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は
じ
め
に

　

本
紀
要
の
第
十
六
号
に
、「
北
斎
と
鳥
羽
絵
本
」
と
い
う
小
論
を
著
し
た（

１
）。

そ
の
「
お
わ
り
に
」
に
お
い
て
、
北
斎
画
に
見
ら
れ
る
橘
守
国
や
大
岡
春
卜
の

絵
手
本
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
ま
と
め
て
報
告
し
た
い
旨
を
記
し
た

も
の
の
、
す
で
に
三
年
ほ
ど
の
年
月
が
流
れ
て
し
ま
っ
た
。
な
か
な
か
執
筆
で

き
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
特
別
展
の
準
備
な
ど
に
追
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ

る
が
、
そ
れ
以
上
に
絵
手
本
か
ら
北
斎
画
へ
の
影
響
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る

こ
と
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
先
に
ま
と
め
た
名
所
図
会
や
鳥
羽
絵
本
か
ら

の
影
響
が
、
対
象
と
す
る
作
品
を
風
景
画
や
戯
画
に
絞
り
や
す
い
の
に
対
し（

２
）、

様
々
な
事
物
が
描
か
れ
た
絵
手
本
か
ら
の
影
響
を
調
べ
る
に
は
、
基
本
的
に
北

斎
が
描
い
た
全
て
の
作
品
を
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
北
斎
が
七
十
年

に
お
よ
ぶ
画
業
に
お
い
て
描
い
た
作
品
は
著
名
な
錦
絵
シ
リ
ー
ズ
ば
か
り
で
な

く
、
肉
筆
画
・
摺
物
・
版
本
な
ど
ま
で
含
め
る
と
膨
大
な
も
の
に
な
る
。
容
易

に
想
像
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
ら
の
北
斎
画
と
守
国
や
春
卜
の
絵
手
本
に
描

か
れ
た
一
図
一
図
を
比
較
し
て
い
く
こ
と
は
か
な
り
の
時
間
と
労
力
を
要
す

る
。
さ
ら
に
、
そ
の
結
果
を
わ
か
り
や
す
く
報
告
す
る
こ
と
は
一
筋
縄
で
は
行

か
な
い
作
業
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
を
省
み
て
、
絵
手
本
を
一
種
類
に
絞
っ
て
順
次
報
告
し
て

い
く
の
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
繁
雑
な
状
況

が
少
し
は
整
理
さ
れ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
橘
守
国

『
絵え

本ほ
ん

写し
ゃ

宝ほ
う

袋ぶ
く
ろ』

に
絞
っ
て
北
斎
画
へ
の
影
響
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。
同

書
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
北
斎
の
作
画
姿

勢
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。

一
、
橘
守
国
『
絵
本
写
宝
袋
』
に
つ
い
て

　

橘
守
国
（
一
六
七
九
〜
一
七
四
八
）
は
、
狩
野
派
を
学
ん
だ
と
さ
れ
る
絵
師

で
十
八
世
紀
前
半
の
大
坂
を
中
心
に
活
躍
し
た
。
絵
手
本
な
ど
を
多
く
手
掛
け

て
お
り
、
そ
れ
ら
の
版
本
は
後
の
絵
師
た
ち
に
多
く
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る（

３
）。『
絵
本
写
宝
袋
』（
以
下
『
写
宝
袋
』
と
称
す
る
）【
図
１
】

は
守
国
に
よ
る
絵
手
本
の
う
ち
の
一
つ
で
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
大
坂

の
書
肆
で
あ
る
渋
川
清
右
衛
門
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
九
巻
十
冊
か
ら

な
り
、
一
之
巻
か
ら
三
之
巻
は
日
本
の
故
事
人
物
な
ど
、
四
之
巻
か
ら
七
之
巻

は
中
国
の
故
事
人
物
な
ど
、
八
之
巻
か
ら
九
之
巻
下
に
は
様
々
な
禽
獣
が
描
か

　

北
斎
と
絵
手
本
Ⅰ
│
橘
守
国
『
絵
本
写
宝
袋
』
か
ら
の
影
響

秋　
田　
達　
也
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れ
て
い
る
。
本
書
が
絵
を
描
く
人
た
ち
に
向
け
た
絵
手
本
と
し
て
の
性
格
が
強

い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
序
文
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
使
用
す
る
『
写
宝
袋
』
は
、
住
吉
大
社
の
御
文
庫
に
所
蔵
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
住
吉
大
社
の
御
文
庫
は
、
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
に
三

都
（
大
坂
・
京
都
・
江
戸
）
の
書
肆
が
中
心
と
な
っ
て
創
建
さ
れ
た
も
の
で
、

大
坂
最
古
の
図
書
館
と
し
て
知
ら
れ
る
。
御
文
庫
に
は
書
肆
か
ら
刊
行
さ
れ
た

版
本
な
ど
が
奉
納
さ
れ
、
そ
の
数
は
五
万
冊
に
お
よ
ぶ
と
い
う
。

　

こ
の
住
吉
大
社
の
御
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
『
写
宝
袋
』
九
之
巻
下
の
最
終
頁

に
は
、
本
書
の
版
元
で
あ
る
渋
川
清
右
衛
門
の
も
の
と
思
わ
れ
る
墨
書【
図
２
】

が
あ
る
。
こ
の
墨
書
に
拠
れ
ば
、
享
保
十
六
年
十
二
月
に
渋
川
清
右
衛
門
が
与

市
・
太
八
と
連
名
で
、「
産
業
昌
隆
」
と
「
子
孫
安
栄
」
を
祈
っ
て
住
吉
大
社

の
御
文
庫
に
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る（

４
）。『

写
宝
袋
』
が
刊
行
さ

れ
た
享
保
五
年
か
ら
十
一
年
後
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
基
本
的
に

摺
り
は
シ
ャ
ー
プ
で
あ
り
、
早
い
時
期
に
摺
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
虫

喰
い
な
ど
が
あ
る
も
の
の
保
存
状
態
も
比
較
的
良
好
で
あ
る
。
現
存
す
る
『
写

宝
袋
』
に
は
、
摩
耗
し
た
版
で
摺
ら
れ
た
後
摺
本
や
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）

の
再
版
本
な
ど
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
御
文
庫
本
は
刊
行
当
初
の
摺

り
が
確
認
で
き
る
点
で
と
り
わ
け
貴
重
な
も
の
と
言
え
る
。

二
、『
北
斎
漫
画
』
へ
の
影
響

　
『
写
宝
袋
』
か
ら
北
斎
画
へ
の
影
響
と
し
て
、
最
も
わ
か
り
や
す
い
の
は
『
北

斎
漫
画
』
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
鈴
木
重
三
氏
に
よ
る
指

摘
が
あ
る（

５
）。
鈴
木
氏
は
、『
北
斎
漫
画
』
六
編
に
描
か
れ
る
「
馬ば

櫪れ
き

尊
神（

６
）」【
図

３
】
や
「
摩
利
支
尊
天
」【
図
４
】
の
ほ
か
馬
具
数
点
を
描
い
た
図
【
図
５
】
が
、

『
写
宝
袋
』二
之
巻【
図
６
〜
９
】か
ら
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

図１　 橘守国『絵本写宝袋』一之巻（内題・序）住吉大社御文庫図２　 橘守国『絵本写宝袋』九之巻
下（墨書）　住吉大社御文庫
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さ
ら
に
同
じ
『
北
斎
漫
画
』
六
編
に
描
か
れ
る
馬
の
動
態
諸
相
も
同
巻
か
ら
ヒ

ン
ト
を
得
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
「
馬
櫪
尊
神
」
と
「
摩
利
支
尊
天
」
は
、
一
見
し
て
『
写
宝
袋
』

の
図
と
よ
く
似
て
お
り
、
北
斎
が
『
北
斎
漫
画
』
を
描
く
に
あ
た
っ
て
『
写
宝

袋
』
を
参
考
に
し
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
守
国
と
北
斎
が
共
通
の
祖
本
を
参

考
に
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
鈴
木
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
写

宝
袋
』
二
之
巻
と
い
う
一
冊
の
絵
手
本
か
ら
複
数
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と

は
、
そ
の
可
能
性
が
限
り
な
く
低
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
想
像
を
逞
し
く
す

る
な
ら
ば
、
北
斎
が
『
写
宝
袋
』
を
所
有
し
、
作
画
の
際
の
参
考
に
し
て
い
た

可
能
性
を
考
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
こ
こ
で
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
写
宝
袋
』
の
馬
具
を
描

い
た
図
が
享
保
五
年
版
【
図
８
】
と
明
和
七
年
版
【
図
９
】
で
変
更
さ
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。『
北
斎
漫
画
』【
図
５
】
と
両
図
を
比
べ
て
み
る
と
、
明
和
七
年

版
に
し
か
描
か
れ
て
い
な
い「
押
懸
図
」を
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
図
が『
北

斎
漫
画
』
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
北
斎
が
参
照
し
た
の
は
明
和

七
年
版
の
『
写
宝
袋
』
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
北
斎
が
手
に
入
れ
や
す
か

っ
た
の
は
年
代
的
に
も
明
和
七
年
版
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
鈴
木
氏
が

指
摘
し
て
い
る
の
も
明
和
七
年
版
に
描
か
れ
る
馬
具
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。
た

だ
し
、
本
稿
に
用
い
る
そ
の
他
の
図
に
つ
い
て
は
、
享
保
五
年
版
と
明
和
七
年

版
で
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
享
保
五
年
版
を
使
用
し
た
こ
と

を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
両
書
を
比
較
し
て
み
る
と
、『
北
斎
漫
画
』

に
は
『
写
宝
袋
』
か
ら
の
影
響
が
う
か
が
え
る
図
が
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

同
じ
『
北
斎
漫
画
』
六
編
に
描
か
れ
た
「
劉
玄
徳
」【
図
10
】
な
ど
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。『
写
宝
袋
』
七
之
巻
に
描
か
れ
る
図
【
図
11
】
と
比
較
し
て
み
る
と
、

図３　 北斎『北斎漫画』六編「馬櫪尊神」
　　　島根県立美術館（永田コレクション）

図６　 橘守国『絵本写宝袋』二之巻「馬櫪神之像」
住吉大社御文庫
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図５　 北斎『北斎漫画』六編（馬具）
　　　　島根県立美術館（永田コレクション）

図７　 橘守国『絵本写宝袋』二之巻「三戦神之像」
　　　住吉大社御文庫

図８　 橘守国『絵本写宝袋』二之巻（馬具）　
住吉大社御文庫

図４　 北斎『北斎漫画』六編「摩利支尊天」
　　　島根県立美術館（永田コレクション）
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両
図
か
ら
受
け
る
印
象
は
だ
い
ぶ
異
な
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
に
も
劉
備
が
黒
馬

に
乗
っ
て
激
し
い
流
れ
に
飛
び
込
む
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
劉
備
が
的
盧
と
い
う
凶
馬
に
乗
り
な
が
ら
も
檀
渓
を
飛
び
越
え
て
難
を

逃
れ
た
と
い
う
三
国
志
の
一
場
面
で
あ
り
、
北
斎
は
劉
備
と
馬
を
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
す
る
こ
と
で
よ
り
緊
迫
感
の
あ
る
場
面
に
仕
上
げ
て
い
る
。

　

こ
の
二
図
だ
け
を
比
較
し
て
直
接
的
な
影
響
関
係
を
指
摘
す
る
の
は
憚
ら
れ

る
も
の
の
、『
北
斎
漫
画
』
六
編
に
お
い
て
「
劉
玄
徳
」
が
「
馬
櫪
尊
神
」【
図

３
】
の
直
後
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、『
写
宝
袋
』
か
ら
の
影
響
を
補
強

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
『
写
宝
袋
』
を
参
考
に
し
て
描
か
れ

た
「
馬
櫪
尊
神
」
と
同
時
期
に
、「
劉
玄
徳
」
も
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、『
北
斎
漫
画
』
六
編
に
描
か
れ
た
一
連
の
馬
図
の

順
序
を
確
認
し
て
お
く
と
、
馬
の
守
護
神
で
あ
る
「
馬
櫪
尊
神
」【
図
３
】、
凶

馬
に
乗
り
つ
つ
も
難
を
逃
れ
た
「
劉
玄
徳
」【
図
10
】、
そ
し
て
十
頁
に
わ
た
る

馬
の
動
態
諸
相
を
描
い
た
図
、
さ
ら
に
前
掲
の
馬
具
の
図
【
図
５
】
の
順
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
十
六
頁
に
わ
た
る
一
連
の
馬
図
の
中
に
描
か
れ
た

「
劉
玄
徳
」
も
ま
た
、『
写
宝
袋
』
を
参
考
に
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、『
北
斎
漫
画
』
六
編
だ
け
で
な
く
、
三
編
に
も
『
写
宝
袋
』
を
参
考

に
し
た
と
思
わ
れ
る
図
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
海か

い

馬ば

」
と
「
水す
い

犀さ
い

」
の
図
【
図

12
】
で
あ
る
。「
海
馬
」
に
つ
い
て
は
『
写
宝
袋
』
九
之
巻
下
【
図
13
】
を
、「
水

犀
」
に
つ
い
て
は
同
書
の
九
之
巻
上
【
図
14
】
を
参
考
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
敷
き
写
し
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
、
ど
ち
ら
も
よ
く
似
た
雰
囲
気
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、
北
斎
が
描
く
「
水
犀
」
の
図
に
は
三
本
目
の
角
が
加
え
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
変
更
は
『
写
宝
袋
』
の
画
中
に
「
三
角
は
頂
額
鼻
の
上
に

在
り
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
北
斎
が

図10　 北斎『北斎漫画』六編より「劉玄徳」
　　　島根県立美術館　（永田コレクション）

図９　 橘守国『絵本写宝袋』〔明和七年版〕
　　　二之巻（馬具）早稲田大学図書館

図11　 橘守国『絵本写宝袋』七之巻
　　　「玄徳的盧馬二乗リ檀渓ヲ越ス所」
　　　住吉大社御文庫
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画
中
の
解
説
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
興
味
深
い
。
同
じ

く
『
北
斎
漫
画
』
三
編
に
描
か
れ
る
動
物
と
し
て
は
、「
白は

っ

鷴か
ん

」【
図
15
】
な
ど

も
『
写
宝
袋
』
八
之
巻
【
図
16
】
に
描
か
れ
る
も
の
と
よ
く
似
て
い
る
。
小
さ

な
図
で
は
あ
る
が
、
両
書
の
影
響
関
係
を
示
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
他
、
動
物
を
描
い
た
も
の
と
し
て
は
、『
北
斎
漫
画
』
十
四
編
に
も
『
写

宝
袋
』か
ら
の
影
響
を
う
か
が
え
る
図
が
あ
る（

７
）。
例
え
ば
、「
風
下
の
獅
子
」【
図

17
】
な
ど
は
、『
写
宝
袋
』
九
之
巻
上
の
「
獅
子
狻さ

ん

猊げ
い

」【
図
18
】
を
参
考
に
し

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
獅
子
と
牡
丹
の
組
み
合
わ
せ
は
当

然
だ
が
、
た
て
が
み
を
風
に
靡
か
せ
な
が
ら
も
前
方
を
見
据
え
る
表
情
な
ど
、

『
写
宝
袋
』
を
参
考
に
し
つ
つ
北
斎
ら
し
い
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
た
も
の
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
風
下
の
獅
子
」
の
直
前
に
掲
載
さ
れ
る
「
飛
上
獅
子
」

図13　 橘守国『絵本写宝袋』 九之巻下「海馬」
　　　住吉大社御文庫

図12　 北斎『北斎漫画』 三編「海馬・水犀」
　　　島根県立美術館（永田コレクション）

図14　 橘守国『絵本写宝袋』九之巻上「犀」
　　　住吉大社御文庫
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と
、「
獅
子
狻
猊
」
の
直
後
に
掲
載
さ
れ
る
「
牡
丹

二
飛
猊
」
に
つ
い
て
も
、
影
響
関
係
が
指
摘
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
描
か
れ
た
獅
子
の
姿
態
な
ど
は
大

き
く
異
な
る
も
の
の
、
飛
び
跳
ね
る
獅
子
と
い
う
発

想
や
勢
い
の
あ
る
筆
触
に
通
じ
る
も
の
が
見
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
、『
北
斎
漫
画
』
の
「
野
牛
、

綿
羊
、
胡
羊
」「
唐
犬
」「
驢
馬
」
な
ど
も
、
同
じ
よ

う
な
レ
ベ
ル
で
『
写
宝
袋
』
九
之
巻
を
参
考
に
し
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い（

８
）。

　

本
章
の
最
後
に
、
影
響
関
係
が
明
ら
か
な
事
例
を

も
う
一
つ
挙
げ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
『
北
斎
漫
画
』

十
三
編
の
「
三
面
大
黒
天
」【
図
19
】
と
『
写
宝
袋
』

二
之
巻
「
武
門
三
天
神
像
」【
図
20
】
で
あ
る（

９
）。
三

面
大
黒
天
は
、
大
黒
天
・
毘
沙
門
天
・
弁
財
天
の
三

神
が
合
体
し
た
も
の
で
、
豊
臣
秀
吉
も
信
仰
し
た
と

さ
れ
る
神
で
あ
る
。
両
図
を
比
べ
て
み
る
と
、
足
下

の
俵
の
配
置
や
細
部
の
表
現
な
ど
は
異
な
る
も
の

の
、
そ
の
他
は
ほ
ぼ
同
じ
図
像
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、「
武
門
三
天
神
像
」
は
『
写
宝
袋
』
二

之
巻
の
冒
頭
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
次
の

頁
に
は
前
述
の
「
三
戦
神
之
像
」【
図
７
】
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
実
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
神
々

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
北
斎
は
こ
の
よ
う
な
絵
手
本
を
頼

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

図16　 橘守国『絵本写宝袋』八之巻「白鷴」
　　　住吉大社御文庫

図18　 橘守国『絵本写宝袋』九之巻上「獅子狻猊」
　　　住吉大社御文庫

図17　 北斎『北斎漫画』十四編「風下の獅子」
　　　島根県立美術館（永田コレクション）

図15　 北斎『北斎漫画』三編「白鷴」
　　　島根県立美術館（永田コレクション）
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三
、
肉
筆
画
へ
の
影
響

　
『
北
斎
漫
画
』
だ
け
で
な
く
、
北
斎
の
肉
筆
画
の
中
に
も
『
写
宝
袋
』
か
ら

の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
為
一
期
の
肉
筆
美
人
画
の

優
品
と
し
て
知
ら
れ
る
「
女
三
宮
図
」【
図
21
】
で
あ
る
。
猫
が
御
簾
の
内
か

ら
飛
び
出
し
た
こ
と
に
よ
り
女
三
宮
と
柏
木
が
出
会
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、『
源

氏
物
語
』
の
「
若
菜 

上
」
の
よ
く
知
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
描
い
た
も
の
で

あ
る
。
縦
長
の
画
面
に
女
三
宮
と
猫
、
さ
ら
に
は
桜
が
巧
み
に
配
さ
れ
、
禁
断

の
恋
の
は
じ
ま
り
が
華
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
丁
寧
な
彩
色
や
御
簾
に
透
け

る
表
現
な
ど
か
ら
も
、
北
斎
の
優
れ
た
技
量
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
「
女
三
宮
図
」
の
参
考
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、『
写
宝
袋
』
一
之
巻

の
「
女
三
宮
」【
図
22
】
で
あ
る
。
猫
の
首
か
ら
伸
び
る
紐
を
ピ
ン
と
伸
ば
し

て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
北
斎
が
こ
だ
わ
り
そ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
描
写

に
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、
女
性
の
姿
勢
は
左
右
反
転
し
て
い
る
だ
け
で
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
写
宝
袋
』
の
「
女
三
宮
」
の
前
の
見
開
き
（
三
頁
前
）

に
は
、
北
斎
の
女
三
宮
と
ほ
ぼ
同
じ
姿
勢
の
女
性
を
描
い
た「
女
房
装
束
之
図
」

も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
図
を
参
照
し
な
が
ら
、
北
斎
は「
女

三
宮
図
」
を
描
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る）

10
（

。

　

ま
た
、最
晩
年
を
代
表
す
る
肉
筆
画
と
し
て
知
ら
れ
る「
赤
壁
の
曹
操
図
」【
図

23
】
も
『
写
宝
袋
』
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
三

国
志
の
英
雄
の
一
人
で
あ
る
曹
操
が
、
赤
壁
の
戦
い
の
前
夜
に
槊
を
持
っ
て
舟

の
上
に
立
ち
、
詩
を
つ
く
る
場
面
を
描
い
た
も
の
で
、
鎧
の
華
麗
な
彩
色
や
緻

密
な
模
様
が
と
り
わ
け
見
事
な
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
赤
壁

の
曹
操
図
」
の
参
考
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、『
写
宝
袋
』
七
之
巻
の
同

じ
場
面
を
描
い
た
図
【
図
24
】
で
あ
る
。
北
斎
は
、
こ
の
図
を
参
考
に
曹
操
と

図20　 橘守国『絵本写宝袋』二之巻「武門三天神像」
　　　住吉大社御文庫

図19　 北斎『北斎漫画』十三編「三面大黒天」
　　　島根県立美術館（永田コレクション）
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舟
を
左
右
反
転
さ
せ
縦
長
の
画
面
に
再
構
成
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

遠
景
に
描
か
れ
る
南
屏
山
や
烏う

鵲じ
ゃ
くの
雰
囲
気
も
よ
く
似
て
い
る
。
曹
操
に
鎧
と

弓
を
追
加
し
て
武
装
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
戦
い
の
前
夜
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
た
い
北
斎
の
工
夫
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
『
写
宝
袋
』
に
描
か
れ
る
曹
操
の

前
の
頁
に
、
前
述
の
劉
備
の
図
【
図
11
】
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
影
響
関

係
を
補
強
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
国
志
の
英
雄
を
描
こ
う
と
す
る
最

晩
年
の
北
斎
の
脳
裏
に
、『
写
宝
袋
』が
浮
か
ん
だ
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

四
、
北
斎
が
目
指
し
た
も
の

　

以
上
の
例
か
ら
、
北
斎
が
『
写
宝
袋
』
を
作
画
の
参
考
に
し
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。『
写
宝
袋
』
か
ら
の
影
響
が
複
数
、
し
か
も
異

な
る
時
期
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
北
斎
の
手
元
に
同
書
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の

図21　 北斎「女三宮」　個人蔵

図22　 橘守国『絵本写宝袋』一之巻「女三宮」
   　　住吉大社御文庫
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が
自
然
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
北
斎
が
勝
川
派
を
去
っ
た
後
、
独
立
独
歩
の

活
動
を
展
開
し
て
き
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
流
派
に
属
し

て
い
れ
ば
、
参
考
に
す
べ
き
師
や
兄
弟
子
た
ち
の
作
品
、
さ
ら
に
は
粉
本
な
ど

が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
北
斎
に
は
そ
の
よ
う
に
頼
れ
る
も
の
が
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
北
斎
に
と
っ
て
刊
行
さ
れ
た
絵
手
本
が
作
画
の
参
考
と
し
て

重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
版
元
な
ど
か
ら
の

依
頼
に
よ
り
何
か
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
時
、
身
近
に
あ
っ
た
絵

手
本
な
ど
を
参
考
に
す
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
北
斎
は
そ
の
よ
う
な
絵
手
本
を
た
だ
模
倣
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
制
作
の
目
的
や
状
況
に
よ
っ
て
様
々
な
レ
ベ
ル
の
絵
手
本
の

利
用
の
仕
方
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
広
い
視
野
で
捉
え
た
場
合
、
北
斎
は

あ
る
一
つ
の
方
向
性
を
持
っ
て
絵
手
本
を
活
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
こ
と
が
最
も
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
前
述
の
「
馬
櫪
尊
神
」【
図
３
】

の
場
合
だ
ろ
う
。
こ
の
図
が
『
写
宝
袋
』
の
「
馬
櫪
神
之
図
」【
図
６
】
を
参

考
に
し
て
い
る
こ
と
は
一
見
し
て
了
解
さ
れ
る
の
だ
が
、
よ
く
見
て
み
る
と
両

者
の
間
に
は
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
。『
写
宝
袋
』
で
は
「
馬
櫪
神
之
像
」
と

題
さ
れ
て
お
り
、
あ
く
ま
で
「
像
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
北
斎

は
「
馬
櫪
尊
神
」
と
し
て
あ
た
か
も
神
が
顕
現
し
た
か
の
よ
う
に
描
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
写
宝
袋
』
の
馬
櫪
神
が
岩
座
の
上
に
い
る
の
に

対
し
、
北
斎
が
台
座
を
描
か
ず
に
背
景
に
雲
を
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
る
。
ま
た
、
画
面
向
か
っ
て
左
方
向
か
ら
吹
く
風
を
感
じ
さ
せ
る
馬
櫪

神
の
細
部
の
描
写
な
ど
か
ら
も
、
北
斎
が
実
在
感
や
躍
動
感
を
表
現
し
よ
う
と

し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

馬
櫪
神
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
、「
摩
利
支
尊
天
」【
図
４
】
の
場
合
に
も
同

様
の
こ
と
が
言
え
る
。『
写
宝
袋
』【
図
７
】
で
は
「
三
戦
神
之
像
」
と
題
さ
れ

て
い
る
が
、
北
斎
は
「
摩
利
支
尊
天
」
と
題
し
て
、
雲
中
に
摩
利
支
天
が
実
際 図23　 北斎「赤壁の曹操図」

　　　島根県立美術館（永田コレクション）
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に
現
れ
た
か
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
猪
の
進
行
方
向
を
画
面
向
か

っ
て
左
か
ら
右
で
は
な
く
、
描
く
の
が
難
し
い
と
思
わ
れ
る
奥
か
ら
手
前
の
方

向
へ
と
わ
ざ
わ
ざ
変
更
し
て
い
る
。
こ
の
変
更
な
ど
は
、
摩
利
支
天
を
流や

ぶ
さ
め

鏑
馬

の
よ
う
な
体
勢
に
す
る
こ
と
で
よ
り
現
実
感
を
出
そ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
猪
の
進
行
方
向
と
同
じ
方
向
に
向
か
っ
て
矢
を
射
る
摩
利

支
天
の
姿
が
、
北
斎
に
と
っ
て
は
不
合
理
に
感
じ
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
絵
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
求
め
る
北
斎
の
感
覚
は
、「
女

三
宮
図
」【
図
21
】
の
猫
の
紐
、「
赤
壁
の
曹
操
図
」【
図
23
】
の
鎧
や
弓
な
ど
、

随
所
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
う
。

　

こ
の
よ
う
な
差
異
に
こ
そ
、
北
斎
が
目
指
し
た
も
の
が
如
実
に
表
れ
て
い
る

と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
北
斎
は
絵
手
本
を
参
考
に
し
て
い
る
も
の

の
、
そ
れ
を
決
し
て
敷
き
写
し
に
描
こ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
神
仏
、
異
国
の

動
物
、
歴
史
上
の
人
物
な
ど
、
主
に
自
分
の
知
ら
な
い
も
の
や
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
な
ど
を
描
く
際
の
参
考
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
画
面
構
成
や
細

部
の
表
現
な
ど
を
変
更
す
る
こ
と
で
、
存
在
感
や
躍
動
感
を
と
も
な
う
北
斎
ら

し
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
作
品
に
仕
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ

た
か
も
対
象
が
実
在
す
る
か
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
大

げ
さ
な
言
い
方
を
す
れ
ば
絵
に
魂
を
込
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
感
覚
は
『
富
嶽
百
景
』

の
有
名
な
跋
文
に
も
結
び
つ
く
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
前
略
）七
十
三
才
に
し
て
稍
禽
獣
虫
魚
の
骨
格
草
木
の
出
生
を
悟
し
得
た
り
、

故
に
八
十
才
に
し
て
は
益
く
進
み
、
九
十
才
に
し
て
猶
其
の
奥
意
を
極
め
、
一

百
歳
に
し
て
正
に
神
妙
な
ら
ん
欤
、
百
有
十
歳
に
し
て
は
一
点
一
格
に
し
て
生

き
る
が
ご
と
く
な
ら
ん
（
後
略
）。　 

（
句
読
点
筆
者
）

図24　 橘守国『絵本写宝袋』七之巻「曹操横槊賦詩図」
　　　住吉大社御文庫
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ち
な
み
に
、
北
斎
が
描
く
「
馬
櫪
尊
神
」【
図
３
】
は
、
19
世
紀
後
半
の
フ

ラ
ン
ス
で
八
角
皿
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る）
11
（

【
図
25
】。
も
し
、『
写
宝
袋
』
が
フ
ラ
ン
ス
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

あ
く
ま
で
「
像
」
と
し
て
描
か
れ
た
「
馬
櫪
神
之
像
」【
図
６
】
が
デ
ザ
イ
ン

と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
馬
櫪
神
が
顕
現
し
た
か
の
よ
う

な
北
斎
に
よ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
表
現
こ
そ
が
、
国
を
超
え
て
影
響
を
与

え
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
北
斎
が
守
国
の
『
写
宝
袋
』
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
、
作
品
に
即
し
つ
つ
考
察
を
試
み
た
。
守
国
や
春
卜
の
絵
手
本
が
後
世

の
絵
師
た
ち
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
江
戸
時
代
後
期

の
絵
師
た
ち
が
版
本
な
ど
を
参
考
に
し
て
い
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
事
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
研
究
上

あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
似
て
い
る
か
似
て
い
な
い
か
の
議

論
に
終
始
し
て
い
て
は
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
北
斎
が
参
考
に
し
た
も

の
を
一
つ
一
つ
地
道
に
調
査
し
、
そ
の
差
異
を
認
め
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
北

斎
の
作
画
姿
勢
、
ひ
い
て
は
絵
師
と
し
て
あ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
、
重
要
な

意
味
を
持
つ
こ
と
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
北
斎
が
絵
手
本
を
参
考
に
し
つ
つ
も
そ

こ
か
ら
変
更
し
た
点
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
、
北
斎
が
目
指
し
た
も
の
が
見
え

て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
北
斎
が
参
照
し
た
も
の
を
し
っ
か
り
と
把
握
す
る
こ
と

な
し
に
、
北
斎
画
の
素
晴
ら
し
さ
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
は
、
北
斎
を
本
当
の

意
味
で
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
を
知
ら
な
く
て
い
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
『
写
宝
袋
』
と
い
う
一
つ
の
絵
手
本
に

絞
っ
て
考
察
を
試
み
た
も
の
の
、
結
局
は
『
北
斎
漫
画
』
お
よ
び
二
点
の
肉
筆

画
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
た
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
北
斎
画
の
中
に

は
、
ま
だ
ま
だ
『
写
宝
袋
』
を
参
考
に
し
た
図
が
多
く
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例

え
ば
、
北
斎
が
最
晩
年
に
手
掛
け
た
『
画
本
彩
色
通
』
二
編
の
「
猪
」
は
、『
写

宝
袋
』
九
之
巻
上
に
描
か
れ
る
「
野
猪
」
と
体
勢
な
ど
が
酷
似
し
て
い
る
。『
画

本
彩
色
通
』が
絵
手
本
と
し
て
の
性
格
が
強
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、『
写

宝
袋
』
か
ら
の
影
響
が
大
き
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
絵
手
本
と
膨
大

な
北
斎
画
と
の
関
係
を
調
べ
尽
す
の
は
な
か
な
か
難
し
い
作
業
で
あ
る
。
本
稿

に
お
い
て
も
中
途
半
端
な
形
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
引
き
続
き
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
と
し
て
続
け
て
い
け
れ
ば
と
思
う
。

　

 

（
大
阪
市
立
美
術
館
主
任
学
芸
員
）

図25　 ジュール・ヴィエイヤール工房
　　　「馬櫪尊神八角皿」
　　　ボルドー装飾芸術・デザイン美術館
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註１　

拙
稿
「
北
斎
と
鳥
羽
絵
本
」（『
大
阪
市
立
美
術
館
紀
要
』
一
六
、
二
〇
一
六
年
）

２　

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
）
お

よ
び
前
掲
論
文
（
註
１
）
を
参
照
。

３　

守
国
の
絵
手
本
が
後
世
の
浮
世
絵
師
に
与
え
た
影
響
を
考
察
し
た
論
考
に
、
仲
田
勝

之
助
『
絵
本
の
研
究
』（
美
術
出
版
社
、
一
九
五
〇
年
）、
浅
野
秀
剛
「
橘
守
国
と
そ

の
門
流
（
上
）」『
浮
世
絵
芸
術
』
八
二
、
一
九
八
四
年
）、
田
辺
昌
子
「
鈴
木
春
信
の

図
柄
借
用
」（『
美
術
史
』
一
二
七
、
一
九
九
〇
年
）、
田
中
順
子
「
守
国
絵
本
か
ら
の

図
柄
の
借
用
」（『
実
践
女
子
大　

美
学
美
術
史
学
』
七
、
一
九
九
二
年
）、
岩
切
友
里

子
「
北
斎
「
詩
哥
写
真
鏡
」
画
題
小
考
」（『
北
斎
研
究
』
四
九
、
二
〇
一
二
年
）
な

ど
が
あ
る
。

４　

住
吉
大
社
御
文
庫
本
の
一
之
巻
の
巻
末
に
も
同
様
の
筆
跡
で
「
諸
願
成
就
」
と
あ
る
。

５　

鈴
木
重
三
「
絵
本
と
挿
絵
本
―
そ
の
浮
世
絵
一
枚
絵
と
の
交
渉
―
」（『M
U
SEU

M

』

四
〇
三
、
一
九
八
四
年
）

６　
『
北
斎
漫
画
』
で
は
「

」
と
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
「
櫪
」
に
改
め
た
。

７　
『
北
斎
漫
画
』
十
四
編
は
、
北
斎
の
遺
稿
を
集
め
て
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
頃
に
刊

行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
各
図
が
描
か
れ
た
年
代
に
つ
い
て
は
検
討

の
余
地
が
あ
る
。

８　

動
物
で
は
な
い
が
、『
写
宝
袋
』
か
ら
『
北
斎
漫
画
』
へ
の
影
響
と
し
て
、『
写
宝
袋
』

四
之
巻
の
「
異
朝
帝
王
之
像
」
と
『
北
斎
漫
画
』
十
二
編
の
扉
に
描
か
れ
る
中
国
風

の
人
物
と
の
関
係
も
興
味
深
い
と
思
わ
れ
る
。

９　

拙
稿
「
大
坂
と
北
斎
」（『
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
）

10　

鈴
木
春
信
や
歌
川
豊
国
が
『
写
宝
袋
』
の
「
女
三
宮
」
の
図
を
参
考
に
し
て
い
る
こ

と
は
、（
註
３
）
の
田
中
氏
の
論
考
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
北
斎
が
彼
ら
の

絵
を
参
考
に
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、『
写
宝
袋
』
が
手
元
に
あ
っ
た
な
ら
ば

そ
れ
を
参
考
に
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

11　

馬
渕
明
子「
葛
飾
北
斎
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
」（『
日
本
の
美
術
三
六
七　

北
斎
と
葛
飾
派
』

至
文
堂
、
一
九
九
六
年
）、『
北
斎
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
―H

O
K
U
SA
I

が
西
洋
に
与
え

た
衝
撃
』【
展
覧
会
図
録
】（
国
立
西
洋
美
術
館
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
。

【
図
版
出
典
】

　

図
25
に
つ
い
て
は
、『
北
斎
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
―H

O
K
U
SA
I

が
西
洋
に
与
え
た
衝
撃
』

【
展
覧
会
図
録
】（
国
立
西
洋
美
術
館
、
二
〇
一
七
年
）
か
ら
転
載
し
、
そ
の
他
の
図
に
つ

い
て
は
各
所
蔵
者
よ
り
ご
許
可
い
た
だ
い
た
。

【
附
記
】

　

本
稿
は
、
平
成
二
十
六
〜
二
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究
（
Ｂ
）「
絵
手
本

の
研
究
―
橘
守
国
・
大
岡
春
卜
か
ら
北
斎
ま
で
―
」（
課
題
番
号26770058

）
に
よ
る
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
作
品
調
査
に
際
し
て
は
、
住
吉
大
社
の
小
出
英
詞
氏
、
島

根
県
立
博
物
館
の
大
森
拓
土
氏
に
格
別
の
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意

を
表
し
ま
す
。


