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菱
川
師
宣
画
『
小
袖
の
す
が
た
み
』
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

着
物
表
現
と
姿
勢
に
み
る
合
理
性

杉　

本　
　
　

優

は
じ
め
に

風
俗
画
に
み
る
人
物
の
着
物
に
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
る
。
着
衣
法
や
着

衣
姿
、
着
物
の
形
式
に
つ
い
て
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
着
物
の
重
ね
方
が
上
半
身

と
下
半
身
で
異
な
り
統
一
が
み
ら
れ
な
い
、
表
と
裏
の
見
え
か
た
が
理
に
か
な
っ

て
い
な
い
な
ど
、
ど
の
よ
う
に
着
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
表
現
、
あ
る
い
は
、

裾
か
ら
見
え
る
足
の
出
か
た
が
不
自
然
で
あ
る
、
手
の
所
在
が
あ
い
ま
い
で
あ
る

な
ど
、
ど
の
よ
う
な
姿
か
判
別
し
づ
ら
い
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
広
袖
（
袖
口
が

広
く
開
い
た
形
式
）
の
振
袖
や
同
色
同
柄
の
着
物
を
重
ね
着
す
る
、
下
に
着
用
す

る
着
物
の
袖
が
袖
口
か
ら
大
幅
に
見
え
る
、
総
鹿
の
子
絞
り
の
表
現
と
染
色
技
術

が
合
っ
て
い
な
い
な
ど
、
着
物
の
形
式
に
つ
い
て
疑
問
が
生
じ
る
表
現
も
あ
る
。

そ
こ
に
意
識
が
向
く
の
は
、
筆
者
は
十
年
に
わ
た
り
着
付
の
講
師
を
務
め
、
着

物
が
日
常
の
中
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
当
時
と
現
在
で
は
そ
の
着
か

た
や
着
物
の
仕
立
て
か
た
な
ど
の
違
い
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
基
本
的
に
着
物
の
形

式
が
同
じ
で
あ
る
以
上
、
構
造
に
お
い
て
矛
盾
し
た
着
衣
法
を
指
摘
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
着
衣
法
で
描
か
れ
て
い
る
の

か
。
想
定
さ
れ
る
理
由
は
以
下
の
二
つ
で
あ
る
。

①
着
物
に
精
通
し
て
い
な
い
た
め
に
描
法
を
誤
っ
た
。

②
着
物
に
精
通
し
て
い
る
が
、
こ
だ
わ
ら
ず
に
誤
り
を
承
知
で
描
い
た
。

　
ま
ず
①
に
つ
い
て
、
画
家
が
精
通
し
て
い
な
い
対
象
物
を
想
像
を
ま
じ
え
な
が

ら
描
く
こ
と
は
あ
る
。幽
霊
や
妖
怪
、龍
や
鳳
凰
な
ど
の
瑞
獣
、地
獄
や
極
楽
な
ど
、

画
家
は
実
際
に
は
見
た
こ
と
の
な
い
対
象
物
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
誤
り

か
ど
う
か
の
確
認
は
で
き
な
い
も
の
の
、
鑑
賞
者
の
イ
メ
ー
ジ
と
離
れ
す
ぎ
る
と

誤
り
と
認
識
さ
れ
る
。
ま
た
虎
は
実
在
す
る
も
の
の
、
日
本
に
は
生
息
し
な
い
た

め
、
描
か
れ
た
古
画
や
毛
皮
を
参
考
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
猫
を
踏
ま
え
て
描
い

た
。
そ
れ
で
は
着
物
は
ど
う
か
。
江
戸
時
代
以
前
の
画
家
が
、
日
常
着
で
あ
っ
た

着
物
に
精
通
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
。
描
か
れ
た
時
代
と
画
家
と
の

間
に
年
代
差
が
あ
れ
ば
、
そ
の
年
数
を
埋
め
る
べ
く
何
か
を
参
考
に
し
た
り
想
像

力
を
必
要
と
す
る
が
、
基
本
的
に
対
象
物
は
身
近
に
あ
っ
た
。

次
に
②
に
つ
い
て
、
画
家
が
対
象
物
に
精
通
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

だ
わ
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
誤
り
を
直
さ
な
い
こ
と
は
あ
り
得
る
。
印
文
を
刻

み
間
違
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
改
め
な
か
っ
た
池
大
雅
の
故
事
は
、
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大
ら
か
な
性
格
を
示
す
例
と
し
て
語
ら
れ
る
。
一
方
、
風
俗
画
の
範
疇
に
お
い

て
、
着
物
が
重
要
な
表
現
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
着
物

模
様
の
見
本
帳
で
あ
る
雛
形
本
『
新
板
小
袖
御
ひ
い
な
か
た
』（
延
宝
五
年
刊
・

一
六
七
七
）
の
奥
書
に
は
「
当
代
の
風
俗
に
た
か
へ
る
ゆ
へ
に　

今
亦
当
世
の
風

様
を
あ
ら
た
め　

老
た
る
若
き
そ
れ
〳
〵
に
わ
か
ち
て
出
之
者
也
」
と
あ
る（

１
）。

流

行
に
敏
感
な
鑑
賞
者
を
意
識
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
雛
形
本
の
出
版
は

時
々
の
流
行
を
反
映
あ
る
い
は
牽
引
し
、
十
七
世
紀
半
ば
よ
り
十
九
世
紀
前
半
ま

で
続
く
。
着
物
は
模
様
や
技
法
、
着
か
た
や
身
の
こ
な
し
か
た
を
含
む
「
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
」
で
あ
り
、
風
俗
画
に
お
い
て
も
時
代
を
活
写
す
る
と
い
う
意
味
で
の
重

要
度
は
高
か
っ
た
。
そ
こ
に
こ
だ
わ
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
果
た
し
て
何
を
表
現

し
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
に
「
あ
や
ま
り
」
を
承
知
で
描
い
た
と
す
る
な
ら
、
想
定
さ

れ
る
可
能
性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
た
と
え
ば
、
物
語
に
お
け
る
ス
ト
ー
リ
ー

性
の
重
視
、
華
や
か
さ
や
見
栄
え
の
よ
さ
の
強
調
、
そ
れ
ら
し
い
姿
の
表
出
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
対
象
物
を
あ
る
が
ま
ま
で
は
な
く
、
別

の
意
図
を
優
先
し
て
描
い
た
結
果
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
着
物
に
不
整
合
が
生

じ
れ
ば
観
者
の
意
識
も
乱
れ
、
鑑
賞
の
妨
げ
に
つ
な
が
り
、
批
判
を
招
く
こ
と
も

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
清
水
寺
に
奉
納
さ
れ
た
長
谷
川
久
蔵
に
よ
る
「
朝
比

奈
草
摺
曳
図
絵
馬
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
曽
我
五
郎
の
草
摺
り
を
小
林
朝
比

奈
が
つ
か
む
草
摺
引
の
場
面
で
、『
都
絵
馬
鑑
』（
速
水
春
暁
斎　

文
政
二
年
序
・

一
八
一
九
）
に
も
掲
載
さ
れ
る
ほ
ど
、
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た（

２
）。

た
だ
し
、
井

原
西
鶴
の
『
西
鶴
織
留
』（
元
禄
七
年
刊
・
一
六
九
四
）
に
は
以
下
の
話
が
記
さ

れ
る（

３
）。

朝
比
奈
の
袴
に
、
無
頓
着
に
も
襞
を
考
慮
せ
ず
鶴
の
紋
所
が
描
か
れ
て
い

る
の
を
、
染
物
屋
の
下
女
が
見
つ
け
た
。
そ
の
指
摘
が
都
中
の
話
題
と
な
り
、
久

蔵
は
そ
の
こ
と
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
悔
い
た
と
い
う
。
実
際
、
筆
致
の
た
し
か
さ

は
伝
わ
る
も
の
の
、
襞
の
折
れ
が
鶴
の
中
心
を
通
っ
て
描
か
れ
る
（
図
１
）。
染

物
屋
の
下
女
の
指
摘
で
さ
え
、「
洛
中
是
沙
汰
に
な
り
」
と
の
状
況
を
生
み
出
し
、

そ
の
汚
名
が
久
蔵
に
生
涯
付
い
て
回
っ
た
。
西
鶴
が
、「
絵
馬
は
多
く
の
人
の
目

に
ふ
れ
る
の
で
、
か
り
そ
め
で
あ
っ
て
も
大
事
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
事
実
か
ら

は
、
元
禄
七
年
頃
で
あ
っ
て
も
、
観
者
が
画
に
求
め
た
合
理
性
は
、
相
当
に
高
い

も
の
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
鑑
賞
を
妨
げ
る
よ
う
な
表
現
は
リ
ス
ク
を
と
も
な
う

可
能
性
が
高
く
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
状
況
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
着
物
の
表
現

に
お
け
る
矛
盾
点
を
見
極
め
た
上
で
、
そ
れ
よ
り
何
を
優
先
さ
せ
た
の
か
画
家
の

意
図
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
表
現
の
「
妙
」
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
現
実
に

は
あ
り
え
な
い
表
現
や
誇
張
し
た
表
現
を
「
絵
空
事
」
と
い
う
が
、
そ
れ
に
も
理

由
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
そ
の
理
由
を
探
る
た
め
に
も
、
風
俗
画
を
描
い
た
画
家
が
ど
れ
ぐ
ら
い

着
物
に
精
通
し
て
い
た
の
か
を
考
察
し
、
着
物
に
対
す
る
意
識
を
継
続
的
に
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
そ
の
第
一
弾
と
し
て
、菱
川
師
宣
筆
の
雛
形
本『
小

袖
の
す
が
た
み
』（
天
和
二
年
刊
・
一
六
八
二
）
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
描
か
れ

た
人
物
の
動
き
と
着
物
の
表
現
を
分
析
す
る
。

最
初
に
『
小
袖
の
す
が
た
み
』
を
と
り
あ
げ
た
最
大
の
理
由
は
、
版
本
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
肉
筆
画
と
比
べ
た
場
合
、
圧
倒
的
に
多
く
の
人
の
目
に
ふ

れ
る
性
質
を
も
ち
、
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
リ
ス
ク
も
高
く
な
る
こ
と
か
ら
、
誰
し

も
が
共
有
で
き
る
表
現
が
求
め
ら
れ
る
。
一
方
で
彫
師
や
摺
師
の
手
も
加
わ
る
た

め
、
画
家
の
意
識
が
反
映
し
に
く
い
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
版
本
は

主
題
に
と
も
な
う
表
現
内
容
が
明
ら
か
で
あ
り
、
画
家
は
そ
れ
に
適
し
た
下
絵
を

描
く
。
画
が
主
要
な
役
目
を
果
た
す
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
意
識
は
彫
師
や
摺
師

に
も
正
確
に
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
後
刷
り
の
場
合
、
そ
の
意
識
が
ど
こ
ま

で
共
有
さ
れ
た
か
、
制
作
状
況
を
考
慮
す
る
必
要
は
あ
る
も
の
の
、
当
初
の
刷
り
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に
関
し
て
は
、
画
家
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
制
作
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
複
数
の
手
か
ら
な
る
版
本
に
お
け
る
画
家
の
意
識
に
つ
い
て
は
、
単
独

の
手
に
な
る
肉
筆
画
を
考
え
る
以
前
に
、
ま
ず
は
明
ら
か
に
し
て
お
く
べ
き
問
題

と
考
え
る
。
ま
た
別
の
理
由
と
し
て
人
物
表
現
が
豊
か
な
菱
川
師
宣
の
筆
に
な
る

こ
と
、天
和
二
年
と
い
う
比
較
的
早
い
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
雛
形
本
で
あ
る
こ
と
、

人
物
が
半
丁
に
一
人
な
い
し
は
二
人
と
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。ま

ず
一
章
で
は
『
小
袖
の
す
が
た
み
』
の
書
誌
を
整
理
し
異
同
を
確
認
す
る
。

そ
し
て
二
章
に
お
い
て
前
提
を
共
有
す
る
た
め
、
着
物
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
、

三
章
で
人
物
と
着
物
に
お
け
る
表
現
の
合
理
性
を
分
析
し
て
い
く
。
四
章
で
は
本

書
と
の
関
係
に
お
い
て
み
る
筆
者
・
菱
川
師
宣
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
述
べ
る
。

な
お
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
着
物
の
形
式
は
「
小
袖
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
表

記
は
「
着
物
」
で
統
一
す
る
。

一　

雛
形
本
『
小
袖
の
す
が
た
み
』
に
つ
い
て

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
小
袖
の
す
が
た
み
』
は
着
衣
姿
の

人
物
と
背
面
の
小
袖
を
組
み
合
わ
せ
た
墨
摺
の
雛
形
本
で
あ
る
。見
開
き
右
頁（
丁

裏
）
に
人
物
、
左
頁
（
丁
表
）
に
小
袖
、
余
白
に
文
章
を
配
す
。
文
章
は
ほ
ぼ
右

頁
に
記
載
さ
れ
、内
容
は
左
頁
の
小
袖
の
地
色
や
模
様
の
加
工
法
と
な
っ
て
い
る
。

異
同
の
あ
る
数
本
が
現
存
す
る
た
め
、
ま
ず
は
『
師
宣
祐
信
絵
本
書
誌
』（
日
本

書
誌
学
体
系
五
十
七　

松
平
進　

青
裳
堂
書
店　

一
九
八
八
年
）
を
も
と
に
整
理

を
し
て
お
く
。
な
お
、『
国
書
総
目
録
』
は
天
理
図
書
館
と
東
京
藝
術
大
学
の
所

蔵
を
あ
げ
る
。
天
理
図
書
館
本
は『
天
理
図
書
館
稀
書
目
録
和
漢
書
之
部　

第
三
』

（
天
理
大
学
出
版
部　

一
九
六
〇
年
）
に
お
い
て
所
蔵
が
み
と
め
ら
れ
、
現
在
に

図１　『都絵馬鑑』長谷川久蔵「朝比奈草摺曳図絵馬」
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い
た
る
ま
で
収
蔵
さ
れ
る
。
ま
た
東
京
藝
術
大
学
本
は
、『
師
宣
祐
信
絵
本
書
誌
』

の
調
査
の
段
階
に
お
い
て
、
す
で
に
確
認
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

①
稀
書
複
製
会
本

体
裁
：
半
紙
本　

一
冊　

袋
綴

表
紙
：
改
表
紙

法
量
：
二
十
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
十
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル　

題
箋
：
表
紙
左
に
「
新
板　

小
袖
の
す
が
た
み
」

内
題
：
な
し

丁
数
：
十
二
丁
半

柱
刻
：
板
心
上
方
に
「
小
袖
姿
」、
中
程
に
「　

」

丁
付
：
板
心
下
方
に
「
一
」・
・「
十
三
」

序
文
：
初
丁
表　
「
小
袖
の
す
が
た
み
／
ひ
い
な
か
た
絵
本
つ
く
し
こ
の
み
〳
〵

の
も
の
す
き
に
／
し
て
正
に
な
ら
ひ
得
し
師
な
し
あ
る
ひ
は
唐
お
り
／
我
朝
の
染

殿
し
や
む
ろ
正
平
に
い
た
る
ま
て
古
風
／
よ
ろ
し
か
ら
ず
と
て
と
き
な
ら
ぬ
も
み

ち
冬
が
れ
の
野
／
に
花
を
さ
か
せ
あ
れ
た
る
山
も
に
こ
〳
〵
笑
ひ
生
類
を
／
か
き

て
は
さ
な
か
ら
は
た
ら
く
や
う
に
み
え
し
も
作
意
を
／
以
て
五
色
の
わ
か
ち
を
工

夫
し
て
仕
や
う
模
様
を
こ
の
み
給
へ
／
と
て
あ
ら
ま
し
ひ
い
な
か
た
を
絵
に
し
て

こ
そ
で
の
す
か
た
み
と
名
付
の
み
」

奥
書
：
な
し

前
半
一
丁
か
ら
十
三
丁
表
の
十
二
丁
半
を
お
さ
め
る
。

『
師
宣
祐
信
絵
本
書
誌
』
に
よ
れ
ば
「
稀
書
複
製
会
本（

４
）」

の
底
本
で
あ
っ
た
「
果

園
文
庫
本
」
と
は
、す
な
わ
ち
「
天
理
図
書
館
本
」
で
あ
る
と
す
る
。
以
下
に
「
果

園
文
庫
本
」
と
「
天
理
図
書
館
本
」
の
書
誌
を
記
す
。

果
園
文
庫
本

『
果
園
文
庫
蔵
書
目
録
』（
臨
川
書
店　

一
九
三
七
年
）
に
よ
る
。

表
紙
：
縹
地
に
毘
沙
門
格
子
龍
紋
模
様

法
量
：
二
十
二
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

題
箋
：
な
し

内
題
：「
小
袖
の
す
が
た
み
」

丁
数
：
十
二
丁
半

天
理
図
書
館
本

表
紙
：
薄
青
色
地
に
毘
沙
門
格
子
龍
紋
模
様

法
量
：
二
十
二
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
十
五
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

題
簽
：
な
し

内
題
：「
小
袖
の
す
が
た
み
」

丁
数
：
十
二
丁
半

柱
刻
：
板
心
下
方
に
「
小
袖
姿
」、
中
程
に
「

」

丁
付
：
板
心
下
方
に
「
一
」・
・「
十
二
」
ー
（
不
明
）

奥
書
：
な
し

備
考
：「
兎
角
庵
」
の
角
印

「
果
園
文
庫
本
」
と
「
天
理
図
書
館
本
」
の
法
量
は
ほ
ぼ
同
寸
で
あ
り
、
表
紙

や
丁
数
も
一
致
す
る
。
た
だ
、
丁
付
な
ど
に
は
違
い
が
認
め
ら
れ
、
同
一
本
で
あ

る
か
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
。
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②
フ
リ
ア
美
術
館
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
プ
ル
ヴ
ェ
ラ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本

ド
イ
ツ
人
蒐
集
家
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
プ
ル
ヴ
ェ
ラ
ー
氏
の
蔵
書
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
よ
り
蒐
集
さ
れ
た
同
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
う
ち
、
二
〇
〇
七
年
に
フ

リ
ア
美
術
館
が
木
版
本
九
五
〇
タ
イ
ト
ル
、
一
五
八
六
冊
を
購
入
し
た
。
内
容
は

江
戸
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
版
本
や
浮
世
絵
な
ど
で
あ
る
。

『
秘
蔵
浮
世
絵
大
観　

プ
ル
ヴ
ェ
ラ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』（
楢
崎
宗
重　

講
談

社　

一
九
九
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
同
本
は
『
師
宣
祐
信
絵
本
書
誌
』
に
掲
載
の
ケ

ン
フ
ァ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本
で
あ
る
。
以
下
、『
師
宣
祐
信
絵
本
書
誌
』
と
フ

リ
ア
美
術
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
り
書
誌
を
か
か
げ
て
お
く
。

　体
裁
：
半
紙
本　

一
冊　

袋
綴

表
紙
：
改
表
紙

法
量
：
二
十
二
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
十
五
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

題
箋
：
表
紙
中
央
に
後
補
墨
書
題
簽
「
小
袖
姿
見

菱
川
絵　
　
　

天
和
二
年
板　

」

内
題
：
な
し

丁
数
：
十
二
丁

柱
刻
：
板
心
下
方
に
「
小
袖
姿
」、
中
程
に
「　

」

丁
付
：
板
心
下
方
に
「
廾
」・
・「
卅
一
」

序
文
：
な
し

奥
書
：
終
丁
裏
「
右
此
小
袖
す
が
た
み
は
も
や
う
の
こ
の
み
〳
〵
に
て
相
応
不
／

相
応
有
し
に
よ
つ
て
小
袖
の
ひ
い
な
か
た
に
其
女
ら
う
／
の
か
た
ち
を
書
大
小
き

り
や
う
様
子
ふ
う
〳
〵
に
心
を
つ
け
／
給
へ
か
し
と
令
板
行
者
也
／
大
和
絵
師
菱

川
画
之
／
天
和
二
年
戌
三
月
上
旬
／
大
伝
馬
町
三
町
目
う
ろ
こ
か
た
や
開
板
」。

備
考
：「
雀
室
散
人
」「
林
忠
正
」「
け
ん
ふ
る
」
印
、
プ
ル
ヴ
ェ
ラ
ー
氏
小
印

後
半
二
十
丁
か
ら
三
十
一
丁
の
十
二
丁
を
お
さ
め
る
。

「
林
忠
正
」
は
林
忠
正
（
一
八
五
三
～
一
九
〇
六
）
の
蔵
書
印
で
あ
る
。
富
山

出
身
の
美
術
商
で
欧
州
に
お
い
て
日
本
美
術
、特
に
浮
世
絵
の
普
及
に
つ
と
め
た
。

「
け
ん
ふ
る
」
は
オ
ラ
ン
ダ
の
日
本
美
術
研
究
家
で
あ
る
ハ
イ
ン
ツ
・
ケ
ン
ペ
ル

（
一
九
〇
四
～
一
九
八
六
）
の
蔵
書
印
で
あ
る（

５
）。

③
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
本

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
り
書
誌
を
か
か
げ
て
お
く
。

体
裁
：
半
紙
本　

一
冊　

袋
綴

表
紙
：
改
表
紙

法
量
：
二
十
一
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
十
五
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

題
箋
：
な
し　

直
書
き
で
「
絵
本
小
袖
姿　

師
宣
」

内
題
：
な
し

丁
数
：
十
五
丁

序
文
：
な
し

奥
書
：
終
丁
裏
「
右
此
小
袖
す
が
た
み
は
も
や
う
の
こ
の
み
〳
〵
に
て
相
応
不
／

相
応
有
し
に
よ
つ
て
小
袖
の
ひ
い
な
か
た
に
其
女
ら
う
／
の
か
た
ち
を
書
大
小
き

り
や
う
様
子
ふ
う
〳
〵
に
心
を
つ
け
／
給
へ
か
し
と
令
板
行
者
也
／
大
和
絵
師
菱

川
画
之
／
天
和
二
年
戌
三
月
上
旬
／
大
伝
馬
町
三
町
目
う
ろ
こ
か
た
や
開
板
」。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
同
書
は
右
頁
の
文
章
と
左
頁
の
小
袖
の
内
容
が
一

致
せ
ず
、
丁
付
も
ほ
ぼ
判
別
で
き
な
い
。
一
方
、
順
序
は
異
な
る
も
の
の
内
容
を

ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
プ
ル
ヴ
ェ
ラ
ー
本
に
お
い
て
、
右
の
文
章
は
左
の
小
袖
を
正
確

に
説
明
し
て
い
る
。よ
っ
て
プ
ル
ヴ
ェ
ラ
ー
本
を
参
考
に
順
序
を
変
更
し
た
結
果
、
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後
半
十
九
丁
か
ら
三
十
一
丁
の
十
三
丁
と
、
丁
数
不
明
の
二
丁
、
計
十
五
丁
を
お

さ
め
る
と
判
明
し
た
。
丁
数
不
明
の
二
丁
は
十
三
丁
裏
か
ら
十
八
丁
に
あ
た
る
と

み
ら
れ
る
。

『
師
宣
祐
信
絵
本
書
誌
』
に
お
け
る
天
理
図
書
館
本
、
ケ
ン
フ
ァ
ー
本
、
③
を

と
り
あ
げ
た
調
査
を
ふ
ま
え
、
①
②
③
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
当
初
の
完
本
は
一

丁
か
ら
三
十
一
丁
を
有
し
、
こ
の
う
ち
十
三
丁
裏
か
ら
十
八
丁
の
五
丁
半
が
失
わ

れ
て
い
る
と
判
明
す
る
。
さ
ら
に
三
本
の
異
同
を
整
理
し
た
時
、
③
に
つ
い
て
は

②
を
参
照
す
れ
ば
当
初
の
順
序
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
、
③
の
丁
数
不
明
の
二

丁
は
当
初
の
完
本
に
お
け
る
十
三
丁
裏
か
ら
十
八
丁
の
い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
と

み
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
①
②
③
を
使
用
し
、
一
丁
か
ら
三
十
一
丁
（
十
三
丁
裏
か

ら
十
八
丁
は
省
く
）、
と
丁
数
不
明
の
二
丁
（
十
三
丁
裏
か
ら
十
八
丁
の
い
ず
れ

か
に
相
当
す
る
と
み
ら
れ
る
）
に
描
か
れ
る
人
物
を
分
析
し
論
を
す
す
め
て
い
き

た
い
。二　

着
物
の
構
成

着
物
は
日
本
の
伝
統
的
な
衣
装
で
あ
り
、
長
い
間
、
日
常
着
と
し
て
着
用
さ
れ

て
き
た
が
、
現
代
で
は
行
事
を
の
ぞ
き
、
見
た
り
触
れ
た
り
す
る
機
会
も
少
な
く

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
着
物
に
つ
い
て
着
衣
法
や
名
称
な
ど
を
説
明
し
て

お
き
た
い
（
図
２
）。

１　

襦
袢
（
じ
ゅ
ば
ん
）
を
着
用
す
る
。
襦
袢
は
下
着
の
扱
い
で
肌
着
の
上
に

着
用
し
、
着
物
よ
り
短
い
。
そ
れ
ゆ
え
裾
①
や
袖
口
②
か
ら
、
は
み
で
な

い
よ
う
に
着
用
す
る
。
衿
③
の
み
が
見
え
る
。

図２　現代着物の部分名称
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２　

着
物
を
重
ね
る
。
身
長
よ
り
も
や
や
長
い
た
め
、
引
き
ず
ら
な
い
よ
う
に

腰
の
あ
た
り
で
持
ち
上
げ
、
身
体
を
包
む
よ
う
に
前
を
合
わ
せ
る
。
そ
の

部
分
を
紐
で
固
定
す
る
。
そ
の
際
、
向
か
っ
て
右
が
上
に
な
る
よ
う
に
着

用
す
る（
右
衽
着
装
法（
う
じ
ん
ち
ゃ
く
そ
う
ほ
う
））。
上
側
を
上
前（
う

わ
ま
え
）
④
、
下
側
を
下
前
（
し
た
ま
え
）
⑤
と
い
う
。

３　

向
か
っ
て
右
の
衿
⑥
が
上
に
な
る
よ
う
に
合
わ
せ
、
胸
の
あ
た
り
を
紐
で

固
定
す
る
。

４　
「
お
は
し
ょ
り
」
⑦
を
整
え
る
。
２
で
引
き
ず
ら
な
い
よ
う
に
持
ち
上
げ

た
分
を
「
お
は
し
ょ
り
」
と
い
い
、
帯
の
下
か
ら
見
え
る
部
分
を
き
れ
い

に
整
え
る
。

５　

帯
を
巻
い
て
後
ろ
で
結
ぶ
。
背
中
心
⑧
が
中
央
に
位
置
す
る
よ
う
に
左
右

対
称
に
着
用
す
る
。

『
小
袖
の
す
が
た
み
』に
お
い
て
も
基
本
的
に
こ
の
構
成
は
変
わ
ら
な
い
。た
だ
、

い
く
つ
か
の
相
違
点
も
あ
る
た
め
、
次
に
説
明
し
て
い
く
。

Ａ　

着
物
の
裾
か
ら
襦
袢
が
見
え
る
こ
と
も
あ
る
。

Ｂ　

前
を
合
わ
せ
る
時
は
ゆ
と
り
を
も
た
せ
、
ゆ
る
や
か
に
重
ね
る
。「
お
は

し
ょ
り
」
は
つ
く
ら
ず
に
長
い
ま
ま
着
用
す
る
。
そ
の
た
め
歩
き
や
す
い

よ
う
に
手
で
褄
（
つ
ま
）
⑨
を
と
っ
た
り
（
図
３
、
図
５
）、
引
き
上
げ

た
分
を
紐
で
結
ぶ
（
図
６
）
な
ど
し
た
。

Ｃ　

着
物
を
重
ね
て
着
用
す
る
時
が
あ
る
。
上
の
着
物
の
裾
が
汚
れ
な
い
よ
う

に
下
の
着
物
を
長
め
に
着
る
。
打
ち
掛
け
る
着
か
た
も
認
め
ら
れ
る（

６
）（
図

３
）。た
と
え
ば
三
枚
重
ね
て
着
用
す
る
場
合
、下
か
ら「
下
着
」「
中
着
」「
上

着
」
と
称
す
る（

７
）。

こ
の
場
合
の
「
下
着
」
が
現
在
で
い
う
「
襦
袢
」
に
相

当
す
る
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
「
襦
袢
」
の

語
を
用
い
る
。
当
時
は
肌
着
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
も
の
の
、
衿
は

外
か
ら
見
え
る
こ
と
も
あ
り
、
色
や
素
材
に
こ
だ
わ
り
も
み
ら
れ
る（

８
）。

お
お
む
ね
、「
お
は
し
ょ
り
」
を
つ
く
ら
ず
、
ゆ
と
り
を
も
た
せ
て
着
用
す
る

以
外
、
現
在
と
大
き
く
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
通
常
、
下
前
の
模
様
が
見
え
る

こ
と
は
な
い
が
、
動
い
た
折
な
ど
に
上
前
は
め
く
れ
る
。
ま
た
、
動
き
や
す
い
よ

う
、
あ
ら
か
じ
め
外
側
に
褄
を
折
り
返
し
て
着
る
場
合
に
は
下
前
が
見
え
る
。
時

代
が
下
る
と
確
認
で
き
る
着
衣
法
で
、
現
在
で
も
舞
を
舞
う
時
や
舞
妓
や
芸
妓
は

そ
の
よ
う
に
着
用
す
る
が
、
本
書
に
そ
の
よ
う
な
着
か
た
は
認
め
ら
れ
な
い
。
図

２
で
確
認
す
る
と
、
上
前
の
褄
⑨
の
位
置
は
向
か
っ
て
左
、
右
足
あ
た
り
に
位
置

す
る
。
上
前
と
下
前
は
ホ
ッ
ク
な
ど
で
止
め
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
合
わ
せ
て
い

る
だ
け
で
あ
り
、
上
前
は
動
き
に
よ
っ
て
揺
れ
た
り
め
く
れ
た
り
す
る
。
歩
行
の

際
に
は
、
褄
が
右
足
あ
た
り
に
位
置
す
る
た
め
、
基
本
的
に
右
足
を
前
に
出
し
た

時
に
は
め
く
れ
、
左
足
を
出
せ
ば
元
に
戻
る
。
速
度
が
遅
け
れ
ば
め
く
れ
な
い
場

合
も
あ
る
が
、
早
け
れ
ば
大
き
く
め
く
れ
る
。

三　

人
物
表
現
に
み
る
合
理
性

１　

基
本
姿
勢
の
上
前
表
現

『
小
袖
の
す
が
た
み
』
に
描
か
れ
る
人
物
は
全
三
十
四
図
（
半
身
を
除
く
）
で

あ
る
。
座
し
て
い
る
五
図
を
の
ぞ
き
、
立
ち
姿
は
二
十
九
図
で
、
主
に
四
つ
の
姿

勢
に
分
け
ら
れ
る
。
進
行
方
向
が
右
と
左
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
に
前
を
向
く
姿
と

振
り
返
る
姿
で
あ
る
。
以
下
、
各
姿
勢
に
名
前
を
つ
け
て
呼
称
す
る
。
な
お
、
左

右
の
進
行
は
斜
め
四
十
五
度
の
視
点
を
基
本
と
し
、
真
横
を
向
く
姿
勢
は
「
真
横

右
」、「
真
横
左
」
と
記
す
。
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右
へ
の
進
行　
　
　
　
　
　
　

…
「
上か

み

手て

」

右
へ
の
進
行
＋
振
り
返
り　
　

…
「
ふ
り
か
え
り
」

左
へ
の
進
行　
　
　
　
　
　
　

…
「
下し

も

手て

」

左
へ
の
進
行
＋
振
り
返
り　
　

…
「
さ
さ
や
き
」

主
と
な
る
四
つ
の
姿
勢
は
二
十
一
図
あ
り
、「
上
手
」
二
図
、「
ふ
り
か
え
り
」

九
図
、「
下
手
」
六
図
、「
さ
さ
や
き
」
四
図
と
な
る
。
残
り
八
図
は
正
面
や
真
横

を
向
い
た
り
、
背
面
を
見
せ
る
な
ど
、
こ
れ
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
四
つ
の
姿

勢
の
上
半
身
を
見
る
と
、
袖
を
と
り
口
元
を
覆
う
も
の
、
手
を
広
げ
る
も
の
、
褄

を
と
る
も
の
、
褄
を
上
に
ひ
き
あ
げ
紐
で
結
ぶ
も
の
な
ど
に
分
か
れ
、
模
様
の
見

え
か
た
は
姿
勢
に
よ
っ
て
異
な
る
。
手
を
広
げ
れ
ば
前
袖
の
模
様
、
口
も
と
を
覆

え
ば
後
袖
の
模
様
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
下
半
身
を
見
て
い
く
と
、
右
へ
進
む

「
上
手
」
と
「
ふ
り
か
え
り
」
は
下
前
、
左
へ
進
む
「
下
手
」
と
「
さ
さ
や
き
」

は
上
前
が
よ
く
見
え
る
。

二
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
歩
行
の
際
は
右
足
を
出
す
と
上
前
が
め
く
れ
る
。

右
を
向
く
「
上
手
」
と
「
ふ
り
か
え
り
」
は
十
一
図
す
べ
て
が
右
足
を
出
し
、
上

前
が
め
く
れ
る
。
左
を
向
く
「
下
手
」
と
「
さ
さ
や
き
」
は
十
図
す
べ
て
が
左
足

を
出
し
、
上
前
が
め
く
れ
な
い
の
が
六
図
、
め
く
れ
る
の
は
四
図
で
あ
る
（
人
物

１
、
11
、
15
、
25
）。
で
は
、
な
ぜ
後
者
の
四
図
は
左
足
を
出
し
て
い
る
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
上
前
が
め
く
れ
る
の
か
。

人
物
１
「
下
手
」（
図
３
）

左
に
す
す
む
。
衿
合
わ
せ
の
表
現
か
ら
判
断
す
る
と
、
四
枚
着
用
し
て
い
る
と

わ
か
る
。
打
ち
掛
け
た
着
物
の
上
前
と
下
前
の
褄
を
、
右
手
で
ま
と
め
て
引
き
上

げ
る
。
こ
の
た
め
、
両
方
が
め
く
れ
た
表
現
と
な
る
。

人
物
11
「
さ
さ
や
き
」（
図
４
）

左
に
す
す
む
。
衿
合
わ
せ
の
表
現
か
ら
、
二
枚
な
い
し
は
三
枚
を
着
用
す
る
と

判
断
で
き
る
。
左
方
向
に
身
体
を
ひ
ね
り
、
後
ろ
の
小
児
に
向
か
う
。
左
手
を
口

元
に
あ
て
、
な
に
や
ら
さ
さ
や
い
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
後
ろ
を
振
り
向
い
た
際

の
動
き
を
と
ら
え
る
た
め
、
上
前
が
め
く
れ
る
。

人
物
15
「
さ
さ
や
き
」（
図
５
）

左
に
す
す
む
。
衿
合
わ
せ
の
表
現
か
ら
二
枚
着
用
、
裾
の
表
現
で
は
あ
る
い
は

三
枚
と
も
見
え
る
。
左
方
向
に
身
体
を
ひ
ね
り
、
後
ろ
に
視
線
を
向
け
る
。
人
物

11
よ
り
も
視
線
を
お
と
し
、
上
体
を
低
く
す
る
。
右
手
で
褄
を
と
り
、
左
手
は
身

体
の
ね
じ
れ
に
と
も
な
い
自
然
な
形
で
開
く
。
褄
を
と
り
、
身
体
を
ひ
ね
っ
た
動

き
を
と
ら
え
る
た
め
、
上
前
が
め
く
れ
る
。

人
物
25
「
下
手
」（
図
６
）

左
に
す
す
む
。
衿
合
わ
せ
と
裾
、
袖
の
表
現
か
ら
三
枚
ま
た
は
四
枚
着
用
し
て

い
る
と
判
断
で
き
る
。
左
右
の
袖
は
力
な
く
下
が
り
、
衿
元
が
膨
ら
ん
で
い
る
こ

と
か
ら
、
懐
に
手
を
入
れ
た
表
現
と
わ
か
る
。
描
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
着
物
を

引
き
上
げ
た
分
を
紐
で
結
ん
で
い
る
。
上
前
が
め
く
れ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
の

表
現
で
あ
る
。

以
上
、人
物
の
姿
勢
と
上
前
の
め
く
れ
方
を
ま
と
め
た
の
が
巻
末
の
表
で
あ
り
、

そ
の
ほ
か
に
袖
と
髪
型
に
つ
い
て
の
項
目
も
た
て
た
。
さ
ら
に
人
物
１
、
11
、

15
、
25
の
四
図
に
つ
い
て
、
袖
と
髪
型
に
つ
い
て
の
説
明
を
加
え
る（

９
）。
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図３　人物１（右）図４　人物 11（左）

図５　人物 15（右）人物 16（左）図６　人物 25
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人
物
１

袖
の
形
式
は
小
袖
で
あ
る
。
袖
口
が
広
く
開
い
た
広
袖
に
対
し
、
詰
ま
っ
た
袖

を
小
袖
と
い
う
。
本
書
に
お
い
て
は
、
付
根
の
部
分
か
ら
袂
（
た
も
と
）
に
か
け

て
丸
く
ゆ
る
や
か
な
小
袖
と
な
っ
て
い
る（
図
７
）。袖
口
下
方
の
曲
線
形
に
よ
り
、

「
そ
ぎ
袖
」
や
「
な
ぎ
袖
」
と
称
す
る
。

髪
型
は
御
所
風
で
あ
る
（
図
９
）。
そ
の
構
成
は
頭
頂
に
核
と
な
る
根
を
と
り
、

前
髪
、
び
ん
（
左
右
の
横
の
部
分
）、
た
ぼ
（
後
ろ
の
部
分
。「
つ
と
」
と
も
い
う
）

を
含
め
て
全
部
で
五
つ
の
パ
ー
ト
に
わ
け
る
。
根
を
基
に
し
て
そ
の
他
の
部
分
を

ま
と
め
て
髷
（
ま
げ
）
を
構
成
す
る
。
根
の
位
置
に
よ
り
、髷
の
高
さ
が
変
わ
る
。

御
所
風
は
集
め
た
髪
を
根
と
一
緒
に
元
結
で
結
び
、
残
り
を
根
に
巻
き
つ
け
る
ス

タ
イ
ル
で
あ
る
。
簡
単
に
髪
を
下
ろ
せ
る
の
を
特
徴
と
す
る
。

人
物
11

袖
は
小
袖
、
髪
型
は
玉
結
び
で
あ
る
（
図
10
）。
玉
結
び
は
下
ろ
し
た
髪
の
中

ほ
ど
で
毛
先
を
戻
し
て
結
ぶ
。

人
物
15

袖
は
振
袖
、髪
型
は
玉
結
び
で
あ
る
。
振
り
の
つ
い
た
小
袖
を
振
袖
と
い
う（
図

８
）。
本
書
に
見
る
袖
の
形
は
小
袖
と
振
袖
の
二
種
で
あ
る
。
振
袖
に
つ
い
て
は

人
物
６
で
詳
述
す
る
。

人
物
25

袖
は
振
袖
、
髪
型
は
玉
結
び
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
髪
は
結
ば
ず
左
右
に
振
り

分
け
る
。

そ
の
ほ
か
兵
庫
髷
、
島
田
髷
、
下
髪
、
若
衆
髷
な
ど
の
髪
型
が
み
え
る
。
兵
庫

髷
は
集
め
た
髪
を
根
で
結
ん
で
頭
頂
に
髷
を
作
り
、
残
り
の
毛
を
巻
き
つ
け
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
根
元
が
何
段
か
巻
き
あ
げ
た
よ
う
に
な
る
（
図
11
）。
人
物
５
お

よ
び
６
は
髷
の
形
が
わ
ず
か
に
異
な
る
も
の
の
、
以
上
の
特
徴
を
有
す
る
こ
と
か

ら
、
兵
庫
髷
と
判
断
す
る
。
島
田
髷
は
髷
の
途
中
で
輪
を
つ
ぶ
す
よ
う
に
結
ぶ
。

人
物
２
の
髷
先
は
大
き
い
た
め
、
大
島
田
と
称
す
る
（
図
12
）。
下
髪
は
根
に
集

め
た
前
髪
、
鬢
（
び
ん
）、
髱
（
た
ぼ
）
を
一
緒
に
結
び
、
髷
を
作
ら
ず
た
ら
し

て
お
く
（
図
13
）。
若
衆
髷
は
前
髪
を
残
し
、中
剃
り
を
し
て
髷
を
結
ぶ
（
図
14
）。

元
服
前
の
男
子
の
髪
型
で
あ
る
。

２　

そ
の
他
の
姿
勢

そ
の
他
の
姿
勢
は
八
図
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
真
横
、
背
面
、
正
面
を
向
く
。
そ
の

う
ち
背
面
を
見
せ
る
人
物
６
、
16
と
、
真
横
を
向
く
17
を
取
り
上
げ
る
。

人
物
６
「
背
面
」（
図
15
）

後
ろ
姿
で
身
体
を
斜
め
右
後
に
向
け
る
。
本
来
、
背
中
心
は
背
中
の
中
央
に
位

置
す
る
が
、
向
き
に
合
わ
せ
て
や
や
左
に
寄
る
。
両
膝
を
少
し
曲
げ
、
右
足
を
前

へ
出
す
。
上
前
の
褄
は
前
へ
動
き
、
裏
が
見
え
る
。
視
線
は
袖
模
様
を
見
る
か
の

よ
う
に
や
や
右
下
へ
向
け
る
。
右
手
は
肘
を
軽
く
曲
げ
、
肩
よ
り
少
し
下
に
お
ろ

し
、
袖
口
を
も
つ
。
左
手
は
四
十
五
度
に
お
ろ
す
。
後
袖
か
ら
背
中
、
後
ろ
身
頃

の
模
様
が
見
や
す
い
姿
勢
で
あ
る
。
脇
の
下
に
切
れ
目
が
み
え
る
が
、こ
れ
を「
身

八
つ
口
」と
よ
ぶ
。
一
方
、袖
の
空
い
て
い
る
部
分
を「
振
り
八
つ
口
」と
い
う
。「
八

つ
口
」
は
「
わ
き
あ
け
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た）

（1
（

。
現
在
の
女
性
着
物
も
「
わ
き
あ

け
」
の
あ
る
仕
立
て
で
あ
る
。
天
和
の
頃
に
は
い
ま
だ
一
般
的
で
な
か
っ
た
も
の
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図７　小袖図８　振袖

図９　御所風図 10　玉結び図 11　兵庫髷

図 12　大島田図 13　下髪図 14　若衆髷
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図 15　人物６　➀身八つ口　➁振り八つ口図 16　人物 17

図 17 －１　人物１（右）図 17 －２　模型による再現
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の
、
小
児
用
と
し
て
は
す
で
に
着
用
さ
れ
て
い
た）

（（
（

。 

そ
れ
ら
の
小
袖
は
、「
わ
き

あ
け
」
に
よ
っ
て
袖
丈
を
長
く
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
た
め
、
万
治
頃
に
は
長

さ
が
一
尺
五
寸
（
約
五
十
七
㎝
）
と
な
っ
て
い
た
。
前
後
左
右
合
わ
せ
て
六
尺
に

な
る
こ
と
か
ら
「
六
尺
袖
」
と
も
よ
ば
れ
、
振
り
動
く
ほ
ど
に
長
く
な
っ
た
と
し

て
「
振
袖
」
の
呼
称
が
生
じ
た
。
さ
ら
に
貞
享
頃
に
は
二
尺
、
享
保
頃
に
は
二
尺

四
五
寸
と
次
第
に
長
く
な
っ
て
い
く）

（1
（

。 

人
物
６
の
袖
は
、
肩
か
ら
腰
の
あ
た
り

ま
で
の
一
尺
五
寸
ほ
ど
、「
六
尺
袖
」
の
長
さ
で
あ
る
。「
わ
き
あ
け
」、
特
に
「
身

八
つ
口
」
を
描
く
表
現
は
本
書
の
他
の
人
物
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
袂
が
丸
く
ゆ
る

や
か
な
「
振
袖
」
の
初
期
的
形
態
を
あ
ら
わ
す
と
い
え
る）

（1
（

。

歳
の
頃
は
十
五
歳
前
後
で
あ
ろ
う
か
。
あ
た
か
も
新
調
の
着
物
に
初
め
て
手
を

通
し
た
か
の
よ
う
に
、
袖
を
広
げ
て
模
様
を
眺
め
る
様
子
は
、
い
ま
に
も
動
き
出

し
そ
う
な
喜
び
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
模
様
も
中
型
の
愛
ら
し
い
梅
文
を
散
ら
し
て

お
り
、
髪
型
も
髷
を
少
し
上
に
と
り
若
々
し
い
。
髷
で
輪
を
作
り
、
残
り
は
根
元

で
数
段
巻
き
上
げ
る
が
、
根
の
位
置
に
元
結
で
結
ん
だ
表
現
が
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
か
ら
、
兵
庫
髷
の
一
種
と
み
ら
れ
る
。「
わ
き
あ
け
」
の
表
現
、
嬉
々
と
し
た

姿
勢
と
と
も
に
「
振
袖
」
を
着
用
す
る
年
頃
の
女
性
を
丁
寧
に
描
い
て
い
る
。

人
物
16
「
背
面
」（
図
５
）

左
を
向
き
左
足
は
一
歩
前
へ
、
右
ひ
ね
り
に
振
り
返
る
。
背
中
心
を
左
寄
り
に

描
く
た
め
、
上
半
身
は
九
十
度
以
上
ひ
ね
っ
た
姿
勢
と
な
る
。
下
半
身
は
腰
回
り

の
膨
ら
み
が
背
中
心
の
下
に
き
て
お
ら
ず
、
上
半
身
ほ
ど
の
ひ
ね
り
は
認
め
ら
れ

な
い
。
左
手
は
肘
を
曲
げ
て
掌
を
肩
の
あ
た
り
へ
、
右
手
は
上
半
身
の
ひ
ね
り
と

と
も
に
、
身
体
に
沿
っ
て
背
中
の
方
へ
ま
わ
す
。
着
物
の
模
様
は
若
松
に
梅
小
紋

で
あ
る
。
中
型
の
若
松
五
本
を
全
て
端
に
配
し
て
、
半
分
の
み
を
見
せ
、
残
り
に

梅
小
紋
を
散
ら
す
。
袖
は
小
袖
、
髪
型
は
御
所
風
で
あ
る
。

人
物
17
「
真
横
左
」（
図
16
）

左
を
向
き
、
左
足
を
一
歩
前
へ
出
す
。
袖
は
力
な
く
さ
が
る
。
お
腹
の
あ
た
り

に
ふ
く
ら
み
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
掌
を
置
い
て
い
る
と
わ
か
る
。
着
物
の
重
み
で

上
着
は
少
し
脱
げ
か
か
る
が
、
背
中
心
が
中
央
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
左
右
対
称

で
あ
り
、
乱
れ
た
印
象
は
受
け
な
い
。
真
横
を
向
く
こ
と
に
よ
り
、
前
袖
か
ら
後

ろ
身
頃
に
か
け
て
花
の
模
様
が
つ
な
が
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
袖
は
振
袖
、
髪

型
は
玉
結
び
で
あ
る
。

３　

身
体
の
合
理
性
に
つ
い
て

本
書
に
み
る
姿
勢
は
、
着
物
を
華
や
か
に
見
せ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。
さ

ら
に
着
物
を
着
用
し
た
時
に
身
体
が
き
れ
い
に
見
え
る
姿
で
あ
り
、
さ
な
が
ら
舞

の
型
の
よ
う
で
あ
る
。
美
し
く
見
せ
る
た
め
に
は
、重
心
が
安
定
し
、理
に
か
な
っ

た
姿
が
必
要
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
絵
画
表
現
に
合
理
性
を
求
め
た
江
戸
中
期
の

画
家
、
円
山
応
挙
（
一
七
三
三
～
九
五
）
は
着
衣
姿
の
人
物
を
描
く
際
、
自
然
に

近
い
姿
勢
を
描
く
た
め
裸
体
を
基
本
と
し
た
と
い
う
。
そ
こ
で
模
型
を
使
っ
て
人

物
の
姿
勢
を
よ
り
明
ら
か
に
し
、着
衣
姿
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
か
を
検
証
す
る
。

と
り
あ
げ
る
の
は
主
な
四
姿
勢
の
う
ち
、
人
物
１
「
下
手
」（
図
17
）、
３
「
上

手
」（
図
18
）、７
「
ふ
り
か
え
り
」（
図
19
）、11
「
さ
さ
や
き
」（
図
20
）
に
加
え
、

そ
の
他
の
ポ
ー
ズ
の
う
ち
背
面
を
見
せ
る
６
（
図
21
）
と
14
（
図
22
）
と
す
る
。

人
物
１
「
下
手
」（
図
17
）

左
に
す
す
み
左
足
を
出
す
。
本
書
に
み
る
人
物
の
足
は
素
足
、
足
袋
の
双
方
と

も
に
親
指
を
上
げ
て
表
現
す
る
。
右
手
は
打
ち
掛
け
た
着
物
の
褄
を
と
り
、
左
手

で
袖
口
を
も
つ
。
肘
を
少
し
曲
げ
、
四
十
五
度
に
お
ろ
す
た
め
、
左
肩
か
ら
前
袖
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図 18 －１　人物３図 18 －２　模型による再現

図 19 －１　人物７図 19 －２　模型による再現
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図 20 －１　人物 11（左）図 20 －２　模型による再現

図 21 －１　人物６図 21 －２　模型による再現
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図 22 －１　人物 14図 22 －２　模型による再現

に
か
け
て
の
模
様
が
よ
く
見
え
る
。

人
物
３
「
上
手
」（
図
18
）

右
に
す
す
み
右
足
を
出
す
。
右
手
で
褄
を
と
り
、
左
手
は
肘
を
曲
げ
掌
を
袖
の

中
に
入
れ
て
口
元
を
覆
う
。
左
右
の
後
ろ
袖
の
模
様
と
下
前
の
模
様
が
見
え
る
。

人
物
７
「
ふ
り
か
え
り
」（
図
19
）

右
を
向
き
右
足
を
出
す
。
上
半
身
を
右
へ
ひ
ね
り
、
さ
ら
に
首
を
後
ろ
に
向
け

る
。
右
手
は
肘
を
軽
く
曲
げ
肩
の
位
置
ま
で
あ
げ
る
。
左
手
は
曲
げ
た
肘
を
お
ろ

し
掌
を
帯
の
あ
た
り
に
お
く
。
右
袖
の
後
ろ
か
ら
下
前
の
模
様
が
み
え
る
。

人
物
11
「
さ
さ
や
き
」（
図
20
）

左
を
向
き
左
足
を
出
す
。
上
半
身
を
左
方
向
に
ひ
ね
り
、
首
を
さ
ら
に
傾
け
後

ろ
の
少
女
に
向
け
る
。
右
手
は
肘
を
軽
く
曲
げ
掌
を
帯
の
中
心
に
お
く
。
左
手
も

肘
を
曲
げ
掌
は
袖
の
中
に
入
れ
て
口
元
を
覆
う
。

人
物
６
「
背
面
」（
図
21
）

前
節
に
お
い
て
詳
述
し
た
た
め
、
省
略
す
る
。

人
物
14
「
背
面
」（
図
22
）

背
面
を
見
せ
る
。
首
を
や
や
右
へ
傾
け
、視
線
は
雪
輪
模
様
の
着
物
に
向
け
る
。

両
膝
を
少
し
曲
げ
、
左
足
が
裾
か
ら
の
ぞ
く
。
右
手
は
肘
を
曲
げ
て
身
体
に
ひ
き

つ
け
、
掌
は
肩
よ
り
少
し
下
に
お
く
。
左
手
は
肘
を
曲
げ
て
前
方
へ
向
け
、
腕
は

体
の
後
ろ
へ
ま
わ
す
。
掌
は
と
も
に
袖
口
か
ら
見
え
な
い
。
基
本
的
に
肘
の
向
き

と
袖
の
振
り
は
同
じ
方
を
向
く
た
め
、
複
雑
な
形
で
は
あ
る
が
、
腕
の
動
き
が
よ
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図 23 －１　人物 24図 23 －２　『女用訓蒙図彙 巻三』から松に琴

図 24 －１　人物 21図 24 －２　『女用訓蒙図彙 巻三』雪の梅に鶯若松
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図 25 －２　『女用訓蒙図彙 巻三』瀧に鯉 図 25 －１　人物６

く
わ
か
る
。
髪
型
は
玉
結
び
で
あ
る
。
着
物
は
霞
に
中
型
の
梅
鉢
紋
散
ら
し
模
様

で
、
右
の
後
袖
と
左
の
前
袖
、
後
見
頃
の
模
様
が
見
え
る
。

模
型
を
用
い
て
姿
勢
を
よ
り
明
瞭
に
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
は
自
然
で
無

理
の
な
い
姿
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
肘
や
膝
を
曲
げ
て
左
右
で
ず
ら
し

た
り
、
上
体
を
ひ
ね
っ
て
動
き
を
あ
ら
わ
す
。
そ
れ
ら
は
舞
の
型
の
よ
う
に
美
し

く
、
着
物
も
華
や
か
に
み
え
る
姿
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
着
物
の
模
様
と
も
密
接
に
関
係
す
る
。
本
書
は
右
頁
に
着

衣
姿
の
人
物
、
左
頁
に
背
面
小
袖
を
配
し
、
前
者
は
中
型
や
小
型
の
小
紋
柄
が
多

く
、
後
者
は
大
柄
を
描
く
。
背
面
小
袖
は
、
背
中
か
ら
裾
に
か
け
て
の
大
柄
や
絵

羽
模
様
を
見
せ
る
に
は
ふ
さ
わ
し
い
一
方
、
小
紋
柄
を
見
せ
る
に
は
単
調
に
な
り

や
す
い
。
小
紋
柄
を
着
用
す
る
人
物
は
、
姿
勢
の
制
約
を
受
け
に
く
く
、
よ
り
自

由
な
動
き
を
と
り
、
模
様
を
華
や
か
に
見
せ
る
の
を
可
能
と
す
る
。

試
み
に
大
柄
の
着
物
を
着
用
す
る
人
物
を
描
く
『
女
用
訓
蒙
図
彙
』（
奥
田
松

柏
軒　

吉
田
半
兵
衛
画　

貞
享
四
年
刊
・
一
六
八
七）

（1
（

）
の
中
か
ら
、
本
書
と
近
い

姿
勢
の
三
図
を
比
較
し
て
み
る
（
図
23
～
25
）。『
女
用
訓
蒙
図
彙
』
で
は
、
琴
や

梅
、
瀧
の
模
様
を
絵
の
よ
う
に
見
せ
る
た
め
、
肩
の
位
置
が
ず
れ
、
肘
が
不
自
然

な
位
置
で
曲
が
る
。
あ
る
い
は
肩
か
ら
肘
、
腕
の
長
さ
が
長
く
、
実
際
の
身
体
の

比
率
と
は
異
な
る
。
着
物
の
模
様
を
絵
の
よ
う
に
見
せ
る
た
め
、
姿
勢
が
制
約
さ

れ
、
不
自
然
な
表
現
で
あ
る
と
わ
か
る
。
そ
れ
に
比
べ
て
本
書
は
、
模
様
が
小
さ

い
た
め
に
そ
の
よ
う
に
表
現
す
る
必
要
が
な
く
、
よ
り
自
然
で
多
様
な
姿
勢
で
描

い
て
い
る
。
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四　
『
小
袖
の
す
が
た
み
』
と
そ
の
筆
者
・
菱
川
師
宣

本
書
を
手
が
け
た
菱
川
師
宣
（
？
～
一
六
九
四
）
は
通
称
を
吉
兵
衛
、
晩
年
に

剃
髪
し
て
友
竹
と
号
し
た
。
房
州
平
群
保
田
町
（
現
・
鋸
南
町
保
田
）
の
人
で
、

縫
箔
師
を
業
と
し
、
父
吉
左
衛
門
の
技
は
精
妙
を
き
わ
め
た
と
い
う
。
師
宣
は
若

い
頃
に
江
戸
に
移
り
住
み
、
縫
箔
の
上
絵
を
描
く
た
め
に
画
を
学
ん
だ
が
、
む
し

ろ
絵
事
を
好
ん
で
土
佐
派
の
画
風
を
慕
い
、
岩
佐
又
兵
衛
の
筆
意
に
倣
っ
て
一
家

を
な
し
た
。
の
ち
に
「
浮
世
絵
の
妙
手
」、「
板
下
画
の
始
祖
」
と
評
さ
れ
る）

（1
（

。
縫

箔
師
の
家
に
生
ま
れ
た
師
宣
に
と
り
、
当
然
な
が
ら
着
物
は
身
近
で
あ
っ
た
。
画

を
な
ら
い
始
め
た
の
は
上
絵
を
描
く
た
め
で
あ
り
、
風
俗
画
家
と
な
っ
た
の
も
着

物
に
端
を
発
し
て
い
る
。

師
宣
は
、
当
時
の
あ
り
さ
ま
、「
時
世
粧
」
を
写
す
の
に
す
ぐ
れ
た
よ
う
に）

（1
（

、

た
し
か
に
そ
の
版
本
は
、
の
ち
に
風
俗
の
考
証
資
料
と
し
て
、
し
ば
し
ば
参
照
さ

れ
て
い
る
。
戯
作
者
で
考
証
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
山
東
京
山
（
一
七
六
九
～

一
八
五
八
）
の
『
歴
世
女
装
考
』
は
、「
古
画
に
描
か
れ
た
湯
女
が
遊
女
か
否
か
」

と
問
わ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
鏡
や
櫛
、
髪
油
な
ど
の
女
装
に
関
す
る
究
明
の

た
め
古
書
古
画
を
資
料
と
し
て
考
証
し
た
。
中
で
も
、
い
つ
頃
か
ら
櫛
が
髪
飾
り

と
し
て
使
用
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
延
宝
か
ら
元
禄
ま
で
の
三
十
年
間
に
出
版
さ

れ
た
師
宣
の
絵
本
は
多
い
も
の
の
、
遊
女
に
髪
飾
り
は
認
め
ら
れ
ず
、
書
物
に
は

稀
に
櫛
を
さ
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
が
、
肉
筆
画
に
は
見
え
な
い
と
指
摘
し
て

い
る
。
ま
た
、
む
か
し
は
今
の
よ
う
に
必
ず
櫛
を
さ
す
わ
け
で
は
な
く
、
師
宣
が

櫛
を
さ
す
女
性
を
版
本
や
肉
筆
に
描
か
な
か
っ
た
一
方
、
正
徳
（
一
七
一
一
～

一
七
一
六
）
に
活
躍
し
た
西
川
祐
信
の
画
に
は
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど

を
あ
げ
る
。
師
宣
の
版
本
や
肉
筆
画
に
は
髪
飾
り
と
し
て
の
櫛
が
認
め
ら
れ
な
い

と
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る）

（1
（

。

さ
ら
に
国
学
者
・
生
川
春
明
（
一
八
〇
五
～
一
八
九
〇
）
の
著
し
た
『
近
世
女

風
俗
考
』
に
お
い
て
も
、
古
画
や
版
本
を
参
照
し
て
女
性
の
風
俗
を
考
証
す
る
中

で
、
師
宣
の
版
本
を
多
く
取
り
上
げ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

（
笄
髷
）
中
年
の
女
に
此
風
多
し
。「
和
国
百
女
」
と
い
へ
る
絵
本
に
所
載
に

し
て
、
画
工
は
菱
川
師
宣
と
奥
書
に
あ
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
は
師
宣
の
二
字

は
入
木
な
る
べ
し
。
師
宣
に
ハ
筆
力
や
や
拙
な
り
。
お
も
ふ
に
此
冊
子
ハ
元

禄
八
九
年
よ
り
後
の
風
俗
に
て
、
師
宣
の
長
子
師
房
の
筆
な
る
べ
し
。

と
し
、髪
型
の
考
証
に
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
刊
行
の
『
和
国
百
女
』
を
挙
げ
、

同
書
に
は
師
宣
の
奥
書
が
あ
る
も
の
の
、
筆
力
が
や
や
拙
い
う
え
、「
師
宣
」
の

二
字
は
入
木
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
元
禄
八
九
年
よ
り
後
の
風
俗
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
師
宣
の
長
子
師
房
の
筆
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る）

（1
（

。

師
宣
の
描
く
雅
俗
の
美
人
は
艶
態
柔
情
で
、一
見
し
て
よ
く
人
心
を
動
か
し
た
。

画
風
は
洒
落
に
し
て
品
位
も
高
く
、の
ち
の
宮
川
長
春
も
及
ば
な
か
っ
た
と
い
う
。

ま
た
似
顔
絵
の
名
人
と
の
認
識
も
あ
っ
た）

（1
（

。
縫
箔
業
を
営
み
、
着
物
の
身
近
で
育

ま
れ
た
師
宣
は
、
そ
れ
を
着
用
す
る
雅
俗
の
美
人
を
魅
力
的
に
描
く
と
と
も
に
、

当
時
の
あ
り
さ
ま
「
時
世
粧
」
を
あ
ら
わ
し
た
絵
師
で
あ
っ
た
。
考
証
学
が
盛
ん

に
行
わ
れ
た
江
戸
後
期
に
お
い
て
、し
ば
し
ば
師
宣
の
画
が
参
照
さ
れ
た
事
実
は
、

当
時
の
風
俗
を
よ
く
う
つ
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
証
左
と
な
ろ
う
。

師
宣
は
自
ら
「
大
和
絵
師
」
と
名
乗
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
日

本
の
風
俗
や
文
化
を
う
つ
す
と
い
う
自
負
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
る
。
画
人
伝
等
に

み
る
「
浮
世
絵
の
妙
手
」、「
版
下
画
の
始
祖
」
と
の
評
価
は
、
ま
さ
に
そ
の
語
に

裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

『
小
袖
の
す
が
た
み
』
が
目
指
し
た
の
は
、
人
物
の
着
物
姿
を
自
然
か
つ
美
し

く
見
え
る
よ
う
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
物
と
着
物
が
合
致
し
た
表
現
に

は
合
理
性
が
求
め
ら
れ
、
ま
ず
は
着
物
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
が
第
一
条
件
と
な

る
。
さ
ら
に
着
衣
法
の
み
な
ら
ず
、「
時
世
粧
」
を
真
摯
に
写
し
と
ろ
う
と
の
意

識
も
看
取
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
力
の
高
さ
に
反
し
、
一
方
で
は
現
実
的
で

な
い
着
衣
法
を
有
す
る
作
品
に
つ
い
て
、
し
ょ
せ
ん
は
「
絵
空
事
」
の
表
現
に
す

ぎ
な
い
と
し
て
、
こ
の
時
代
の
画
家
を
過
小
評
価
す
る
向
き
も
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
現
在
で
は
、
現
実
に
あ
り
得
な
い
表
現
と
し
て
「
絵
空
事
」
を
用
い
る
が
、
果

し
て
当
時
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
意
味
し
た
の
か
。

『
傍
廂　

後
編
』「
絵
そ
ら
ご
と
」
の
項
に
は
、「
世
に
絵
そ
ら
ご
と
と
い
へ
れ

ど
、
絵
に
は
真
あ
り
、
偽
あ
り
。
一
様
な
ら
ず
」
と
あ
り
、
鳳
凰
と
孔
雀
の
ど
ち

ら
が
描
き
や
す
い
か
と
い
う
二
人
の
絵
師
の
話
を
の
せ
る
。
一
人
は
現
実
に
存
在

し
な
い
鳳
凰
は
ど
の
よ
う
に
で
も
描
け
る
一
方
、
現
実
に
存
在
す
る
孔
雀
は
羽
翼

の
彩
色
が
た
い
へ
ん
難
し
い
と
述
べ
る
。
も
う
一
人
は
現
実
に
存
在
す
る
孔
雀
は

い
く
ら
で
も
見
て
描
け
る
の
に
対
し
、
存
在
し
な
い
鳳
凰
は
古
人
の
画
を
参
考
に

す
る
と
い
っ
て
も
頼
り
な
く
、
心
の
ま
ま
に
描
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
難
し
い

と
語
っ
た
と
い
う）

11
（

。
こ
こ
で
は
想
像
上
の
動
物
で
あ
る
鳳
凰
に
対
し
て
「
絵
空

事
」
と
の
認
識
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
浮
世
絵
師
・
西
川
祐
信
（
一
六
七
一
～

一
七
五
〇
）
に
よ
る
『
画
法
彩
色
法）

1（
（

』
に
は
、

古
法
を
守
る
可
き
事　

凡
万
物
出
生
の
道
理
を
考
へ
能
写
す
と
い
へ
ど
も
、

あ
な
が
ち
生
に
の
み
偏
事
有
べ
か
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
写
生
を
好
め
ば
俗
に
な

る
事
多
し
、
諺
に
も
絵
空
事
と
い
ふ
事
あ
り
、
す
べ
て
そ
ら
ご
と
を
書
に
は

あ
ら
ね
ど
、
古
へ
よ
り
の
画
法
に
、
或
は
四
季
を
一
紙
に
図
し
、
王
摩
詰
が

雪
中
に
芭
蕉
を
ゑ
が
き
し
類
ひ
、
丹
青
の
畳
の
色
を
緑
青
に
て
塗
来
り
た
る

な
ど
、
皆
法
則
と
な
り
て
是
を
改
め
ざ
る
の
る
い
又
多
し
、
さ
れ
ば
専
ら
古

例
を
考
へ
、
生
に
か
た
よ
り
て
画
法
を
乱
し
あ
や
ま
る
事
な
か
れ
と
な
り

と
あ
る
。
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。

　
万
物
の
道
理
を
考
え
て
写
す
と
は
い
っ
て
も
、
写
生
だ
け
に
偏
る
の
は
よ
く
な

い
。
ひ
た
す
ら
写
生
を
好
め
ば
俗
に
な
る
事
が
多
い
。
こ
と
わ
ざ
に
も「
絵
空
事
」

と
い
う
の
が
あ
る
が
、
す
べ
て
空
言
を
描
く
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
古
え
か

ら
の
画
法
に
お
い
て
は
、
四
季
を
一
紙
上
に
描
い
た
り
、
王
摩
詰
の
よ
う
に
雪
中

に
芭
蕉
を
描
い
た
り
、
彩
色
の
畳
の
色
を
緑
青
で
塗
る
な
ど
、
み
な
法
則
と
な
っ

て
こ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
改
め
な
い
こ
と
も
多
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
古
の
例
を
よ
く

よ
く
考
え
、写
生
に
か
た
よ
っ
て
画
法
を
乱
し
誤
る
こ
と
を
な
く
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
空
言
」
と
は
四
季
を
一
画
面
上
に
描
い
た
り
、
芭
蕉
を
雪
中
に

描
く
な
ど
、
現
実
に
は
な
い
状
況
を
さ
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
俗
に

陥
ら
な
い
た
め
の
方
法
で
あ
り
、古
法
に
な
ら
う
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

鳳
凰
も
想
像
上
の
動
物
と
は
い
え
、
見
る
側
に
も
イ
メ
ー
ジ
の
し
や
す
い
対
象
で

あ
り
、画
家
の
勝
手
な
創
作
を
さ
し
て
言
う
の
で
は
な
い
。「
絵
空
事
」と
は
い
え
、

画
家
と
鑑
賞
者
の
間
で
容
易
に
共
有
で
き
る
世
界
、
違
和
感
の
な
い
世
界
で
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
無
法
放
逸
を
言
う
の
で
は
な
い
。

菱
川
師
宣
の
描
く
風
俗
画
は
、『
画
法
彩
色
法
』
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、「
万
物

の
道
理
を
考
え
よ
く
写
す
」と
は
い
え
、古
来
の
画
法
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
な
か
っ
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た
た
め
に
俗
に
は
堕
さ
な
か
っ
た
。
師
宣
が
「
浮
世
絵
の
妙
手
」
と
い
わ
れ
た
の

は
こ
の
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
描
い
た
か
ら
で
あ
り
、
江
戸
後
期
の
考
証
家

た
ち
に
も
風
俗
資
料
と
し
て
十
分
に
耐
え
う
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
価
値
が
認
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
師
宣
同
様
、
考
証
家
た
ち
に
よ
く
参
照
に
さ
れ
た
の
が

西
川
祐
信
の
版
本
で
あ
る
。
前
述
の
『
画
法
彩
色
法
』
を
著
し
た
西
川
祐
信
は
京

都
を
中
心
に
活
躍
し
、
の
ち
の
風
俗
画
家
に
も
影
響
を
与
え
た
。
江
戸
中
期
に
大

阪
を
拠
点
と
し
て
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
・
月
岡
雪
鼎
は
「
土
佐
光
信
光
実
及
び
浮

世
又
兵
衛　

近
世
菱
川
吉
兵
衛　

な
を
近
き
頃　

京
師
の
西
川
祐
信
な
ど　

和
画

風
流
に
委
し
」（『
金
玉
画
府
』
明
和
八
年
刊
行
・
一
七
六
四）

11
（

）
と
、
土
佐
派
や
岩

佐
又
兵
衛
に
つ
づ
き
、「
和
画
風
流
」
に
通
じ
た
画
家
と
し
て
菱
川
師
宣
と
西
川

祐
信
を
挙
げ
る
。
そ
こ
に
は
師
宣
以
後
に
隆
盛
し
た
懐
月
堂
派
や
鳥
居
派
、
鈴
木

春
信
の
名
は
見
出
せ
な
い
。
ま
た
、
江
戸
後
期
の
武
士
・
渡
辺
崋
山
（
一
七
九
三

～
一
八
四
一
）
は
『
一
掃
百
態
』
の
序
（
文
政
元
年　

一
八
一
八
）
に
お
い
て
「
近

ご
ろ
、
岩
佐
、
菱
川
、
古
山
、
石
川
、
椙
村
、
宮
川
、
の
若
き
は
、
俗
流
と
雖
も
、

甚
だ
当
時
の
質
素
簡
朴
、
以
て
奢
る
者
を
抑
へ
る
に
足
る
を
観
る
。」
と
、
岩
佐

又
兵
衛
や
菱
川
師
宣
の
画
を
、
俗
流
と
は
い
え
素
直
で
か
ざ
り
け
が
な
く
、
奢
れ

る
者
を
戒
め
る
と
評
価
す
る）

11
（

。
師
宣
ら
の
画
に
鑑
戒
画
の
意
義
を
見
出
し
て
い
た

点
は
興
味
深
く
、
崋
山
が
風
俗
画
に
求
め
た
思
想
は
、
風
俗
画
と
は
何
な
の
か
、

と
い
う
テ
ー
マ
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

風
俗
画
を
描
い
た
画
家
が
ど
れ
ぐ
ら
い
着
物
に
精
通
し
て
い
た
の
か
、
着
物
に

対
す
る
意
識
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
本
稿
で
は
菱
川
師
宣
の
筆
に

な
る
版
本
『
小
袖
の
す
が
た
み
』
を
と
り
あ
げ
て
考
察
し
た
。
風
俗
画
に
お
い
て
、

「
時
代
」
の
み
な
ら
ず
「
人
物
の
動
き
」
を
活
写
す
る
上
で
、
着
物
は
重
要
な
要

素
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
こ
で
、
ほ
か
の
師
宣
に
よ
る
版
本
と
の
比
較
を

通
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
版
本
の
目
指
し
た
も
の
を
継
続
し
て
考
察
す
る
と
と
も
に
、

註（
１
）　

山
辺
知
行
監　

上
野
佐
江
子
編
『
小
袖
模
様
雛
形
本
集
成　

壱
』（
学
習
研
究
社　

一
九
七
四
年
）、
所
収
。

（
２
）　

早
稲
田
大
学
本
を
参
照
し
た
。

（
３
）　
『
日
本
古
典
文
学
体
系　

西
鶴
集　

下
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
〇
年
）、
所
収
。

惣
じ
て
絵
馬
は
万
人
の
目
に
か
ゝ
れ
ば
、
か
り
そ
め
な
が
ら
大
事
な
物
な
り
。
都
の

清
水
に
、
長
谷
川
長
蔵
が
筆
に
て
、
吾
郎
朝
比
奈
が
力
く
ら
べ
を
書
り
。
此
袴
の
ま

ち
の
ひ
だ
折
た
る
上
に
、
心
も
な
く
舞
鶴
の
紋
が
ら
書
た
る
所
、
猪
熊
の
染
物
屋
の

下
女
が
見
出
し
て
、洛
中
是
沙
汰
に
な
り
、長
蔵
一
生
、是
を
わ
づ
ら
ひ
け
る
と
な
り
。

解
説
に
「
長
蔵
」
は
「
久
蔵
」
の
誤
り
で
あ
る
と
す
る
。　

（
４
）　
『
稀
書
複
製
会
叢
書　

三
十
五
巻
』（
臨
川
書
店　

一
九
九
一
年
）、
所
収
。

（
５
）　

国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
書
印
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
し
た
。

（
６
）　

打
掛
て
着
用
す
る
着
物
を
打
掛
ま
た
は
掻
取
（
か
い
ど
り
）
と
い
う
。

（
７
）　

喜
田
川
守
貞
『
守
貞
謾
稿　

巻
之
十
六
女
服
』（
嘉
永
六
年
・
一
八
五
三
年
）（『
近
世

風
俗
志　

三
』
岩
波
書
店　

一
九
九
九
年
、
所
収
）。

小
袖
召
模
様
の
事　

小
袖
を
め
す
に
は
し
た
よ
り
は
（
衣
服
三
領
着
時
、
下
着
を
云

ふ
な
り
。
中
着
、
中
よ
り
と
云
ふ
な
り
。
今
は
「
あ
ひ
ぎ
と
云
ふ
。
間
着
な
り
。
上

着
と
下
着
の
間
の
服
な
り
。
守
貞
加
注
）、
し
ろ
き
を
か
ん
と
す
。

さ
ら
に
図
６
の
着
衣
法
は
上
着
と
中
着
を
二
枚
重
ね
て
着
用
し
、
衿
も
一
緒
に
合
わ
せ
て

い
る
の
で
「
二
つ
衿
」
と
い
う
。

『
守
貞
漫
稿　

巻
之
十
八
雑
服
付
雑
事
』。

衣
服
二
領
あ
る
ひ
は
三
領
を
重
服
し
て
二
領
三
領
と
も
に
各
別
に
合
せ
ず
、
二
領
三

領
と
も
に
一
つ
に
左
右
を
合
は
す
を
二
つ
ゑ
り
、
三
つ
衿
と
云
ふ
。
昔
は
専
ら
二
領

三
領
と
も
に
各
別
に
あ
は
す
な
り
。
ま
づ
下
着
の
左
右
を
合
せ
、次
に
中
着
の
左
右
、

次
に
表
服
の
左
右
と
別
々
に
合
す
な
り
。

（
８
）　
『
守
貞
漫
稿　

巻
之
十
六
女
服
』   

今
嘉
永
中
、
京
坂
婦
人
襦
袢
衿
、
地
黒
縮
緬
に
胸
の
両
辺
、
外
よ
り
見
ゆ
る
所
に
最

小
の
絞
り
あ
る
を
流
布
と
す
。
昔
の
鹿
子
の
ご
と
く
散
絞
り
な
り
。
ま
た
稚
女
・
処

女
に
は
緋
縮
緬
の
印
金
を
流
布
す
。

今
世
の
婦
女
は
礼
服
晴
服
の
時
長
襦
袢
を
着
す
。
襦
袢
は
肌
着
な
り
男
子
お
よ
び
御

殿
女
中
、
必
ず
半
身
な
り
。
市
中
婦
女
の
み
長
襦
袢
あ
り
。
半
身
本
な
る
べ
し
。
し

次
稿
に
お
い
て
は
西
川
祐
信
の
版
本
を
と
り
あ
げ
、
今
回
と
同
様
に
着
物
表
現
と

姿
勢
を
中
心
に
考
察
を
加
え
る
予
定
で
あ
る
。
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か
れ
ど
も
今
、
晴
に
は
長
、
褻
に
は
半
身
な
り
。

ま
た
、
襦
袢
に
つ
い
て
御
殿
女
中
に
は
決
ま
り
ご
と
が
あ
っ
た
。

御
殿
女
中
、
襦
袢
は
必
ず
半
身
の
み
。
緋
・
紫
縮
緬
の
類
な
り
。
ま
た
袷
な
り
。
襟

は
必
ず
白
絹
な
り
。
袖
半
幅
に
す
る
な
り
。
袖
口
よ
り
襦
袢
の
見
ゆ
る
を
非
礼
と
す
。

（
９
）　

服
飾
、
髪
型
に
つ
い
て
は
、
金
沢
康
隆
『
江
戸
服
飾
史
』（
青
蛙
房　

一
九
六
二
年
）、

神
谷
栄
子
編
『
日
本
の
美
術
六
十
七　

小
袖
』（
至
文
堂　

一
九
七
一
年
）、
草
間
み
ち

子
「
女
子
衣
服
変
遷
に
見
る
袖
の
形
態
に
つ
い
て
」（『
東
京
家
政
大
学
生
活
科
学
研
究
所

研
究
報
告
三
巻
』
東
京
家
政
大
学　

一
九
八
〇
年
）、
長
崎
巌
『
日
本
の
染
織
４　

小
袖
』

（
京
都
書
院
美
術
双
書　

一
九
九
三
年
）、
切
畑
健
編
『
日
本
の
女
性
風
俗
史
』（
京
都
書

院　

一
九
九
七
年
）、
金
沢
康
隆
『
江
戸
結
髪
史
』（
青
蛙
房　

一
九
六
一
年
）、
橋
本
澄

子
編
『
日
本
の
美
術
二
十
三　

結
髪
と
髪
飾
』（
至
文
堂　

一
九
六
八
年
）、
南
ち
ゑ
『
日

本
の
髪
型
』（
紫
紅
社　

一
九
八
一
年
）、橋
本
澄
子『
日
本
の
髪
形
と
髪
飾
り
の
歴
史
』（
源

流
社　

一
九
九
八
年
）
を
参
照
し
た
。

（
10
）　

ま
た
は
「
人
形
」
と
い
う
。
現
在
は
八
つ
口
の
あ
い
て
い
な
い
仕
立
て
を
「
人
形
仕
立

て
」
と
い
う
。

『
守
貞
漫
稿　

巻
之
十
六
女
服
』

江
戸
は
文
政
前
、
京
坂
は
弘
化
前
、
女
袖
大
路
一
尺
一
寸
あ
る
ひ
は
一
寸
五
分
。
故

に
婦
は
人
形
と
云
ふ
腋
を
明
け
ず
。
今
も
江
戸
御
殿
中
は
袖
大
な
り
と
い
へ
ど
も
、

古
風
を
守
り
て
八
つ
口
を
明
け
ず

腋
あ
け
、
俗
に
人
形
・
八
つ
口
。
古
来
は
こ
れ
を
空
け
ざ
る
所
以
は
、
古
製
服
袖
は

な
は
だ
細
く
、
帯
ま
た
広
か
ら
ず
。
近
年
、
袖
は
な
は
だ
広
く
帯
ま
た
古
製
に
陪
す
。

故
に
上
け
る
闕
腋
な
ら
ざ
れ
ば
着
し
や
す
か
ら
ず
。
し
か
り
と
い
へ
ど
も
、
御
殿
女

中
は
今
も
老
少
と
も
に
必
ず
し
も
之
を
空
け
ず
。
坊
間
専
ら
こ
れ
を
空
く
。
そ
の
空
、

文
化
・
文
政
中
、
二
寸
。
今
は
袖
空
三
寸
五
分
、
身
空
一
寸
五
分
な
り
。
空
は
即
ち

闕
腋
な
り

（
11
）　
『
守
貞
漫
稿　

巻
之
十
六
女
服
』

け
だ
し
小
児
は
気
熾（
さ
か
ん
）な
る
が
故
に
、古
来
、小
児
の
服
は
腋
を
闕
け
て（
今

云
ふ
わ
き
あ
け
、
京
坂
に
人
形
と
云
ひ
、
江
戸
に
八
つ
く
ち
と
云
ふ
）
気
を
洩
ら
す
。

（
12
）　
『
守
貞
漫
稿　

巻
之
十
六
女
服
』

腋
あ
け
あ
る
が
故
に
、
や
う
や
く
に
袖
を
長
く
す
。
長
袖
は
特
に
振
り
動
く
故
に
ふ

り
袖
と
云
ふ
。
振
袖
、
長
け
始
め
お
ほ
む
ね
尺
五
寸
…

生
川
春
明
『
近
世
女
風
俗
考
』（『
日
本
随
筆
大
成　

第
一
期
三
巻
』　

吉
川
弘
文
館　

一
九
七
五
年　

所
収
）

振
袖
の
事　

女
の
ふ
り
袖
む
か
し
は
き
わ
め
て
み
じ
か
し　

松
の
葉
元
禄
十
六
年
印

本
巻
之
三
に
門
ば
し
ら
と
い
へ
る
唱
歌
に
「
だ
ん
だ
ふ
れ
ふ
れ
六
尺
袖
を
サ
の
ほ
ん

へ
云
々
」
と
あ
る
は
万
治
よ
り
以
前
の
唱
歌
な
る
べ
し
（
中
略
）
六
尺
袖
と
い
ふ
は

奇
跡
考
に
一
尺
五
寸
の
振
袖
な
り　

一
尺
五
寸
四
つ
合
せ
て
六
尺
な
り
と
い
ひ

男
子
も
女
子
も
十
四
、五
歳
ま
で
に
長
き
袖
を
き
る
に
昔
は
鯨
尺
の
一
尺
七
八
寸
を

極
と
せ
し
に　

貞
享
の
頃
よ
り
二
尺
計
ば
か
り
に
な
り
け
る
よ
り　

や
う
や
う
ま
す

ま
す
長
く
な
り
て
近
頃
は
二
尺
四
五
寸
な
り
ぬ
と
見
ゆ
云
々
と
あ
り

（
13
）　

近
松
門
左
衛
門
『
日
本
振
袖
始
』（
武
蔵
屋
叢
書
閣　

一
八
八
九
年　

国
立
国
会
図
書

館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
を
参
照
し
た
。

い
た
だ
く
剣
を
わ
き
明
の
袖
に
つ
つ
ん
で
衣
が
へ
、
太
刀
を
一
振
あ
く
せ
し
よ
り
、

わ
き
明
（
あ
け
）
を
振
袖
と
は
此
時
よ
り
ぞ
始
け
る

註
9
の
金
沢
氏
は
同
書
を
と
り
あ
げ
、
初
期
の
振
袖
は
丸
み
の
あ
る
形
で
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）　

田
中
た
ち
子
・
田
中
初
夫
編
『
家
政
学
文
献
集
成
続
編　

江
戸
期
第
八
冊
』（
渡
辺
書

店　

一
九
七
〇
年
）

（
15
）　

菱
川
師
宣
の
伝
記
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
し
た
。

『
画
師
冠
字
類
考
』
文
化
文
政
頃
（
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
）

菱
川
吉
兵
衛
師
宣　

剃
髪
し
て
友
竹
と
称
す　

は
し
め
縫
箔
を
以
て
業
と
し
上
絵
と

い
ふ
も
の
よ
り
画
を
か
き
な
ら
ひ
て
自
ら
一
家
を
な
せ
り　

天
和
貞
享
元
禄
の
比
の

絵
本
板
刻
し
て
考
る
所
を
以
て
左
に
記
す

実
子
浮
世
絵
始
祖　

同
吉
兵
衛
師
宣
入
道
友
竹　

房
州
平
群
保
田
町
産
若
年
ノ
時
江

戸
ニ
移
居
ス
正
徳
年
中
江
戸
ニ
没
ス

菱
川
師
宣
没
年　

元
禄
八
年
板
本
師
宣
之
遺
墨
姿
絵
百
人
一
首
之
序
跋
ヲ
以
テ
再
考

ス
ル
ニ
元
禄
七
年
也

仲
田
勝
之
助
編
校
『
浮
世
絵
類
考
』（
岩
波
書
店　

一
九
四
一
年
）、竜
田
舎
秋
錦
編
『
新

増
補
浮
世
絵
類
考
』（
日
本
随
筆
大
成
第
二
期
第
十
一
巻　

吉
川
弘
文
館　

一
九
七
四

年
、
所
収
）

菱
川
師
宣　

菱
川
吉
兵
衛
剃
髪
し
て
友
竹
と
称
す
。
房
州
平
群
郡
保
田
町
の
産
、
若

年
の
時
江
戸
に
移
り
居
す
。
始
め
は
縫
箔
を
以
て
業
と
し
、
上
絵
と
云
も
の
よ
り
画

を
書
き
な
ら
ひ
て
後
一
家
を
な
せ
り
。
英
一
蝶
と
時
を
同
ふ
す
と
い
へ
ど
も
、
十
と

せ
ば
か
り
前
立
て
世
に
行
る
。
按
ず
る
に
、
師
宣
は
土
佐
流
の
画
風
を
好
み
、
浮
世

又
兵
衛
の
筆
意
を
倣
ひ
て
一
家
を
な
せ
り
。（
中
略
）
師
宣
自
ら
印
本
の
板
下
と
云

物
を
画
て
板
刻
の
絵
本
甚
多
し
。
他
国
の
人
江
戸
絵
と
称
し
て
、
板
刻
の
絵
を
翫
ぶ
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は
此
人
に
起
れ
り
。

菱
川
吉
兵
衛
師
宣　

大
和
絵
師
又
日
本
絵
師
と
も
称
す　

房
州
の
人
な
り
（
正
保
の

生
、
正
徳
年
中
歿
す
、
年
七
十
餘
）
姓
藤
原
（
一
説
）
日
本
絵
師
菱
川
師
、
俗
称
吉

兵
衛
、
後
剃
髪
し
て
友
竹
と
云
、
安
房
国
平
群
郡
保
田
町
の
産
な
り
。

菱
川
師
宣
歿
年
は
京
伝
が
再
考
に
曰　

元
禄
八
年
板
本
師
宣
之
遺
墨
姿
絵
百
人
一
首

ノ
序
跋
を
以
て
考
れ
ば
元
禄
七
年
な
り
。

吉
兵
衛
師
宣
は
若
年
の
時
よ
り
江
戸
に
移
居
し
て
、
縫
箔
師
を
業
と
す
。
後
画
を
○

○
門
に
入
て
学
び
後
一
家
を
な
せ
り
、
浮
世
絵
に
妙
手
な
り
、
亦
板
下
画
を
多
く
か

け
り
、
浮
世
板
下
画
の
始
祖
と
云
べ
し
。
後
剃
髪
し
て
友
竹
と
云
、
村
松
町
二
丁
目

に
住
す
。
傾
城
遊
女
を
よ
く
写
せ
り
、
彫
刻
の
画
本
多
し
。

白
井
華
陽
著
『
画
乗
要
略
』（『
日
本
絵
画
論
大
成　

第
十
巻
』
ぺ
り
か
ん
社　

一
九
九
八
年
、
所
収
）

菱
川
師
宣
、
通
称
は
長
兵
衛
。
善
く
雅
俗
の
美
人
を
写
す
、
艶
態
柔
情
、
一
見
し
て

能
く
動
人
心
を
動
か
す
。

山
崎
美
成
『
古
今
名
家
略
伝　

巻
之
三
』
天
保
十
二
年
・
一
八
四
一
年
序

菱
川
吉
兵
衛
師
宣
は
房
州
保
田
村
の
産
な
り　

父
を
吉
左
衛
門
道
茂
（
後
剃
髪
し
て

光
竹
と
い
へ
り
）
と
い
ひ
て
世
ゝ
縫
箔
を
業
と
せ
り
吉
左
衛
門
こ
と
に
そ
の
技
に
精

妙
を
き
は
め
た
り　

そ
の
子
吉
兵
衛
師
宣
か
の
縫
箔
の
う
は
ゑ
を
か
ゝ
ん
た
め
に
と

て
画
を
学
び
し
が
生
来
絵
事
を
こ
の
み
土
佐
氏
の
画
風
を
し
た
ひ
浮
世
又
兵
衛
が
筆

意
に
倣
ひ
て
遂
に
一
家
を
な
し
そ
の
名
世
に
聞
こ
え
た
り　

落
款
に
自
大
和
絵
師
あ

る
ひ
は
日
本
絵
師
と
称
せ
り　

年
い
ま
だ
弱
か
り
し
こ
ろ
江
戸
に
移
り
住
め
り
後
に

剃
髪
し
て
友
竹
と
号
す　

享
年
七
十
歳
に
て
正
徳
年
間
身
ま
か
り
ぬ　

か
つ
て
吉
兵

衛
門
橘
町
に
住
み
て
頃
そ
の
家
に
性
質
い
と
惣
卒
な
る
小
童
あ
り　

常
に
事
を
あ
や

ま
る
こ
と
の
多
か
り
し
が
あ
る
年
の
七
月
十
三
日
の
夕
が
た
に
か
の
小
童
に
お
ふ
せ

て
門
口
に
迎
火
を
焼
せ
け
る
に
あ
は
た
た
し
く
は
し
り
入
り
て
精
霊
様
御
出
と
い
ふ

に
吉
兵
衛
打
わ
ら
ひ
つ
つ
ま
た
何
を
い
ふ
ぞ
精
霊
様
が
く
る
も
の
か
お
ど
ろ
く
こ
と

な
か
れ
と
さ
と
し
け
る
に
小
童
い
ふ
さ
に
あ
ら
ず
白
き
衣
服
に
て
自
（
み
づ
か
ら
）

精
霊
軒
幽
霊
と
名
の
り
候
と
い
へ
る
に　

吉
兵
衛
云
軒
号
の
あ
る
幽
霊
こ
そ
め
づ
ら

し
け
れ
と
て
出
て
見
る
に
つ
ね
〳
〵
心
志
り
の
友
な
る
俳
人
高
井
立
志
が
子
の
松
葉

軒
立
栄
と
い
へ
る
人　

白
地
の
浴
衣
に
て
訪
ら
ひ
来
れ
る
な
れ
ば
例
の
小
童
か
わ
ざ

こ
そ
お
か
し
け
れ
と
て
互
ひ
に
打
笑
ひ
け
り　

こ
の
時
の
吉
兵
衛
が
狂
歌
に　

何
と

い
ふ
れ
い
の
麁
相
か
又
い
で
ゝ
志
や
う
れ
う
け
ん
の
な
き
ゝ
つ
け
者
（
略
）

朝
岡
興
禎
『
増
訂
古
画
備
考　

三
十
一
』（
思
文
閣
出
版　

一
九
〇
四
年
）、
宮
武
外

骨
『
浮
世
絵
鑑
第
一
巻　

菱
川
師
宣
画
譜
』（
雅
俗
文
庫　

一
九
〇
九
年
）、
田
中
喜

作
「
菱
川
師
宣
絵
本
年
表
」（『
書
物
往
来
』
第
二
年
第
四
号
第
十
二
冊　

従
吾
所
好
社　

一
九
二
五
年
）、
楢
崎
宗
重
「
菱
川
師
宣
の
歿
年
に
つ
い
て
ー
勝
善
寺
過
去
帳
の
発
見
」

（『
立
正
史
学　

十
九
号
』
立
正
大
学
史
学
会　

一
九
五
六
年
）、
楢
崎
宗
重
「
菱
川
師

宣
（
江
戸
）
と
西
川
祐
信
（
京
都
）　

浮
世
絵
派
形
成
へ
の
寄
与
」（『
風
俗
』
第
十
九

号
第
三
・
四
号
通
巻
き
六
五
号　

日
本
風
俗
誌
学
会　

一
九
八
〇
年
）、『
原
色
浮
世
絵

大
百
科
事
典　

第
六
巻
』（
日
本
浮
世
絵
協
会
編　

大
脩
館
書
店　

一
九
八
二
年
）、
小

林
忠
『
日
本
の
美
術
三
六
三　

師
宣
と
初
期
浮
世
絵
』（
至
文
堂　

一
九
九
六
年
）、
図

録
『
菱
川
師
宣
展
』（
千
葉
市
美
術
館　

二
〇
〇
〇
年
）、
内
田
欽
三
「
菱
川
師
宣
風
の

研
究
ー
版
本
と
肉
筆
画
を
め
ぐ
る
画
風
変
遷
ー
」（『
浮
世
絵
芸
術
』
一
三
七
号　

国
際

浮
世
絵
学
会　

二
〇
〇
〇
年
）
浅
野
秀
剛
『
菱
川
師
宣
と
浮
世
絵
の
黎
明
』（
東
京
大

学
出
版
会　

二
〇
〇
八
年
）

（
16
）　

中
尾
樗
軒
『
近
世
逸
人
画
師
』（
小
林
忠
・
河
野
元
昭
監
、
木
村
重
圭
編
『
日
本
絵
画

論
大
成
第
十
巻
』
ぺ
り
か
ん
社　

一
九
九
八
年
、
所
収
）

菱
川
師
宣　

晩
年
に
号
友
竹
、
称
吉
兵
衛
。
房
州
小
港
の
人
、
江
戸
に
寓
居
す
。
画

を
以
て
活
業
と
す
。
時
世
粧
、
及
び
春
画
に
工
也
。
其
画
風
、
洒
落
に
し
て
其
し
な

尤
高
し
。
同
時
に
宮
川
長
春
な
る
者
あ
り
。
時
世
粧
を
専
ら
画
く
、
其
品
及
ば
ず
。

（
17
）　
『
歴
世
女
装
考
』（
日
本
随
筆
大
成　

第
一
期
第
六
巻　

吉
川
弘
文
館　

一
九
七
六
年
、

所
収
）む

か
し
は
今
の
や
う
に
女
と
し
て
必
ず
櫛
を
さ
し
た
る
に
は
あ
ら
じ
と
み
へ
て
、
延

宝
、
天
和
、
貞
享
、
元
禄
此
間
廿
年
ば
か
り
の
間
、
浮
世
絵
師
菱
川
師
宣
が
肉
筆
に

も
板
本
に
も
女
の
櫛
を
さ
し
た
る
を
ゑ
が
か
ず
。
元
禄
の
の
ち
廿
年
可
を
歴
て
正
徳

に
い
た
り
て
は
西
川
祐
信
が
女
絵
に
櫛
を
さ
し
た
る
図
往
々
見
ゆ
。

延
宝
、
天
和
、
貞
享
、
元
禄
此
間
三
十
四
年
菱
川
師
宣
が
絵
本
あ
ま
た
あ
れ
ど
遊
女

す
ら
髪
の
か
ざ
り
な
し
。
櫛
は
さ
し
た
る
事
書
に
は
ま
れ
に
み
へ
た
れ
ど
絵
に
は
み

え
ず
。

師
宣
が
天
和
元
禄
あ
た
り
の
画
な
ど
に
は
北
廓
の
遊
女
す
ら
櫛
も
笄
も
か
ん
ざ
し
も

み
え
ず
。

（
18
）　

生
川
春
明
『
近
世
女
風
俗
考
』（『
日
本
随
筆
大
成
第
一
期　

第
三
巻
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
五
年
、
所
収
）。
句
読
点
は
筆
者
が
補
っ
た
。

宮
武
外
骨
氏
は
『
菱
川
師
宣
画
譜
』（
註
16
）
に
お
い
て
万
治
か
ら
元
禄
に
至
る
師
宣

の
版
本
百
三
十
五
種
の
真
偽
を
判
別
し
、『
和
国
百
女
』
を
偽
と
し
て
い
る
。
松
平
進
氏

は
『
師
宣
祐
信
絵
本
書
誌
』
に
お
い
て
宮
武
氏
の
説
を
紹
介
し
た
上
で
、「
確
か
に
画
風
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も
異
り
描
線
も
弱
い
。
検
討
の
余
地
あ
る
本
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
。

（
19
）　
『
傍
廂 

前
編
』（『
日
本
随
筆
大
成
第
三
期　

第
一
巻
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
六
年
、

所
収
）似

顔
絵
は
、
い
と
古
く
よ
り
あ
り
。（
中
略
）
後
世
に
い
た
り
て
、
菱
川
師
宣
、
西

川
祐
信
な
ど
名
人
な
り
。

（
20
）　
『
傍
廂　

後
編
』

絵
そ
ら
ご
と　

世
に
絵
そ
ら
ご
と
と
い
へ
れ
ど
、
絵
に
真
あ
り
、
偽
あ
り
。
一
様
な

ら
ず
。（
中
略
）
む
か
し
あ
る
画
師
二
人
物
語
の
つ
い
で
に
、
一
人
の
云
く
、
鳳
凰

は
画
き
安
く
、
孔
雀
は
画
き
が
た
し
。
鳳
凰
は
世
に
な
き
鳥
な
れ
ば
、
い
か
に
も
画

く
べ
し
。
孔
雀
は
世
に
あ
れ
ば
、
羽
翼
の
彩
色
い
と
む
づ
か
し
と
い
へ
り
。
今
一
人

の
云
く
、
我
は
孔
雀
は
画
き
や
す
く
、
鳳
凰
は
画
き
が
た
し
。
孔
雀
は
世
に
あ
れ
ば
、

幾
度
も
見
て
か
ゝ
ん
に
画
得
ざ
る
事
な
し
。
鳳
凰
は
世
に
な
け
れ
ば
、
古
人
の
筆
あ

り
と
も
た
の
み
が
た
く
、
心
に
す
ゝ
み
て
か
ゝ
ん
と
は
、
思
ひ
か
け
が
た
し
と
い
ひ

け
り
と
な
ん
。

（
21
）　

西
川
祐
信
『
画
法
彩
色
法
』（
坂
崎
坦
編
『
日
本
画
壇
大
観
』
目
白
書
院　

一
九
一
七
年
、

所
収
）。

（
22
）　

月
岡
雪
鼎
『
金
玉
画
府　

六
巻
』（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
を

参
照
し
た
。

（
23
）　

鈴
木
進
監
修
『
一
掃
百
態
』（
田
原
町
崋
山
会　

一
九
六
四
年
）。

【
図
版
出
典
】

図
１
：
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

図
３
、
４
、
５
、
７
、
９
、
10
、
11
、
12
、
14
、
15
、
16
、
17
、
18
―
１
、
19
―
１
、
20
―

１
、
21
―
１
、
22
―
１
、
25
―
１
：

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

図
６
、
８
、
13
、
23
―
１
、
24
―
１
：

T
he Gerhard Pulverer Collection

（
フ
リ
ア
美
術
館　

プ
ル
ヴ
ェ
ラ
ー
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

https://pulverer.si.edu

図
23
―
２
、
24
―
２
、
25
―
２
：

田
中
た
ち
子
・
田
中
初
夫
編
『
家
政
学
文
献
集
成
続
編　

江
戸
期
第
八
冊
』（
渡
辺
書

店　

一
九
七
〇
年
）
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〔表〕

番号 丁 姿　勢 足の出し方 上前のめくれ 袖 髪　型 稀書複製会本 プルヴェラー本 ボストン美本

1 1 右 下手 左 あり 小袖 御所風 ○

2 1 左 ささやき 左 無 振袖 大島田 ○

3 2 上手 右 あり 振袖 御所風 ○

4 3 右 ふりかえり 右 あり 振袖 御所風 ○

5 3 左 上手 右 あり 小袖 兵庫髷 ○

6 4 背面 右 あり 振袖 兵庫髷 ○

7 5 右 ふりかえり 右 あり 小袖 玉結び ○

8 5 左 座 ― ― 振袖 島田 ○

9 6 座 ― ― 振袖 玉結び ○

10 7 右 下手 左 無 振袖 島田 ○

11 7 左 ささやき 左 あり 小袖 玉結び ○

12 8 ささやき 左 無 小袖 垂髪または玉結び ○

13 9 下手 左 無 振袖 若衆髷 ○

14 10 背面 ― ― 振袖 玉結び ○

15 11 右 ささやき 左 あり 振袖 垂髪または玉結び ○

16 11 左 背面 ― ― 小袖 御所風 ○

17 12 真横（左） 左 無 振袖 玉結び ○

18 19 右 ふりかえり 右 あり 小袖 垂髪または玉結び ○

19 19 左 真横（右） 右 あり 振袖 垂髪 ○

20 20 下手 左 無 振袖 玉結び ○ ○

21 21 ふりかえり 右 あり 小袖 下髪 ○ ○

22 22 ふりかえり 右 あり 振袖 玉結び ○ ○

23 23 ふりかえり 右 あり 振袖 垂髪または玉結び ○ ○

24 24 真横（左） 左 無 振袖 玉結び ○ ○

25 25 下手 左 あり 振袖 玉結び ○ ○

26 26 ふりかえり 右 あり 振袖 若衆髷 ○ ○

27 27 座 ― ― 振袖 玉結び ○ ○

28 28 下手 左 無 小袖 御所風 ○ ○

29 29 右 座 ― ― 振袖 玉結び ○ ○

30 29 左 座 ― ― 小袖 垂髪または玉結び ○ ○

31 30 ふりかえり 右 あり 小袖 御所風 ○ ○

32 不明 正面 ― あり 振袖 垂髪または玉結び ○

33 不明 真横（右） 右 あり 小袖 玉結び ○

34 不明 ふりかえり 右 あり 振袖 垂髪または玉結び ○

※全 35 図のうち、上半身のみの１図をのぞいた 34 図を掲載した。
※人物は１丁右から通し番号をふった。
※姿勢を詳述した人物には色をつけた。


