0
0
六
年
十一
月
二
十―
二
日
（

木）
ー
ニ
0
0
七
年一
月
十
四
日
（

日）

記
録
映
像
上
映
お
よ
び
対
談
？
十
二
月
二
日
（

土）

「
Wi,
C
AN
ウ
ィ
ー
ク」

十一
月
二
十
三
日
（

木）
I
十
二
月――一
日
（

日）

※
期
間
中
を
中
心
に、
講
演
会・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
を
実
施。

「子ども美術講座作品展」

I
d

.l-

.

'
 

言乎
v
.

一一`

「語リストたちは午後夢をみる」

「
海
に
生
き
る
•
海
を
描
く」

（一
）

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

六
校
三
六
人

自
主
四
回

定
例
四
回

※
会
期
中
毎
水
曜
日
に
行
う
定
例
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
に
加
え、
各
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
自
主
的
に
行
う
ギ

ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
も
不
定
期
に
実
施。

定
例
四
回

定
例
四
回

「
戦
後
日
本
デ
ザ
イ
ン
の
軌
跡」

定
例
八
回

「
海
に
生
き
る
•
海
を
描
く」

定
例
六
回

自
主一
回

「
イ
ギ
リ
ス
の
美
し
い
本」

定
例
五
回

自
主
五
回

「
ス
タ
ー
よ
永
遠
に

追
善
浮
世
絵
展」

定
例
五
回

自
主―
一
回

「
広
重

二
大
街
道
浮
世
絵
展」

定
例
八
回

自
主一
七
回

「
浮
世
絵
に
見
る
薬
と
病
い」

定
例
五
回

自
主
四
回

「
千
葉
市
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展」

定
例
七
回

自
主
五
回

「
浦
上
玉
堂」

定
例
四
回

自
主一
三
回

「
特
集
展
示
二
早
間
彊
生
・
荒
川
修
作
・
篠
原
有
司
男」

「
サ
ト
ウ
画
廊
一
九
五
五
ー一
九
八一
」

定
例
四
回

「
竹
久
夢
二
展」

自
主一
八
回

「
鈴
木
鵞
湖」

＋

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

※
今
年
度
は一二
二
人
が
活
動
を
継
続。

自
主一
三
回自

主
二
回

（

二）

鑑
賞
リ
ー
ダ
ー

※
「
小
中
学
生
鑑
買
教
育
推
進
事
業」（
七
—(-
)
①）
等
へ
の
協
力
活
動。
学
校
側
の
希
望
に
応
じ
て、

少
人
数
グ
ル
ー
プ
で
の
鑑
賞
を
行
う。
対
応
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
の
べ
人
数
を
記
録。
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「
イ
ギ
リ
ス
の
美
し
い
本」

「
広
重

二
大
街
道
浮
世
絵
展」

「
浦
上
玉
堂」

一
校
六
人

「
特
集
展
示
�
草
間
彊
生
・
荒
川
修
作
・
篠
原
有
司
男」

「
竹
久
夢
二
展」

一
校
六
人

（
三）

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
の
運
営
補
助

「
ど
こ
ま
で
読
ん
だ
？

「
イ
ギ
リ
ス
の
美
し
い
本
展
関
連
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
ー
本
を
つ
く
ろ
う」

二
0
0
六
年
八
月
十
九
日（
土）

「
特
集
展
示
二
早
間
彊
生
・
荒
川
修
作
・
篠
原
有
司
男
関
連
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
ー
気
持
ち
を

出
し
て
い
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

み
ん
な
の
感
動
の
詰
ま
っ
た
人
を
作
ろ
う」

「
竹
久
夢
二
展
関
連
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
ー
皆
と
や
絵
草
紙
店

一
月
二
十
八
旦
日）、
1

1

月
四
日（
日）、

十一
日（
日）

一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
奥

「
地
域
提
携
事
業

（
計
四
回
／
参
加
者

一
校
三
人

1
0
校
四
八
人

マ
ー
ブ
リ
ン
グ
で
つ
く
る
私
の
し
お
り」

九
階
講
座
室

（
計
三
回
／
参
加
者

二
0
0
七
年一
月
六
日（
土）
ー
八
日（
月）

八
階
展
示
室
出
口

計
四
四一
人）

千
葉
銀
座
・
菜
の
花
ロ
ー
ド」

計
二
四―一
人
／
商
店一
九
店）

夢
二
を
摺
る
！」

プ
レ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

（
参
加
者

計
六
四
人）

（
参
加
者

七
八
人）

（
四）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
企
画
に
よ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等

人

二
校一
三
人

（
参
加
者

二
月
三
日
（
土）、
三
月
十
七
日
（
土）、

十
八
日
（
日）

二
月
十
日
（
土）

ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
W
i
,
C
A
N
P

※
展
示
は一1
0
0
七
年
四
月
に
実
施
予
定。

（
五）

そ
の
他

一
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
奥

「
イ
ギ
リ
ス
の
美
し
い
本
展
ー
中
学
生
の
た
め
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ク
ル
ー
ズ」

八
月
四
日（
金）、
二
十
二
日（
火）

七
階
展
示
室

中
学
生――一
三
人
／
ポ
ラ
ン
テ
ィ
ア
九
人）

「
リ
ッ
ケ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン」

整
理
作
業
へ
の
協
力

W
i,
C
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ヘ
の
協
力

「皆とや絵草紙店夢二を摺る」
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『
竹
久
夢
二
展
ー
描
く
こ
と
が
生
き
る
こ
と
』

編
集
•
発
行
こ
千
葉
市
美
術
館
／
夢一一
郷
士
美
術
館
／
和
歌
山
県
立
近
代
美
術
館

（
二
）

展
覧
会
の
作
品
目
録
・

鑑
貨
補
助
の
た
め
の
小
冊
子

※
企
画
展
・
所
蔵
作
品
展
ご
と
に、

作
品
目
録
ま
た
は
解
説
付
き
小
冊
子
を
発
行。

編
集
•
発
行
二
千
葉
市
美
術
館

『
鈴
木
鵞
湖
—
幕
末
に
活
躍
し
た
郷
土
の
画
家』

編
集
•
発
行
益四
山
県
立
美
術
館
／
千
雖
市
美
術
館

『広重 二大街道浮世絵展」図録

『
浦
上
玉
堂』

編
集
•
発
行
�
N
H
K
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

『
東
海
道
・

木
曾
街
道

広
重

ニ
大
街
道
浮
世
絵
展』

『
イ
ギ
リ
ス
の
美
し
い
本』

編
集
：
佐
川
美
智
子

発
行
�
マ
ン
ゴ
ス
テ
ィ
ン

『イギリスの美しい本』展図録

編
集
こ
千
葉
市
美
術
館

発
行
＂
千
槃
市
美
術
館
／
美
術
館
連
絡
協
議
会

『
戦
後
日
本
デ
ザ
イ
ン
の
軌
跡

千
葉
か
ら
の
挑
戦』

一

九
五一――
—
二
0
0
五

監
修
こ
宮
崎
紀
郎（
千
葉
大
学
工
学
部
デ
ザ
イ
ン
工
学
科
教
授）
／
森
仁
史（
松
戸
市
教
育
委
員
会
学
芸
員）

（
一
）

展
覚
会
図
録
（
六
冊）

十
一

出
版
活
動

l-ふ贔ー9-•一·-1----191----1 9 

『戦後日本デザインの軌跡』展図録

浦
上
五
堂

『鈴木鵞湖』展図録 『竹久夢二展』図録 『浦上玉堂』展図録
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枚） +- 十

―
―
件

(-―-)

定
期
刊
行
物ニ

四
五 、

作
品
の
収
集

(-
)

購
入

1
0
四

第一
0
号

第
三
八
ー

四一
号
（
四
回
発
行）

①
美
術
館
ニ
ュ
ー
ス
『
C'
n』

②
千
葉
市
美
術
館
研
究
紀
要
『
採
蓮』

③
千
葉
ア
ー
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ニ
0
0
六
ド
キ
ュ
メ
ン
ト

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
の
公
開

一
、

0
六
九 、

三
九一
1

1

訪
問
者
総
数

閲
覧
ペ
ー

ジ
総
数

(
―1
0
0
七
年
三
月
三
十一
日
ま
で）

※
今
年
度
よ
り
サ
ー

バ
ー
を
新
た
に 、
ペ
ー
ジ
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル 。
ア
ク
セ
ス
件
数
の
カ
ウ
ン
ト
法
も
新

規
に
な
る 。

竹
久
夢
二
《
夢
二
画
集
春
の
巻
》（
他
三
冊） 、
《
夢
二
画
集
旅
の
巻
》、
《
児
童
を
謳
へ
る
文

学
》、
《
都
会
ス
ケ
ッ

チ
》、
《
昼
夜
帯
》、
《
夢
ニ
エ
デ
ホ
ン
》、
《
絵
入
歌
集
》、
《
夢
の
ふ
る
さ

と
》、
《
夢
二
絵
手
本
》（
四
冊） 、
《
露
地
の
ほ
そ
み
ち
》、
《
竹
久
夢
二
画
絵
入
便
箋
》（
七
五

(-―-)

寄
託

《『
女
新
聞』

第
五
0
号
附
録
》

福
田
丞
洲
《
臨
機
応
変
》

（
福
田
丞
洲
氏
寄
贈）

遠
藤
健
郎
《
母
と
子
》

他

（
遠
藤
健
郎
氏
寄
贈）

（
二）

寄
贈

ニ
ニ
件

他

関
主
税
《
池
心
》、

立
原
杏
所
《
秋
郊
牧
牛
図
》、

伝
明
兆
《
十
六
羅
漢
図
》、

無
款
《
霊
昭

女
》、

中
村
岳
陵
《
橋
》、

山
本
丘
人
《
霜
月
》、

竹
内
栖
鳳
《
春
暖
》、

吉
田
善
彦
《
月
の

林
》、

池
田
遥
祁
《
松
島
図
》、

野
田
九
浦
《
放
牧
》、

児
玉
希
望
《
高
原
清
秋
》、

田
中
以
知

庵
《
か
え
る
》、

荒
木
十
畝
《
雪
》、

木
島
桜
谷
《
夏
富
士
》、

山
本
芳
翠
《
花
を
抱
く

少

女
》、

中
沢
弘
光
《
嵐
山
保
津
川
下
り
》、

絹
谷
幸
二
《
よ
こ
た
わ
る
裸
婦
》、

工
藤
甲
人

《
花
か
げ
》

（
以
上 、

楠
原
豊
松
氏
寄
贈）

清
水
九
兵
衛
《
FI
G
U
RE
10
》、
《
FI
G
U
RE
1
6
》

（
以
上 、

清
水
六
兵
衛
（
八
代）

氏
寄
贈）

全一
八
0
点計

一

三
件
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(-
)

修
復
（
四
件）

西
川
祐
信
《
四
季
風
俗
図
巻》

絵
具
の
剥
落
止
め、

裏
打
紙
の
取
替
等

鈴
木
鵞
湖
《
救
蟻
因》

表
装
の
取
替
等

八
木
正
《
W
O
RK

TRI
LO
G
Y》
他

六
点

汚
れ
除
去、

破
損
部
修
復
等

表
具
の
取
替、

本
紙
シ
ミ
抜
き
等

石
井
雙
石
《
無
量
壽》
他

（
三）

写
真
撮
影

計一
五
〇
カ
ッ
ト

所
蔵
作
品
の
貸
出、

特
別
利
用
等

(-
)

作
品
の
貸
出
（
二
六
件
六
八
点）

※
平
成
十
八
年
度
開
催
展
に
つ
い
て
記
載

①
「
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
の
先
駆

四
ー
五
月）

十
五

畦
地
梅
太
郎
《
満
州》

他

伊
坂
芳
太
郎
《
ロ
ン
ド
ン
の
パ
ブ
に
て》

（
二）

所
蔵
作
品
の
マ
ッ
ト
装 二

点

十
四

所
蔵
作
品
の
修
復
・
保
存
等

山
口
勝
弘
展」
（
茨
城
県
近
代
美
術
館、
二
0
0
六
年

他

計――――
二
点

山
口
勝
弘
《
無
題》
他

三
点

②
「
武
満
徹
—
V
is
ions
in
 T
i

me」
（
東
京
オ
ペ
ラ
シ
テ
ィ
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー、

四
ー
六

④
「
雅
／
俗

七
月）

菱
川
師
宣
《
隅
田
川
図》
他

⑤
「
三
つ
の
個
展
は
伊
藤
存
X
今
村
源
x
須
田
悦
弘」
（
国
立
国
際
美
術
館、

六
ー
九
月）

須
田
悦
弘
《
泰
山
木
—
花》

一
点

⑥
「
虹
の
か
な
た
に

媛
嘔
A
Y,
0
回
顧
1950
ー2006」
（
宮
崎
県
立
美
術
館、

七
ー
八
月）

酸
嘔
《
若
い
仲
間
た
ち》
他

二
点

⑦
「
福
井
藩
と
豪
商」
（
福
井
市
立
郷
土
歴
史
博
物
館、

九
ー
十一
月）

岩
佐
又
兵
衛
《
弄
玉
仙
図》
（
摘
水
軒
記
念
文
化
振
興
財
団
寄
託）

一
点

⑧
「
飯
田
善
國
ー
版
画
と
彫
刻

詩
の
光
・
色
の
か
た
ち」
（
町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館、

九
ー
十一
月）

飯
田
善
國
《
HI
TO》
（
財
団
法
人
草
月
会
寄
託）

⑨
「
石
井
林
響」
（
城
西
国
際
大
学
水
田
美
術
館、

十
月）

石
井
林
響
《
観
音
図》
他

二
点

⑩
「
女
性
参
政
六
0
年
特
別
展」
（
憲
政
記
念
館、

十
ー
十一
月）

遠
藤
健
郎
《
主
権
者
た
ち》

一
点

⑪
「
応
挙
と
蕨
雪
ー
天
才
と
奇
オ
の
師
弟」
（
奈
良
県
立
美
術
館、

十
ー
十
二
月）

円
山
応
挙
《
山
水
図》
他

三
点

⑫
「
美
術
の
中
の
三
国
志」
（
徳
島
市
立
徳
島
城
博
物
館、

十
ー
十一
月）

月）

一
七
点 二

点

一
点

山
口
勝
弘
《
ヴ
ィ
ト
リ
ー
ヌ》
他

③
「
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
ー
世
界
を
つ
な
ぐ
彫
刻」
（
横
浜
美
術
館
他、

四
ー
十一
月）

イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
《
お
か
め》
他

六
点
（
財
団
法
人
草
月
会
寄
託）

浮
世
絵
に
見
る
風
雅
と
風
俗」
（
山
口
県
立
萩
美
術
館・
浦
上
記
念
館、

六
ー
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金
山
明
《
Wor
k》

他

⑱
「
書
の
名
筆―――

書
の
デ
ザ
イ
ン」
（
出
光
美
術
館、

比
田
井
南
谷
《
電
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
》

⑲
「
中
村
宏
ー
図
画
事
件
一

九
五――-
|-
―
0
0
七」
（
東
京
都
現
代
美
術
館
他、

中
村
宏
《
サ
ム
ラ
イ
》

他

二
点

⑳
「
日
本
の
表
現
力」
（
国
立
新
美
術
館、
一

ー
ニ
月）

山
口
勝
弘
《
ヴ
ィ
ト
リ
ー
ヌ
》

一

点

＠
「
日
本
美
術
が
笑
う」
（
森
美
術
館、
一

ー
五
月）

曾
我
蕪
白
《
獅
子
虎
図
屏
風》

一

点

＠
「
日
本
女
性
の
表
現」
（
金
沢
美
術
工
芸
大
学
・

美
術
工
芸
研
究
所、

二
月）

横
尾
芳
月
《
和
蘭
陀
土
産》

一

点

⑳
「
松
本
山
雪
展」
（
愛
媛
県
美
術
館、

ニ
ー
三
月）

松
本
山
雪
《
涵
湘
八
景
図
屏
風》

他

四
点

⑭
「
埴
輪
の
美
と
現
代
美
術」
（
仙
台
市
富
沢
遺
跡
保
存
館、

ニ
ー
三
月）

点

一

点

葛
飾
北
斎
（―
-
代）
《
三
国
志
英
雄
図》

他

⑬
「
揺
ら
ぐ
近
代

日
本
画
と
洋
画
の
は
ざ
ま
に」
（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
他、

十
―

_

-

|―
二
月）

二
0
0
七
年
二
月）

小
林
清
親
《
獅
子
図》

一

点

⑭
「
道
へ
の
道」
（
市
川
市
東
山
魁
夷
記
念
館、

十
一

ー
十
二
月）

東
山
魁
夷
《
深
秋》

一

点

⑮
「
彫
刻
な
る
も
の」
（
い
わ
き
市
立
美
術
館、

十
一

ー
十
二
月）

土
谷
武
《
呼
吸
す
る
か
た
ち
A
》

他

二
点

⑯
「
棟
方
志
功
と
芹
沢
娃
介」
（
岡
山
県
立
美
術
館、

棟
方
志
功
《
二
菩
薩
釈
迦
十
大
弟
子》

⑰
「
金
山
明」
（
豊
田
市
美
術
館、

一

点
四
点

-

I
二
月）

一

月）

-

I
九
月）

二
期
に
分
け
て
実
施

八
月
一

日
ー
四
日、

八
日、

九
日
の
六
日
問

八
月
一

八
日、

ニ
―

日
ー
ニ
五
日
の
六
日
問

計
1

1

0

大
学
二
二
人

十
七

会
員

十
六

イ
サ
ム
・

ノ
グ
チ
《
カ
ブ
ト
》
（
財
団
法
人
草
月
会
寄
託）

⑮
「
動
物
絵
画
の
1
0
0
年」
（
府
中
市
美
術
館、

三
ー
四
月）

狩
野
蓑
川
院
惟
信
《
獅
子
図》
（
寄
託
品）

一

点

⑮
「
世
田
谷
時
代

一

九
四
六
ー
一

九
五
四
の
岡
本
太
郎」
（
世
田
谷
美
術
館、

三
ー
五
月）

山
口
勝
弘
《
宇
宙
の
運
行》

他

計
四
四
件
一
―
―

点

四
一

五
人
（
二
0
0
七
年
三
月
三
十
一

日
現
在）

博
物
館
実
習

友
の
会

菱
川
師
宣
《
衝
立
の
か
げ》

（
二）

写
其
の
貸
出、

撮
影
等
（
所
蔵
作
品
の
特
別
利
用）

五
点

一

点
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(-
)

特
別
企
画
展

二
十

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
い
な
げ

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

講
堂

講
座
室

図
書
室
の
運
営

施
設
の
利
用
（
利
用
日
数）

さ
や
堂
ホ
ー
ル

二
七
五
日
（
四
〇
団
体、
二
八、

八
六
三
人）

一
八一
日
（一
般
八
九
日、

市
関
係
三
0
日、

美
術
館
六
二
日）

二
七
三
日
（一
般一
八
七
日、

市
関
係
五
日、

美
術
館
八一
日）

一
六
二
日
（一
般
七
九
日、

市
関
係
二
三
日、

美
術
館
六
0
日）

二
0
0
六
年
十一
月
七
日（
火）
I
十
九
日（
日）

「

Ch
iba

Art
 Flash'
06
」

※
「
再
起
点」

を
テ
ー
マ
に、

若
手
現
代
美
術
作
家
の
作
品
を
展
示。

浅
野
紋
子、

小
島
房
子、

佐
藤

徹、

首
藤
晃、

田
畑
大、

並
木
亜
希
子、

西
山
真
美、

藤
代
裕、

三
好
浮
子、

渡
辺
孝
志
の
一

0
人
が
参

u。ヵ
(
-
―
一
日
間
／
入
場
者
七
五
六
人）

「
旧
神
谷
伝
兵
衛
稲
毛
別
荘」

「
ゆ
か
り
の
家
・
い
な
げ」

六、

0
二
ニ
人

六、

九―
一
人

二
0
0
七
年
二
月
十
四
日（
水）
I
二
十
五
日（
日）

「
外
国
人
が
見
た
明
治
・
大
正
の
日
本
（
千
葉
市
美
術
館
所
蔵
作
品
展）」

※
千
葉
市
美
術
館
の
所
蔵
作
品
か
ら、

明
治
・

大
正
時
代
の
日
本
を
描
い
た
外
国
人
に
よ
る
版
画
作
品
を

選
り
す
ぐ
り
紹
介。

ヘ
レ
ン
・
ハ
イ
ド、

モ
ー
テ
ィ
マ
ー
・
メ
ン
ペ
ス
を
は
じ
め
七
五
点
を
展
示。

（
―
-

日
間
／
入
場
者―
―
九
一

人）

（
二）

施
設
の
利
用
者

(-―-)

施
設
の
公
開
（
公
開
日
数
と
見
学
者
数）

二
九
九
日

二
九
四
日

展
示
室

制
作
室

一
四、

八
九
二
人

五、
―
―
五
人

十
九

公
開
日
数

利
用
人
数

四
七
日

、

八
八
0
人

十
八
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平成18年度利用者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

戦後日本デザインの軌跡 2,038 4,387 6,425 

イギリスの美しい本展 1,381 6,466 7,847 

広璽二大街道浮世絵展 9,507 4,588 14,095 

浦上玉堂展 7,944 2,241 10,185 

I 
竹久夢二展 2,719 8,727 11,446 

第38回千葉市民美術展 15,729 15,729 

海に生きる•海を描く 2,841 2,039 4,880 

スターよ永遠に 追普浮世絵展 1,108 4,816 5,924 

浮世絵に見る薬と病 10,515 6,408 16,923 

千葉市美循館コレクション展 1,409 5,743 1,434 8,586 

輯闘和 1|•篠仮／サト涌i屈展 973 989 1,962 

鈴木鵞湖展 1,783 5,722 7,505 

展覧会観覧者計 2,038 4,387 2,841 4,528 11,282 20,022 12,405 13,687 4,648 5,491 14,449 15,729 111,507 

請

溜

一申精嚢
者

市民ギャラリー 543 3,467 1,485 2,792 1,044 441 2,999 4,176 499 845 7,254 3,318 28,863 

講座室 166 229 276 193 369 249 264 273 271 240 54 277 2,861 

講堂 40 247 947 642 442 1,107 651 639 296 200 3,824 1,729 10,764 

さや堂ホール 15 1,002 401 118 140 337 306 326 20 8,019 841 11,525 

貸出施設利用者計 749 3,958 3,710 4,028 1,973 1,937 4,251 5,394 1,392 1,305 19,151 6,165 54,013 

眉闊＄ 
図書室 268 237 227 228 400 258 202 290 189 233 239 109 2,880 

講座・講油会等 287 297 70 56 101 242 116 330 40 110 220 53 1,922 

コンサート・ワークショップ等 51 313 353 120 128 270 796 20 2,051 

学校プログラム・実習等 41 227 248 555 158 71 198 125 45 1,668 

その他利用者計 555 626 524 532 814 1,408 596 819 427 738 1,300 182 8,521 

美術館利用者総計 3,342 8,971 7,075 9,088 14,069 23,367 17,252 19,900 6,467 7,534 34,900 22,076 174,041 

Chiba Art F1ash'06 756 756 

悶： 
外国人が見た明治・大正のH本 271 271 

こども美術講座 30 14 16 60 

展示室利用者 1,301 1049 645 883 606 2,257 2,507 1,623 687 945 836 1,553 14,892 

制作室利用者 284 834 236 388 310 267 647 924 198 166 434 427 5,115 

旧神谷伝兵衛稲毛別荘 586 590 666 579 300 710 990 896 705 6,022 

ゆかりの家・いなげ 632 470 714 398 288 431 883 807 438 671 544 635 6,911 

市民ギャラリーいなげ 利用者総計 2,803 2,943 2,261 2,248 1,534 3,665 5,041 5,022 1,323 1,782 2,790 2,615 34,027 
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二
0
0
七
年
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日
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発
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