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千
葉
市
美
術
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
「
鳥
居
清

長
—
江
戸
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
誕
生」
（

会
期

品
千
成
十
九
年
四
月

二
十
八
日
—
六
月
十
日）
は、

こ
れ
ま
で
に
な
い
規
模
の
総

合
的
な
鳥
居
清
長
（

一

七
五
二
S
一

八
一

五）
の
回
顧
展
と
し

て、

そ
の
画
業
を
見
直
す
よ
い
契
機
と
な
っ
た
も
の
と
思

う。

こ
の
展
覧
会
図
録
の
中
で
筆
者
は、
「
清
長
の
美
人

画
—
商
品
と
し
て
の
視
点
か
ら」

と
題
し
て、

清
長
が
当
時

人
気
の
岡
場
所
の
芸
者
を
多
く
描
い
て
い
る
こ
と
な
ど、

現

実
の
江
戸
を
い
き
い
き
と
取
り
入
れ
た
主
題
選
択
や、

当
時

は
高
級
品
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
大
判
錦
絵
の
位
置
づ
け、

ま
た
版
元
の
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
清
長
の
美
人
画
を
考
察
し

た
が、

本
論
で
は
そ
の
後
得
た
知
見
を
含
め
て、

こ
の
内
容

を
補
足
し
て
い
き
た
い
と
思
う。

岡
場
所
風
俗
と
消
長
の
美
人
画

清
長
が、

官
許
の
吉
原
よ
り
も
む
し
ろ
岡
場
所
な
ど
の
芸

者
遊
女
を
主
要
な
美
人
画
の
題
材
と
し
て
い
た
こ
と
は、

例

え
ば
天
明
（

一

七
八
一

＼
八
九）
前
期
に
制
作
さ
れ
た
代
表
作

「
当
世
遊
里
美
人
合」
（

大
判
錦
絵
揃
物）
の
主
題
構
成
に
よ
っ

て
示
さ
れ
る。

二
十
一

図
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
が、

そ
の

内、

副
題
よ
り
知
ら
れ
る
遊
里
の
場
所
は、

吉
原
が
た
っ
た

一

図、

橘
町
六
図
（

こ
の
う
ち
一

図
に
は
副
題
が
な
い
が
風

俗
で
判
断
さ
れ
て
い
る）
、

深
川
（

辰
巳）
三
図、

中
洲
（

叉
江）

四
図、

土
手
二
図、

品
川
一

図、

副
題
が
記
さ
れ
ず
場
所
の

特
定
さ
れ
な
い
四
図
と
い
う
構
成
で、

こ
の
割
合
は
そ
の
ま

ま
こ
の
作
品
の
購
買
者
の
興
味
の
在
処
を
反
映
し
て
い
る
と

も
言
え
る
で
あ
ろ
う。

筆
者
は
先
の
展
覧
会
図
録
の
中
で、

岡
場
所
に
は
場
所
ご

と
に
特
徴
的
な
風
俗
が
あ
り、

清
長
は
そ
れ
を
積
極
的
に
描

き
分
け
る
こ
と
で、

現
実
的
で
い
き
い
き
と
し
た
感
覚
を
作

品
に
込
め
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た。

そ
の
こ
と
を
前
提
と

す
れ
ば、

た
と
え
文
字
に
よ
る
主
題
情
報
が
な
く
て
も、

ど

の
場
所
の
ど
の
よ
う
な
立
場
の
女
を
描
い
て
い
る
の
か、

清

長
の
作
品
は
具
体
的
に
伝
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る。

し
か
し

岡
場
所
風
俗
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
く、

そ
の
絵
画
的

検
討
も
本
格
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
い。

本
論
で
は
ま
ず
試
み
に、

清
長
が
よ
く
題
材
と
し
て
取
り

上
げ
た
橘
町
及
び
深
川
の
芸
者
に
つ
い
て、

三
田
村
鳶
魚
が

大
正
十
五
年
に
書
い
た
「
江
戸
芸
者
の
研
究」（
註
l
)

に
お
い

て
挙
げ
る
文
献
等
を
中
心
に、

作
品
の
内
容
と
照
ら
し
合
わ

せ
な
が
ら、

清
長
時
代
を
め
ぐ
る
芸
者
風
俗
の
動
向
を
考
察

鳥
居
清
長

描
か
れ
た
芸
者
風
俗
と
出
版
事
情

橘
町
周
辺
の
芸
者
は、

伝
統
的
に
「
踊
子」

と
呼
ば
れ
る

十
代
半
ば
の
若
い
娘
が
中
心
で
あ
っ
た。
『
武
野
俗
談』
（

宝

暦
六
年
序）
に
は、
「
元
文
の
頃、

江
戸
中
に
踊
子
と
い
ふ
女

あ
り
て、

橘
町、

な
に
は
て
う、

村
松
町
を
第
一

と
し
て、

所
々
に
あ
り、

素
人
の
娘
を
三
味
線
浄
る
り
を
お
し
へ

込、

お

る

す

ゐ

よ

り

あ

ひ

ち

や

や

歴
々
の
慰
と
し、

御
屋
敷
方、

御
留
守
居
寄
合
茶
屋
な
ぞ
ヘ

遣
し、

芸
者
の
よ
う
に
し
て、

其
の
母
と
称
し
て
付
添
い
出

入
り
仕
り
け
り」
〔
三
田
村〕（
註
2
)

と
あ
り、

三
味
線
や
浄
瑠

璃
を
教
え
込
ま
れ
た
素
人
娘
が、

武
家
の
屋
敷
や
御
留
守
居

役
の
寄
合
に
呼
ば
れ
て
行
き、

宴
席
を
盛
り
上
げ
た
も
の
ら

し
い
。

そ
こ
に
「
母
と
称
し
て
付
添
い
出
入
り
仕
り
け
り」

と
記
さ
れ
た
習
慣
は、

清
長
が
描
く
橘
町
の
芸
者
の
図、

例

え
ば
「
当
世
遊
里
美
人
合

橘
中
妓」

に
も
描
か
れ
る
（

挿

図
1
)
。

さ
ら
に
こ
の
図
で
踊
子
が
相
合
傘
を
し
て
い
る
日

傘
は、
「
青
傘」

と
呼
ば
れ
て
お
り、

こ
の
『
武
野
俗
談』

に
は、

元
文
の
初
め
に
三
五
七
組
の
衛
門、

千
歳
組
の
お
て

る、

大
助
組
の
お
え
ん
と
い
う
人
気
の
踊
子
が、

菅
笠
で
は

髪
型
が
く
ず
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
用
い
る
よ
う
に
な
り、

そ

れ
が
一

般
に
も
流
行
し
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る。

以

し
て
い
き
た
い
と
思
う。

田

辺

昌

子
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来、
橘
町
の
踊
子
を
象
徴
す
る
風
俗
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き

た
こ
と
は、
清
長
の
作
品
等
に
お
い
て一
種
の
記
号
の
よ
う

に
青
傘
を
描
き、
彼
女
た
ち
が
橘
町
辺
の
踊
子
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
こ
と
で
も
理
解
さ
れ
る。

ま
た
大
田
南
畝
の
『
奴
凧』（
文
化
七
年
頃）
に
は、
「
天
明

の
頃
ま
で、
橘
町、
薬
研
掘
の
芸
者、
座
敷
へ
出
る
に
振
袖

着
て
来
り、
留
袖
に
若
か
へ、
又
帰
る
時
は
必
振
袖
を
着
し

が、
今
振
袖
を
着
る
も
の
な
し」〔
三
田
村〕
と
あ
り、
橘
町

や
近
く
の
薬
研
掘
の
芸
者
は
行
き
帰
り
に
は
振
袖
で、
座
敷

で
は
留
袖
に
着
替
え
を
す
る
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
よ
う

で、
挿
図
1
で
も
供
を
し
て
い
る
母
親
役
は
そ
の
着
替
の
風

呂
敷
包
を
持
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る。

踊
子
に
対
し
て
は、
幕
府
の
取
り
締
ま
り
が
度
々
行
わ
れ

た
が、
『
郵
雑
俎』
に
は
「
宝
暦
ノ
始
ニ
ハ
橘
丁
二
少
ハ
出

様
ヤ
直

挿
図
1

鳥
居
消
長
「
当
世
遊
里
美
人
合

橘
中
妓」

大
判
錦
絵

天
明
前
期

平
木
浮
世
絵
財
団
蔵

サ
リ
ナ
ガ
ラ

来
シ
ト
ナ
リ、
乍，
去

如前
ノ
様
成
ニ
ハ
非
ズ、
芸
舞
モ
ナ

ク、
只
二
三
味
線
少
シ
嗚
ス
バ
カ
リ
ノ
由、
船
遊
ビ
ノ
興
モ

永
ク
絶
タ
リ、
今
モ
船
ハ
出
レ
共、
舞
芸
ノ
踊
子
ニ
ハ
非

ス

ク
ナ
シ

ヘ

ン
エ

キ

ズ、
船
数
モ
過
半
余
二
些、
花
火
己
二
成
タ
リ、
変
易
ハ
難

＇
計
物
ナ
リ」〔
三
田
村〕
と
あ
り、
取
締
り
の
後、

橘
町
に
は

少
し
は
踊
子
が
い
た
も
の
の、
以
前
の
よ
う
で
は
な
く
芸
の

な
い
娘
た
ち
で、
踊
子
が
呼
ば
れ
て
行
く
こ
と
も
多
か
っ
た

豪
華
な
屋
形
船
も
規
制
さ
れ、
船
遊
の
興
も
求
め
ら
れ
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る。
芸
を
売
る
は
ず
の

踊
子
は、
い
つ
か
遊
女
化
し
て
春
を
ひ
さ
ぐ
者
も
増
え
て
い

た。宝
暦
五
年
『
栄
花
遊
二
代
男』
で
は、
さ
ら
に
芸
よ
り
性

を
売
り
物
と
す
る
傾
向
が
増
し
て
い
る
よ
う
で、
「
こ
A
に

踊
子
と
て
横
山
町
橘
町
の
辺
に
全
盛
な
る
娘、
京
都
の
舞
子

と
同
じ、
切
を
定
め
て
情
を
売
る
内
に
二
品
あ
り、
親
元
ま

づ
し
く
し
て
踊
を
仕
込
む
事
も
な
ら
ね
ば、
三
味
線
の
芸
ば

か
り
に
て
渡
世
を
た
つ
る
も
あ
り、
又
情
を
次
に
し
て
踊
を

お
ど
り、
人
の
気
を
い
さ
め、
色
と
い
ふ
に
仕
か
け
て、
親

の
知
ら
ぬ
分
に
て
情
を
売
る
あ
り、
閑
時
は
二
人
来
て、
ひ

と
り
の
客
に
は
費
に
て、
其
上
き
り
も
あ
れ
ば、
高
き
も

の
A
や
う
な
れ
ど
…」〔
三
田
村〕
と
い
う
状
況
が
語
ら
れ

る。「
二
品」
い
ず
れ
に
し
て
も
踊
子
は
性
を
売
る
芸
者
と
な

り、
親
の
知
ら
ぬ
間
に
客
を
と
る
娘
も
多
く
な
っ
た
よ
う
だ

が、
そ
れ
は
そ
れ
で
「
全
盛
な
る
娘」
に
は
違
い
な
か
っ

る。 た。

豪
華
な
屋
形
船
こ
そ
減
っ
た
も
の
の、
明
和
期(-
七

六
四
＼
七
二）
に
は
小
型
の
屋
根
舟
が
盛
ん
と
な
り、
再
び

橘
町
の
芸
者
も
川
上
で
の
遊
興
に
活
躍
を
は
じ
め
た
ら
し

＞
。鈴

木
春
信（一
七
二
五
？
S
七
0)

の
明
和
期
の
作
品
で、

「
舟
か
ら
降
り
る
芸
者」（
挿
図
2
)

や
「
舟
に
乗
る
娘」（
中
判

錦
絵

明
和
四
年
頃）
と
呼
ば
れ
て
き
た
作
品
な
ど
も、
橘

町
あ
た
り
の
踊
子
と
見
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う。
こ
れ
ら
の
図

で
は、
「
閑
時
は一一
人
来
て」
と
の
『
栄
花
遊
二
代
男』
の

記
述
と
も一
致
し
て、
二
人
の
振
袖
の
娘
が
屋
根
舟
か
ら
降

り
る
と
こ
ろ
で
あ
り、
一
人
の
娘
は
手
に
青
傘
を
持
っ
て
い

そ
し
て
舟
の
発
達
は、
芸
者
の
活
動
域
を
広
げ
さ
せ
た
よ

う
だ。

春
信
の
「
風
流
江
戸
八
景

駒
形
の
秋
月」（
中
判
錦

絵

明
和
五
年
頃）
は、
駒
形
堂
近
く
で
振
袖
の
娘
が
舟
を

降
り
る
と
こ
ろ
で
あ
り、
三
味
線
の
長
箱
を
抱
え
た
若
衆
が

娘
に
手
を
貸
し
て
い
る。

花
咲一
男
氏
が
『
江
戸
の
出
合
茶
屋』（
三
樹
書
房

九
六
年）
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
中
村
仲
蔵（一
七
三
六
S

九
0)

の
随
筆
『
月
雪
花
寝
物
語』
に、
「
近
年、
踊
子
は
や

り
申
候。
深
川
へ
参
り
た
＜
候
ら
へ
ど
も」
と
あ
る
の
は、

花
咲
氏
の
解
釈
の
よ
う
に、
「
両
国（
橘
町）
あ
た
り
の
踊
子

を
連
れ
て
深
川
へ
行
き
た
い
が」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う。

橘
町
辺
の
踊
子
が
大
川（
隅
田
川）
を
渡
っ
て
深
川
の
座
敷
ヘ

呼
ば
れ
て
行
く
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る。 一

九
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さ
ら
に
安
永
十
年
刊
の
洒
落
本
『
東
西
南
北

突
当
冨
魂

短
』
（
『
洒
落
本
大
成
第
十
一

巻』

所
収）

で
は、

女
郎
の
台

詞
に
「
た
し
か
此
中
山
の
松
本
に
江
戸
け
い
し
や
を
つ
れ
て

来
て
お
く
の
座
敷
に
さ
わ
い
で
居
な
さ
っ
た」

と
あ
り、

深

川
仲
町
の
二
軒
茶
屋
の
う
ち
松
本
に、

江
戸
芸
者
す
な
わ
ち

『
守
貞
漫
稿』

に
「
町
芸
者

江
戸
芸
者
と
も
云
ふ
は

吉

原
及
び
深
川
よ
り
市
中
を
指
て
云
ふ
言
也

両
国
柳
橋
辺

殴
町
甚
左
衛
門
町
辺

堀
江
町
辺

京
橋
辺
多
し」
〔
三
田

村〕

と
説
明
さ
れ
る
地
域
の
芸
者
た
ち
が、

深
川
へ
も
呼
ば

れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る。

明
和
五
年
頃
の
春
信
の
作
品
「
大
門
屋
木
戸
口
」
（
挿
図

3
)

で
は、
「
か
し
座
敷

大
門
屋」

の
立
て
看
板
の
あ
る
垣

根
の
入
口
で（
註
3
)、

盆
を
持
っ
た
仲
居
が
外
を
の
ぞ
き、

外

で
は
娘
が
奴
に
足
袋
を
直
し
て
も
ら
っ
て
い
る
様
子
が
描
か

れ
る。

大
門
屋
と
は、

深
川
洲
崎
の
当
時
人
気
の
料
理
茶
屋

で
あ
る
が、

地
面
に
殊
更
に
置
か
れ
た
青
傘
は
た
だ
一

般
的

な
風
俗
と
し
て
描
き
込
ん
だ
も
の
と
は
思
わ
れ
ず、

こ
の
娘

が
橘
町
あ
た
り
の
踊
子
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ

ろ
う。

奴
は
踊
子
を
呼
ん
だ
客
が
武
士
で
あ
る
こ
と
を
暗
示

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

安
永
期
（
一

七
七
ニ
ー
八
一
）
を
経
て、

清
長
が
最
も
評
価

さ
れ
る
天
明
期
に
入
る
と、

芸
者
は
さ
ら
に
芸
の
道
か
ら
離

れ
て
い
く
よ
う
に
思
え
る。

こ
の
時
代
の
芸
者
を
語
る
資
料

の
―

つ
に、

森
山
孝
盛
（
一

七一
二
八
ー
一

八
一

五）
の
『
蛋
の

焼
藻
の

記』（
註
4
)

が
あ
る。

天
明
七
年
頃
の

記
述
に
は、

る。
「
女
芸
者
と
云
者、

殊
の
外
時
花
て、

下
町
山
の
手
い
づ
く

と
差
別
な
く、

少
し
も
み
め
よ
き
娘
は
皆
芸
者
に
し
た
て
た

り。

三
味
線
と
て
も
少
し
計
覚
え
た
る
計
に
て、

琴
引
は
稀

な
り。

只
淫
楽
の
友
と
す
る
の
み
な
り」
〔
三
田
村〕

と
あ

ど
う
や
ら
消
長
活
躍
の
絶
頂
に
あ
っ
た
天
明
期
は、

少
し

で
も
容
姿
が
よ
け
れ
ば
皆
芸
者
に
な
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
ら

し
い
。

と
こ
ろ
が
芸
の
方
は
一

層
疎
か
に
な
り、

専
ら
性
を

売
る
芸
者
と
化
し
た
者
が
多
く
な
っ
た
よ
う
で
も
あ
る。

先

述
の
春
信
の
作
品
で、

三
味
線
の
長
箱
の
見
え
る
「
舟
か
ら

降
り
る
芸
者」
（
挿
図
2
)

や
「
風
流
江
戸
八
景

駒
形
の
秋

月」、

北
尾
重
政
の
『
絵
本
吾
妻
の
花』
（
明
和
五
年
刊）
（
挿

図
4
)

の
よ
う
に、

明
和
期
に
は
三
味
線
を
携
え
る
こ
と
が

多
か
っ
た
振
袖
の
踊
子
芸
者
が、

清
長
の
作
品
の
中
で
は
三

味
線
と
共
に
描
か
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た。

明
和
六、

七
年
頃
の
役
者
の
号
に
な
ぞ
ら
え
た
芸
者
の
評

判
記
『
あ
ず
ま
の
花』

で
は、
「
橘
町

路
考
娘」

と
題
さ

れ
る
芸
者
が、

路
考
す
な
わ
ち
瀬
川
菊
之
丞
に
生
き
写
し
の

美
し
さ
と
と
も
に、
「
義
太
夫
の
大
め
い
じ
ん
長
う
た
さ
み

せ
ん
お
ど
り
の
上
手」

と
芸
の
素
睛
ら
し
さ
を
讃
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
に、

評
判
の
芸
者
も
い
る
の
だ
が、

清
長
の
時
代

に
は、

ど
う
も
違
う
面
が
強
調
さ
れ
る。

踊
子
は、

田
沼
政

治
に
お
い
て
重
用
さ
れ
た
と
い
う
御
留
守
居
役
の
寄
合
酒
宴

に
は
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
存
在
で
あ
っ
た
が、
「
踊
子
に

お
ど
れ
と
留
守
居
む
り
を
い
い
」
（
天
明一
一

年
『
誹
風
柳
多

留』）
と
は、

芸
の
な
い
踊
子
に
踊
れ
と
無
理
を
言
う
留
守
居

役
を
詠
ん
だ
川
柳
ら
し
く、

ま
だ
江
戸
に
慣
れ
な
い
地
方
出

身
の
留
守
居
役
の
無
粋
さ
も
皮
肉
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。

清
長
が
描
い
た
橘
町
の
踊
子
の
典
型
的
な
姿
と
は、

挿
図

1
に
示
さ
れ
た
よ
う
に、

主
に
振
袖
姿
の
二
人
連
れ、

青
傘

の
相
合
傘、

あ
る
い
は
手
を
繋
い
で
表
さ
れ
る
場
合
も
多

く、

ま
た
底
の
平
ら
な
塗
下
駄
と
い
う
風
俗
に
も
特
徴
が
あ

る。

ひ
と
た
び
踊
子
の
風
俗
的
特
徴
を
お
ぼ
え
る
と、

清
長

の
作
品
に
は
頻
繁
に
橘
町
の
踊
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
く
る。

そ
し
て
天
明
期
に
お
い
て
も、

踊
子
は
引

き
続
き
屋
根
舟
に
呼
ば
れ、

ま
た
舟
で
移
動
し
て
座
敷
へ
向

か
っ
た。

「
茶
見
世
十
景

両
国」
（
挿
図
5
)

で
は、

川
に
面
し
た
水

茶
屋
の
前
か
ら
舟
に
乗
り
込
も
う
と
す
る
二
人
の
振
袖
姿
の

芸
者
が
描
か
れ
て
い
る。

場
所
が
橘
町
に
近
い
両
国
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
や、

底
の
平
ら
な
薄
い
下
駄、
一

人
が
青
傘
を

持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら、

橘
町
の
踊
子
で
あ
る
と
察
せ
ら
れ

る。

極
端
に
長
い
画
面
の
せ
い
も
あ
り、

柱
絵
の
図
柄
（
挿

図
6
)

は
も
っ
と
象
徴
的
で、

杭
に
つ
か
ま
り
足
を
舟
に
か

け
る
振
袖
姿
の
娘、

や
は
り
下
駄
は
同
様
で、

こ
れ
も
ま
た

橘
町
辺
の
踊
子
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う。

挿
図
7
の
柱
絵
に
は
「
平
六
で
聞
け
と
船
か
ら
呼
び
に
や

り」
（
安
永
五
年
『
誹
風
柳
多
留』

よ
り）

の
川
柳
が
記
さ
れ

る。

平
六、

す
な
わ
ち
大
坂
屋
平
六
は
橘
町
三
丁
目
の
薬
種

商
で（
註
5
)、

橘
町
の
踊
子
の
動
向
に
詳
し
く、

実
質
的
に
そ

，
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の
手
配
を
し
て
い
た
こ
と
で
有
名
で
あ
っ
た。

他
に
も
「
平

六
が
向
ふ
う
ら
か
と
る
す
居
聞」
（
安
永
四
年
『
誹
風
柳
多

留』）
と
は、

そ
の
平
六
の
場
所
を
聞
く
江
戸
に
不
案
内
な
留

守
居
役
を
詠
ん
だ
川
柳
で
あ
る。

さ
て
特
に
橘
町
辺
の
踊
子
の
こ
と
を
言
う
場
合
が
多
い
よ

う
に
思
う
が、

芸
者
が
芸
で
は
な
く
性
を
売
る
こ
と
を、

当

時
俗
語
で
「
こ
ろ
ぶ
」

と
言
っ
た。

や
は
り
安
永
期
頃
か
ら

よ
く
使
わ
れ
る
俗
語
と
な
っ
た
よ
う
で、
「
こ
ろ
び
お
れ
や

い
と
お
る
す
居
大
ふ
ざ
け
」、
「
こ
ろ
ぶ
子
に
着
替
を
親
が
し

よ
っ
て
行
」、
「
こ
ろ
ぶ
は
上
手
上
手
お
ど
る
は
お
下
手
」

（
い

ず
れ
も
安
永
六
年
『
誹
風
柳
多
留』）
な
ど
の
川
柳
は、

お
そ

ら
く
す
べ
て
橘
町
辺
の
踊
子
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ

ぷ
ノ

ど
う
ぞ
し
じ
う

清
長
の
春
画
『
貝
合
浮
戯
枕』
（
天
明
三
年
頃
刊）

で
は、

夜
の
両
国
橋
の
上
か、

振
袖
姿
の
芸
者
に
荷
物
を
持
っ
て
い

た
供
の
男
が
「
お
さ
と
さ
ん
お
め
工
こ
の
ご
ろ
む
や
み
に
ご

ろ
ぶ
そ
う
だ
が
そ
う
し
て
く
れ
ち
や
ア
ど
う
も
き
ま
つ
い
」

と
の
台
詞。

芸
者
は
「
八
さ
ん
お
め
エ
と
こ
う
し
て
う
ら
ざ

し
き
へ
で
る
が
い
や
で
ど
う
も
な
ら
ね
ヘ

女
ほ
う
に
し
て
く
ん
な
よ
」

と
答
え
て
い
る。

花
咲
一

男
氏
が
『
岡
場
所
遊
女
百
姿』
（
三
樹
書
房

一

九

九
二
年）
の
中
で、
「
お
ど
り
子
の
内
」

と
題
し
た
面
白
い
図

を
紹
介
さ
れ
て
い
る。

刊
年
等
は
書
い
て
い
な
い
が、

髪
型

な
ど
か
ら
安
永
後
期
頃
の
作
で
あ
ろ
う。

図
は、

娘
が
矩
撻

で
眠
っ
て
し
ま
い、

母
親
は
食
事
を
持
っ
て
来
た
と
こ
ろ

は
「
み
つ

で、

父
親
が
土
間
で
下
駄
を
直
し
て
い
る。

母
親
の
台
詞
に

ぞ
う
す
い
が
で
き
た
に
お
き
て
た
べ
や
れ
よ

此
子
は
タ
ベ
の
つ
か
れ
で
ね
む
ひ
さ
ふ
な

ば
ん
に
は
れ
い

の
お
や
し
き
へ
ゆ
か
ず
ば
な
る
ま
い
」

と
あ
り、

夜
の
疲
れ

で
眠
っ
て
い
る
が、

今
晩
ま
た
い
つ
も
の
屋
敷
へ
呼
ば
れ
て

い
る
と
い
う
”
み
っ
“

と
い
う
娘
に
雑
炊
を
食
べ
さ
せ
よ
う

と
気
遣
っ
て
い
る。

父
親
の
方
は
「
お
ら
が
む
す
め
を
せ
け

ん
は
こ
ろ
ぶ
こ
ろ
ぶ
と
い
ふ
が

げ
た
の
は
が
か
け
た
か
ら

こ
ろ
ぶ
は
つ
だ
」

と
言
っ
て
い
る。

両
親
は
娘
が
芸
で
売
っ

て
い
る
も
の
と
信
じ
て
お
り、

父
親
は
自
分
の
娘
が
「
こ
ろ

ぶ」

と
言
わ
れ
る
の
を
俗
語
と
し
て
理
解
し
て
い
な
い。

父

親
が
直
し
て
い
る
娘
の
下
駄
は
欠
け
て
い
る
よ
う
に
は
見
え

ず、

た
だ
普
通
の
二
枚
歯
の
高
さ
の
あ
る
塗
下
駄
に
見
え、

底
を
平
ら
に
薄
く
切
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る。

花
咲
氏
は
そ
こ
ま
で
の
解
釈
を
し
て
は
い
な

い
の
だ
が、

当
時
踊
子
が
主
に
底
の
平
ら
な
薄
い
下
駄
を
履

い
て
い
た
と
い
う
風
俗
を
ひ
そ
ま
せ
て、

滑
稽
さ
を
増
し
て

い
る
の
だ
ろ
う。

江
戸
の
中
心
か
ら
辰
巳
の
方
向
に
位
置
し、

辰
巳
と
呼
ば

れ
た
岡
場
所
深
川
で
は、

橘
町
の
踊
子
と
は
対
照
的
に
大
人

の
女
を
演
出
し
た。

清
長
の
「
風
流
深
川
八
景
」

の
中
の
辰

巳
の
図
（
小
判
錦
絵
揃
物

安
永
中
期）
、
「
当
世
遊
里
美
人

合
」

な
ど、

主
題
や
副
題
か
ら
深
川
を
描
い
た
こ
と
が
確
実

な
作
品
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
風
俗
の
特
徴
は、

紫
や
鼠
色、

茶
な
ど
の
渋
い
色
合
い
で、

小
紋
な
ど
の
地
味
な
模
様
の
着

物
に、

幅
広
の
帯
を
締
め、

高
さ
の
あ
る
駒
下
駄
（
ぽ
っ
く

り
駒
下
駄）
を
履
い
て
い
る
と
い
っ
た
点
に
あ
る。

深
川
で
は
芸
者
と
女
郎
の
一

応
の
区
別
は
あ
っ
て
も、

曖

昧
な
立
場
の
芸
者
も
多
く、

芸
ば
か
り
で
な
く
性
を
売
る
芸

者
が
多
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
橘
町
と
同
様
で
あ
っ
た。

吉

原
が
最
も
ラ
イ
バ
ル
視
し
た
岡
場
所
で
あ
り、

度
々
の
取
り

締
ま
り
で、

深
川
の
女
た
ち
は
吉
原
に
送
ら
れ
て
芸
者
や
遊

女
を
勤
め、

そ
し
て
三
年
ほ
ど
す
る
と
深
川
に
ま
た
戻
る
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ。
「
仲
町
に
の
A

字
を
入
れ
て

三
年
往
」

（
安
永
五
年
『
誹
風
柳
多
留』）
と
は、

深
川
の
仲
町

と
吉
原
の
仲
り
町
を
か
け
て
詠
ん
だ
川
柳
ら
し
い。

春
信
の
時
代
か
ら
見
て
い
く
と、

明
和
四、

五
年
頃
の
作

品
に
「
松
本
屋
店
先
」

（
挿
図
8
)

が
あ
る。

深
川
の
二
軒
茶

屋
と
言
わ
れ
た
有
名
料
理
店
「
松
も
と
や
」

の
前
を
行
く
の

は、

三
味
線
箱
を
持
つ
仲
居
を
連
れ
た
芸
者
で
あ
る。

風
俗

は
清
長
時
代
の
よ
う
な
渋
く
粋
な
大
人
っ
ぼ
さ
を
演
出
し
た

も
の
で
は
な
く、

振
袖
で
は
な
い
も
の
の
紅
色
の
蝶
の
模
様

の
入
っ
た
着
物
は、

若
い
娘
の
風
情
で
あ
る。

こ
の
構
図
の
前
身
は
宝
暦
末
期
の
「
と
み
よ
し
や
前
」

（
挿

図
9
)

で
あ
り、

三
田
村
氏
が、

そ
こ
の
芸
者
お
い
よ
は、

湯
上
が
り
姿
の
櫛
巻
で
知
ら
れ
た
と
記
述
す
る
深
川
仲
町
の

富
吉
屋
の
前
を、

振
袖
姿
の
踊
子
ら
し
い
風
俗
の
娘
と、

供

の
仲
居
が
通
る
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る。
『
深
川
珍
者

録』
（
宝
暦
十
一

年
序）
に
「
遊
里
は
や
ぐ
ら
下
踊
子
等、

日
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本
一

に
し
て
風
俗
格
別
し
ほ
ら
し
く、

ち
ら
り
と
見
た
る
尻

目
遣
い
に
は
人
の
魂
を
鼻
先
へ
釣
上
げ、

二
軒
茶
屋
の
三
味

線
に
足
本
の
つ
ま
づ
く
を
し
ら
ず」
〔
三
田
村〕

と
あ
る
よ
う

に、

深
川
櫓
下
な
ど
に
は、

こ
の
紅
摺
絵
が
制
作
さ
れ
た
当

時
に
は
評
判
の
踊
子
が
い
た
よ
う
で
も
あ
り、

そ
の
よ
う
な

踊
子
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る。

そ
し
て
同
様
の
図
柄

の
春
信
の
代
表
作
「
坐
鋪
八
景

あ
ふ
き
の
晴
嵐」
（
中
判
錦

絵

明
和
三
年
頃）
（
挿
図
10

)

の
よ
う
な
作
品
も、

踊
子
と

そ
の
着
替
を
持
つ
仲
居
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
こ
の
図
柄
は、

先
行
す
る
鳥
居
清
広
の
「
深
川
娘
三
幅

対」
（
紅
摺
絵

宝
暦
後
期）
と
題
名
の
記
さ
れ
た
作
品
が
も

と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る。

こ
れ
ら
の
図
の
供
の
女
の
姿
は、

橘
町
の
踊
子
に
従
っ
て

い
た
母
親
役
の
姿
で
は
な
く、

前
掛
を
し
た
仲
居
の
姿
で
あ

る
こ
と
も、

深
川
ら
し
い
風
俗
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う。

さ
ら
に
挿
図
8
だ
け
が
三
味
線
箱
を
携
え
て
い
る
が、

明
和
後
期
頃
か
ら
深
川
の
図
で
は
あ
ま
り
踊
子
が
描
か
れ
な

く
な
る
こ
と
か
ら、

深
川
で
は
踊
子
が
減
っ
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る。

明
和
末
期
頃
か
ら
は、
『
辰
巳
の
園』
（
明
和
七
年
刊）
な

ど、

深
川
を
題
材
と
し
た
戯
作
本
も
多
く
な
っ
て
く
る
が、

北
尾
重
政
の
希
少
な
安
永
期
の
大
判
錦
絵
の
作
品
に
「
東
西

南
北
之
美
人」

の
4
枚
揃
(

3

図
の
み
確
認）
が
あ
る。

深

川、

堺
町、
（
品
川）、

吉
原
の
代
表
的
な
遊
里
の
芸
者
遊
女

を
題
材
と
し
た
作
品
で、

画
而
に
芸
者
の
名
が
記
さ
れ
る
こ

と
も
珍
し
い。

早
い
時
期
の
本
格
的
な
大
判
錦
絵
作
品
で
あ

る
こ
と
か
ら、

か
な
り
特
別
な
上
製
の
出
版
物
で
あ
る
の
だ

ろ
う。

こ
の
う
ち
「
東
方
の
美
人

仲
町」
（
挿
図
11

)

と
い

う
の
が
深
川
で
あ
り、

そ
こ
に
は
二
人
の
芸
者
と
そ
の
名

「
お
仲

お
し
ま」

の
名
前
が
記
さ
れ
る。

明
和
八
年
の

『
操
双
紙』

に
「
尾
花
屋
の
お
な
か
は
娘
評
判
記
に
も
の
り

た
れ
ば
美
な
る
事
し
る
べ
し」
〔
三
田
村〕

と
記
さ
れ
る
「
お

な
か」

そ
の
人
で
あ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う。

黒
襟
に
紫
系
の
渋
い
留
袖
の
粋
な
姿
で、

洒
落
た
帯
の
幅

は
広
く、

華
や
か
に
後
ろ
に
垂
ら
し
た
そ
の
結
び
方
も
特
徴

的
で
あ
る。

こ
の
頃
か
ら
芸
者
が
左
悽
を
と
る
姿
で
描
か
れ

る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
く
る
の
は、

身
幅
の
狭
い
着
物
が
流

行
し
た
こ
と
に
よ
り、

裾
を
お
さ
え
て
歩
く
よ
う
に
な
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う。

こ
こ
で
は
す
で
に
清
長
時
代
に
共
通
す
る

深
川
芸
者
ら
し
い
雰
囲
気
が
見
て
取
れ
る。

た
だ
し
風
俗
上
で
芸
者
と
女
郎
を
分
け
る
の
は
困
難
で、

実
際、

先
述
の
洒
落
本
『
東
西
南
北

突
当
冨
魂
短』

に

は、
「
春
は
花
見
し
富
ヶ
岡
深
川
八
幡
山
の
境
内
左
右
に
二

軒
茶
屋
の
む
ま
事
あ
り、

門
前
に
は
い
き
な
る
茶
屋
の
の
き

を
な
ら
べ
、

恵
方
参
り
の
駒
下
駄
は、

げ
い
し
や
と
も
見
ヘ

娘
と
も
女
郎
な
り
け
る
形
す
が
た」

と
あ
り、

深
川
の
女
た

ち
は
芸
者
な
の
か
娘
な
の
か、

そ
れ
と
も
女
郎
な
の
か
当
時

で
も
迷
わ
れ
た
ら
し
い。

こ
の
よ
う
に、

描
か
れ
た
深
川
の
女
が、

ど
の
よ
う
な
立

場
で
あ
る
の
か
を
見
極
め
る
の
は
難
し
い
が、

洒
落
本
『
登

み

が

お

か

美
賀
遠
佳』
（
天
明
二
年
刊

『
洒
落
本
大
成

第
十
一

巻』

所
収）
な
ど
を
読
む
と、

深
川
で
も
格
式
の
高
い
仲
町
で
は、

芸
を
売
る
芸
者
と
色
を
売
る
女
郎
の
役
割
は
比
較
的
は
っ
き

り
と
分
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で、

こ
の
話
で
も一
一
人
の
客
に

女
郎
役
が
「
お
ら
い

お
き
ょ」、

三
味
線
長
唄
は
「
千
丁

和
吉」

と
い
う
芸
者
で
あ
り、

芸
を
売
る
芸
者
は
い
わ
ゆ
る

権
兵
衛
名
を
用
い
て
い
る。

ま
た
深
川
の
芸
者
は
長
く
「
羽
織
芸
者」

と
い
う
言
葉
に

代
表
さ
れ
て
語
ら
れ
て
き
た
が、

実
際
に
羽
織
を
着
る
深
川

芸
者
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

明
和
八
年

の
『
操
双
紙』

に
「
三
絃
ひ
か
ざ
る
を
芸
者
と
し、

ひ
く
の

を
羽
織
と
す、

羽
織
芸
者
は
お
り
／
＼
役
者
を
と
り
か
へ
、

男
芸
者
は
時
々
毛
縣
を
か
ぶ
る」
〔
三
田
村〕、

と
あ
り、

三

味
線
を
弾
く
芸
者
を
「
羽
織」

と
呼
ん
で
い
た
よ
う
だ。

花

咲
一

男
氏
が
『
岡
場
所
遊
女
百
姿』

で
掲
載
さ
れ
て
い
る
安

永
四
年
の
勝
川
春
章
『
色
道
三
津
傭』

の
「
ふ
か
川」

の
図

で
は、

確
か
に
黒
い
羽
織
を
着
て
三
味
線
を
弾
く
羽
織
芸
者

の
姿
が
描
か
れ
て
い
る。

と
こ
ろ
が
安
永
八
年
の
『
竜
虎
問

答』

に
「
羽
織
芸
者
は
羽
お
り
を
略
し」

と
の
川
柳
が
あ
る

こ
と
か
ら、

羽
織
芸
者
が
羽
織
を
略
し
た
の
は
こ
の
頃
か
ら

で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（
註
6
)、

そ
の
呼
称

だ
け
が
残
り、

清
長
の
時
代
に
は
実
際
に
深
川
の
羽
織
芸
者

が
羽
織
を
着
る
事
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
も
の
と
思
え
る。

ま

た
北
尾
重
政
の
春
画
本
『
＋
種
交
合
之
記』

に
「
お
い
ち
さ

ん
も
は
を
り
で
ご
ざ
ん
し
た
が、

と
こ
げ
い
し
や
に
な
り
な
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ん
し
た
」
〔
三
田
村〕（
註
7
)

と
あ
る。

三
味
線
の
芸
で
売
っ
て

い
た
芸
者
が
床
芸
者、

す
な
わ
ち
性
を
売
る
芸
者
に
な
る
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
の
は、

い
か
に
も
こ
の
時
代
の

芸
者
ら
し
い
話
で
あ
る。

そ
う
な
る
と一
二
味
線
を
持
ち
歩
く
の
は
基
本
的
に
は
芸
の

あ
る
芸
者
と
な
り、

実
体
は
ど
う
あ
れ、
一
二
味
線
は
一

っ
の

ス
テ
ー
タ
ス
で
あ
っ
た。

三
田
村
氏
は
「
吉
原
芸
者
は
長
綽

の一一一
味
線
を
長
箱
で
持
ち
歩
く
の
に、

町
の
芸
者
は
継
悼
を

風
呂
敷
包
に
す
る
の
は、

公
許
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら

だ
と
言
わ
れ
て
い
た。
」

と
書
か
れ
て
い
る。

し
か
し
先
述

の
春
信
の
「
松
本
屋
店
先」

や
深
川
洲
崎
の
二
階
座
敷
の
遊

宴
を
描
い
た
清
長
の
「
深
川
遊
宴」
（
大
判
錦
絵
3
枚
続

寛

政
二
年
頃）
に
お
い
て
も、

こ
と
さ
ら
に
三
味
線
の
長
箱
が

描
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に、

吉
原
芸
者

ば
か
り
で
な
く、

深
川
の
芸
者
や、

ま
た
「
美
南
十
二

候

七
月

夜
の
送
り」
（
大
判
錦
絵
2
枚
続

天
明
四
年
頃）

な

ど
で
見
る
よ
う
に、

品
川
で
も
ま
た
長
箱
で
往
来
し
て
い
た

も
の
ら
し
い。

一

方
で
明
和
期
に
は、

先
に
挙
げ
た
春
信
の
「
舟
か
ら
降

り
る
芸
者」
（
挿
図
2

)

や
「
江
戸
八
景

駒
形
の
秋
月」

に

示
さ
れ
る
よ
う
に、

橘
町
辺
の
江
戸
芸
者
も
長
箱
を
持
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
が、

清
長
の
時
代
に
は
見
受
け
ら

れ
な
く
な
る。

三
田
村
氏
の
記
述
の
と
お
り
継
悼
の
三
味
線

を
用
い
て
い
た
ら
し
く、

分
解
さ
れ
て
箱
に
入
れ
ら
れ、

風

呂
敷
包
で
持
ち
歩
い
た
も
の
の
よ
う
だ。
「
茶
見
世
十
景

や
け
ん
掘」
（
中
判
錦
絵

天
明
三、

四
年
頃）

の
茶
店
「
初

鷹」

の
前
を
通
り
か
か
る
芸
者
の
後
方
で
青
傘
を
持
っ
た
供

の
男
が
担
い
で
い
る
風
呂
敷
包
み
の
箱
や、
「
女
風
俗
十
寸

鏡」
（
挿
図
12

)

の
橘
町
の
芸
者
の
典
型
図
と
も
言
え
る
振
袖

の
二
人
娘
の
相
合
傘
の
後
に
男
が
担
い
で
い
る
同
様
の
荷
物

は、

継
悼
の
三
味
線
箱
な
の
で
あ
ろ
う。

ま
た
先
述
の
清
長

の
春
画
『
貝
合
浮
戯
枕』

で
も、
一
一
人
の
側
に
は
同
型
の
箱

の
上
に
風
呂
敷
が
の
せ
ら
れ
て
い
る。

そ
し
て
衣
裳
で
は
区
別
し
に
く
い
深
川
の
女
た
ち
は、

描

き
込
ま
れ
た
道
具
に
よ
っ
て
そ
の
身
分
を
明
ら
か
に
し
て
い

く
の
で
あ
る。

三
味
線
の
長
箱
は、

や
は
り
深
JII
風
俗
の
一

つ
の
記
号
で
あ
っ
た
も
の
と
思
え
る。

三
味
線
箱
を
―

つ
の

記
号
と
す
る
な
ら
ば、
「
当
世
遊
里
美
人
合」

の
う
ち
副
題

の
書
き
込
み
が
な
く
場
所
の
特
定
さ
れ
な
か
っ
た
「
（
座
敷

遊
宴）
」
（
挿
図
13

)

も、

長
箱
を
持
っ
て
来
た
仲
居
が
描
か
れ

る
こ
と
か
ら、

深
川
の
茶
屋
の
座
敷
な
ど
を
想
定
し
た
可
能

性
が
高
い
で
あ
ろ
う。

ま
た
同
様
に、

女
の
風
俗
も
深
川
の

典
型
と
い
え
る
「
風
流
十
二
候

葉
月」
（
挿
図
14

)

な
ど
の

作
品
も、

三
味
線
の
長
箱
を
仲
居
が
持
っ
て
従
っ
て
い
る
こ

と
か
ら、

深
川
の
羽
織
芸
者
が
想
定
さ
れ
て
く
る
よ
う
だ。

一

方
で
例
え
ば
「
当
世
遊
里
美
人
合

辰
巳
艶」
（
挿
図
15

)

は、

三
味
線
箱
も
な
く、

供
の
若
衆
が
夜
具
と
銭
や
火
種
を

入
れ
た
火
縄
箱
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
か
ら、

い
か
に
も
深

川
ら
し
い
風
俗
の
右
側
の
女
は、

屋
根
舟
な
ど
へ

呼
ば
れ
る

女
郎
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

振
袖
の
娘
は
踊
子
か、

三
田

村
氏
は
遊
び
の
興
味
を
募
ら
せ
る
た
め
に
深
川
で
は
生
娘
と

出
掛
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
述
べ
る。

中
洲
は、

安
永
天
明
期
を
代
表
す
る
清
長
時
代
な
ら
で
は

の
岡
場
所
で
あ
る。

安
永
中
期
以
降、

天
明
期
を
通
し
て
こ

の
隅
田
川
西
岸
の
新
し
い
埋
立
地
は
歓
楽
街
と
し
て
栄
え
て

い
た
が、

洪
水
の
原
因
に
な
る
と
い
う
理
由
で
寛
政
期
（
一

七
八
九
—
一

八
0

1

)

の
初
め
に
は
す
っ
か
り
取
り
払
わ
れ

て
し
ま
っ
た
と
い
う。

こ
の
中
洲
に
も
固
有
の
芸
者
は
い
た
ら
し
い
が、

舟
の
往

来
の
盛
ん
な
時
期
の
こ
と、

浮
世
絵
に
描
か
れ
た
風
俗
か
ら

す
る
と、

多
く
は
橘
町
な
ど
の
江
戸
芸
者
や
深
川
芸
者
が
呼

ば
れ
て
来
た
よ
う
に
思
え
る。
「
当
世
遊
里
美
人
合

叉
江

涼」
（
挿
図
16

)

は、

中
洲
の
水
茶
屋
前
の
往
来
を
描
い
て
い

る。

右
よ
り
三
味
線
の
長
箱
を
持
つ
前
掛
を
し
て
前
帯
を
垂

ら
し
た
仲
居、

次
が
そ
の一
二
味
線
の
弾
き
手
の
芸
者
で
あ
ろ

う。

長
箱、

地
味
な
着
物
に
ぼ
っ

く
り
駒
下
駄
と
な
れ
ば、

深
川
の
芸
者
と
も
見
え
る。

中
央
の
二
人
は
振
袖
の
娘
で、

底
の
平
ら
な
下
駄
を
履
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら、

橘
町
辺
の

踊
子
芸
者
な
の
だ
ろ
う。

そ
の
左
の
絣
の
若
物
の
女
は、

前

帯
を
長
く
た
ら
し
て
い
る
が、

こ
の
よ
う
な
風
俗
は
右
端
の

仲
居
の
姿
も
同
様
に、

中
洲
の
特
徴
的
な
風
俗
に
あ
た
る
よ

う
に
思
う。

主
に
夏
の
歓
楽
地
で
あ
る
中
洲
を
描
い
た
図
で

は、

こ
の
よ
う
な
絣
な
ど
の
カ
ジ
ュ

ア
ル
な
柄
の
着
物
を
ゆ

っ
た
り
と
着
た
女
が
散
見
さ
れ
る。

川
岸
の
中
洲
に
は
遊
船

13 
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の
出
入
り
も
多
か
っ
た
が、
『
絵
本
物
見
岡』
（
挿
図
17

)

で
中

洲
を
背
景
に、

新
大
橋
下
で
舟
の
屋
根
に
寄
り
か
か
り
涼
風

を
楽
し
む
女
は、

や
は
り
絣
の
着
物
を
く
つ
ろ
い
だ
風
に
着

こ
な
し、

前
に
帯
を
長
く
垂
ら
し
た
姿
の
遊
女
風
で
あ
る。

さ
ら
に
挿
図
16
の
水
茶
屋
の
女
の
前
に
は、

桜
草
の
紋
の

着
物
に
黒
羽
織
と
い
う
姿
の
若
衆
盤
の
子
が
い
る。

三
田
村

氏
は
こ
の
よ
う
な
姿
を
「
深
川
本
多」

の
例
と
し
て
考
え
て

い
る
よ
う
で
あ
る
が、

深
川
を
描
い
た
図
に
こ
の
姿
の
子
が

描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
で、

消
長
の
「
金
龍
山
八
景

待
乳
山」
（
中
判
錦
絵

天
明
前
期）
、
「
隅
田
川
船
遊
び」
（
大

判
錦
絵
3
枚
続

天
明
中
期）
、
「
江
都
夏
十
景

な
か
ず」

（
中
判
錦
絵
揃
物

天
明
後
期）

な
ど
に
も
登
場
す
る
よ
う

に、

む
し
ろ
隅
田
川
西
岸
の
地
域
が
活
躍
の
中
心
で
あ
っ
た

よ
う
だ。

三
田
村
氏
は
深
川
本
多
と
は
別
に、

杉
田
玄
白
の
『
後
見

草』

に
「
富
本
豊
前
太
夫
と
云
浄
る
り
語
り
流
行、

所
々
の

娘
子
供
此
ふ
し
を
か
た
り
候
分
は、

桜
草
の
紋
所
を
つ
け、

髪
を
切
て
若
衆
に
た
ば
ね
結
ひ
候
者
数
多
有
之」

と
書
か
れ

て
い
る
こ
と
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
が、

こ
の
姿
は
む
し
ろ
こ

の
富
本
を
語
る
若
衆
姿
の
娘
子
供
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う。

富

本
豊
前
太
夫
は、

清
長
の
大
判
錦
絵
に
描
か
れ
る
ほ
ど
人
気

の
あ
っ
た
富
本
節
の
語
り
手
で、

富
本
の
マ
ー
ク
は
桜
草
で

あ
っ
た。
『
後
見
草』

の
文
か
ら
は
若
衆
髯
に
結
っ
た
少
女

の
男
装
が
一

般
的
な
流
行
で
あ
っ

た
と
理
解
さ
れ
る
が、

「
叉
江
涼」

に
描
か
れ
た
こ
の
少
女
が、

場
所
柄
か
ら
も
一

清
長
の
代
表
作
は
天
明
期
の
大
判
錦
絵
作
品
に
集
中
し
て

富
本
節
を
語
る
芸
者
の
類
の
一

人
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

清
長
の
中
洲
の
図
で
は、

場
所
を
示
す
モ
テ
ィ
ー
フ
も
大

切
で
あ
る。

川
面
が
真
近
で、

茶
屋
に
は
川
側
に
手
す
り
や

梯
子
が
あ
り、

軒
に
吊
り
下
げ
ら
れ
た
丸
い
提
灯、

座
敷
近

く
に
到
着
す
る
船
ま
た
は
そ
の
紬
先
な
ど
も
ま
た、

中
洲
で

あ
る
こ
と
を
示
す
記
号
と
し
て
重
要
で
あ
る。

そ
し
て
「
当

世
遊
里
美
人
合

叉
江
涼」
（
挿
図
16)
に
見
る
よ
う
な
暖
簾

に
提
灯
も
ま
た
―

つ
の
記
号
と
な
っ
て
い
た
も
の
ら
し
い
。

そ
う
す
る
と
挿
図
18
や
挿
図
19
の
よ
う
な
図
柄
の
情
報
の
少

な
い

柱
絵
で
も、

以
上
に
述
べ
た
事
を
前
提
と
す
れ
ば、

「
中
洲
に
来
た
橘
町
芸
者」、
「
中
洲
に
来
た
深
川
芸
者」

と

具
体
的
な
見
方
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る。

挿
図
18

烏
居
清
長

「
水
茶
屋
前
の
踊
子」

柱
絵
判
錦
絵

天
明
初
期

-

tク

挿
図
19

烏
居
清
長

「
芸
者
と
女
箱
屋」

柱
絵
判
錦
絵

天
明
初
期

履
版
元
高
津
屋
伊
助

般
的
な
流
行
の
姿
と
は
思
え
ず、

や
は
り
宴
を
盛
り
上
げ
る

い
る
が、

実
は
安
永
期
に
遡
る
清
長
の
大
判
の
作
品
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い。

天
明
期
に
入
っ
て
も、

特
に
そ
の
前
半
期

に
お
い
て
は、

ま
だ
は
る
か
に
中
判
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
の

方
が
多
く、

大
判
は
そ
の
絵
具
の
上
質
さ
と
摺
重
ね
る
色
版

の
数
の
多
さ（
註
8
)

か
ら
し
て
も、

高
級
品
と
し
て
出
版
さ

れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る。

現
存
の
消
長
の
大
判
錦
絵
に
つ

い
て
は、

後
摺
で
も
線
な
ど
を
見
る
と
版
の
荒
れ
が
さ
ほ
ど

目
立
た
な
い
こ
と
か
ら、

大
量
に
摺
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
さ
そ
う
だ。

逆
に
中
判
は
よ
り
版
の
荒
れ
た
も
の
を
見
る

こ
と
が
多
く、

大
鼠
に
摺
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が、

概
し
て
大
判
作
品
の
方
が
1
図
あ
た
り
の
現
存
率
が
高
い
の

は、

上
製
の
作
品
で
あ
る
だ
け
に
高
価
な
商
品
で
あ
り、

大

切
に
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う。

消
長
が
八
頭
身、

九
頭
身
と
い
う
長
身
の
美
人
を
創
作
し

た
の
も、

あ
る
意
味
で
は
大
判
と
い
う
こ
れ
ま
で
ポ
ピ
ュ

ラ

ー
で
は
な
か
っ
た
広
い
画
面
を
印
象
づ
け
る
た
め
の
演
出
で

も
あ
っ
た
と
思
え
る。

同
時
期
の
中
判
と
の
比
較
（
挿
図
20

)

に
よ
っ
て
も、

そ
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
違
い
は
明
ら
か
で

あ
る。

紙
の
サ
イ
ズ
に
よ
っ
て
も
柔
軟
に
人
物
の
プ
ロ
ポ
ー

シ
ョ
ン
を
変
化
さ
せ
て、

作
品
と
し
て
の
見
応
え
を
演
出
し

て
い
た
の
だ
ろ
う。
一

方
で
清
長
ら
し
い
西
洋
的
な
バ
ラ
ン

ス
の
と
れ
た
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は、

西
洋
画
か
ら
の
影
響
も

指
摘
さ
れ
て
い
る（
註
9
)
0

筆
者
が
展
覧
会
図
録
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に、

天
明

前
期
の
大
判
錦
絵
に
は
版
元
印
が
入
っ
て
い
る
も
の
は
少
な
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一

方
で
中
判
は
版
元
印
が
入
っ
て
い
る
方
が
多
数
派

で、

そ
の
版
元
印
の
多
く
は、

明
和
期
の
錦
絵
創
始
期
に
版

元
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
西
村
屋
与
八
の
も

の
で
あ
る。

そ
し
て
現
時
点
で
は、

版
元
印
の
な
い
消
長
の

天
明
期
の
大
判
錦
絵
作
品
が、

西
村
屋
版
で
あ
る
可
能
性
は

最
も
高
く
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う。

天
明
前
期
の
清
長
の
大
判
錦
絵
の
美
人
画
で
版
元
印
が
あ

る
の
は、
「
雛
形
若
菜
の
初
模
様」

と
い
う
シ
リ
ー
ズ
が
唯

一
で
あ
る
が、

こ
れ
は
安
永
中
期
か
ら
磯
田
湖
龍
斎
が
手
掛

け、

順
次
西
村
屋
か
ら
版
行
し
て
い
た
シ
リ
ー
ズ
を、

湖
龍

斎
が
錦
絵
か
ら
基
本
的
に
手
を
引
い
た
の
を
機
に、

清
長
が

引
き
継
い
だ
と
い
う
事
情
が
あ
る。

さ
ら
に
こ
の
シ
リ
ー
ズ

は、

当
初
西
村
屋
と
蔦
屋
重――一
郎
共
版
で
出
版
さ
れ
て
い
る

が、

蔦
屋
が
錦
絵
の
一

枚
絵
を
本
格
的
に
扱
い
は
じ
め
る
の

＜ ヽ 挿
図
20

烏
居
消
長
の
大
判
の
美
人
と
中
判
の
美
人
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
比
較

（
右
ー
大
判、

左
ー
中
判）

天
明
後

(

1

)

「
六
郷
の
渡
し」

大
判
錦
絵
2
枚
続

(

2

)

「
大
川
端
の
夕
涼」

大
判
錦
絵
2

枚
続

（
3

)

「（
官
女）」

大
判
錦
絵
5
枚
揃

天
明
中
期

(

4

)

「
菖
蒲
の
池」

大
判
錦
絵
2
枚
続

天
明
中
期

(

5

)

「
吾
妻
橋
下
の
涼
船」

大
判
錦
絵――一
枚
続

期

そ
の
後
「
真
崎
の
渡
し
舟」
（
大
判
錦
絵
三
枚
続

期）
な
ど
か
ら
は、

摺
に
よ
っ
て
版
元
印
が
入
る
よ
う
に
な

る
が（
註
11
)、

大
判
錦
絵、

そ
れ
も
本
格
的
な
続
絵
の
出
版
で

天
明
中
後

は
天
明
後
期
か
ら
の
こ
と
で、

清
長
の
版
元
印
の
な
い
天
明

前
期
の
名
品
の
版
元
と
は
想
定
し
に
く
い。
「
雛
形
若
菜
の

初
模
様」

は、

蔦
屋
に
と
っ
て
は
例
外
的
な
仕
事
で、

こ
の

時
に
は
吉
原
に
店
を
構
え
て
い
た
蔦
屋
が、

西
村
屋
と
吉
原

と
の
仲
立
ち
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ（
註
10
)、

さ

ら
に
吉
原
の
出
資
も
あ
っ
て
の
豪
華
な
大
判
錦
絵
作
品
で
あ

っ
た
と
想
像
さ
れ
る。

し
か
し
天
明
期
の
版
元
印
の
な
い
大
判
錦
絵
作
品
に
つ
い

て
捨
て
き
れ
な
い
も
う―
つ
の
可
能
性
は、

慶
雲
堂
こ
と
高

津
屋
伊
助
が
出
版
し
た
の
で
は
な
い
か、

と
い
う
こ
と
で
あ

る。

消
長
の
天
明
期
の
作
品
に
は、

い
く
つ
か
「
慶
雲
堂」

の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る。

通
常
浮
世
絵
版
画
で

は、

版
冗
印
を
版
で
摺
る
方
が
圧
倒
的
に
普
通
で
あ
る
の
は

衆
知
の
と
お
り
だ
が、

こ
の
例
外
的
に
摺
り
上
が
っ
た
後
で

捺
さ
れ
て
い
る
「
慶
雲
堂」

印
が
確
認
さ
れ
る
作
品
に
は
左

記
の
も
の
が
あ
る。

天
明
四
年
頃

天
明
四
年
頃

は
最
初
期
段
階
に、

清
長
の
続
絵
の
代
表
作
を
生
み
出
し
て

い
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い。

こ
の
「
慶
雲
堂」

印
は
必
ず
し
も
初
摺
に
捺
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い。

代
表
作
「
大
川
端
の
夕
涼」

も
そ
の
一
っ

で、

シ
カ
ゴ
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
版
の
よ
う
な、

水
面
な

ど
を
露
草
の
青（
ほ
と
ん
ど
は
退
色
し
て
い
る）
で
摺
っ
た
透

明
感
の
あ
る
色
合
い
の
初
摺
に
は
こ
の
印
が
捺
さ
れ
た
版
を

知
ら
な
い
が、

こ
れ
を
本
藍
を
加
え
て
濃
い
青
鼠
色
に
摺
っ

た
後
摺
の
一

群
が
あ
り、

そ
こ
に
「
慶
雲
堂」

の
印
を
捺
し

た
も
の
を
見
る
こ
と
が
あ
る。

こ
れ
に
つ
い
て
は
版
元
直
営

の
本
店
を
離
れ
て、

小
売
の
絵
草
紙
屋
な
ど
に
卸
す
際
に
こ

の
よ
う
な
版
元
印
を
捺
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か、

と

も
想
像
し
て
い
る
の
だ
が、

詳
細
は
不
明
で
あ
る。

そ
の
高
津
屋
に
つ
い
て
は、

元
禄
十
二
年
か
ら
続
く
日
本

橋
の
乾
物
を
商
う
老
舗、

現
在
の
株
式
会
社
に
ん
べ
ん
の
高

津
伊
兵
衛
氏
に
資
料
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
の
で
紹
介
し
た

い。

そ
れ
に
よ
れ
ば
高
津
屋
伊
助
は
店
の
繁
栄
を
導
い
た一――

代
目
伊
兵
衛（
屋
号
は
伊
勢
屋、

通
称
に
ん
べ
ん）
の
四
女
の

婿
に
あ
た
る
と
い
う。

版
元
の
初
代
伏
見
屋
善
六、

通
称

「
伏
善」

の
三
男
善
蔵
が
そ
の
人
で
あ
り、

後
に
伊
助
と
改

名
し
て
い
る。

地
本
絵
草
紙
問
屋
と
な
っ
た
二
代
伏
見
屋
善

六
版
で
出
さ
れ
た
清
長
の
大
判
の
役
者
絵（
出
語
り
図）
も
2

図
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が、

生
家
か
ら
版
元
と
し
て
の
素
養

を
得
て
い
た
善
蔵
も
ま
た
新
た
に
版
元
と
な
っ
て
活
躍
を
は

じ
め
た
ら
し
い。

し
か
し
寛
政
三
年（
一

七
九
一
）
に
若
く、
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三
十一
二
歳
の
頃
に
亡
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
そ
う
で
あ

る（
註
12
)。

天
明
四
年
（
一

七
八
四）
頃
の
「
大
川
端
の
夕
涼」

の
制
作
時
に
は、

高
津
屋
は
ま
だ
二
十
歳
代
半
ば
の
若
さ
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
り、

老
舗
で
消
長
の
作
品
を
安
永
期
か
ら

多
く
手
掛
け
た
西
村
屋
与
八
よ
り
三
十
歳
ほ
ど
も
年
下
の
若

手
で
あ
っ
た。

し
か
し
そ
の
西
村
屋
に
負
け
な
い
ど
こ
ろ
か、

確
実
に
代

表
作
の
い
く
つ
か
を
手
掛
け、

当
時
主
流
で
あ
っ
た
中
判
の

出
版
に
は
興
味
を
示
さ
ず
に、

大
判
の、

し
か
も
続
絵
の
先

駆
的
な
仕
事
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
の
は、

新
進
の
版
元
と

し
て
通
常
と
は
思
え
な
い。

作
品
へ
の
意
欲
と
ア
イ
デ
ア、

そ
し
て
多
く
の
浮
世
絵
版
画
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
薄
利
多

売
の
商
売
法
と
は
違
う
企
み
の
で
き
る
立
場
で
な
け
れ
ば、

若
い
版
冗
と
し
て
の
こ
れ
だ
け
の
出
版
は
叶
わ
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う。

井
上
和
雄
氏
の
「
地
本
問
屋
伏
見
屋
善
六
（
上）
（
下）
」

（『
浮
世
絵』

二
四
号、

二
六
号

大
正
六
年

浮
世
絵
社）

に
よ
れ
ば、

伏
見
屋
善
六
と
に
ん
べ
ん
の
関
係
は、

初
代
伏

見
屋
善
六
（
宝
暦
十一

年
没）
の
時
代
か
ら
続
い
て
い
た。

井

上
氏
の
紹
介
す
る一
二
代
目
の
妻
が
七
八
歳
の
明
治
四
年
に
書

い
た
「
聞
伝
書」

に
よ
れ
ば、

初
代
は
京
都
の
伏
見
屋、

植

村
藤
右
衛
門（
至
枝
軒）
に
奉
公
し
て
い
た
が、

分
家
し
て
江

戸（
本）
石
町
に
出
店
を
持
ち
成
功
し
た。

そ
の
次
男
は
美
男

で、

に
ん
べ
ん
の
娘
の
養
子
に
な
っ
て、

小
柳
町
に
伊
勢
屋

太
兵
衛
と
し
て
店
を
構
え
た
と
い
う。

と
こ
ろ
が一
一
代
目
善

玉
樹
軒

橘
瑕
江

六
（
文
政
五
年
に
七
四
歳
で
没）、

つ
ま
り
年
齢
か
ら
す
る
と

高
津
屋
伊
助
の
兄
は、

商
売
に
疎
く、

天
明
の
頃
に
上
野
池

之
端
に
移
っ
て
絵
草
紙
の
店
を
開
い
た
と
い
う。

ま
た
初
代
の
次
男
が
養
子
に
出
て
よ
り、

伏
見
屋
で
は

代
々
男
子
を
に
ん
べ
ん
に
丁
稚
奉
公
さ
せ
て
商
人
と
し
て
の

躾
を
し
て
も
ら
っ
て、

後
に
地
本
問
屋
の
仕
事
を
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と、

ま
た
錦
絵
を
出
版
す
る
時
に

は
必
ず
そ
の
初
摺
を
に
ん
べ
ん
の
家
に
贈
っ
た
と
い
う
伝
聞

や、
『
国
華』

三
―
一

号
（
大
正
五
年）
の
中
で
「
第
十
回
茶

話
会」

の
三
月
十
八
日
開
催
の
展
観
品
に、
「
錦
絵
帖
三
冊

外
錦
絵
摺
物
等」

が、

当
時
の
に
ん
べ
ん
の
当
主
高
津
伊
兵

衛
氏
に
よ
り
出
品
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
お

り、

伏
見
屋
と
に
ん
べ
ん
の
深
い
関
係
が
伝
え
ら
れ
て
輿
味

深
い。

初
代
伏
見
屋
の
三
男
で
婿
と
な
っ
た
高
津
屋
伊
助

が、

に
ん
べ
ん
に
支
え
ら
れ
て
出
版
活
動
を
行
っ
て
い
た
と

い
う
状
況
は
容
易
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う。

高
津
屋
は
天
明
後
期
に
至
っ
て
も、

手
掛
け
た
の
は
清
長

の
大
判
錦
絵
が
中
心
で、

他
の
絵
師
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
な

い。

し
か
し
数
少
な
い
清
長
関
連
以
外
の
出
版
の
中
で
も
興

味
深
い
の
は、

橘
眠
江
の
美
し
い
吹
き
ぼ
か
し
を
用
い
た
合

羽
摺
の
著
名
な
絵
本
『
彩
画
職
人
部
類』
（
明
和
七
年）
の
後

摺
本
を、

天
明
四
年
に
高
津
屋
が
手
掛
け
て
い
る
こ
と
で
あ

る。

初
版
の
橘
眠
江
の
序
と
春
江
亭
普
成
跛
は、

後
版
で
は

四
方
赤
良
の
序
と
朱
楽
菅
江
の
跛
に
変
更
さ
れ
て
い
る。

明
和
七
年
初
版
の
奥
付
に
は
「
蜜
者

ま
た
こ
の
天
明
四
年
版
に
附
さ
れ
た
「
慶
雲
堂
蔵
板
目

本
石
町
三
丁
目

明
和
七

庚
寅
歳
臓
月

東
都
書
舗

植
村
藤
三
郎

鉄
砲
町

澤
伊
助」、

そ

し
て
再
版
の
奥
付
で
は
画
家
と
彫
師
の
名
前
が
消
え
て
お

り、
「
天
明
四
年
甲
辰
正
月
日

再
刻

東
都
書
陣

下
谷

池
之
端
仲
町

植
村
善
六

高
津
伊
助」

と
あ
る。

こ
こ
で

偶
然
と
も
思
え
な
い
の
は、

両
版
の
版
元
の
記
載
の
う
ち

「
植
村」

と
「
伊
助」

と
い
う
部
分
が
共
通
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る。

伏
見
屋
善
六
は
井
上
氏
の
記
述
を
参
考
に
す
れ
ば

植
村
姓
を
用
い
て
い
た
は
ず
で
あ
り、

天
明
四
年
版
が
善

六・
伊
助
兄
弟
の
共
版
に
よ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う。

そ
し
て
明
和
七
年
版
も
ま
た、

当
時
は
本
石
町
に
店
の
あ
っ

た
若
い一
一
代
目
伏
見
屋
そ
の
人
が
植
村
藤――一
郎
と
名
乗
っ
て

版
元
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い。

澤
伊
助
を
高
津
伊
助
と
見

る
に
は
ま
だ
若
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が、

い
ず
れ
に
し
ろ
縁

の
深
い
人
物
で
あ
ろ
う。

し
か
も
江
戸
で
は
珍
し
い
精
度
の

高
い
合
羽
摺
の
名
作
を
手
掛
け
て
い
た
と
い
う
の
は、

非
常

に
ユ
ニ
ー
ク
で
面
白
い。

採
算
と
し
て
は
ど
う
か
と
思
う

が、

そ
れ
こ
そ
「
商
売
に
疎
い
」

と
評
さ
れ
た
1

一
代
目
伏
見

屋
な
ら
で
は
の
名
品
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
（
そ

の
二
代
目
も
天
明
期
以
降
の
錦
絵
出
版
で
は
成
功
を
収
め
た

よ
う
に
思
え
る）。

合
羽
摺
が
長
く
上
方
で
行
わ
れ
た
技
法

で
あ
る
こ
と、

初
代
善
六
の
奉
公
し
た
植
村
藤
右
衛
門
の
号

玉
枝
軒
が
橘
眠
江
の
号
玉
樹
軒
に
似
て
い
る
こ
と
も
気
に
な

る
と
こ
ろ
で
あ
る。

彫
工

岡
本
松
魚
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結
語

録」

で
は、

こ
の
『
彩
画
職
人
部
類』

の
他、
「
窪
俊
満
筆

狂
歌
讃

彩
色
摺

真
菜
譜

箱
入
全
部
二
冊」
「
窪
俊
満
筆

彩
画

桃
李
園

箱
入
全
部一
一
冊」、
「
文
談

四
方
赤
良

中
古

窪
俊
満

当
世

北
尾
花
藍

両
子
筆

今
昔
雙
子

山

箱
入
巻
物」
「
深
川
親
孝
書

五
策
千
字
文

全」、
「
四

方
赤
良
・

朱
楽
菅
江
著

無
学
狂
歌
式」、
「
四
方
連
中
著

狂
歌
は
な
し

袋
掃
除」、
「
北
尾
花
藍
筆

彩
色
絵
本

紅

翠
漫
画

箱
入
三
冊」、
「
北
尾
花
藍
筆

味
朝
名
把
園

全

部―
二
冊」

が
挙
げ
ら
れ
る
が、

こ
れ
ら
の
本
類
の
存
在
は
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た。

計
画
段
階
で
終
わ
っ
て
し

ま
っ
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
が、
「
箱
入」

と
あ
る
出
版
が

多
い
こ
と
か
ら、

比
較
的
高
級
品
の
出
版
を
目
指
し
て
い
た

ら
し
い
こ
と、

ま
た
天
明
三
年
に
狂
歌
書
の
出
版
が
多
く
な

っ
た
時
流
に
の
っ
て、

高
津
屋
も
狂
歌
関
係
の
書
を
扱
お
う

と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が、

結
局
そ
の
方
向
に
は
進
ま

ず
に、

興
味
は
大
判
錦
絵
の
世
界
へ
と
向
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い。

通
常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
新
進
の
版
元
高
津
屋
か
ら
の
贅

沢
な
消
長
の
大
判
錦
絵
出
版
は、

恵
ま
れ
た
環
境
と
共
に、

ど
こ
か
一

般
的
な
版
元
と
絵
師
の
商
売
関
係
を
越
え、

新
し

い
も
の
を
創
作
し
よ
う
と
い
う
二
人
の
親
し
い
結
び
つ
き
を

想
像
さ
せ
る。

さ
ら
に
は
三
井
家
の
注
文
に
よ
り
日
本
橋
駿

4
 

3
 

2
 

河
町
の
江
戸
を
代
表
す
る
大
店
越
後
屋
を
清
長
が
描
い
て
い

る
事
実
な
ど
か
ら
は（
註
13
)、

日
本
橋
界
隈
の
旦
那
衆、

武

士、

版
元、

芸
能
関
係
者、

芸
者
と
い
っ
た
人
々
に
信
頼
さ

れ、

個
人
的
な
つ
な
が
り
か
ら
誕
生
し
た
作
品
も
多
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う。

大
判
錦
絵、

ま
た
そ
の
続
絵
と
い
う
当
時
と
し
て
は

最
高
の
出
版
物
を
手
掛
け
る
機
会
を
得
て、

現
実
に
あ
る
江

戸
の
事
象
を
詳
細
に
取
材
す
る
新
感
覚
の
作
品
が
生
ま
れ、

新
た
な
時
代
を
築
い
た
の
で
あ
る。

飢
饉
な
ど、

歴
史
の
中

で
語
ら
れ
る
天
明
期
は
決
し
て
印
象
の
よ
い
時
代
で
は
な
い

が、

消
長
の
浮
世
絵
を
見
る
限
り、

自
由
で
平
和
な
遊
興
の

気
分
が
溢
れ
て
い
る。

本
格
的
な
寛
政
の
改
革
を
迎
え
る
少

し
前、

田
沼
意
次
の
時
代
と
そ
の
余
韻
の
あ
る
う
ち
に
才
能

を
開
花
さ
せ、

市
井
を
活
写
で
き
た
こ
と
は、

こ
の
絵
師
に

と
っ
て
の
幸
運
で
あ
っ
た
だ
ろ
う。

『
江
戸
時
代
の
さ
ま
た
＼』

所
収
（
初
出
は
『
中
央
公
論』

大
正
十

五
年
五
月
号
掲
載）、

ま
た
『
三
田
村
怠
魚
全
集

第
十
巻』

所
収

中
央
公
論
社

一
九
七
五
年）

以
下、

三
田
村
氏
の
「
江
戸
芸
者
の
研
究」
に
引
用
さ
れ
て
い
る

文
献
に
は、
「
」

内
の
引
用
文
の
後
に
〔
三
田
村〕

と
記
す。

ま

た
引
用
文
は
基
本
的
に
三
田
村
氏
の
表
記
に
従
っ
た。

貸
座
敷
に
つ
い
て
は、

花
咲
一
男
『
江
戸
の
出
合
茶
屋』（
三
樹
書

房

一
九
九
六
年）
に
詳
し
い。

『
日
本
随
筆
大
成』

第
二
期
二
十
二
巻
所
収

吉
川
弘
文
館

引
用

文
は
こ
の
表
記
に
従
っ
た。

『
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典』

第
七
巻
（
大
修
館

一
九
八
0
年）。

大
坂
屋
に
つ
い
て
は、

花
咲一
男
『
川
柳

江
戸
名
物
図
絵』(-――

樹
書
房

一
九
九
四
年）
に
詳
し
い。

13 12 11 10 ，

 

8
 

7
 

6
 

花
咲一
男
編
集
『
江
戸
岡
場
所
図
絵
〈
拾
遺〉』（一

朝
倉
亀
二
著

九
七
0
年）

三
田
村
氏
は
磯
田
湖
龍
斎
の
作
と
見
て
い
る。

こ
こ
で
は
田
中
優

子
『
芸
者
と
遊
び
1

日
本
的
サ
ロ
ン
の
盛
衰」（
学
研
新
書
―1
0

0
七
年）
に
よ
る。

下
山
進
「
清
長
作
品
に
使
用
さ
れ
た
着
色
料
の
非
破
壊
分
析
調
査」

『
鳥
居
清
長
ー
江
戸
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
誕
生』

展
図
録
（
千
葉
市
美
術

館
―1
0
0
七
年）

小
林
忠
「
江
戸
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
ー
八
頭
身
の
清
長
美
人」
『
鳥
居
清

長
—
江
戸
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
誕
生』

展
図
録（
千
葉
市
美
術
館
―1
0

0
七
年）

蔦
屋
重――一
郎
に
つ
い
て
は、

松
木
寛
『
蔦
屋
重
三
郎
ー
江
戸
芸
術

の
浪
出
者』（
日
本
経
済
新
聞
社

一
九
八
八
年）、

鈴
木
俊
幸
『
蔦

屋
重――一
郎』（
若
草
書
房

一
九
九
八
年）
に
詳
し
い。

浅
野
秀
剛
編
『
清
長
作
品
総
目
録』（『
鳥
居
清
長
1
江
戸
の
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
誕
生』

展
図
録
の
付
録）
（
千
葉
市
美
術
館

二
0
0
七
年）
に

よ
れ
ば
「
慶
雲
堂」

印
以
外
の
高
津
屋
版
で
は、

天
明
後
期
の

「
真
崎
の
渡
し
舟」

を
含
め、

役
者
絵
を
中
心
と
し
た
17
点
の
大
判

錦
絵
作
品
と、

中
判
で
は、
「
吾
妻
夏
十
景」

と
「
江
都
夏
十
景」、

小
判
の
「
浮
世
十
種
宝」
の
揃
物
を
手
掛
け
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る。

高
津
氏
に
は、

他
に、

高
津
屋
伊
助
が
神
田
子
栖
町
に
分
家
し
て

い
る
こ
と、

戒
名
は
伊
助
が
宝
暦
八
年
生
（
？）
ー
寛
政
三
年
没
で

戒
名
は
「
通
替
逹
禅
倍
士」、

妻
村
（
後
に
勝）
が
明
和
元
年
生
ー
天

保
六
年
没
で
戒
名
が
「
大
安
知
道
禅
女」

で
あ
る
こ
と
な
ど
を
資

料
と
し
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た。

記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い。

西
本
周
子
「
鳥
居
清
長
筆

駿
河
町
越
後
屋
正
月
風
景
図」『
国
華』

―
―
―
四
号

一
九
八
八
年
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Torii Kiyonaga: Depicted Geisha Customs and Publishing 

Circumstances 

Masako Tanabe 

The TORII-KIYONAGA - Venus in Edo exhibition (April 28 - June 10, 2007) held at the Chiba 

City Museum of Art was a major retrospective exhibition of the arts ofTorii Kiyonaga (1752-1815) 

that provided an opportunity for a reconsideration of Kiyonaga's oeuvre. 

The exhibition catalogue featured an essay entitled Kiyonaga's Bijin-ga by the author that exam

ined Kiyonaga's selection of subjects, the positioning of oban sized full-color prints, and their pub

lishers. The essay used these factors to then consider what "product enhancements" were used to sell 

Kiyonaga's oban prints. This article is based on the knowledge and materials gathered in that essay, 

as it considers the essay's topics on a more detailed and specific level. 

Kiyonaga was active during the Tenmei era (1781-89), a time in which it was said that if one was 

even slightly better looking than average, one could become a geisha. Indeed, it was a period in which 

the geisha culture flourished in Japan. Kiyonaga actively sought out the geisha of the pleasure quar

ters popular during the period and made them the heroes of his works. He then divided his works by 

the customs of the geisha particular to each pleasure quarters area, whether that of Tachibana-cho or 

Fukagawa, etc. Kiyonaga set each geisha image against realistic elements of actual Edo scenery at the 

time, helping the works convey a vivid sense of the real Edo, elements which further heightened the 

fascination of his works. 

This article refers to Edo Geisha no kenkyu [Research on the Edo geisha], a book by Mitamura 

Engyo (1870-1952), and the comic literary and poetic works of the period, along with the works of 

other uk:iyo-e artists active at the time. Using these various tools the essay explores the geisha cus

toms depicted by Kiyonaga, thus providing an all the more detailed interpretation of the works from 

an all the broader perspective. 

The article goes on to consider the publishing circumstances of Kiyonaga's works, particularly 

surrounding the activities of Nishimuraya Yohachi, a publisher thought to have been actively involved 

in selling oban-sized full-color woodblock prints, along with the newly prosperous publisher Takatsuya 

lsuke, whose seal "Keiundo" was impressed on Kiyonaga's early Tenmei era works. 

(Translated by Martha J. McClintock) 
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