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わ~ (2) (1) も（3) (2) (1)江じ

り-次 - っ‘ 戸め 目
k 風 ニ身ひ制様描東に

俗井分と作々か京 次
図 越階つ年なれ 博
l.._ 後 層の代特て 物
と 屋の主に徴い館
も両限題つ る 蔵
、替定い年 -,；店 て中月
と と 行次
っ の 事風

の 関 俗
主係 -図
題 巻

の
概
要

江

戸

時

代

【論

文】

-, 

月

次

風

俗

図

江

戸

東

京

博

物

館

蔵

月
次
風
俗
図

み
当
館
が
所
蔵
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

の
が

い
つ
し
か
上
下
巻
離
れ
ば
な
れ
と
な
り
、
下
巻
に
相
当
す
る
本
資
料
の

「
月

次

風

俗

図

」

十
ニ
ヶ
月
風
俗
図

三
井
越
後
屋

L— 

江
戸
東
京
博
物
館
に
一
巻
の
「
月
次
風
俗
図
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
第

1

図）
。
江
戸
時
代
に
描
か
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
そ
の
絵
画
様
式
な
ど
か
ら
疑
い

の
無
い
も
の
で
、
巻
頭
に
七
月
の
七
夕
の
情
景
が
描
か
れ
、

に
続
き
、
巻
末
に
は
十
二
月
の
師
走
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
一
年
の

後
半
部
分
の
み
描
い
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
当
初
一
月
か
ら
六
月
を

描
い
た
上
巻
と
、

七
月
か
ら
十
二
月
を
描
い
た
下
巻
の
二
巻
揃
い
で
あ
っ
た
も

し
か
し
こ
の
図
巻
の
各
月
の
場
面
を
み
て
い
く
と
、

た
も
の
が
あ
り
、

そ
の
描
写
力
に
は
優
れ

そ
こ
に
選
ば
れ
た
主
題
が
実
に
明
確
に
、
精
緻
に
、

そ
し
て

工
夫
を
凝
ら
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

こ
の
図
巻
が
年
中
行
事
を
月
ご

こ
の
図
巻
に
選
ば
れ
た
主
題
の
性
格
や
画
中
に
描
か
れ
た
様
々
な
情
報
を
確
認

し
て
い
く
と
、
制
作
年
代
の
推
定
と
同
時
に
、

と
に
順
次
描
い
た
タ
イ
プ
の
一
般
的
な
「
月
次
風
俗
図
」

当
館
学
芸
員

で
あ
る
ば
か
り
で
な

は
じ
め
に

巻
を
中
心
に
ー
ー
ー

の

主

題

に

つ

い

て

八
月
、

＊

我

妻

直

美

九
月
と
順
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江戸時代 「月次風俗図」の主題について
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江戸時代「月次風俗図」の主題について

巻
頭
の
七
月
よ
り
順
次
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

三
・
八
Cm

、

八

em
で、

一
三
四
・
五

cm
、

全
体
で
は
お
よ
そ
六
・
七

m
を
数
え
る
。
筆
者
を
知
る
手
掛
か
り
は

何
も
無
い
も
の
の
、
金
銀
を
含
め
た
上
質
な
絵
の
具
を
用
い
て
大
変
丁
寧
に
仕

上
げ
て
お
り
、

そ
の
巧
み
な
筆
運
び
と
あ
い
ま
っ
て
、
絵
師
の
力
量
を
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
具
体
的
に
ど
の
様
な
内
容
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
、

ど
に
て
鉢
巻
を
さ
せ
、
下

第 2図 小町踊り

一
三
四
・
六
Cm

一
、
江
戸
東
京
博
物
館
蔵
「
月
次
風
俗
図
」
巻
の
概
要

こ
の
資
料
は
、
平
成
六
年
の
夏
に
当
館
で
開
催
さ
れ
た
『
江
戸
の
夏
そ

(
l
)
 

の
涼
と
美
』
展
に
お
い
て
初
め
て
公
開
さ
れ
た
。
そ
の
際
碁
礎
デ
ー
タ
も

紹
介
し
て
い
る
が
こ
こ
で
改
め
て
記
し
て
お
く
と
、
索
材
は
幅
二
十
七
・
七

em

一
三
五
・
三
Cm

、

一
三
一
・

女
子
、
紅
絹
の
即
巾
金
入
な

の
紙
で
、
横
に
五
枚
の
紙
を
継
い
で
お
り
、
そ
の
長
さ
は
第
一
紙
よ
り
、

小
町
踊
り
と
い
う
ふ
事
は

昔
は
七
月
六
日
比
よ
り
、

を
次
に
載
せ
て
み
る
。

（
描
か
れ
て
い
る
年
中
行
事

介
し
て
あ
る
『
中
古
風
俗
志
』

)
の
中
で
種
彦
は
「
七
夕
踊
り

を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。

小
町
を
ど
り
か
け
踊
」
と
い
う
一
項
を
掲
げ

く
、
江
戸
時
代
の
一
事
象
を
反
映
し
た
、
独
自
の
主
題
を
も
合
わ
せ
持
つ
可
能

以
下
小
論
で
は
、
ま
ず
最
初
に
当
「
月
次
風
俗
図
」
巻
に
描
か
れ
て
い
る
内

容
や
表
現
上
の
特
徴
を
詳
し
く
紹
介
す
る
。
そ
う
し
た
後
、
こ
の
図
巻
に
込
め

ら
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
主
題
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
そ

し
て
当
該
図
巻
の
独
自
性
と
資
料
性
の
高
さ
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
当
時
の

「
月
次
風
俗
図
」
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
〈
も
う
ひ
と
つ
の

主
題
〉
と
い
う
も
の
に
も
、
今
後
は
積
極
的
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と

性
が
高
い
こ
と
を
推
測
す
る
に
至
っ
た
。

【
七
月
】
（
第
1
.
1
図）

家
々
に
短
冊
を
付
け
た
笹
が
飾
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

る
こ
と
が
わ
か
る
。

場
す
る
華
や
か
な
集
団
で
あ
る

（第

2
図）。

七
月
の
七
夕
で
あ

と
り
わ
け
み
る
者
の
目
を
引
く
の
は
、
最
初
の
場
面
に
登

こ
れ
は
中
心
で
肩
に
担
が
れ
て
い
る
少
女
達
の
風
俗
等
か
ら
、

七
月
の
風
習

で
あ
る
小
町
踊
り
、
別
名
七
夕
踊
り
の
一
群
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
江
戸
時

代
に
お
け
る
こ
の
踊
り
の
様
子
を
詳
し
く
知
る
手
掛
か
り
と
し
て
は
、
文
政
九(2

)
 

年
(
-
八
二
六
）
に
柳
亭
種
彦
が
記
し
た
『
還
魂
紙
料
』
と
い
う
随
箪
が
あ
る
。

て
、
小
町
踊
り
に
関
す
る
記
事
を
多
数
集
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

そ
の
中
の
ひ
と
つ
、
「
明
和
元
年

江
戸
住
老
人
筆
記
」
と
し
て
紹

や
り
て
、

七
八
歳
ご
ろ
の

髪
、
頭
に
造
花
を
か
ざ
り
、

色
々
美
し
き
手
欅
を
か
け

て
、
達
な
る
染
も
や
う
を

着
せ
、
団
太
鼓
に
房
の
つ
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三囁竺ニデ乏三竺き芸三ーニ孟•――—

麺索

に
美
し
い
着
物
が
掛
け
ら
れ
て
い

図3

る
の
が
目
に
止
ま
る
（
第
4
図
）
。

第

階
下
で
楊
枝
を
使
う
男
と
合
わ
せ

っ
て
の
も
の
と
す
る
）
、
家
の
軒
先

以
下
の
左
右
は
全
て
画
面
に
向
か

列
の
奴
が
槍
を
振
っ
て
歩
く
姿(

5
)
 

を
舞
踊
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

踊
り
と
は
、
も
と
も
と
大
名
行

槍
踊
り
で
あ
る
（
第

5
図
）
。
槍

そ
れ
が
や
が
て
若
衆
姿
や
女
形

て
い
く
と

（
小
論
に
お
い
て
は

さ
て
踊
ら
れ
て
い
る
舞
は

そ
し
て
さ
ら
に
画
面
を
左
に
み

こ
と
が
理
解
で
き
る
。

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

楽
し
ん
で
い
る
様
子
だ
と
い
う

は
月
見
の
宴
の
贅
沢
な
余
興
を

に
比
べ
る
と
地
味
な
存
在
で
あ
る
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

の
で
あ
ろ
う
。
小
町
踊
り
の
描
写
れ
を
眺
め
て
い
る
。
空
に
満
月

食
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
も

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

い
ふ
歌
を
う
た
ひ
歩
行
し
が

乳
母
抱
守
等
つ
き
そ
ひ
て
、
日
傘
を
さ
>
せ
‘
そ
の
ほ
か
の
大
勢
娘
子
供

き
た
る
を
持
せ
、

四
五
人
も
召
仕
ほ
ど
の
町
人
の
娘
は
、

分
け
て
食
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

肩
車
に
乗
せ
、

手
を
曳
、
盆
々
ぼ
ん
は
今
日
あ
す
ば
か
り
、
あ
し
た
は
嫁
の
し
ほ
れ
草
と

(
3
)
 

（
以
下
略
）

画
面
と
比
較
し
な
が
ら
こ
の
資
料
を
読
ん
で
み
る
と
、
当
図
巻
の
表
現
が
実

に
的
確
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
あ
た
か
も
ひ
と
つ
の
記
録
文
と
そ
の
挿

絵
の
ご
と
く
一
致
し
て
い
て
興
味
深
い
。
小
町
踊
り
の
絵
画
資
料
と
し
て
、
こ

(
4
)
 

の
図
柄
は
貴
重
な
も
の
の
ひ
と
つ
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
次
に
蓋
皿
り
沿
い
の
家
の
二
階
で
食
事
を
す
る
男
達
に
注
目
し
た
い
（
第

3
図）
。
彼
ら
は
御
馳
走
と
い
う
よ
り
も
、
大
き
な
鉢
に
盛
ら
れ
た
一
品
を
取
り

こ
れ
は
七
夕
の
行
事
食
の
索
麺
を
、

皆
で

が
、
七
夕
風
俗
の
ひ
と
つ
と
し
て

て
少
々
う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、

第 4図 着物と楊枝を使う男

か
た
や
小
町
踊
り
の
名
残
り
の
着
物
（
晴

れ
着
を
着
用
し
終
え
て
干
し
て
い
る
と
こ
ろ
）
、
か
た
や
索
麺
を
食
べ
終
え
て
一

息
入
れ
る
姿
、

と
共
に
右
場
面
で
展
開
し
て
い
た
七
夕
祭
り
の
諸
行
事
の
終
焉

を
表
現
し
て
い
る
と
も
取
れ
る
。
ま
た
男
の
視
線
の
先
に
は
、
こ
の
画
題
の
最

後
を
締
め
括
る
よ
う
に
川
が
流
れ
て
い
る
が
、

る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

【
八
月
】
（
第
1
.
2
図）

た
築
山
の
上
か
ら
、
男
達
が
そ

七
夕
行
事
は
古
来
水
の
祭
と
さ

れ
、
そ
し
て
七
夕
の
翌
日
に
は
笹
飾
り
を
川
に
流
す
風
習
も
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
の
川
は
こ
の
画
題
の
最
も
本
質
的
な
面
を
伝
え

七
夕
の
終
了
を
伝
え
つ
つ
次
の
場
面
へ
と
導
く
、

池
に
張
り
出
し
た
舞
台
の
上
で
華
や
か
な
舞
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、

岸
に
面
し
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江戸時代「月次風俗図」の主題について

第 5図

第 6図

槍踊り

千木箱売り

第 7図 生姜売り

八
月
か
ら
画
面
を
進
め
て
い
く
と
ま
ず
立
派
な
社
殿
が
大
き
く
描
か
れ
、
次

元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
は
江
戸
市
村
座
で
も
披
露

さ
れ
、
以
後
艶
や
か
な
姿
の
槍
踊
り
が
大
流
行
す
る
に
至
っ
た
。
「
煤
掃
き
や
諸

人
が
ま
ね
る
槍
踊
り
」
と
い
う
其
角
の
句
が
残
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
、
広
く
庶

民
に
も
親
し
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

見
と
槍
踊
り
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
例
は
珍
し
い
が
、
流
行
を
常
に
反
映
し
て
き

た
浮
世
絵
に
は
槍
踊
り
を
描
い
た
も
の
が
あ
り
、
こ
の
画
題
が
当
時
の
流
行
を

敏
感
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

【
九
月
】
（
第
1
.
3
図）

第
に
境
内
の
賑
わ
い
の
様
子
へ
と
転
じ
て
い
く
。
出
店
の
中
の
小
さ
な
箱
を
売

る
店
（
第
6
図）、

そ
し
て
境
内
の
外
で
点
々
と
生
姜
を
売
る
者
達
（
第

7
図）

の
所
に
ま
で
目
が
至
れ
ば
、
こ
れ
が
江
戸
の
飯
倉
神
明
社
の
九
月
の
祭
礼
で
あ

い
わ
ゆ
る

「月
次
風
俗
図
」
に
お
い
て
月

姿
で
踊
る
よ
う
に
な
り
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
水
木
辰
之
助
が
京
都
で
踊

っ
た
の
を
皮
切
り
に
、

る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
飯
倉
神
明
社
の
祭
礼
は
、
別
名
生
姜
市
と
も
言
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
姜
を
売
る
店
が
沢
山
出
る
こ
と
で
有
名
で
あ
っ
た
。
ま

ち

ぎ

ば

こ

た
小
さ
な
箱
は
、
千
木
箱
と
呼
ば
れ
、
竹
の
わ
っ
ば
に
藤
の
花
が
描
か
れ
て
い

る
も
の
で
、
中
に
飴
な
ど
を
入
れ
て
売
っ
た
祭
り
の
緑
起
物
で
あ
る
。
こ
の
ふ

た
つ
の
特
徴
的
な
事
柄
以
外
に
も
、
千
木
箱
を
売
る
店
の
左
隣
に
あ
る
、
単
な

る
手
水
所
が
か
な
り
大
き
く
扱
わ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
れ
ば
（
第

8
図
）
、
こ

れ
は
神
明
社
の
水
で
目
を
洗
う
と
目
の
病
が
治
る
、

第 8図 手水所

と
い
う
民
間
信
仰
を
反
映

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
同
じ
く
右
隣
の
店
は
、
甘
酒
屋
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
（
第

9
図）。

八
三
八
）

明
治
三
十
八
年
(
-
九

0
五
）
に
菊
池
貴
一
郎
が
著
し

(
6
)
 

た
『
江
戸
府
内
絵
本
風
俗
往
来
』
に
は
、
門
前
の
花
露
屋
と
い
う
化
粧
品
屋
が

祭
り
の
日
に
甘
酒
を
売
っ
て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
さ
ら
に
天
保
九
年
（
一

(
7
)
 

の
斎
藤
月
太
こ
に
よ
る
『
東
都
歳
事
記
』
に
も
、
祭
礼
の
日
に
産
子
の

家
々
で
は
甘
酒
を
造
り
、
訪
れ
る
人
に
甘
酒
を
振
る
舞
う
風
習
が
あ
っ
た
と
記

―-139-



我妻 直美

し
て
い
る
。
描
写
さ
れ
て
い
る
情
景
は
い
ず
れ
の
内
容
と
も
異
な
る
よ
う
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
窺
え
る
、
飯
倉
神
明
社
と
甘
酒
の
関
係
の
深
さ
を

思
い
起
こ
さ
せ
る
に
は
十
分
で
あ
る
。
ま
た
祭
り
と
言
え
ば
見
世
物
等
が
付
き

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
江
戸
時
代
こ
の
神
明
社
も
そ
の
賑
や
か
な
こ
と
は
広
く
知

れ
渡
っ
て
い
た
。
画
面
に
ひ
と
つ
描
か
れ
た
覗
き
か
ら
く
り
は
（
第
9
図）、

れ
を
伝
え
る
よ
す
が
と
な
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
「
月
次
風
俗
図
」
に
お
い
て
特
徴
あ
る
祭
礼
は
、
描
か
れ
た
資
料

の
地
域
を
特
定
す
る
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
る
。
京
都
で
は
祇
園
祭
礼
が
最
も

有
名
な
も
の
の
ひ
と
つ
に
な
る
が
、
江
戸
の
場
合
は
大
川
の
舟
遊
び
で
そ
れ
と

推
察
す
る
も
の
が
多
い
（
特
に
江
戸
初
期
の
肉
箪
画
に
お
い
て
）
。
も
っ
と
も
近

年
、
六
月
に
山
王
祭
礼
、
九
月
に
神
田
祭
を
描
い
た
、
江
戸
初
期
に
制
作
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
屏
風
を
み
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
江
戸
の
特
徴
あ
る
行
事
を
積

(8
)
 

極
的
に
描
い
た
も
の
と
し
て
珍
し
い
例
に
属
す
る
と
思
う
。
当
該
図
巻
も
そ
の

第 9図 茶屋と覗きからくり

そ 第10図 恵比須講の宴会

し
長
く
な
る
が
次
に
紹
介
す
る
。

す
る
に
は
、
前
出
の

あ
る
こ
と
が
打
ち
出
さ
れ
た
「
月
次
風

【
十
月
】
（
第
1
.
4
図）

て
恵
比
須
講
の
場
面
と
な
る
。
床
の
間

な
十
月
の
行
事
で
あ
る

こ
の
場
面
で
興
味
深
い
の
は
、
画
面
の
半
分
が
宴
会
の
支
度
を
す
る
台
所
の

様
子
に
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
第
11
図）
。
既
に
恵
比
須
の
前
に
は
魚

を
は
じ
め
と
す
る
供
物
が
据
え
ら
れ
て
い
る
が
、
台
所
で
は
さ
ら
に
鯛
や
蛸
、

そ
の
他
の
魚
、

と
し
て
い
る
。

そ
し
て
大
根
や
人
参
と
思
し
き
野
菜
が
次
々
と
料
理
さ
れ
よ
う

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
材
料
を
見
て
い
く
だ
け
で
も
心
楽
し
い
。
こ

れ
だ
け
の
食
材
を
集
め
、
蔵
に
は
山
と
米
俵
が
積
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る

と
、
か
な
り
裕
福
な
家
と
言
え
よ
う
。

【
十
一
月
】
（
第
1
.
5
図）

引
き
続
き
座
敷
が
舞
台
と
な
り
、
現
在
の
七
五
三
に
お
け
る
五
歳
の
男
児
の

祝
い
に
あ
た
る
、
袴
着
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
内
容
を
よ
り
詳
し
く
理
解

『
江
戸
府
内
絵
本
風
俗
往
来
』

が
参
考
と
な
る
の
で
、
少

将
軍
家
よ
り
諸
大
名
衆
、
或
は
高
家
の
方
々
に
至
り
て
は
、

第11図 恵比須講の台所

旧
式
の
御
家

（第
10
図）。

か
に
宴
会
を
開
く
の
は
、
商
家
の
重
要

に
恵
比
須
の
姿
を
祀
り
そ
の
前
で
賑
や

が
紅
葉
に
染
ま
る
と
、
画
面
は
一
転
し

九
月
と
画
面
を
分
か
つ
小
さ
な
土
手

俗
図
」
と
し
て
、
注
目
に
値
す
る
。

意
味
で
、
明
確
に
江
戸
の
年
中
行
事
で
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第13図
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第14図

ら
れ
る
。

が
、
大
変
丁
寧
で
正
確
な
こ
と
が
あ
げ

松飾りの準備と餅つき

て
、
取
り
上
げ
た
画
題
に
対
す
る
描
写

ま
ず
最
初
に
、
表
現
上
の
特
徴
と
し

を
以
下
に
ま
と
め
る
。

内
容
を
通
覧
し
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら

,1
,
 

2
 

9
,'
 

以
上
、
当
該
「
月
次
風
俗
図
」
巻
の

く
、
華
や
か
な
商
家
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
第
12
図
）
。
登
場

巻
末
は
、
新
春
の
花
の
季
節
を
待
つ
梅
樹
の
姿
で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。

と
、
当
該
「
月
次
風
俗
図
」
の
袴
着
の
場
面
は
、
質
索
な
武
家
の
も
の
で
は
な

（第
14
図）。

当
図
巻
の
図
柄
を
念
頭
に
浮
か
べ
な
が
ら
改
め
て
こ
の
資
料
を
読
ん
で
み
る

法
の
次
第
あ
り
て
、
こ
の
編
つ
く
す
限
り
は
あ
ら
ず
（
こ
の
前
文
に
、
祝

い
の
た
め
の
衣
類
や
膳
、
進
物
に
は
か
な
り
の
費
用
が
か
か
る
こ
と
が
記

し
て
あ
る
。
〈
筆
者
注
〉
）
。
旗
本
衆
の
幼
君
は
麻
上
下
に
振
袖
の
衣
紋
を
整

え
、
馬
上
に
打
ち
立
ち
た
る
姿
は
愛
す
べ
く
、
馬
前
に
立
つ
二
人
の
馬
丁

は
浅
黄
地
に
白
く
主
人
の
印
染
め
抜
き
し
法
被
に
、
同
色
の
股
引
・
白
足

（
中
略
）
御
世
の
豊
を
知

人
物
は
皆
筆
を
尽
く
し
た
美
し
さ
で
描
か
れ
、
庭
に
も
見
物
の
人
々
が
訪
れ
て

い
る
。
手
を
取
っ
て
主
役
の
男
の
子
に
着
付
け
を
し
て
い
る
ふ
っ
く
ら
と
し
た

体
艦
の
女
性
は
、

母
ら
し
い
姿
で
あ
る
。
そ
の
奥
に
い
る
女
性
は
男
の
子
の
叔
母
か
守
り
か
、

【
十
二
月
】

『
江
戸
府
内
絵
本
風
俗
往
来
』
に
あ
る
よ
う
に
、

（第
1
.
6
図）

最
後
は
師
走
を
迎
え
た
街
中
の
風
景
で
あ
る
。
右
半
分
は
年
末
の
忙
し
さ
に

せ

き

ぞ

ろ

追
わ
れ
る
扇
屋
と
両
替
屋
を
中
心
に
、
街
を
行
き
交
う
節
季
候
や
弓
矢
売
り
、

正
月
の
飾
り
売
り
が
描
か
れ
て
い
る
（
第
認
図
）
。
両
替
屋
の
景
気
の
良
さ
が
窺

み
、
餅
が
つ
か
れ
、

正
月
が
も
う
す
ぐ
そ
こ
に
来
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る

様
々
な
特
徴

看
取
で
き
る
絵
画
資
料
と
し
て
の
特
徴

父
母
介
添
な
し
、
乳
母
ま
た
守
り
も
付
き
従
い

(
9
)
 

ら
れ
た
り
。

い
知
れ
る
が
、
道
を
隔
て
た
左
側
の
場
面
で
は
、
着
々
と
松
飾
り
の
準
備
が
進

飾
り
、
帯
・
腰
帯
の
結
び
に
至
る
ま
で
好
み
を
つ
く
し
、
実
母
或
い
は
叔

町
家
に
至
り
て
は
男
子
女
子
と
も
粋
と
優
美
を
を
つ
く
し
た
る
衣
類
を
着

袋
を
は
き
、
（
中
略
）

ず
れ
に
せ
よ
華
や
か
で
贅
沢
な
祝
い
の
様
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

し、

い
か
に
も
乳
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そ
し
て
川
、

ェ
イ
ド
・
ア
ウ
ト
の
手
法
が
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
手
法
は
九
月
の
飯
倉
神
明

社
の
祭
礼
の
場
面
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
（
第
1
.
3
図）、

本
殿
が
登
場
し
、

賑
や
か
な
境
内
、
参
道
と
続
き
、
最
後
は
索
朴
な
風
体
の
生

姜
売
り
が
点
在
し
て
完
結
す
る
。
鳥
居
を
中
心
に
、
立
派
な
本
殿
か
ら
生
姜
を

ら
し
て
、
場
面
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、

八
月
の
月
見
、

十
一
月
の
袴
着
を
除
け
ば
、

い
き
な
り
大
き
な

て
い
る
。
鑑
賞
者
が
右
か
ら
左
と
巻
き
込
み
な
が
ら
み
て
い
く
に
し
て
も
、

長

過
ぎ
て
ひ
と
月
を
一
覧
す
る
の
は
や
や
苦
し
い
。
が
そ
こ
に
様
々
な
工
夫
を
凝

ま
ず
七
夕
の
場
面
を
取
り
上
げ
れ
ば
（
第
1
.
1
図
）
、
右
か
ら
小
町
踊
り
の

進
む
賑
や
か
な
路
上
風
景
、
索
麺
の
膳
、
祭
り
の
後
を
暗
示
す
る
着
物
と
男
、

と
巻
頭
に
ふ
さ
わ
し
い
華
や
か
な
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
最
初
に
配

置
し
、
徐
々
に
ト
ー
ン
を
落
と
し
て
い
く
と
い
う
、
映
画
で
い
う
と
こ
ろ
の
フ

い
ず
れ
の
画
面
も
長
く
取
ら
れ

七
月
の
七
夕
を
描
く
に
当
た
っ
て
の
行
事
全
体
を
見
据
え
た
視

点
、
す
な
わ
ち
七
夕
の
様
々
な
風
習
を
画
面
全
体
に
点
在
さ
せ
て
い
る
点
や
、

小
町
踊
り
に
見
ら
れ
る
正
確
な
風
俗
描
写
な
ど
は
、
七
夕
行
事
の
絵
画
資
料
と

し
て
貴
重
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
描
写
態
度
は
、
十
一
月
の
袴
着
の
場
面

に
も
共
通
す
る
も
の
で
、
ど
ち
ら
も
文
字
資
料
と
の
明
ら
か
な
一
致
が
興
味
深

い
。
ま
た
九
月
の
飯
倉
神
明
社
の
祭
礼
に
お
け
る
境
内
の
描
写
も
同
様
で
、
一

見
賑
や
か
な
ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
な
祭
礼
風
景
で
あ
る
が
、
千
木
箱
、
生
姜

そ
こ
に
描
か
れ
た
祭
礼
の
要
索
は
、

い
ず
れ
も
飯
倉
神
明

社
を
特
徴
付
け
る
絞
り
に
絞
っ
た
要
索
で
あ
っ
た
。
無
駄
無
く
適
格
に
、
飯
倉

神
明
社
祭
礼
の
特
徴
あ
る
姿
を
描
い
て
い
る
。

そ
し
て
第
二
に
、
巧
み
な
画
面
構
成
を
あ
げ
た
い
。

売
り
は
も
と
よ
り
、

の
が
、
長
い
場
面
を
一
対
一
に
区
切
っ
て
見
せ
場
を
設
け
る
構
成
で
あ
る
。
十

月
の
恵
比
須
講
で
は
（
第
1
.
4
図
）
、
前
半
が
座
敷
で
盛
り
上
が
る
宴
会
の
様

子
、
後
半
が
宴
会
の
裏
方
の
忙
し
さ
と
豊
か
な
台
所
事
情
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。

台
所
の
様
子
も
詳
し
く
描
く
発
想
は
、
菱
川
師
宣
も
用
い
て
い
る
発
想
で
特
に

コ
の
字
に
設
定
さ
れ
た
屋
敷
の
形
や
、
そ
の
繋

ぎ
廊
下
の
所
に
膳
を
運
ぶ
若
衆
を
描
い
て
場
面
の
連
続
を
示
す
配
慮
な
ど
は
、

ひ
と
つ
の
場
面
構
成
と
し
て
も
巧
み
で
あ
る
。
こ
れ
程
明
確
な
構
成
で
は
な
い

が
、
十
二
月
も
（
第
1
.
5
、
6
図
）
、
両
替
屋
脇
の
通
り
を
境
に
前
半
が
主
に

師
走
の
商
い
の
賑
や
か
さ
を
表
現
し
、
後
半
が
門
松
、
餅
つ
き
と
い
っ
た
具
体

的
な
準
備
作
業
を
描
く
、
と
い
う
発
想
が
窺
え
る
。
い
ず
れ
も
、
各
年
中
行
事

の
ポ
イ
ン
ト
を
捉
え
な
が
ら
、

上
手
く
画
面
構
成
を
仕
上
げ
て
い
る
。

他
に
は
、
月
と
月
と
の
場
面
展
開
の
エ
夫
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
七
月
の

末
尾
を
飾
る
川
の
流
れ
が
、

入
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
も
触
れ
た
と
お
り
で
る
（
第

1
.
2
図
）
。
ま

や
が
て
八
月
の
満
々
と
水
を
た
た
え
た
池
へ
の
導

た
恵
比
須
講
の
勝
手
口
の
先
に
は
橋
が
あ
り
、

男
が
描
か
れ
て
い
る
が
（
第
1
.
4
図）、

そ
こ
に
は
食
料
を
届
け
に
来
る

そ
の
橋
の
反
対
側
に
は
、
逆
方
向
に

膳
を
担
い
で
歩
む
男
の
姿
も
あ
る
（
第

1
.
5
図
）
。
こ
れ
が
次
の
月
の
袴
着
の

祝
い
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
画
面
を
進
め
れ
ば
明
ら
か
と
な
る
。
橋

を
中
心
に
し
て
、
食
物
を
手
に
左
右
へ
別
れ
る
男
達
の
姿
は
、
同
じ
場
面
に
描

か
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
主
題
へ
と
導
く
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
の
川
と
橋
は
、

「繋
ぎ
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
境
界
」
で
も
あ
る

と
い
う
、
二
重
の
意
味
を
持
っ
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が

た
な

売
る
簡
索
な
店
ま
で

一
直
線
の
展
開
が
面
白
い
。
そ
し
て
次
に
あ
げ
ら
れ
る
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た
槍
踊
り
が
描
か
れ
て
い

ー
一
七

0
四
）
に
誕
生
し

小町踊りの人々

元
禄
年
間
（
一
六
八
八

れ
ば
、
先
述
し
た
よ
う
に

つ
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
画
題
の
面
か
ら
み

「
月
次
風
俗
図
」
巻
は
い

さ
て
、
第
三
と
し
て
は
、

の
美
し
さ
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

美
し
く
、

や
は
り
冒
頭
に
も
ふ
れ
た
確
か
な
筆
運
び
と
彩
色

分
け
が
な
さ
れ
て
い
て
細
か
い

様
々
に
描
き
分
け
ら
れ
た
登
場
人
物
た
ち
の
姿
態
や
着
物
の
柄
は
、
丁
寧
で

し
か
も
表
現
に
固
さ
が
無
い
。
顔
の
表
情
も
上
品
で
、
様
々
な
描
き

（第
15
図
）
。
建
物
等
の
描
写
に
も
破
綻
は
無

く
、
と
り
わ
け
自
然
を
描
い
た
部
分
、

た
と
え
ば
八
月
の
池
に
落
ち
る
滝
と
白

い
洲
浜
の
表
現
や
（
第
16
図
）
、
恵
比
須
講
の
庭
先
の
紅
葉
（
第
17
図
）
な
ど
も

み
る
に
値
す
る
添
景
で
あ
る
。
そ
し
て
使
わ
れ
て
い
る
絵
の
具
は
色
数
も
多
く
、

発
色
も
良
い
。
ま
た
画
面
全
体
に
掃
か
れ
た
金
砂
子
は
二
種
の
金
を
使
い
分
け

し
ゅ
ん

た
華
や
か
な
も
の
だ
し
、
画
面
の
所
々
に
登
場
す
る
松
は
、
い
ず
れ
も
跛
に
金

贅
沢
な
索
材
を
自
由
に
用
い
て
描
い
た
感
の
強
い
こ
の
図
巻
は
、
単
な
る
既
製

品
で
は
な
く
、
特
別
注
文
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

3
 

，
ー

し

前
述
の
如
く
画
題
や
表
現
上
の
特
徴
を
み
て
き
た
が
、

そ
れ
で
は
一
体
こ
の

制
作
年
代
に
つ
い
て

泥
が
施
さ
れ
て
美
し
く
堂
々
と
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
実
力
の
あ
る
絵
師
が

第16図 竜‘
、
1

第17図 紅葉の土手

る
。
描
か
れ
た
姿
形
も
、
当
時
の
浮
世
絵
師
鳥
居
清
信
（
一
六
六
四
ー
一
七
ニ

九
）
描
く
と
こ
ろ
の
槍
踊
り
の
姿
と
よ
く
似
て
い
る
。
こ
の
図
巻
が
元
禄
年
間

を
中
心
に
、
以
降
槍
踊
り
が
人
気
を
博
し
て
い
た
頃
ま
で
が
ひ
と
つ
の
想
定
時

期
と
な
ろ
う
。

ま
た
七
夕
の
小
町
踊
り
は
、

正
保
か
ら
寛
文
（
一
六
四
四
ー
一
六
七
三
）
の

(10) 

頃
に
盛
ん
だ
っ
た
と
い
う
の
が
従
来
の
通
説
の
よ
う
で
あ
る
。
が
前
述
の
『
還

魂
紙
料
』
の
中
の
『
中
古
風
俗
志
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
の
図
巻
の
よ
う
に

少
女
を
飾
り
た
て
た
り
日
傘
を
さ
し
て
賑
や
か
に
練
り
歩
く
、
派
手
な
形
態
の

も
の
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
享
保
の
中
頃
と
あ
り
（
享
保
／
一
七
一

六
ー
一
七
三
六
）
、
逆
を
言
え
ば
享
保
初
頭
、
あ
る
い
は
元
禄
の
頃
ま
で
、
ま
だ

華
や
か
な
面
影
が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
、
『
中

古
風
俗
志
』
と
同
様
『
還
魂
紙
料
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
元
禄
元
年
（
一
六
八

八
）
の
『
俳
諧
五
節
句
』
の
、
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の
「
小
町
踊
り
」

の
項
を
み
れ
ば

者
注
〉
）

又
昼
は
女
童
踊
。
こ
れ
は
薄
の
太
鼓
、
塗
撥
を
手
毎
に
た
、
き
、
染
絹
の

鉢
巻
、
帯
を
肩
よ
り
ぶ
ら
さ
げ
、
結
び
だ
す
き
と
名
づ
け
、
都
の
大
路
を

日
傘
さ
し
か
け
て
、

踊
り
を
か
け
に
近
づ
き
の
門
に
て
踊
る
な
り
。
こ
れ

(11) 

を
小
町
お
ど
り
と
い
ふ
、

や
、
元
禄
三
年
（
一
六
九

0
)
の
其
角
選
の
俳
句
集
『
誰
が
家
』
の
、

(12) 

い
ろ
／
~
の
傘
さ
し
つ
れ
て
か
け
踊
（
か
け
踊
は
小
町
踊
り
の
別
名
〈
筆

と
い
っ
た
史
料
か
ら
、
元
禄
初
頭
に
は
ま
だ
ま
だ
小
町
踊
り
が
盛
況
で
あ
っ
た

こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
は
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
の
『
続
江
戸
砂
子
』

十
二
三
以
下
の
少
女
、
帯
・
腰
帯
や
う
の
物
を
襟
に
か
け
欅
と
し
、
団
だ

い
こ
と
て
団
の
ご
と
く
な
る
太
鼓
に
て
拍
子
を
と
り
て
諷
ふ
。

は
あ
ら
ず
、

お
ど
る
に

(13) 

た
ゞ
む
ら
が
り
て
あ
ゆ
み
行
也
。
男
子
は
此
事
な
さ
ず
。

と
あ
り
、
享
保
二
十
年
に
至
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
色
鮮
や
か
な
欅
（
当
該
「
月

次
風
俗
図
」

の
小
町
踊
り
の
中
で
、

肩
に
担
が
れ
て
い
る
少
女
達
の
胸
元
に
あ

る
帯
状
の
も
の
）
を
用
い
た
独
特
の
装
い
に
よ
る
小
町
踊
り
が
続
い
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）

七
夕
の
小
町
踊
り
の
記
述
は
無
く
な
り
、

の

七
月
十
五

H
の
盆
の
挿
絵
に
お
い
て
、

手
を
繋
い
だ
少
女
達
と
幼
子
を
背
負
っ
た
女
達
が
歌
い
歩
く
姿
を
認
め
る
の
み

(14
)
 

で
あ
る
。
従
っ
て
享
保
年
間
位
ま
で
が
、
華
や
か
な
姿
を
実
際
に
目
に
す
る
こ

と
が
で
き
た
時
代
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
風
俗
画
の
中
に
は
、
時
に
古
い
風

俗
を
敢
え
て
描
い
た
も
の
も
あ
る
が
、
当
図
巻
の
描
写
の
よ
う
に
風
俗
が
正
確

で
、
し
か
も
こ
れ
だ
け
の
人
数
を
描
き
込
ん
だ
も
の
は
、
管
見
の
限
り
後
述
す

『
東
都
歳
事
記
』

で
は

四
）
の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
「
月
次
風
俗
図
」
屏
風
で
は
、
大
画
面
と
小
画
面

に
感
じ
ら
れ
る
。

無
視
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

る
善
峰
寺
蔵

「
四
季
図
巻
」
よ
り
他
例
が
無
く
、

る
、
あ
る
い
は
回
想
に
よ
る
描
写
に
は
無
い
表
現
上
の
活
気
が
感
じ
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
低
い
と
判
断
し
た
い
。

い
さ
さ
か
小
町
踊
り
に
つ
い
て
長
く
述
べ
過
ぎ
た
が
、
槍
踊
り
と
小
町
踊
り

、ヽつ
‘
 

と
し

ま
た
後
の
時
代
の
撲
本
に
よ

と
り
わ
け
人
々
の
眼
を
引
い
た
で
あ
ろ
う
ふ
た
つ
の
華
や
か
な
流
行

の
風
俗
が
、

そ
の
姿
を
実
際
に
見
る
こ
と
の
で
き
た
時
期
を
元
禄
か
ら
享
保
年

間
あ
た
り
で
合
致
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
制
作
時
期
を
推
定
す
る
上
で

さ
て
次
に
、
表
現
と
い
う
点
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
既
知
の

絵
画
資
料
の
中
の
ど
の
よ
う
な
資
料
群
と
共
通
し
た
表
現
様
式
を
み
せ
て
い
る

か
に
よ
っ
て
判
断
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、

元
禄
か
ら

享
保
年
間
に
制
作
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
も
の
達
と
の
共
通
点
が
目
立
つ
よ
う

た
と
え
ば
、
元
禄
時
代
を
中
心
に
活
躍
し
た
英
一
蝶
（
一
六
五
ニ
ー
一
七
二

と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
師
走
風
景
の
よ
う
な
街
頭
場
面
に
お
い
て
、

店

先
の
表
現
と
人
物
と
の
大
小
関
係
や
画
面
へ
の
接
近
距
離
等
、
全
体
的
な
雰
囲

(15) 

気
が
似
通
っ
て
お
り
、
ま
た
師
走
風
俗
に
も
共
通
点
が
あ
る
。
も
っ
と
も
師
走

風
俗
は
あ
ま
り
特
徴
の
出
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
添
景
と
し
て
両
替
屋

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
享
保
年
間
の
作
と
紹
介
さ

(16) 

れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
西
山
松
之
助
氏
に
よ
っ
て
享
保
五
ー
六
年
の
間

(17) 

に
制
作
年
代
が
推
定
さ
れ
た
大
英
博
物
館
蔵
「
江
戸
風
俗
図
」
巻
も
（
第

18

図
）
、
画
面
上
下
に
掃
か
れ
た
金
雲
の
雰
囲
気
が
よ
く
似
て
い
る
し
、
明
る
い
画
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江戸時代「月次風俗図」の主題について

第19図 大英博物館蔵「江戸風俗図」巻の内

「浅草の図」の覗きからくり

西
山
氏
が
珍
し
い
描
写
で
あ
る
と
注
目

そ
し
て
さ
ら
に
具
体
的
な
例
と
し
て

面
の
印
象
は
よ
く
似
て
い
る
。

か
ら
受
け
取
れ
る
明
る
＜
小
作
り
な
画

本
に
は
欠
如
し
て
い
る
が
、
場
面
々
々

の
手
は
明
ら
か
に
異
な
る
し
、
大
英
博

て
女
達
の
髪
型
な
ど
に
同
時
代
的
な
も

の
が
感
じ
ら
れ
る
。
江
戸
博
本
と
絵
師

本
の
豚
し
い
数
の
登
場
人
物
か
ら
発
せ

ら
れ
る
熱
気
の
よ
う
な
も
の
が
江
戸
博

い
色
を
多
用
し
た
着
物
の
描
写
、
そ
し

頭
の
丸
い
小
柄
な
人
物
の
体
型
、
明
る

第20図 覗きからくり 第18図 大英博物館蔵「江戸風俗図」巻の内「浅草の図」（部分）

面
に
細
々
と
丁
寧
に
諸
要
素
を
描
き
込
ん
で
い
く
制
作
態
度
や
、
動
き
の
あ
る

図
巻
」
と
の
類
似
点
も
紹

小
町
踊
り
の
箇
所
で
も
触

そ
し
て
最
後
に
、
先
に

と
は
想
像
で
き
る
と
思
う
。

第21図

保
前
後
の
も
の
で
あ
る
こ

さ
れ
た
大
英
博
本
の
覗
き
か
ら
く
り
の
様
子
と
（
第
19
図
）
、
江
戸
博
本
の
飯
倉

神
明
社
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
（
第

20
図
）
と
が
近
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

(18) 

し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
覗
き
箱
の
上
に
は
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ウ
ン
ド
の
様
に
丸

＜
吊
っ
た
小
さ
な
人
形
が
数
体
飾
ら
れ
、

に
開
け
ら
れ
た
の
ぞ
き
穴
の
回
り
に
は
花
び
ら
の
様
な
装
飾
が
施
さ
れ
、
両
手

で
複
数
の
紐
を
引
い
て
操
る
男
は
簡
素
な
着
物
に
傘
を
被

っ
た
姿
を
と
る
、

い
う
特
徴
が
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
他
に
も
描
写
の
似
て
い
る
資
料
を
み
て
み

る
と
、
ま
ず
宝
永
（
一
七

0
四
ー
一
七
―
-
）
頃
の
出
版
と
さ
れ
る
『
遊
君
女

(19) 

郎
花
』
の
も
の
は
（
第
21
図
）
、
箱
自
体
に
施
さ
れ
た
装
飾
、
看
板
の
存
在
（
「
大

坂
下
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
れ
が
江
戸
の
覗
き
か
ら
く
り
と
想
像

で
き
る
）
、
そ
し
て
傘
を
被
っ
た
男
の
風
俗
、
及
び
全
体
に
丸
っ
こ
い
姿
の
人
物

描
写
な
ど
が
江
戸
博
本
と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
享
保
二
十
年
の

(20
)
 

品
鏡
』
で
は
（
第
22
図
）
、
大
坂
の
出
版
物
で
は
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
大
き
な

看
板
が
立
ち
、

そ
こ
に
は
「
大
か
ら
く
り
」
と
江
戸
博
本
と
同
じ
誘
い
文
句
が

あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
覗
き
か
ら
く
り
の
詳
し
い
歴
史
は
省
く
が
、
江
戸

ら
く
り
の
形
態
が
大
体
享

れ
た
、
善
峰
寺
蔵
「
四
季

博
本
に
描
か
れ
た
覗
き
か

大東急文庫蔵 「遊君女郎

花」の覗きからくり

そ
の
前
に
看
板
が
立
つ
。
そ
し
て
箱と

『
絵
本
御
伽
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た
、
と
み
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

枯
9
し
／
り
ぃ

・そし
ジ
名

？
 

ナ
ィ
の

I
に

~
に
＇

る
。
特
に
先
述
し
た
小
町
踊
り
の
場
面
や
、

子
を
置
き
、
彩
色
も
明

る
い
点
や
、
小
作
り
な

人
物
像
や
金
泥
を
あ
し
ら
っ
た
樹
木
の
描
写
等
に
、
共
通
し
た
性
格
が
見
出
せ

そ
の
他
袴
着
の
場
面
等
に
み
ら
れ

る
風
俗
表
現
の
丁
寧
さ
や
豪
華
さ
は
、
同
種
の
も
の
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い

と
思
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、

そ
の
善
蜂
寺
本
に
は
、

五
代
将
軍
綱
吉
の
生
母
桂

昌
院
(
-
六
二
四
ー
一
七

0
五
）
寄
贈
の
品
で
あ
る
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。

善
峰
寺
本
自
体
の
検
討
を
こ
こ
で
詳
し
く
述
べ
る
余
裕
は
無
い
が
、

や
か
な
上
層
階
級
の
人
々
の
生
活
を
描
い
た
視
点
や
、

そ
の
華
麓
な
出
来
栄
え

は
、
桂
昌
院
に
ま
つ
わ
る
伝
承
に
ふ
さ
わ
し
く
、
彼
女
の
生
没
年
か
ら
し
て
、

こ
の
図
巻
は
元
禄
期
（
一
六
八
八
ー
一
七

0
三）

か
そ
れ
に
近
い
頃
に
制
作
さ

さ
て
結
論
と
し
て
、
江
戸
博
本

「月
次
風
俗
図
」
は、

と
同
じ
頃
、
享
保
年
間
前
半
あ
た
り
に
、

れ
た
可
能
性
が
高
く
な
る
。

明
る
＜
華

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
本
、

善
峰
寺
本
と
の
類
似
が
認
め
ら
れ
つ
つ
も
、
大
英
博
本
と
の
類
似
点
も
多
く
、

そ
の
風
俗
描
写
に
お
け
る
享
保
期
的
な
性
格
は
大
き
い
。
従
っ
て
、
大
英
博
本

や
や
古
い
様
式
も
残
し
つ
つ
描
か
れ

第22図 「絵本御伽品鏡」の覗
きからくり

が
、
画
面
上
下
に
金
砂

華
や
か
な
印
象
が
強
い

江
戸
博
本
よ
り
多
く

体
と
し
て
登
場
人
物
が

(21) 

介
し
て
お
き
た
い
。
全

と
が
わ
か
る
。

と
同
時
に

）
の
図
巻
で
は
少
女
全
員
が
肩
車
さ
れ
て
い
る
こ

そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
画
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
風
俗
、

た
と
え
ば
七
夕
の
小
町
踊
り
に
関
す
る
『
中
古
風
俗
志
』

確
認
す
る
と
、

「四
五
人
も
召
仕
ほ
ど
の
町
人
の
娘
は
、

の
記
述
を
改
め
て

肩
車
に
乗
せ
」
、

ヽ
~

と
し

う
記
述
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
こ
れ
が
町
人
の
娘
を
中
心
と
し
た
行
事
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
と
り
わ
け
裕
福
な
娘
達
の
風
俗
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
も
わ

(23) 

か
る
。
ま
た
本
来
十
月
の
恵
比
須
講
が
商
人
の
商
売
繁
盛
を
願
う
行
事
で
あ
る

こ
と
は
、
多
く
を
述
べ
る
必
要
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
十

一
月
の
袴

あ
る
い
は
注
目
さ
れ
て
い
る
風
俗
は

い
ず
れ
も
裕
福
な
町
人
の
も
の
で
あ
る
。

商
人
の
生
活
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
、
も
う
ひ
と
つ
の
主
題

ひ
と
月
ご
と
の

画
題
に
つ
い
て
の
精
査
を
終
え
た
後
改
め
て
こ
の
図
巻
を
通
覧
し
て
み
る
と
、

「年
中
行
事
」
と
い
う
一
目
瞭
然
の
画
題
と
共
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
主
題
に
よ

っ
て
各
場
面
が
構
成
さ
れ
て
い
る
可
能
性
に
気
付
か
さ
れ
た
。
以
下
、

身
分
階
層
の
限
定

元
禄
期
以
降
の
「
月
次
風
俗
図
」
の
中
に
、

そ
の
主

そ
の
画
題
を
あ
る
特
定
の
身
分

の
人
達
の
年
中
行
事
に
限
っ
て
構
成
す
る
資
料
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
武
田

(22) 

恒
夫
氏
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
に

立
っ
た
と
き
、
江
戸
博
本
「
月
次
風
俗
図
」
が
町
人、

題
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

さ
て

そ
れ
も
か
な
り
富
裕
な

い
さ
さ
か
資
料
紹
介
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
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(2) 
な
師
走
風
景
と
な
っ
て
い
る
十
二
月
の
場
面
で
も
、

替
を
依
頼
す
る
の
は
武
士
で
あ
り
、
よ
り
一
層
両
替
商
の
、

な
く
商
人
の
、
圧
倒
的
な
財
力
と
い
う
も
の
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
場
面
左
側
の
正
月
準
備
に
重
き
を
置
い
た
場
面
に
お
い
て

も
、
家
の
中
に
「
正
月
」
と
読
め
る
大
福
帳
が
あ
る
点
は
、
新
年
へ
向
け
て
の

商
家
の
準
備
に
対
す
る
細
か
な
目
配
り
が
感
じ
ら
れ
る
し
、
最
後
に
大
き
く
蔵

を
描
い
て
い
る
点
も
、
こ
の
一
年
間
の
蓄
財
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

も
の
で
は
な
く
、
富
裕
な
商
人
の
生
活
風
景
を
描
い
た
も
の
、

し
か
も
飯
倉
神

明
社
の
存
在
か
ら
、
江
戸
の
町
人
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
た
結
果
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
三
井

越
後
屋
の
江
戸
両
替
店
と
の
関
係
が
深
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
に
至
っ
た
。

れ
る
。

＝
一
井
越
後
屋
両
替
店
と
の
関
係

以
上
の
よ
う
に

）
の
「
月
次
風
俗
図
」
巻
は
単
に
年
中
行
事
を
羅
列
し
た

つ
ま
り
武
士
で
は

着
の
行
事
が
、

町
人
層
の
風
習
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た

と
お
り
で
あ
る
し
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
家
庭
が
、

町
人
の
中
で
も
か
な
り
の
資

さ
ら
に
細
か
い
描
写
に
ま
で
目
を
向
け
れ
ば
、
恵
比
須
講
の
場
面
の
半
分
を

占
め
る
台
所
や
米
倉
の
様
子
は
、
こ
の
家
の
豊
か
な
生
活
を
知
る
に
十
分
で
あ

り
、
積
極
的
に
財
力
を
誇
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
一
件
平
凡

そ
の
中
心
に
描
か
れ
た
両

替
屋
の
素
晴
ら
し
い
繁
盛
振
り
が
目
を
引
く
。
俵
の
様
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
持
っ

ぜ
に
さ
し

た
銭
差
の
束
、
金
銀
の
絵
の
具
も
鮮
や
か
な
大
判
、
丁
銀
の
数
々
。
そ
こ
で
両

産
家
で
あ
る
こ
と
は
華
や
か
な
支
度
か
ら
容
易
に
推
察
で
き
る
。

第23図 扇屋の箱の「井桁」に「三」

第24図 両替屋

こ
の
推
測
の
き
っ
か
と
な
っ
た
の
は
、

師
走
場
面
の
扇
屋
の
店
奥
に
置
か
れ

た
、
扇
の
紙
を
入
れ
る
箱
の
大
き
な
「
井
桁
」
に
「
三
」

の
商
標
で
あ
る

23
図
）
。
こ
の
図
巻
の
中
で
こ
れ
程
明
確
に
書
か
れ
た
商
標
、
あ
る
い
は
紋
や
文

字
の
類
は
無
く
、
唯
一
の
存
在
で
あ
る
。
画
中
の
紋
や
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た
文

字
に
、
画
題
に
関
す
る
重
要
な
情
報
を
込
め
る
と
い
う
発
想
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
に
も
江
戸
時
代
初
期
に
描
か
れ
た

M
O
A
美
術
館
蔵
「
湯
女
図
」

物
に
み
ら
れ
る
「
沐
」

の
着

の
字
や
、
同
じ
く
徳
川
黎
明
会
蔵
「
伝
本
多
平
八
郎
姿

絵
」
に
お
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
着
物
の
「
葵
」
文
様
、
そ
し
て
そ
の
後
の
浮
世
絵

に
お
け
る
紋
を
利
用
し
た
見
立
て
の
手
法
等
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対

し
て
は
既
に
様
々
な
考
察
・
指
摘
が
な
さ
れ
、
そ
の
存
在
の
重
要
性
は
明
ら
か

(24
)
 

で
あ
る
。
こ
こ
に
書
き
込
ま
れ
た
周
囲
の
丸
が
無
い
商
標
自
体
は
、
厳
密
に
は

三
井
越
後
屋
の
や
や
格
下
の
者
の
暖
簾
分
け
に
際
し
て
送
ら
れ
る
も
の
と
の
こ

(25
)
 

と
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
格
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て

二

（第
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第26図 三井文庫所蔵「三井高利夫妻像」（部分）

居
士

第27図

心疋※汝金〇忍※滋認oe凡な必ン’

三井文庫保管「三井高利夫妻像」（部分）

J

と
で
は
な
か
ろ
う
。

の
中
の
さ
ら
に
一
部
の
店
、
つ
ま
り
鴻
池
か
三
井
か
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
に
な

い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
当
時
金
と
銀

第25図

）
の
両
替
屋
が
金
と
銀
を
扱
っ
て
い
る
と

両替屋の主

さ
て
こ
こ
で
さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
が

が
あ
る
。
文
字
通
り
の
金
銀
銭
の
山
で
あ

(26) 
る。 屋

の
繁
盛
振
り
は
大
変
索
晴
ら
し
い
も
の

図
）
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
両
替

両
替
屋
の
存
在
に
着
目
し
た
い

（第

24

ア
．
両
替
屋
の
存
在

ま
ず
最
初
に
、
師
走
風
景
に
描
か
れ
た

〈
三
井
越
後
屋
〉
と
い
う
区
別
さ
れ
る
べ
き
存
在
が
暗
示
さ
れ
た
と
し
て
当
該

図
巻
を
見
直
す
と
、
他
に
も
三
井
越
後
屋
と
の
関
連
を
示
す
要
索
が
あ
る
こ
と

に
気
付
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
。

を
扱
え
た
の
は
主
に
本
両
替
商
と
い
う
限
ら
れ
た
両
替
屋
の
特
権
で
あ
っ
た
こ

と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
こ
の
店
が
銭
ば
か
り
扱
う
脇
両
替
商
で
は
な
く
、
数
少

な
い
本
両
替
商
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
の
点
を
三
井
越
後
屋
で
確
認

す
る
と
、
三
井
越
後
屋
の
江
戸
両
替
店
は
元
禄
二
年
(
-
八
六
九
）
に
本
両
替

仲
間
に
加
入
し
て
お
り
、

以
後
享
保
前
半
頃
ま
で
に
三
井
越
後
屋
の
両
替
店
は

急
成
長
を
遂
げ
て
い
る
。
し
か
も
元
禄
の
頃
、
江
戸
に
は
十
数
店
の
本
両
替
商

が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
三
井
や
鴻
池
と
い
っ
た
新
興
勢
力
が
急
速

に
伸
ぴ
て
い
っ
た
時
期
で
あ
り
、

た
ど
り
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。

期
に
当
た
る
こ
の
元
禄
か
ら
享
保
年
間
が
、
こ
の
三
井
越
後
屋
の
大
発
展
期
で

あ
り
、
先
に
推
定
し
た
当
図
巻
の
制
作
時
期
と
一
致
す
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
当
時
十
数
店
あ
っ
た
と
さ
れ
る
本
両
替
商
で
は
あ
る
が
、
実
際

に
そ
の
頃
こ
の
図
巻
に
描
か
れ
た
程
の
景
気
の
良
さ
を
謳
歌
で
き
た
の
は
、
そ

る
。
そ
う
す
る
と
そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
描
か
れ
た
〈
繁
盛
す
る
両
替

屋
〉
の
隣
の
扇
屋
に
、
「
三
」
に
「
井
桁
」
の
商
標
が
特
筆
さ
れ
て
い
れ
ば
、
こ

の
両
替
屋
に
三
井
越
後
屋
の
両
替
店
の
姿
を
思
い
起
こ
す
こ
と
は
そ
う
難
し
い

ち
な
み
に
、

で
あ
ろ
う
。

旧
来
の
本
両
替
商
の
多
く
は
衰
退
の
一
途
を

つ
ま
り
こ
こ
で
、
両
替
商
界
の
勢
力
交
代

正
月
の
挨
拶
代
わ
り
に
知
人
や
得
意
先
に
扇
子
を
配
る
と
い
う

風
習
が
、
商
家
に
は
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
、
「
三
」
に
「
井
桁
」

印
の
箱
の
扇
子
は
、
三
井
越
後
屋
が
正
月
に
配
る
た
め
に
用
意
し
て
い
る
も
の

さ
て
次
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
両
替
屋
の
奥
に
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み
つ
い
た
か
と
し

座
る
主
人
の
姿
が
（
第
25
図
）
、
三
井
家
初
代
の
三
井
高
利
の
姿
絵
に
類
似
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
店
の
主
人
の
姿
は
、
図
巻
中
の
他
の
人
物
像
に
比

し
て
明
ら
か
に
顔
も
頭
も
大
き
く
、
頭
項
は
平
ら
に
な
っ
て
お
り
、

や
や
猫
背
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
、
顔
が
大
き
く
頭
が
平
ら
に
な
っ
て
い
る
と

あ
る
（
第

26
、

い
う
特
徴
は
、
三
井
文
庫
所
蔵
・
保
管
の
高
利
像
と
よ
く
似
通
っ
て
い
る
の
で

27
図
）
。
三
井
文
庫
本
は
い
ず
れ
も
高
利
婦
人
が
一
緒
に
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
婦
人
の
姿
と
比
べ
る
と
そ
の
特
徴
は
は
っ
き
り
し
て
く

な
い
）
を
み
る
と
、
同
じ
よ
う
に
頭
を
剃
っ
た
年
配
の
男
が
店
に
座
っ
て
い
る
。

先
に
指
摘
し
た
人
物
像
は
、
あ
る
い
は
〈
両
替
商
の
主
人
〉
と
い
う
ひ
と
つ
の

典
型
と
な
っ
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
け
る
あ
く
の
強
さ
と
姿
全
体
を
大
き
く
は
っ
き
り
描
い
て
い
る
点
に
注
目
す

人
物
像
に
は
積
極
的
に
高
利
を
想
定
し
た
、
絵
師
の
意
図
と
い
う
も
の
が
感
じ

取
れ
る
の
で
あ
る
。

れ
ば

イ
．
飯
倉
神
明
社
の
選
択

ま
た
背
は

し
か
し
な
が
ら
江
戸
博
本
に

二
番
目
に
着
目
し
た
い
の
は
、
九
月
の
年
中
行
事
と
し
て
飯
倉
神
明
社
の
祭

礼
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
九
月
の
年
中
行
事
と
し
て
飯
倉
神
明

社
の
祭
礼
が
選
ば
れ
て
い
る
例
は
珍
し
く
、
江
戸
の
「
月
次
風
俗
図
」
の
場
合

は
菊
を
愛
で
る
重
隔
の
節
句
の
様
子
か
、
神
田
明
神
の
祭
礼
が
選
ば
れ
る
例
が

多
い
。
飯
倉
神
明
社
が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
図
巻
が
江
戸
の
地
を
舞

台
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
外
に
、
こ
の
行
事
を

一
蝶
の
描
写
と
は
明
ら
か
に
一
線
を
画
す
も
の
が
あ
る
。
江
戸
博
本
の

も
っ
と
も
、
英
一
蝶
筆
「
月
次
風
俗
図
」
屏
風
の
両
替
屋
（
本
両
替
商
で
は

る。

勢
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
共
通
性
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
そ
も
そ
も
神
明
社
は
「
伊
勢
神
宮
の
分
霊
を
勧

(27) 

請
し
て
祀
っ
た
社
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
伊
勢
神
宮
を
信
仰

の
対
象
と
す
る
社
な
の
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
三
井
家
の
歴
史
を
考
え
る
と
、

(28) 

三
井
家
は
伊
勢
松
坂
出
身
の
い
わ
ゆ
る
伊
勢
商
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
京
都
、

大
坂
、
江
戸
と
三
都
に
店
を
構
え
た
後
に
も
、
戸
籍
は
松
坂
に
残
し
、
故
郷
の

紀
州
徳
川
家
に
対
し
巨
額
の
御
用
金
を
納
め
る
な
ど
、
松
坂
と
の
関
係
は
緊
密

に
続
い
て
い
る
。
ま
た
そ
も
そ
も
伊
勢
商
人
誕
生
の
背
景
に
は
、
全
国
を
回
っ

お

ん

し

て
祈
繭
を
行
っ
た
伊
勢
神
宮
の
御
師
の
商
人
化
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
三
井
家
と
伊
勢
、
及
び
伊
勢

神
宮
と
の
関
係
は
、
三
井
家
の
出
自
を
語
る
上
で
大
変
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な
る
。

さ
ら
に
こ
の
考
え
を
推
し
進
め
る
と
、
三
井
家
も
飯
倉
神
明
社
も
、
伊
勢
を

本
拠
地
と
し
な
が
ら
江
戸
に
分
身
を
出
し
た
と
こ
ろ
、

で
大
成
功
を
収
め
た
、

店
は
、

そ
の
分
身
が
江
戸
の
地

と
い
う
共
通
す
る
事
実
が
見
い
出
せ
る
。
前
者
の
江
戸

そ
の
雄
姿
が
錦
絵
に
も
描
か
れ
る
程
駿
河
町
で
繁
盛
し
、
江
戸
の
大
店

の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
同
時
に
、
江
戸
名
所
の
ひ
と
つ
と
し
て
も
そ
の
存
在
が
知

れ
渡
っ
て
い
た
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
必
要
も
無
い
。
ま
た
後
者
の
飯
倉
神

明
社
も
、
江
戸
市
中
に
お
い
て
最
も
産
子
の
多
い
神
社
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら

れ
、
そ
の
祭
礼
の
賑
や
か
な
こ
と
は
様
々
な
出
版
物
や
錦
絵
に
記
録
さ
れ
て
い

る
。
ど
ち
ら
も
江
戸
の
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
程
、
江
戸
ッ
子
の
生

活
に
密
着
し
、
親
し
ま
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
が
、
共
に
そ
の
根
っ
こ
が
伊

選
ぶ
に
至
っ
た
特
別
な
理
由
が
何
か
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
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た
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
月
次
風
俗
図
」
を
描
い
た
絵
師
の
、
各
画
題

れ
て
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
全
体
風
景
で
は

い
ず
れ
も
絵
画
表
現
、
画
題
選
択
の
視
点
か
ら
導
き
出
さ
れ

さ
て
、
以
上
の
如
く
両
替
商
の
描
写
、
そ
し
て
飯
倉
神
明
社
が
画
題
と
し
て

て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
。

も
っ
と
も
前
述
の
よ
う
な
解
釈
に
は
、

牽
強
付
会
の
感
が
残
る
か
も
し
れ
な

い
。
伊
勢
と
い
う
土
地
を
め
ぐ
っ
て
緊
密
な
関
係
が
窺
え
る
飯
倉
神
明
社
と
三

注
意
が
及
ん
で
は
じ
め
て
得
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
御
神
体
に
認
識

が
及
ば
な
け
れ
ば
気
付
か
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
図
巻
の
飯
倉
神
明
社
の
社
殿
を

よ
く
み
る
と
、
建
物
の
間
か
ら
こ
っ
そ
り
御
神
体
が
、
銀
色
の
鏡
が
、

か
。
江
戸
で
賑
わ
う
飯
倉
神
明
社
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

勢
の
も
の
な
の
で
あ
る
、

あ
る
、

と〇

述
べ
て
き
た
が
、

と
。
そ
し
て
、 （第

28
図
）
。
普
通
こ
の
よ
う
な
絵
画
の
場

つ
ま
り
境
内
で
の
整
然
と
し
た
無

つ
ま
り
史
実
と
こ
の
図
巻
の
描
写
内
容
は

す
る
こ
と
は
、
十
分
可
能
だ
っ
た
と
考
え
た
い
。

の
取
捨
に
よ
っ
て
主
題
を
暗
示

に
画
面
を
選
択
し
、
描
写
対
象

）
の
よ
う
な
深
い
解
釈
の
も
と

表
現
力
等
を
持
っ
て
す
れ
ば

に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
確
認
し
て
き

覗
い
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い

合
、
御
神
体
が
覗
い
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
も
し
御
神

体
が
描
か
れ
て
い
る
と
し
た
ら
縁
起
絵
巻
の
よ
う
な
も
の
の
類
で
あ
ろ
う
か
、

つ
ま
り
こ
の
図
巻
を
描
い
た
絵
師
は
、
通
常
の
発
想
か
ら
い
え
ば
描
く
こ
と
の

な
い
御
神
体
を
、
こ
の
図
巻
の
飯
倉
神
明
社
に
つ
い
て
は
敢
え
て
描
き
込
ん
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
飯
倉
神
明
社
の
御
神
体
を
鑑
賞
者
に
積
極
的
に

理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
、
絵
師
が
意
議
的
に
行
っ
た
暗
示
で
は
な
い
だ
ろ
う

そ
の
御
神
体
は
、
伊

三
井
家
も
、
同
じ
伊
勢
出
身
な
の
で

選
ば
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
点
か
ら
三
井
越
後
屋
江
戸
両
替
店
と
の
関
係
を

（
年
中
行
事
）
そ
の
も
の
に
対
す
る
正
確
で
精
緻
な
描
写
力
や
表
現
力
、
画
題

を
よ
く
理
解
し
た
上
で
の
巧
み
な
画
面
構
成
力
や
表
現
力
と
い
っ
た
も
の
は
、

一
章
で
詳
し
く
述
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
筐
け
ば
、

た
こ
の
絵
師
の
実
力
及
び
知
識
、

ち
な
み
に
蛇
足
な
が
ら
付
け
加
え
て
お
く
と
、
三
井
高
利
が
江
戸
の
両
替
店

に
座
っ
て
直
接
商
売
し
て
い
た
可
能
性
は
低
い
し
、
ま
た
質
索
倹
約
を
旨
と
し

て
い
た
高
利
が
、

⇔
こ
の
図
巻
に
み
る
よ
う
な
豪
奢
な
年
中
行
事
を
実
際
に
行
っ

あ
る
部
分
に
お
い
て
は
多
々
異
な
る
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
を
理
由
に
、
こ
の
図
巻
が
三
井
家
と
無
縁
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と

思
う
。
た
と
え
ば
一
章
で
既
に
詳
述
し
た
よ
う
に
、
飯
倉
神
明
社
の
境
内
の
描

写
は
、
神
明
社
を
特
徴
付
け
る
要
索
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
忠
実
に
取
り
あ
げ
ら

駄
の
無
い
配
置
や
見
世
物
小
屋
の
数
な
ど
に
は
、
絵
画
と
し
て
の
画
面
構
成
上

は
な
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
先

も
、
決
し
て
不
可
能
な
こ
と
で

に
盛
り
込
ん
だ
と
理
解
す
る
の

井
家
で
あ
る
が
、
前
記
の
推
論
は

い
ず
れ
も
飯
倉
神
明
社
の
御
神
体
に
ま
で

)
れ
だ
け
の
意
図
を
こ
の
図
巻

神
体
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て

こ
の
絵
師
が
、
本
両
替
商
や
御

第28図 飯倉神明の御神体
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江戸時代「月次風俗図」の主題について

し
か
し
こ
の
よ
う
な
例
は

す
る
に
至
っ
た
。

実
に
興
味
あ
る
存
在
と
い
え
よ
う
。

の
効
果
が
優
先
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
場
面
は
飯
倉
神
明
社
を
語
る
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
備
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
飯
倉
神
明
社
の
〈
形
〉
は
と
も
か
く
〈
存
在
〉
そ
の
も
の
を
再
現
す
る

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
理
解
を
図
巻
全
体
に
当
て
は
め
れ
ば
、

こ
の
図
巻
は
当
時
の
三
井
越
後
屋
に
関
す
る
大
切
な
情
報
の
蓄
積
を
基
に
、
当

「
月
次
風
俗
図
」
の
中
に
そ
の
存
在
そ
の
も
の
を
再
構
築
し
て
い

っ
た
と
理
解

で
き
る
の
で
あ
る
。

結
論
と
し
て
こ
の
図
巻
に
は
、
享
保
頃
の
江
戸
の
商
人
の
繁
栄
の
様
子
、

行
事
の
風
俗
を
視
覚
的
に
知
る
手
掛
か
り
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、

=
-
、
「
月
次
風
俗
図
」
と
も
う
ひ
と
つ
の
主
題

つ
ま
り
「
月
次
風
俗
図
」
が
、

と

り
わ
け
三
井
越
後
屋
の
両
替
店
の
繁
栄
の
様
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
主
題
と
し
て

背
後
に
あ
る
と
解
し
た
い
。
「
月
次
風
俗
図
」
と
い
う
風
俗
画
と
し
て
は
慣
用
的

な
表
現
手
段
を
用
い
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
主
題
を
も
内
包
し
て
い
る
可
能
性
が

高
い
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
江
戸
博
本
「
月
次
風
俗
図
」
は
、
江
戸
の
年
中

江
戸
の
大

商
人
三
井
家
が
武
士
を
も
凌
ぐ
力
を
持
っ
た
時
代
の
ひ
と
つ
の
産
物
と
し
て
、

一
見
平
凡
な
「
月
次
風
俗
図
」
に
過
ぎ
な
い
江
戸
東
京
博
物
館
蔵
「
月
次
風

俗
図
」
巻
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
画
題
や
描
写
内
容
を
つ
ぶ
さ
に
確
認
し
て

い
っ
た
結
果
、
〈
も
う
ひ
と
つ
の
主
題
〉
と
い
う
も
の
が
こ
こ
に
は
あ
る
と
推
測

十
ニ
ヵ
月
の
画

一
蝶
は

い
る
点
や
、
郊
外
の
風
景
に
力
を
入
れ
て
い
る
点
等
に
そ
の
こ
と
は
窺
え
る
が
、

こ
の
こ
と
を
よ
り
明
確
に
伝
え
る
場
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
場
面
の
左
半
分

を
占
め
る
大
き
な
鳥
居
と
、
そ
の
右
側
に
簾
の
か
か
っ
た
小
さ
な
建
物
と
を
描

い
た
十
月
の
画
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
右
半
分
の
主
題
が
恵
比
須
講
で
あ
る
こ
と

は
問
題
無
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
左
半
分
の
鳥
居
は
何
処
を
示
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
こ
で
思
い
浮
か
ぶ
の
が
、
鳥
居
と
そ
の
右
側
に
あ
る
恵
比
須
の
社

と
い
う
珍
し
い
組
み
合
わ
せ
が
共
通
す
る
、
浅
草
の
総
鎮
守
西
宮
稲
荷
の
恵
比

(30) 

須
開
帳
の
行
事
で
あ
る
。
十
月
の
行
事
と
し
て
一
般
的
な
恵
比
須
講
は
、
座
敷

で
の
宴
会
風
景
に
よ
る
屋
内
の
場
面
と
な
る
が
、
江
戸
の
恵
比
須
講
行
事
の
中

で
も
屋
外
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
た
こ
の
行
事
な
ら
、
「
野
外
景
物
図
」
と
し
て

の
要
求
を
も
満
た
す
恰
好
の
画
題
と
な
る
。

一
般
的
な
恵
比
須
講
の

宴
会
風
景
を
選
ば
ず
に
、
恵
比
須
講
と
野
外
景
物
と
い
う
ふ
た
つ
の
要
素
を
合

わ
せ
持
つ
こ
の
場
所
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
野
外
景
物
図
」
と
い
う
主

題
の
完
成
を
狙
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
う
ひ
と
つ
の

主
題
を
理
解
し
、

江
戸
時
代
の
年
中
行
事
自
体
を
も
う
一
度
見
直
し
て
み
る
こ

外
景
物
図
」
と
し
て
の
主
題
が
一
本
通
っ
て
い
る
。
道
や
境
内
を
広
く
取
っ
て

題
全
て
を
統
括
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
主
題
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
や
、

そ
の
主
題
に
よ
っ
て
各
月
の
画
題
が
意
図
的
に
選
択
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
当
図
巻
だ
け
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

今
こ
こ
で
詳
し
く
述
べ
る
余
裕
は
無
い
が
、
小
論
を
成
す
に
当
た
り
気
の
付
い

た
二
、
三
の
例
を
次
に
紹
介
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

(29) 

ひ
と
つ
は
、
先
に
再
三
引
用
し
た
英
一
蝶
筆
「
月
次
風
俗
図
」
屏
風
で
あ
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
屏
風
は
「
月
次
風
俗
図
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
野
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推
測
は
あ
や
し
く
な
る
。

と
す
る
と
十
一
月
の
行
事
と
し
て
一
般
的
な
も
の
の

も
う
ひ
と
つ
は
、
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
所
蔵
の
菱
川
師
宣
（
i
-
六
九
四
）

筆

「
四
季
風
俗
図
」
巻
で
あ
る
。

こ
の
図
巻
に
つ
い
て
は
同
館
の
小
林
優
子
氏
が
詳
し
く
調
査
さ
れ
て
い
る
の

(31) 

で
詳
述
は
省
く
が
、
同
氏
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
人
物
描
写
に
力
を
入
れ
て
い

る
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
り
、

さ
ら
に
今
回
の
視
点
か
ら
述
べ
れ
ば
こ
れ
は

「美

る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
吉
原
の
十
一
月
の
行
事
に
も
、
こ
れ
に
該
当
す
る

よ
う
な
も
の
は
特
に
無
い
。
し
か
し
こ
の
図
巻
が
と
り
わ
け
美
し
い
女
性
の
姿

に
力
を
入
れ
い
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
は
吉
原
田
圃
の
鷲
神
社
の

酉
の
市
に
お
け
る
吉
原
裏
門
の
開
放
を
意
味
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の

日
人
々
は
自
由
に
吉
原
に
入
り
、
中
の
様
子
を
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

う
。
も
っ
と
も
、
吉
原
田
圃
の
鷲
神
社
が
人
気
を
博
し
た
の
は
明
和
八
年
（
一

(32) 

七
七
一
）
頃
か
ら
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
宣
師
の
活
躍
時
期
に
照
ら
し
て
こ
の

ひ
と
つ
、
芝
居
の
「
顔
見
世
」
に
吉
原
の
「
張
見
世
」
を
ひ
っ
か
け
た
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
岩
城
紀
子
氏
の
解
釈
の
方
が
可
能
性
が
は
る
か
に
高
そ
う
で

(33
)
 

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
図
巻
の
「
美
人
画
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
う
ひ

と
つ
の
主
題
に
こ
だ
わ
っ
た
結
果
、
何
か
吉
原
の
太
夫
達
の
姿
に
よ
っ
て
語
り

う
る
十
一
月
の
画
題
が
設
定
さ
れ
て
い
る
に
相
違
無
い
。
他
の
月
の
画
題
が
明

確
な
こ
と
か
ら
み
て
も
、
こ
の
場
面
は
決
し
て
無
意
味
な
吉
原
風
景
と
し
て
挿

入
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
美
人
画
」
に
相
応
し
い
十
一
月
の
画
題
が
込
め
ら

れ
て
い
る
と
信
じ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
他
の
月
と
い
え
ば
、

に
つ
い
て
小
林
氏
は
、
「
初
午
」
に
言
及
し
な
が
ら
も
、

い
上
、
初
午
独
特
の
賑
や
か
な
風
俗
が
何
も
無
く
、

二
月
の
場
面

そ
の
鳥
居
が
大
変
小
さ

た
だ
美
し
い
人
物
が
歩
く

様
子
し
か
な
い
こ
と
か
ら
、
控
え
め
に
「
宮
参
り
」
と
い
う
画
題
を
与
え
る
に

と
ど
め
て
い
る
。

が
こ
れ
な
ど
も
、
こ
の
図
巻
に
お
け
る
「
美
人
画
」
と
い
う

視
点
を
積
極
的
に
認
め
れ
ば
、
二
月
の
場
面
に
鳥
居
、

だ
け
で
十
分
「
初
午
」

と
い
う
解
釈
は
成
り
立
つ
と
思
わ
れ
る
。
師
宣
に
と
っ
て
こ
の
図
巻
は
、
年
中

は
美
人
で
あ
り
、
年
中
行
事
の
シ
ン
ボ
ル
が
単
な
る
小
道
具
に
追
い
や
ら
れ
て

他
に
も
、
団
十
郎
の
姿
や
歌
舞
伎
役
者
の
紋
な
ど
を
多
数
描
き
込
ん
だ
も
の

や
、
僧
形
の
人
物
や
信
仰
に
関
す
る
場
面
が
頻
繁
に
描
か
れ
た
も
の
も
み
た
こ

と
が
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
も
詳
し
い
観
察
を
施
せ
ば
何
か
独
自
の
主
題
が
見
い

出
せ
そ
う
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
に
は
、
ま
だ
多
く
の
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
の
箪
者
の
自
問
自
答
の
解
釈
が
、
結
論
と
い
う
に
は
早
過
ぎ
る
。
だ
が
こ
れ

前
面
的
な
主
題
と
は
異
な
る
も
う
ひ
と
つ
の
主
題
を
内
包
し
て
い
る
可
能
性
が

高
い
こ
と
は
理
解
い
た
だ
け
た
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、

ら
の
例
に
よ
っ
て

そ
こ
に
描
か
れ
た
年
中

行
事
に
つ
い
て
、
年
中
行
事
そ
の
も
の
の
内
容
を
知
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
描

か
れ
て
い
る
事
柄
、
そ
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
事
柄
、
軽
視
さ
れ
て
い
る
事
柄
、

様
々
な
情
報
を
確
認
し
て
い
く
と
、
各
月
の
画
面
に
共
通
す
る
無
視
し
き
れ
な

い
わ
ゆ
る
「
月
次
風
俗
図
」
と
い
う
も
の
自
体
が
、
そ
の

い
て
も
仕
方
の
無
い
こ
と
で
あ
る
。

場
面
が
遊
里
の
張
り
見
世
と
太
夫
道
中
と
な
っ
て
お
り
、
何
を
主
題
と
し
て
い

行
事
に
の
っ
と
っ
た
「
美
人
画
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
描
写
対
象
の
第
一
優
先

人
画
」
と
で
も
い
う
べ
き
「
月
次
風
俗
図
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
十
一
月
の

よ
う
に
思
う
。

と
に
よ
っ
て

一
蝶
が
描
き
た
か
っ
た
重
層
的
な
世
界
が
明
確
に
理
解
で
き
る
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い
視
点
、
主
題
が
存
在
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、

画
面
々
々
か
ら
得
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
視
点
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
見
直
せ
ば
、

う
も
の
を
見
抜
く
努
力
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
に
至
っ
た
。

の
特
徴
や
評
価
さ
れ
る
べ
き
点
を
ま
と
め
、

て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
江
戸
の
富
裕
な
町
人
層
、

ら
れ
た
内
容
に
示
唆
を
得
て
、

年
間
と
い
う
時
期
を
推
定
し
た
。
そ
し
て
二
章
で
は

い
て
詳
し
く
内
容
を
紹
介
し
た
上
で
、
そ
の
絵
画
表
現
上
、
お
よ
び
内
容
面
で

お
わ
り
に

そ
の

画
題
の
内
容
や
選
択
さ
れ
た
意
図
と
い
う
も
の
が
理
解
で
き
る
可
能
性
も
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
月
次
風
俗
図
」
に
対
す
る
と
き
、
年
中
行
事
と
い
う
目

前
の
画
題
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
し
か
し
年
中
行
事
そ
の
も
の
に
つ
い
て

は
よ
く
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
主
題
や
絵
師
の
意
図
と
い

こ
こ
で
改
め
て
小
論
の
内
容
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま

ず
一
章
に
お
い
て
、
江
戸
東
京
博
物
館
が
所
蔵
す
る
「
月
次
風
俗
図
」
巻
に
つ

さ
ら
に
制
作
年
代
に
つ
い
て
享
保

一
章
で
行
っ
た
検
討
を

も
と
に
、
こ
の
図
巻
が
一
般
的
な
「
月
次
風
俗
図
」
と
い
う
主
題
に
の
っ
と
っ

し
い
て
は
三
井
越
後
屋
の

江
戸
両
替
店
の
繁
栄
振
り
を
も
う
ひ
と
つ
の
主
題
と
し
て
い
る
可
能
性
が
極
め

て
古
向
い
こ
と
を
指
摘
し
、
当
該
図
巻
が
歴
史
的
な
資
料
と
し
て
も
意
味
あ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
三
章
に
お
い
て
は
、
二
章
で
得

さ
ら
に
数
点
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

画
題
が
選
ば
れ
た
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
他
の

一
連
の
「
月
次
風
俗
図
」

の
中
で
、
何
が
主
題
な
の
か
、
あ
る
い
は
何
故
そ
の

解
も
多
々
あ
る
と
思
う
。
ご
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

一
見
し
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
色
々
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

と
い
う
私
見
を
提
出
し
た
。

従
来
単
に
年
中
行
事
を
描
い
た
も
の
と
し
て
の
み
の
理
解
に
と
ど
ま
り
が
ち
だ

っ
た
「
月
次
風
俗
図
」
と
い
う
一
群
の
絵
画
資
料
の
中
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
個

性
的
な
主
題
を
持
つ
も
の
が
あ
る
こ
と
、

っ
て
、

そ
し
て
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ

そ
れ
ら
の
「
月
次
風
俗
図
」
に
対
し
て
よ
り
深
い
解
釈
が
可
能
と
な
る
、

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
絵
画
の
主
題
に
に
つ
い
て
の
多
面
的
な
解
釈
の
可

能
性
自
体
は
、
「
月
次
風
俗
図
」
に
限
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
描
か
れ
て
い
る

こ
と
の
歴
史
的
背
景
、
文
化
史
的
背
景
等
様
々
な
情
報
を
も
視
野
に
入
れ
て
主

題
に
取
り
組
め
ば
、

み
え
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
は
近
年
と
み
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
諸

先
達
に
よ
っ
て
多
く
の
成
果
を
あ
げ
つ
つ
あ
る
。
だ
が
「
月
次
風
俗
図
」
は
、

そ
の
〈
月
次
風
俗
図
〉
と
い
う
明
確
な
主
題
に
安
住
し
て
し
ま
い
が
ち
だ
か
ら

こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
解
釈
が
よ
り
重
要
と
な
る
こ
と
は
繰
り
返
し

そ
し
て
、
最
後
に
改
め
て
触
れ
て
お
く
が
、
江
戸
博
本
自
体
、
最
初
に
述
べ

た
よ
う
に
本
来
あ
る
べ
き
姿
の
半
分
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
二
章
に
関
し
て
は

要
す
る
に
半
分
だ
け
の
情
報
で
得
た
解
釈
で
あ
る
。
上
巻
の
登
場
に
よ
っ
て
小

論
の
結
論
は
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

お
お
い
に
待
た
れ
る
。
ま
た
検
討
の
過
程
で
、
歴
史
、

上
巻
の
発
見
が

風
俗
、
民
俗
等
、
各
分

野
に
渡
る
事
情
を
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、
筆
者
の
勉
強
不
足
に
よ
る
誤
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我妻 直美

[
註
]

(
1
)

『
江
戸
の
夏
そ
の
涼
と
美
』
展
覧
会
図
録
（
財
団
法
人
江
戸
東
京

歴
史
財
団
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。
な
お
、
江
戸
東
京
博
物
館
で
の
登
録
資
料

名
は

「江
戸
四
季
風
俗
図
巻
」
で
あ
る
が
、
小
論
で
は
「
月
次
風
俗
図
」
巻
と

い
う
名
称
を
使
用
し
て
い
る
。

(
2
)

『
還
魂
紙
料
』
に
つ
い
て
は
、
日
本
随
筆
大
成
編
集
部
編
『
日
本
随
筆
大
成
』

新
装
版
〈
第
一
期
〉

12
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
。

(
3
)

『
日
本
随
筆
大
成
』
新
装
版
〈
第
一
期
〉

12
の
二
六
六
頁
か
ら
引
用
。

(
4
)

小
町
踊
り
の
一
般
的
な
図
柄
は
、
『
還
魂
紙
料
』
の
挿
絵
に
引
用
さ
れ
た
小
町

踊
り
の
描
写
、
つ
ま
り
独
特
の
装
束
に
身
を
飾
っ
た
多
数
の
少
女
達
が
、
丸
く

な
っ
て
太
鼓
を
叩
い
て
歌
い
、
そ
の
周
囲
に
傘
を
差
し
か
け
る
成
人
男
女
が
い

る
図
柄
か
（
肩
に
乗
る
少
女
が
い
な
い
）
、
当
該
図
巻
の
よ
う
に
美
し
い
装
束
の

娘
達
が
、
肩
に
乗
っ
た
り
歩
い
た
り
、
傘
を
差
し
か
け
ら
れ
な
が
ら
移
動
し
て

い
く
も
の
で
あ
る
。

(
5
)

槍
踊
り
に
つ
い
て
は
、
小
野
武
雄
編
『
江
戸
の
舞
と
踊
の
風
俗
誌
』
（
展
望

社
、
一
九
七
四
年
）
、
野
島
痔
三
郎
編
『
歌
舞
伎
人
名
事
典
』
（
日
外
ア
ソ
シ

ェ

ー
ツ
、
一
九
八
八
年
）
、
早
稲
田
大
学
坪
内
博
士
記
念
演
劇
博
物
館
編
『
演
劇
百

科

大

事

典

第

2
巻
』
（
平
凡
社
、
一
九
九

0
年
）
な
ど
を
参
考
に
し
た
。

(
6
)

『
江
戸
府
内
絵
本
風
俗
往
来
』
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
棠
三
編
『
絵
本
江
戸
風

俗
往
来
』
東
洋
文
庫
五

0
(平
凡
社
、
一
九
八
九
年
）
を
参
照
。
そ
の
一
五
七

i
九
頁
を
参
考
に
し
た
。

(
7
)

『
東
都
歳
事
記
』
に
つ
い
て
は
、
朝
倉
治
彦
校
注
『
東
都
歳
事
記
』

2
、
東

洋
文
庫
一
七
七
（
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
）
を
参
照
。
そ
の
二
六
ニ

ー
三
頁
を

参
考
に
し
た
。

(
8
)

六
曲
一
雙
屏
風
の
画
面
に
、
一
扇
ず
つ
独
立
し
た
形
態
で
大
体
次
の
よ
う
な

行
事
が
描
か
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
寛
永
期
風
俗
画
の
特
徴
を
伝
え
る
人
物
表

現
を
と
る
。
な
お
図
版
は
、
狩
野
博
幸
他
編
『
時
代
屏
風
緊
花
続
編
』
（
し
こ

う
し
ゃ
図
書
販
売
、
一
九
九
三
年
）
の
第

140
図
を
参
照
の
こ
と
。

一
月
／
正
月
風
俗
、
二
月
／
涅
槃
絵
、
初
午
（？）、

三
月
／
花
見
、

四
月
／
潅

仏
会
、
五
月
／
端
午
の
節
句
、
六
月
／
山
王
祭
礼
、
七
月
／
小
町
踊
り
、
八
月
／

（
日
本
図
書
セ

舟
遊
び
と
花
火
、
九
月
／
神
田
祭
り
の
神
事
能
、
十
月
／
恵
比
須
講
、
十
一
月
／

罐
祭
り
、
十
二
月
／
師
走
風
景

(
9
)

『
絵
本
江
戸
風
俗
往
米
』
東
洋
文
庫
五

0
の
一
九

0
頁
か
ら
引
用
。

(10)

国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
第
六
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
五
年
）
の
「
小
町
踊
」
の
項
を
参
考
に
し
た
。

(11)

『
日
本
随
箪
大
成
』
新
装
版
〈
第
一
期
〉

12
の
二
六
三
頁
か
ら
引
用
。

(12)

『
日
本
随
筆
大
成
』
新
装
版
〈
第
一
期
〉

12
の
二
六
七
頁
か
ら
引
用
。

(13)

『
続
江
戸
砂
子
』
に
つ
い
て
は
、
小
池
章
太
郎
編
『
江
戸
砂
子
』
（
東
京
堂
出

版
、
一
九
七
六
年
）
を
参
照
。
そ
の
三
三
四
頁
か
ら
引
用
。

(14)

『
東
都
歳
事
記
』

2
、
東
洋
文
庫
一
七
七
の
一
七
四
ー
五
頁
を
参
照
。

(15)

図
版
に
つ
い
て
は
小
林
忠
・
榊
原
悟
共
著
『
日
本
美
術
絵
画
全
集
』
第
十
六

巻
守
景
・
一
蝶
（
集
英
社
、
一
九
七
八
年
）
の
第
60
図
等
を
参
照
の
こ
と
。

(16)

『
江
戸
東
京
四
百
年
記
念
大
英
博
物
館
秘
蔵
江
戸
美
術
展
』
展
覧
会
図
録

（
東
京
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
推
進
委
員
会
、
一
九
九

0
年
）
の
一
五
二
頁
の
作
品
解

説
よ
り
。

(17)

楢
崎
宗
重
編
『
秘
蔵
浮
世
絵
大
観
』
一
、
大
英
博
物
館
I

（
講
談
社
、
一
九

八
八
年
）
の
二
三
五
ー
七
頁
の
作
品
解
説
よ
り
。
ま
た
こ
こ
で
は
多
数
の
図
版

を
載
せ
る
余
裕
が
無
い
の
で
、
全
図
等
詳
し
い
図
版
は
同
文
献
の
第
6
9
i
g
l
図

を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
小
論
の
内
容
は
、
一
九
九
四
年
七
月
の
第
一
〇
六
回

日
本
近
世
絵
画
研
究
会
に
お
い
て
、
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
基
づ
い
て
い
る
。

そ
の
際
箸
者
に
こ
の
資
料
へ
の
注
意
を
促
し
て
下
さ
っ
た
、
千
葉
市
美
術
館
準

備
室
（
当
時
）
の
浅
野
秀
剛
氏
と
大
英
博
物
館
の
テ
ィ
モ
シ
ー
・
ク
ラ
ー
ク
氏

に
、
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

(18)

覗
き
か
ら
く
り
の
歴
史
、
及
び
参
考
資
料
に
つ
い
て
は
、
山
本
慶
一
「
の
ぞ

き
か
ら
く
り
と
写
し
絵
」
（
『
芸
双
書

8

え
と
く
紙
芝
居
／
の
ぞ
き
か

ら
く
り
／
写
し
絵
の
世
界
』
白
水
社
、
一
九
八
二
年
）
、
古
河
三
樹
『
図
説
庶
民

芸
能
江
戸
の
見
世
物
』
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
二
年
）
を
参
考
に
し
た
。

(19)

大
東
急
文
庫
所
蔵
本
を
確
認
。

(20)

芳
賀
登
監
修
・
解
説
『
日
本
風
俗
図
絵
集

H
本
風
俗
叢
書
』

ン
タ
ー
、
一
九
八
三
年
）
の
七
五
九
頁
を
参
照
。
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(21)

『
近
世
風
俗
図
巻
』
第
二
巻
「
江
戸
風
俗
」
（
毎
日
新
聞
社
・
一
九
七
四
年
）

の
「江
戸
年
中
行
事
絵
巻
」
（
諏
訪
春
雄
氏
解
説
文
）
を
参
考
に
し
た
。
図
版
に

つ
い
て
も
、
同
書
参
照
の
こ
と
。
な
お
資
料
名
が
異
な
る
が
、
同
一
資
料
で
あ

る。

(22)

武
田
恒
夫
『
日
本
絵
画
と
歳
時
景
物
画
史
論
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
〇

年）。

(23)

『
中
古
風
俗
誌
』
の
こ
の
箇
所
を
改
め
て
読
み
直
す
と
、
衣
装
を
凝
ら
し
て

団
扇
太
鼓
を
叩
き
な
が
ら
歌
い
歩
く
町
娘
達
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
で

も
裕
福
な
家
の
娘
は
使
用
人
の
肩
に
乗
り
、
傘
を
差
し
か
け
ら
れ
て
移
動
し
、

そ
の
他
の
娘
は
自
分
で
歩
い
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
、
肩
に
乗

る
少
女
は
特
別
に
裕
福
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
確
認
し
て
お
く
と
、
『
中
古
風
俗

誌
』
の
記
述
通
り
、
同
じ
よ
う
に
着
飾
っ
た
少
女
達
が
二
通
り
の
状
態
で
行
列

を
組
ん
で
い
る
例
と
し
て
は
、
ホ
ノ
ル
ル
美
術
館
所
蔵
の
英
一
蝶
筆

「風
俗
画

巻
」
が
あ
る
。
全
体
的
な
人
数
は
少
な
い
な
が
ら
も
、
着
飾
っ
て
団
扇
太
鼓
を

叩
く
少
女
達
が
肩
に
乗
る
者
二
人
、
歩
く
者
二
人
、
と
分
か
れ
て
描
か
れ
て
い

る
点
が
記
述
に
中
心
実
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
肩
に
乗
せ
ら
れ
傘
ま
で
差
し
か
け

ら
れ
て
い
る
少
女
が
、
地
面
を
歩
く
娘
と
は
異
な
る
豊
か
な
家
の
娘
と
し
て
区

別
さ
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
ひ
る
が

え
っ
て
少
女
全
員
が
肩
に
乗
っ
て
い
る
当
該
図
巻
の
描
写
は
、
よ
ほ
ど
裕
福
な

一
行
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
明
確
と
な
る
。
な
お
ホ
ノ
ル
ル
美
術
館
本
の
図
版
は
、

『
近
世
風
俗
図
巻
』
第
二
巻

「江
戸
風
俗
」（
毎
日
新
聞
社
・
一
九
七
四
年
）
を

参
照
の
こ
と
。

(24)

「湯
女
図
」
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
康
宏
氏
の
『
絵
は
語
る

11

湯
女
図
I

視
線
の
ド
ラ
マ
』
（
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
）
が
詳
し
く
、
前
川
誠
郎
氏
の
「
日

本
の
美
術
と
世
界
の
美
術
認
失
わ
れ
し
絵
を
求
め
て
」
（
『
狩
野
派
と
風
俗
画

日
本
美
術
全
集
月
報
』
講
談
社
、
一
九
九
二
年
）
に
も
新
し
い
見
解
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に

「沐
」
の
字
に
そ
の
女
が
湯
女
で
あ
る
こ
と
の
暗
示

が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た

「伝
本
多
平
八
郎
姿
絵
」
に

つ
い
て
は
、
そ
の

「葵
」
の
文
様
か
ら
徳
川
家
康
の
孫
娘
千
姫
を
暗
示
し
て
い

る
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
筆
者
も
一
九
八
八
年
の
第

33
回
国
際
東
方
学
者
会
議

に
お
い
て
そ
れ
が
か
な
り
蓋
然
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
高

橋
敦
子
氏
の
「
「本
多
平
八
郎
姿
絵
」
研
究
」
（
『
哲
学
会
誌
』
第
十
三
号
、
学
習

院
大
学
哲
学
会
、
一
九
八
九
年
）
に
お
け
る
、
「
葵
」
の
文
様
と

「伝
本
多
平
八

郎
姿
絵
」
の
制
作
背
景
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し
た
も
の
が
、
妥
当
性
の
高
い
見

解
と
思
わ
れ
る
。

(25)

財
団
法
人
三
井
文
庫
編
『
三
井
事
業
史
』
本
編
第

一
巻
（
財
団
法
人
三
井
文

庫
、
一
九
八

0
年
）
の
二
五
九
ー
ニ
六
一
頁
を
参
考
に
し
た
。

(26)

江
戸
時
代
の
両
替
商
、
及
び
三
井
家
の
両
替
店
に
つ
い
て
は
、
註

(24)
の

文
献
の
他
、
主
に
次
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。

・

『
三
井
両
替
店
』
編
纂
委
員
会
編
『
三
井
両
替
店
』
（
株
式
会
社
三
井
銀
行
、

一
九
八
三
年
）

•
安
岡
重
明

『
教
育
社
歴
史
新
書
〈
日
本
史
〉
一
三
六
三
井
財
閥
史
1

近

世
•
明
治
編
』
（
教
育
社
、
一
九
八
四
年
）

•
西
山
松
之
助
他
編
『
江
戸
学
事
典
』
（
弘
文
堂
、
一
九
八
四
年
）
の
「
両
替
商
」

の
項
。

(27)

小
野
武
雄
『
江
戸
時
代
信
仰
の
風
俗
誌
』
（
展
望
社
、
一
九
七
六
年
）
の
一
七

三
頁
の
十
一
行
目
か
ら
引
用
。

(28)

伊
勢
商
人
等
に
つ
い
て
は
、
前
出
の
三
井
家
関
連
文
献
の
他
、
島
田
謙
次
『
伊

勢
商
人
』
（
伊
勢
商
人
研
究
会
、
一
九
八
七
年
）
を
参
考
に
し
た
。

(29)

残
念
な
が
ら
筆
者
は
こ
の
屏
風
を
実
見
し
た
こ
と
が
な
く
、
本
来
あ
れ
こ
れ

述
べ
る
資
格
は
無
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
幾
つ
か
の
図
版
や
解
説
を
も
と
に
思

い
浮
か
ん
だ
こ
と
を
こ
こ
に
記
す
。
な
お
、
主
に
参
考
に
し
た
文
献
は
次
の
と

お
り
。

・
小
林
忠
・
榊
原
悟
共
著
『
日
本
美
術
絵
画
全
集
』
第
十
六
巻
守
景
・
一
蝶

（
集
英
社
、
一
九
七
八
年
）
の
小
林
忠
氏
解
説
文
。

・
『
在
外
日
本
の
至
宝
』
第
4
巻

「障
屏
画
」（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八

0
年）

の
武
田
恒
夫
氏
解
説
文
。

・
『ボ
ス
ト
ン
美
術
館
秘
蔵
）
日
本
近
世
屏
風
絵
名
作
展
』
展
覧
会
図
録
（
日

本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
一
年
）
の
解
説
文
。

・
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
東
洋
部
編
『
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
東
洋
美
術
名
品
集
』

（
日
本
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放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
一
年
）
の
東
洋
部
員
に
よ
る
解
説
文
。

(30)

西
宮
稲
荷
に
つ
い
て
は
、
原
田
幹
校
訂
『
江
戸
名
所
圃
會
』
（
人
物
往
来
社
、

一
九
六
七
年
）
の

「西
宮
稲
荷
祠
」
の
項
と
、
一
六
一
六
ー
七
頁
に
か
け
て
の

浅
草
寺
の
絵
図
を
参
考
に
し
た
。

(31)

一
九
九
四
年
四
月
の
第
一

0
三
回
日
本
近
世
絵
画
研
究
会
に
お
い
て
、
詳
し

い
ス
ラ
イ
ド
と
共
に
口
頭
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
出
版
物
と
し
て
は
未
発
表
の

資
料
で
あ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
同
氏
の
解
釈
は
そ
の
折
り
の
も
の
、
及
び
後

日
別
途
ご
意
見
を
伺
っ
た
際
の
も
の
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

(32)

宮
田
登
『
江
戸
歳
時
記
』
〈
江
戸
〉
選
書
5

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
）

の一

0
三
頁
を
参
考
に
し
た
。

(33)

日
本
近
世
絵
画
研
究
会
発
表
の
折
り
に
ご
教
示
項
い
た
解
釈
で
あ
る
。
記
し

て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

[
附
記
]

脱
稿
後
(
-
九
九
五
年
一
月
脱
稿
）
、
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
に
お
い
て
「
月
次
絵

ー
十
ニ
ヶ
月
の
風
物
詩
ー
」

展
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
小
論
に
そ
の
内
容

を
反
映
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
心
残
り
で
あ
る
。
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