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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 the same phonetic expression as Siren in Greek mythology 

who lured mariners to their destruction.'The name of the bulletin was decided with the intention 
to weave the beautiaes of both present and ancient ti.Jnes as if harvesting the lotus and to discuss the 
arts which lure us like a Siren. 

採
蓮
の
い
わ
れ

Chiba City Museum of Art 

述
は
占
来
の
圃
題
で
あ
り
そ
れ
を
描
い
た
名
圃
は
多
い 。

そ

の
花
は
清
浄
無
垢 、
ま
た
枯
れ
て
は
寂
彦
の
梢
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 、

介
し
く
も
T
菜
市
災
術
館
は
古
に
は
蓮
池（
は
す
い

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

旅
街
に
位
置
す
る 。

音
通
す
るs
iren
は
笑
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 ＾

千
葉
市
美
術
館



い
渡
し
た。
五
卜
年
余
り
た
っ
た
彼
の
回
想
に
は

狂
歌
摺
物
の
金
字
塔

文
久
二
年
(-
八
六一-)
二
月
卜
八
日、

弱
冠
ニ
ト
四
歳

の
ア
メ
リ
カ
人
地
質
学
者
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
パ
ン
ペ
リ
（
図
1
)

は
太
f
洋
を
渡
り、

よ
う
や
く
横
浜
に
た
ど
り
着
い
た。

硲

府
は
二
年
契
約
で、

金
山
お
よ
び
銅
山
の
調
査
と
改
善
を
彼

に
依
頓
し
た
の
だ
っ
た。

辞
令
が
お
り
る
ま
で
の
間、

彼
は

n
ら
進
ん
で
H
本
謡
を
学
び、

ま
た
横
浜
近
郊
の
様
子
を
ス

ケ
ッ
チ
し
て
歩
い
た。
五
月、

幕
府
は
方
針
を
変
え、
五
人

の
H
本
人
の
芥
者
と
共
に
北
海
道
地
質
調
在
を
命
じ
た。
タ

ケ
ダ
と
オ
オ
シ
マ
は
科
学
を
志
す
府
者
で、

洋
書
の

↑よ兵
を

た
よ
り
に
溶
鉱
炉
を
建
造
し
た
実
組
が
あ
っ
た。
イ
ワ
オ
と

タ
チ
は
鉱
山
事
業
の
経
理
を
担
当
す
る
役
人
で、

通
訳
の
ミ

ヤ
ガ
ワ
が
こ
れ
に
加
わ
っ
た。
（
註
1)

冬
が
深
ま
る
と
調
在
も
困
難
と
な
り、
バ
ン
ペ
リ
は
彼
ら

の
た
め
に
地
質
学
と
科
学
の
基
礎
講
座
を
開
い
た。

採
渠
し

た
鉱
物
標
本
や
ス
ケ
ッ
チ
を
使
っ
て
レ
ク
チ
ャ
ー
を
し
た

が、

も
う
そ
の
頃
に
は、

科
学
の
専
門
用
語
は
原
語
の
ま
ま

と
し
て
も、

教
育
に
な
ん
ら
不
自
由
の
な
い
ほ
ど
の
日
本
語

を
習
い
鎚
え
て
い
た。

翌
年
の．一
月
以
降、

攘
夷
派
が
台
頭

し
て
く
る
と、

碓
府
は
突
然、
パ
ン
ペ
リ
の
契
約
解
除
を
言

別
れ
の
時
が
近
づ
く
と、

仲
間
で
あ
り
教
え
子
で
あ
る

彼
ら
は、

あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
情
熱
を
傾
け
た
科
学
の
学

習
に
終
止
符
を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
強
い

惜
別
の
念
を
い
だ
い
て
い
ま
し
た。

特
に
私
が
愛
着
を

抱
い
て
い
た
タ
ケ
ダ、

オ
オ
シ
マ、
ミ
ヤ
ガ
ワ
と
は
互

い
に
心
が
通
い
合
っ
て
お
り、

11
に
涙
を
溜
め、

別
れ

の
時
を
惜
し
み
ま
し
た。

東
洋
人
の
訳
を
見
た
の
は
後

に
も
先
に
も
こ
の
時
だ
け
で
し
た。
タ
ケ
ダ、
ミ
ヤ
ガ

ワ、
タ
チ、
オ
オ
シ
マ、
イ
ワ
オ
ら
は
張
り
合
う
よ
う

に
し
て、
餞
別
を
も
っ
て
き
ま
し
た。
そ
れ
は
版
画
を

貼
り
込
ん
だ
貨
直
な
ア
ル
バ
ム
で
あ
っ
た
り、
刀
剣
で

あ
っ
た
り、
お
金
で
は
買
え
な
い
よ
う
な
家
宝
の
品
々

で
し
た。
彼
ら
の
気
持
ち
を
直
ん
じ
れ
ば、
断
る
理
由

な
ど
ど
こ
に
あ
る
で
し
ょ
う。
彼
ら
は
聡
明
で、
向
上

心
に
溢
れ、
ま
さ
に
紳
士
的
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
人

柄
だ
っ
た
の
で
すo（
註
2
）

パ
ン
ベ
リ
は
こ
の
ア
ル
バ
ム
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と

ぷg
in

タ
と
記
述
し
て
い
る。
二
冊
の
ア
ル
バ
ム
に
は
一
六
六
枚

の
狂
歌
摺
物
が
収
め
ら
れ
て
お
り、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
色
紙

判
で、

文
政
三
年
（．
八
二
0)

か
ら
文
政
十一
年
(-
八

ロ
ジ
ャ
ー
・

キ
ー
ズ

/

図1
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れ
ら
の
摺
物
は
当
時
活
躍
し
た
省
名
な
絵
師
が
作
画
を
し 、

名
う
て
の
狂
歌
帥
が
狂
歌
を
寄
せ
た
も
の
で
あ
る 。

こ
の
ア
ル
バ
ム
の
制
作
者
は
栗i― ・
（
意
雅
栗
三 、

毬
廼
屋

栗一―- 、

山
舎
亭
栗 ．―-）
（
図
2
ー

5
)

と
り
し
た
大
坂
の
狂
歌

師
で
あ
る 。
（
註
3)

彼
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
江
戸
そ
し
て
大

坂
で
も
収
果
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る 。
し
か
も 、

大
半
は
交

換
に
よ
る
も
の
で 、

辿
常 、

狂
歌
師
は
互
い
に
摺
物
を
交
換

す
る
こ
と
に
よ
っ
て 、

他
の
狂
歌
師
た
ち
の
摺
物
を
手
に
入

れ
る
の
で
あ
る 。

一
冊
は
当
時
の

装
丁
の
ま
ま
千
葉
市
美
術
館
（
以
卜 、

千
菜
本）

に 、

も
う

一
冊
は
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
・

ス
ク
ー

ル
・

オ
プ
・

デ
ザ
イ

ン
付
属
美
術
館
（
以
下 、
RIS
O
本）

に 、

と
分
か
れ
て
収

蔵
さ
れ
て
い
る 。
栗 ．―-
は
江
戸
と
大
坂
の
双
方
で
制
作
さ
れ

た
狂
歌
摺
物
が
対
比
で
き
る
よ
う 、

入
念
に
ア
ル
バ
ム
に
貼

り
込
ん
で
い
る 。
文
化
基
盤
や
作
風
が
沢
な
る
江
い
と
火
坂

の
文
化
的
な
交
流
を
こ
の
ア
ル
バ
ム
は
雄
弁
に
物
語
っ
て
い

る
の
で
あ
る 。

．
方
で 、

批
代
間
や 、

師
弟 、

作
家
と
パ
ト

ロ
ン 、

そ
し
て
絵
師
同
K

の
交
友
関
係
の
様
子
も
私
た
ち
に

教
え
て
く
れ
る 。
狂
歌
摺
物
に
挑
わ
っ
た
大
坂
の

；来
団
が

成
し
遂
げ
た
も
の 、

そ
し
て
そ
の
井
情
を
我
々
に
見
せ
て
く

れ
る
の
で
あ
る 。

栗――一
の
友
人 、

在
廼
兄
乎
佐
丸
（
宝
暦
元
頃
i

天
保
十
年

一
七
五
一
頃
1一

八一一 ．
九
頃）

は
大
坂
の
狂
歌
摺
物
の

）
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
現
存
し
て
お
り 、

版
圃
で
あ
る 。
そ
し
て
人
変
怯
沢
な
贈
り
物
で
あ
る
こ
と
は 、

見
聞
き

四
八
•

- .
x
pq

ニ
八）

頃
に
江
戸
と
大
坂
で
出
版
さ
れ
て
い
る 。
ま
た 、
こ

発
展
に
亜
要
な
役
割
を
果
た
し
た
狂
歌
師
で
あ
る 。

染一
二
が

に
は
材
料 、

彫
り
・

摺
り 、

手
順
等
々
特
別
な
手
間
暇
を
要

図2·4
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摺
物
収
染
を
始
め
た
頃 、

乎
佐
丸
は
七
卜

歳
ほ
ど
で 、

在
廼

屋
社
中
の
リ
ー
ダ
ー

を
つ
と
め
て
い
た 。

在
廼
屋
社
中
の
狂

歌
師
た
ち
は
大
坂
で
招
物
を
出
版
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず 、

大
坂
は
も
と
よ
り 、

江
戸
や
そ
の
他
の
地
方
で
泊
罪
す

る
絵
師
た
ち
に
作
両
を
依
頼
し
て
い
た 。

言
う
ま
で
も
な
く 、
摺
物
は
ILill
伐
出
版
の
印
刷
物
で
あ
る 。

売
買
さ
れ
る
こ
と
は
な
く 、

あ
く
ま
で
贈
答
を
目
的
と
し
た

こ
の
ア
ル
バ
ム
に
収
め
ら
れ
て
い
る
摺
物
か
ら
も一
H
瞭
然

で
あ
ろ
う 。

摺
物
の
多
く
は
催
し
物
の
招
待
や
案
内
と
し
て

贈
ら
れ
る
が 、

ほ
か
に 、

特
別
に
仲
間
同
士
が
果
う
記
念
の

会
や
法
要
の
時
に
も
板
行
さ
れ
る 。
し
か
し 、
こ
の
ア
ル
バ

ム
に
収
め
ら
れ
た
招
物
は
純
粋
に
交
換
の
た
め
に
制
作
さ
れ

た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る 。
狂
歌
師
た
ち
は
自
分
の
摺
物

を ．
勾」
み
持
参
し 、

新
年
に
寄
り
机
う 。

彼
ら
は
新
年
を
言

祝
ぐ
挨
拶
を
交
わ
し
た
後 、

摺
物
を
贈
り
あ
う
の
で
あ
る 。

（
註
4
)

そ
れ
は
ま
さ
に 、

ス
リ
リ
ン
グ
な
瞬
間
で
あ
る 。

競

争
心
を
駆
り
立
て
ら
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と 、

驚
き
と

妍
し
さ
が
入
り
交
じ
っ
た
瞬
間
な
の
で
あ
る 。
こ
う
し
た
中

で
も 、

古
参
の
狂
歌
師
た
ち
は
満
足
感
と
点
び
を
共
に
分
か

ち
合
う
こ
と
が
で
き
る 。
と
い
う
の
も 、

皆 、

誰
も
が
日
を

見
張
る
ほ
ど
の
災
し
い
摺
物
を
作
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
こ

と
を 、

年
長
者
た
ち
は
す
で
に
経
験
と
し
て
知
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る 。
こ
れ
は
／母
年
の
こ
と
な
の
で
あ
る 。

摺
物
制
作

図2•3
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ふす
る
の
で
あ
る 。

栗 ．
二
は
二
冊
の
ア
ル
バ
ム

三
•

四
Cm
)

に
一
六
六
点
の
摺
物
を 、

見
聞
き
四
点
つ
づ
に

な
る
よ
う
貼
り
込
ん
で
い
る 。

表
紙
は
布
貼
り
で 、

金
箔
を

ほ
ど
こ
し
た
料
紙
が
中
罪
と
し
て
付
い
て
い
る 。

摺
物
が
貼

り
込
ま
れ
た
台
紙
は
薄
茶
色
で 、
こ
の
種
の
紙
は
剥
離
し
や

す
く 、

摺
物
を
剥
が
せ
ば
そ
の
痕
跡
が
残
る
も
の
で
あ
る 。

二
冊
の
う
ち
の
一
冊
H
は
脱
状
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
る 。
一
九
八一 一
年 、
サ
ザ
ピ
ー
ズ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
で
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で 、
ア
メ
リ
カ
人
コ
レ
ク
タ
ー 、

ポ

ー
ル
・
ウ
ォ
ル
タ
ー

が
手
に
入
れ 、

そ
の
後 、

十
月一
1- •
日 、

(
l
o
t
 

1
2
6
) 、

一
九
九
二
年

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
か
れ
た
ク
リ
ス
テ
ィ
ー

ズ
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
ウ
ォ
ル
タ
ー

は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
手

放
し
て
い
る 。
こ
の
ア
ル
バ
ム
は
千
葉
市
美
術
館
が
購
人
し

一
九
九
じ

年
同
災
術
館
で
開
他
さ
れ
た
摺
物
展

に
出
品
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る 。
（
註
5
)

千
葉
市
美
術
館
の
ア
ル
バ
ム
に
は
七
九
点
の
摺
物
が
収
載

さ
れ
て
お
り 、
二
点
を
除
い
て
す
べ
て
汀
戸
の
絵
師
に
よ
る

も
の
で
あ
る 。

栗
三
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
文
政
四
年
（

．
八

ニ
一
）
春 、

江
い
で
の
交
換
で
手
に
人
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

C

そ
の
内 、

辰
斎
が
一
し
点 、

北
点
が
一
ii
点
で
内 ．

．
 点
が

「
元
禄
歌
仙
貝
合」 、

北
澄
が
卜

点
で
あ
る 。
ま
た
無
款
の
作

品
が
四
点 、

狂
歌
の
み
で
絵
の
な
い
も
の
が
同
じ
く
二
点
含

ま
れ
て
お
り 、

絵
師
の
総
数
は一

1

二
人
に
の
ぽ
る 。

栗
二
の

せ§;§ti§匂

3；諷g一gi
 

i
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栗
て
の
先
戟
格
に
当
た
る
対
廼
肘←11バ
届

延
序q-,
1
文
政
し

名
と
い
う
こ
と
で、

北
点
の
「
元
禄
歌
仙
貝
合

あ
し
貝」

ム
に
は
文
政
四
年
の
朴、

具
虹
の＂
5

社竺の
祝
い
に，
11
身
で
発

番
IJ
の
t
座
に
位
閻
す
る
の
は

し
て
い
た

師
で
あ
る

彼
は
”
丸“
と
狂
歌＂グ
を
す
る
グ
ル
ー
プ
に
属

：
番
11
の
狂
歌
に
は
湖
鹿
と
冴
名
が
あ
り、

四

や
は
り
大
坂
の
JE
歌
師
で

る
の
は
r
朴
の
作
圃
に
よ
る
も
の
で
あ
る

浪
作
の
芦
が
打

栄：―-
は
直(
Jli
ど
も
親
交
が
似
か
っ
た
．．
 冊
11
の
ア
ル
バ

ア
ル
パ
ム
の
次
の
見
開
き
ベ
ー
ジ、

Ti
番
11
に
貼
ら
れ
て
い

も
ら
っ
た
も
の
で
あ
る

い
る
も
の
で、
辰
斎
が
描
き、
兵
頻
が
狂
歌
を
寄
せ
て
い
る

唯
1

の
北
点
作
品
〔
RI
S
D
14〕
は
文
政
丘
年
に
栢
成
か
ら

る

右
か
ら．．
 氾番
IJ
の
狂
歌
の
作
行、

角
丸
も
大
坂
の
狂
歌

い
る
よ
う
で
あ
る

こ
の
招
物
は
鮒
の
じ
に
人
形
が
釆
っ
て

の
品
で
結
ば
れ
て
い
る

ち
な
み
に

冊
11
の
ア
ル
バ
ム

は
い
え、

殊
に
大
坂
は
梅
の
木
で
名
邸
い
こ
と
を
ぷ
し
て
い

に
会
っ
て
ア
ル
ハ
ム
の．．．
 番
11
の
招
物
〔
f
菜
3〕

を
付
て

た
狂
歌
を
窃
せ
て
お
り

＂
た
つ
の
乙
ひ
め“
（
辰
の
乙
姫

り`

ま
た、

梅
の
化
は
新
年
の
招
物
に
は
お
約
束
の
題
材
と

栗．
9．
は
ど
う
や
ら
文
政
四
年
の
摺
物
交
換
の
折、
LII〈
山心
災

廼
松
梢
成
は
北
斎
の

二図
〔
千
菜
32〕
の
中
で、

朴
を`
ぶ
っ

る

矢
立
は
栄
て
の
大
坂
か
ら
江）
）
へ
の
旅
を
暗
示
し
て
お

あ
ろ
う

年
八
月
に
没
し
て
い
る

こ
の
シ
リ
ー
ス
の
発
注
者、

鉄

た
文
政
四
年、

実
際
に
持
参
し、
し
父
換
に
供
し
た
も
の
で
あ

れ
は
お
そ
ら
く、

四
Ji
辿
の
狂
歌
師
柳
斎
千
萬
多
の
こ
と
で

の
中
で
は
初
期
の
も
の
で
あ
る

な
お、

勝
川
朴
小
は
文
政

ム
を
作
っ
た
渠：·
で
あ
る

こ
の
摺
物
は
彼
が
収
災
を
始
め

こ
の
摺
物
の
左
ド
に
は
「
柳
点」
の
制
作
者
印
が
あ
る

こ

正
月
に
出
版
さ
れ
た
シ
リ
ー
ズ
で

栄．一．
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

四
人
の
狂
歌
が
品
さ
れ
て
お
り、

そ
の
惰
頌
が
こ
の
ア
ル
バ

内
で
交
換
さ
れ
た
な
ら
必
災
の
な
い
特
品
だ
か
ら
で
あ
る

り
込
ま
れ
て
い
る。
「
佐
噺
知＂
仁
力」
は
文
政
：·
年
辰
年
の

梅
の
枝
と
矢
立
が
描
か
れ
て
い
る
〔
f
栄
2〕

こ
こ
に
は

て
い
る
か
ら
で
あ
る

こ
れ
が
も
し
江
い
の
四
Ji
側
の
仲
問

て
い
た

し
か
し、
ア
ル
バ
ム
の
中
で
は
別
々
の
場
所
に
貼

ア
ル
パ
ム
の
二
枚
11
に
11
を
移
す
と、

辰
点
の
喰
に
な
る

な
ぜ
な
ら、

真
頗
が
江
い
の
狂
歌
師
で
あ
る
こ
と
を
表
記
し

が
描
い
た
圃
シ
リ
ー
ズ
「
背
噺知11
i
fJ」
の
招
物
も
所
11
し

功
序
列
に
左
か
ら
列
品
す
る
こ
と
に
な
る。

く
点
都
・
人
坂
を
中
心
に
配
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う。

仔
え
て
い
る

栗ー・一
は
北
点
〔
千
染
52〕
と
英
山
〔
千
栄
61〕

任
行
で
あ
る

複
数
の
師
匠
の
狂
歌
を
碩
く
場
合
に
は

年

歌
師
で
あ
る
こ
と
を
明
叫
し
て
い
る

こ
の
摺
物
は
お
そ
ら

う

図
中
で
桃
太
郎
は
忠
尖
な
お
供
の
動
物
に
き
ひ
団
f
を

“
よ
り
の
狂
歌
師
が
中
で
も、
じ
森
的
な
立
拗
で

番
の
“

＜

布
か
ら．．．
 番
11
の
狂
歌
は
真
坦
の
も
の
で、

人
坂
の
狂

菜
4〕

を
最
初
の
見
聞
き
ペ
ー
ジ
に
貼
り
付
け
た
の
で
あ
ろ

脊
者
で
も
あ
る。
幾
人
か
が
寄
り
果
ま
っ
て
出
版
す
る
場
合

る
あ
の
”
あ
ら
れ“

と
M
じ
で
あ
る
こ
と
を
付
品
し
て
お

栄．―-
は
交
換
会
の
思
い
出
と
し
て、

＃
か
の
桃
太
郎
〔
r

で
あ
り、

制
作
者
や
絵
師
の
選
定
を
行
うー

も
ち
ろ
ん、

出

・・
1
ヽ

1
,>
 

北
点
の
「．
JC
禄
歌
仙
且^
＂

い
た
や
貝」
に
出
て
く

く
る

る
人
物、
つ
ま
り．
番
右
の
狂
歌
師
が
そ
の
摺
物
の
注
文、
E

な
み
に、

奇
妙
な．
致
で
あ
る
が、
こ
の
神
社
は
5欣

犬
神
と

ジ
H
は
北
斎
の
「
几
保
歌
仙
Ĥ
"

す
だ
れ
且」
で
締
め
く

杵
通、

江
J
の
狂
歌
摺
物
で
は
は
じ
め
に
狂
歌
が
品
さ
れ

た
神
村
を
飾
っ
た
山
巾
の
図
を
発
注
し
て
い
る。
（
註
8
)

ち

制
作
し
た
と
考
え
ら
れ
る。
こ
う
し
て
ア
ル
バ
ム
の一．
ペ
ー

出
打
者
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

う
ち
以
都
の
狂
歌
師、

菊
廼
圧
真
忠
美
は
竹
原
追
火
を
Jt
つ

た
も
の
の、
r11・（
ん
中
に
狂
歌
を
寄
せ
て
い
る
柳
点
千
萬
多
が

廼
展
と
は
辿
っ
て、
狂
歌
以
外
の
収
人
が
な
か
っ
た
具
頗
は

物
を
北
斎、

辰
点、
5

凩
都
の
r
朴
に
依
頓
し
て
い
る

）
の

虹、

左
に
は'11
盆加
の
狂
歌
が
見
え
る

印
は
あ
え
て
省
略
し

登
場
し
て
い
る
慈
味
が
自
ず
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う。

在

四
方
述
の
狂
歌
師
た
ち
は
祭
礼
の
山
車
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
招

物
が
貼
ら
れ
て
い
る
〔
f
葉
7〕。
こ
の
摺
物
の
右
に
は
真

寄
せ
て
い
る
の
か、

そ
し
て
真
杉
の
狂
歌
が
た
だ
．
枚
だ
け

栗·
1
が
江
）JI
に
米
る
前
年、

文
政
「
9

年
朴、

真
JIt
を
含
む

物
交
換
会
の
為
に
真
坦
自
身
が
発
注
し
た、

辰
点
の
梅
の
招

の
内
卜
六
枚
に、

し
か
も
t
枢
で
あ
る
左
側
に
常
に
狂
歌
を

年
頃、
．
し
四
六
1一
八一`

四
頃）

で
あ
る

は
こ
こ
に
貼
り
込
ま
れ
て
い
る

左
t
に
は
文
政
四
年
の
摺

斎
は
しー
時

リ
ー
ド
す
る
絵
師
で
あ
っ
た
こ
と。
そ
し
て一
る
11
は、

北

四
ガ
側
か
ら
依
頓
を
受
け
た
大
揃
い
の
摺
物

な
い

し
か
し、

招
物
制
作
者
た
ち
に
は
％
然、

制
作
料
が

い
る

真
顔
が
な
ぜ
「
元
保
歌
仙
H
合」
一：·
卜
六
枚
セ
ッ
ト

う

狂
歌
師
た
ち
の
摺
物
交
換
に
は
金
銭
の
や
り
と
り
な
ど

る
こ
と
の
で
き
たり躯
初
の
狂
歌
師
の
．
人
と
し
て
知
ら
れ
て

郎
山
が
あ
る

文
政
四
年ツー
時、

北
点
は
江
｝）
の
摺
物
界
を

江
）
狂
歌
招
物
の
金
銭
的
な
状
況
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ

あ
る

彼
は
必
f
か
ら
の
教
授
科
で
と
う
に
か
牛
社
を
た
て

栄．．．
 が
こ
の
招
物
を
第．
番
11
に
据
え
た
の
に
は
四
つ
の

“で

7

を・
心り
ん
で
い
た
と
い
う
何
と
も
冴
え
な
い
経
歴
の
持
ち
｀E
で

し
て
い
る
こ
と
に
な
る

角
い
印
序
に
は
”
招
物
工
秋
此
堂“
の
文
字
が
虚
め
る

四
方
側
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
以
前
の
真
舶
は、

お
し
る
こ
柑

な
板
の
”
似
か
ら、
こ
の
絵
は
「
い
た
や
且」
を
暗
に
ぷ

郎
の
餞
別
の
た
め
の
摺
物
が
あ
る

図
中
の
洒
招
の
t
の
四

て
も
ら
っ
た
御
礼
を
よ
払
っ
て
い
る
様
f
が
見
え
て
く
る

切
り
刻
ん
で
い
る
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
〔
f
架
ー〕

ま

(
·
八

北
斎
の
喰
に
な
る
大
坂
の
店
手
役
者
嵐
徳

制
作
代
を
令
額
支
払
っ
た
上
に

真
舶
先
牛
に
狂
歌
を
添
え

物
は
北
斎
の
作
品
で、

あ
ら
れ
を
作
る
た
め
に
餅
を
細
か
く

彼
は
招
物
の
制
作
も
手
が
け
て
お
り、

例
え
ば、

文
政
五
年

考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
か

招
物
を
見
て
い
く
と、
，IIバ
杉
が

ド
ヘ、

右
か
ら
Ji
へ
と
馴
に
見
て
い
く
と、

け
頭
を
飾
る
柑

側
の
t
災
メ
ン
パ
ー
の
q
人
秋
長
党
物
梁
の
狂
歌
で
あ
る

令
額
に
応
じ
て
川
米
K
か
っ
た
招
物
の
取
り
分
を
決
め
る
と

）
の
ア
ル
ハ
ム
に
込
め
た
心
味
を
物
晶
っ
て
い
る

K
か
ら

て
い
た
か
ら
で
あ
る

「
い
た
や
具」
の
左
の
こ・11
は
四
Jj

え
て
い
る

狂
歌
師
た
ち
は
制
作
代
を
分
担
し、

支
払
っ
た

蚊
初
の
見
聞
き．．
 ペ
ー
ジ
で
〔
千
菜
l
\
8〕ヽ

栗．
1ー
は

し
て、

来．
；
は
招
物
制
作
者
の
役
割
の
屯
災
性
を
強
く
感
じ

は・
11
分
の
り
の
．
文
字
、
真

の
字
を
必
f
た
ち
多
く
に
サ

と
あ
る

名
前
の
裕
か
っ
て
い
る
絵
帥
な
の
で
あ
る

最
後
の
刑
111
と

九）
の
狂
歌
か
見
え
る

ち
な
み
に
，11(
杉
も
含
め，11ハ
韻

柚
を
労
せ
す
論
よ
り
盆
拠
の
諸
れ
f
に
問
た
ま
ひ
ね
と

＂叫
人
に
た
つ
こ
と
を
し
か
な
り
註
6

に
そ
の
出
版
と
作
圃
を
手
助
け
し
た
”
校
合
門
人＂
と
し
て

jj
歌
JIi.,11へ
舶

ー

屯
肝．．．
 ー
文
政
卜

年、
．
し
几
「
1
.
\

（．
八．
九）

に
大
坂
で
出
版
さ
れ
た
絵
手
本
「
北
点
両
式

れ
て
い
る

什
に
は
H
林ぃり
9

t11パ
杉

左
に
は
そ
の
師
匠
の
四

ーし
）
ー
。

を
J
れ、

そ
の
折
り
に、

北
洲
は
北
点
に
学
ひ、

文
政．．
 年

袋
6
〕

か
含
ま
れ
て
お
り、
こ
れ
に
は．．
 VII
の
狂
歌
か，IIL
さ

棠．．
 ぬ
し
か
も
の
せ
し
な
り＂必
そ
lE911
記
銘
に
て
古
↑

（．
八
．
し）

あ
る
い
は
文
政
元
年
（．
八
．
八）

に
大
坂

ま
た、

f
菜
本
に
は

7,
JC
係
歌
仙
貝
合

の
を
仏
て

の
·
枚
を
選
ん
だ）
と
い
う
の
も、

北
点
は
文
化
卜
四
年

こ
と
の
袋
に
圃
た
く
み
の
喰
を
振
ひ
し；
ひ
ら
の
招
も

で
あ
る

f
栄
79〕

北．：．
は
招
物
史
と
い
う
視
点
か
ら
こ

の
た
ま
の

物
で、

歌
灯
伎
役
行
が
ま
な
板
の
前
に
If
っ
て
い
る
図
な
の

ん
よ
り
ハ

か
、
る
帖
こ
そ
お
か
し
け
れ
今
現
枇
の
人
こ
の
さ
れ
歌

ハ
ム
の
大
尾
を
飾
る．
枚
は
什
好
点
北
洲
に
よ
る
大
坂
の
摺

辿
が
対
称
に
な
る
よ
う
配
岡
を
し
て
い
た
こ
と

）
の
ア
ル

い11パ
肘
の
け
ち
め
も
む
つ
か
し
く
投
稜
の
件
両
に
ほ
こ
ら

の
．
近
く、

卜．
枚
を
F
に
入
れ
て
い
る

I

-

]、
5
".

っ
ー
(

10

せ
ん
ハ

て
い
る
こ
と

前
述
の
よ
う
に、

栄
て
は
そ
の
う
ち
の＿；．
分

御
国
の
手
か
、
み
か
ら
人
の
堪
本
枇
に
稀
な
る
を
宝
と

文
政
四
年
に
四
ガ
側
の
狂
歌
師
た
ち
は
そ
の
交
換
を
果
た
し

友
人、

在
廼
柑
直
喰
の
序
文
に
は

応
禄
歌
仙
具^
＂」
：·
卜
六
枚
を
完
成
さ
せ
た
ば
か
り
で

支
払
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る

に
か
か
る
代
川
の
，IIL
鉢
を
見
た
こ
と
が
な
い
も
の
の、
判
利、

紙
の
質、

特
別
な
幼
果
を
出
す
た
め
の
技
術
や
絵
119、

発
行

部
数
で
制
作
代
は
沢
な
っ
て
く
る
に
述
い
な
い

持
し
て
い
た
北
点
の

11〕

に
は
た
だ
；11
の
狂
歌
の
み
が
心
さ
れ
る

を
ぷ
ん
だ
介
拓，11
公＂
か
秋
K
常
の
よ
う
な
招
物
制
作
者
に
fll

IIJ
を
卜合
払
い、

文
政
四
年
の
四
h
側
の
父
換
会
で
逍
り
取
り

し
た
の
で
あ
る

あ
し
貝」
〔
r

惰
者
は
こ
れ
ま
で
に
招
物

.
JC
保
歌
仙
Ĥ
11

栄．
1．
が
所�

し
ほ
Hし
〔
千
染

こ
の
狂
歌

II 

JO 



真
垣
は
大
坂
に
戻
っ
て
い
る。
こ
の
摺
物
は
当
時
大
坂
に
い

た
江
い
の
絵
師
柳
川
重
信
の
作
画
に
な
り、

谷
清
好
が
制
作

を
担
当
し
て
い
る。
い
つ
も
通
り、

真
顔
は
上
座
で
あ
る一

番
左
に
位
閻
し
て
い
る
の
だ
が、
こ
の
時
の
真
ん
中
の
狂
歌

師
は
兵
垣
の
親
友
栗
三
で
あ
る。

石
灯
籠
か
ら
の
ぞ
く
破
だ

ら
け
の
猿
の
頻
を
二
人
の
若
い
芸
者
が
じ
っ
と
見
つ
め
て
い

る。
こ
の
図
の
ア
イ
デ
ア
は
真
拒
自
身
に
よ
る
も
の
と
想
像

が
描
い
た
摺
物
で
あ
る
〔
千
築
79〕゚
（
註
12
)

在
廼
屋
は
狂
歌

をー
首
寄
せ、

役
者
の
被
り
物
に
は
日
ら
の
紋、

雛
鶴
を
あ

し
ら
っ
て
い
る。
梅
好
と
在
廼
屋、

同
好
の
七
と
し
て
の
二

人
の
親
密
な
関
係
か
ら、

栗一一．
は
二
枚
の
摺
物
を
同
じ
ペ
ー

ジ
に
貼
り
付
け
た。

在
廼
屋
が
つ
い
に
在
廼
屋
社
1
の
リ
ー

ダ
ー
を
辞
し
た
と
き、

梅
好
は
彼
の
跡
を
継
ぎ、
．一
代
口
在

北
洲
の
作
品
に
記
さ
れ
る
狂
歌
に
よ
る
と、

菊
五
郎
は
こ

の
芝
肘
の
中
で
権
八
と
そ
の
恋
人、

遊
女
小
紫
を
早
替
わ
り

を
浙
じ
た
と
い
う。

尖
際、
こ
の
摺
物
は．一
枚
紐
の
右
側
の

．
枚
で、

左
側
は
作
者
不
詳
の
小
紫
に
扮
す
る
菊
五
郎
の
図

で
あ
る。
（
註
14
)

こ
の
左
側
の
一
図
は
所
什
し
て
い
な
か
っ

た
か、

少
な
く
と
も
ア
ル
バ
ム
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
こ

の
摺
物
は、

栗．―-
が
所
有
し
て
い
た
数
点
の
招
物
の
年
代
測

定
を
知
る
上
で
の
手
助
け
と
な
る。
な
ぜ
な
ら、

左
側
か
ら

．一
番
H
の
狂
歌
師
は
中ー
廼
栓
高
瀬
だ
か
ら
で
あ
る。
大
伍
良

虎
は
高
瀬
が
郷
旧
に
改
名
し
た
文
政
九
年
な
い
し
は
十
年

『

八一
六、
一

じ）

の
春
に
出
版
さ
れ
た
で
あ
ろ
う．
枚

の
摺
物
を
描
い
て
い
る。
（
註
15
)

釆
云
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

最
後
は
彼
自
身
が
発
注
し
た
も
の
で、
こ
れ
に
は
郷
IH
と
署

名
の
あ
る
狂
歌
が
記
さ
れ
て
い
る。
お
そ
ら
く
文
政
卜
年
か

十一
年
(-
八
二
じ、
二
八）

に
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

二
冊
H
の
ア
ル
バ
ム
に
は
文
政
五
年
午
年
に
板
行
さ
れ
た

江
い
摺
物
が
幾
枚
か
収
載
さ
れ
て
い
る。

辰
斎
画
の
摺
物
は

〔

RIS
D
73〕゚

ま
ず一
枚
H
は
江
戸
の
歌
舞
伎
役
者
の
似
顔
絵
で、

文
政

九
年
(-
八一．」ハ）

三
）
大
坂
中
座
で
菅
原
追
真
を
涼
じ
る

――
1

世
尾
上
菊
五
郎
の
姿
で
あ
る
〔
千
染
78〕。

浮
世
重
勝
が

大
坂
で
作
両
し、

谷
消
好
が
制
作
し
て
い
る。
大
坂
の
狂
歌

師
た
ち
に
と
っ
て、

摺
物
の
遣
り
取
り
は
新
年
だ
け
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る。
ま
た、

上
題
の
制
限
も

な
く、
こ
れ
は
江
戸
の
四
方
側
も
同
様
で
あ
っ
た。
大
坂
の

狂
歌
帥
た
ち
は
広
い
視
野
を
も
ち、

文
化
人
と
の
交
流
も
多

岐
に
わ
た
り、

オ
能
あ
る
絵
師
や
有
能
な
職
人
と
の
関
係
を

保
っ
て
き
た。
こ
の
図
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に、

谷
泊

裂
の
文
様
と
し
て
馬
を
隠
し
た
も
の
〔
RIS
D
22〕、

楯
成
が

発
注
し
た
北
斎
画
の
摺
物
は、
一
ノ
谷
の
合
戦
の
さ
な
か
傷

つ
い
た
馬
を
運
ぶ
義
経
の
家
臣、

吊
山
重
忠
の
約
越
を
描
い

た
作
品
〔
RIS
D
44〕、

楯
成
の
師
匠
六
樹
園
の
漢
設
ス
タ
イ

ル
の
狂
歌
が
特
徴
的
な
同
貞
の
役
者
摺
物
が
挙
げ
ら
れ
る

〔

RIS
D
55〕゚

大
坂
で
制
作
さ
れ
た
色
紙
判
狂
歌
摺
物
の＂
躯

も
早
い
例

は、

芸
者
を
描
い
た
柳
川
重
信
の
作
品
で
あ
る。
文
政
五
年

の
中
頃
に
出
版
さ
れ
て
い
る。
こ
の
ア
ル
バ
ム
で
は、

文
政

五
年
の
春
に
在
廼
展
社
中
の
メ
ン
バ
ー
が
狂
歌
を
寄
せ
た
摺

物
を、

江
戸
で
制
作
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。
彼
ら
が
岳

が
定
岡
に
最
初
に
依
頼
し
た
の
は、

仙
人
に
見
立
て
た
ヒ
人

の
占
原
の
遊
女
を
描
く
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る。

後
に
摺
物
制
作

者
で
知
ら
れ
る
梅
園
こ
と
紀
侭
成
は
東
力
朔
を
描
か
せ
た

〔
RIS
D
32〕。

西
£
母
か
ら
盗
ん
だ
不
老
不
死
の
桃
を
帷
と

羽
根
で
表
現
し
て
い
る。

．街
廼
屋
は
蝦
絲
仙
人
で
あ
る

〔
RIS
O
35〕。
蝦
蘇
仙
人
に
従
う
鮒
益
を、

遊
女
の
折
っ
た

蛙
の
折
紙
で
表
現
し
て
い
る。

岳
年
は
こ
の
迪
作
が
大
坂
の

人
々
の
手
に
渡
る
こ
と
を
意
識
し
て、

地
で
交
換
さ
れ、

各
々
に
在
廼
吊
社
中
の
マ
ー
ク
を
入
れ、

江
戸
の
絵
帥
で
あ

る
こ
と
を
注
品
し
て
い
る。
し
か
も、

飛
翔
す
る
鶴
の
丸
紋

を
地
模
様
に
施
し
て
い
る。

一
方、

豊
国
は
五
匪
松
本
幸
四
郎
の
幡
随
院
長
兵
衛
を
描

い
て
い
る
〔
RIS
D
51〕。

幸
四
郎
は
こ
の
役
を
大
坂
で
は
文

政
四
年
九
月、

江
戸
で
は
文
政
五
年
春
に
演
じ
て
い
る。

廼
辰
と
名
前
を
変
え
た
の
で
あ
る。
（
註
13
)

（
註
16
)

幸
四
郎
は
大
坂
で
人
気
が
高
く、
｛
佳
廼
届
社
中
の
楳

下
島
彦、

大
江
北
頼、

狩
場
早
房、

堀
川
歌
成
の
四
人
が
こ

の
摺
物
の
出
版
に
参
加
し
て
い
る。

雀
廼
屋
社
中
の
二
名
も
ま
た
岳
亭
に
作
画
を
依
頼
し
て
い

る。
文
政
四
年
の
三
月、

吉
原
の
桜
の
ド
の
花
魁
追
中
を
望

遠
鏡
で
覗
い
た
図
で
あ
る
〔
RIS
D
36〕。

記
さ
れ
た
狂
歌
の

う
ち

｝目
は
彼
女
ら
の
駒
ド
駄
を
詠
っ
た
も
の
で、

午
年
に

掛
け
た
も
の
で
あ
る。

一．
番
口
の
ア
ル
バ
ム
に
収
め
ら
れ
た一的
枚
の
摺
物
は、

在

廼
届
社
中
の
注
文
で
描
い
た
仙
人
見
立
て
の
遊
女
の
摺
物

を、

文
政
四
年
春
に
岳
平
が
大
坂
に
持
参
し
た
こ
と
を
ホ
し

て
い
る。

雛
祭
り
の
た
め
に
描
い
た
こ
の．一
枚
紬
〔
RIS
D

41、

42〕
の
右
側
の
署
名
と
印
布
は、

仙
人
の
シ
リ
ー
ズ

と
阿
様
で
あ
る
も
の
の、

彫
り
と
樹
り
は
よ
り
K
品
に
仕
上

が
っ
て
い
る。
こ
の
紬
き
物
は、

｛佳
廼
屋
社
中
の
摺
物
制
作

者
と
し
て
の
谷
泊
好
の
デ
ビ
ュ
ー
作
な
の
か
も
し
れ
な
い。

清
好
の
印
は
な
い
も
の
の、

仙
人
セ
ッ
ト
よ
り
優
美
な
彫
り

と、

慎
重
な
摺
り
を
み
せ
て
い
る。

一一
冊
の
ア
ル
バ
ム
の
中
で、

制
作
年
が
判
明
す
る
最
も
早

い
谷
泊
好
の
摺
物
は、

文
政
五
年――-
Jj
の
吉
野
の
花
見
を
氾

念
し
た
も
の
で
〔
RIS
D
87〕、

彼，
11
身、

狂
歌
を
一
首
寄
せ

て
い
る。

後
に
判
伯
的
に
捺
さ
れ
る
印
序
は
付
さ
れ
て
い
な

い
も
の
の、

消
好
の
制
作
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

当
初
か
ら、

在
廼
吊
社
中
は
一
風
変
わ
っ
た
招
物
を
出
版

し
て
い
た。

省
名
な
四
条
派
の
絵
師、

長
山
孔
寅
（
明
和．一

好
は
彫
師
と
し
て
も
摺
師
と
し
て
も
最
高
の
技
能
者
で
あ
っ

座
で
の
三
世
尾
上
菊
五
郎
湖
じ
る
白
井
権
八
を
春
好
斎
北
洲

千
業
本
の
最
終
図
は
文
政
八
年
（．
八
二
五）

十一
月
角

後
の
も
の
と
思
わ
れ
る。
（
註
＂

者
の
知
る
限
り、
こ
の
大
坂
の
狂
歌
師
が
狂
歌
を
寄
せ
た
最

『
八
三
四）

午
年
に
出
版
さ
れ
た
同
貞
策
の
摺
物
は、

惰

幾
枚
か
の
摺
物
を
依
頼
し
て
い
る。
そ
の
う
ち、

尺
保
五
年

い
る。
（
註
10
＿
八――'
O
年
代、

窓
廼
屍
は
江
戸
の
絵
師
に

山
年
の
出
版
で
あ
る。
（
註
9
)

こ
の
年、

ヒ
九
歳
と
な
っ
た

手
掛
け
て
い
る。

栗．
『
も
そ
の
内
の
一
点
に
狂
歌
を
寄
せ
て

真
垣
が
発
注
し
た
最
後
の
摺
物
は
文
政
七
年（．
八
二
四

し
た
天
保．一
介
（一
八

以
降、

摺
物
制
作
も
何
点
か

真
頗
と
柳
斎
の
狂
歌
が
記
さ
れ
る。

ュ
ア
狂
歌
師
で
あ
り、

谷
消
好
が
没
し
た
か
あ
る
い
は
引
退

）

正
月
の
板
行
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か。
こ
れ
も
ま
た

中
の
他
の
狂
歌
師
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に

彼
は
ア
マ
チ

一
枚
が
通
常
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら、

文
政
六
年

『
八

の
当
た
り
に
す
る。

梅
好
は
後
に
窓
廼
岸
と
名
乖
る
よ
う
に
な
る。
＇柘
廼
尻
礼

の
招
物
に
年
記
は
な
い
が、

私
家
版
の
摺
物
の
出
版
は
年
に

ジ
に
到
逹
し、

今
ま
で
と
は
t
色
の
追
う
二
枚
の
摺
物
を
日

作
に
取
り
組
ん
で
い
く
よ
う
に
な
っ
た
乱
し
で
あ
る。

の
龍
を
頭
に
の
せ
た
女
性
の
指
物
で
あ
る
〔
R
JS
D
27〕。
こ

の
摺
物
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い
っ
た
鑑
伐
者
は
最
終
ペ
ー

る
が

狂
歌
師、

絵
師
ら
が
も
っ
と
自
由
な
発
想
で
摺
物
制

摺
物
も
所
布
し
て
い
た。
そ
れ
は
氷
か
紙
く
ず
で
い
っ
ぱ
い

開
を
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
再
現
し
て
い
る
の
で
あ
る。
江．
J

く。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
人
坂
の
招
物
で
も
稀
な
こ
と
で
は
あ

翌ー
は
真
垣
が
辰
斎
に
作
両
を
依
頼
し
た、

風
変
わ
り
な

げ
て
い
く
様
を
私
た
ち
に
見
せ
て
く
れ
る。

栗
て
は
こ
の
屎

る
べ
き
位
置
が
通
初
と
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

お
そ
ら
く
こ
の
摺
物
も
彼
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る。

ー
プ
が
当
地
で
極
め
て
レ
ベ
ル
の
高
い
狂
歌
摺
物
を
作
り
上

あ
る

ぷ
の
招
物
で
は、

注
文‘
F
と
特
別
な
ゲ
ス
ト
が
占
め

人
の
年
長
者
に
は
さ
ま
れ、
ま
た
も
や
柳
斎
の
狂
歌
が
あ
り、

き
た。

カ
で
こ
の
ア
ル
バ
ム
は、

大
坂
の
．
狂
歌
師
グ
ル

）
と
か
ら、

見
る
者
を
楽
し
ま
せ
る
効
果
を
狙
っ
た
も
の
で

品
し
て
お
り
r

こ
れ
か
ら
も
板
行
年
は
明
ら
か
で
あ
る。

数
々

つ
ま
り
千
薬
本
を
中
心
に
江
戸
摺
物
の
諸
相
を
見
て

る
が
r

こ
れ
は
”
梅
好“
が
”
ば
い
こ
う“
と
音
説
で
き
る

物
の
中
で、

呉
額
は
彼
自
身
ヒ
十
歳
に
な
っ
た
こ
と
を
暗
に

し
た、

や
は
り
大
坂
の
狂
歌
師
柴一

合が
収
染
し
た
摺
物
の

う）
“
と
い
う少ー
て
字
を
使
っ
た
名
前
を
画
中
に
m
い
て
い

述べ
て
い
る
和
歌
の
神、

住
吉
神
社
の
杖
で
あ
る。
こ
の
摺

真
垣
の
助
け
を
得
て、

文
政
四
年
在
の
摺
物
交
換
会
に
参
加

こ
の
招
物
の
注
文
宅
で
あ
る
枷
好
は

菊
後
楼
（
き
く
ご
ろ

杖
が
含
ま
れ
て
い
る。
こ
の
杖
は、

ナ只
垣
が
招
物
の
H
頭
で

紅
戸
に
滞
在
し
て
い
た
四
方
側
の
大
坂
の
狂
歌
師
菊
廼
屋

は
梅
幸
と
い
う
号
で
画
血
の
右
上
に
俳
旬
を
寄
せ
て
い
る

り、

な
か
に
は一手一
千
歳
の
桃
が
入
っ
た
器
や、

島
の
付
い
た

し
て
し
ま
う
真
垣
の
姿
が
こ
こ
に
あ
る。

本
図
の
文
車
は
長
寿
を
示
す
品
々
で
山
梢
み
と
な
っ
て
お

齢
や
美
し
さ
に
対
し
て
穏
や
か
な
が
ら
皮
肉
め
い
た
見
方
を

注
し
た
辰
斎
の
摺
物
〔

RIS
D
20
〕

が
収
め
ら
れ
て
い
る。

こ
の
摺
物
は、

江
戸
か
ら
や
っ
て
き
た
役
者
と
大
坂
の
狂

歌
師
と
の
個
人
的
な
関
係
を
も
知
ら
せ
て
く
れ
る。
菊
五
郎

さ
れ
る。
院
が
深
く
刻
ま
れ
た
自
分
の
顔
を
思
う
と
き、

年

た。

J3 12 



〔
RIS
D
65〕

森
徹
111
の
楊
合
は
t ー
の
中
の
猪
を
描
く
述
喰

の
効
果
を 、
（
註
22
)

孔
哀
の
場
合
は
水
忠
の
繊
細
な小分
囲
気

を
〔
RIS
D
59〕 、

そ
れ
ぞ
れ
よ
出
す
る
こ
と
だ
っ
た

ま
た 、
泊
好
の
迎
大
な
人
物
像
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

c

例
え
ば 、

沼
月
影
成
や
紀
尽
成
と
い
っ
た
狂
歌
師
ら
に，
11
ら

絵
惰
を
執
る
よ
う
勧
め
て
い
る

栄一； ．
の
持
っ
て
い
た
摺
物

の
中
に 、

消
好
が
制
作
し 、

尽
成
（
梅
園）

が
鏡
と
紅
猪
11

を
描
い
た
摺
物
が
あ
る
〔
RIS
D
63〕

そ
の
他
に
も
影
成
が

描
い
た
摺
物
の
図
様
に
は 、

令
銅
製
の
品
生
仏
にr11
合
が
添

え
ら
れ
た一
図
が
あ
る
〔
RlS
D
71〕

令
属
の
質
感
を
出
す

り
ガ
種
以
外
の
摺
物
に
文
政
六
年
か
ら
天
保
二
年
の
問
に
使

て一
づ
日
は
こ
の
印
店
と
わ
ず
か
に
m仄
な
る
泊
好
印

つ
ま

0
数
種
の
摺
物
の
内

五
点
に
の
み
捺
さ
れ
て
い
る 。
そ
し

‘‘ 

あ
る

た
だ
し 、
こ
の
瓢
箪
刑
の
印
序
は
泊
好
印
の
あ
る
し

政
h
年
の
中
頃
に
使
川
し
た
と
思
わ
れ
る
瓢
箪
刑
の
印
5い

が

文
政一 ．．
 年
の
一
朴
渓
圃
滸」

にOInL
さ
れ
た
も
の 、

そ
し
て
文

ぐ
判
味
深
い
廿
実
を
指
摘
し
て
お
こ
う
tlIJ
好
の
落
款
に
は 、

そ
し
て
も
う―
点 、

泊
好
と
汗
俊
満
の
摺
物
じ

房
を
つ
な

後
に
ふ
れ
る

． 

こ
の
圃
帖
に
二
回
登
場
す
る 。
ひ
と
つ
は 、

序
文
に
彫
師
と

し
て

”
江
戸“
と
い
う
印
と
共
に 、

も
う
ひ
と
つ
は
最
終
図

の
署
名
「
東
武
谷
清
好
刻
井
摺」
で
あ
る
C

清
好
は
こ
の
署

名
に
辿
印
を
捺
し
て
い
る
が 、
こ
れ
は
彫
師
と
し
て
江
戸
で

活
即
し
て
い
た
と
き
の
名
前
で
あ
る 。
お
そ
ら
く

「
彫
晶」

と
泣
む
の
で
あ
ろ
う
（
図
3
)
0

（
註
17）
管
者
は
未
だ
か
つ
て

こ
の
名
前
を
他
の
摺
物
や
版
本
な
ど
で
見
た
こ
と
が
な
い 。

「
狂
歌
五
十
人
一
首」
（
文
政
六
年
止
月
刊）

の
奥
付
に

よ
り
泊
好
は
江
戸
の
彫
師
朝
倉
宇
八
郎
（
註
18
)

の
も
と
で
修

行
を
秘
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る 。
ま
た 、
「
泊
好
帖j
（
文
政

じ
年 ．一
月
刊）

の
践
文
で
は 、

汀
戸
の
文
化
人
で
あ
り 、

狂

歌
師 、

戯
作
者 、

能
ドロ
家
の
大
田
南
畝
（
蜀
山
人 、

衣
延
四

（
註
21
)

伺
制
作
し
て
い
る 。

消
好
の
求
め
に
よ
り 、

大
坂
の
国
学
者

村
田
朴
門（
明
和一 �
ー

天
保
ヒ

年
・

i
ヒ
六
h
1一
八 ．
そハ）

が
序
文
を
寄
せ
て
い
る

ハ
ワ
イ
の
古
い 一・「口
梨
に
”ka

huna"
と
い
う
面
が
あ
る 。

完
培
な
技
術
を
持
っ
た
人
た
ち
の
こ
と
で 、

人
は
手
仕
巾
の

神
が
布
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る 。

消
好
は
そ
の
卓
越
し
た

技
と 、

謙
虚
な
仕
巾
ぶ
り
か
ら 、

ま
さ
に

”
kahuna“
と

呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
る 。

彼
の
仕
北
を
滅
私
的
と

す
る
の
は
少
々
奇
妙
な
こ
と
に
111心
え
る
か
も
し
れ
な
い J
し

か
し 、

誘
く
ぺ
き
こ
と
に
泊
奸
は 、

絵
師
た
ち
の
個
性
的
な

喰
法
や
作
風
を
自
ら
の
様
式
に
埋
没
さ
せ
る
こ
と
な
く 、

よ

り
際
だ
た
せ
る
た
め
に
腕
を
揮
っ
て
い
る
の
で
あ
る

c

彼
は

爪
い
の
招
物
で
細
部
に
と
こ
と
ん
こ
だ
わ
っ
た
図
様
を
彫
り

t
げ
た 。
そ
れ
は 、

＂中
や
金
属 、

布 、

枯
菜 、

そ
し
て
米
粒

や
焦 、
こ
れ
ら
を
リ
ア
ル
に
表
現
し
て
見
せ
る
こ
と
だ
っ
た

付
も
ま
た
文
政

1一
年＇
し
月
と
な
っ
て
い
る 。

谷
消
好
の
名
は

ら
秋
の
間
に
制
喰
し
た
こ
と
を
明
品
し
て
お
り 、

序
文
の
II

で 、

奥
付
は
な
い
が 、

春
沃
は
最
終
図
に
文
政 ：
1
年
の
以
か

を
描
い
て
い
る 。
中 ー
初
は
私
家
版
と
し
て
板
行
さ
れ
た
も
の

ら
れ
た 、

虫
や
位
花
を
題
材
と
し
た
圃
帖
で 、

森
＃
深
が
絵

渓
両
譜」
の
ち
に
「
肘
ド

撰
蛙」
「
虫
類
両
講」
と
し
て
知

早
々
に
手
掛
け
た

つ
の
出
版
物
が
知
ら
れ
て
い
る

「
春

詐
し
く
紹
介
し
よ
う
彼
が
江
戸
か
ら
大
坂
に
や
っ
て
米
て

こ
こ
で 、

何
炭
と
な
く
ふ
れ
て
き
た
谷
消
好
に
つ
い
て 、

頃
か
ら
終
わ
り
に
か
け
て
の
み
使
JIJ
し
た
も
の
と
考
え
る し

伯
れ
な
い
印
浮
を
付
し
て
い
る

こ
の
印
は
文
政
几
年
の
中

柏
餅
を
描
い
て
い
る
〔
RIS
O
58〕 ゜
北lIJ
好
は
こ
の
摺
物
に
見

i
嘉
永
二
年
．
．

し」ハ
h
1 ．

八
四
九）

は
端
午
の
節
旬
の

年
＼

文
政
六
年
・
ー

ヒ
四
九
ー

一
八 ．．．
 二）

と
洒
の
綽
で
の

つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
叫
し
て
い
る 。
（
註
19

ご泊
好
は

南
畝
の
狂
歌
や
俳
諧 、

漢
詩
を
内
き
留
め
て
お
り 、

文
政
六

年
九
月
に
彼
が
亡
く
な
る
と 、

そ
の
詩
文
と
共
に
長
山
孔
鉗

の
ヒ

図
を
載
せ
た
こ
の
追
悼
本
を
制
作
し
て
い
る 。

彼
は
ま

た
ユ
ー

モ
ア
の
セ
ン
ス
も
あ
っ
た
よ
う
で 、

大
石
真
虎
の
両

謂
「
疵
両
国
風」
（
文
政
卜 ．
年
刊）

の
奥
付
で 、

日
ら
を

「
彫
L
消
好

骨大介
啄
本」
と
称
し
て
い
る

招
物
制
作
者
と
し
て 、

谷
泊
好
は
多
く
の
狂
歌
師
と
親
交

が
あ
っ
た 。
ま
た
江 ．
JI 、

大
坂
の
戯
作
者 、

学
者 、

官
史
や

南
畝
の
よ
う
な
lkl
学
者
と
も
接
し
て
い
た
r

例
え
ば
そ
の

．

人 、

吊
代
弘
腎
（
輪
池 、

．軍
肝
八
1

天
保
卜q一

年・
q
ヒ

Ii

八
1

一
．

八
四 ．
）

は
南
畝
の
友
人
で 、

江
戸
城
の
奥
右
管
を

し
て
い
た
人
物
で
あ
る 。
実
際
に 、

弘
腎
は
消
好
を
大
坂
に

派
逍
し
て
い
る 。
歴
史
的
に
直
要
な
人
坂
の
Krf

跡
を
校
写
し

た
「
梨
古
浪
椎
帖」
（
全
し

巻 、

文
政 ．一
年
| .

Jj
flj)

の

制
作
の
た
め
で
あ
る
（
註
20
)

森
川
竹
窓
（
世
黄 、

宝
肝一

.- .
1

文
政
ト一 ．、

一．
伊＇·
-
ヒ
六
『一
ー

一
八一 ＾
九 、
Q
-
4

0
)

も
消
好
と
共
に
こ
の
仕
卜
に
参
両
し
て
い
る 。
竹
窓
は
杵
名

な
地
方
の
能
井
家
で 、

前
出
の
「
肘
下
揺
蟷」
にYoれ
竹
し
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら 、
お
そ
ら
く
彼
の
紹
介
で
清
好
は
在
渓
に

出
会
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。

江
）
の
歌
人
で
あ
り
能
じ
LI

家 、

学
者
で
も
あ
る
橘
↑
除

（
享
保
ニ
ト
1

文
化
h
年
・
・

し ·

：几
i

-
八
0
八）

の
自

筆
歌
巣
「
弁
梅
帖」

を 、

泊
好
と
竹
窓
は
文
政
六
年
春
に
共

こ
と
へ
の
挑
戦
や 、

対
象
を
乍！
し
取
ろ
う
と
懸
命
に
な
っ
て

い
る
狂
歌
師
の
画
に 、

巧
ま
ざ
る
魅
力
を
泊
好
は
見
い
出
し

た
の
で
あ
ろ
う 。

消
好
は 、

在
廼
屋
社
中
の
千
代
松
彦
に
摺
物
の
制
作
を
勧

め
て
い
る 。
近
年 、

惰
者
は
影
成
が
料
と
椿
の
図
柄
を
略
箪

で
小
さ
く
描
き 、

松
彦
が
彫
り
と
招
り
を
担
当
し
て
い
る
作

品
を
実
見
し
た 。
（
註
23
)

松
彦
は
清
奸
と
伺
じ
よ
う
に 、

印9→
J
 

‘、,'’

嗜
で
彫
り
・

招
り
を
担
杵
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

奸
は
こ
の
摺
物
に
狂
歌
を
一
竹
寄
せ
て
お
り 、

そ
し
て 、

お

そ
ら
く
文
字
の
部
分
は
松
彦
に
は
手
に
余
る
と
判
断
し
て
消

奸
が
彫
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

彼
の
心
追
い
が
に
じ
み
出
て

い
る

き
っ
と 、

窄
招
り
を
効
か
せ
た
化
や
料
の
色
づ
か
い

を
脊
め 、
こ
れ
な
ら
ば
落
款
を
し
て
も
間
辿
は
な
い
と
太
鼓

判
を
押
し
た
に
述
い
な
い

梨：一
は
松
彦
が
彫
り
・

招
り
を

担中 ー
し
た
摺
物
を
も
う→
枚
持
っ
て
い
る
〔
RIS
D
75〕

で
あ
ろ
う

こ

う
し
た
活
動
は
「
創
作
版
圃」
の
歴
史
に
加
え
る
べ
き
史
丈

島
＇

 

’“` 

図4 図3
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用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
図
4
)。
こ
の一＿―
つ
H
の
印
で

は、

寂
箪
の
茎、
い
わ
ば
注
ぎ
11
の
部
分
の
左
右
に
点
を
打

ち、

そ
の
哀
ド、

印土い
の
祁
内
に
”
口“
の
字
を
閥
い
て、

彼
の
名
前
の
一
文
字
＂
谷＂

を
表
現
し
て
い
る。
こ
と
に
清

好
の
姓
を
知
っ
て
い
れ
ば、
こ
の
形
が

べ合＂

を
表
し
て
い

る
こ
と
を人
11
ず
と
思
い
描
く
で
あ
ろ
う。
し
か
し
な
が
ら、

泊
好
は
文
字
の
知
識
に
通
じ
て
い
た
人
物
で
あ
る。
南
畝
の

追
悼
果
「
南
畝
報」

を
文
政
ヒ
年
に
出
版
し
て
い
る
ほ
か、

消
好
は
む
や
文
字
を
主
体
と
し
た
折
本
を
ヒ
冊
編
果、

出
版

し
て
お
り、
こ
の
内
の
·
冊
は
印
咽
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ

る
（「
玄
々
姿
印
譜」
田
辺
磁
揺、
犬
保
二
年
刊）。
こ
こ
で、

印
斉r
の
文
字
が

べ介“
で
な
い
こ
と
は
彼
自
身
ャ屈
識
し
て
い

る。
つ
ま
り
こ
れ
は
俊
満
（
尚
左
堂）

エ
切
の
ょ
文
字
H
の

”
尚“
な
の
で
あ
る。

巾
実、

俊
満
は
自
分L
II
身
な
い
し
は

自
ら
の
上
房
の
商
様
と
し
て
同
様
の
マ
ー
ク
を、
「
上
佐
H

氾」
や
「
と
り
か
え
ば
や
物
語」
の
よ
う
な
了
八
一
0
年
代

の
終
わ
り
に
出
版
し
た
摺
物
シ
リ
ー
ズ
に
使
川
し
て
い
る

（
図
4
)
0

，
八
一
0
年
代
の
俊
満
の
摺
物
に
は、

彫
り
と
摺

り
に
洗
練
さ
れ
た
L
品
さ
が
見
ら
れ
る。

そ
れ
は、

俊
満
が

没
し
た
文
政：1
年
九
J
以
降
に、

泊
好
が
大
坂
で
制
作
し
た

招
物
に
見
ら
れ
る
雰
囲
気
と
同
じ
で
あ
る。
こ
う
し
た
摺
物

を
注
慈
深
く
比
較
し
て
い
け
ば、

消
好
が
実
は
俊
満
工
切
に

属
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る。

江
戸
に
滞
在
し
た
大
坂
の
狂
歌
師
が
江
戸
の
絵
師
に
作
画

を
依
頼
し、

出
版
し
て
い
た
様
子、
．
方、

大
坂
在
住
の
狂

千
代
f
と
考
え
ら
れ
る
〔
RIS
D
37〕゚

浅
香
勝
射
は
左
の
．
枚
に
狂
歌
を
品
し
て
い
る
「
て
に
を

杓
い
男
性
が
勝
射
に
迩
い
な
い。

勝
射
は
注
戸
で
杵
名
な
狂

歌
師
花
咲
庵
米
守
（
火
明
元
＼
嘉
永
元
・
・
ヒ
八
：
1
-
八

四
八）
の
息
f
で、

当
時一
i'
代
そ
こ
そ
こ
で
あ
っ
た。

米

守
は
臥
龍
園
梅
磨
率
い
る
化
園
連
の
判
者
で
も
あ
っ
た。

（
註
25
)

勝
射
は
竹
韮
マ
ニ
ア
で
あ
り、

出
版
者
で
も
あ
り、

ア
マ
チ
ュ
ア
絵
師
で
も
あ
っ
た

彼
は
人
坂
の
遊
女、

夕
霧

（
承
応一．�
＼
延
宝
六
年
・
一
六
五
四
＼
七
八）

を
描
い
た
ト

じ
枇
紀
の
絵
を
所
持
し
て
い
た。
大
石
真
虎
は
夕
霧
の
一
几

〇
皿
忌
を
記
念
し
て
出
版
さ
れ
た
摺
物
で
こ
の
絵
を
模
吋
し

て
い
る。
（
註
26
)

一
方、

文
政
六
年一
月
に
は
「
狂
歌
L
+

の
も
さ
る
こ
と
な
が
ら、

栄二．
や
在
迪
吊、

そ
し
て
勝
射
日

身
と
い
っ
た
在
廼
展
社
中
の
五
卜
人
の
狂
歌
師
を
柳
川
項
佑

の
級
密
な
惰
に
よ
っ
て、

酷
似
し
た
刊
像
画
に
描
き
分
け
て

い
る
（
図
2
お
よ
び
註
18
)。

笠
な
ら
ぬ
か
こ
の
う

勝
的
は
と
て
も
初
々
し
い
．
枚
の
摺
物
を
描
い
て
い
る。

界
名
に
は
”
浅
香“
と
あ
り、

頭
が
枷
れ
る
索
人
の
歌
い
手

の
張
り
子
人
形
の
一
図
で
あ
る
〔
RIS
D
75〕。

彼
は
「
に
ら

み
あ
ひ
に
ら
み
あ
ふ
て
は
お
さ
な
f
か

あ
た
ま
を
ち
ょ
っ

と
は
り
こ
人
形」
の
1

ザ目
を
泳
じ、

よ
尾
に
在
廼
栓
は
「
扇

と
り
て
こ
ゑ
を
は
り
f
の
姿
の
常
祁
律
流
に
肖
は
ふ
れ
と

人^

首」
を
出
版
し
て
い
る。
こ
の
本
は
大
変
美
罷
で
あ
る

た
ひ
女」。

図
の
中
で、

結
び
文
の
紋
の
あ
る
羽
織
を
着
た

は
の
そ
ろ
は
ぬ
こ
ゑ
も
う
つ
く
し
き

歌
師
ら
も
江
戸
に
摺
物
を
発
注
し
て
い
た
状
況
を
見
て
き

たc.
一
八
「
0
年
代、

大
坂
の
狂
歌
師
ら
は
当
地
の
絵
師
ら

を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た。

さ
せ
た
の
で
あ
る。

一
方
で、

在
廼
届
社
中
は
真
虎
や

岳
＃
の
よ
う
な
大
坂
へ
の
米
訪
者
に
作
両
を
依
頼
す
る
と
圃

時
に、

食
客
と
し
て
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た。
江
戸
で
は

ぱ
っ
と
し
な
い
絵
師
で
あ
っ
た
柳
川
爪
侶
は、

彼
ら
の
そ
う

し
た
金
銭
的、

精
神
的
援
助
に
よ
っ
て、

そ
の
才
能
を
閲
化

．
八
0
0
年
か
ら
一
八
．
0
年
代
頃、

直
信
は
版
本
の
挿

絵
や
広
告
な
ど
を
断
続
的
に
手
掛
け
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ

た。
こ
の
頃、
い
く
つ
か
の
摺
物
も
描
い
て
お
り、

そ
の
う

ち
の
一
っ
は
狂
歌
師
侶
濃
善
好
の
制
作
に
よ
り
文
政
五
年
春

に
出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
で、

柴
三
も
所
有
し
て
い
た

〔
RI
S
D
19〕。

左
下
に
は
善
好
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
る。

当

時、

重
侶
は一．
下'
Ii
歳
に
な
っ
て
い
た。

彼
は
北
斎
の
娘
と

結
婚
を
し
て
い
た
が、

う
ま
く
い
っ
て
は
い
な
か
っ
た。

女

は
十
供
を
連
れ
て
実
家
に
戻
り、

屯
い
は
家
族
を
お
い
て
大

坂
へ
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。

文
政
五
年
の
春
あ
る
い

は
初
夏
に
大
坂
に
到
沿
し
て
ま
も
な
く、

彼
は
在
廼
吊
と
出

会
い、

夏
恒
例
の
芸
者
の
練
物
を、
下
辿
と
し
た
摺
物
シ
リ
ー

ズ
を
依
頓
さ
れ
る
の
で
あ
る。

現
在
そ
の
シ
リ
ー
ズ
は
九
種

が
確
認
さ
れ
て
い
る。
（
註
24
)

印
章
は
な
い
も
の
の、

彫

り
・
摺
り
は
谷
泊
好
が
担
当
し
た
と
考
え
ら
れ
る。
な
ぜ
な

ら、

重
信
が
作
画
し
泊
好
が
制
作
し
た、

文
政
六
年
春
出
版

と
考
え
ら
れ
る
版
画
と
図
柄
や
色
が
酷
似
し
て
い
る
か
ら
で

も」
と
寄
せ
て
い
る。
こ
の
人
形
は
在
廼
届
の
雛
鶴
の
紋
が

付
い
た
羽
織
を
粁
て
い
る。
つ
ま
り、
こ
れ
は
親
し
み
を
込

め
て
描
い
た
在
廼
届
の
似
頻
絵
に
述
い
な
い。

年
長
の｛佳
廼

屋
を
熱
の
人
っ
た
常
剪
湘
の
索
人
太
夫
と
し
て
い
る
の
で
あ

る。
＂
右
い
勝
射
は
在
廼
屋
に
対
す
る
災
敬
と
lt
賛
を
滑
稽
な

人
形
に
北
し
て
嫌
み
の
な
い
も
の
に
し
て
い
る。

年
齢
が
開

い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
『
人
の
心
か
ら
の
友
佑
を
見

せ
て
く
れ
る
図
で
あ
る。

こ
の
勝
射
の
摺
物
の
左
下
の
隅
に
は
印
卒
が一
っ
捺
さ
れ

て
い
る
C

こ
の
印
は
消
好
の
瓢
箪
を
真
似
て
い
る
も
の
だ
が、

こ
ち
ら
の
方
は
松
染
で
か
た
ど
ら
れ
て
い
る。
こ
の
印
は
泊

好
の
弟
f、

松
彦
の
も
の
で、
こ
の
招
物
の
彫
り
・
摺
り
を

担
当
し、

狂
歌
も
詠
じ
て
い
る。

松
彦
は
ま
た、

他
に
例
を

見
な
い、

注
H
す
べ
き
招
物
の
出
版
に
も
関
わ
っ
て
い
る。

そ
れ
は
森
存
淡
が
中
国
の
絵
画
を
手
本
と
し
て
描
い
た
も
の

で、

行
い
絹
の
ヒ
に
印
桐
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
〔
RI
S
D

70〕。
こ
の
摺
物
に
は
ま
た、

裳
け
引
き
し
た
薄
い
紙
が
裏

打
ち
さ
れ
て
お
り、
こ
れ
は
他
の
収
染
家
に
よ
っ
て
す
で
に

ア
ル
バ
ム
に
貼
り
込
ま
れ
て
い
た
の
を、

柴．
『
が
手
に
人
れ

た
証
拠
で
あ
る

紫
三
の一
番
H
の
ア
ル
バ
ム
に
は
そ
う
し

た
摺
物
が
多
く
見
ら
れ
る。

例
え
ば、

防
亭
の
化
魁
の
摺
物

〔
RIS
D
32、

35〕
は
金
屈
烈
の
頗
料
で
四
方
が
縁
取
ら
れ
て

い
る。
こ
れ
も
ア
ル
バ
ム
よ
り
以
前
の
台
紙
の
痕
跡
で
あ
り、

来
三
が
他
の
コ
レ
ク
タ
ー
か
ら
譲
り
受
け
た
摺
物
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る。

達
し
た。
（
註
27

こ
れ
は
も
と
も
と

八．一
0
年
代

柴
三
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
個
人
的
な
摺
物、

情
に
訴
え

か
け
る
よ
う
な
摺
物
が
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
る。
人
江
北

頼
の
父
親
が
亡
く
な
っ
た
後、

そ
の
法
要
の
際
に
板
行
さ
れ

た
栴
物
が
あ
る。
二
代
春
暁
斎
が
葡
約
の
絵
を
描
い
た
摺
物

で、
こ
れ
に
は
「
ち
ち
と
い
ふ
み
の
む
し
の
み
か
寂
し
さ
に

裸
虫
を
も
泣
す
秋
の
夜」
の
狂
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
る。

摺
物
は
時
折、

予
想
外
の
哀
愁
を
感
じ
さ
せ
る。
文
政
六
年

春、

直
伯
は
｛佳
廼
届
社
中
か
ら
か
な
り
の
数
の
摺
物
を
依
頓

さ
れ
て
い
る
が、

そ
の
内
の
一
っ
に
足
柄
山
の
山
姥
と
金
太

郎
を
描
い
た
も
の
が
あ
る
〔
RIS
D
6〕゚

卒
主
に
捨
て
ら
れ

た
山
姥
は
京
都
を
離
れ、

f
供
を
連
れ
Ill
奥
へ
と
入
っ
て
行

く。
直
いい
が
妾
＋
を
置
い
て
き
た
こ
と、

そ
し
て
こ
の
両
姐

が
ど
ん
な
に
彼
の
胸
を
締
め
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
か、

狂

歌
師
た
ち
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

龍
佑
は
大
坂
の
狂
歌
師
の
肖
像
両
を
摺
物
に
描
い
た
最
初

の
絵
師
で
あ
る。
文
政
六
年
春、

千
代
松
彦
と
浅
香
勝
射
は

大
坂
か
ら
今
宮
へ
の
参
宮
を
主
題
と
し
た、
二
枚
統
の
招
物

を
出
版
し
て
い
る
〔
RIS
O
3、

4〕。
右
側
の
一
枚
に
は
松

彦
の
狂
歌
と
共
に
お
し
ゃ
れ
に
着
飾
っ
た
若
い
男
性
が
描
か

れ
て
い
る。
羽
織
の
紋
に
は
”
松＂
の
字
が
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に、
こ
れ
は
松
彦
自
身
で
あ
る。

彼
の
隣
に
い
る
女
性
に
も、

同
じ
よ
う
に
”
松“
の
紋
が
見

ら
れ
る。

彼
ら
は
明
ら
か
に
カ
ッ
プ
ル
で
あ
り、
こ
の
数
年

後
に
大
坂
で
板
行
さ
れ
た
岳
亭
作
両
の
摺
物
の
発
注
主、

松

様
々
な
事
情
か
ら、

在
廼
屋
社
中
の
多
く
が·
八—-
0
年

代
中
頃
に
改
名
を
し
て
い
る。

松
彦
は
千
代
か
ら
峰
廼
屋
に

改
名
し
て
お
り、

峰
廼
屋
松
彦
の＂グ
は
春
淡
の
摺
物
に
見
ら

れ
る。
勝
射
は
浅
香
か
ら
田
字
楼
へ
と、

栗ー
『
は
当
初
か
ら

の
雅
号
で
あ
る
慈
雅、
毬
廼
屈
か
ら
山
舎
亭
に
変
え
て
い
る。

在
廼
尻
は
そ
の
非
凡
な
才
能
で
グ
ル
ー
プ
を
山r
い
て
き

た。

本
名
は
野
里
宗
兵
衛
と
い
い、

用
け
は
浅
田
屋。
大
坂

近
く
の
桜
井
谷
に
生
ま
れ
た
生
枠
の
商
人
で
あ
る。
こ
の
ャー

時、

大
坂
の
商
店
の
多
く
は
江
戸
に
出
店
を
出
し
て
い
た
こ

と
か
ら、

彼
が
紅
戸
に
長
く
濡
在
し
て
い
た
の
も
そ
う
し
た

商
川
で
の
赴
任
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
うJ
江．
い
滞
仕
中、

六
樹

園
の
名
で
知
ら
れ
る
布
屋
飯
盛
（
窄
暦
三
ー
犬
保

1

JC、
-
L

五一

チー一
八一
『
O)

に
就
い
て
狂
歌
を
学
ん
で
い
る。
た
だ

し、

師
弟
と
は
い
え、

彼
ら
は
ほ
ぽ
同
年
代
で
あ
っ
た。

升

時
の
り
は
紀
乎
佐
丸
（
”
気
の
修
ま
る“
)

と
い
い、

六
樹

園
の
狂
歌
連、
丘
側
の
判
者
に
な
る
ほ
ど
狂
歌
の
腕
前
は
上

江
戸
に
い
る
問、

乎
佐
丸
は
ほ
ん
の
少
し
摺
物
を
手
掛
け

て
お
り、

ま
た
他
の
狂
歌
連
と
の
交
流
も
果
た
し
て
い
た

文
化
六
年
(-
八
0
九）

の
在
に
は
辰
斎
作
両
に
よ
る
「
婚

礼
紐」
シ
リ
ー
ズ
の
一
枚
を
出
版
し
て
い
る。
（
註
28)

こ
の

摺
物
で
は
太
鼓
連
の、・上
窄、

鈍
々
卒
和
椿
の
狂
歌
が
上
瓶
を

占
め
て
い
る。
ち
な
み
に、

栗ニー
は
大
坂
の
狂
歌
師
ら
が
狂

歌
を
寄
せ
た
岳
亭
の一．
枚
続
の
摺
物
を
ス
ク
ラ
ッ
プ
し
て
い

る
〔
RI
S
D
39、

40
〕

あ
る。
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栄
て
の
ア
ル
バ
ム
は
在
廼
Jii
n
身
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん、

彼
の
趣
味
や
価
値
観
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る。

行
い
狂
歌

師
や
絵
師
を
励
ま
し、
よ
り
す
ば
ら
し
い
作
品
を
創
造
す
る

機
会
を
提
供
し
て
く
れ
る
名
狂
歌
師
の
姿
が
こ
の
ア
ル
バ
ム

か
ら
見
え
て
く
る。

在
廼
展
の
江
戸
へ
の
郷
愁
は、

菜，一
と

朴
暁
点
に
よ
る
文
政
六
年
春
の
行
原
遊
輿
の一一
枚
紐
の
摺
物

年
の
作
の
た
め
に
制
作
し
た
の
で
あ
ろ
う

思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る。

泊
好
は
こ
の
摺
物
を
文
政
|
年
亥

猪
牙
舟
でKII
肱
へ
の
繰
り
出
す
愉
快
な
時
を
こ
の
煙し11'
入
は

作
品
で
あ
る。
t
質
な
H
分
娩，11,
の
悦
に
つ
つ
ま
れ
な
が
ら

き
め
に
描
か
れ
て
い
る
（
図
6
)
0

（
註
30）
喰
者
は
江
戸
摺
物

に
お
い
て、

ヒ
廂
を
占
め
る
狂
歌
師
と
発
注
者
で
あ
る
狂
歌

師
の
位
閻
関
係
に
つ
い
て
再一．一
に
渡
っ
て
述
べ
て
き
た。

も

し
こ
の
摺
物
が
江
戸
の
出
版
物
で
あ
っ
た
な
ら、

右
側
に
位

5111
す
る
紀
濶
振
が
発
注
し、

制
作
伐
を
負
担
し、

狂
歌
を
寄

せ
て
く
れ
た
師
匠
に
謝
礼
を
支
払
う
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な

い
で
あ
ろ
う。
し
か
し
な
が
ら、

楽
阻
屈
の
身
で
あ
る
在
廼

柑
は
大
坂
摺
物
の
後
援
者
で
あ
り、

弟
f
た
ち
か
ら
の
謝
礼

に
頼
る
必
要
の
な
い
こ
と
を
栗一よ．
の
ア
ル
バ
ム
は
知
ら
せ
て

く
れ
る。

在
廼
屈
の
紋
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
こ
の
器
か
ら
寮

し
て、
こ
の
f
の
摺
物
は
彼
自
身
が
発
杵
し
た
と
考
え
る
方

が
妥中ー
で
あ
る。

梅
園
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る、

鶴
の
紋
が
あ
し
ら
わ
れ
た
真
っ

新
の
＂中
の
煙
れr
人
の
招
物
〔
RIS
D
66〕

に
は
棠．一^
と
街
廼

足
の
狂
歌
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り、
．一
人
の
関
係
性
を
物
話
る

川
し
て
い
る
と
の
結
論
を
得
た。
新
し
い
藍
紙
は
水
に
弱
く

物
師
が
使
う
よ
う
な
新
し
い
藍
紙
か
ら
抽
出
し
た
絵
具
を
使

の
で
あ
る
と
喰
者
は
考
え
て
い
る。

梅
園
の
摺
物
で
は、

鏡
が
描
か
れ
そ
の
傍
ら
に
は
緑
と
赤

の
色
絵
磁
器
の
猪
口
が
骰
か
れ
て
い
る
が、

而
に
も
鶴
の
文
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る

春
暁
斎
の
摺
物
に
も、

そ
の
猪
11
の
側

〔
RIS
D
63〕。
一．
代

や
は
り
同
様
の
器
に
同
じ
文
様
が
大

に
結
実
し
て
い
る
〔
RIS
D
13、

14〕。
ち
な
み
に、

そ
の
出

版
か
ら
数
ヶ
月
後
に
春
暁
斎
は
こ
の
枇
を
去
っ
て
い
る
の
で

あ
る。
こ
の
仮
想
の
占
原
の
中
で、

鶴
の
紋
を
羽
織
に
付
け

た
狂
歌
師
は、→．
人
の
禿
を
連
れ
た
化
魁
に
近
づ
い
て
行
く。

春
暁
点
は
両
中
の
五
人
の
人
物
を
初
期
浮
世
絵
に
登
場
す
る

古
風
な
ス
タ
イ
ル
で、

強
い
て
い
え
ば
菱
川
師
宜
風
に
描
く

こ
と
に
よ
っ
て、

往
時
の
胸
の
高
ま
り
や、

梢
熱
を
呼
び
起

こ
し
て
い
る。
五
人
の
内
の
一
人
は
し
枇
市
川
団
卜
郎
（
布～

政一·
1
安
政
六
．
．
じ
九．
i
：
八
五
九）

で、

絵
の
中
か

ら
鑑
伐
者
を
見
つ
め
て
い
る。

粋
な
い
で
た
ち
と
舶
か
た
ち

か
ら
団
|
郎
と
·
LJ
で
わ
か
り、

彼
の
姿
は
在
廼
屋
の
記
憶

に
し
っ
か
り
と
刻
み
込
ま
れ
て
い
る。

”
炸＂

は
年
配
者
に
と
っ
て
ギ
福
を
双
味
す
る。

江
戸
時

代、

行
者
に
と
っ
て
は
現
実
感
の
伴
わ
な
い
11
先
だ
け
の
敬

紅
で
あ
り、

壮
年
に
と
っ
て
は

4

つ
の
顧
沼
で
あ
り、

そ
し

て
名
人
に
と
っ
て
は
促
い
脊
ん
で
い
こ
う
と
す
る
も
の、

そ

れ
が
”
か“
で
あ
る。
江
戸
招
物
に
は
長
か
の
シ
ン
ボ
ル
が

し
ば
し
ば
描
か
れ
る。

そ
れ
は
鶴
や
亀、

む四
砂
の
松
の
姥
と

尉
な
ど
で、

実
際
に
こ
れ
ら
の
シ
ン
ポ
ル
は
既
婚
女
性
の
鏡

の
図
柄
に
し
ば
し
ば
川
い
ら
れ
る。
梅
園
の
摺
物
に
登
場
し

た
鋭
に
も
描
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
〔
RIS
O
63〕

当
時

の
狂
歌
師
に
は
名
年
を
第Q．
の
少
年
時
代
と
考
え
て
い
る
節

が
あ
る。

絵
師
た
ち
は、

世
の
中
の
心
配
中
か
ら
や
っ
と
ま

た
解
放
さ
れ
る
と
し
て、

子
供
た
ち
が
遊
ん
で
い
る
姿
に
狂

歌
師
を
重
ね
合
わ
せ
て
描
く
こ
と
が
あ
る。
（
計
31
)

っ
て
い
る
古
紙
の
藍
紙
か
ら
抽
出
し
た
絵
具
で
は
な
く、

染

の
染
料
サ
ン
プ
ル
と
の
比
較
か
ら、

俊
満
は
摺
師
が
通
常
使

ス
・
ク
ー
ム
ス
氏
に
こ
の
摺
物
の
調
木U
を
依
頼
し
た。

現
代

近
ロ
ン
ド
ン
で
保
什
修
復
家
の
佐
々
木
志
保
氏
と
エ
リ
ザ
ベ

鶴
の
紋
が
あ
し
ら
わ
れ
た
多
く
の
品
々
は
在
廼
屈
n
身
の
も

い
た
灰
色
が
か
っ
た
百
と
は
異
な
る
色
で
あ
る。

箪
者
は
最

常
に
在
廼
足
が
締
め
の
一
首
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も

の
色
は
深
い
純
粋
な
け
で、

当
時
の
招
物
に
よ
く
使
わ
れ
て

通
り
で
あ
る。
つ
ま
り、

鶴
の
紋
が
あ
ら
わ
れ
る
摺
物
に
は

し、

酒
壺
と
蝶
々
の
摺
物
を
出
版
し
て
い
る
（
固
5)。
酒
壼

勝
射
の
よ
う
によ
11
身
の
紋
を
明
示
し
て
い
る
例
は
前
述
し
た

絞
け
て
い
た。

文
政
元
年
寓
年、

彼
は
俊
満
に
制
什
を
依
頼

ク
を
地
揆
様
や
紋
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
な
い。

松
彦
や

八
．
0
年
代、

在
廼
屋
は
江
戸
の
仲
間
た
ち
と
親
交
を

〔
RIS
D
7、

30〕。
が、

し
か
し
火
坂
の
絵
師
は
鶴
の
マ
ー

圃）

を
編
ん
で
い
る。

鶴
の
マ
ー
ク
を
揃
物
の
招
物
の
右
上
隅
に
捺
し
て
い
る

の
肖
像
と
狂
歌
を
載
せ
た
「
狂
歌
丘
卜
人一
首」

炭
良
軒

使
っ
て
い
た。
岳
亭
や
爪
い
は
狂
歌
連
の
し
る
し
と
し
て
雛

た、

文
化
卜
年
(-
八

に
は
大
坂
の
狂
歌
師
五
卜
人

物
で
は
し
ば
し
ば
狂
歌
辿
の
マ
ー
ク
を
社
中
の
証
し
と
し
て

を
H
指
し
た
新
し
い
狂
歌
連
を
人
坂
の
地
で
組
織
す
る。
ま

う
し
た
品
々
を
摺
物
に
描
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

江
戸
摺

彼
は
江
戸
で
の
経
験
を
生
か
し
て、

江．
）
ス
タ
イ
ル
の
狂
歌

い。
と
い
う
の
も、

孔
哀
や
梅
園
と
い
っ
た
友
人
ら
が、

そ

9 

と
な
が
ら、

狂
歌
に
対
す
る
梢
熱
は
失
っ
て
い
な
か
っ
た。

を
使
っ
た
ll
用
品
も
好
ん
で
取
り
寄
せ
て
い
た
に
述
い
な

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。
そ
し
て、

当
然
の

ら
か
で
あ
る。
そ
の
一
方
で、
古9
価
な
材
料、

珍
し
い
索
材

し
て
い
る。
こ
の
在
（
約）

に
は
長
命
と
い
っ
た1011
祥
の
音i

瞭
然
で
あ
る。

彼
が
摺
物
を
愛
し
て
止
ま
な
か
っ
た
の
は
明

人
坂
に
戻
っ
た
乎
佐
丸
は
紀
乎
佐
丸
か
ら
在
廼
屋
と
改＂ゲ

屯
n

び
を
感
じ
て
い
た
か、

栄．
「
の
ア
ル
バ
ム
を
見
れ
ば
．
H

し
、
eヽ＞

在
廼
用
が
美
し
い
品
々
を
手
に
人
れ
る
こ
と
に
ど
れ
だ
け

戻
っ
て
い
る。
そ
し
て、

遠
暦
を
契
機
に
関
店
を
決
め
た
ら

い
た
に
述
い
な
い。

（

：八
0
JL

I
 

0)

に
乎
佐
丸
は
江
）
を
離
れ
桜
井
谷
に

在
廼
怪
が
気
付
き、

評
価
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
位
し
て

る。
（
註
29
)

そ
の
後
ま
も
な
く、

お
そ
ら
く
文
化
ヒ、
＼

じ

J
ノ＇

で
あ
ろ
う。

俊
満
は
将
通
の
絵
具
を
使
っ
て
い
な
い
こ
と
に

初
頭
に
太
妓
連
が
主
体
と
な
っ
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ

版
画
川
に
は
扱
い
が
難
し
い
上
に
コ
ス
ト
も
か
か
っ
た
こ
と

区6 図5

19 
18 
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北
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fI

バ
ン
ペ
リ
の
11
本
で
の
生
活
に
つ
い
て
は 、
Raphael
P
u
mpelly ,
 

R
C蕊
m
is
3～
ミ翌
H
rn
ry
Holt
 and
 Co . ,
 Ne
w
 York,
1918 ,
 vol,
l"
pp .
 

267,34
1.
を
参
照 。

②

前
掲pp .
339,40

）
 
3

箪
者
は
果 ，；
を
”

り
っ
さ
ん“
ゃ

”
く
り
ぞ
う＂
で
は
な
く
”

v

‘、‘、り
み＂
と
呼
称
し
て
い
る 。
な
ぜ
な
ら 、

彼
の
初
＂万
の
―
つ
で
あ
る
意

雅
栗
（
毬
栄）
は
ま
さ
し
く
栗
を
行心
味
し
て
お
り 、

加
え
て 、

来、1 、
の

狂
歌
サ
ー
ク
ル
に
は
り
の
蚊
後
の
文
字
と
し
て
“1 ,1"

を
使
い 、
＂

み

“
と
発
音
す
る
狂
歌
師
が
他
に

：
人
い
る
か
ら
で
あ
る

そ
の
内
の

1

人
は
浅
香
勝
射
(
ITi
字
楼
勝
射）
で 、

彼
は
文
政
Ji 、
六
年
に
は
”

勝

射“
と
署
名
し
て
い
る
も
の
の
〔
RIS
D
42〕 、

文
政
し 、

八
年
は
”

勝

9→ ,“
と
署
名
し
て
い
る
〔
RIS
D
43 、

16〕

も
う ，
人
は
111
鶴
楼
高
そ

で
あ
る 。

岳
心‘
定
岡
は
大
保

：
年
刊
行
の
「
狂
歌
11
本
風
上
記」
の
中
で 、

在

姐
屋
社
中
の
大
坂
狂
歌
師
が
参
渠
す
る ．
図
を
描
い
て
い
る
が 、

栄一
1

は
そ
の
な
か
で
中
心
的
な
人
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
(Y
u,ying

Bro
wn ,
 Japanese

 Book
 /llnst
m
lion ,
 The

 British
 Library ,
 
lD88 ,
 

pl.
 22 .)0

ま
た 、

在
廼
屈
社
中
の
同
人
と
な
る
以
前 、

閑 ．．
 は
お
そ
ら

く
人
坂
の
狂
歌
師
桃
令
刷
渫
窓
の
弟
子
で
あ
っ
た 。

心

柳
々
屈
辰
斎
は
文
化
六
年
（ ．
八
0
九）
に
出
版
し
た
版
本
の
中

,‘,̀
 

で 、
摺
物
交
換
の
協
面
を
描
い
て
い
る
「
招
物
交
易
図」
と
題
さ
れ
た

こ
の
図
に
は
芝
乃
凩
山
幽
が
漢
詩
で
況
明
を
加
え
て
い
る 。
”

分直
初
摺

物
職
人
株

金
粉
銀
泥
画
者
珠

交
易
先
終
扱
ぷ
項

芥
凩
欲
北
遠
方

徒“

Theodore
Bo
wie

 et
 al. ,
 Art

 qf
 the
 Suri
mo
no ,
 Indiana
 

U
niversity
 Art
 Museu
m ,
 1979 ,
 pl.
 JO .
ji\,1
照

5
「
粋
人
た
ち
の
贈
り
物

江
1
の
摺
物」

殷
因
録
（
千
鉗
市
文
術
館

一
九
九
ヒ）
で
浅
野
秀
剛
氏
が
こ
の
ア
ル
バ
ム
に
つ
い
て
解
説
を
加
え

て
い
る 。

囮

前
掲
註
5

p
l.98 ,
99 0

m

シ
カ
ゴ
美
術
餡
に
所
蔵
が
あ
る

l.la
tthi
 Forrer ,
 Hok
11.s
a1
 

'→＼
 

1"
 
加
藤
陽
介

だ 、

と 。

と
で
あ
ろ
う 。

私
た
ち
の
成
し
え
た
こ
と
は
こ
こ
に
あ
る

。

私
た
ち
が
築
き
上
げ
た
も
の 、

こ
れ
が
私
た
ち
の
生
き
て
き

た
証
し
だ 。

こ
れ
を
超
え
る
こ
と
な
ど
決
し
て
で
き
な
い
で

あ
ろ
う 。

私
た
ち
が
う
ち
立
て
た
金
字
塔
が
こ
こ
に
あ
る
の

聞
し
て
い
く
と
は
f
想
だ
に
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

実
は
な
ん
と
も
岱
遇
で
あ
る
と
言
わ
さ
る
を
褐
な
い

。

ラ
フ

な
虻
音
の
み
が
聞
こ
え
る
ttu

斎
で
彼
は
こ
う』
In
を
上
げ
た
こ

た 。

な
ぜ
な
ら

7
八―

.
0
年
代
の
人
坂
摺
物
が
こ
う
も
展

ル
バ
ム
が
贈
り

物
と
し
て
11
本
を
離
れ
て
い
っ
た
と
い
う
巾

見
た
の
で
あ
ろ
う 。

そ
し
て 、

そ
よ
風
と
庭
の
木
々
の
静
か

そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
何
の
見
通
し
も
い
だ
い
て
い
な
か
っ

が
狂
歌
摺
物
の
原
則
で
あ
る
な
ら
ば 、

阿
じ
よ
う
に
こ
の
ア

最
初
は 、

｛佳
廼
届
は
喜
び
と
感
謝
の
念
と
共
に
ア
ル
バ
ム
を

た
の
を
機
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
は
じ
め
た 。

栗
三
は
当
初 、

し
て
摺
物
を
手
に
人
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う 。

相
互
交
換

げ
た
成
果
を
見
る
機
会
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か

栗
で
は
文
政
四
年
春 、

紅一
1
で
の
摺
物
交
換
会
に
参
加
し

H
分
自
身
の
姿
を
見
る
の
で
は
な
く 、

．

生
の
間
に
成
し
遂

の
業
組
を
H
の
当
た
り
に
し
た
で
あ
ろ
う

人
は
鏡
の
中
に

上
ー

'ェ＂

語

浦
島
〔
RI
S
O
11〕

は
亀
を
助
け
て
長
寿
を
併
る 。

彼
は
同
佑
心
と
優
し
さ
を
表

現
し
て
い
る 。

rjl
lhl
宮
廷
を
追
放
さ
れ
た
菊
慈
憧
〔
RI
S
O

12〕

は 、

言
染
の
中
に、
IK
続
性
を
見
い
だ
し
た

彼
は
幻
想

的
な
対
の
世
界
に
住
み 、

対
の
業
に
詩
文
を
1111
き 、

こ
れ
を

谷
川
に
浮
か
ベ
ド

界
へ
と
流
し
て
い
っ
た

t平
運
に
も
そ
の

．

虻
を
見
つ
け
た
人
に丘
況
び
と
安
ら
ぎ
を
与
え
た
の
で
あ

る

菊
慈
童
は
永
辿
小
滅
の
剖
造
家
で
あ
り 、

在
廼
屋
が
自

ら
の
狂
歌
に
と
選
ん
だ
の
が
こ
の
一

図
で
あ
る 。

バ
ム
は
日
本
芙
術
の
重
裳
な
到
逹
点
を
教
え
て
く
れ
る
生
き

象
を
与
え
た
の
だ
っ
た 。
バ
ン
ペ
リ
に
贈
ら
れ
た
こ
の
ア
ル

が 、

彼
ら
が
描
い
た
デ
ッ

サ
ン
は
パ
ン
ペ
リ
の
心
に
強
い
印

ヒ
ト

代
の
在
廼
渥
は 、

老
年
の
辛
福
と
允
丈
感
を
然
考
す

る
た
め
に
摺
物
製
作
に
没
頭
し
た 。

”
ガ“

を
テ
ー

マ
と
し

た
五
枚
セ
ッ
ト

の
摺
物
に
は
以
ド

の
五
人
の
人
物
が
描
か
れ

る 。
．． 証

浦
大
介
〔
Rl
S
D
8〕

は
武
力
と
疫
胸
を
表
し
て
い

る

武
内
祈
袖
〔
RI
S
D
9〕

は
海
の、
E 、

瀧
神
に
虚
ド
を

返
す

し

そ
の
敬
慈
に
満
ち
た
姿
が
描
か
れ
る

c

束
ガ
朔

〔
RI
S
O
10〕
は
小
老
不
化
の
桃
を
盗
み 、

永
遠
の
命
を
褐
る

使
宜
E

義
で
丈
利
的 、

ひ
い
て
は
無
慈
悲
さ
を
表
現
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
惰
者
は
考
え
る

シ
マ
は
決
し
て
絵
に
長
け
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

る 。

真
垣
や
在
廼
歴 、

そ
し
て
大
坂
の
狂
歌
仲
間
と
の
父
友

関
係
か
ら 、

よ
り
多
く
の
招
物
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
え
る

こ
と
が
で
き
た 。

江
Ii／
の
摺
物
は
文
政
ヒ
年
ま
で 、

大
坂
の

そ
れ
は
文
政
卜
．

年
ま
で
の
も
の
で
あ
る 。

彼
の
摺
物
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
は 、

そ
の
時
代
の
摺
物
を
徹
底
的
に
網
羅
し
た
と

い
う
よ
り 、
代
表
的
な
作
品
を
梨
め
た
と
い
っ
た
方
が
い
い

。

し
か
も 、

消
好
ら
が
大
坂
で
制
作
し
た
狂
歌
摺
物 、

L日
種
ほ

ど
の
う
ち
四
十
種
を
所
介
し
て
い
た 。

栗 ．一 ．
が
自
身
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
整
埋
し

始
め
た
時 、

自

然
と
二
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
た 。

．
つ

は
文
政
四
年
の
江 ．
J
摺
物 、

も
う

．
つ
は
そ
れ
以
降
卜

年
間

の
招
物
で 、

江
厄
・

大
坂
ほ
ぽ
lnJ
数
で
あ
っ
た 。

彼
が
い
か

に
熱
心
に 、

そ
し
て
思
砲
深
く
ア
ル
バ
ム
に
貼
り
込
ん
で
い

っ
た
か
が
知
ら
れ
る

し
か
し 、

残
念
な
が
ら 、
一 ．
冊
17
の

ア
ル
バ
ム
は

．

九
五
0
卯
代
に
％
初
の
貼
り
込
み
を
解
か

れ 、

今
は
脱
状
を
知
る
術
も
な
い

。

こ
れ
は
大
き
な
損
失
で

は
あ
る
が 、

栗 ．一 ．
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
江
日
と
大
坂
の
関
係

の
み
な
ら
ず 、

狂
歌
師
ら
の
世
代
問
や
出
身 、

職
業 、

社
会

的」
IL

場
を
超
え
た
父
友
関
係 、

狂
歌
グ
ル
ー

プ
同
じ

の
つ
な

が
り
な
ど
を
魅
力
的
に
語
り
か
け
て
く
れ
る 。

私
た
ち
が
知
る
限
り 、

架一 ＾．
は
交
換
や
譲
り

受
け
る
な
ど

RINNo
li,
 

1988 ,
 pl,
278 .)
 

⑧

ジ
ョ
ー
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マ
ー
ピ
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文
化
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文
政
の
珠
£
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招
物」

IXI
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太
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美
術
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成
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年
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Luisa
 C
rnsvaar ,
 Gi
appo1
1P
 slc
m1
pe
 P
 s
m ,
Uno
no
de
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Co-l
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0
ri("
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dei
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Slo～
志
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Artヽ
dr
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Co
m
munP
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 Tn0ste ,
 1997 ,
 pl.
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ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
＆
ア
ル
バ
ー
ト

所
蔵
の
化
魁
の
摺
物
が
あ
る

X
 

11

前
掲
註
5
no,
125
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12

こ
の
摺
物
に
は
朴
の
打
歌
が
氾
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら 、
お
そ

．
 ら

く
又
政
九
年
（

八
二
六）
正
月
に
板
行
さ
れ
た
も
の
に
迫
い
な
い

北
洲
の
作
品
か
ら
は
菊
Ji
郎
の
役
柄
を
特
定
す
る
こ
と
は
出
米
な
い
も

の
の 、

．
八
丘
0
年
頃
に
同
貞
が
描
い
た
市
川
小
団
次
の
白
井
権
八
と

扮
装 、
ポ
ー

ズ
が
同
じ
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
出
が
nf
能
で
あ
る

ア

メ
リ
カ
の
個
人
の
所
蔵
が
確
認
さ
れ
て
い
る 。

13

窓
姐
困
は
在
廼
柑
海
好
と
改
名
し
た
こ
と
を 、

大
坂
で
出
版
さ
れ

た
「
輿
歌
い
つ
ひ
ら
の
花」
(
flj,
"
年
小
叶

尺
保
九 、
卜

年
頃）
で
よ

明
し
て
い
る
：八
卜

九
歳
と
な
っ
た
初
代
在
廼
屋
は
自
ら
の
狂
歌
に
”

鶴

i
グ
と
新
し
い
り
を
冴
名
し
て
い
る

こ
の
版
本
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公

立
図
占
館
に
所
蔵
が
確
品
さ
れ
て
い
る

旧

前
掲
注
9
pl
＝ー

両
者
の
名
前
は
”

t
11
庵
雨
虹
と
判
沈
で
き

る 。
二
枚
統
の
杖
方
に
”

中
澤
［＂

な
る
徐
印
が
あ
る
が 、

大
坂
指
物

の
制
作
者
と
し
て
は
他
に
例
が
な
い

臣

前
掲
「
枠
人
た
ち
の
贈
り
物

江
戸
の
摺
物」
図
98 、
フ
ィ
ッ
ツ

．
 ウ

ィ
リ
ア
ム
災
術
館
所
蔵
所
蔵
の
作
品
は
文
政
九
年
正
月
板
行
の
摺
物

で
あ
ろ
う 。
同
じ
図
柄
で 、

社
歌
師
が
述
う
色
紙
判
の
も
の
が
あ
り 、

文
政
卜

年
（
丁
亥）

朴
の
11
付
が
わ
か
る 。
こ
れ
は
明
治
時
代
の
複
製

し
か
知
ら
れ
て
い
な
い 。

16

平
四
郎
は
文
政 ：こ
年＇
卜

月
か
ら
翌
| •

月
ま
で」
凩
都＇
火
坂
に
上

ーっ
て
お
り 、
長
兵
衛
役
は
文
政
四
年
九
11
大
坂
巾
座 、
文
政
パ
年

＂り

江 ．
JI
河
原
鯰
座
で
演
じ
て
い
る 。
（「
歌
舞
伎
年
よ
六」
p .
8
1,
 86)
 

17

の
判
名
お
よ
ぴ
印

脅ぷッ
詳
細
は 、
拙
朽
T-~e
Art
 of
 Su
ri
 mono ,

SothPhy ,
 s ,
 London ,
 1985 ,
 vol.
 2 .
 p .
 423

18

浅
香
勝
射
は
柳
川
収
伍
に
作
画
を
仏
頼
し 、

街
廼
吊
社
中
の
打
像

と
各
々
の
狂
歌
が
記
さ
れ
た
こ
の
染
疱
な
版
本
を
出
版
し
て
い
る

こ

の
本
の
英
付
に
は
勝
射
の
も
う ．
つ
の"rJ 、

ITI
字
楼
の
署
名
が
あ
る

ケ
ル
ン
の
プ
ル
ヴ
ェ
ラ
ー

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
所
蔵
が
あ
る 。
ま
た 、

朝

訂
字
八
郎
は 、
説
本
「
板
東
奇
聞
濡
衣
杖
紙J
(
芍
薬
亭
長
根
若 、

蹄
斎

北
馬
両 、
文
化一 •1
年
刊）
で
彫
り
を
担
当
し
て
い
る 。

19

「
泊
好
帖j
は
大
山
南
畝
の
追
悼
染
と
し
て
谷
清
好
が
紺
ん
だ
も

＇
 

の
で
あ
る 。
成
部
の
歌
人
で 、

能K"
家 、

蔵
iIf
家
で
も
あ
る
代
茂
季
鷹

ア
エ
ル
・

パ
ン
ペ
リ
の
科
学
の
指
祁 、

手
本
と
な
る
べ
き
人

間
性
に
感
謝
を
込
め
て 、

芥
い
U
本
の
必
f
が
彼
に
こ
の
ア

ル
バ
ム
を
贈
っ
た 。
パ
ン
ペ
リ
は
決
し
て
仰
大
な
科
学
者
で

は
な
か
っ
た
し 、

そ
の
任
も
な
か
っ
た 。

内
時
の
彼
に
は
学

術
的
な
発
見
や
業
紐
は
な
か
っ
た
が
（
後
に 、

彼
は
ハ
ー

バ

ー
ド

大
学
の
教
授
と
な
っ
た）

、

弟
f
た
ち
に
と
っ
て
は 、

パ
ン
ペ
リ
自
身
が
西
洋
の
科
学
の
粋
を
身
に
つ
け
た
牛
き
た

手
本
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

た
標
本
な
の
で
あ
る 。

同
様
に 、

タ
ケ
ダ
と
オ
オ

在
廼
用
が
八
卜

歳
に
近
づ
い
た
頃 、

果．91
は
彼
に
ア
ル
バ

ム
を
見
せ 、

序
文
を
頼
ん
だ 。

在
廼
尾
が
ペ
ー

ジ
を
め
く
る

た
び
に 、

彼
の
知
る
絵
師
や
狂
歌
師
ー

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
も

う
鬼
籍
に
人
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
が
ー

が
名
を
辿
ね
る

街

姐
屋
の
満
足
感
と
日
尊、
心
が
忍
ば
れ
る 。
1

一
冊
11
の
ア
ル
バ

ム
に
及
ん
で
は 、

在
廼
届
自
身
や
彼
が
支
援
し
た
仲
間
た
ち

が
序
文
を
記
し
た
こ
の
本
は 、
「
南
畝
板j
と
代ぃ

名
を
変
え
て
何
疫
と
な

く
再
版
さ
れ
た

，
 

20

松
代
や
そ
の
他
の
1
学
者
た
ち
と
消
好
の
仕
t
に
関
し
て
は 、

丸

山
手
夫

刻
帥
名
寄」
（『
日
学
名
雑
孜
別
冊」

占
川
弘
文
館 、

昭
ftl
"

ヒ
年）

21

前
掲
註
叩
「
刻
師
名
寄」
に
よ
る
と 、

朴
門
が
文
政
九
年
か
ら
大

保
六
年
に
か
け
て
心
録
し
た
fl
"止
「
北ぷ
前
11 ,nL」
に
は
清
奸
求
J
の

InL

鉢
が
見
ら
れ
る

',
 

”一

ア
メ
リ
カ
の
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
ヴ
ェ
ヴ
ェ
ー

ル
111
蔵）
に
所

，
 蔵

が
あ
る

23

松
彦
が
制
作
し
た
招
物
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
＆
ア
ル
ハ
ー
ト

災
術
館

に
所
蔵
が
あ
る

松
彦
の
印
が
掠
さ
れ
て
お
り 、

彫
り
と
招
り
に
携
わ

っ
た
こ
と
を
小
し
て
い
る

⑳

前
掲
「
枠
人
た
ち
の
贈
り
物

江
い
の
招
物j
に ，．
図
が
写
真
掲

載
さ
れ 、
他
し
図
の
確
品
が
解
況
さ
れ
て
い
る

25

米
守
が
極
め
て
汎
綽
さ
れ
た
風
流
人
で
あ
っ
た
こ
と
は 、

文
政
元

年
（ ．
八
，

八）
に
彼
が
出
版
し
た
北
渓
作
画
に
な
る
人
形
の
必
弱
な

摺
物
( .loan
Mirviss ,
 TIIP
さ
ミ1k
L~。
ミ

き ・]9}H
Coll
（ミ
ミfl
<if
 

s .u
r~
moI~o ,
 \\'
eath
Prhill ,
 Tokyo .
 HJ
% .
 pl.
 14 .)

に
よ
っ
て
忍
ば
れ

る

ま
た 、

北
没
が
化
園
連
の
依
頼
で
文
政
六
年
に
描
い
た
招
物
を
宋

て
は
所
打
し
て
お
り
〔
J{JS
D
48〕 、
こ
ち
ら
も
t

"比＂
品
1
様
にぃ"9
い

完
成
度
を
見
せ
て
い
る

26

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
＆
ア
ル
バ
ー
ト

足
術
館
に
所
蔵
が
あ
る

k
 

27

狩
野
快
庵
編
「
狂
歌
人
名
辞しいj
（
文
行
常 、
昭
和 ．．．
 年）

128

杉
本
径一
「
辰
点
の
招
物
作
品
と
Il
録」
「
北
点
研
究
24j
（
渇
lH

似
文
化
振
興
財
団

＞
成
卜

年）

割

地
が
金
色
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
は 、

前
掲
塁`、
ArI
(f
S
Hri
ミ（
ミ（ジ

Sot
 hcby .
 s ,
 London ,
 I
 085 .
 vol.
 
I.
 
p .
 -12:J
を
参
照

叩

こ
の
摺
物
に
は
”.
,"[,"
と
冴
名
さ
れ
て
い
る
が 、

”
勝＂
と
い
う

�＇
 印

脊＇
の
方
は
他
の
相
物
に
も 、

ま
た
文
政
八
年
に
出
版
さ
れ
た
盆
本
の

奥
付
に
も ．一
代
春
暁
点
は
使
111
し
て
い
る

介
を、
必
う
狂
歌
と
括
り
猿

が
描
か
れ
た
そ
の
招
物
は
文
政
じ
年
巾
年
の
f
月
に
出
版
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う

父
親
で
あ
る
初
代
在
暁
点
が
没
し
た
の
は
文
政
六
年
じ
Jj

で 、

お
そ
ら
く 、

初
代
の

．
周
忌
に
は
ま
だ
襲
名
が
済
ん
で
い
な
か
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

131

例
え
ば 、

北
点
の
摺
物
で 、

不
易
廂
凸
丸
としハ
人
の
年
配
の
友
人

を
し
人
の
f
供
に
見
立
て
て
い
る
作
品
が
あ
る

水
田
生
慈
「
北
点
又

術
館

3」
石
果
英
社

平
成 ．．
 年）
に
は
狂
歌
部
分
を
省
い
た
図
柄
の

み
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

21 

20 
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An Osaka Print Collector and his Circle 

Roger S. Keyes 

素
t
l
毒今

Iganoya Kurimi, an Osaka ky6ka poet, collected verse surimono at print exchanges in Edo and 
from friends in Osaka between 1821 and 1830. He mounted these prints, 172 of them, in two 
albums. The collection is still intact. The albums were given to a young American geologist in 
1863 as a farewell present—he had been working for the shogun's government-by a grateful 
Japanese student. A relative presented one album to the Rhode Island School of Design Museum 
of Art in the 1950s. The other was recently acquired by the Chiba City Museum of Art. 

When Kurimi began collecting he did not anticipate that an important new school of ky6ka 
surimono was about to develop in Osaka led by a friend, the elderly poet Tsurunoya, and Tani 
Seiko, a supremely gifted blockcutter and printer. By the end of the decade, however, he owned 
nearly half of the ky6ka surimono produced in Osaka. His collection gives us a rare and privileged 
glimpse into a world that includes painters, amateur musicians, geisha, merchants, actors, and 
visiting artists, as well as poets. 

The Osaka poets were eclectic in their visual tastes, so they commissioned prints from artists 
who worked in different styles, not just ukiyo-e. Several were accomplished amateur artists and 
designed prints themselves; one even turned his hand quite successfully to cutting and printing. 

The abundance of Edo surimono in the collection shows us how much physical movement there 
was back and forth between Edo and Osaka during the 1820s, and how the econom ic 
arrangements for producing surimono differed in each city. Generally, individual poets bore the 
cost in Edo; Tsurunoya seems to have been a patron. 

When Kurimi finally mounted his collection into albums, he placed the prints quite deliberately 
and carefully to create an interesting and dramatic narrative. Much of his narrative is lost because 
the album that contained nearly all the Osaka prints was unfortunately disbound without record, 
but we can still follow what remains and appreciate his sensibility and guiding intelligence. 

Kurimi knew many of the people who made and exchanged the surimono in his collection. 
Assembling the albums gave him occasion to remember them. He also knew, in retrospect, that he 
had been part of an important creative development. The prints he collected preserve the legacy 
of the poets, artists and makers who created them. 
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―
1
0
0
0
年
十
月
二
十
四
H
か
ら
十
一

月―
―
十
六
H
ま

で、

千
薬
市
美
術
館
で
は、

大
規
模
な
「
菱
川
師
宜
」

展
を

開
催
し
た
。

そ
の
展
党
会
の
日
的
は、

菱
川
師
宜
に
係
わ
る

現
在
ま
で
の
成
果
を
狼
積
し、

今
後
の
研
究
の
展
望
を
考
察

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
の
具
体
的
な
テ
ー
マ
の
一

っ

は、

師
宜
の
版
画
・

版
本
の
制
作
と
流
通
の
問
題
を
考
え
る

こ
と
で
あ
り、

そ
の
方
法
と
し
て
は
異
版
・

別
印
を
徹
底
的

調
査
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果、

帥
宜
作
品
に
は
か

な
り
の
数
の
異
版
・

別
印
が
存
在
し、

し
た
が
っ
て
制
作
・

流
通
も
単
純
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

佐
藤
悟
氏
に
よ

っ
て
提
唱
さ
れ
た、

天
和
二
年
（
一

六
八
二）
の
暮
れ
の
江
戸

の
大
火
に
よ
っ
て
師
宜
の
絵
本
の
版
木
が
焼
失
し
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
説
が
ほ
ぽ
裏
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

以
下、

師
宜
の
版
画
・

版
本
の
異
版
・

別
印
を
版

元
別
に
ま
と
め、

そ
の
制
作
と
流
通
の
状
況
を
考
え
て
み
た

い
(
U
1
)
。

た
だ
し、

現
時
点
で
は
版
画
と
絵
本
を
中
心
と
し、

枕
絵
本
・

挿
絵
本
は
適
宜
考
察
に
加
え
る
に
止
め
る
。

ま
た、

天
和
三
年
以
降
の
版
し
か
確
認
さ
れ
な
い
絵
本
は
異
版
が
認

一
、

は
じ
め
に

菱
川
派
の
版
画
・

四
年
頃）

「
武
者
絵
づ
く
し」

初
刻
（
延
宝
八
年
頃

九
月

再
刻
後
印
本
あ
り

版
本
の
制
作
と
流
通

鱗
形
歴一
二
左
衛
門
版
（
住
所、

大
伝
馬――-
T
El)

「
観
音
経
和
談
紗j

初
刻
究
文
十
年
孟
春

「
私
可
多
咄j

初
刻
寛
文
十
一

年
益
春

「
若
衆
遊
伽
羅
枕」

初
刻
延
宝
三
年
四
月

「
恋
の
息
う
つ
し
」

初
刻
延
宝
六
年
孟
春

二
年
松
会
三
四
郎
版

再
刻
天
和
三

「
百
人
一

首
像
讃
抄」

初
刻
延
宝
六
年
正
月

元
禄
五
年
初
秋
朋
林
軒
版
の
後
印
そ
の
他
の
後

再
刻
天
和
三
年

「
大
和
絵
づ

く
し」

初
刻
延
宝
八
年
五
月

別
刻
貞
享
三
年
九
月
服
部
九
兵
衛
版

再
刻
（
天
和一―-
、

印
あ
り

年
七
月

（
再
刻
？）

貞
亨

月

再
刻
天
和――一
年

[

-

]
 

）
の
リ
ス
ト
か
ら、

直
ち
に
了
解
さ
れ
る
の
は、

天
和

「
花
烏
絵
づ
く
し」

初
刻
天
和
三
年
五
月

鱗
形

正
月

再
刻
天
和
四
年

月

「
浮
世
続
絵
尽」
（
「
当
風
品
絵
づ
く
し」）

初
刻
天
和
二
年
正

七
月

二
、

版
元
別
の
師
宜
作
品
の
制
作
・

流
通
状
況

「
役
者
諸
芸
絵
鎧」
に
つ
い
て
論
述
し
て
み
た
い
。

最
後
に、

菱
川
門
弟
に
よ
る
絵
本
と
奥
苔
に
記
さ
れ
て
い
る

め
ら
れ
な
い
の
で、

こ
れ
も
原
則
と
し
て
考
察
か
ら
省
い
た
。

浅
野
秀
剛

「
大
和
侍
股
絵
づ

く
し」

初
刻
延
宝
八
年
五
月

四
年
正
月

別
刻
貞
享
三
年
九
月
服
部
JL
兵
衛
版

「
酒
呑
窟
子」

横
大
判
十
八
枚
（
卜
九
枚
組
か）

延
宝
八
年
頃

「
倭
国
美
人
あ
そ
び」

延
宝
期

「
浮
世
恋
く
さ
」

初
刻
犬
和
二
年
正
月

「
岩
木
絵
つ
く
し」

初
刻
天
和
二

年
正
月

再
刻
天
和
四
年
正
月

「
小
袖
の
す
が
た
み」

初
刻
天
和
二
年
三
月

「
団
扇
絵
づ
く
し」

初
刻
天
和
二
年
五
月

「
芙
人
絵
づ
く
し」

初
刻
天
和
三
年
五
月

「
大
名
行
列
」

横
大
判
卜
枚
（
ト
ニ
枚
組
か）

天
和
頃

屋
版
は
推
定
で
あ
る
。

年
五
月
以
前
の
刊
品
を
持
つ
絵
本
類
は
ほ
と
ん
ど
再
刻
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

鱗
形
屋
は
、

再
刻
天
和
三
年

再
刻
天
和

61 



「
奈
良
名
所
八
前
桜」
初
刻
延
宝
六
年一

in（
柏
屋
仁
右
術

II
↓

堺
町）

[- .]
柏
屋
仁
右
衛
門・
柏
用
仔
市
版（
仕
所 、

小
伝
馬
三
i

天
和
二
年
五
月
以
降
に 、

お
そ
ら
く
は
火
災
に
よ
っ
て
所
什

す
る
師
直
の
版
木
の
ほ
ぽ
す
べ
て
を
失
い 、

天
和i
二
年
以
降
に

順
次
再
刻
本
を
出
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る 。

版
木
の
焼
失

時
は 、
天
和＝一
年
万
月
以
降 、
反
和ー
ニ
年一

言月
以
前
で
あ
り 、

夭
和一
年
十
二
H ．一
十
八
IJ
の
い
わ
ゆ
る
”

お
し
火
市“
の

折
で
あ
る
UI
能
性
が
最
も」り回
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

し
か
し 、

鱗
形
届
は 、

焼
失
し
た
す
べ
て
の
版
本
を
再
刻

す
る
必
要
は
な
い
し 、

当
然
そ
う
は
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る 。

現
在 、

三
点
の
不
完
全
本
し
か
伝
存
し
な
い
「
小
袖
の

す
が
た
み」
は
再
刻
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

う 。

問
題
と
な
る
の
は 、

現
在
犬
和
三
年
以
降
の
刊
品
を
有

す
る
も
の
し
か
確
認
さ
れ
な
い
も
の
で 、

天
和
二
年
以
前
の

初
刻
本
が
あ
っ
た
UJ
能
性
の
あ
る
絵
本
で
あ
る 。
た
と
え
ば 、

「
花
島
絵
づ
く
し」
・

「
美
人
絵
づ
く
し」
・

「
当
枇
早
流
雛
形」

（
天
和
四
年
正
月）
・

「
古
今
武
士
道
絵
づ
く
し」
（
貞
店一 ．
年

正
月）
・

「
山一
1
情
の
通
路」
（
貞
半
二
年
正
月）
・

「
源
氏
大
和

絵
鏡」
（
貞
が
二
年
四
月）
な
ど
を
検
討
す
る
必
要
が
出
て
く

る 。
「
花
島
絵
づ
く
し」
と
「
名
世
早
流
雛
形」
は 、
「
画
師
菱

川
真
跡」
と
い
う
特
殊
な
署
名
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
そ
の
Uf
能
性
は
小
さ
い 。
「
古
今
武
じ
逍
絵
づ
く
し」
と

「
山
二
桁
の
通
路」
も 、

版
元
名
が
「
う
ろ
こ
や」
と
特
殊
な

表
記
と
な
っ
て
い
る
の
で 、

や
は
り
そ
の
可
能
性
は
小
さ
い

で
あ
ろ
う（「
秘
蔵
浮
世
絵
大
観
三

大
英
栂
物
館」
一
九
八

八 、

講
談
社 、
に
お
け
る
作
品
解
説
を
担
当
し
た
折 、

再
刻

横
大
判
の
組
物
「
大
名
行
列」
も
不
明
な
こ
と
が
多
い 。

最
終
図
と
考
え
ら
れ
る
1

図
に
「
両
師
菱
川
貞
跡」
と
版
刻

し
て
い
る
こ
と
か
ら 、

圃
様
の
署
名
を
有
す
る
鱗
形
届
版

「
化
島
絵
づ
く
しJ
(
天
和 ．―-
年 ．
九
月
刊） 、

同
「
当
世
早
流
雛

形」
（
犬
和
四
年
正
月
刊）
と
の
比
較
に
よ
り 、

火
災
後
に
鱗

形
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た
組
物
と
推
定
で
き
る 。

各
図
が
す
べ

て
れ
方
向
を
向
い
て
い
る
の
で ｀

咎
＋
装
を
念
頭
に
制
作
さ

れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る 。

「
菱
川
師
宜」
股
図
録
に
付
載
し
た
「
菱
川
師
宵
版
圃
作
品

17
録」
に
お
い
て 、

仮
に
「
枕
絵
組
物
A」
と
し
た 、

四
隅
が

店＂fl
ぶ
俣
様
デ
ザ
イ
ン
枠
の
組
物
も 、

再
刻
さ
れ
て
お
り 、

長

期
間
販
売
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら 、

枕
絵
組
物
A
は

鱗
形
栓
版
か 、

後
に
叫
す
柏
尻
与
市
版
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ

う
と
考
え
て
い
る 。
こ
の
組
物
中
の
「
衝
立
の
か
げ」
の
図
の

了
菜
rlj
美
術
館
所
蔵
本
の
ん
ド

に
「
八」
と
い
う
数
字
が
版

刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
氾
し
て
お
き
た
い（
こ
れ
に
つ
い
て

は 、

う
か
つ
に
も
見
逃
し
て
い
た
の
を 、
テ
ィ
モ
シ
ー・
ク
ラ

ー
ク
氏
に
指
摘
さ
れ
た） ＾

枕
絵
本
に
つ
い
て
は 、

伝
本
が
少
な
く 、

品
本
を
比
較
で

き
る
状
態
で
な
い
の
で 、

今
後
の
課
題
と
し
た
い

な
い
で
あ
ろ
う 。

゜

、
つ

「
月
次
の
あ
そ
び」
初
刻
延
宝
八
年
し
ll

五
月
鱗
形
栓
版

「
う
き
枇
百
人
女
絵」
初
刻
火
和
JC
年
ト一

月

「
床
の
置
物」
初
刻
延
窄
木
＼

天
和
初
頃

「
貞
徳
狂
歌
渠」
初
刻
火
和 ．一
年
初
秋

「
大
和
の
お
ほ
よ
せ」
初
刻
大
和一
1
年（
未
確”g)

よ
り
再
印
さ
れ
る

柏
斥
仁
右
術
門
と
柏
斥
与
rli
が
圃 ．
の
版
元
で
あ
る
と
い

う
確
証
は
な
い 。

あ
る
こ
と 、

再
印
本
か

し
か
し 、

鱗
形
栓
よ
り
再

鯰
形
射
版
あ
り 、

両
者
が
M
じ
小
伝
馬一: .
r
H
で

柏
歴
仁
右
衛
門
の
泊
動
が
「
和
合
圃
瞑j
で
終

り 、

柏
届
与
市
の
活
動
が「
人
間
不
礼
考」
か
ら
始
ま
っ
て
い

「
お
さ
な
な
じ
みj
初
刻
犬
和

年
ト
Jj

形
尻
よ
り
内
印
さ
れ
る

「
鹿
野
武
左
衛
門
17
仏
は
な
しj
初
刻
犬
和
l

年
九
H

鱗

印
さ
れ
る

「
恋
の
み
な
か
み」
初
刻
犬
和：
妃＇
正
月

鯰
形
足

る
と
い
う

鱗
形
届
版
が
あ

再
刻 ．
JC
禄
四
年

年
五
JJ
鱗
形
射
版

種
々
の
改
刻
後
印
本
あ
り

門

再
刻
元
禄
四

の
可
能
性
が
人
き
い
と
記
し
た
こ
と
を
こ
の
楊
で
訂
正
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い）

。

残
る
は
「
美
人
絵
づ
く
し」
と
「
源
氏
大

和
絵
鏡」
で
あ
る
が 、

様
式
な
ど
か
ら 、

も
し
天
和
二
年
以

前
の
初
刻
本
が
存
在
し
た
と
し
て
も 、
そ
れ
は
天
和一

、
ニ

年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る 。

「
武
者
絵
づ
く
し」
「
大
和
絵
づ
く
しj
「
大
和
侍
牒
絵
づ
く

し」
は 、

同 ．
形
式
を
持
つ 、
い
わ
ゆ
る
三
部
作
で
あ
る 。

こ
れ
ら
の
初
刻
本
は
延
宝
八
年
頃
に
刊
行
さ
れ 、

犬
和一 ··‘

四
年
に
相
次
い
で
再
刻
さ
れ
て
い
る 。
し
か
し 、

再
刻
本
を

比
較
し
て
み
る
と 、
「
大
和
侍
農
絵
づ
く
し」
は
す
べ
て
に
火

和
四
年
正
月
の
年
記
が
あ
る
の
に
対
し 、
「
武
者
絵
づ
く
し」

は
ポ
ス
ト
ン
美
術
館
本
の
み
天
和
三
年
九
月
の
年
記
を
有
す

る
が 、

他
の
伝
本
は
す
べ
て
そ
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
い
る 。

ま
た 、
「
大
和
絵
づ
く
し」
は 、

年
記
の
あ
る
再
刻
本
が ．
点

も
確
認
さ
れ
て
い
な
い 。
こ
の
こ
と
は 、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
公
立

図
苫
館
ス
ペ
ン
サ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る 、

ニ

部
作
を
ま
と
め
て一一 ，
巻
本
と
し
て
刊
行
し
た
伝
本
の
＃
在
か

ら
合
狸
的
に
説
明
で
き
る（
註
2) 。

鱗
形
届
は 、

再
刻
本
を 、

ご
く
わ
ず
か
の
期
間（
数
カ
Jj
ぐ
ら
い）
だ
け
別
々
に
販
売
し

た
が 、

天
和
四
年
正
月
に
「
大
和
侍
煤
絵
づ
く
し」
を
再
刊

す
る
時 、
一―一
部
作
を
い
っ
し
ょ

に
し
て
新
し
い
「
大
和
絵
づ
く

し」
と
し
て
売
り
出
す
こ
と
を
思
い
つ
き 、
「
武
者
絵
づ
く
し」

と
旧
「
大
和
絵
づ
く
しJ
(
最
初
か
ら
年
記
を
人
れ
な
か
っ
た

可
能
性
も
あ
る）
の
年
記
を
削
除
し 、

そ
れ
ぞ
れ
中
在
と
上

巻
に
当
て
た
の
で
あ
る 。

鱗
形
屋
が 、

そ
の
後
も
ず
う
っ
と

「
絵
本
雑
占
枕」
初
刻
延
宝
六
年
立
春（
柏
序
仁
右
衛
門）

「
和
合
同
康」
初
刻
延
虫
六
年
中
夏（
柏
屋
仁
右
衛
門）

「
人
間
不
礼
考」
初
刻
延
宝
八
年
正
月

「
余
屎
作
り
庭
の
図」
初
刻
延
宝
八
年―
:
JJ

一ょ一
部
作
を ．
二
巻
本
と
し
て
販
売
し
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は

な
い 。「

大
和
絵
づ
く
し」
と
「
大
和
侍
殷
絵
づ
く
し」
に
は 、

貞

が
三
年
九
月
の
京・
服
部
九
兵
衛
版
が
あ
る 。
こ
れ
は 、

鱗

形
届
版
と
は
別
版
で
あ
る
こ
と
か
ら 、

版
木
が
移
譲
さ
れ
た

の
で
は
な
く 、

服
部
九
兵
衛
は（
お
そ
ら
く
は
正
式
に
権
利

を
買
い）
別
個
に
版
を
起
こ
し
て
制
作
販
売
し
た
こ
と
に
な

る 。
こ
の
こ
と
に
よ
り 、

師
官
の
絵
本
は
京
都
で
も
制
作
刊

行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り 、

そ
の
名
店
の
広
が
り
も
格
段
に
早

く
な
っ
た
こ
と
と
想
像
さ
れ
る 。

横
火
判
の
組
物
「
杓
呑
窟
子」
に
つ
い
て
は
不
明
な
こ
と
が

多
い（
註
3
)。

現
在 、

東
京
国
立
博
物
館
に
卜

八 、

ボ
ス
ト
ン

必
術
館
に
卜
し 、

M
O
A
芙
術
館
に
ト

ニ
図
と
ま
と
ま
っ
て

所
蔵
さ
れ
て
い
る
が 、
い
ず
れ
も
完
全
な
も
の
で
は
な
い 。

M
O
A
本
は 、

菊
地
貞
夫
氏
に
よ
る
と 、

も
と
も
と
は
券
子

装
で
あ
っ
た
と
い
う 。
M
O
A
-<E-
は 、

東
博
本
の
十
八
図
か

ら 、
羅
生
門
系
と
二
条
堀
川
の
争
い
の
部
分
の
六
枚
を
除
き 、

版
元
名
も
削
除
し
て
ト

ニ
屈
と
し 、

の
と
思
わ
れ
る 。
と
す
れ
ば 、

東
博
本・
ボ
ス
ト
ン
本
と
は

明
ら
か
に
時
差
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る 。

現
時
点
で
は 、

「
酒
呑
童
了」
の
各
図
に一 一
種
の
版
は
認
め
ら
れ
な
い 。
も
し

も 、
「
酒
呑
窟
子」
の
初
刻
が 、

延
宝
八
年
頃
と
す
る
第
者
の

推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば 、
「
酒
呑
前
子」
の
版
木
も
火
災
に

あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
く
な
る 。
と
す
れ
ば 、

現
在
確
認
さ

る
こ
と
を
合
考
す
る
と 、

延
寓
六 、

し
年
頃
に
代
枠
り
し 、

主
人
の
名
が
仁
右
衛
門
か
らFI
rh
に
な
っ
た
も
の
と
拙
測
で

き
る（
柏
屋rナ
市
の
住
所
は 、
『
う
き
tltrLI
人
女
絵j
の
fllゴuL

か
ら
堺
町
に
変
わ
る） 。

柏
屋
は 、

佐
藤
悟
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に 、

貞iqr
頃

に
版
几
活
動
を
止
め 、

版
木
及
び
版
権
は
す
べ
て
鱗
形
展
に

譲
渡
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る 。

伝
本
の
少
な
い
延
屯
期
の
枕

絵
本
は
さ
て
お
き 、
「
余
屈
作
り
庭
の
図」
と
「
月
次
の
あ
そ

び」
の
元
禄
四
年
の
鱗
形
栓
版
が 、

柏
ki
版
の
再
印
本
で
は

な
く 、

肖
刻
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は 、

や
は
り
天
和一 年
年

の
火
災
で
版
几
が
焼
失
し
た
も
の
と
椎
定
さ
れ
る 。

枕
絵
本

「
床
の
置
物」
の
初
刻
本
は
柏
届
与
市
版
で
あ
る
が 、

柳
亨
種

彦
の
「
好
色
本
H
録」
に
よ
る
と
鱗
形
松
版
も
あ
る
と
い
う

と
す
れ
ば 、

そ
の
鱗
形
歴
版
は
内
刻
本
で
あ
ろ
う

「
う
き
枇L11
人
女
絵j
は 、

人
炎
博
物
館
の一 ＾
本
と 、
バ

ラ
バ
ラ
に
さ
れ
た
パ
リ
H
立
図仕
11

餡
蔵
本
の
：＇

本
し
か
現
什

せ
ず 、

し
か
も
い
ず
れ
も
苓
本
と
い
う
稀
削
本
で
あ
る

杵

該
期
の
師
宜
を
代
表
す
る
こ
の
絵
本
は 、

残
念
な
が
ら
再
刻

さ
れ
な
か
っ
た
に
追
い
な
い 。
＂
恋
の
み
な
か
み
r．
鹿
野
武
左

術
門
11
伝
は
な
しj
は 、

年1IIL
の
な
い
鯰
形
足
版
が
流
布
し

て
い
る
が 、
い
ず
れ
も
内
印
本
で
あ
る

大
和
の
お
ほ
よ

せ」
は 、

年
品
の
な
い
鱗
形
届
版
し
か
確
品
で
き
な
い
が 、

柳·
苧
種
彦
「
好
色
本
ti
録」
に
よ
る
と
犬
和 ．―-
年
の
柏
屋
与

市
版
が
あ
る
と
い
う 。
し
た
が
っ
て
鱗
形
吊
版
は
再
印
本
で

あ
ろ
う 。

れ
る
全
て
の
遺
品
は 、

再
刻
本
で
あ
る
叶
能
性
も
否
定
で
き

一
巻
に
再
編
成
し
た
も

63 62 



山
形
屋
と
帥
宜
の
関
係
で
最
も
直
要
な
の
は、

少
な
く
と

酒
田
届
版

「
大
和
万
絵
つ
く
しj
初
刻
延
宝
九
年
ヒ
月

未
詳）

鶴
屋
社
布
術
門
の
所
打
す
る
版
木
は、

印
本
が、

し
た
後
印
本
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は、

犬
和
二
年
の
火
災

で
焼
失
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る。
「
江
戸
雀j
の
種
々
の
後

す
べ
て
初
版
を
も
と
に
し
た
改
刻
後
印
本
で
あ
る

こ
と
が
そ
の
こ
と
を
証
し
て
い
る。
「
武
家
百
人

；｀目」
と

「
恋
の
む
つ
ご
と
四
卜
八
F」
に、

鶴
屋
の
「
餡」
の
字
を
削
除

両
者
と
も
元
禄
コ
年

以
降
も
販
光
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る。

斥
泊
四
郎
版、

更
に
年
記
を
削
除
し
た
後
印
本
あ
り

「
恋
の
楽
し
みj
初
刻
天
和
三
年
初
介

年
記
を
削
除
し
た

再
印
本
あ
り、

別
刻
や
保一．
年
菊
松
長
兵
術
版

「
上
野
花
見
の
鉢」
横
大
判
卜
三
枚
組

天
和
頃

「
江
戸
物
参
林」
横
火
判
の
組
物、
「
ヒ
野
花
見
の
牡」
の
改

刻
を
含
む
糾
物
と
思
わ
れ
る

「
よ
し
は
ら
の
鉢」
横
大
判
ト
ニ
枚
組

111
形
民
と
師
宜
の
接
点
は、

版
本
で
見
る
限
り、

天
和
二

年
正
月
版
か
ら
翌
年
の
正
月
版
の
一
年
余
だ
け
で
あ
る。

山

形
屋
は、

天
和
四
年
正
月、
「
浮
枇
ふ
く
さ
絵」
「
大
和
風
流

絵
濫」
と
い
う
杉
村
治
兵
衛
の
絵
本
を
二
種
刊
行
す
る。
そ

の
こ
と
が
原
因
か
は
わ
か
ら
な
い
が、

そ
の
後、

師
宜
は
山

形
届
と
関
係
を
持
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る。

山
形
屋
か
ら

刊
行
し
た
師
官一
の
絵
本
で、

最
も
流
布
し
て
い
る
の
は
「
屏

風
掛
物
絵
裟j
で
あ
ろ
う。

相
当
に
序
耗
し
た
版
か
ら
摺
っ

た
物
を
二、

三
実
見
し
て
い
る。

も
二
種
の
組
物
を
刊
行
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う。

組
物
と

い
っ
て
も、

お
そ
ら
く
は
巻
子
装
で
販
売
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で、

絵
本
と
は
極
親
し
い
関
係
に
あ
る。
こ
れ
ら
の

組
物
に
つ
い
て
は、

既
に
「
菱
川
師
宜」
展
図
録
の
中
で
考
察

し
た
の
で
詳
し
く
は
そ
れ
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
が、

訂
正
し
た
い
こ
と
と、

付
記
し
た
い
こ
と
が一
っ
ず
つ
あ
る。

訂
正
は、
「
上
野
花
見
の
鉢」
の
蚊
終
図
「
本
坊」
の
図
に

版
元・
松
会
の
版
木
も、

天
和
二
年
の
火
災
で
は
焼
失
し

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る。
松
会
版
で
最
も
許
及
し
長
期
間
販

売
さ
れ
た
の
は、

師
宜
没
後
の
出
版
で
あ
る
「
和
国
百
女」

で
あ
る。

蔵
の．一
枚（「
菱
川
師
宜
版
画
作
品
H
録」
の
1i
b
)

に
記
さ

山
形
栓」
が、

共
に
版
刻
で
は
な
く
墨

古
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る。
し
た
が
っ
て、
「
本
坊」
の
図
で

版
刻
さ
れ
て
い
る
の
は
エ
ル
ヴ
ィ
エ
ム
美
術
館
所
蔵
本
の
み
と

い
う
こ
と
に
な
る。

初
め
は
版
元
名
が
な
く、

後
に
版
刻
さ

れ
た
と
す
れ
ば、
何
故
わ
ざ
わ
ざ
入
れ
た
の
か
は
解
ら
な
い。

そ
れ
以
上
に、

版
元
名
を
閣
古
し
た
理
巾
は
謎
で
あ
る。
一．

枚
の
思
占
は
類
似
し、

当
初
か
ら
入
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ

る
の
で、

後
に
版
で
版
元
名
を
入
れ
る
ま
で
の
繋
ぎ
の
間、

付
記
し
た
い
の
は、

東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
「
よ
し
は
ら

の
鉢」
十
二
枚
は、

虫
食
い
跡
か
ら、

も
と
も
と
は
巻
子
装

で
あ
っ
た
こ
と、

更
に、
エ
ル
ヴ
ィ
エ
ム
美
術
館
の
ヒ
図
も
巻

子
装
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る。

東
京
国
立
博
物
館
本
に
は
裏

面
の
隅
に
数
字
ま
で
認
め
ら
れ
た
が、
こ
の
こ
と
は
十
分
に

湖
査
で
き
な
か
っ
た
の
で、

後
日
に
委
ね
た
い。

[
七]
そ
の
他
の
版
元

「
西
行
和
歌
修
行」
初
刻
夭
和
二
年
正
月

荘
屋
町
親
父
橋）

「
狂
歌
た
び
枕」
初
刻
天
和
二
年
初
秋

務
屋
版（
住
所

酒
田
屋
版（
住
所、

愚
杏
し
て
販
売
し
た
の
で
あ
ろ
う
か。

ポ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン）
と
名
占
屋
テ
レ
ビ
放
送
所

「
東
叙
山
名
所」
初
刻
犬
和
ご
年一．
月

版（
住
所
未
詳）

喰
に
ま
か
せ

語
を
聞

笠
屈・
酒
田
歴．．―-
河
展
は、

す
べ
て一
時
の
版
元
で
あ

っ
た
ら
し
く、

現
時
点
で
他
の
品
録
を
見
い
出
せ
な
い。

「
役
者
諸
芸
絵
鑑j
は、
「
歌
川
師
官．」
展
で
初
め
て
出

品・
紹
介
し
た
作
品
で
あ
る。
は
じ
め
に、

内
誌
を
簡
単
に

記
す。

忠
摺
絵
本。

袋
綴．一
巻
二
冊。

各
ニ
ヒ
•
O
X
1

八•
四
‘‘。

紺
色
の
原
表
紙
（
図
1
)。

原
題
器
「
役
者
諸
芸

絵
鑑

上（
下）」。
上
谷
十――．
丁、

下
巻
十
二
［
半。

構
成

は、
L
巻、
半
r
図．一
十」ハ
図、
下
巻、
半
丁
図
二
十
四
図、

践・
刊
記
半
r（
必
表
紙
衷
貼
込）
（
図
2
)。
「
福
田
文
庫」

「
只
誠
蔵（
関
根
只
誠）」
等
の
蔵
書
印
あ
り。

個
人
蔵。

本
杏
の
践
及
び
刊
記
に
担
当
す
る
奥
書
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る。

芸
は
身
を
助
と
い
ふ
事
を
知
れ
る
中
に
も
か
ぶ
き
と
／
い
ふ

事
を
と
つ
と
田
舎
の
窺
女
ま
て
祖
父
老
婆
の止11
物

心
に
楽
を
椿
抜
申
も
愚
な
る
か
な
菱
川
門
弟

て
若
殿
様
の
も
の
あ
そ
ひ
に
も
な
れ
か
し
と

め
る
か
な

身
ふ
り
を
染

天
和
頃

、

没
川
派
「
役
者
諸
芸
絵
鑑j

れ
て
い
る
「
通
袖
町

お
い
て、

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵（
巻
f
装
で
な
い
も
の。
ス

-
inf
栓
ヒ
右
衛
門

「
和
国
名
所
裟」
初
刻
天
和
こ
年
四
月

再
印
元
採
九
年
万

ら
も
刊
行）

[
六]
山
形
屋
市
郎
右
衛
門（
住
所、

通
油
町）

「
屏
風
掛
物
絵
鑑」
初
刻
天
和一．
年
正
月

再
印
元
禄
卜
四

年

版
元
名
を
削
除
し
た
後
印
本
あ
り

「
女
歌
仙
新
抄」
初
刻
天
和一．
年
正
月（
山
形
吊
版
は
推
定）

年
品
を
削
除
し
た
後
印
本
あ
り

「
ま
く
ら
絵
大
ぜ
ん」
初
刻
火
和．一
年コ．
月

た
後
印
本
あ
り(LaII
w
展
新
兵
術・
須
原
昂
ヤ
左
衛
門
か

後
印
本、

史
に
「
鶴」
の
字
も
削
除
し
た
後
印
本
あ
り

名
を
削
除
し
た
後
印
本、

更
に
刊
記
そ
の
も
の
を
削
除
し

JC
へ
譲
渡
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る。

月」
を
削
除
し
た
後
印
本、

更
に
「
延
宝」
も
削
除
し
た

参
考）
「
和
国r11
女」
初
刻
JL
保
八
年
止
月

年
出
と
版．
JC

保
に
人
っ
て
ま
も
な
く
本
間
肘
は
廃
業
し、

版
木
は
他
の
版

「
恋
の
む
つ
ご
と
四
卜
八
手j
初
刻
延
宝
ヒ
年．一
1

月

「
し
年

「
こ
の
こ
ろ
く
さ」
初
刻
火
和
1一
年
正
JI

東
京
博
物
館
本
の
．
本
だ
け
で
あ
る。
そ
の
こ
と
か
ら、
．
IC

「
江
戸
雀」
初
刻
延
宝
．h
年
中
朴

種
々
の
後
印
本
あ
り

風
花
の
お
も
か
け」
あ
り

る。
し
か
し、

そ
の
中
で
版
元
名
が
認
め
ら
れ
る
の
は
江
戸

「
心
学
男
女
澁」
初
刻
延
宝．．
 年
正
Ij

「
千
代
の
友
つ
る」
初
刻
火
和一．
年
正
月

改
題
後
印
本
「
杵

の
は、
ニ
ト
本
以
ヒ
伝
什
す
る
「
和
IKI
諸
職
絵
つ
く
し」
で
あ

削
除
し
た
後
印
本
あ
り

し
た
後
印
本
あ
り

っ
た
よ
う
で
あ
る。

本
問
困
版
の
師
宜
絵
本
で
最
も
光
れ
た

「
武
家r11
人
．
h」
初
刻
立
文
卜
＿
年
盆
朴

「
鶴」
の、
9卜
を

「
伊
勢
物
晶
頭
井
抄」
初
刻
延
宝
じ
年一
1
月

年
品
を
削
除

本
問
吊
の
版
木
も、
天
和

年
の
火
災
で
は
焼
失
し
な
か

[
:]
鶴
展
点

丑ぶ閲
門（
住
所、

人
伝
馬．―．
r
II

「
小
む
ら
さ
きj
初
刻
延
屯
五
年
止
JJ

町）

元
名
を
削
除
し
た
後
印
本
等、

種
々
の
後
印
本
あ
り

を
留
保
し
た
い。

[
四]
松
会
rti
郎
兵
衛•
松
会一

よ四
郎（
住
所、

長
谷
川
町
横

参
考）
「
和
国
諸
職
絵
つ
く
し」
初
刻
貞．
竺

年．．
 月

版

に
火
和一．．
 年
版
の
あ
る
111
氾
し
て
い
る
の
で、

そ
の
llf
能
性

「
小
倉
山r11
人．
i11j
初
刻
延
宝
八
介
初
区

「
菱
川
師
宜
絵
本
年
よ」
（「
井
物
往
米j
+

1

九．一
丘

符
し
て
あ
っ
た、

な
ど
の
理
由
を
考
え
る
必
要
が
あ
る。

り

く
い
の
で、

そ
れ
を
否
定
し
た
い。

後
者
は、

田
中
＃
作

か
っ
た
家
や
弁
が
あ
っ
た、

持
ち
出
し
た、

別
の
場
所
に
保

「
古
今
役
者
物
か
た
り」
初
刻
延
布
六
年一
月

つ
い
て
は、

前
者
は、

様
式
卜
反
和
1

1

年
以
前
と
は
考
え
に

鶴
Jji
の
版
木
が
焼
失
を
免
れ
た
と
す
れ
ば、
一
祁
焼
失
し
な

「
吉
原
恋
の
迫
引」
初
刻
延
宅
六
年．
『
月

の
再
刻
本
あ
る
い
は
再
印
本
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
に

谷
川
町・
通
湘
町
な
ど
の
一
帯
は
す
べ
て
焼
失
し
て
い
る。

「
恋
の
品
枕
絵」
初
刻
延
宝
几
年
仲
朴

.
JC
禄
七
年
刊
の
鱗
形
吊
版
「
歌
絵
本
つ
く
し」
が、

柏
用
版

卜
八
11
の
大
火
で
は、

大
伝
馬
町・
小
伝
馬
町・
堺
町・
長

『
伽
羅
枕」
延
宝
朋

元
禄
二
年
正
月
刊
の
鱗
形
屋
版
「
異
形
仙
人
つ
く
し」
と、

「
天
和
笑
委
媒」（
註
4)

に
よ
る
と、

天
和i一
年
ト
ニ
月

[
Ji]
本
問
屈（
住
所、

通
湘
町）

後
印
本
あ
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絵
で
は
な
い。

ふ
て
ほ
ど
け
て
も

ら
の
香
の

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う。

「
あ
わ
れ
ふ
た
り
は
し
め
や
か
に

そ
の
う
つ
り
が
の
な
げ
し
ま
だ

図4

[
t
四
2
絵
の
上
部
に
次
の
よ
う
な
洞
章
が
記
さ
れ
て
い
る。

た
き
と
め
た
り
し
き
や

う
た
て
や
ゆ

む
す
ぶ
ゑ
に
し
と
な
り
ぬ
ら
ん」。
．一

人
の
役
者
は
紋
よ
り、

小
川
善
五
郎
と
山
下
か
る
も
で
あ
ろ

う。
一一
人
は、

正
徳
三
年
顔
見
枇
よ
り一
年
間、

同
社
年
頗

見
批
よ
りi
年
間、

享
保
二
年
頻
見
世
よ
り一
年
間
の
都
合

．―-
年
間
共
涸
す
る。

蒋
万
郎
の
紋
は
普
通
丸
に
川
の
字
で
あ

る
が、

正
徳
六
年
の
評
判
記
の
み
丸
に
桐
の
字
と
な
っ
て
い

る。

本
図
の
立
役
の
紋
も
桐
の
字
で
あ
る。

し
た
が
っ
て、

本
図
は、

正
徳
五
年
頻
見
世
よ
り一
年
間
に
制
作
さ
れ
た
可

能
性
が
閥
い。

了
五
オ
ニ
福
田
団
右
衛
門

市
川
団
直
郎」。

団
右
衛
門

はい
リナ
保
卜．一
年
に
初
め
て
江
戸
に
F
る
が、

Ffl
十
郎
と
共
濱

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た。
し
た
が
っ
て
書
き
入
れ
は
虚
偽
と

い
う
こ
と
に
な
る。

描
か
れ
て
い
る
の
は、

紋
よ
り
晶
川
伝

五
郎
と
市
川
団
十
郎
で
あ
ろ
う。
二
人
は
宝
永
期
か
ら
窄
保

前
期
ま
で
し
ば
し
ば
共
浙
し
て
い
る。

T七n
2
「
宮
崎
義
平
太

片
山
小
左
衛
門」。

書
き
入
れ

の一．
人
は
共
に
京
の
役
者
で
あ
り、

紋
と
も
合
致
し
な
い。

し
た
が
っ
て
虚
偽
と
い
う
こ
と
に
な
る。

描
か
れ
て
い
る
の

は，

Ill
rl
平
九
郎
と
市
川
団
十
郎
で
あ
ろ
う。

[
上
六
オ]
二
人
の
武
者
を
描
い
た
も
の
で、

お
そ
ら
く
役
者

＼、ぺ心
グ 打

[
上
九
ウ
ご
山
下
か
る
も

が
合
わ
な
い。
丸
に
太
の
字
の
若
女
方
は
久
松
多―――
太
と
考

え
ら
れ
る
が、

丸
に
木
瓜
の
役
者
は
未
詳。

多
三
太
の
江
戸

出
液
よ
り、

宝、
水
六
年
頻
見
世
よ
り
三
年
間
に
作
両
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う。
山
下
か
る
も
は、
J
＃
保一
1
年
十
『
月
八
日

に
江
戸
で
亡
く
な
る
の
で‘
-LI
き
人
れ
の
時
期
は
そ
の
辺
が

あ
る。

図5

[
主ハ
ウ]
こ
れ
も
武
者
絵
で
あ
る。
巴
御
前
と
男
武
者
か。

[
上
七
オ
ニ
吊
川
伝
五
郎

浅
尾
煎
次
郎」。

書
き
入
れ
の

当
否
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い。

作
画
さ
れ
た
の
は、

若
女
方
の
着
衣
に
み
え
る
数
種
の
役
者
の
紋
よ
り、

宝
永
後

期
か
ら
正
徳
三
年
の
問
と
推
定
で
き
る。

[
上
七
ウ
閃ム
家
悪
と
若
衆
方
の
荒
巾
で
あ
る。

役
者
名
な

ど
未
詳。

[
上
八
オ]―一
人
は、

紋
よ
り
久
松
多
三
太
と
神
崎
ぬ
い
の
介

と
思
わ
れ
る。
二
人
が
同
座
す
る
の
は、

森
田
座
に
お
い
て

宝
永
六
年
十一
月
の
頗
見
世
か
ら
正
徳
元
年
ま
で
の
二
年
間

で
あ
る
の
で`

そ
の
間
の
作
画
と
推
定
で
き
る。

工
八
ウ
H
図
4

)
「
磯
五
郎

団
十
郎」。
正
徳
四
年
七
月
森

LU
座
「
金＂
化
山
大
友
真
鳥」
に
取
材
し
た
市
川
団
十
郎
の
術

播
廉
道
と
浜
崎
磯
五
郎
の
大
友
の
真
島
と
考
証
で
き
る。

工
九
オ]（
図
4

)
「
袖
岡
政
之
介」。

袖
岡
政
之
助
は
花
車
方

の
役
者
で
あ
る。
し
か
し
紋
が
合
わ
な
い。

藤
村
半
太
夫
の

山
姥
と
松
本
小
四
郎
の
金
時
で
あ
ろ
う
か。

宝、
水・
正
徳
期

の
作
両
で
あ
ろ
う。

虚
偽
の
書
き
入
れ
は
享
保
八
年
以
前
で

藤
岡
大
吉」。

内
き
入
れ
と
紋

ド
限
で
あ
ろ
う。

〔

L
+
ォ
言
村
山
平
右
衛
門

を
付
し
て
い
な
い
が、

藤
村
半
太
夫」。

半
太
夫
の
紋
が
合
わ
な
い
の
で、

内

き
入
れ
は
お
そ
ら
く
虚
偽
で
あ
ろ
う。

若
女
方
の
役
者
を
鈴

木
半
禰
と
す
る
と、

正
徳一
1
年
山
村
座
顔
見
世
「
さ
ざ
れ
い

し
扁
な
す
の
の
那
須
野
ふ
た
ば
し
ら
両
柱」
に
取
材
し
た
周

防
の
内
侍
か。

村
山
平
右
衛
門
は、

享
保→
二
年
六
月
五
日
に

亡
く
な
る
の
で、

書
き
入
れ
の
時
期
は
そ
の
辺
が
下
限
で
あ

[
上
ト
ウ]
「
小
川
善
五
郎」。

内
き
人
れ
の
当
否
は
未
詳。

も
う一
人
の
若
衆
方
も
未
詳。

[
上
+
-
オ]
「
吊
川
伝
四
郎

の
「
松
本
小
四
郎」
は
紋
と
合
致
す
る
の
で
正
し
い。
「
早
川

伝
四
郎」
は
紋
を
付
け
て
い
な
い
の
で
当
否
は
保
留
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い。

伝
四
郎
は、

正
徳
四
年
の
市
村
座
の
頗
見

世
よ
り
大
芝
居
に
出
て
小
四
郎
と
共
油
し
て
い
る。

松
本
小

四
郎
は
享
保
元
年（
正
徳
六
年）
に
松
本
幸
四
郎
と
改
名
す

る
の
で、

作
画
及
び
占
き
入
れ
は
こ
の
間
に（
お
そ
ら
く
同

時
に）
成
さ
れ
た
も
の
と
考
定
さ
れ
る。

ろ
う。

図6

松
本
小
四
郎」。

杏
き
入
れ

立
役
は
紋

工
十

了乙（
図
5
)

「
市
村
竹
之
丞」。
曹
き
人
れ
と
紋
と
は

合
わ
な
い。
丸
に
四
つ
目
紋
は
西
村
蒲
平
次
の
紋
で
あ
る
が、

溜
平
次
は
親
父
方
直
前
の
立
役
で
あ
り、

若
衆
役
は
無
理
が

あ
る
で
あ
ろ
う。

未
考。

[
K
十一．
オ]（
図
5
)

「
市
村
屯
柏

大
西
森
右
衛
門」。

占
き

人
れ
と
紋
は
合
わ
な
い。

お
そ
ら
く、

出
来
烏
半
備（
あ
る

69 
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[
ド

八
オ]
「
藤
川
化'
4
丞

さ
れ
る 。

[
下
八
ウ
ニ
大
島
道
右
衛
門

れ
た
役
者
が
逆
沢
泊
と
こ
升
の
紋
を
付
し
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら 、

市
川
団
卜

郎（
あ
る
い
は
市
川
団
蔵）
の
fr
我
五
郎
と

大
谷
広
次
の
朝
比
奈
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぽ
確
実
で
あ
り 、

絵

馬
を
聞
に
し
て
の
荒
巾
の
場
面
と
み
て
よ
い 。
追
右
衛
門
は

大
坂
の
役
者
で
江 ．
）
に
ド
っ
た
こ
と
は
な
く 、

広
次
が
初
め

て
卜

坂
す
る
の
は
が
保
八
年
の
韻
見
肌
郎ハ
行
の
折
で
あ
る 。

―一
人
が
共
浙
し
た
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
い

[
下
九
オ]
城
攻
め
の
役
者
群
像
八
人
の
う
ち
し
人（
一
人
は

火
谷
広
次」 。

上
部
に
描
か

「
万
歳
女
鉢
木」
の
折
の
正
木
の
前
で
あ
ろ
う 。

仙
国
彦
助」 。
＂い
き
入
れ
の
う

ち
「
藤
Ill
化
之
丞」
は
虚
偽 c

筒
井
古
卜

郎・
仙
凶
彦
助．
t

村
小
八
郎
の一 ．．
 人
と
思
わ
れ
る 。

•一 ＾
人
は 、

市、
水
六
年
韻
見

他
よ
り ．
年
間
共
浙
し
て
い
る 。

伺
年
中
村
府
頗
日Ju
llt
「
今

川
状
［
俊
家
腎」
に
収
材
し
た
も
の
か

ドロ
き
人
れ
は 、

花

之
丞
の
話
躍
期
か
ら
考
え
てぃ
浮
保
て
年
以
前 ，
お
そ
ら
く
は

．一
人
が
共
浙
す
る
正
徳
四
年
の
顔
見
枇
か
ら
二
年
間
と
椎
定

[
ド

十 ．
ウ]（
図
9)

「
山
下
京
れ
衛
門」 。
仕口
き
人
れ
は
虚
偽 ゜

三
升
尻
助
卜

郎
と
若
女
ガ
某
で
あ
る 。

[
下
卜

て
オ]（
図
9)
止

徳h
年
正
月
中
村
座
「
坂
束一
寿
付

我」
の ．一
番
H
に
取
材
し
た 、

市
川
団
|

郎
の
虚
無
俯（
五

郎） 。

文
字
絵
と
な
っ
て
い
る 。

[
ド
| ．一
ウ]
平 ，
中
の
鷺
を
捉
え
る
隈

以
L

の
考
証
か
ら 、

本
苔
は 、

止
徳
五
年
の
顔
見
世（
市

村
座
「
万
歳
女
鉢
木」
に
取
材
し
た
も
の
が
多
い）
に
制
作
し

た
版
を
中
心
に 、

江
戸
に
お
い
て
宝
永．
正
徳
期
に
制
作
刊

図7

し）
を
す
る
鈍
旭 。

戯
両 。

す
る
人
児
と 、

猿
の
代
り
に
小
鬼
を
使
っ
て
猿
皿
し（
鬼
M

F
|

-
オ]
米
俵
の
卜

の
黒
臥
と，
11
以
の
111
授
の
行
廿
を

つ

お
か
し
い
ち
ぞ
く
の」
と
い
う
ttい
き
人
れ
が
あ
る

c

[
ド
ト

ウ]
俯
と
f

供
た
ち
の
図 。
「
な
む
ぢ
そ
う

火
ほ
さ

宝
水
ヒ
年
舶
見
枇
よ
り ．

年
間
共
浙
し
て
い
る

[
下
ト

ォ]
「
中
村
伝
八

仙
fKI
彦
助」
一 ．
人
共
迫
外
方
で

収
材
し
た
も
の
で
あ
る
の
は
確
実
で
あ
る 。

島
某
な
ど
を
“

唸幻
る
こ
と
が
で
き
る
の
で 、

汀
Ji)
の
舞
台
に

お
そ
ら
く 、

初
下
り
の
正
徳
Ii
年
十
1

月
lii

村
座
顔
見
世

形
の
版
元
印
が
認
め
ら
れ
る

紋
よ
り 、

早
川
伝
H
郎
や
中

[
F
ヒ
2
「
rli
村
k

柏] °

門
松
を
前
に
し
た
仮
柏
で
あ
る 。

未
考 。
こ
の
図
に
も
t
ト一 ．

オ
圃
様 、
「
舛
や」
と
い
う
長
力

証
で
き
る 。

[ •
卜

九
己
役
者
絵 。

石
低
111
の
戦
い
ら
し
い
拗
面
で
あ
る
が

ざ
り
銑
nl
曽
我」
の一
番
LI 、

大
磯
の
宿
の
場
の
六
人
と
名

市
村
樫
の
舞
台
に
取
材
し
た
も
の
と
考
訛
で
き
る 。

村
山
干
右
衛
門
と
す
る
と 、

正
徳一こ一
年
正
月
中
村
座
「
大
か

水
木
廂一 ．
郎・
秋
田
彦
四
郎
と
名
定
す
る
と 、

正
徳
元
年
の

谷
広
右
衛
門・
富
沢
半
『一
郎•
浜
崎
磯
五
郎・
市
川
団
蔵

郎•
宮
川
八
郎
左
術
門·
市
村
竹
之
丞・
桑
原
1

^

1

左
術
門

る 。
し
人
の
う
ち
六
人（一
人
は
未
考）
を 、

大
谷
広
次・
大

未
詳）
を 、

紋
な
ど
に
よ
り 、

滝
井
半
四
郎・
松
本
小
四

[
下

.
オ]一一
人
の
役
者
が
そ
れ
ぞ
れi
l．
役
を
油
じ
た
の
で

＂右
女
方
で 、
正
徳
五
年
十 ．
月
の
顔
見
肌
を
最
後
に
正
徳
六

[
下
ヒ
ォ]
画
中
に
「
人
い
そ（
磯）
の
術」
と
い
う
識
が
み
え

の
役
者
名
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る 。

の
と
考
定
さ
れ
る 。

中
村
源
之
助
は 、

中
村
源
太
郎
の
弟
の

た
こ
と
は
一
度
も
な
い 。
し
た
が
っ
て
旧
板
を
利
川
し
虚
偽

で
あ
り 、

宝
永
四
年
頗
見
枇
よ
り ．
年
間
に
作
両
さ
れ
た
も

[
下

Lハ
ウ

犀位
者
絵
で
は
な
く 、

武
者 ．一
人
を
描
い
た
も
の

、
。力

ほ
ぽ
確
尖 。

沢
村
長
卜

郎
は 、

京
坂
を
離
れ
て
江 ．
）
に
下
っ

は 、

村
山
平
右
衛
門
と
中
村
源
太
郎
と
水
木
竹
十
郎
の一 ·-
人

[
下」ハ
オ]（
図
7
)

女
武
者一一
人 。

之
丞
の
北
条
時
柏
と
市
村 ．
L

柏
の
正
木
の
前
で
あ
る
こ
と
は

は
既
に
立
役
と
な
っ
て
い
る
の
で

占
き
入
れ
は
虚
偽 。

実

く
上
方
で
販
必
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う 。

H
市
村
座
舶
見
世
「
ガ
歳
女
鉢
木」
に
取
材
し
た 、

市
村
竹

の
み
で
あ
り 、

そ
の
と
き
も
う
一
人
の
女
方•
水
木
竹
卜

郎

そ
の
大
き
さ
は一 ．
十
六
・

社
X
十
四・
八
セ
ン
チ 。

お
そ
ら

紋
や 、

別
に
残
る
島
居
消
倍
作
品
な
ど
か
ら
正
徳
れ
年
ト

之
助
の
共
浙
は
正
徳
五
年
rli
村
座
顔
見
批
「
万
歳
女
鉢
木」

テ
ル
ダ
ム
同
立
足
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る（
註
5）（
図
8） 。

[
t
卜

三
ウ]（
図
6)

「
沢
村
長
屯
良」 。
こ
の
図
は 、

役
者
の

と
府
女
ガ一 ．
人
の
共
浙
で
あ
る 。

村
山
平
石
衛
門
と
中
村
源

た
も
の
で
あ
ろ
う 。
こ
の
図
の
一

枚
絵（
琳
摺
絵）
が
ア
ム
ス

で
の
二
年
間
と 、
4
半
保 ：1
年
頗
見
世
以
降
の
こ
と
で
あ
る 。

[
下
四
オ]
「
村
山
平
右
衛
門

中
村
源
之
介」 。
立
役一
人

に
大
坂
に
い
た
JE
徳
万
年
冬
か
ら
翌
年
春
に
か
け
て
刻
さ
れ

が
共
滅
す
る
の
は 、

正
徳
四
年
顔
見
世
か
らし
？
保 ．一
年
秋
ま

女
ガ
で
あ
る 。

未
考 。

人
れ
は
そ
れ
以
前
と
考
え
ら
れ
る 。
お
そ
ら
く
は一 ＾．
人
と
も

い 。

本
当
は 、

玉
沢
林
備
と
市
川
門
之
助
で
あ
ろ
う 。
一

人

[
ド

『
ウ]
村
山
f
右
衛
門（
あ
る
い
は
滝
井
半
四
郎）
と
芥

]
界
保
：

年
の
中
途
か
ら
芝
居
を
し
ば
ら
く
休
む
の
で 、

井
き

[

K

卜 ·―-
オ]
「
萩
野
八
lTr
桐」

0

ttロ
き
入
れ
と
紋
が
合
わ
な

[
下
ニ
オ

]

11卜
川
初
瀬
と一

役
者
で
あ
る 。

未
考 。

よ
り

年
間
に
作
圃
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う 。

源
人
郎
は 、

[
t
ト― .

ウ]
「
筒
刈
LI

ト
郎」 。

未
考 。

＜
頗
II心
他
に
取
材
し
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か 。

太
郎・
藤
村
半
太
夫
の一
；

人
で 、

正
徳 ．一
年
ト

JJ
顔
見
iIt

rd
0ヽ

，＇
し

世
「
万
歳
女
鉢
木」
よ
り

年
間
の
作
訓
と
な
る 。

お
そ
ら

い
の
で
北
き
入
れ
は
虚
偽 。

尖
は 、
�
風
克
世 ＇
『
郎・
中
村
源

考
感
す
る
と 、
じい
き
人
れ
は
そ
の
間
に
行
わ
れ
た
可
能
性
が

郎
の
三
人
と
考
証
す
る
と 、

正
徳
五
年
十

；見巾
村
座
顔
見

上」

J
の ＾
「
人
は
共
浙
し
た
こ
と
は
な
く 、

紋
も
合
わ
な

て
江
戸
に
ド

る
の
は
正
徳
h
年
の
顛
見
世
時
で
あ
る
こ
と
を

[

F
-
.

ウ]
紋
よ
り

小
川
袴
五
郎・
市
村
E
柏•
松
本
小
四

[
下
Ji
ウ]（
図
7
)

「
佐
野
川
ガ
菊

中
村
源
太
郎
高り回
島
尼

で 、

内
き
人
れ
は
そ
れ
以
前
と
考
え
ら
れ
る 。
上
柏
が
初
め

一 ．
年
間
の
作
凹
と
い
う
こ
と
に
な
る 。

考 。

い 。
大
西
森

右衛
門
は
屯、
保
三
年
八
月― →-
11
に
亡
く
な
る
の

村
源
太
郎．
II十
川
初
瀬
と
す
る
と 、

宝
永
元
年
顔
見
世
よ
り

[
ド

五
オ]
丸
に
卍
紋
の
守
役
と
磁
沢
半一
郎
で
あ
る 。

木

と
同
様
に
江
け
の
絵
師
に
よ
る
も
の
と
推
定
し
て
お
き
た

[

F

ニ
オ
『一
人
の
女
方
で
あ
る 。

紋
よ
り
筒
井
吉
十
郎·
中

之
丞
の
北
条
時
頼
と
市
村
E

柏
の
正
木
の
前
と
思
わ
れ
る
3

圃
で
京
で
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い

が 、

他
の
役
者
絵
と
同一
の
様
式
を
有
し
て
い
る
の
で ，

他

か
共
派
し
て
い
な
い
の
で
そ
の
間
の
作
両
と
考
え
ら
れ
る 。

月
市
村
座
舶
11心
憔
「
万
歳
女
鉢
木」
に
収
材
し
た 、

市
村
竹

あ
る 。
二
人
は 、

正
徳
1

JC
年
中
村
座
顔
見
枇
よ
り一
年
間
し

[
下
四
ウ]
い
わ
ゆ
る

”
鉢
の
木“
の
場
面 。

正
徳
五
年
ト

あ
る
「
舛
屋
孫
兵
衛」
の
こ
と
で
あ
ろ
う 。

点
の
絵
師
の
作

[
下
-
ウ]
浜
崎
磯
斤
郎
の
風
神
と
松
本
小
四
郎
の
武
者
で

う
こ
と
に
な
る 。

に
「
舛
や」
と
い
う
版
元
印
ら
し
き
も
の
が
あ
る 。

＂リ
ー

し
ー
）

r――n
ll

l>

見
世
か
ら

．
年
問
し
か
な
い 。

ば
宝
永
期
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る 。

下
方
の
長
方
形
枠

す
る
と 、
『
人
が
共
湖
す
る
の
は 、

正
徳一 ．
年
の
森
Ill
廂
頗

hlJ
き
入
れ
が 、

と 、

止
徳
五
年
冬
の
顔
見
枇
時
か 、

遅
く
と
も
瑚
年
春
と
い

本
古
の
刊
行
時
に
加
え
ら
れ
た
と
仮
定
す
る

い
は
出
米
島
小
太
火）
と
未
詳
の
敵
役
で
あ
ろ
う 。
と
す
れ

あ
ろ
う 。

．— ．
人
を
紋
か
ら
存
111
源
ヒ
と
榊
山
助
杜
郎
と
考
定

年
四
月一

ぷ＇
四
11
に
没
し
て
い
る

し
た
が
っ
て 、

虚
偽
の

70 

71 



例
を
あ
げ
よ
う 。

な
い
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る 。

元
禄
期」
（
註
7
)

「
芝
屈
錦
絵
仇
成」
や
「
歌
舞
伎
絵
大
成

に 、
山
村
耕
化
氏
蔵
の
小
型
丹
絵
が
ガ
点
掲
載
さ
れ
て
い
る 。

竪
万
寸一
1
分 、

横―一
寸一 ．
分
と
い
う
か
ら 、
一
六
•
-

X

九・
じ
セ
ン
チ
ほ
ど
の
版
両
で
あ
る 。

す
べ
て
無
款 、

．
図

の
み
に
「
中
船
屍（
伊
左
衛
門）」
と
い
う
版
庄
名
が
あ
る
が 、

五
点
ほ
ぽ
同
時
期
同
種
の
も
の
と
推
定
で
き
る
役
者
絵
で
あ

る 。

そ
の
中
の
一
図
「
お
と
は
次
良
三
良
（
音
羽
次
郎―――

郎）
・

は
つ
せ（
早
川
初
瀬）
」（
図
10

)

の
共
派
は 、

宝、
水
四
年

十一
月
顔
見
枇
か
ら

．
年
間 、

市
村
座
に
お
い
て
の
み
で
あ

る
か
ら 、
そ
の
間
の
作
画
刊
行
と
み
て
ほ
ぽ
間
迎
い
が
な
い 。

ま
た 、
「
半
太
夫（
藤
村
半
太
夫）
・

料
代
三
良
（
嵐
喜
代一
1

郎）．
で
ん
九
良（
中
村
伝
九
郎）」
は 、

役
者
評
判
記
と
の
対

比
に
よ
り 、

宝
水
四
年
十

言月
中
村
座
頻
見
世
「
周
防
内
侍

吾
妻
錦」
に
取
材
し
た
作
品
と
考
証
で
き
る 。

様
式
と
役
者

と
を
考
え
る
と 、

制
作
さ
れ
た
版
圃
の
過
半
は
追
存
し
て
い

い 。

さ
ら
に 、

複
数
辿
っ
て
い
る
こ
と
が
非
常
に
少
な
い
こ

版圃
全
体
の
追
存
址
が
錦
絵
時
代
に
比
し
て
は
る
か
に
少
な

今
こ
こ
で
問
坦
と
し
て
い
る
宝、
水・
正
徳
期
にぷls
っ
て
は

味
深
い
報
店
で
あ
っ
た

枚
は 、

後
者
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
点
で 、

非
常
に
典

て
い
な
い
だ
け
な
の
か
判
断
で
き
な
か
っ
た

4
•

井
氏
の
ト

の
か

あ
る
い
は
相中 ，
数
描
き
版
行
し
た
け
れ
ど
も
遺
什
し

湖
他
斎
が
小
邸
の
作
品
の
版
ド

を
ほ
と
ん
ど
描
か
な
か
っ
た

図9

の
組
合
せ
に
よ
り 、

他
の

，一 ．
図
も
ほ
ぼ
同
じ
頃
の
制
作
と
考

定
で
き
る 。
こ
の
冗
図
は 、

島
居
消
伍
あ
る
い
は•111
倍
の
作

で
あ
ろ
う
と
息
わ
れ
る
が 、

当
代一
流
の
浮
世
絵
師
が 、
こ

の
よ
う
な
片
々
た
る
も
の
ま
で
手
が
け
て
い
た
こ
と
は
映
味

深
い 。
そ
の
う
え
こ
の
五
図
は 、

当
時
刊
行
さ
れ
た
同
種
の

小
型
版
画
の
氷
111
の
一
角
で
あ
る
Uf
能
性
が
大
き
い 。

ま
た 、

東
東
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
祁
蔵
「
団
扇
絵
忠

摺
板
鑑」（一 皿
冊）
は 、

団
扇
絵
の
型
見
本
で
あ
り 、

初
期
団

扇
絵
の
唯一
の
追
品
と
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が 、

そ
の
中

に 、

元
禄
か
ら
正
徳
期
以
前
の
制
作
品
が
十
点
前
後
収
め
ら

れ
て
い
る 。

な
か
で
も
水
木
辰
之
助
を
描
い
た→＿
点
と
「
会

稽
隅
田
川（
小
桜
千
之
助
の
狂
女
と
市
村
竹
之
承
の
愧
儡

師）
」
は
元
禄
期
と
考
証
で
き
る
も
の
で
あ
る 。
こ
れ
ら
の

作
品
も 、

当
時
版
行
さ
れ
た
団
扇
絵
の
ご
く
ご
く一
部
と
考

え
ら
れ
る 。

因10 「乏屈錦絵炊成 より複万

"
]
 

m

賊＂ ．
の
絵
本
の
111
刻
本
に
つ
い
て
は 、
佐
此
tit
氏
が「
菱
川
絵
本
の

品
問
題
（「
菱
111
帥
9
11.」
展
図
録 、
f
成
じ ．
年
1
月

f
菜
Ili
又
術
館）

の
中
で ．
序
を
立
て
てへ直
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
；西

さ
れ
た
い

5

ス
ペ
ン
サ
ー

本
に
つ
い
て
は 、
佐
松
柏「
炎
川
師心
11

の
内
検
＂」（「
た

ば
こ
と
塩
の
博
物
館
研
究
紀
要
第
1"グ

江
い
の
出
版
文
化』
中
成 ．．．
 年

1
.

"り）
及
ぴ
前
掲「
菱
川
絵
本
の
品
問
題」
を
参
照
さ
れ
た
い

m
「
杓
呑
r乃
r」
な
ど
師i
11

の
版
巴
組
物
を
含
む）
に
つ
い
て
は 、
「
菱

川
餅
"1」
殷
図
録
の
拙
松
菱
川
帥
宜
の
版
両

菱
川
師
宜
服
両
作
品
IJ

録」
及
び
作
品
解
北
参
照

日
「
新
我
店
|

釉

第'
.:;J(
?::" .＂
flJ
行
会

人
lE 9
年）
に
よ
る

包
きan�se
Pr
in
ts

 I' ‘rlk、
Age
o
f
 lla
runohu/1977

 
Ri
jks
rnuseum

 

A
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ゆ
栖
竺
喩「
11
本
の
必
術
ー
3
4

歌
脳j
冦
冬"5

昭
和
丘
I
i

.

年
じ
月）

⑦
町
m

博―-•
山
村
耕
化
枷「
芝
肛
錦
絵
集
成」（
朽
依
社

大
正
八
年） 、

LA
11
鋭
次
郎
編「
歌
舞
伎
絵
人
成
．JC

係
期j（
中
央
災
術
社

昭
和
li

年）本
脳
は 、
「
菱
川
帥
宜」
展
図
録
の「
役
者
諸
芸
絵
鐙j
の
解
説 、
,·

o

O
O
<'l-
十
月 ．
f
八
11
の
第
： ·-
ヒ
旧
ふ
画
連
に
お
け
る
11
碩
発
表

函
川
師
宜
の
版
画・
版
本
の
沢
版
に
つ
い
て」 、
―-
0
0 ．
年

ご月
ト一こ

日
の
オ
ラ
ン
ダ・
ラ
イ
デ
ン
の
H
粽
浮
枇
絵
会
議
に
お
け
る
日
頭
発
＆

「
没
川
派
の
版
画・
版
木
の
制
作
と
流
通」
の
内
容
に
加
窄
し
た
も
の
で

あ
る
C

本
文
の
用
品
の
う
ち 、
「
初
刻」
は 、
初
版
と
圃
義
で 、
蚊
初
に
整
版

さ
れ 、
そ
の
版
か
ら
摺
刷
さ
れ
た
と
比
定
で
き
る
も
の
を
い
う

そ
し

て 、
特
に
示
さ
な
い
限
り 、
初
刻
初
印（
初
摺）
と
同
義
で
あ
る 。
「
再
刻」

「
別
刻」「
別
版」
は 、
初
刻
本
と
は
全
く
版
が
異
な
る
も
の
の
慈
で
あ
る

「
再
印」「
後
印」「
改
刻
後
印」「
別
印」
は 、
初
印
本
と
基
本
的
な
版
は

1
じ
で
あ
る
が 、
刊
ae
部
分
な
ど一
部
を
削
除
し
た
り 、
彫
り
改
め
た

も
の
を
い
う 。
「
浪
版」
は
版
が
仝
く
異
な
る
も
の
の
意
に
川
い
た
が 、

版
の一
部
が
異
な
る
場
合
を
指
す
こ
と
も
あ
る
た
め 、
第
て
窄
以
降
で

は
使
わ
な
かっ
た 。

名
え
直
す
必
災
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

我
々
は 、

叫
時
の
江 ．
い
の
版
圃
の
版
行
状
況
を
根
底
か
ら

京
寺
町
の
舛
屋
係
兵
術
は 、

井
L

條
明
「
改
訂
妍
補

近
fil

り
小
さ
な
も
の
は
窒
々
た
る
あ
り
さ
ま
で
あ
る 。

我
々
は

の
版
元 、

舛
届
が
刊
行
し
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か 。

り（
お
そ
ら
く
↑
点
以
上）
残
っ
て
い
る 。
し
か
し

小
判
よ

長
方
形
の
版
元
印
が
晶
め
ら
れ
る 。
こ
れ
は 、

江
戸
絵
を
京

っ
た 。
湖
龍
斎
の
版
両
は 、

中
判
よ
り
大
き
な
も
の
は
か
な

上
ト

ニ
オ
と
下
九
ウ
の
役
者
絵
に
の
み
「
舛
や」
と
い
う

（
註
6
)、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
従
釆
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ

と
墨
内
が
あ
る
が 、

共
に
早
過
ぎ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

ヽ'>
 

ら
く
小
判）
の
錦
絵
十一
枚
を
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が

磯
田
湖
龍
斎
な
ど
が
描
い
た
色
彩
の
瑞
々
し
い
小
刺（
お
そ

も
圃
風
を
見
る
に
元
禄
年
間
の
比
な
る
へ
し

弄
花
園
必」

崎
家
爪
氏
は
一
1一

井
高
賜
氏
宅
よ
り

新
た
に
見
い
出
さ
れ
た 、

が
あ
り 、

上
な
見
返
し
に
「
此
tt
11

刻
梓
之
年
な
し
と
い
へ
と

辿
存
率
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
低
い
で
あ
ろ
う 。
か
つ
て
楢

)
と
に
な
る 。
ト

巻
表
紙
に
「
正
徳
『一
巳
年
印
本」
と
朱
hsr

走
さ
れ
る
が 、

小
判•
四
つ
切
判
と
い
っ
た
小
刑
の
も
の
の

し
た
も
の
が
バ
ラ
売
り
も
さ
れ
た
nI
能
件
が
大
き
い
と
い
う

八
割
以
卜

が
UC
録
さ
れ 、

九
割
以
卜

が
追
什
し
て
い
る
と
椎

な
い
忠
招
絵
が
残
る
と
い
う
こ
と
は 、

虚
偽
の
It"
き
人
れ
を

い
え
ば 、

初
代
社
多
川
歌
麿
の
火
判
錦
絵
は 、

版
行
さ
れ
た

あ
ろ
う

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
日
立
芙
術
館
に
冊
f
休
裁
で
は

し
に
く
い
こ
と
を
我
々
は
経
験
的
に
知
っ
て
い
る

例
え
て

止
JJ
flj
か 、

杜
く
と
も
六
年
の
前
半
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

刑．
tll
悪
の
片
片
た
る（
つ
ま
り
安
仙
な）
作
品
の
力
が
辿
什

春
と
い
う
こ
と
に
な
る

し
た
が
っ
て 、

刊
行
は
止
徳
六
年

浮
lit
絵
版
両
で
は 、
11含
応
え
の
あ
る
火
判
作
品
よ
り
も
小

れ
た
と
考
え
る
と 、

ドげ
き
人
れ
は 、

正
徳
仕
年
冬
か
ら
科
年

）
と
と
思
わ
れ
る

J
れ
ら
の

虚偽
の
内
き
人
れ
が 、

本
内
の
刊
行
時
に
行
わ

が
関
与
し
て
い
た
nT
能
性
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
も
屯
大
な

わ
れ
る
の
で
あ
る
が 。

せ
な
い
の
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か 。

そ
れ
に
菱
川
派

に
無
則
に
京
坂
の
役
者
名
を
加
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
思

介
さ
れ
て
い
る
墨
摺
絵
と
roJ ．
の
作
品
が
一
点
し
か
見
い
出

を
い
ず
れ
刊
行
す
る
nl
圃
で
あ
っ
た
と
す
る
と ，

紅
戸
の
絵

い
た
こ
と
は
誘
き
で
あ
る

五
卜

図
も
あ
る
の
に

従
米
紹

奥
占
に
あ
る
と
お
り

以
坂
の
舞
台
に
取
材
し
た
役
者
絵
本

小
刑
の
版
圃（
小
細
判
と
で
も
い
う
べ
き
か）
が
刊
行
さ
れ
て

う
か 。
「
跡
よ
り
点
人
坂

役
者
諸
芸
鐙

近
n
出
米」
と

と
も
あ
れ 、

宝
永
か
ら
正
徳
に
か
け
て

か
く
も
多
数
の

H
瞭
然
と
思
わ
れ
る
が 、

問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

く
解
ら
な
い

か 。

紋
を
変
え
ず
に
役
者
名
だ
け
を
加
え
た
ら 、

削
船
は

の
よ
う
で
あ
る 。

江
／
伝
馬
町
の
本
届
八
兵
衛
の
こ
と
は
全

に
及
ぶ
虚
偽
の
内
き
入
れ
は
何
を
必
味
す
る
の
で
あ
ろ
う

正
徳
か
ら
延．
＃（

．
七
四
四
ー

四
八）
頃
に
活
動
し
た
版
冗

行
し
た
In
版
を
寄
せ
集
め
た
も
の
と
拙．9生
で
き
る 。
十
八
図

占
林
版
几
総
覧」
（
平
成
卜

年

廿
裳
堂
占
店）
に
よ
る
と
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The Production and Distribution of the Illustrated Books 
and Prints of the Hishikawa School 

Asano Shugo 

A considerable number of different editions (ihan) and impressions(betsu-in) exist among the
woodblock prints and books of Hishikawa Moronobu (d. 1694): their production and distribution
is not straightforward. 

The illustrated books (ehon) published by the Urokogataya and carrying a date of before the fifth
month of 1682 (Tenna 2) are nearly all re-cut (saikoku) editions. This means that the blocks of 

Moronobu.ls work owned by the Urokogataya were presumably largely destroyed by fire
sometime after the filth month of 1682 and from 1683 (Tenna 3) onwards the publisher gradually 

released re-cut editions of the books. The loss of the blocks corresponds to the period from the
fifth month of 1682 to the third month of 1683 (Tenna 3) and quite possibly the 28th day of the
twelfth month of 1682, the day of the so-cailed'Oshichi Fires'(Oshichi kajt)-a fact that has already 

been pointed out by Sato Satoru. However, it would not have been necessary for the Urokogataya
to have the blocks re-cut for all the books lost in the fire, and it is thought that he would not have
done so without good reason. For example, the Makuraゼkumimono A ('A Set of "Pillow [Erotic] 
Pictures" A'), included in the'Hishikawa Moronobu hanga sakuhin mokuroku'(A List of Works by 

Hishikawa Moronobu.l)in the illustrated catalogue of the Hishikawa Moronobu exhibition, are
likewise a re-cut edition. These kumimono (literally,'bound thing', a reference to single-sheets 
issued in sets to be mounted to order as albums or handscrolls) are decorated with arabesque 
designs in each corner. They are thought to have been sold over an extended period, and as such,
it is believed that they were probably published by either the Urokogataya or Kashiwaya Yoichi.

As pointed out by Sato Satoru, the Kashiwaya ceased its publishing activities sometime around the
Jokyo era (1 684-88), and it is supposed that the Kashiwaya transferred all its blocks as well as
copyright to the Urokogataya. Apart from the few surviving books of erotica (makura ehon) from 
the Enpo era (1 673-81), the Yokei-tsukuri niwa no zu and Tukinami no asobi-which were issued by 

the Urokogataya in 1691 (Genroku 4)-are not reprints (sai-in) of Kashiwaya works. Judging from
the fact that these are re-cuts, it can be conjectured that the publisher also lost these works in the
1682 conflagration. By contrast, the blocks owned by the Tsuruya, Matsue, Hontonya and
Yamagataya appear not to have been destroyed in the fire. 
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As evidenced by the illustrated books, contact between the Yamagataya and Moronobu lasted for
just over a year, from the first month of 1682 to the first month of 1683. In the first month of 1684
(Tenna 4), the Yamagataya published the two illustrated books by Sugimura Jihei (act. c. 1681-98):
the Ukiyo fukusa-e and Yamato Iii,yii e-kagami. Whether the publication of these works was the 
reason behind Moronobuュs subsequent and apparent break with the Yamagataya is difficult to 
know. No doubt the most important product of the Yamatagataya/Moronobu relationship was the
publication of two kumimono sets.

ISSN ! 343-148X 

The Yakusha shogei e-kagami, an illustrated book by an artist of the Hishikawa school, is
important in the discussion of the activity of the Hishikawa school following Moronobu's death. 
But it can be conjectured that this work was not initially intended as an illustrated book and that

the small-format blocks (240 x 140 mm) were appropriated to the production of a two-volume
work. Numerous small-sized prints (should we refer to them as ko-hosoban?) were published from
the H6ei (1704-11) to Sh6toku (1711-16) eras. It is surprising that only one version of the fifty 

designs known today has been recognised as identical to the sumizuri-e (uncoloured woodblock
prints in sumi ink) introduced earlier. Perhaps it is necessary for us to re-evaluate the underlying 

conditions surrounding the publication of woodblock prints in Edo during this time. 
(Translated by Amy Reigle Newland)
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