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浮
世
絵
は
江
戸
を
中
心
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
半
ば

ま
で
京
都
で
活
躍
し
た
西
川
祐
信
が
重
要
な
絵
師
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

絵
本
を
中
心
に
膨
大
な
数
の
作
品
を
残
し
、
後
世
の
江
戸
の
鈴
木
春
信
ら
に
も
影
響
を
与
え

た
。

　
四
季
折
々
の
京
都
の
遊
興
を
描
い
た
千
葉
市
美
術
館
所
蔵
「
四
季
風
俗
図
巻
」
は
祐
信
の

名
品
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
て
き
た
が
、
全
場
面
を
詳
細
に
読
み

解
く
こ
と
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
全
場
面
、
描
か
れ
た
人
々
の
様
子
を
詳
細

に
み
て
い
く
こ
と
で
、
こ
の
絵
巻
の
意
義
を
改
め
て
考
え
て
い
き
た
い
。

一
、
西
川
祐
信
と
い
う
絵
師

　
西
川
祐
信
は
京
都
で
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
で
あ
る
。
寛
文
一
一
年（
一
六
七
一
）に
生
ま

れ
、
当
時
と
し
て
は
長
寿
を
全
う
し
て
寛
延
三
年（
一
七
五
〇
）七
月
一
九
日
に
没
し
た
。
画

業
の
初
め
は
、
元
禄
一
二（
一
六
九
九
）年
に
京
都
の
版
元
、
八
文
字
屋
八
左
衛
門
か
ら
刊
行

さ
れ
た
役
者
評
判
記
『
役
者
口
三
味
線
』
の
挿
絵
と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
八
文
字
屋
は
役

者
評
判
記
や
浮
世
草
子
と
い
っ
た
、
時
流
に
乗
っ
た
新
し
い
出
版
物
を
手
掛
け
て
い
た
版
元

で
あ
っ
た
。
祐
信
は
そ
の
版
元
の
挿
絵
画
家
と
し
て
腕
を
磨
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
初
期
の
版
本
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
着
物
の
「
雛
形
本
」
で
あ
ろ
う
。
半
丁
に
一
図
、
図

柄
が
わ
か
る
よ
う
に
、
小
袖
を
背
面
か
ら
描
い
た
雛
形
本
は
、
当
時
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
の

役
割
が
あ
っ
た
。
祐
信
の
作
品
と
し
て
は
、
正
徳
三
年（
一
七
一
三
）刊
『
正
徳
ひ
な
形
』、

享
保
三
年（
一
七
一
八
）刊
『
西
川
ひ
な
形
』、
同
七
年
刊
『
享
保
ひ
な
形
』
な
ど
が
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
雛
形
本
を
得
意
と
し
た
か
ら
こ
そ
、
祐
信
が
描
く
女
性
た
ち
は
洗
練
さ
れ
た
柄

の
着
物
を
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
祐
信
は
「
女
性
画
家
」
と
も
賞
さ
れ
、
多
く
の
女
性
を
絵
本
に
描
い
た
が
、
そ
の
中
で
も

享
保
八
年
刊
『
百
人
女
郎
品
定
』
は
様
々
な
階
級
や
職
業
の
女
性
の
姿
を
描
い
て
お
り
、
祐

信
絵
本
の
中
で
も
評
価
が
極
め
て
高
い
。
女
帝
・
皇
女
・
皇
后
か
ら
始
ま
り
、
夜
の
水
茶
屋

の
女
性
二
人
と
、
惣
嫁
と
夜
鷹
と
い
っ
た
、
道
端
で
客
を
引
く
最
下
級
の
街
娼
で
終
わ
る
。

女
帝
か
ら
夜
鷹
ま
で
、
幅
広
い
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
女
性
た
ち
が
生
き
生

き
と
、
ま
た
着
物
の
柄
も
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
、
雛
形
本
を
得
意
と
し
た

女
性
画
家
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

　
な
お
、
祐
信
は
後
の
浮
世
絵
の
よ
う
な
一
枚
物
は
手
掛
け
て
い
な
い
。
今
日
、
時
々
報
告

さ
れ
る
祐
信
の
一
枚
物
は
、
折
本
で
あ
る
『
西
川
筆
の
海
』
や
『
西
川
筆
の
山
』（
何
れ
も
享

保
中
期
頃
刊
）な
ど
か
ら
外
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
祐
信
に
は
、「
柱
時
計
美
人
図
」（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）や
「
衣
通
姫
図
」（
京
都

府
所
蔵
、
京
都
文
化
博
物
館
管
理
）を
は
じ
め
と
す
る
、
肉
筆
画
の
秀
作
も
数
多
く
残
っ
て

い
る
。

二
、
も
う
一
つ
の
「
四
季
風
俗
図
巻
」

　
祐
信
に
は
「
四
季
風
俗
図
巻
」
と
い
う
名
を
持
つ
巻
子
本
が
二
作
品
確
認
で
き
る
。
一
つ

西
川
祐
信
筆
「
四
季
風
俗
図
巻
」
考

北
川
博
子
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は
本
稿
で
取
り
上
げ
る
千
葉
市
美
術
館
所
蔵
本
、
も
う
一
つ
は
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
本
で

あ
る
。
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
本
は
展
覧
会
図
録
『
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
　
肉
筆
浮
世
絵

展
　
江
戸
の
誘
惑
』（
二
〇
〇
六
年
、
朝
日
新
聞
社
刊
）に
作
品
番
号
2
と
し
て
全
図
と
浅
野

秀
剛
氏
の
解
説
が
掲
載
さ
れ
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
の
=
E
か
ら
も
画
像
の
閲
覧
が
可
能
で
あ

る（]iieh/$$XdaaZXi^dch#b
[V#dg\$dW_ZXih$'+*+(

）。
氏
の
解
説
に
は
「
西
川
祐
信
の
肉

筆
画
は
相
当
数
遺
存
し
て
い
る
が
、
春
画
巻
以
外
の
巻
子
本
で
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は

本
巻
と
千
葉
市
美
術
館
蔵
「
四
季
風
俗
図
巻
」（
以
下
、「
千
葉
本
」
と
い
う
）の
み
で
あ
る
」

と
あ
り
、
肉
筆
画
を
得
意
と
し
た
祐
信
の
中
で
も
、
巻
子
本
が
珍
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
二
点
、
同
じ
作
品
名
を
持
ち
な
が
ら
、
内
容
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
先
に
ボ
ス

ト
ン
美
術
館
本
の
概
要
を
述
べ
る
こ
と
で
、
千
葉
市
美
術
館
本
の
特
色
が
理
解
さ
れ
る
と
思

う
の
で
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
書
誌
を
記
す
。
紙
本
着
色
一
巻
。
寸
法
は
縦
三
二
・
六
セ
ン
チ
、
横
五
四
五
・
二

セ
ン
チ
。
巻
末
に
落
款
「
西
川
右
京
祐
信
画
之
」
と
、
朱
文
方
印
「
西
川
氏
」、
白
文
方
印

「
祐
信
図
之
」
の
印
章
が
あ
る
。
春
夏
秋
冬
そ
れ
ぞ
れ
二
図
ず
つ
、
計
八
図
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。
八
図
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
図
　
座
敷
で
の
正
月
風
景
。
カ
ル
タ
に
興
じ
る
女
性
三
人
と
若
衆
一
人
。

第
二
図
　
野
外
で
の
花
見
。
幕
を
張
り
、
緋
毛
氈
の
上
で
三
味
線
や
飲
食
を
楽
し
む
女
性
五

　
　
　
　
人
。

第
三
図
　
野
外
の
散
策
。
時
鳥
が
飛
び
、
卯
の
花
が
咲
く
道
を
歩
む
女
性
四
人
。

第
四
図
　
野
外
の
涼
み
。
川
端
の
柳
の
下
、
床
几
に
腰
掛
け
る
女
性
二
人
。

第
五
図
　
縁
側
と
座
敷
で
の
七
夕
。
七
夕
飾
り
の
前
で
三
味
線
や
琴
を
楽
し
む
女
性
三
人
。

第
六
図
　
座
敷
で
の
月
見
。
和
歌（
も
し
く
は
俳
諧
）を
楽
し
む
女
性
三
人
。

第
七
図
　
座
敷
で
の
語
ら
い
。
炬
燵
を
囲
ん
で
百
物
語
を
楽
し
む
若
衆
一
人
と
女
性
三
人
。

　
　
　
　（「
百
物
語
」
は
夏
の
季
語
で
も
あ
り
、
若
衆
が
持
つ
灯
心
以
外
「
百
物
語
」
を
連

　
　
　
　
想
す
る
も
の
は
な
い
が
、
他
に
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
浅
野
氏
の
説

　
　
　
　
に
従
う
）

第
八
図
　
庭
で
の
雪
遊
び
。
座
敷
や
縁
側
か
ら
眺
め
る
女
性
二
人
と
庭
で
雪
遊
び
す
る
若
衆

　
　
　
　
一
人
。

　
浅
野
氏
の
解
説
に
「
春
夏
秋
冬
に
配
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
二
図
は
、
全
く
別
の
場
面
と
み

て
よ
い
が
、
一
見
す
る
と
一
続
き
の
場
面
の
よ
う
に
構
成
し
た
手
腕
は
評
価
さ
れ
て
よ
い
」

と
あ
る
よ
う
に
、
巻
子
本
と
し
て
場
面
の
ゆ
る
や
か
な
繋
が
り
は
あ
る
も
の
の
、
場
面
ご
と

の
独
立
性
が
高
い
。
ま
た
、
若
衆
も
い
る
が
、
基
本
的
に
登
場
す
る
の
は
女
性
で
、
女
性
二

十
五
人
、
若
衆
三
人
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
季
を
彩
る
小
道
具
も
、
女
性
た
ち
の

着
物
の
柄
も
、
か
な
り
細
か
く
描
き
込
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性
の
風

俗
を
描
い
た
絵
巻
と
い
え
よ
う
。

三
、
千
葉
市
美
術
館
所
蔵
「
四
季
風
俗
図
巻
」

　
浅
野
氏
は
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
本
と
千
葉
市
美
術
館
所
蔵
本
を
比
較
し
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

�

　
同
じ
四
季
風
俗
と
い
う
主
題
で
あ
り
、
七
夕
の
合
奏
の
二
女
が
千
葉
本
の
納
涼
の
合

奏
の
二
女
に
姿
形
が
極
似
し
、
千
葉
本
に
も
耳
を
引
っ
張
る
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
な

ど
共
通
点
も
多
く
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
描
画
姿
勢
に
は
か
な
り
の
隔
た
り
が
あ

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
千
葉
本
が
、
登
場
す
る
男
性
の
数
も
多
く
、
実
態
に
近
い

四
季
風
俗
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
ボ
ス
ト
ン
本
は
女
性
を
中
心
に
若
い
男
性
を
三

人
だ
け
加
え
た
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
人
物
を
大
き
く
造
形
し
て
い
る
点
、
千
葉
本
が

秋
風
俗
を
他
の
季
節
の
倍
の
長
さ
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ボ
ス
ト
ン
本
は
四
季
が
四

等
分
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
で
あ
る
。
二
種
の
四
季
風
俗
図
巻
は
、
祐
信
の
風
俗
図
巻
の
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二
つ
の
側
面
を
代
表
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
千
葉
市
美
術
館
所
蔵
本
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
は
書
誌
を
記

す
。
紙
本
着
色
一
巻
。
寸
法
は
縦
三
三
・
〇
セ
ン
チ
、
横
六
三
七
・
五
セ
ン
チ
、
巻
頭
に
朱

文
長
方
印
「
文
華
堂
」
の
印
章
、
巻
末
に
落
款
「
西
川
右
京
祐
信
筆
」
と
、
朱
文
方
印
「
西

川
氏
」、
白
文
方
印
「
祐
信
図
之
」
の
印
章
が
あ
る
。
画
風
か
ら
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
本
同
様
、

享
保
期（
一
七
一
六
〜
三
六
）頃
の
作
品
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
浅
野
氏
の
解
説
に
あ
る
よ
う
に
、
千
葉
市
美
術
館
所
蔵
本
は
登
場
人
物
が
多
く
、
総
勢
一

一
〇
人
で
あ
る
。
絵
巻
の
横
の
寸
法
が
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
よ
り
約
九
〇
セ
ン
チ
長
い
が
、
そ

れ
に
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
人
物
の
数
は
か
な
り
多
い
。
春
は
花
見
、
夏
は
鴨
川
で
の
魚
取

り
や
床
で
の
宴
、
そ
れ
を
座
敷
か
ら
眺
め
る
様
子
、
秋
は
盂
蘭
盆
会
や
月
見
、
紅
葉
狩
り
、

松
茸
狩
り
、
冬
は
揚
屋
で
の
料
理
作
り
や
宴
席
、
雪
遊
び
が
描
か
れ
て
い
て
、
四
季
が
連
綿

と
続
い
て
い
く
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
描
か
れ
て
い
る
場
面
も
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館

所
蔵
本
の
よ
う
に
漠
然
と
し
た
座
敷
や
野
外
で
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
場
所
を
特
定

で
き
る
場
面
が
多
い
の
で
あ
る
。
千
葉
市
美
術
館
所
蔵
本
は
、
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
京
都
に
お

け
る
遊
興
を
、
楽
し
む
側
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
働
く
男
女
の
様
子
を
詳
細
に
描
き
込
ん
で

い
る
点
が
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。

四
、
春
夏
秋
冬
、
そ
れ
ぞ
れ
の
遊
興

　
そ
れ
で
は
、
実
際
に
千
葉
市
美
術
館
所
蔵
「
四
季
風
俗
図
巻
」
を
、
六
頁
、
七
頁
に
見
開

き
三
段
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
カ
ラ
ー
図
版
の
場
面
ご
と
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

水
茶
屋
に
集
う

　
巻
頭
は
春
、
桜
の
木
の
下
に
設
営
さ
れ
た
水
茶
屋
の
風
景
で
始
ま
る
。
水
茶
屋
と
は
、
湯

茶
を
飲
ま
せ
て
往
来
の
人
を
休
憩
さ
せ
た
店
で
あ
る
が
、
描
か
れ
た
店
の
作
り
は
簡
略
で
、

花
見
や
紅
葉
狩
り
の
季
節
に
だ
け
出
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
次
の
場
面
が
東
山
ら
し
い
こ
と

か
ら
、
こ
こ
も
同
様
に
考
え
て
お
き
た
い
。

　
二
人
の
女
性
が
簾
を
上
げ
た
り
、
緋
毛
氈
を
敷
い
た
り
と
開
店
の
準
備
に
忙
し
い
。
こ
う

し
た
開
店
準
備
を
絵
巻
の
始
ま
り
に
重
ね
る
の
も
趣
向
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
水
茶
屋
は
山
を

登
っ
て
き
た
花
見
客
が
最
初
に
た
ど
り
着
き
、
咽
を
潤
し
甘
味
を
求
め
る
場
所
で
あ
る
。

　
黒
の
被か
ず
き

を
頭
か
ら
覆
っ
て
い
る
の
は
町
家
の
内
儀
、
笠
を
被
っ
た
振
り
袖
姿
は
そ
の
娘
と

い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
二
人
の
間
に
い
て
、
娘
を
手
招
き
し
て
い
る
女
性
と
、
後
方
、

盲
人
の
手
を
引
い
て
い
る
女
性
は
供
の
女
中
で
あ
ろ
う
。
内
儀
は
渋
め
の
葡え

萄び

茶ち
ゃ

色
、
若
い

娘
は
赤
の
振
り
袖
、
前
方
の
女
中
は
金
茶
の
地
に
縞
模
様
、
後
方
の
女
中
は
灰
色
が
か
っ
た

青
地
に
白
で
模
様
が
染
め
ら
れ
て
い
る
着
物
で
あ
る
。
本
絵
巻
で
は
、
付
き
添
う
女
中
や
座

敷
な
ど
で
働
く
仲
居
た
ち
は
、
こ
の
場
の
よ
う
に
、
金
茶
地
に
縞
や
格
子
、
灰
青
地
に
白
の

模
様
と
い
っ
た
地
味
な
着
物
を
着
て
い
る
。
同
じ
女
性
で
も
身
分
の
違
い
を
着
物
で
描
き
分

け
て
い
る
の
は
、『
百
人
女
郎
品
定
』
や
雛
形
本
を
手
掛
け
た
祐
信
な
ら
で
は
の
手
腕
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

東
山
で
の
花
見

　
花
見
の
場
面
を
東
山
と
特
定
し
た
理
由
は
、
延
宝
四
年（
一
六
七
六
）刊
『
俳
諧
類
船
集
』

巻
五
「
幕ま
く

」
の
項
の
記
述
「
東
山
の
桜
の
さ
か
り
に
は
春
風
に
幕
の
ひ
ら
め
く
折
か
ら
」
に

拠
る
。
も
ち
ろ
ん
、
東
山
以
外
で
も
同
様
の
花
見
は
催
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
東
山
の
花
見

幕
は
特
に
有
名
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
夏
か
ら
秋
の
場
面
も
鴨

川
、
東
山
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
春
の
場
面
も
東
山
と
し
て
お
き
た
い
。

　
幕
の
右
側
に
見
え
る
男
衆
た
ち
は
宴
に
必
要
な
酒
肴
を
用
意
し
て
い
る
。
左
に
立
つ
男
性

は
酒
樽
を
運
び
、
右
に
し
ゃ
が
む
男
は
扇
で
火
を
熾
し
て
い
る
。
野
燗
炉
に
は
酒し
ゅ

鐺と
う

や
と
っ

く
り
な
ど
は
見
え
な
い
が
、
こ
こ
で
酒
を
温
め
、
横
に
置
い
て
い
る
丸
い
網
で
食
材
を
あ
ぶ

っ
て
出
す
の
で
あ
ろ
う
。
背
後
に
置
か
れ
て
い
る
荷
物
箱
は
、
幕
や
食
器
・
酒
器
な
ど
が
入
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れ
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
か
な
り
の
量
で
あ
る
。
幕
の
内
に
も
大
き
な
箱
が
置
か
れ

て
い
る
。
こ
ち
ら
は
箱
の
上
の
風
呂
敷
と
と
も
に
、
舞
妓
や
芸
妓
の
持
ち
物
か
も
し
れ
な

い
。
屋
外
と
は
い
え
大
が
か
り
な
酒
席
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
幕
の
内
側
を
覗
い
て
み
よ
う
。
扇
を
か
ざ
し
振
り
袖
姿
で
舞
っ
て
い
る
の
は

舞
妓
、
手
前
で
三
味
線
を
弾
く
の
は
芸
妓
で
あ
る
。
花
街
の
芸
妓
や
舞
妓
た
ち
は
、
客
の
要

望
に
応
じ
て
、
屋
外
へ
も
出
向
い
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
舞
妓
の
正
面
、
頭
に
手
を
置

く
の
が
こ
の
座
の
主
人
、
そ
の
右
隣
が
娘
、
手
前
に
打
ち
掛
け
姿
で
背
中
の
上
部
だ
け
が
見

え
る
横
顔
の
女
性
が
内
儀
で
あ
ろ
う
。
そ
の
右
側
で
も
、
総
髪
の
男
性
が
杯
を
持
つ
客
と
話

を
し
、
手
前
の
女
性
が
箸
で
肴
を
取
り
分
け
て
い
る
。
漆
の
重
箱
、
朱
塗
り
の
盃
、
細
工
の

あ
る
煙
草
盆
な
ど
、
か
な
り
高
価
そ
う
で
あ
る
。
屋
外
の
宴
会
を
彩
る
こ
れ
ら
の
小
道
具
か

ら
も
屋
外
で
の
食
を
楽
し
む
人
々
の
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

　
幕
の
内
か
ら
聞
こ
え
る
三
味
線
の
音
に
惹
か
れ
て
か
、
中
を
覗
く
二
人
の
男
性
が
い
る
。

一
方
、
幕
内
か
ら
外
を
通
る
女
性
た
ち
を
眺
め
る
男
性
た
ち
も
い
る
。
こ
の
二
人
は
風
貌
も

若
く
、
笠
を
被
り
、
桃
色
の
着
物
を
着
た
若
き
女
性
を
は
じ
め
と
す
る
三
人
を
見
つ
め
て
い

る
。
風
貌
や
着
物
で
年
齢
を
描
き
分
け
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
の
意
味
が
よ
く
理

解
で
き
る
。

　
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
本
に
も
幕
を
廻
ら
し
て
の
花
見
図
は
あ
る
が
、
女
性
ば
か
り
で
も

あ
り
、
ど
こ
か
現
実
味
に
欠
け
て
い
る
。
本
図
は
そ
う
し
た
意
味
で
も
、
当
時
の
花
見
の
様

子
を
活
写
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

鴨
川
で
の
魚
取
り

　
季
節
は
夏
へ
と
移
る
。
川
の
中
に
入
っ
て
い
る
三
人
の
う
ち
、
手
前
の
二
人
は
縄
を
持
っ

て
い
る
が
、
縄
に
く
く
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
葉
の
つ
い
た
枝
の
よ
う
で
あ
る
。
枝
で
は

な
く
糸
が
括
り
付
け
ら
れ
て
い
れ
ば
、
水
中
に
釣
り
針
を
た
ら
す
「
延は
え

縄な
わ

」
の
可
能
性
も
あ

る
。
し
か
し
、
葉
が
見
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
二
人
が
縄
を
引
い
て
枝
葉
で
水
中
の
魚
を
前

方
へ
追
い
や
り
、
そ
の
魚
を
叉さ

手で

を
持
つ
男
性
が
す
く
い
取
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
三
人

が
組
ん
で
魚
を
捕
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
岸
か
ら
竿
で
魚
を
釣
っ
て
い
る
若
衆
も
い

る
。
こ
の
四
人
も
、
勝
手
に
魚
を
釣
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
河
原
の
床
几
に
は
刀
や
羽

織
な
ど
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
店
を
通
し
て
の
川
遊
び
だ
と
わ
か
る
。
柳
の
木
の
下
に
は

酒
樽
が
、
床
几
の
上
に
は
酒
器
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
床
几
の
前
で
、
釣
っ
た
魚
を
入
れ
る

盥
を
用
意
す
る
女
性
二
人
も
い
て
、
そ
の
右
の
女
性
は
か
ん
て
き（
七
輪
）で
魚
を
焼
い
て
い

る
。
つ
ま
り
、
自
分
た
ち
が
釣
っ
た
魚
を
そ
の
場
で
焼
い
て
酒
と
共
に
楽
し
む
、
と
い
う
趣

向
の
店
な
の
で
あ
ろ
う
。

四
条
河
原
の
夕
涼
み

　「
床ゆ
か

」
は
現
在
ま
で
続
く
京
都
の
夏
の
風
物
詩
で
、
今
は
川
の
西
側
の
店
が
出
し
て
い
る

が
、
安
永
九
年（
一
七
八
〇
）刊
『
都
名
所
図
会
』
巻
二
に
は
「
六
月
七
日
よ
り
始
り
同
十
八

日
に
終を
わ

る
　
東
西
の
青せ
い

楼ろ
う

よ
り
は
川
辺
に
床ゆ
か

を
儲も
う

け
　
燈と
も
し
び

は
星ほ
し

の
如
く
　
河か

原は
ら

に
は
床し
や
う

机ぎ

を
つ
ら
ね
て
」
と
あ
り
、
そ
の
様
子
が
挿
絵
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
挿
絵
と
寛
政
十
一
年

（
一
七
九
九
）刊
『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
巻
一
の
挿
絵
で
は
、
建
物
に
直
結
し
た
床
と
河
原
に

設
置
さ
れ
た
床
が
描
か
れ
て
お
り
、
本
絵
巻
の
よ
う
に
川
の
中
に
床
が
造
ら
れ
て
は
い
な

い
。
し
か
し
、
宝
永
元
年（
一
七
〇
四
）刊
『
華
洛
細
見
図
』
巻
六（
図
1
）に
は
、
川
の
中
に

造
ら
れ
た
床
が
六
つ
描
か
れ
、『
都
名
所
図
会
』
同
様
「
六
月
七
日
よ
り
十
八
日
迄
四
条
川

原
す
ゝ
み
あ
り
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。『
華
洛
細
見
図
』
は
本
絵
巻
の
制
作
時
期
と
近
く
、

こ
の
頃
の
床
は
、
こ
の
よ
う
に
川
の
中
に
造
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
て
、
床
の
上
の
様
子
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
主
客
と
思
わ
れ
る
黒
羽
織
の
男
性
が
舞

妓
に
酒
を
無
理
強
い
し
、
剃
髪
の
男
性
が
扇
で
煽
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
四
条
河
原
近

く
に
は
寺
が
多
い
の
で
、
僧
侶
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
元
禄
三
年（
一
六
九
〇
）刊
『
人

倫
訓
蒙
図
彙
』
に
は
剃
髪
の
職
業
と
し
て
、
学
者
、
医
師
、
針
師
、
茶
湯
者
な
ど
が
描
か
れ

て
お
り
、
何
れ
の
可
能
性
も
あ
る
。
嫌
が
る
舞
妓
を
見
て
取
り
な
す
の
は
店
の
仲
居
で
あ
ろ
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う
か
。
手
前
で
は
男
性
客
と
芸
妓
が
「
拳
遊
び
」
に
興
じ
る
。
拳
遊
び
と
は
、
二
人
が
互
い

に
指
を
折
り
、
数
を
示
し
て
い
く
、
酒
宴
で
の
遊
興
で
あ
る
。

　
カ
ラ
ー
図
版
で
は
中
段
と
な
る
が
、
画
面
左
か
ら
川
の
中
を
床
に
近
づ
く
少
年
が
描
か
れ

て
い
る
。
手
に
す
る
箱
に
は
何
が
入
っ
て
い
る
の
か
、
ど
う
し
た
用
事
な
の
か
は
不
明
だ

が
、
こ
の
席
に
届
け
物
を
す
る
「
働
く
少
年
」
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
着
物
の
様
子
か
ら
も

見
て
取
れ
る
。
そ
の
左
に
た
た
ず
む
一
羽
の
鷺
も
鴨
川
の
風
情
に
一
興
を
添
え
て
い
る
。

　
こ
の
床
の
場
も
、
酒
器
や
料
理
を
盛
る
器
、
煙
草
盆
な
ど
の
小
道
具
が
丁
寧
に
描
か
れ
て

い
る
。
朱
塗
り
、
蒔
絵
の
模
様
、
白
磁
の
器
か
ら
、
酒
や
肴
を
楽
し
む
用
具
の
発
達
を
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

宮
川
町
で
の
座
敷
遊
び

　
鴨
川
東
側
に
面
す
る
座
敷
の
宴
席
を
描
い
て
い
る
の
で
、
花
街
の
一
つ
宮
川
町
と
思
わ
れ

る
。
右
で
鴨
川
を
眺
め
る
男
女
は
客
と
芸
妓
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
団
扇
と
扇
子
を
持
ち
、

夕
涼
み
の
体
で
あ
る
。
琴
を
弾
く
芸
妓
と
三
味
線
を
弾
く
振
り
袖
姿
の
舞
妓
を
愛
で
て
い
る

の
は
、
右
手
を
上
げ
る
客
で
、
横
で
寝
そ
べ
る
若
い
剃
髪
の
男
性
は
く
つ
ろ
い
で
外
を
眺
め

て
い
る
。
仲
居
が
持
つ
酒
鐺
も
意
匠
を
凝
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
部
屋
に
は
碁
盤
と
碁
石
も

置
か
れ
、
花
街
の
遊
興
の
多
様
性
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

祇
園
町
の
盂
蘭
盆
会

　
季
節
は
夏
か
ら
初
秋
へ
と
移
る
。
絵
巻
の
構
成
上
、
建
物
が
続
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

が
、
こ
こ
か
ら
は
別
の
場
所
で
あ
る
。
芸
妓
や
舞
妓
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宮
川
町

か
ら
ほ
ど
近
い
花
街
、
祇
園
町
と
思
わ
れ
る
。
盂
蘭
盆
会
、
い
わ
ゆ
る
「
お
盆
」
は
、
現
在

で
は
夏
の
行
事
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
江
戸
時
代
に
は
旧
暦
七
月
十
五
日
、
暦
の
上
で
は
秋

の
行
事
で
あ
っ
た
。
本
来
、
供
物
を
そ
な
え
て
祖
先
の
霊
を
迎
え
、
経
を
あ
げ
る
仏
事
で
あ

る
が
、
盆
踊
り
を
は
じ
め
、
庶
民
の
娯
楽
で
も
あ
っ
た
。

　
画
面
に
目
を
向
け
る
と
、
庭
の
木
の
枝
か
ら
お
盆
の
切
子
灯
籠
が
吊
さ
れ
て
い
る
。
床
几

の
上
に
は
音
頭
取
り
が
扇
を
か
ざ
し
、
場
を
盛
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
周
囲
を
芸
妓
や
舞

妓
、
男
衆
た
ち
が
踊
っ
て
い
る
。
今
の
盆
踊
り
と
は
異
な
り
、
振
り
は
各
自
思
う
が
儘
の
よ

う
で
あ
る
。
思
い
思
い
に
踊
り
に
興
じ
る
様
子
か
ら
は
、
音
曲
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
も

あ
る
。

　
座
敷
か
ら
盆
踊
り
を
眺
め
て
い
る
の
は
、
芸
妓
と
舞
妓
、
そ
し
て
客
た
ち
で
あ
る
。
奥
に

正
座
し
て
い
る
人
物
は
顔
が
隠
れ
て
い
る
が
、
灰
青
色
の
無
地
の
着
物
に
女
性
用
の
広
め
の

図1　『華洛細見図』巻六（国立国会図書館所蔵　ウェブサイトより転載）
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帯
を
し
て
い
る
の
で
座
で
控
え
る
仲
居
で
あ
ろ
う
。
こ
の
座
の
主
客
は
脇
息
で
く
つ
ろ
ぐ
男

性
で
、
剃
髪
の
人
物
と
共
に
盆
踊
り
を
見
物
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
盆
踊
り
も
、
花
街
の
一

興
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

霊
山
で
の
月
見

　
前
の
場
面
と
同
じ
家
屋
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
も
絵
巻
の
構
成
上
の
虚
構
で
あ
る
。

季
節
は
さ
ら
に
進
み
、
空
に
浮
か
ぶ
満
月
か
ら
、
旧
暦
八
月
十
五
日
の
仲
秋
の
名
月
と
わ
か

る
。
貸
座
敷
で
催
さ
れ
た
句
会
の
様
子
を
描
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
京
都
の

大
寺
院
に
は
塔
頭
が
あ
り
、
各
塔
頭
は
貸
座
敷
を
営
ん
で
、
そ
こ
で
は
詩
歌
が
催
さ
れ
、
歌

舞
を
伴
う
酒
宴
も
開
か
れ
て
い
た
。
塔
頭
と
し
て
は
円
山
安
養
寺
の
六
阿
弥（
勝
興
庵
正
阿

弥
、
長
寿
庵
左
阿
弥
、
花
洛
庵
重
阿
弥
、
多
福
庵
也
阿
弥
、
延
寿
庵
連
阿
弥
、
多
蔵
庵
源
阿

弥
）が
有
名
で
あ
る
が
、
霊
山
山
頂
に
あ
る
正
法
寺
に
も
多
く
の
塔
頭
が
あ
っ
た
。
安
永
九

年（
一
七
八
〇
）刊
『
都
名
所
図
会
』
巻
三
に
も
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

�

当と
う

山さ
ん

の
坊ほ
う

舎し
や

は
み
な
〳
〵
絶せ
つ

景け
い

な
り
　
洛ら
く

陽や
う

の
万ば
ん

戸こ

　
鴨か
も

川か
は

　
大を
ゝ

井ゐ

川か
は

の
二に

流り
う

　

愛あ

た

ご
宕
山
　
あ
ら
し
の
峰み
ね

々〳
〵

　
淀よ
ど

　
山や
ま

崎さ
き

の
通つ
う

船せ
ん

ま
て
　
書し
よ

院ゐ
ん

よ
り
坐い
な
か
ら

に
し
て
眼め

の
下し
た

に
遮さ
へ
ぎ

る
　
洛ら
く
中ち
う
の
集し
う
会く
は
い

　
遊ゆ
う
筵ゑ
ん
は
此
院い
ん
々〳
〵
を
借か

り
て
饗き
や
う

応を
う
す

『
都
名
所
図
会
』
に
は
挿
絵
が
な
い
が
、
絵
巻
に
描
か
れ
た
座
敷
と
遠
景
の
様
子
が
、『
都
林

泉
名
勝
図
会
』
巻
二
の
挿
絵
「
霊り
や
う

山ぜ
ん

叔し
ゆ
く

阿あ

弥み

」（
図
2
）に
似
通
っ
て
い
る
。
挿
絵
上
部
、
綴

じ
目
を
ま
た
い
で
描
か
れ
て
い
る
座
敷
か
ら
左
へ
広
が
る
眺
望
で
あ
る
。
な
お
、
安
養
寺
の

塔
頭
は
『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
の
挿
絵
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
庭
や
建
物
が
立
派
す
ぎ

て
本
図
と
風
情
が
違
う
。
も
ち
ろ
ん
、
描
か
れ
た
時
期
が
違
う
た
め
建
物
の
建
て
替
え
は
考

え
ら
れ
る
が
、
眺
望
の
様
子
が
合
致
し
な
い
。
本
図
に
一
番
、
似
通
っ
て
い
る
の
が
霊
山
の

叔
阿
弥
な
の
で
あ
る
。

　
絵
巻
の
画
面
の
様
子
は
俳
諧
の
場
と
思
わ
れ
る
。
右
奥
、
剃
髪
の
人
物
が
、
句
の
評
点
を

行
う
俳
諧
師
で
あ
ろ
う
。
そ
の
左
側
の
女
性
は
自
身
の
句
を
書
い
た
料
紙
を
た
た
ん
で
渡
し

て
お
り
、
斜
め
向
か
い
の
振
り
袖
姿
の
娘
は
句
を
書
い
た
料
紙
を
持
ち
な
が
ら
も
、
俳
諧
師

に
猶
予
を
お
願
い
す
る
よ
う
な
仕
草
を
し
て
い
る
。
縁
側
に
近
い
と
こ
ろ
に
座
す
男
女
は
、

す
で
に
句
作
を
終
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
月
と
雁
と
い
っ
た
秋
の
風
情
を
眺
め
て
い

る
。
二
人
の
手
前
に
控
え
て
い
る
女
性
は
灰
色
が
か
っ
た
地
味
な
着
物
を
着
て
、
手
前
に
酒

鐺
を
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
塔
頭
の
仲
居
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
盃
も
置
か
れ
て
お

図2　『都林泉名勝図会』巻二（京都大学附属図書館所蔵）
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り
、
こ
れ
か
ら
文
芸
の
世
界
か
ら
酒
宴
へ
と
移
る
の
で
あ
ろ
う
。

東
山
で
の
紅
葉
狩
り

　
さ
ら
に
秋
が
深
ま
り
、
山
野
で
紅
葉
を
鑑
賞
す
る
季
節
と
な
る
。
こ
の
場
は
幕
を
張
り
、

緋
毛
氈
を
敷
い
て
の
紅
葉
狩
り
を
描
い
て
い
る
。
前
場
面
が
霊
山
と
す
る
と
、
こ
こ
も
花
見

同
様
、
東
山
あ
た
り
で
あ
ろ
う
か
。
春
の
花
見
の
心
弾
む
よ
う
な
華
や
か
さ
と
は
異
な
る
、

穏
や
か
な
雰
囲
気
が
漂
う
。
真
ん
中
に
置
か
れ
た
重
箱
は
金
の
蒔
絵
が
施
さ
れ
た
漆
器
で
、

宴
席
に
馴
染
み
の
盃
や
盆
も
置
か
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
紅
葉
の
枝
か
ら
自
在
鉤
で

酒
鐺
を
つ
る
し
、
落
ち
葉
を
燃
や
し
て
酒
を
温
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
竹
と
鉤
か
ら
成

り
、
囲
炉
裏
で
使
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
自
在
鉤
は
、
こ
う
し
て
屋
外
で
も
利
用
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
は
、
落
款
「
西
川
右
京
祐
信
筆
」、
朱
文
方
印
「
西
川
氏
」、

白
文
方
印
「
祐
信
図
之
」
の
印
章
を
持
つ
「
紅
葉
狩
図
」（]iieh/$$XdaaZXi^dch#b

[V#dg\$

dW_ZXih$'+*+*

）が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
構
図
や
人
物
表
現
が
こ
の
場
面
に
酷
似
し
て
い

て
、
本
絵
巻
か
ら
の
借
用
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
落
款
の
書
体
と
紅
葉
の
葉
の
描
写
に
違
い

も
あ
り
、
祐
信
作
と
す
る
に
は
慎
重
を
要
す
る
。
し
か
し
、
本
絵
巻
の
享
受
の
あ
り
方
と
し

て
は
興
味
深
い
作
品
と
い
え
よ
う
。

東
山
で
の
松
茸
狩
り

　
前
場
面
か
ら
繋
が
る
よ
う
に
四
人
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
人
は
紅
葉
狩
り
を
楽
し

む
人
た
ち
に
合
図
を
送
り
、
松
茸
狩
り
の
様
子
を
知
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
四
人
の
左

に
描
か
れ
た
薄
や
萩
、
手
前
の
竜
胆
と
い
っ
た
秋
草
が
写
実
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
笠
を
被
る
の
は
母
親
、
母
の
手
を
取
る
の
は
振
り
袖
姿
の
娘
、
山
に
分
け
入
り
松
茸
を
取

っ
て
い
る
の
は
、
男
児
と
父
親
の
よ
う
で
あ
る
。
一
緒
に
松
茸
を
探
し
て
い
る
の
は
、
金
茶

地
に
格
子
柄
の
着
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
家
に
仕
え
る
女
中
で
あ
ろ
う
。

　
京
都
は
山
に
囲
ま
れ
た
盆
地
な
の
で
、
当
時
は
そ
れ
ら
の
山
々
で
松
茸
狩
り
が
行
わ
れ
て

い
た
。『
都
名
所
図
会
』
巻
四
の
松
尾
社
の
記
事
の
間
に
も
松
茸
狩
り
の
挿
絵
が
あ
る
。
ま

た
、
伏
見
稲
荷
大
社
の
稲
荷
山
も
松
茸
の
産
地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
山
は
幕
府

直
轄
の
地
で
、
京
都
所
司
代
に
納
め
ら
れ
る
「
献
上
御
用
松
茸
」
が
採
取
さ
れ
て
い
た
。
直

轄
地
と
し
て
松
茸
を
管
理
し
て
い
た
様
子
は
、『
朱
』
編
集
部
「
稲
荷
山
の
松
茸
と
幕
府
役

人
の
増
産
へ
の
執
心
　
附
・
目
代
信
資
『
文
政
七
年
　
當
山
松
蕈
取
雑
記
』」（
一
九
九
四
年
、

「
朱
」
第
三
七
号
）に
詳
し
い
。
具
体
的
な
献
上
量
の
多
さ
に
驚
か
さ
れ
る
が
、
幕
府
直
轄
地

で
あ
る
た
め
、
公
然
と
庶
民
が
松
茸
狩
り
を
楽
し
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
中
期
の
随
筆
家
で
歴
史
家
、
俳
人
で
も
あ
っ
た
神
沢
杜
口
著
、
安
永
五
年（
一

七
七
六
）序
の
随
筆
『
翁
草
』
に
は
、
太
閤
秀
吉
と
松
茸
狩
り
の
逸
話
が
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

　
　『
翁
草
』
巻
八
十
三
「
太
閤
松
茸
山
に
遊
ば
れ
し
事
」

�

太
閤
秀
吉
公
の
御
時
、
秋
の
頃
、
東
山
松
茸
多
く
出
候
由
被
聞
召
、
近
日
に
東
山
へ
可

被
為
成
間
、
脇
よ
り
取
不
申
様
に
と
仰
出
さ
れ
け
る
に
、
早
先
達
て
洛
の
者
共
い
り

込
、
残
少
な
く
取
た
る
跡
な
れ
ば
、
無
詮
方
奉
行
衆
方
々
の
山
々
よ
り
松
茸
を
取
寄

せ
、
一
夜
の
内
に
植
さ
せ
け
る
。
斯
て
太
閤
成
ら
せ
ら
れ
、
女
中
衆
も
多
く
被
召
連
、

松
茸
上
覧
、
御
自
身
も
被
為
取
、
御
機
嫌
不
斜
。
然
る
に
植
え
た
る
松
茸
な
れ
ば
、
自

ら
生
え
た
る
と
は
格
別
違
ひ
け
る
を
、
太
閤
の
知
ら
せ
給
は
ぬ
を
、
女
中
衆
囁
笑
て
、

面
々
さ
へ
是
を
知
る
に
、
さ
し
も
の
御
名
将
の
御
存
無
き
こ
そ
可
笑
け
れ
と
、
或
さ
が

な
き
女
中
卒
度
此
由
を
申
上
る
に
、
秀
吉
公
笑
せ
給
ひ
、
な
ど
か
夫
を
知
ら
ざ
ら
ん
、

だ
ま
れ
〳
〵
と
被
仰
、
其
の
後
か
の
女
中
は
、
御
気
色
に
違
は
れ
し
と
な
ん
。
名
将
の

寛
宥
た
る
事
、
尤
も
さ
も
有
べ
き
事
か
。

（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
　
一
九
〇
五
年
、
五
車
楼
書
店
刊
『
翁
草
』
よ
り
）
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祐
信
の
絵
巻
よ
り
百
年
以
上
昔
、
秀
吉
の
太
閤
時
代
の
逸
話
で
あ
る
。
秀
吉
の
度
量
の
広

さ
を
示
す
逸
話
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
か
ら
も
、
東
山
が
洛
中
の
人
た
ち
の
松
茸
狩
り
の
場

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
て
い
た
京
都
で
は
あ
る
が
、
春

か
ら
秋
ま
で
の
流
れ
か
ら
、
絵
巻
の
松
茸
狩
り
の
場
面
も
東
山
辺
り
の
様
子
を
描
い
た
も
の

と
し
て
お
き
た
い
。

島
原
角
屋
の
厨
房

　
本
絵
巻
も
い
よ
い
よ
冬
の
終
章
と
な
る
。
冬
に
つ
い
て
は
建
物
か
ら
庭
ま
で
一
続
き
の
場

面
で
あ
る
。『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
巻
五
に
は
、
大
門
辺
り
を
描
い
た
「
島し
ま

原は
ら

花は
な

寄よ
せ

」
と
三

つ
の
揚
屋
の
様
子
を
描
い
た
「
同
所
　
京
屋
弥や
よ
ひ生

興け
し
き

」「
同
所
　
藤ふ
ぢ

屋や

月つ
き
の

興け
し
き

」「
同
所
　
角す
み

屋や

雪ゆ
き

興け
し
き

」（
図
3
）の
挿
絵
が
載
る
。
廓
で
は
遊
女
屋
か
ら
遊
女
を
呼
び
寄
せ
、
揚
屋
で
客
と
酒
宴

を
催
し
た
。
揚
屋
は
料
理
屋
の
側
面
も
あ
っ
た
が
、
歌
舞
音
曲
の
場
、
文
芸
の
場
で
あ
り
、

文
化
を
育
む
場
所
と
な
っ
て
い
た
。『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
の
三
図
は
、
そ
う
し
た
様
子
が

う
か
が
え
る
挿
絵
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
角
屋
の
雪
景
色
を
描
い
た
挿
絵
が
、
本
絵
巻
の

座
敷
、
庭
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

　
島
原
は
江
戸
の
吉
原
、
大
坂
の
新
町
と
並
ぶ
官
許
の
廓
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
中
期
以

降
、
便
の
良
さ
も
あ
っ
て
四
条
河
原
周
辺
の
花
街
が
繁
栄
し
て
い
く
が
、
官
許
の
廓
で
あ
る

島
原
は
祇
園
町
な
ど
よ
り
格
上
で
あ
っ
た
。
廓
は
文
化
の
中
心
で
も
あ
り
、
祐
信
も
『
百
人

女
郎
品
定
』
下
巻
で
、
京
島
原
の
女
性
た
ち
を
見
開
き
三
図
に
描
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

「
太
夫
」「
新
造
」「
引
船
」「
遣
り
手
」「
禿か
ぶ
ろ

」「
局
女
郎
」「
鹿か

恋こ
い

」「
小
天
神
」「
花
車
」「
大
天
神
」「
轡く
つ
わ

の
女
房
」「
端
女
郎
」
と
い
っ
た
女
性
た
ち
が
登
場
す
る
。
遊
女
の
格
の
違
い
が
描
き
分
け
ら

れ
て
お
り
、
格
式
の
順
は
太
夫
、
天
神
、
鹿
恋
で
、
局
女
郎
や
端
女
郎
は
下
級
の
遊
女
で
あ

る
。
禿
は
上
位
の
遊
女
に
仕
え
て
見
習
い
を
す
る
少
女
で
、
新
造
は
勤
め
始
め
た
ば
か
り
の

若
い
見
習
い
遊
女
の
こ
と
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
絵
巻
と
『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
と
で
は
、
建
物
や
雪
景
色
の
様
子
は
一
致
し
て

い
る
も
の
の
、
遊
女
た
ち
の
衣
装
や
髪
型
が
違
っ
て
い
る
。『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
の
遊
女

た
ち
は
髪
を
豊
か
に
結
い
上
げ
、
櫛
、
笄
、
簪
な
ど
の
た
く
さ
ん
の
髪
飾
り
を
差
し
て
い

て
、
大
き
な
前
帯
や
ゆ
っ
た
り
と
し
た
打
ち
掛
け
を
着
し
、
総
じ
て
豪
華
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
対
し
て
、
本
絵
巻
の
遊
女
た
ち
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
豪
華
さ
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん

『
百
人
女
郎
品
定
』
の
島
原
の
遊
女
た
ち
の
姿
と
は
一
致
し
て
い
る
。
時
代
と
共
に
豪
華
さ

が
増
し
て
い
く
様
子
が
『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
か
ら
は
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
料
理
屋
の
側
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
、
揚
屋
の
厨
房
か
ら
み
て
い
こ
う
。
画
面

図3　『都林泉名勝図会』巻五（京都大学附属図書館所蔵）
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手
前
、
水
は
け
を
良
く
す
る
た
め
に
敷
か
れ
た
竹
の
簀
の
子
で
料
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
左

側
に
作
ら
れ
た
棚
に
は
調
理
用
具
や
食
材
が
整
然
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
横
で
鯛
を
さ

ば
く
料
理
人
は
、
室
町
時
代
後
期
に
成
立
し
、
江
戸
時
代
に
は
多
数
の
写
本
と
版
本
で
図
柄

が
知
ら
れ
た
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
の
「
五
十
七
番
　
包
丁
師
」
と
同
じ
手
さ
ば
き
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
ま
な
板
の
上
の
鯛
に
直
接
手
を
触
れ
ず
、
包
丁
と
真
魚
箸
を
用
い
て
料
理
を

し
て
い
る
。
な
お
、
江
戸
の
菱
川
師
宣
の
延
宝
六
年（
一
六
七
八
）刊
の
絵
本
『
吉
原
恋
の
道

引
』
や
天
和（
一
六
八
一
〜
八
四
）頃
の
十
二
枚
組
「
よ
し
わ
ら
の
体
」
の
一
枚
、
そ
し
て
、

菱
川
派
の
『
江
戸
四
季
風
俗
図
巻
』（
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
）に
は
吉
原
の
厨
房
が
描
か
れ

て
い
る
。『
江
戸
四
季
風
俗
図
巻
』
の
厨
房
は
か
な
り
大
き
く
働
く
人
の
数
も
多
い
。
こ
れ

ら
に
描
か
れ
た
吉
原
の
包
丁
師
は
簀
の
子
の
上
で
は
な
く
、
一
段
高
い
畳
の
と
こ
ろ
に
羽
織

を
着
し
、
本
絵
巻
と
同
じ
方
法
で
魚
を
さ
ば
い
て
い
る
。
対
し
て
、
本
絵
巻
の
包
丁
師
は
羽

織
を
着
さ
ず
、
労
働
着
で
あ
る
軽か
る

衫さ
ん

袴
姿
で
あ
る
。
江
戸
ほ
ど
格
式
張
っ
て
い
な
い
様
子
が

見
て
取
れ
る
が
、
脇
に
置
く
包
丁
は
四
本
あ
り
、
さ
ば
く
食
材
に
よ
っ
て
包
丁
を
変
え
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
庖
丁
師
の
右
、
尻
絡
げ
の
男
性
が
盥
で
洗
っ
て
い
る
の
は
、
羽
を
む
し
ら
れ
た
鳥
で
あ

る
。
正
徳
四
年（
一
七
一
四
）刊
、
四
条
高
島
撰
『
節
用
料
理
大
全
』
に
は
、
時
に
は
江
戸
と

の
対
比
も
交
え
な
が
ら
、
京
都
で
食
さ
れ
る
鳥
類
の
解
説
が
施
さ
れ
て
い
る
。「
諸し
よ

鳥て
う

人に
ん

数す

分ふ
ん

料り
や
う

理り

」
は
九
三
種
も
の
鳥
の
特
性
と
、
一
羽
か
ら
ど
れ
だ
け
の
人
数
分
の
料
理（
主
と
し

て
汁
物
）が
作
れ
る
の
か
を
説
明
し
て
い
る
。
江
戸
と
の
対
比
も
あ
り
、
京
都
の
特
性
が
よ

く
わ
か
る
。
鳥
の
説
明
に
続
き
、
そ
の
料
理
法
で
あ
る
「
塩
鳥
」「
鶏
飯
」「
南
蛮
料
理
」「
雉
子

飯
」
の
解
説
や
、「
鳥
料
理
献
立
之
事
」
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
京
都
の
高
級
料
理
の
あ
り

方
を
示
す
解
説
本
で
あ
る
が
、
本
書
を
見
て
い
る
と
、
逆
に
こ
の
絵
巻
に
描
か
れ
た
鳥
の
種

類
を
見
極
め
る
の
が
難
し
く
な
る
。
季
節
柄
、
鴨
か
雉
子
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

座
し
て
調
理
を
す
る
男
衆
は
前
掛
け
の
女
中
に
鍋
を
持
っ
て
来
る
よ
う
、
手
で
合
図
を
し
て

い
る
。
こ
れ
か
ら
火
に
か
け
て
調
理
を
始
め
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
番
奥
で
は
酒
の
燗
を
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
、
手
前
の
若
い
仲
居
に
気
軽
に
声
を
か

け
て
い
る
男
性
が
見
え
る
。
こ
う
し
た
場
所
で
、
炬
燵
に
入
り
、
煙
管
で
煙
草
を
吸
え
る
の

は
、
揚
屋
の
亭
主
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
女
中
が
手
慣
れ
た
様
子
で
炬
燵
に
炭
を

入
れ
て
い
る
。
お
茶
を
出
す
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
の
か
、
男
児
が
後
ろ
を
気
遣
い
つ
つ
、

座
敷
へ
向
か
っ
て
い
る
。
こ
の
男
児
も
働
く
少
年
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

角
屋
座
敷
で
の
遊
興

　
続
い
て
座
敷
の
酒
宴
を
見
て
お
こ
う
。
向
か
っ
て
右
の
男
性
客
は
厨
房
に
向
か
っ
て
手
を

叩
い
て
い
る
。
男
児
の
運
ぶ
茶
を
所
望
し
て
い
る
の
か
、
更
な
る
酒
肴
を
所
望
し
て
い
る
の

か
。
真
ん
中
で
口
に
手
を
添
え
な
が
ら
笑
っ
て
い
る
の
が
島
原
遊
女
の
最
高
位
「
太
夫
」
で

あ
ろ
う
。
豪
華
な
織
り
の
打
ち
掛
け
を
着
し
て
い
る
。
背
後
の
屛
風
も
金
地
で
、
島
原
ら
し

い
格
の
高
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
火
鉢
の
横
で
、
頭
巾
を
被
り
座
っ
て
い
る
の
が
廓
の
上
客
で
あ
る
大
尽
で
あ
ろ
う
。
大
尽

の
正
面
に
座
す
男
性
は
遊
女
か
ら
「
耳
引
き
」
を
さ
れ
て
い
る
。「
耳
引
き
」
と
は
勝
負
事

に
負
け
た
人
の
耳
を
罰
と
し
て
引
っ
張
る
こ
と
で
あ
る
。
振
り
袖
姿
の
新
造
に
酒
を
勧
め
ら

れ
て
い
る
の
で
、
酒
の
飲
み
比
べ
か
何
か
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、「
耳
引
き
」
は
ボ
ス

ト
ン
美
術
館
所
蔵
本
の
冬
の
場
面
に
も
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
火
種
を
持
っ
た
若
衆

に
対
し
て
行
わ
れ
、
酒
宴
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
耳
引
き
さ
れ
て
い
る
客
は
顔
が
に
や
け
、

楽
し
そ
う
な
雰
囲
気
で
あ
る
。
太
夫
の
背
後
に
は
膳
の
上
に
料
理
も
置
か
れ
て
い
る
。
宮
川

町
や
祇
園
町
あ
た
り
と
比
較
す
る
と
格
上
の
座
敷
で
あ
る
。

　
廊
下
か
ら
剃
髪
の
男
性
が
差
し
出
す
の
は
、
盆
に
盛
っ
た
雪
で
あ
る
。
雪
も
酒
席
の
興
と

な
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

角
屋
庭
で
の
雪
遊
び

　
庭
で
は
三
人
の
女
性
た
ち
が
雪
合
戦
の
真
最
中
で
あ
る
。
狙
い
を
定
め
真
剣
に
雪
の
玉
を
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投
げ
て
い
る
女
性
は
灰
青
地
の
着
物
、
転
び
な
が
ら
逃
げ
て
い
る
女
性
は
茶
色
地
に
格
子
柄

の
着
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
着
物
か
ら
見
て
揚
屋
の
女
中
な
い
し
仲
居
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
雪
の
玉
を
抱
え
な
が
ら
手
に
息
を
吹
き
か
け
て
温
め
て
い
る
の
は
、
振
り
袖
姿
な

の
で
新
造
と
思
わ
れ
る
。
女
性
た
ち
に
よ
る
雪
合
戦
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
個
人
的
な
遊
び
、
と
い
う
よ
り
、
座
敷
か
ら
庭
を
見
物
す
る
客
た
ち
に
供
さ
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
背
後
に
大
き
く
丸
め
ら
れ
た
雪
も
、
木
々
に
積
も
っ
た
雪
も
、
冬
の
風
物

詩
で
あ
る
。
そ
の
様
子
を
窓
か
ら
覗
く
の
は
仲
居
、
太
夫
、
客
の
三
人
で
、
客
は
笑
顔
で
庭

を
指
さ
し
し
て
い
る
。
座
敷
内
に
と
ど
ま
ら
な
い
揚
屋
で
の
賑
や
か
な
遊
興
は
『
都
林
泉
名

勝
図
会
』
の
時
代
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。

　
本
絵
巻
は
鴨
川
以
東
、
東
山
界
隈
を
描
い
て
い
る
場
面
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る

が
、
最
後
は
島
原
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
角
屋
の
雪
景
色
が
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
も
そ

の
理
由
で
あ
ろ
う
が
、
美
人
画
の
名
手
と
し
て
島
原
の
遊
女
を
数
多
く
描
い
た
祐
信
の
絵
巻

だ
か
ら
こ
そ
、
最
後
を
島
原
で
飾
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、
絵
巻
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の

　
以
上
、
絵
巻
に
描
か
れ
た
一
一
〇
人
に
よ
る
春
夏
秋
冬
の
遊
興
を
見
て
き
た
。
女
性
た
ち

は
着
物
の
打
ち
掛
け
の
有
無
、
色
や
柄
な
ど
で
年
齢
や
職
業
、
身
分
の
違
い
が
示
さ
れ
て
い

た
。
ま
た
男
女
と
に
も
顔
の
老
若
も
き
ち
ん
と
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
西
川
祐
信
は
享
保
一
六
年（
一
七
三
一
）刊
の
『
絵
本
常
盤
草
』
中
巻
で
も
、
女
性
た
ち
が

月
見
や
花
見
な
ど
に
興
じ
て
い
る
様
を
描
い
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
あ
く
ま
で
も
「
女
性
の

姿
」
に
主
眼
が
あ
る
。
対
し
て
本
絵
巻
で
は
、
座
敷
や
野
外
で
の
遊
興
ば
か
り
で
は
な
く
、

採
取
自
体
を
楽
し
む
魚
取
り
や
松
茸
狩
り
も
描
か
れ
て
い
る
。
食
を
彩
る
食
器
な
ど
も
意
匠

を
凝
ら
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
娯
楽
が
文
化
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
本
絵
巻
は
娯
楽
に
興
じ
る
人
た
ち
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
こ
で
働
く
人
々
の
姿
も
生

き
生
き
と
描
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
た
、
本
絵
巻
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
場
所
を
想
定
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と

を
示
せ
た
か
と
思
う
。
祐
信
が
活
躍
す
る
少
し
前
に
、
江
戸
の
菱
川
師
宣
は
江
戸
の
遊
興
を

絵
巻
に
仕
立
て
た
。
工
房
作
も
含
め
る
と
か
な
り
た
く
さ
ん
の
作
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
ら
は
、
近
世
に
入
っ
て
造
営
さ
れ
た
江
戸
の
町
の
「
今
」
を
楽
し
む
人
々
の
姿
を

描
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
絵
巻
は
江
戸
の
師
宣
絵
巻
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
依
頼
主
か

ら
の
要
望
で
作
成
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
る
が
、
本
作
以
外
に
祐
信
が
こ
う
し
た
肉
筆
画
を
描

い
た
例
を
現
時
点
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
今
日
か
ら
み
る
と
、
京
都
で
生
ま
れ
育
っ
た

祐
信
だ
か
ら
こ
そ
描
け
た
名
作
だ
と
思
え
る
が
、
当
時
の
京
都
で
は
こ
う
し
た
肉
筆
画
は
主

流
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
少
し
残
念
な
気
も
す
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
本
絵
巻
の
魅
力
が
際

立
ち
、
京
都
の
浮
世
絵
と
し
て
の
存
在
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
も
い
え
よ
う
。

（
き
た
が
わ
　
ひ
ろ
こ
　
甲
南
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）

﹇
付
記
﹈

　「
島
原
角
屋
の
厨
房
」
で
炬
燵
に
入
る
男
性
に
つ
い
て
は
、
当
初
、
常
連
客
で
は
と
考
え

て
い
た
。
そ
の
後
、
藤
原
英
城
氏
に
「
揚
屋
の
亭
主
」
の
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
、
本
稿
で
は

そ
ち
ら
を
採
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
よ
う
に
一
人
一
人
の
役
割
を
確
認
し
て
い
く
こ

と
で
、
今
後
、
さ
ら
に
解
釈
が
深
ま
る
可
能
性
も
あ
る
。
藤
原
氏
に
は
こ
の
場
を
借
り
て
お

礼
申
し
上
げ
る
。
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Study of Nishikawa Sukenobu’s “Genre Scenes in the Four Seasons”

Kitagawa Hiroko

 “Genre Scenes in the Four Seasons” in the Chiba City Museum of Art Collection depicts the pleasures of 
Kyoto in each season. It has been featured in many exhibitions to date as a well-known work by Nishikawa 
Sukenobu, yet there has been up to now no detailed interpretation of all the scenes. This paper examines all the 
scenes and the appearance of the people portrayed. 
 At present, it is only the two works sharing the title “Genre Scenes in the Four Seasons” of the Chiba City 
0XVHXP�RI�$UW�FROOHFWLRQ�DQG�WKH�0XVHXP�RI�)LQH�$UWV�%RVWRQ�FROOHFWLRQ�WKDW�FDQ�EH�FRQÀUPHG�DV�KDQGVFUROOV�
by Sukenobu that are not Shunga (erotic art). The Museum of Fine Arts Boston scroll depicts a total of eight 
scenes, devoting two scenes to each of spring, summer, autumn and winter, with a high sense of independence 
of each scene. Also, it features 25 women, with three young men, so could be described as fundamentally 
depicting genres of women in the four seasons.
 In contrast, the Chiba City Museum of Art scroll features numerous people, an entire crowd of 110 
individuals, and is composed in a continuous flow through the seasons. Also, the scenes portrayed are not 
vaguely of inside a room or in the open air like in the Museum of Fine Arts Boston scroll, but are largely 
LGHQWLÀDEOH�VHWWLQJV��7KH�&KLED�&LW\�0XVHXP�RI�$UW�VFUROO�FRQWDLQV�GHWDLOHG�GHSLFWLRQ�RI�WKH�DSSHDUDQFH�RI�QRW�
only those enjoying the pleasures in Kyoto in each of the seasons, but also the men and women who worked 
there, and that forms a large difference.
 I examine the picture scroll focusing on each of the scenes. They are spring’s “Gathering at a Teahouse” 
and “Cherry blossom-viewing at Higashiyama”, summer’s “Catching Fish in Kamo River” and “Evening cool 
at Shijo Kawara”, autumn’s “Gion-machi Ghost Festival”, “Moon-viewing at Ryozen”, “Maple-viewing at 
Higashiyama” and “Matsutake Mushroom-gathering at Higashiyama”, and winter’s “Kitchen of Sumiya in 
Shimabara”, “Amusements in a room at Sumiya” and “Playing in the snow in the garden at Sumiya”. I also 
FDUU\�RXW�LGHQWLÀFDWLRQ��DV�IDU�DV�SRVVLEOH��RI�WKH�ORFDWLRQV�XVLQJ�FRQWHPSRUDU\�JHRJUDSKLHV��LOOXVWUDWHG�JXLGHV�
to famous places, essays, etc.
� $W�SUHVHQW��WKHUH�LV�QR�RWKHU�FRQÀUPHG�H[DPSOH�RI�WKLV�NLQG�RI�KDQG�SDLQWHG�SLFWXUH�E\�6XNHQREX��:H�FDQ�
DVVXPH�WKDW�6XNHQREX�ZDV�DEOH�WR�SDLQW�WKH�ÀQH�ZRUN�VLQFH�KH�ZDV�ERUQ�DQG�EURXJKW�XS�LQ�.\RWR��\HW�VXFK�
hand-painted pictures did not prevail in Kyoto of that time. However, that is precisely why this picture scroll 
stands out, and can reveal to us its raison d'être as the Ukiyo-e, Floating-world Art, of Kyoto.

(Translated by Barbara Cross)
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