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は
じ
め
に

　

一
昨
年
、
本
紀
要
の
第
十
四
号
に
、「
北
斎
と
名
所
図
会
」
と
い
う
小
論
を

著
し
た（

１
）。

こ
れ
は
、
筆
者
が
担
当
し
た
特
別
展
「
北
斎
―
風
景
・
美
人
・
奇

想
―
」（
平
成
二
十
四
年
十
月
三
十
日
〜
十
二
月
九
日
、
大
阪
市
立
美
術
館
）

を
契
機
と
し
た
、
北
斎
の
版
本
活
用
に
関
す
る
研
究
の
一
端
を
記
し
た
も
の
で

あ
り
、
昨
年
こ
れ
に
続
け
て
北
斎
と
鳥
羽
絵
本
の
関
係
に
つ
い
て
書
く
予
定
だ

っ
た
が
、
雑
務
に
追
わ
れ
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

北
斎
の
戯
画
の
中
に
、
十
八
世
紀
の
大
坂
を
中
心
に
流
行
し
た
鳥
羽
絵
本
か

ら
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
述
の
特
別
展
の
展
示
お

よ
び
図
録
に
お
い
て
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る（

２
）。
し
か
し
、
展
覧
会
準
備
と
並

行
し
て
の
調
査
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
そ
の
紹
介
も
わ
ず
か
な
図
の
比
較

程
度
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
あ
ら
た
め
て
調
査
し
た
う
え
で
、
北
斎
の

戯
画
と
鳥
羽
絵
本
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。

北
斎
の
発
想
の
源
泉
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
作
画
姿
勢
に

つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
北
斎
の
才
能
の
発
露
と
し
て
そ
の
魅
力
が
語
ら
れ

が
ち
な
北
斎
画
の
研
究
に
、
多
少
な
り
と
も
新
た
な
示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

一
．
北
斎
の
戯
画

　

周
知
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
葛
飾
北
斎
（
一
七
六
〇
〜
一

八
四
九
）
は
、「
冨
嶽
三
十
六
景
」
シ
リ
ー
ズ
を
は
じ
め
と
す
る
風
景
版
画
で

世
界
的
に
有
名
な
浮
世
絵
師
で
あ
る
。そ
の
七
十
年
に
も
お
よ
ぶ
画
業
の
中
で
、

錦
絵
や
肉
筆
画
だ
け
で
な
く
、
摺
物
、
狂
歌
絵
本
、
読
本
挿
絵
、
絵
手
本
な
ど

様
々
な
分
野
に
お
い
て
活
躍
し
た
。

　

北
斎
は
、
文
化
期
（
一
八
〇
四
〜
一
八
）
の
後
半
を
中
心
に
、
い
く
つ
か
の

戯
画
の
シ
リ
ー
ズ
を
手
掛
け
て
い
る
。「
鳥
羽
絵
集
会
」や「
風
流
お
ど
け
百
句
」

な
ど
数
種
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
中
判
や
小
判
な
ど
小
さ
な
サ
イ
ズ
の
も
の
が

多
く
、
保
存
状
態
の
良
い
も
の
が
少
な
い
た
め
か
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
北
斎
の
画
業
を
扱
っ
た
書
籍
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ

な
い
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
。
し
か
し
、
北
斎
が
描
く
人
々
は
生
き
生
き
と
し
て

魅
力
的
で
あ
り
、
画
中
に
記
さ
れ
た
狂
句
（
川
柳
）
や
謎
か
け
と
相
俟
っ
て
、

小
さ
な
画
面
に
軽
妙
に
し
て
滑
稽
な
場
面
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
ま
た
、
そ

こ
に
見
ら
れ
る
ユ
ー
モ
ア
の
感
覚
は
、
近
い
時
期
に
制
作
さ
れ
た『
北
斎
漫
画
』

や
、
晩
年
に
日
課
と
し
て
描
か
れ
た
「
日
新
除
魔
図
」
の
獅
子
た
ち
な
ど
に
も

通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
北
斎
の
画
業
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
看
過
で
き
な
い

北
斎
と
鳥
羽
絵
本

秋
　
田
　
達
　
也
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要
素
を
孕
ん
で
い
る
。

　

北
斎
の
戯
画
の
分
類
に
つ
い
て
は
永
田
生
慈
氏
の
論
考
に
詳
し
い（

３
）。
永
田
氏

は
、
そ
れ
ま
で
同
一
の
シ
リ
ー
ズ
と
さ
れ
て
き
た
横
小
判
の
戯
画
に
つ
い
て
、

画
中
に
「
狂
句
」
が
あ
る
も
の
と
「
謎
か
け
」
が
あ
る
も
の
で
大
き
く
二
つ
に

分
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
を
同
一
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
取
り
扱
う

こ
と
に
注
意
を
促
し
た
。
永
田
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
よ
く
見
る
と
両
シ

リ
ー
ズ
で
は
画
風
も
や
や
異
な
っ
て
お
り
、
制
作
年
に
も
い
く
ら
か
隔
た
り
が

あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
両
者
は
分
け
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ

う（
４
）。
本
稿
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
こ
れ
ら
を
別
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
進
め
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

北
斎
が
描
い
た
主
な
戯
画
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
は
、
次
の
四
種
が
挙
げ
ら
れ

る
。

　
　

①
「
鳥
羽
絵
集
会
」（
縦
中
判
）

　
　

②
「
風
流
お
ど
け
百
句
」（
横
小
判
）

　
　

③
「
謎
か
け
戯
画
集
」（
横
小
判
）

　
　

④
「
狂
句
入
戯
画
」（
縦
中
判
）

　

①
の
「
鳥
羽
絵
集
会
」【
図
1
】
は
、
目
が
小
さ
く
、
口
が
大
き
く
、
手
足

が
細
長
い
人
物
た
ち
に
よ
る
滑
稽
な
場
面
が
絵
画
化
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
鳥
羽

絵
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。「
北
斎
画
」
の
落
款
と
と
も
に
山
城
屋
藤
右
衛
門
の

行
事
副
印
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
か
ら
同
十
一
年

の
間
に
刊
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
十
九
図
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

シ
リ
ー
ズ
中
の
「
門
付
け
の
瞽ご

女ぜ

」
に
描
か
れ
た
暖
簾
や
「
夫
婦
の
団
欒
」
に

描
か
れ
た
行
灯
に
山
形
に
林
の
印
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
版
元
は
伊
勢
屋
利
兵

衛
で
あ
る
と
わ
か
る
。
②
・
③
の
シ
リ
ー
ズ
が
小
判
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
シ

リ
ー
ズ
は
中
判
で
色
彩
も
比
較
的
よ
く
残
っ
て
お
り
、
一
枚
の
絵
と
し
て
見
応

え
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、「
く
つ
ろ
ぐ
中
間
」
に
描
か
れ
た
立

看
板
に
「
鳥
羽
画
集
会
」
の
文
字
が
あ
る
の
で
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
名
で
呼
ば
れ

て
い
る
。

　

②
の
「
風
流
お
ど
け
百
句
」【
図
2
】
は
、
画
中
に
狂
句
が
記
さ
れ
、
そ
の

句
意
を
鳥
羽
絵
の
ス
タ
イ
ル
で
絵
画
化
し
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
シ
リ
ー
ズ
中

に
山
城
屋
藤
右
衛
門
や
浜
松
屋
幸
助
の
行
事
副
印
の
あ
る
図
が
見
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
文
化
八
年
を
中
心
に
刊
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

５
）。
落
款
は
「
北

斎
画
」、
版
元
は
伊
勢
屋
利
兵
衛
で
、
表
題
は
な
い
が
「
風
流
お
ど
け
百
句
」

と
見
ら
れ
る
図
も
含
め
て
三
十
九
図
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
永
田
氏

が
「
風
流
お
ど
け
百
句
」
と
は
別
の
シ
リ
ー
ズ
に
分
類
す
る
狂
句
入
戯
画
二
十

九
図
も
報
告
さ
れ
て
お
り
、
両
者
を
合
わ
せ
る
と
、
北
斎
の
横
小
判
の
狂
句
入

戯
画
は
全
部
で
七
十
図
ほ
ど
が
確
認
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
「
風
流
お

ど
け
百
句
」
と
言
え
な
い
に
し
て
も
、「
百
句
」
に
迫
る
数
が
刊
行
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
人
気
の
ほ
ど
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
れ
ら
北
斎
の
戯
画
に
記
さ
れ
た
狂
句
の
句
意
や
出
典
に
つ
い
て
は
、
橋
本

秀
信
氏
の
論
考
に
詳
し
い（

６
）。
ま
た
、
北
斎
自
身
が
狂
句
を
好
ん
だ
こ
と
に
つ
い

て
は
、
飯
島
虚
心
の『
葛
飾
北
斎
伝
』な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、

北
斎
が
詠
ん
だ
句
が
『
誹
風
柳
多
留
』
に
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
北
斎
と
狂
句
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で

も
興
味
深
い
シ
リ
ー
ズ
と
言
え
よ
う
。

　

③
の「
謎
か
け
戯
画
集
」【
図
3
】は
、
画
中
に
記
さ
れ
た「
○
○
と
か
け
て
、

△
△
と
と
く
、
心
は
□
□
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
三
段
謎
を
絵
画
化
し
た
シ
リ

ー
ズ
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
近
年
ま
で
「
風
流
お
ど
け
百
句
」
と
同
じ
シ
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図１　 北斎「鳥羽絵集会　くつろぐ中間」
　　　ベルギー王立美術歴史博物館

図２　北斎「風流おどけ百句　井戸替」
　　　葛飾北斎美術館

図３　北斎「謎かけ戯画集　月夜烏」
　　　名古屋テレビ放送

図４　北斎「狂句入戯画　下手の鞠」
　　　ベルリン東洋美術館
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リ
ー
ズ
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、表
題
も
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

本
稿
で
は
永
田
氏
に
従
い
「
謎
か
け
戯
画
集
」
と
し
て
お
き
た
い
。
版
元
は
伊

勢
屋
利
兵
衛
で
、
三
十
二
図
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
小
品
な
が
ら
豊
か
な
表
現

力
や
発
想
の
面
白
さ
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
画
風
と
し
て
は
、
①
・
②
・

④
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
手
足
が
極
端
に
細
長
い
鳥
羽
絵
の
ス
タ
イ
ル
が
強
く
見
ら

れ
る
の
に
対
し
、
本
シ
リ
ー
ズ
で
は
比
較
的
普
通
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
で
人
物

が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
と
言
え
る
。
ま
た
、
画
中
に
登
場
す
る
女
性

に
美
人
が
多
い
の
も
他
の
シ
リ
ー
ズ
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
刊
行
年
に

つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、「
北
斎
画
」
の
落
款
が
一
部
の
図
に

見
ら
れ
る
こ
と
、
行
事
副
印
が
見
ら
れ
ず
極
印
単
行
時
代
と
な
る
文
化
十
二
年

以
降
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
文
化
後
期
あ
た
り
を
想
定
し
て
お

く
の
が
自
然
だ
ろ
う（

７
）。

　

や
や
横
道
に
逸
れ
る
が
、
本
シ
リ
ー
ズ
の
刊
行
年
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深

い
事
実
が
あ
る
の
で
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
文
化
十
一
年
十
月
か
ら
浅

草
奥
山
で
始
ま
っ
た
と
い
う
謎
坊
主
春
雪
に
よ
る
謎
解
き
の
興
行
で
あ
る
。『
武

江
年
表
』
の
同
年
の
項
に
は
、「
十
月
よ
り
、
浅
草
寺
奥
山
へ
謎
坊
主
と
い
ふ

者
出
る
」
と
あ
り
、
高
座
の
盲
坊
主
が
見
物
人
に
謎
を
か
け
さ
せ
て
即
座
に
解

き
、
解
け
な
い
場
合
は
傘
・
米
俵
・
菓
子
・
器
物
な
ど
を
与
え
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る（

８
）。
奥
州
二
本
松
の
生
ま
れ
で
、
春
の
雪
の
如
く
謎
を
早
く
解
い
た
の

で
春
雪
と
名
乗
り
、
向
両
国
に
真
似
し
た
も
の
が
出
た
が
、
春
雪
に
は
及
ば
な

か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
春
雪
の
謎
解
き
は
か
な
り
流
行
し
た
よ
う
で
、
大
田
南

畝『
四
方
の
留
粕
』、
石
塚
豊
芥
子『
豊
芥
子
日
記
』、
松
浦
静
山『
甲
子
夜
話
』、

加
藤
曳
尾
庵
『
我
衣
』
な
ど
、
同
時
代
の
人
々
に
よ
っ
て
も
語
ら
れ
て
い
る（

９
）。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
謎
解
き
が
、
客
が
出
題
し
た
「
か
け
」
言
葉
に
春

雪
が
「
解
き
」
と
「
心
」
を
加
え
る
と
い
う
、「
謎
か
け
戯
画
集
」
と
同
じ
三

段
謎
の
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
春
雪
が
解
い
た
謎
は
一
枚

摺
や
小
本
と
し
て
も
刊
行
さ
れ
人
気
と
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
状

況
は
、「
謎
か
け
戯
画
集
」
が
刊
行
さ
れ
る
背
景
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
見
世
物
興
行
の
人
気
に
あ
や
か
っ
て
の
刊
行
は
、
浮
世
絵
の

性
格
か
ら
し
て
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
謎
か

け
戯
画
集
」
に
「
な
ぞ
坊
主
」
や
「
な
ぞ
と
き
の
坊
主
」
と
い
う
言
葉
を
用
い

た
三
段
謎
の
図
が
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
あ
え
て
深
読
み
を
す
る
な
ら
ば
、

春
雪
の
人
気
が
ま
だ
続
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
文
化
十
二
年
の
早
い
時
期
に
、

「
謎
か
け
戯
画
集
」
が
刊
行
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

あ
く
ま
で
一
つ
の
可
能
性
の
提
示
に
過
ぎ
な
い
が
、
本
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
考

え
る
う
え
で
興
味
深
い
事
実
と
し
て
指
摘
し
た
次
第
で
あ
る
。

　

④
の
「
狂
句
入
戯
画
」【
図
4
】
は
、
画
中
に
二
句
の
狂
句
が
記
さ
れ
、
そ

の
句
意
に
沿
っ
た
絵
が
鳥
羽
絵
の
ス
タ
イ
ル
で
描
か
れ
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。

版
元
は
森
屋
治
兵
衛
で
、
八
図
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
の
図
に
も
表
題

は
な
い
た
め
、「
狂
句
入
戯
画
」
の
シ
リ
ー
ズ
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
①
〜
③

が
「
北
斎
画
」
の
落
款
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
本
シ
リ
ー
ズ
は
「
前
北
斎
画
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、や
や
遅
れ
る
時
期
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。具
体
的
に
は
、

文
政
末
か
ら
天
保
初
年
頃
の
刊
行
が
考
え
ら
れ
て
お
り）

10
（

、
画
風
も
そ
の
頃
の
も

の
と
考
え
て
違
和
感
は
な
い
。
同
じ
森
屋
治
兵
衛
か
ら
近
い
時
期
に
刊
行
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
北
斎
の
短
冊
判
の
シ
リ
ー
ズ
が
あ
り
、
そ
の
中
に
戯
画
的
な

要
素
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
、本
図
の
刊
行
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
。

　

以
上
、
北
斎
の
主
な
戯
画
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
こ
れ
ら
の
戯
画

が
刊
行
さ
れ
た
化
政
期
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
江
戸
を
中
心
に
町
人
文
化
が
花

開
い
た
時
期
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
十
返
舎
一
九
『
東

海
道
中
膝
栗
毛
』
の
滑
稽
本
が
人
気
と
な
り
、
狂
歌
や
川
柳
（
狂
句
）
が
盛
ん
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に
行
わ
れ
る
な
ど
、
滑
稽
や
皮
肉
を
楽
し
む
文
芸
も
多
く
育
ま
れ
た
。
広
い
視

点
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
北
斎
の
戯
画
も
こ
の
よ
う
な
文
化
的
背
景
の
も
と
に
生

ま
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
鳥
羽
絵
を
意
識
し
た
シ
リ
ー
ズ
や
狂
句
や
謎
か
け

を
絵
画
化
し
た
シ
リ
ー
ズ
が
刊
行
さ
れ
る
土
壌
は
十
分
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

二
．
鳥
羽
絵
本
に
つ
い
て

　

次
に
、
鳥
羽
絵
本
に
つ
い
て
も
そ
の
概
容
を
見
て
お
き
た
い
。
鳥
羽
絵
は
広

く
戯
画
や
漫
画
を
指
す
言
葉
と
し
て
も
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
い

う
鳥
羽
絵
は
十
八
世
紀
の
大
坂
を
中
心
に
流
行
し
た
軽
妙
な
筆
致
で
描
か
れ
た

戯
画
の
こ
と
で
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
人
物
は
、
目
が
小
さ
く
、
鼻
が
低
く
、
口

が
大
き
く
、
手
足
が
極
端
に
細
長
い
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
鳥

羽
絵
の
名
は
、「
鳥
獣
人
物
戯
画
」
の
筆
者
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
鳥
羽
僧
正
覚

猷
の
名
前
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。

　

鳥
羽
絵
に
言
及
し
た
最
も
早
い
記
述
と
し
て
は
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）

刊
の
浮
世
草
子
『
寛か

ん

濶か
つ

平
家
物
語
』
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
鳥
羽
絵

が
扇
や
袱
紗
に
描
か
れ
て
流
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
享
保

五
年
（
一
七
二
〇
）
刊
の
大
岡
春
卜
『
画え

本ほ
ん

手て

鑑か
が
み』

六
巻
で
は
鳥
羽
絵
の
項
目

が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
簡
単
な
解
説
と
と
も
に
三
図
の
鳥
羽
絵
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。『
画
本
手
鑑
』は
、
基
本
的
に
和
漢
古
今
の
名
画
を
収
め
た
画
譜
だ
が
、

最
終
の
六
巻
で
は
補
遺
と
し
て
当
代
で
注
目
す
べ
き
絵
画
が
と
り
上
げ
ら
れ
て

お
り
、
そ
こ
で
鳥
羽
絵
は
宗
達
や
光
琳
ら
六
人
の
絵
師
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
鳥
羽
絵
が
単
な
る
流
行
に
留
ま
ら
ず
一
定
の
評
価
を
得
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
興
味
深
い
。

　

こ
の
よ
う
な
人
気
を
背
景
に
、
鳥
羽
絵
だ
け
を
集
め
た
絵
本
が
刊
行
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
鳥
羽
絵
本
で
あ
る
。
主
な
鳥
羽
絵
本
と
し
て
は
、
次
の

五
種
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　

①
『
軽
筆
鳥
羽
車
』（
三
巻
三
冊
）

　
　

②
『
鳥
羽
絵
三
国
志
』（
三
巻
三
冊
）

　
　

③
『
鳥
羽
絵
扇
の
的
』（
三
巻
三
冊
）

　
　

④
長
谷
川
光
信
『
鳥
羽
絵
筆
拍
子
』（
三
巻
三
冊
）

　
　

⑤
竹
原
春
潮
斎
『
鳥
羽
絵
欠あ

く

び
留と
め

』（
三
巻
三
冊
）

　

①
〜
③
の
鳥
羽
絵
本
の
筆
者
に
つ
い
て
は
、『
画
本
手
鑑
』
と
同
じ
大
岡
春

卜
（
一
六
八
〇
〜
一
七
六
三
）
と
す
る
説
も
あ
る
が
確
証
は
得
ら
れ
て
い
な

い）
11
（

。
俚
諺
を
題
材
と
し
た
『
軽
筆
鳥
羽
車
』、
京
・
江
戸
・
大
坂
の
三
都
を
舞

台
と
し
た『
鳥
羽
絵
三
国
志
』、扇
に
描
か
れ
た
鳥
羽
絵
を
集
め
た
と
さ
れ
る『
鳥

羽
絵
扇
の
的
』
と
い
う
よ
う
に）

12
（

、
そ
れ
ぞ
れ
緩
や
か
な
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
各
図
に
描
か
れ
た
人
々
は
画
中
を
生
き
生
き
と
動
き
回
っ
て

お
り
、
た
と
え
意
味
を
理
解
し
て
い
な
く
て
も
楽
し
そ
う
な
雰
囲
気
は
十
分
に

伝
わ
っ
て
く
る
。
肥
痩
の
あ
る
大
胆
な
筆
致
で
人
物
の
動
き
を
軽
妙
に
捉
え
た

画
風
は
、
大
岡
春
卜
『
画
本
手
鑑
』
の
鳥
羽
絵
と
比
較
的
近
い
よ
う
に
見
え
る

が
、
略
筆
で
描
か
れ
た
作
品
だ
け
に
、
画
風
か
ら
春
卜
と
断
定
す
る
の
は
な
か

な
か
難
し
い
。

　

④
の
『
鳥
羽
絵
筆
拍
子
』
は
、
上
巻
が
歌
舞
伎
、
中
巻
が
武
者
絵
、
下
巻
が

神
事
を
題
材
と
し
た
鳥
羽
絵
本
で
あ
る
。
画
面
右
上
に
は
各
図
の
タ
イ
ト
ル
も

記
さ
れ
て
い
る
。
①
〜
③
と
比
べ
る
と
勢
い
や
大
胆
さ
は
影
を
潜
め
、
線
自
体

の
肥
痩
も
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
く
、
全
体
的
に
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
に
仕
上
げ
ら

れ
て
お
り
、
背
景
な
ど
も
比
較
的
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
。
筆
者
の
長
谷
川
光

信
（
生
没
年
不
詳
）
は
、
風
俗
人
物
画
を
得
意
と
し
、
絵
本
な
ど
を
多
く
手
掛
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け
た
大
坂
の
絵
師
で
あ
る
。

　

⑤
の
『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
は
、
庶
民
の
生
活
を
題
材
と
し
た
鳥
羽
絵
本
で
、

全
体
を
通
し
た
テ
ー
マ
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
各
図
に
は
「
し
や
ぼ
ん
」「
か

み
ゆ
い
」「
大
酒
」
な
ど
の
題
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
①
〜
③
に
比
べ
る
と
略

筆
の
度
合
い
は
抑
え
ら
れ
、
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
感
じ
は
す
る
も
の
の
、
伸
び

や
か
な
筆
致
に
よ
り
人
々
の
動
き
が
巧
み
に
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
人
々
の
表
情

も
豊
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
筆
者
の
竹
原
春
潮
斎（
春
朝
斎
、
？
〜
一
八
〇
〇
）

は
、
風
俗
人
物
を
得
意
と
し
た
大
坂
の
絵
師
で
、『
都
名
所
図
会
』『
大
和
名
所

図
会
』『
摂
津
名
所
図
会
』
な
ど
、
名
所
図
会
の
挿
絵
を
描
い
た
こ
と
で
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
主
な
鳥
羽
絵
本
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
こ
こ
ま
で
あ
え
て
刊
行
年

に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
。『
国
書
総
目
録
』に
拠
れ
ば
、『
軽
筆
鳥
羽
車
』『
鳥

羽
絵
三
国
志
』『
鳥
羽
絵
扇
の
的
』『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
が
享
保
五
年
、『
鳥
羽

絵
筆
拍
子
』
が
享
保
九
年
の
刊
行
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
享
保
期
に
立
て
続
け

に
鳥
羽
絵
本
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
鳥
羽
絵
の
流
行
と
結
び
付
け
ら
れ
て
語
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
、
そ
の
刊
行
年
に
つ
い
て
は
、
書
誌
学
的
な
調
査
を

し
た
う
え
で
、
再
考
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
こ
で
す
べ
て
の
鳥
羽
絵
本
に
つ
い
て
再
考
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
少
な
く

と
も
『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
に
つ
い
て
は
、
享
保
五
年
の
刊
行
と
考
え
る
の
は
難

し
い
。
筆
者
の
竹
原
春
潮
斎
は
、
生
年
は
不
詳
な
が
ら
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇

〇
）
に
没
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
享
保
五
年
に
『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
が
刊
行
さ

れ
た
な
ら
ば
、春
潮
斎
の
没
年
の
八
十
年
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。も
ち
ろ
ん
、

八
十
年
に
わ
た
っ
て
活
動
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
九
十
歳
と
い
う

長
寿
を
誇
っ
た
北
斎
で
も
そ
の
活
動
期
間
は
約
七
十
年
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
長

す
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
の
序
文
に
は
、「
山
州
名
所
図
会
倭
図
会
の
細
画

の
欠
ひ
〳
〵
の
閑
に
も
の
せ
し
春
潮
斎
の
画
草
也
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
が
「
名
所
図
会
の
細
か
な
挿
絵
を
描
く
合
間
に
春

潮
斎
に
よ
り
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
取
る
こ
と
が
で
き
、
素

直
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
は
「
山
州
名
所
図
会
倭
図
会
」
の

後
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。「
山
州
名
所
図
会
倭
図
会
」
と
は
、
安
永
九

年
（
一
七
八
〇
）
刊
の
『
都
名
所
図
会
』
と
寛
政
三
年
刊
の
『
大
和
名
所
図
会
』

を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
が
享
保
五
年
に
刊
行
さ
れ

る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。『
大
和
名
所
図
会
』
が
刊
行
さ
れ
た
寛
政
三
年
以
降

と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
に
は
寛
政
五
年
版
の
存
在

が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
初
版
と
考
え
る
と
こ
の
序
文
と
の
整
合
性
は

取
れ
る
こ
と
に
な
る）

13
（

。
ち
な
み
に
『
大
阪
出
版
書
籍
目
録
』
に
も
、「
軽
書　

あ
く
び
と
め　

三
冊
／
画
工　

竹
原
春
朝
斎
（
伏
見
屋
四
朗
兵
衛
町
）
／
板
者

　

河
内
屋
八
兵
衛
外
四
人
／
出
願　

寛
政
四
年
閏
二
月
」（
斜
線
は
改
行
を
示

す
）
と
あ
る）

14
（

。

　

こ
れ
以
上
、
鳥
羽
絵
本
の
刊
行
年
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
本
稿
の
主

旨
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
控
え
て
お
く
が
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
が
見

ら
れ
る
一
つ
の
原
因
は
、鳥
羽
絵
本
の
人
気
に
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

鳥
羽
絵
本
は
、
明
治
に
至
る
ま
で
後
摺
本
が
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
奥
付

に
は
疑
問
点
が
見
ら
れ
る
も
の
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。

　

鳥
羽
絵
本
の
刊
行
年
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
調
査
の
う
え
で
再
考
す
る
余

地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
一
つ
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
れ
ら

の
鳥
羽
絵
本
に
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
や
寛
政
五
年
の
奥
付
を
持
つ
も
の
が

知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
時
期
の
鳥
羽
絵
本
の
需
要
の
高

ま
り
を
表
し
た
も
の
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
時
期
は
大
坂
の
戯
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画
に
つ
い
て
語
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
耳に
ち
ょ
う
さ
い

鳥
斎
が
活
躍
し
て
い
た

時
期
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
天
明
か
ら
寛
政
に
か
け
て
大
坂
で
鳥
羽

絵
が
再
び
流
行
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
北
斎
が
参

考
に
し
た
鳥
羽
絵
本
も
こ
の
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
．『
軽
筆
鳥
羽
車
』
か
ら
の
影
響

　

や
や
前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
こ
か
ら
が
本
題
で
あ
る
。
前

述
の
と
お
り
、
北
斎
が
描
い
た
戯
画
の
発
想
の
源
泉
と
し
て
、
十
八
世
紀
に
大

坂
で
刊
行
さ
れ
た
鳥
羽
絵
本
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
北
斎
の
戯
画
と
鳥
羽
絵

本
を
比
較
し
て
ま
ず
気
が
つ
く
こ
と
は
、『
軽
筆
鳥
羽
車
』
か
ら
の
影
響
が
顕

著
な
こ
と
で
あ
る
。
明
ら
か
な
影
響
関
係
が
指
摘
で
き
る
も
の
と
し
て
、
次
の

四
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　
　

①
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
中　

↓　

北
斎
「
鳥
羽
絵
集
会　

魚
頭
観
音
」

　
　

②
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
中　

↓　

北
斎
「
鳥
羽
絵
集
会　

鉦
叩
き
」

　
　

③
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
中　

↓　

北
斎
「
風
流
お
ど
け
百
句　

天
竺
浪
人
」

　
　

④
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
下　

↓　

北
斎
「
風
流
お
ど
け
百
句　

皮
き
り
」

　

①
に
挙
げ
た
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
中
の
図
【
図
5
】
は
、
魚
の
頭
を
有
り
難
そ

う
に
拝
む
男
た
ち
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
見
開
き
を
一
図
と
し
た
横
長
の
画

面
に
、
棒
に
刺
さ
れ
た
魚
の
頭
を
拝
む
坊
主
と
三
人
の
男
。
坊
主
は
恭
し
く
数

珠
を
掲
げ
、
後
ろ
の
二
人
の
男
は
大
き
な
口
を
開
け
、
一
人
は
平
伏
し
て
頭
を

抱
え
て
い
る
。
い
か
に
も
有
り
難
そ
う
に
拝
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
可
笑
し
く
、

魚
の
頭
か
ら
放
射
状
に
伸
び
る
後
光
も
滑
稽
さ
を
強
調
し
て
い
る
。「
鰯
の
頭

も
信
心
か
ら
」
と
い
う
諺
を
そ
の
ま
ま
絵
画
化
し
た
図
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
画

中
に
は
「
と
う
と
や
あ
り
が
た
や
」「
ご
か
う
が
ぴ
か
〳
〵
す
る
」
と
い
う
台

詞
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
図
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
北
斎
「
鳥
羽
絵
集
会　

魚
頭

観
音
」【
図
6
】
で
あ
る
。
横
長
の
画
面
が
縦
長
に
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、
棒

に
刺
さ
れ
た
魚
の
頭
や
四
人
の
男
な
ど
、
画
面
を
構
成
す
る
要
素
や
そ
の
配
置

は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
姿
勢
を
比
べ
て
み
て
も
か
な
り
近

い
。
木
魚
や
鉦
な
ど
が
描
き
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
後
光
が
よ
り
劇
的
に

表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
異
な
っ
て
い
る
が
、『
軽
筆
鳥
羽
車
』
の
よ

う
に
台
詞
に
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
分
、
北
斎
は
有
り
難
そ
う
に
拝
ん
で
い
る

状
況
や
後
光
が
輝
い
て
い
る
様
子
を
絵
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

②
に
挙
げ
た
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
中
の
図
【
図
7
】
は
、
鉦
叩
き
の
坊
主
と
そ

れ
を
取
り
巻
く
男
た
ち
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
鉦
叩
き
と
は
、
そ
の
名
の
通

り
鉦
を
叩
き
経
文
な
ど
を
唱
え
て
金
を
乞
い
歩
く
坊
主
の
こ
と
で
、
本
図
の
鉦

叩
き
も
首
か
ら
下
げ
た
鉦
を
叩
き
な
が
ら
「
あ
ま
い
だ
ぶ
あ
む
あ
い
だ
」
と
念

仏
を
唱
え
て
お
り
、
そ
の
傍
ら
に
は
鐘
の
絵
も
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
近
く
に
い

る
女
性
は「
い
れ
ま
し
ょ
」と
お
金
を
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

左
頁
に
は
数
珠
や
巾
着
や
銭
差
し
を
手
に
す
る
男
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
上

部
に
は
「
か
ね
が
か
ね
を
も
う
く
る
は
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
本
図
の
面
白
さ

が
「
鉦
」
が
「
金
」
を
儲
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
わ
か
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
北
斎
の
「
鳥
羽
絵
集
会　

鉦
叩
き
」【
図
8
】
で
は
、
横
長

の
画
面
が
縦
長
に
変
更
さ
れ
、
そ
の
た
め
か
人
物
が
一
人
減
り
、
鉦
叩
き
の
姿

も
だ
い
ぶ
異
な
る
様
子
で
描
か
れ
て
い
る
。
鐘
の
画
中
画
も
描
か
れ
て
い
な
い

が
、
首
か
ら
下
げ
て
い
る
鉦
は
よ
り
目
立
つ
よ
う
に
描
か
れ
、
背
後
に
は
樹
木
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図５　『軽筆鳥羽車』中
　　　千葉市美術館

図７　『軽筆鳥羽車』中
　　　千葉市美術館
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と
「
戸
塚
宿　

右
か
ま
く
ら
み
ち
」
と
記
さ
れ
た
道
標
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
左
側
の
三
人
の
男
た
ち
の
姿
勢
や
表
情
な

ど
に
は
、『
軽
筆
鳥
羽
車
』
か
ら
の
明
ら
か
な
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

③
に
挙
げ
た
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
中
の
図
【
図
9
】
は
、
雲
に
乗
る
浪
人
風
の

男
と
そ
れ
を
見
上
げ
る
雲
助
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。「
雲
助
あ
と
か
ら
こ
い
」

と
命
じ
る
男
に
対
し
て
、
雲
助
は「
て
ん
ぢ
く
ら
う
に
ん
に
お
な
り
な
さ
る
か
」

と
問
う
。
天
竺
浪
人
と
は
、
住
所
不
定
の
浮
浪
人
の
こ
と
で
、
逐
電
浪
人
の「
逐

電
」
を
逆
に
し
た
言
葉
と
さ
れ
る
。
破
れ
た
笠
や
羽
織
を
見
れ
ば
男
が
浪
人
な

の
は
わ
か
る
が
、
本
図
の
面
白
さ
を
理
解
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。
天
竺

浪
人
が
、
觔
斗
雲
の
よ
う
な
雲
に
乗
っ
て
、
天
竺
ま
で
行
く
と
い
う
洒
落
だ
ろ

う
か)15

(

。

　

こ
の
図
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
北
斎
「
風
流
お
ど
け
百
句　

天
竺
浪
人
」【
図
10
】
で
あ
る
。
縦
長
の
画
面
が
横
長
に
な
り
、
雲
助
が
一
人

増
え
て
い
る
が
、そ
の
他
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。本
図
は
、「
風
流
お
ど
け
百
句
」

の
う
ち
の
一
図
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
狂
句
が
記
さ
れ
た
も
の
は
確
認
さ
れ

て
お
ら
ず
、北
斎
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
描
い
た
の
か
理
解
す
る
の
は
難
し
い
。

意
味
は
と
も
か
く
、
両
図
を
一
見
し
た
だ
け
で
影
響
関
係
が
明
ら
か
な
事
例
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　

④
に
挙
げ
た
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
下
の
図
【
図
11
】)16

(

は
、
灸
を
据
え
ら
れ
る
男

を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
女
に
背
を
向
け
て
熱
い
灸
を
我
慢
す
る
男
の
情
け
な

い
表
情
が
面
白
い
。
上
部
に
は
、「
薬
の
灸
は
さ
て
も
あ
つ
い
ぞ
〳
〵
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
図
を
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
北
斎
「
風
流
お
ど
け
百
句　

皮

き
り
」【
図
12
】
で
あ
る
。
行
灯
や
脇
息
な
ど
の
小
道
具
や
そ
の
配
置
に
は
や

や
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
女
に
灸
を
据
え
ら
れ
て
情
け
な
い
表
情
を
す
る
男
と

い
う
構
図
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
画
中
に
は
、「
皮
切
り
の
顔
わ
女
に
見
せ
ら

図６　 北斎「鳥羽絵集会　魚頭観音」
　　　ベルギー王立美術歴史博物館

図８　 北斎「鳥羽絵集会　鉦叩き」
　　　ベルギー王立美術歴史博物館
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れ
ず
」
と
い
う
狂
句
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
皮
切
り
」
と
は
、
最
初
に
据
え
る

灸
の
こ
と
で
、
特
に
痛
く
感
じ
る
た
め
に
、
そ
の
苦
痛
に
ゆ
が
ん
だ
顔
は
と
て

も
女
に
見
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
北
斎
は
、
こ
の
句

を
絵
画
化
す
る
に
あ
た
り
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
の
挿
絵
を
利
用
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
北
斎
の
戯
画
に
は
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
か
ら
の
顕
著
な
影
響
が

見
て
取
れ
る
。『
軽
筆
鳥
羽
車
』
は
、
上
・
中
・
下
あ
わ
せ
て
も
二
十
九
図
し

か
収
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
う
ち
の
四
図
に
明
ら
か
な
関
係
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
の
鳥
羽
絵
本
か
ら
複
数
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
北
斎
の
手
元
に
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
考
え
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
事

例
も
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
か
ら
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

⑤
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
上　

↓　

北
斎
「
鳥
羽
絵
集
会　

河
渡
し
」

　
　

⑥
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
中　

↓　

北
斎
「
放
屁
す
る
神
人
」

　

⑤
に
挙
げ
た
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
上
の
図
【
図
13
】
は
、
川
を
渡
る
人
々
の
様

子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
右
頁
の
三
人
の
男
は「
や
れ
ふ
か
ひ
は
や
れ
〳
〵
」

と
の
台
詞
か
ら
、
深
み
に
は
ま
っ
て
溺
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
対

し
、
左
頁
の
子
を
背
負
っ
た
男
は
「
お
ゝ
た
子
に
お
し
ゑ
ら
れ
て　

爰
は
あ
さ

い
そ
〳
〵
」
の
言
葉
通
り
、
子
に
浅
瀬
を
教
え
ら
れ
て
落
ち
着
い
た
感
じ
で
川

を
渡
っ
て
い
る
。
溺
れ
る
男
た
ち
と
の
対
比
が
面
白
い
図
で
あ
る
。

　

こ
の
図
と
比
較
し
た
い
の
が
、
北
斎
「
鳥
羽
絵
集
会　

河
渡
し
」【
図
14
】

で
あ
る
。
荷
物
を
運
ぶ
男
や
女
を
背
負
う
男
、
一
番
手
前
に
は
腕
を
組
ん
だ
思

案
顔
の
男
が
描
か
れ
て
い
る
。
①
〜
④
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
川
を
渡
る
と
い
う

状
況
や
そ
の
構
図
、
思
案
顔
を
し
た
男
の
ポ
ー
ズ
な
ど
に
は
、『
軽
筆
鳥
羽
車
』

に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

図９　『軽筆鳥羽車』中
　　　千葉市美術館

図11　『軽筆鳥羽車』下
　　　千葉市美術館
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図10　北斎「風流おどけ百句　天竺浪人」
　　　葛飾北斎美術館

図12　 北斎「風流おどけ百句　皮切り」  
中右コレクション
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⑥
に
挙
げ
た
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
中
【
図
15
】
に
は
、
灯
明
に
向
け
て
お
尻
を

突
き
出
す
男
が
描
か
れ
て
い
る
。
画
中
に「
と
う
み
や
う
の
火
は
な
ま
ぬ
る
い
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
灯
明
で
尻
を
あ
ぶ
る
」
と
い
う
効
果
の
な
い
こ
と
を
譬
え

た
諺
を
絵
画
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ん
と
も
罰
当
た
り
な
図
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
発
想
が
、
北
斎
「
放
屁
す
る
神
人
」【
図
16
】
に
見
ら

れ
る
。
こ
の
神
人
が
灯
明
で
尻
を
あ
た
た
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
放
屁
で

灯
明
を
消
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
北
斎
の
意
図
は
定
か
で
は
な
い
が
、
灯
明

に
向
か
っ
て
お
尻
を
突
き
出
す
構
図
は
同
じ
で
あ
る
。
灯
明
を
た
く
さ
ん
描
い

て
い
る
と
こ
ろ
が
北
斎
ら
し
く
て
面
白
い
。「
北
斎
画
」
の
落
款
と
伊
勢
屋
利

図14　 北斎「鳥羽絵集会　河渡し」
　　　ベルギー王立美術歴史博物館

図16　北斎「放屁する神人」
　　　葛飾北斎美術館

図13　『軽筆鳥羽車』上

図15　『軽筆鳥羽車』中
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兵
衛
の
版
元
印
か
ら
、「
鳥
羽
絵
集
会
」
や
「
風
流
お
ど
け
百
句
」
な
ど
と
近

い
時
期
の
作
品
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

四
．『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
か
ら
の
影
響

　

こ
の
よ
う
に
、
北
斎
の
戯
画
に
は
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
か
ら
明
ら
か
な
影
響
が

認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
鳥
羽
絵
本
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
軽

筆
鳥
羽
車
』
ほ
ど
明
快
で
は
な
い
も
の
の
、『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
に
も
興
味
深

い
事
例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

　
　

①
『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
上 

↓ 
北
斎
「
風
流
お
ど
け
百
句　

ま
つ
ぱ
だ
か
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

↓ 

北
斎
「
狂
句
入
戯
画　

素
人
義
太
夫
」

　
　

②
『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
中 

↓ 

北
斎
「
鳥
羽
絵
集
会　

髪
結
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

↓ 

北
斎
「 

風
流
お
ど
け
百
句　

ひ
ざ
が
し
ら
」

　
　

③
『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
上 

↓ 

北
斎
「 

風
流
お
ど
け
百
句　

あ
ん
ま
と
り
」

　

①
に
挙
げ
た
『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
上
の
図
【
図
17
】
は
、
画
中
の
タ
イ
ト
ル

の
通
り
浄
瑠
璃
を
テ
ー
マ
と
し
た
図
で
あ
る
。
上
半
身
裸
で
浄
瑠
璃
を
語
る
男

と
そ
れ
に
合
わ
せ
て
三
味
線
を
弾
く
男
が
描
か
れ
、
衝
立
障
子
で
仕
切
ら
れ
た

部
屋
の
右
側
に
は
人
々
が
集
っ
て
い
る
。
頬
杖
を
つ
い
た
り
、
煙
草
を
吸
っ
た

り
、
伸
び
を
し
た
り
、
眠
っ
て
い
た
り
と
か
な
り
退
屈
そ
う
で
あ
る
。
な
か
に

は
障
子
の
穴
か
ら
覗
い
て
い
る
男
も
い
る
。
そ
の
よ
う
な
眼
で
見
る
と
、
三
味

線
を
弾
く
男
も
ど
こ
か
迷
惑
そ
う
な
顔
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
意
気

揚
々
と
浄
瑠
璃
を
語
る
男
と
周
り
の
人
々
と
の
落
差
に
面
白
さ
を
見
出
す
趣
向

だ
ろ
う
。

　

北
斎
の
「
風
流
お
ど
け
百
句　

ま
つ
ぱ
だ
か
」【
図
18
】
も
同
じ
よ
う
に
浄

図17　竹原春潮斎『鳥羽絵欠び留』上より「しやうるり」　
　　　ベルリン州立図書館
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瑠
璃
を
描
い
た
図
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
画
面
上
部
の
「
玉
簾
の
内
に
ぞ
ゆ
か

し
き
ま
つ
ぱ
だ
か
」
と
い
う
狂
句
を
絵
画
化
し
た
図
に
な
っ
て
い
る
。
玉
簾
の

中
で
浄
瑠
璃
を
語
っ
て
い
る
太
夫
が
、
外
か
ら
見
え
な
い
の
を
い
い
こ
と
に
裸

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
句
意
に
即
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
隣
で
三
味
線

を
弾
く
男
が
後
ろ
向
き
で
尻
を
出
し
て
い
る
の
も
、
簾
の
内
の
赤
裸
々
な
様
子
を

強
調
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

全
体
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
似
て
い
る
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
浄
瑠
璃
を
語
る

男
の
左
手
を
頬
に
あ
て
た
姿
勢
や
腹
の
上
で
結
ば
れ
た
帯
な
ど
は
近
し
い
関
係

に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
特
に
興
味
深
い
の
は
、『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
に
描
か
れ

た
障
子
の
穴
を
覗
く
男
の
存
在
で
あ
る
。
や
や
深
読
み
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
障
子
の
穴
か
ら
覗
く
と
い
う
行
為
が
、
北
斎
に
「
玉
簾
の
内
」
を
連
想
さ
せ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
上
半
身
裸
で
浄
瑠
璃
を
語
っ
て
い
る
男
を
覗

く
と
い
う
行
為
が
、
こ
の
句
の
発
想
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
想
像
力
豊
か
な
北

斎
が
、
そ
の
よ
う
な
発
想
を
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
北
斎
は
「
狂
句
入
戯
画　

素
人
義
太
夫
」【
図
19
】
で
も
浄
瑠
璃

を
テ
ー
マ
と
し
た
図
を
描
い
て
い
る
。『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
の
左
頁
と
ほ
ぼ
同

じ
構
図
で
あ
り
、
人
物
の
姿
勢
は
「
風
流
お
ど
け
百
句
」
よ
り
も
近
い
。
上
部

に
は
「
語
り
人
が
面
白
ろ
か
る
で
聞
人
な
し
」
と
「
女
房
に
弾
か
せ
鼻
た
ら
し

語
り
」
と
い
う
二
つ
の
狂
句
が
記
さ
れ
て
お
り
、
前
者
の
句
に
は
、
下
手
な
素

人
浄
瑠
璃
は
「
語
り
人
」
が
面
白
が
っ
て
い
る
だ
け
で
聞
い
て
い
る
人
は
い
な

い
と
い
う
状
況
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
と

同
じ
状
況
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
伴
奏
の
三
味
線
が
女
性
に
な
っ
て
い
る
の
は

後
者
の
句
意
を
反
映
さ
せ
た
結
果
だ
ろ
う
。

　

②
に
挙
げ
た
『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
中
の
「
か
み
ゆ
ひ
」【
図
20
】
は
、
髪
結

に
髪
を
引
っ
張
ら
れ
る
女
性
の
顔
に
面
白
さ
を
見
出
し
た
図
で
あ
る
。北
斎
は
、

図19　 北斎「狂句入戯画　素人義太夫」　
　　　ベルリン東洋美術館

図18　北斎「風流おどけ百句　まつぱだか」　
　　　墨田区
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こ
れ
と
同
じ
趣
向
の
戯
画
を
二
図
描
い
て
い
る
。
一
つ
は

「
鳥
羽
絵
集
会　

身
づ
く
ろ
い
」【
図
21
】
で
、
も
う
一
つ

は「
風
流
お
ど
け
百
句　

ひ
ざ
が
し
ら
」【
図
22
】で
あ
る
。

ど
ち
ら
も
、『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
の
発
想
を
利
用
し
て
、

北
斎
流
に
描
い
た
図
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
③
は
、
主
題
は
異
な
る
も
の
の
図
像
が
近

い
例
で
あ
る
。『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
上
の
「
二
日
や
い
と
」

【
図
23
】
の
右
上
に
描
か
れ
た
医
者
ら
し
き
人
物
と
脈
を

と
ら
れ
る
女
性
が
、「
風
流
お
ど
け
百
句　

あ
ん
ま
と
り
」

【
図
24
】
の
参
考
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
は
っ

き
り
と
し
た
影
響
関
係
が
指
摘
で
き
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
医
者
と
按
摩
の
顔
や
指
を
立
て
る
仕
草
、
女
性
の
姿

勢
な
ど
に
は
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

五
．
北
斎
と
鳥
羽
絵
本

　

こ
こ
ま
で
、『
軽
筆
鳥
羽
車
』
と
『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』

か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
北
斎
が
鳥
羽
絵
本
を

参
考
に
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
事
例
で
十
分
に
明

ら
か
だ
ろ
う
。
こ
れ
以
上
、
類
例
を
示
す
は
必
要
な
い
か

も
し
れ
な
い
が
、
十
八
世
紀
後
半
の
大
坂
で
活
躍
し
た
耳

鳥
斎
（
？
〜
一
八
〇
二
、
三
）
か
ら
の
影
響
と
考
え
ら
れ

る
事
例
も
あ
る
の
で
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

耳
鳥
斎
は
、
肉
筆
画
や
絵
本
を
中
心
に
筆
を
揮
い
、
鳥

羽
絵
を
洗
練
さ
せ
た
と
評
さ
れ
る
絵
師
で
あ
る
。
没
後
の

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
刊
行
さ
れ
た
絵
本
『
画
本
古

図20　 竹原春潮斎『鳥羽絵欠び
留』中より「かみゆい」
ベルリン州立図書館

図22　北斎「風流おどけ百句　ひざがしら」 図21　 北斎「鳥羽絵集会　身
づくろい」　ベルギー王
立美術歴史博物館

図24　北斎「風流おどけ百句　あんまとり」
　　　墨田区

図23　竹原春潮斎『鳥羽絵欠び留』上より「二日やいと」
　　　ベルリン州立図書館
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鳥
図
賀
比
』
に
は
、
耳
鳥
斎
ら
し
い
大
ら
か
な
画
風
で
、
世
の
中
の
「
対
」
に

な
る
様
々
な
事
柄
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
物
の
怪
に

も
動
じ
な
い
「
だ
い
た
ん
も
の
」（
大
胆
者
）
の
対
と
し
て
描
か
れ
た
「
お
く

び
や
う
も
の
」（
臆
病
者
）
の
図
【
図
25
】
で
あ
る
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
ふ
さ

わ
し
く
、
夜
道
で
出
会
っ
た
蝸
牛
に
三
人
の
武
士
が
怯
え
る
様
子
が
描
か
れ
て

い
る
。

　

北
斎
は
こ
の
図
を
気
に
入
っ
た
の
か
、
同
じ
趣
向
の
図
を
少
な
く
と
も
三
回

描
い
て
い
る
。
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
取
り
上
げ
た「
風
流
お
ど
け
百
句
」

シ
リ
ー
ズ
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
【
図
26
】。
狂
句
の
あ
る
図
は
知
ら
れ
て

い
な
い
が
、
提
灯
を
手
に
し
た
男
た
ち
が
蝸
牛
を
う
か
が
う
様
子
は
、
臆
病
者

を
描
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
画
風
は
異
な
る
が
、
発
想
は
同
じ
と
見
て
い

い
だ
ろ
う
。
刀
を
差
し
た
武
士
を
描
か
な
か
っ
た
の
は
、
江
戸
で
の
刊
行
を
意

識
し
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

　

戯
画
で
は
な
い
も
の
の
、
北
斎
『
己

お
の
が

痴ば
か

羣む
ら

夢む

多だ

字じ

画え

尽づ
く
し』

後
編
に
も
同
様
の

図
が
あ
る
【
図
27
】。
文
化
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
己
痴
羣
夢
多
字
画
尽
』
は
、

北
斎
の
最
初
の
絵
手
本
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
文
字
絵
を
描
く

た
め
の
指
南
書
で
あ
る
。
本
書
の
性
格
か
ら
、
略
筆
に
よ
る
簡
単
な
図
と
な
っ

て
い
る
が
、
蝸
牛
を
前
に
し
た
男
と
い
う
構
図
は
同
じ
で
あ
る
。
臆
病
者
と
い

図25　耳鳥斎『画本古鳥図賀比』中より「おくびやうもの」

図26　北斎「風流おどけ百句　かたつむり」墨田区

図27　 北斎『己痴羣夢多字画尽』
後編

図28　  北斎『画本早引』前編より
「鳥羽絵」
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っ
た
雰
囲
気
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
ず
、
た
だ
雨
の
日
の
蝸
牛
を
描
い
た
図
の
よ

う
に
見
え
な
く
も
な
い
が
、
男
の
長
い
足
や
跳
ね
上
が
っ
た
鬢
な
ど
か
ら
は
鳥

羽
絵
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
文
化
十
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
北
斎
『
画
本
早
引
』
前
編
に
も
同
様
の

図
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
【
図
28
】。
略
筆
で
描
か
れ
た
小
さ
な
絵
で
は
あ

る
が
、
片
足
を
挙
げ
て
蝸
牛
に
驚
く
男
の
様
子
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
絵
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
鳥ト

羽バ

絵エ

」と
題
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
画

本
早
引
』
は
、
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
順
に
多
様
な
絵
を
並
べ
て
絵
手
本
と
し
た
も

の
で
、
そ
の
「
鳥
羽
絵
」
の
項
目
に
こ
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
換
言
す
る
な

ら
ば
、
鳥
羽
絵
ら
し
い
絵
と
し
て
こ
の
絵
が
選
ば
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
北

斎
の
鳥
羽
絵
に
対
す
る
認
識
を
知
る
う
え
で
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。

　

文
化
二
年
に
耳
鳥
斎
の
『
画
本
古
鳥
図
賀
比
』
が
刊
行
さ
れ
、
五
年
後
の
同

七
年
に
『
己
痴
羣
夢
多
字
画
尽
』
後
編
が
、
翌
年
の
同
八
年
頃
に
「
風
流
お
ど

け
百
句
」
が
、
同
十
四
年
に
『
画
本
早
引
』
前
編
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
北
斎

が
立
て
続
け
に
蝸
牛
と
臆
病
者
の
図
を
描
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
耳
鳥
斎
の
図

か
ら
の
影
響
の
大
き
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
時
期
に
北
斎
が
鳥

羽
絵
に
傾
注
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

同
じ
よ
う
な
事
例
は
、
他
に
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
軽
筆
鳥
羽
車
』

中
【
図
9
】
と
「
風
流
お
ど
け
百
句　

天
竺
浪
人
」【
図
10
】
と
の
関
係
は
す

で
に
指
摘
し
た
と
お
り
だ
が
、
こ
の
図
に
登
場
す
る
雲
助
が
、
文
化
九
年
正
月

に
刊
行
さ
れ
た
北
斎
の
絵
手
本
『
略り

ゃ
く画が

早は
や

指お
し
え南
』
前
編
【
図
29
】
に
も
描
か
れ

て
い
る
。
左
右
が
反
転
し
て
い
る
が
影
響
関
係
は
明
ら
か
で
あ
り
、
北
斎
が
こ

の
図
も
立
て
続
け
に
描
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
こ
こ
ま
で
、
文
化
期
の
後
半
に
描
か
れ
た
北
斎
の
戯
画
や
、
同
時
期
に

手
掛
け
た
絵
手
本
の
中
に
、
鳥
羽
絵
本
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

き
た
。
北
斎
が
生
涯
に
描
い
た
膨
大
な
作
品
数
か
ら
す
れ
ば
、
鳥
羽
絵
本
か
ら

直
接
的
な
影
響
を
受
け
た
と
言
え
る
作
品
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
た
だ
単
に
、
戯

画
を
描
く
た
め
に
図
柄
を
借
用
し
た
だ
け
で
、
そ
の
影
響
も
一
時
的
な
も
の
と

捉
え
る
の
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
鳥
羽
絵
本
か
ら
得
た
様
々
な
発

想
は
、
そ
の
後
の
北
斎
の
画
業
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

例
え
ば
、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
北
斎
漫
画
』
十
二
編

に
は
、「
鉤
の
名
人
」【
図
30
】
と
い
う
図
が
あ
る
。
釣
り
針
が
他
の
人
の
頭
に

引
っ
掛
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
面
を
描
い
た
も
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
発
想

は
す
で
に
『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
上
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
【
図
31
】。

　

ま
た
、
天
保
十
年
に
描
か
れ
た
北
斎
の
肉
筆
画
「
放
屁
図
」【
図
32
】
に
は
、

放
屁
で
蝋
燭
の
火
を
消
そ
う
と
す
る
男
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
三

章
で
指
摘
し
た
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
中
の
図
【
図
15
】
と
そ
の
影
響
を
受
け
た
と

図29　 北斎『略画早指南』前編より「ともまちやつこ」
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図30　 北斎『北斎漫画』十二編よ
り「鉤の名人」浦上満氏蔵

図31　『鳥羽絵欠び留』上より「はぜつり」　ベルリン州立図書館

図32　北斎「放屁図」　葛飾北斎美術館

図34　北斎「鬼図」　佐野美術館

図33　『軽筆鳥羽車』中
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考
え
ら
れ
る
北
斎
「
放
屁
す
る
神
人
」【
図
16
】
の
延
長
線
上
に
あ
る
作
品
と

考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
『
軽
筆
鳥
羽
車
』
中
の
図
は
、
見
開
き
で
連
続
し
た
画
面
と
な
っ
て
お

り
、
左
頁
に
は
法
衣
を
ま
と
っ
た
鬼
が
描
か
れ
て
い
る
【
図
33
】。
灯
明
の
火

で
尻
を
あ
た
た
め
る
男
に
対
し
、
鬼
が
「
衣
き
た
者
の
前
で
り
よ
ぐ
わ
い
な
」

と
言
っ
て
た
し
な
め
て
い
る
場
面
の
よ
う
で
あ
る
。
法
衣
を
着
た
鬼
は
、
大
津

絵
の
鬼
の
念
仏
な
ど
で
も
有
名
で
あ
り
、
直
接
的
な
影
響
関
係
を
指
摘
す
る
の

は
憚
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
図
が
北
斎
の
最
晩
年
の
肉
筆
画
と
し
て
有

名
な
「
鬼
図
」【
図
34
】
に
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
に
鳥
羽
絵
本
か
ら
の
影
響
を
指
摘
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
戯
画
の
制
作
を
通
し
て
培
わ
れ
た
鳥
羽
絵
の
ユ
ー
モ
ア

の
感
覚
は
、
北
斎
の
中
に
生
き
続
け
、
そ
の
後
の
作
品
に
し
ば
し
ば
顔
を
出
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
文
化
期
後
半
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
鳥
羽
絵
本
か
ら
の

影
響
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
な
り
、
以
降
の
北
斎
の

画
業
に
も
反
映
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な

考
え
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
北
斎
画
に
見
ら
れ
る
ユ
ー
モ
ア
の
源
泉
の
一
つ
と

し
て
、
鳥
羽
絵
本
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
北
斎
の
版
本
活
用
の
一
例
と
し
て
、
十
八
世
紀
の
大
坂
で
流
行
し
た

鳥
羽
絵
本
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
結
局
、
事
例
の
紹
介
に
留
ま
っ

て
し
ま
っ
た
感
は
否
め
な
い
が
、
鳥
羽
絵
本
を
参
考
に
し
て
い
た
具
体
的
な
事

例
を
指
摘
で
き
た
こ
と
は
、
北
斎
の
作
画
姿
勢
や
北
斎
画
に
見
ら
れ
る
ユ
ー
モ

ア
の
感
覚
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、
多
少
な
り
と
も
意
味
が
あ
る
こ
と
と
思

う
。

　

本
論
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
北
斎
は
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
と
文
政
元

年
（
一
八
一
八
）
の
二
度
に
わ
た
り
大
坂
を
訪
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

17
（

。
確

た
る
証
拠
は
な
い
も
の
の
、
様
々
な
状
況
証
拠
か
ら
、
北
斎
が
大
坂
を
訪
れ
て

い
た
可
能
性
は
高
い
。
も
ち
ろ
ん
江
戸
に
い
て
も
鳥
羽
絵
本
を
入
手
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
り
、来
坂
の
目
的
が
鳥
羽
絵
に
あ
る
と
考
え
る
の
は
早
計
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
戯
画
を
集
中
的
に
描
い
た
文
化
期
後
半
に
北
斎
が
来
坂
し
て

い
た
こ
と
は
、鳥
羽
絵
本
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
調
査
を
続
け
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
本
稿
で
は
鳥
羽
絵
本
に
絞
っ
て
見
て
き
た
が
、
北
斎
は
名
所
図
会
や

絵
手
本
な
ど
様
々
な
版
本
を
活
用
し
て
作
画
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り

わ
け
、
大
坂
を
中
心
に
活
躍
し
た
橘
守
国
や
大
岡
春
卜
の
絵
手
本
か
ら
の
影
響

は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
事
例
の
一
部
に
つ
い
て
は
前
述
の
展
覧
会
な
ど

で
紹
介
し
た
。
さ
ら
な
る
調
査
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
い
ず
れ
ま
と

め
て
報
告
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
版
本
活
用
の
具
体
例
を
地

道
に
確
認
し
て
い
く
こ
と
は
、
北
斎
の
作
画
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ

な
が
る
だ
け
で
な
く
、
ひ
い
て
は
勝
川
派
を
離
れ
て
独
立
独
歩
の
活
動
を
展
開

し
た
北
斎
の
浮
世
絵
師
と
し
て
あ
り
方
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
に

思
う
。

 

（
大
阪
市
立
美
術
館
学
芸
員
）

註１　

拙
稿
「
北
斎
と
名
所
図
会
」（『
大
阪
市
立
美
術
館
紀
要
』
一
四
、
二
〇
一
四
年
）

２　
『
北
斎
―
風
景
・
美
人
・
奇
想
―
』【
展
覧
会
図
録
】（
大
阪
市
立
美
術
館
、
二
〇
一
二

年
）

３　

北
斎
の
戯
画
に
関
す
る
基
本
的
な
デ
ー
タ
は
、
①
永
田
生
慈
「
北
斎
の
小
判
戯
画
作

品
の
分
類
（
未
定
稿
）」（『
北
斎
研
究
』
四
〇
、
二
〇
〇
七
年
）
お
よ
び
②
永
田
生
慈
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「
北
斎
の
小
判
戯
画
作
品
追
考
」（『
北
斎
研
究
』
四
一
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
し
た
。

４　

前
掲
論
文
（
註
3
）
に
お
い
て
、
永
田
氏
は
北
斎
の
横
小
判
の
狂
句
入
戯
画
に
つ
い

て
さ
ら
な
る
分
類
を
試
み
て
い
る
。

５　

永
田
生
慈
、
前
掲
論
文
（
註
3
）
①

６　

橋
本
秀
信「
北
斎
小
判
戯
画
川
柳
の
出
典
考
察
」（『
北
斎
研
究
』四
一
、
二
〇
〇
八
年
）

７　

前
掲
論
文
（
註
3
）
①
に
お
い
て
、
永
田
氏
は
「
謎
か
け
戯
画
集
」
に
つ
い
て
画
風

か
ら
文
政
か
ら
天
保
初
年
頃
の
特
徴
が
指
摘
で
き
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
が
、

戴
斗
や
為
一
の
画
号
を
伴
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
特
定
の
年
代
推
定
は
試
み
て
い

な
い
。

８　
『
武
江
年
表
』
に
つ
い
て
は
、
金
子
光
晴
校
訂
『
増
訂
武
江
年
表
２
』【
東
洋
文
庫
118
】

（
平
凡
社
、
一
九
六
八
年
）
を
参
照
し
た
。

９　

春
雪
の
謎
解
き
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
棠
三『
な
ぞ
の
研
究
』【
講
談
社
学
術
文
庫
432
】（
講

談
社
、
一
九
八
一
年
）
を
参
照
し
た
。

10　

永
田
生
慈
、
前
掲
論
文
（
註
3
）
①

11　

仲
田
勝
之
助
『
絵
本
の
研
究
』（
美
術
出
版
社
、
一
九
五
〇
年
）

12　
『
鳥
羽
絵
扇
の
的
』の
序
文
に
、「
爰
か
し
こ
の
扇
絵
に
か
け
る
を
見
当
た
り
次
第
取
集
、

鳥
羽
絵
扇
的
と
題
し
て
（
後
略
）」
と
あ
る
。

13　

松
平
進
『
上
方
浮
世
絵
の
再
発
見
』（
講
談
社
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
の
よ
う
に
、『
鳥

羽
絵
欠
び
留
』
の
刊
行
年
を
寛
政
五
年
と
し
て
い
る
文
献
も
あ
る
が
根
拠
は
示
さ
れ

て
お
ら
ず
、『
鳥
羽
絵
欠
び
留
』
の
刊
行
年
を
享
保
五
年
と
す
る
文
献
が
多
く
見
ら
れ

る
た
め
、
あ
え
て
指
摘
し
た
次
第
で
あ
る
。

14　
『
享
保
以
後
大
阪
出
版
書
籍
目
録
』（
大
阪
図
書
出
版
業
組
合
、
一
九
三
六
年
）
に
は
、

『
鳥
羽
絵
筆
拍
子
』
が
享
保
九
年
に
出
願
さ
れ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

15　

森
田
誠
吾
解
説
『
鳥
羽
絵
本
集
（
一
）』【
太
平
文
庫
13
】（
太
平
書
屋
、
一
九
八
三
年
）

で
は
、
こ
の
図
を
「
天
竺
日
が
え
り
」
と
い
う
諺
と
結
び
付
け
た
解
釈
が
な
さ
れ
て

い
る
。

16　

本
図
は
、
見
開
き
で
一
図
と
な
っ
て
い
る
う
ち
の
右
頁
で
、
左
頁
に
は
、「
酒
に
あ
て

ら
れ
て
も
の
み
た
い
」
と
い
う
男
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。

17　

拙
稿
「
大
坂
と
北
斎
」
前
掲
図
録
（
註
2
）
所
収

【
図
版
出
典
】

　

本
稿
の
挿
図
は
左
記
の
出
版
物
よ
り
転
載
し
た
。

　
　

図
1
・
図
4
・
図
6
・
図
8
・
図
14
・
図
19
・
図
21　
『
北
斎
│
不
屈
の
画
人
魂
│
』

【
展
覧
会
図
録
】（
名
古
屋
市
博
物
館
、
一
九
九
一
年
）

　
　

図
2
・
図
3
・
図
5
・
図
7
・
図
9
・
図
10
・
図
11
・
図
12
・
図
30
・
図
34　
『
北
斎

―
風
景
・
美
人
・
奇
想
』【
展
覧
会
図
録
】（
大
阪
市
立
美
術
館
、
二
〇
一
二
年
）

　
　

図
16　
『
葛
飾
北
斎
展
│
江
戸
の
メ
デ
ィ
ア　

絵
本
・
版
画
・
肉
筆
画
│
』【
展
覧
会

図
録
】（
江
戸
東
京
博
物
館
、
一
九
九
五
年
）

　
　

図
18
・
図
24
・
図
26　
『
墨
田
区
所
蔵　

ピ
ー
タ
ー
・
モ
ー
ス　

コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

北

斎
図
録
』（
墨
田
区
文
化
振
興
財
団
、
二
〇
〇
九
年
）

　
　

図
32　
『
生
誕
二
五
〇
周
年
記
念　

北
斎
展
』【
展
覧
会
図
録
】（
松
坂
屋
美
術
館
、
二

〇
一
二
年
）

【
附
記
】

　

本
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
度
公
益
財
団
法
人
髙
梨
学
術
奨
励
基
金
調
査
研
究
助
成
に
よ

る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
鳥
羽
絵
本
の
画
像
収
集
に
つ
い
て
は
柴
田
就
平
氏

の
協
力
を
得
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。


