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江戸時代の流行文様「麻の葉」

桃
山
時
代
の
織
と
縫
を
中
心
と
し
た
能
の
装
束
に
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
江
戸
時
代
に
麻
の
葉
文
様
が
流
行
し
た
の
は
、
麻
の
葉
の
意
匠
が
、
江
戸
期
に

入
っ
て
発
達
し
た
染
の
技
術
に
非
常
に
よ
く
マ
ッ
チ
し
た
こ
と
が
理
由
と
し
て
考
え

ら
れ
よ
う
。

　

　ま
た
江
戸
期
に
多
く
の
文
様
が
生
ま
れ
そ
れ
ら
が
何
ら
か
の
形
で
流
行
文
様
へ
と

変
わ
っ
て
い
っ
た
が
こ
れ
ら
の
理
由
と
し
て
一
番
に
考
え
ら
れ
る
の
は
江
戸
の
文
化

が
発
達
し
た
結
果
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
多
く
の
流
行
が
生
ま
れ
そ
れ
ら
を
江
戸
の

人
々
が
上
手
く
取
り
入
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
様
々
な
こ
と
が
生
ま
れ
そ
こ
か
ら
多
く

の
流
行
文
様
が
誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
流
行
文
様
の
中
か
ら
麻
の
葉

文
様
を
選
ん
だ
わ
け
だ
が
、
こ
の
文
様
が
流
行
す
る
に
当
た
り
一
番
影
響
を
与
え
た

と
い
え
る
の
は
歌
舞
伎
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
歌
舞
伎
の
流
行
は
江
戸
の
流
行
文

様
を
数
多
く
生
み
出
し
た
が
、
麻
の
葉
文
様
も
そ
の
一
つ
で
、
中
で
も
五
代
目
岩
井

半
四
郎
が
『
八
百
屋
お
七
』
を
演
じ
た
際
に
着
た
浅
葱
色
の
麻
の
葉
鹿
の
子
文
様

は
「
半
四
郎
鹿
の
子
」
と
名
付
け
ら
れ
爆
発
的
な
人
気
を
得
た
。
ま
た
嵐
璃
寛
が
演

じ
た
「
お
染
久
松
」
で
も
麻
の
葉
文
様
が
取
り
入
れ
ら
れ
、「
於
染
型
」
と
名
付
け

ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
歌
舞
伎
で
使
わ
れ
た
紅
色
や
浅
葱
色
の
麻
の
葉
文
様
を
使
用
し

た
こ
と
で
江
戸
の
女
性
た
ち
の
憧
れ
に
な
っ
た
こ
と
が
流
行
文
様
に
な
る
切
掛
け
に

な
っ
た
と
い
え
る
。

　こ
の
よ
う
に
麻
の
葉
文
様
が
江
戸
の
人
々
に
愛
さ
れ
近
代
に
も
長
く
流
行
文
様
と

し
て
着
用
さ
れ
た
。
図
５
は
昭
和
初
期
に
生
産
さ
れ
た
麻
の
葉
文
様
を
駆
使
し
た
若

い
女
性
む
き
の
着
物
で
あ
る
。
半
四
郎
鹿
の
子
の
応
用
か
、
紅
と
黄
で
染
め
分
け
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
流
行
に
よ
っ
て
浮
世
絵
絵
師
た
ち
の
多
く
が
絵
に
取

り
入
れ
た
こ
と
で
多
く
の
江
戸
の
人
々
が
目
に
す
る
切
掛
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

現
代
で
も
こ
の
文
様
は
様
々
な
所
に
取
り
入
れ
ら
れ
残
っ
て
お
り
、
特
に
多
く
み
ら

れ
る
物
と
し
て
、
着
物
の
襦
袢
や
帯
、
小
物
な
ど
様
々
な
場
所
に
取
り
入
れ
て
お
り

現
在
も
愛
さ
れ
る
文
様
で
あ
る
と
認
識
で
き
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
影
響
で
爆
発
的

人
気
を
呼
び
そ
れ
が
火
付
け
役
と
な
り
現
在
に
至
る
ま
で
流
行
文
様
と
し
て
扱
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
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8

は
じ
め
て
着
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。（『
児
や
ら
ひ
』）」
と
あ
る
よ
う
に
生
ま
れ
て

三
日
間
は
ま
だ
人
間
界
に
存
在
す
べ
き
も
の
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

て
い
る
ほ
ど
、
当
時
、
乳
児
は
育
ち
に
く
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
‐
二
麻
の
葉
と
仏
教

　主
に
産
衣
に
は
う
こ
ん
染
か
赤
色
の
も
の
が
好
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
赤
は
紅
花

で
染
め
ら
れ
て
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
色
が
好
ま
れ
た
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

の
が
最
初
に
赤
色
の
着
物
を
着
る
と
、
そ
の
後
は
ど
ん
な
着
物
を
着
て
も
似
合
う
と

言
わ
れ
た
た
め
と
い
う
の
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
魔
除
の
意
味
合
い
を
持
っ
て
い

た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
麻
の
葉
文
様
が
好
ま
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
成
長
が
は
や

く
、
す
く
す
く
育
つ
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
も
、
こ
の
文
様
が
Ｘ
字
形
や
目
か
ご
な

ど
の
魔
除
に
使
わ
れ
て
い
る
幾
何
学
図
形
と
似
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
考
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
麻
の
葉
文
様
と
幼
児
と
の
関
係
は
根
強
い
も
の
で
あ
る
と

推
測
で
き
る
。

　ま
た
奥
村
氏
の
論
文
で
も
麻
の
葉
文
様
と
幼
児
と
の
関
係
性
の
事
が
考
え
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
中
で
は
植
物
の
麻
と
の
関
係
で
は
な
く
、
仏
教
関
係
の
文
様
か
ら
幼
児

の
衣
服
文
様
と
し
て
移
行
さ
れ
た
そ
の
後
に
、
植
物
の
大
麻
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
仏

教
が
庶
民
に
広
く
信
仰
さ
れ
る
に
従
い
、
現
世
利
益
的
信
仰
が
ま
す
ま
す
強
く
な

り
、
子
育
て
を
願
う
信
仰
が
多
か
っ
た
こ
と
が
、
幼
児
の
生
育
の
願
い
を
込
め
て
行

わ
れ
る
、
産
衣
に
お
け
る
民
俗
に
も
仏
教
的
意
味
が
加
味
さ
れ
て
い
く
の
で
は
と
考

え
て
お
ら
れ
、
麻
の
葉
文
様
が
魔
除
文
様
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も

こ
の
仏
教
的
信
仰
要
素
か
ら
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
幼
児
の
保
命
長
寿
の

た
め
、
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
取
り
除
く
文
様
、
即
ち
魔
除
文
様
と
さ
れ
た
の
で
は
と
あ

る
。
こ
れ
ら
の
考
え
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
密
教
に
つ
い
て
だ
。
密
教
に
お
い

て
、「
童
子
経
法
」
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
、
こ
れ
は
、
幼
児
の
保
命
長
寿
の
為

の
法
が
存
在
い
て
い
る
と
あ
る
。
こ
の
時
に
行
わ
れ
る
加
持
・
祈
禧
の
際
に
子
育
て

の
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
る
、
乾
闥
婆
王
、
不
動
明
王
像
、
曼
荼
羅
、
尊
像
な
ど
を
用

い
て
行
う
ら
し
く
、
こ
れ
ら
の
文
様
に
麻
の
葉
文
様
が
見
ら
れ
こ
こ
か
ら
子
供
の
衣

服
へ
と
転
移
さ
せ
た
の
で
は
と
あ
る
。
ま
た
奥
村
氏
は
こ
れ
ら
の
仏
教
的
信
仰
要
素

と
並
行
し
て
地
蔵
信
仰
を
挙
げ
て
お
ら
れ
、
平
安
後
期
に
は
す
で
に
盛
ん
な
信
仰
が

み
ら
れ
、
地
蔵
信
仰
と
子
供
と
の
関
係
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と

か
ら
、
子
供
地
蔵
、
子
育
地
蔵
な
ど
の
信
仰
が
江
戸
時
代
に
は
特
に
盛
ん
で
あ
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
子
育
て
の
尊
像
の
衣
服
文
様
か
ら
幼
児
の
生
育
を
た

す
け
る
文
様
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
は
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

　こ
れ
ら
の
考
え
方
で
見
る
と
、
確
か
に
麻
の
葉
文
様
の
名
が
つ
い
た
の
も
麻
の
葉

に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
で
、
元
々
あ
る
文
様
に
後
か
ら
つ
け
た
も
の
で
、
麻

の
葉
文
様
が
す
く
す
く
成
長
す
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
だ
け
で
子
供
の
衣
服
に
用
い
る
に
は
関
係
性
が
薄
い
と
も
感
じ
取
れ
仏
教
的
信
仰

の
後
に
言
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
奥
村
氏
が
考
え
る
仏

教
的
信
仰
で
麻
の
葉
文
様
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
幼
児
の
健
康
な
ど
を
願
っ

て
こ
の
文
様
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
、
後
に
大
麻
の
成
長
の
は
や
さ
な
ど
が
付
け
加

え
ら
れ
て
麻
の
葉
文
様
が
魔
除
文
様
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
幼
児
の
健
康
や
長
寿
を

願
い
、
幼
児
の
産
衣
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
よ
う
に
推
測
で
き
る
。
ま

た
本
稿
で
奥
村
氏
の
論
文
に
付
け
加
え
る
と
し
た
ら
、
現
代
で
は
仏
教
的
信
仰
要
素

が
残
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
く
、
単
に
植
物
の
麻
の
よ
う
に
す
く
す
く
と
育
っ
て

欲
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
幼
児
に
麻
の
葉
文
様
の
衣
服
を
着
さ
せ
て
い

る
の
が
殆
ど
で
あ
る
が
今
も
昔
も
、
幼
児
に
健
康
で
長
生
き
し
て
欲
し
い
と
い
う
気

持
ち
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　こ
の
よ
う
に
、
健
康
や
長
寿
を
強
く
願
う
気
持
ち
か
ら
、
こ
の
文
様
の
産
衣
が
着

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
多
く
の
浮
世
絵
に
描
か
れ
る
幼
児
の
産
衣
に
は
麻
の

葉
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
事
が
多
く
、産
衣
に
描
か
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

布
団
の
文
様
や
、
手
拭
い
、
母
親
の
着
物
の
文
様
な
ど
様
々
な
所
に
幼
児
が
描
か
れ

て
い
る
浮
世
絵
に
は
麻
の
葉
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
麻
の
葉
文
様
が
幼

児
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
事
か
ら
、

麻
の
葉
文
様
と
幼
児
の
関
係
性
が
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
六
、
ま
と
め

　　麻
の
葉
文
様
の
歴
史
は
古
く
神
聖
な
文
様
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
安
土
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と
で
麻
の
葉
文
様
と
鹿
の
子
し
ぼ
り
の
強
い
結
び
つ
き
が
わ
か
る
。ま
た
九
編
に
は
、

麻
の
葉
文
様
の
着
物
を
身
に
纏
っ
た
平
家
物
語
の
仏
御
前
が
描
か
れ
て
い
る
。

図4『北斎漫画』
「あさのははきつかうよりかきて
ふしわりいらずかくのしかた」

　こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
絵
師
が
麻
の
葉
文
様
を
作
画
に
取
り
入
れ
て
き
た
こ
と
が

理
解
で
き
た
。
ま
た
絵
師
た
ち
に
描
か
れ
る
麻
の
葉
文
様
は
下
着
や
、
羽
織
、
半
襟

に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
色
の
ほ
と
ん
ど
が
紅
色
で
描
か

れ
て
い
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
歌
舞
伎
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
女
性
ら

し
さ
を
表
す
た
め
に
紅
色
の
麻
の
葉
文
様
を
好
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き

る
。

四
‐
三
近
代
の
画
家
が
描
く
麻
の
葉

　ま
た
こ
の
文
様
は
江
戸
時
代
以
降
も
描
か
れ
て
お
り
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て

活
躍
し
た
女
流
画
家
、
上
村
松
園
の
絵
に
も
麻
の
葉
文
様
が
数
多
く
の
作
画
に
描
か

れ
て
い
る
。（13
）

松
園
の
画
集
の
中
に
も
六
例
み
ら
れ
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
麻
の

葉
文
様
が
流
行
文
様
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
こ
の
画
集

の
中
に
描
か
れ
た
麻
の
葉
文
様
は
帯
と
半
襟
の
み
で
あ
っ
た
。

　こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
麻
の
葉
文
様
は
多
く
の
画
家
た
ち
に
描
か
れ
流
行
文
様
と
し

て
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
描
か
れ
か
た
と
し
て
、
主
役
文
様

と
し
て
描
か
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
下
着
や
帯
の
部
分
に
描
か
れ
て
い
る
作
画
が
多

い
こ
と
か
ら
少
し
覗
か
せ
る
の
が
お
し
ゃ
れ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え

る
。
ま
た
帯
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
面
で
は
、
歌
舞
伎
の
影
響
が
関
係
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
麻
の
葉
文
様
は
女
性
ら
し
さ
を
表
す
の
に
必
要
な
文
様
で
あ
っ
た

と
推
測
で
き
、
好
ん
で
麻
の
葉
文
様
を
描
い
て
い
た
こ
と
か
ら
も
麻
の
葉
文
様
が
流

行
文
様
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

五
、
麻
の
葉
文
様
と
幼
児
と
の
関
係

五
‐
一
麻
の
葉
と
産
衣

　一
方
、
麻
の
葉
文
様
は
古
く
か
ら
幼
児
の
た
め
の
文
様
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
て
い

る
。
幼
児
の
産
衣
の
文
様
に
麻
の
葉
文
様
の
着
物
を
着
さ
せ
る
風
俗
的
習
慣
が
現
在

で
も
残
っ
て
い
る
地
域
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
麻
の
葉
文
様
と
幼
児
と
の
関
係
が
あ
る

こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
の
章
で
は
主
に
奥
村
氏
の
論
文
「
衣
服
文
様
に
つ
い
て
の

歴
史
的
考
察
」
と
『
児
や
ら
い
』（14
）

を
参
考
に
書
い
て
い
く
。

　麻
の
葉
文
様
は
幾
何
学
文
様
で
こ
の
文
様
は
後
か
ら
麻
の
葉
の
形
に
似
て
い
る
こ

と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
が
、
麻
は
大
変
成
長
が
は
や
く
、
春
に
撒
い
た
種
が
夏
ご
ろ

に
は
数
メ
ー
ト
ル
も
伸
び
る
ほ
ど
の
植
物
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
時
は
現
代
の
よ

う
に
必
ず
し
も
子
供
が
す
く
す
く
と
育
つ
よ
う
な
環
境
が
整
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
赤
子
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
く
あ
り
、
麻
の
葉
文
様
の
産
衣
を
着
せ

る
こ
と
で
、
麻
の
よ
う
に
す
く
す
く
育
ち
丈
夫
な
子
供
に
な
る
よ
う
に
願
い
を
込
め

て
着
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
掲
の
『
江
戸
文
様
こ
の
み
』
に
よ
る
と
、
万

葉
集
の
枕
詞
に
「
夏
麻
引
く
」
は
成
長
の
は
や
さ
と
生
命
力
と
「
神
聖
」
な
意
味
合

い
を
麻
に
重
ね
た
と
あ
り
、
こ
の
当
時
か
ら
麻
の
葉
文
様
に
は
神
聖
な
意
味
合
い
や

魔
除
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
の
章
の
初
め
に
も
あ
る
よ

う
に
、
現
在
で
も
麻
の
葉
文
様
の
着
物
の
産
衣
を
着
せ
る
習
慣
が
残
っ
て
い
る
地
域

が
あ
り
、
群
馬
県
勢
多
郡
東
村
で
は
、「
生
ま
れ
て
か
ら
う
こ
ん
色
と
か
青
い
麻
の

葉
も
よ
う
の
着
物
を
作
っ
た
。（『
江
戸
文
様
こ
の
み
』）」
と
あ
り
、
ま
た
幼
児
の
一

つ
身
着
物
の
背
の
中
央
に
お
守
り
と
し
て
麻
の
葉
紋
を
縫
い
付
け
背
後
か
ら
魔
物
が

入
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
思
い
を
込
め
て
襟
肩
下
に
色
糸
で
飾
り
縫
い
を
す
る
な
ど

と
あ
る
。
ま
た
あ
る
地
域
で
は
「
三
つ
目
ぎ
も
の
」
と
い
う
風
習
が
あ
り
、
こ
れ
は

赤
子
が
生
ま
れ
て
三
日
目
に
行
う
儀
式
で
、「
は
じ
め
て
生
児
を
人
間
界
へ
受
け
入

れ
る
関
門
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
日
名
付
け
と
か
初
湯
の
儀
式
が
行
わ
れ
、
初
着
も

236

（64）（65）



8

は
じ
め
て
着
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。（『
児
や
ら
ひ
』）」
と
あ
る
よ
う
に
生
ま
れ
て

三
日
間
は
ま
だ
人
間
界
に
存
在
す
べ
き
も
の
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

て
い
る
ほ
ど
、
当
時
、
乳
児
は
育
ち
に
く
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
‐
二
麻
の
葉
と
仏
教

　主
に
産
衣
に
は
う
こ
ん
染
か
赤
色
の
も
の
が
好
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
赤
は
紅
花

で
染
め
ら
れ
て
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
色
が
好
ま
れ
た
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

の
が
最
初
に
赤
色
の
着
物
を
着
る
と
、
そ
の
後
は
ど
ん
な
着
物
を
着
て
も
似
合
う
と

言
わ
れ
た
た
め
と
い
う
の
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
魔
除
の
意
味
合
い
を
持
っ
て
い

た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
麻
の
葉
文
様
が
好
ま
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
成
長
が
は
や

く
、
す
く
す
く
育
つ
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
も
、
こ
の
文
様
が
Ｘ
字
形
や
目
か
ご
な

ど
の
魔
除
に
使
わ
れ
て
い
る
幾
何
学
図
形
と
似
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
も
考
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
麻
の
葉
文
様
と
幼
児
と
の
関
係
は
根
強
い
も
の
で
あ
る
と

推
測
で
き
る
。

　ま
た
奥
村
氏
の
論
文
で
も
麻
の
葉
文
様
と
幼
児
と
の
関
係
性
の
事
が
考
え
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
中
で
は
植
物
の
麻
と
の
関
係
で
は
な
く
、
仏
教
関
係
の
文
様
か
ら
幼
児

の
衣
服
文
様
と
し
て
移
行
さ
れ
た
そ
の
後
に
、
植
物
の
大
麻
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
仏

教
が
庶
民
に
広
く
信
仰
さ
れ
る
に
従
い
、
現
世
利
益
的
信
仰
が
ま
す
ま
す
強
く
な

り
、
子
育
て
を
願
う
信
仰
が
多
か
っ
た
こ
と
が
、
幼
児
の
生
育
の
願
い
を
込
め
て
行

わ
れ
る
、
産
衣
に
お
け
る
民
俗
に
も
仏
教
的
意
味
が
加
味
さ
れ
て
い
く
の
で
は
と
考

え
て
お
ら
れ
、
麻
の
葉
文
様
が
魔
除
文
様
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も

こ
の
仏
教
的
信
仰
要
素
か
ら
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
幼
児
の
保
命
長
寿
の

た
め
、
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
取
り
除
く
文
様
、
即
ち
魔
除
文
様
と
さ
れ
た
の
で
は
と
あ

る
。
こ
れ
ら
の
考
え
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
密
教
に
つ
い
て
だ
。
密
教
に
お
い

て
、「
童
子
経
法
」
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
、
こ
れ
は
、
幼
児
の
保
命
長
寿
の
為

の
法
が
存
在
い
て
い
る
と
あ
る
。
こ
の
時
に
行
わ
れ
る
加
持
・
祈
禧
の
際
に
子
育
て

の
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
る
、
乾
闥
婆
王
、
不
動
明
王
像
、
曼
荼
羅
、
尊
像
な
ど
を
用

い
て
行
う
ら
し
く
、
こ
れ
ら
の
文
様
に
麻
の
葉
文
様
が
見
ら
れ
こ
こ
か
ら
子
供
の
衣

服
へ
と
転
移
さ
せ
た
の
で
は
と
あ
る
。
ま
た
奥
村
氏
は
こ
れ
ら
の
仏
教
的
信
仰
要
素

と
並
行
し
て
地
蔵
信
仰
を
挙
げ
て
お
ら
れ
、
平
安
後
期
に
は
す
で
に
盛
ん
な
信
仰
が

み
ら
れ
、
地
蔵
信
仰
と
子
供
と
の
関
係
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と

か
ら
、
子
供
地
蔵
、
子
育
地
蔵
な
ど
の
信
仰
が
江
戸
時
代
に
は
特
に
盛
ん
で
あ
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
子
育
て
の
尊
像
の
衣
服
文
様
か
ら
幼
児
の
生
育
を
た

す
け
る
文
様
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
は
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

　こ
れ
ら
の
考
え
方
で
見
る
と
、
確
か
に
麻
の
葉
文
様
の
名
が
つ
い
た
の
も
麻
の
葉

に
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
で
、
元
々
あ
る
文
様
に
後
か
ら
つ
け
た
も
の
で
、
麻

の
葉
文
様
が
す
く
す
く
成
長
す
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
だ
け
で
子
供
の
衣
服
に
用
い
る
に
は
関
係
性
が
薄
い
と
も
感
じ
取
れ
仏
教
的
信
仰

の
後
に
言
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
奥
村
氏
が
考
え
る
仏

教
的
信
仰
で
麻
の
葉
文
様
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
幼
児
の
健
康
な
ど
を
願
っ

て
こ
の
文
様
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
、
後
に
大
麻
の
成
長
の
は
や
さ
な
ど
が
付
け
加

え
ら
れ
て
麻
の
葉
文
様
が
魔
除
文
様
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
幼
児
の
健
康
や
長
寿
を

願
い
、
幼
児
の
産
衣
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
よ
う
に
推
測
で
き
る
。
ま

た
本
稿
で
奥
村
氏
の
論
文
に
付
け
加
え
る
と
し
た
ら
、
現
代
で
は
仏
教
的
信
仰
要
素

が
残
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
く
、
単
に
植
物
の
麻
の
よ
う
に
す
く
す
く
と
育
っ
て

欲
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
幼
児
に
麻
の
葉
文
様
の
衣
服
を
着
さ
せ
て
い

る
の
が
殆
ど
で
あ
る
が
今
も
昔
も
、
幼
児
に
健
康
で
長
生
き
し
て
欲
し
い
と
い
う
気

持
ち
は
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　こ
の
よ
う
に
、
健
康
や
長
寿
を
強
く
願
う
気
持
ち
か
ら
、
こ
の
文
様
の
産
衣
が
着

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
多
く
の
浮
世
絵
に
描
か
れ
る
幼
児
の
産
衣
に
は
麻
の

葉
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
事
が
多
く
、産
衣
に
描
か
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

布
団
の
文
様
や
、
手
拭
い
、
母
親
の
着
物
の
文
様
な
ど
様
々
な
所
に
幼
児
が
描
か
れ

て
い
る
浮
世
絵
に
は
麻
の
葉
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
麻
の
葉
文
様
が
幼

児
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
事
か
ら
、

麻
の
葉
文
様
と
幼
児
の
関
係
性
が
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
六
、
ま
と
め

　　麻
の
葉
文
様
の
歴
史
は
古
く
神
聖
な
文
様
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
安
土
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と
で
麻
の
葉
文
様
と
鹿
の
子
し
ぼ
り
の
強
い
結
び
つ
き
が
わ
か
る
。ま
た
九
編
に
は
、

麻
の
葉
文
様
の
着
物
を
身
に
纏
っ
た
平
家
物
語
の
仏
御
前
が
描
か
れ
て
い
る
。

図4『北斎漫画』
「あさのははきつかうよりかきて
ふしわりいらずかくのしかた」

　こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
絵
師
が
麻
の
葉
文
様
を
作
画
に
取
り
入
れ
て
き
た
こ
と
が

理
解
で
き
た
。
ま
た
絵
師
た
ち
に
描
か
れ
る
麻
の
葉
文
様
は
下
着
や
、
羽
織
、
半
襟

に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
色
の
ほ
と
ん
ど
が
紅
色
で
描
か

れ
て
い
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
歌
舞
伎
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
女
性
ら

し
さ
を
表
す
た
め
に
紅
色
の
麻
の
葉
文
様
を
好
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き

る
。

四
‐
三
近
代
の
画
家
が
描
く
麻
の
葉

　ま
た
こ
の
文
様
は
江
戸
時
代
以
降
も
描
か
れ
て
お
り
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て

活
躍
し
た
女
流
画
家
、
上
村
松
園
の
絵
に
も
麻
の
葉
文
様
が
数
多
く
の
作
画
に
描
か

れ
て
い
る
。（13
）

松
園
の
画
集
の
中
に
も
六
例
み
ら
れ
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
麻
の

葉
文
様
が
流
行
文
様
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
こ
の
画
集

の
中
に
描
か
れ
た
麻
の
葉
文
様
は
帯
と
半
襟
の
み
で
あ
っ
た
。

　こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
麻
の
葉
文
様
は
多
く
の
画
家
た
ち
に
描
か
れ
流
行
文
様
と
し

て
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
描
か
れ
か
た
と
し
て
、
主
役
文
様

と
し
て
描
か
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
下
着
や
帯
の
部
分
に
描
か
れ
て
い
る
作
画
が
多

い
こ
と
か
ら
少
し
覗
か
せ
る
の
が
お
し
ゃ
れ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え

る
。
ま
た
帯
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
面
で
は
、
歌
舞
伎
の
影
響
が
関
係
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
麻
の
葉
文
様
は
女
性
ら
し
さ
を
表
す
の
に
必
要
な
文
様
で
あ
っ
た

と
推
測
で
き
、
好
ん
で
麻
の
葉
文
様
を
描
い
て
い
た
こ
と
か
ら
も
麻
の
葉
文
様
が
流

行
文
様
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

五
、
麻
の
葉
文
様
と
幼
児
と
の
関
係

五
‐
一
麻
の
葉
と
産
衣

　一
方
、
麻
の
葉
文
様
は
古
く
か
ら
幼
児
の
た
め
の
文
様
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
て
い

る
。
幼
児
の
産
衣
の
文
様
に
麻
の
葉
文
様
の
着
物
を
着
さ
せ
る
風
俗
的
習
慣
が
現
在

で
も
残
っ
て
い
る
地
域
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
麻
の
葉
文
様
と
幼
児
と
の
関
係
が
あ
る

こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
の
章
で
は
主
に
奥
村
氏
の
論
文
「
衣
服
文
様
に
つ
い
て
の

歴
史
的
考
察
」
と
『
児
や
ら
い
』（14
）

を
参
考
に
書
い
て
い
く
。

　麻
の
葉
文
様
は
幾
何
学
文
様
で
こ
の
文
様
は
後
か
ら
麻
の
葉
の
形
に
似
て
い
る
こ

と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
が
、
麻
は
大
変
成
長
が
は
や
く
、
春
に
撒
い
た
種
が
夏
ご
ろ

に
は
数
メ
ー
ト
ル
も
伸
び
る
ほ
ど
の
植
物
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
時
は
現
代
の
よ

う
に
必
ず
し
も
子
供
が
す
く
す
く
と
育
つ
よ
う
な
環
境
が
整
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
赤
子
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
く
あ
り
、
麻
の
葉
文
様
の
産
衣
を
着
せ

る
こ
と
で
、
麻
の
よ
う
に
す
く
す
く
育
ち
丈
夫
な
子
供
に
な
る
よ
う
に
願
い
を
込
め

て
着
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
掲
の
『
江
戸
文
様
こ
の
み
』
に
よ
る
と
、
万

葉
集
の
枕
詞
に
「
夏
麻
引
く
」
は
成
長
の
は
や
さ
と
生
命
力
と
「
神
聖
」
な
意
味
合

い
を
麻
に
重
ね
た
と
あ
り
、
こ
の
当
時
か
ら
麻
の
葉
文
様
に
は
神
聖
な
意
味
合
い
や

魔
除
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
の
章
の
初
め
に
も
あ
る
よ

う
に
、
現
在
で
も
麻
の
葉
文
様
の
着
物
の
産
衣
を
着
せ
る
習
慣
が
残
っ
て
い
る
地
域

が
あ
り
、
群
馬
県
勢
多
郡
東
村
で
は
、「
生
ま
れ
て
か
ら
う
こ
ん
色
と
か
青
い
麻
の

葉
も
よ
う
の
着
物
を
作
っ
た
。（『
江
戸
文
様
こ
の
み
』）」
と
あ
り
、
ま
た
幼
児
の
一

つ
身
着
物
の
背
の
中
央
に
お
守
り
と
し
て
麻
の
葉
紋
を
縫
い
付
け
背
後
か
ら
魔
物
が

入
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
思
い
を
込
め
て
襟
肩
下
に
色
糸
で
飾
り
縫
い
を
す
る
な
ど

と
あ
る
。
ま
た
あ
る
地
域
で
は
「
三
つ
目
ぎ
も
の
」
と
い
う
風
習
が
あ
り
、
こ
れ
は

赤
子
が
生
ま
れ
て
三
日
目
に
行
う
儀
式
で
、「
は
じ
め
て
生
児
を
人
間
界
へ
受
け
入

れ
る
関
門
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
日
名
付
け
と
か
初
湯
の
儀
式
が
行
わ
れ
、
初
着
も

237

江戸時代の流行文様「麻の葉」

（64）（65）



6

と
で
麻
の
葉
文
様
と
鹿
の
子
し
ぼ
り
の
強
い
結
び
つ
き
が
わ
か
る
。ま
た
九
編
に
は
、

麻
の
葉
文
様
の
着
物
を
身
に
纏
っ
た
平
家
物
語
の
仏
御
前
が
描
か
れ
て
い
る
。

図4『北斎漫画』
「あさのははきつかうよりかきて
ふしわりいらずかくのしかた」

　こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
絵
師
が
麻
の
葉
文
様
を
作
画
に
取
り
入
れ
て
き
た
こ
と
が

理
解
で
き
た
。
ま
た
絵
師
た
ち
に
描
か
れ
る
麻
の
葉
文
様
は
下
着
や
、
羽
織
、
半
襟

に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
色
の
ほ
と
ん
ど
が
紅
色
で
描
か

れ
て
い
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
歌
舞
伎
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
女
性
ら

し
さ
を
表
す
た
め
に
紅
色
の
麻
の
葉
文
様
を
好
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き

る
。

四
‐
三
近
代
の
画
家
が
描
く
麻
の
葉

　ま
た
こ
の
文
様
は
江
戸
時
代
以
降
も
描
か
れ
て
お
り
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て

活
躍
し
た
女
流
画
家
、
上
村
松
園
の
絵
に
も
麻
の
葉
文
様
が
数
多
く
の
作
画
に
描
か

れ
て
い
る
。（13
）

松
園
の
画
集
の
中
に
も
六
例
み
ら
れ
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
麻
の

葉
文
様
が
流
行
文
様
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
こ
の
画
集

の
中
に
描
か
れ
た
麻
の
葉
文
様
は
帯
と
半
襟
の
み
で
あ
っ
た
。

　こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
麻
の
葉
文
様
は
多
く
の
画
家
た
ち
に
描
か
れ
流
行
文
様
と
し

て
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
描
か
れ
か
た
と
し
て
、
主
役
文
様

と
し
て
描
か
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
下
着
や
帯
の
部
分
に
描
か
れ
て
い
る
作
画
が
多

い
こ
と
か
ら
少
し
覗
か
せ
る
の
が
お
し
ゃ
れ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え

る
。
ま
た
帯
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
面
で
は
、
歌
舞
伎
の
影
響
が
関
係
し
て
い
る

は
上
手
く
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
麻
の
葉
文
様
を
描
い
た
絵
師
た
ち

は
と
て
も
多
く
、
浮
世
絵
の
元
祖
と
さ
れ
る
、
菱
川
師
宣
に
始
ま
り
、
浮
世
絵
が
全

盛
期
の
頃
の
江
戸
中
期
以
降
に
は
、
鈴
木
春
信
、
磯
田
湖
竜
斉
、
鳥
居
清
長
、
喜
多

川
歌
麿
、
歌
川
豊
国
、
葛
飾
北
斎
、
歌
川
国
芳
な
ど
の
絵
師
が
美
人
画
、
役
者
画
、

大
首
画
、
風
俗
画
、
読
本
の
挿
絵
な
ど
に
様
々
な
物
に
麻
の
葉
文
様
を
描
い
た
。

　元
禄
期
か
ら
寛
政
期
頃
の
江
戸
の
歌
舞
伎
の
様
子
を
記
し
た
書
物
で
あ
る
、『
花

江
戸
歌
舞
伎
年
代
記
』の
挿
絵
の
多
く
に
松
高
斉
勝
壺
春
亭
の
絵
が
使
わ
れ
て
お
り
、

こ
の
中
に
描
い
た
歌
舞
伎
の
衣
装
に
麻
の
葉
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
と
奥
村
氏
の
論

文
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
半
四
郎
鹿
の
子
が
流
行
す
る
以
前
か
ら
歌
舞
伎
の
中
で
麻

の
葉
文
様
が
使
用
さ
れ
て
来
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

　そ
の
ほ
か
に
曲
亭
馬
琴
の
小
説
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』（9
）

の
渓
斎
英
泉
が
描
い

た
挿
絵
の
中
に
も
い
く
つ
か
麻
の
葉
文
様
が
み
ら
れ
、
描
か
れ
る
も
の
は
帯
や
着
物

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
多
く
の
絵
師
が
麻
の
葉
文
様
を
描
か
れ
た
が
今
回

は
、
鈴
木
春
信
、
喜
多
川
歌
麿
、
葛
飾
北
斎
に
絞
っ
て
麻
の
葉
文
様
が
描
い
た
作
画

の
中
か
ら
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
た
い
。

鈴
木
春
信

　春
信
は
宝
暦
十
年
頃
か
ら
明
和
七
年
ま
で
活
躍
し
た
江
戸
中
期
の
浮
世
絵
絵
師
で

錦
絵
の
創
始
者
で
あ
る
。
春
信
の
作
画
で
代
表
作
と
い
え
る
作
画
の
一
つ
で
あ
る
八

枚
の
揃
物
の
中
の
一
つ
、
八
枚
揃
い
の
「
坐
舗
八
景
」
は
中
国
の
伝
統
的
な
画
題
で

あ
る
「
瀟

し
ょ
う

湘し
ょ
う

八は
っ

景け
い

」
を
身
近
な
日
常
の
風
景
に
見
立
て
た
作
画
で
あ
り
、
そ
の
中

の
一
枚
「
鏡
台
の
秋
月
」
と
い
う
作
画
に
描
か
れ
て
い
る
女
が
着
て
い
る
着
物
の
下

着
に
麻
の
葉
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
画
は
「
瀟
湘
八
景
」
の
中
に
描
か
れ
た

「
洞
庭
秋
月
」
を
ふ
ま
え
て
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、
春
信
は
絵
暦
も

多
く
描
い
て
お
り
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
「
夕
立
図
」
や
古
典
の
主
題
を
当
時
に
置

き
換
え
て
描
い
た
見
立
て
絵
の
中
か
ら
、「
見
立
て
鉢
の
木
」
に
も
麻
の
葉
文
様
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
画
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
麻
の
葉
文
様
の
特
徴
と
し

て
、
春
信
が
描
く
麻
の
葉
文
様
は
紅
色
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
や
、
麻

の
葉
鹿
の
子
文
様
よ
り
も
基
本
の
麻
の
葉
文
様
を
好
ん
で
描
い
て
い
る
よ
う
に
推
測

で
き
る
。 （
10
）

喜
多
川
歌
麿

　明
和
七
年
頃
か
ら
文
化
三
年
ま
で
活
躍
し
た
江
戸
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
絵

師
で
、
美
人
画
が
得
意
で
あ
っ
た
。
歌
麿
の
作
品
に
も
、
も
ち
ろ
ん
麻
の
葉
文
様
が

数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
描
か
れ
た
作
画
は
歌
麿
の
代
表
作
で
あ
る
十
二
枚
揃

い
の
「
青
楼
十
二
時
」
は
遊
女
の
二
十
四
時
間
を
題
材
に
し
、
当
時
の
生
活
や
風
俗

を
描
い
た
作
画
で
あ
る
。
こ
の
中
の
一
枚
で
あ
る
「
寅
の
刻
〔
図
3
〕」
に
描
か
れ

る
女
が
着
て
い
る
羽
織
に
、紅
色
の
麻
の
葉
鹿
の
子
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
青
楼
十
二
時
」
と
同
じ
頃
に
描
か
れ
た
作
画
で
あ
る
太
夫
シ
リ
ー
ズ
の
中
の
一
枚

に
描
か
れ
た
「
玉
屋
内
若
梅
」
に
も
中
の
下
着
に
紅
色
の
麻
の
葉
鹿
の
子
文
様
が
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
奥
村
氏
の
論
文
を
基
に
調
べ
る
と
「
日
本
風
俗
図
絵
」
の
「
絵

本
江
戸
爵
」、「
青
楼
年
中
行
事
」
の
挿
絵
の
中
に
も
麻
の
葉
文
様
が
み
ら
れ
た
。（11
）

図3　歌麿「青楼十二時・寅の刻」
東京国立博物館所蔵

葛
飾
北
斎

　安
永
七
年
頃
か
ら
嘉
永
二
年
ま
で
活
躍
し
た
江
戸
後
期
の
浮
世
絵
師
。「
手
踊
り

図
」
に
描
か
れ
た
麻
の
葉
文
様
は
部
分
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
着
物
全
体

に
藍
色
の
麻
の
葉
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
雪
中
傘
持
ち
美
人
図
」
に
は

半
襟
の
部
分
に
紅
色
の
鹿
の
子
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
北
斎
の
代
表
的

な
美
人
画
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
北
斎
は
多
く
の
絵
手
本
を
発
表
し
て
お
り
、『
北

斎
漫
画
（
図
４
）』（12
）

の
三
編
に
幾
何
学
文
様
の
絵
手
本
が
描
か
れ
て
お
り
そ
の
中

に
麻
の
葉
文
様
が
亀
甲
か
ら
描
く
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
と
と
も
に
、
鹿
の
子
を
素
早

く
描
く
た
め
に
は
並
線
を
描
い
て
合
体
さ
せ
る
工
夫
が
示
さ
れ
る
。
同
頁
に
あ
る
こ

5

江戸時代の流行文様「麻の葉」

と
浅
葱
色
の
麻
の
葉
文
様
を
斜
め
の
段
違
い
に
し
た
文
様
の
こ
と
で
お
三
輪
が
片
袖

を
脱
い
だ
時
に
そ
の
文
様
が
披
露
さ
れ
、
狂
乱
の
場
面
を
表
現
す
る
の
に
使
用
さ
れ

る
。
ま
た
、
こ
の
衣
装
で
は
帯
の
部
分
に
も
麻
の
葉
文
様
が
使
用
さ
れ
、
黒
襦
子
縁

の
赤
い
麻
の
葉
文
様
で
、
町
娘
ら
し
さ
が
強
調
さ
れ
嫉
妬
に
狂
い
狂
乱
す
る
姿
が
上

手
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　「
八
百
屋
お
七
」
の
発
想
を
得
た
物
語
で
あ
る
「
三さ

ん

人に
ん

吉き
ち

三ざ

廓
く
る
わ
の

初は
つ

買が
い

」
に
も
麻

の
葉
文
様
が
登
場
す
る
。
こ
の
物
語
は
三
人
の
盗
賊
の
絆
を
描
い
た
も
の
で
、
最
後

の
場
面
で
お
七
と
名
付
け
ら
れ
女
と
し
て
育
て
ら
れ
た
女
装
し
た
盗
賊
、
お
嬢
吉
三

が
火
の
見
櫓
に
追
い
つ
め
ら
れ
、
黒
繻
子
襟
の
つ
い
た
紅
色
と
浅
葱
色
の
「
麻
の
葉

段
鹿
の
子
」
の
振
袖
の
衣
装
を
身
に
着
け
る
。

　ま
た
こ
の
「
麻
の
葉
段
鹿
の
子
」
は
女
方
の
衣
装
だ
け
で
は
な
く
「
仮か

名な

手で

本ほ
ん

忠ち
ゅ
う

臣し
ん

蔵ぐ
ら

　道み
ち

行ゆ
き

旅た
び

路じ

の
花は

な

聟む
こ

」
で
は
鷺さ

ぎ

坂さ
か

伴ば
ん

内な
い

の
衣
装
に
使
わ
れ
て
お
り
、
歌
舞

伎
に
は
こ
の
文
様
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
麻
の
葉
文
様
は
町
娘

に
よ
く
似
合
う
文
様
と
さ
れ
て
お
り
、
女
性
ら
し
さ
を
表
現
す
る
に
は
欠
か
せ
な
い

文
様
だ
と
い
う
こ
と
も
理
解
で
き
る
。

　現
在
に
至
る
ま
で
こ
の
文
様
が
使
わ
れ
続
け
て
お
り
、
歌
舞
伎
の
中
で
は
、
こ
の

文
様
が
お
七
に
よ
っ
て
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
、
町
娘
ら
し
さ
を
表
す
文
様
と
し
て
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
様
々
な
種
類
の
麻
の
葉
文
様

を
使
い
、
場
面
に
合
わ
せ
て
文
様
の
配
置
や
色
合
い
な
ど
が
工
夫
さ
れ
て
き
て
い
る

こ
と
も
分
か
っ
た
。

　

　麻
の
葉
文
様
が
流
行
文
様
に
な
る
に
は
こ
の
歌
舞
伎
と
の
関
係
が
大
き
く
影
響
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
勿
論
、
江
戸
時
代
に
歌
舞
伎
が
流
行
し

た
事
と
当
時
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
が
歌
舞
伎
役
者
だ
っ
た
事
が
「
麻
の
葉
文

様
」
を
大
衆
に
広
め
る
切
掛
け
と
な
り
、
岩
井
半
四
郎
や
嵐
璃
寛
な
ど
の
人
気
役
者

が
演
じ
た
場
面
が
江
戸
の
人
々
の
目
に
焼
き
付
き
好
印
象
を
与
え
た
事
が
爆
発
的
な

流
行
文
様
に
姿
を
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
歌
舞
伎
の
流
行

に
よ
っ
て
、
更
に
人
々
か
ら
愛
さ
れ
る
流
行
文
様
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

四
、
絵
師
が
描
く
麻
の
葉

四
‐
一
絵
師
と
流
行

　浮
世
絵
や
錦
絵
な
ど
多
く
の
絵
師
た
ち
が
描
い
た
作
画
は
、
江
戸
の
流
行
を
知
る

上
で
、
重
要
な
役
割
を
し
て
い
る
。
当
時
、
浮
世
絵
な
ど
の
中
に
描
か
れ
る
、
美
人

画
、
役
者
画
、
遊
女
画
な
ど
、
数
多
く
の
作
画
が
出
回
っ
て
い
た
。
浮
世
絵
や
錦
絵

に
描
か
れ
る
髪
型
や
着
物
の
文
様
、
色
合
い
ま
で
当
時
の
江
戸
の
流
行
を
敏
感
に
と

ら
え
て
い
る
も
の
が
多
く
、
現
代
で
い
う
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
の
よ
う
な
感
覚
に
似
て

い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　『
浮
世
絵
図
鑑

　江
戸
文
化
の
万
華
鏡
』（8
）

を
参
考
に
す
る
。
当
時
の
江
戸
時
代

の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
は
歌
舞
伎
役
者
や
遊
女
な
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
描
か

れ
る
女
性
も
遊
女
だ
け
で
は
な
く
、
町
娘
や
、
一
般
の
武
家
の
奥
方
や
女
中
た
ち
な

ど
様
々
な
階
層
の
女
性
た
ち
を
描
い
て
お
り
、
身
分
に
よ
っ
て
服
装
の
違
い
や
流
行

を
知
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
浮
世
絵
や
錦
絵
な
ど
に
描
か
れ
る
、
着
物
の
柄

や
、髪
型
な
ど
を
江
戸
の
人
々
は
、参
考
に
し
、取
り
入
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。様
々

な
流
行
文
様
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
、
麻
の
葉
文
様
も
数
多
く
の
絵
師

が
着
物
や
帯
な
ど
様
々
な
場
所
に
使
用
し
た
。
時
代
に
よ
っ
て
絵
師
た
ち
が
描
く
髪

型
や
表
情
、
着
物
や
帯
ま
で
も
流
行
に
よ
っ
て
変
遷
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
絵
師

た
ち
が
流
行
に
敏
感
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
流

行
を
知
る
に
は
浮
世
絵
と
関
係
し
て
い
る
と
推
測
す
る
。

四
‐
二
描
か
れ
た
麻
の
葉
文
様

　ま
た
多
く
の
、
遊
女
の
顔
絵
に
も
麻
の
葉
文
様
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
当

時
、
遊
女
の
間
で
も
麻
の
葉
文
様
は
流
行
し
て
お
り
、
着
物
や
帯
の
柄
に
使
用
さ
れ

遊
女
の
間
で
も
、
こ
の
文
様
を
好
ん
で
着
て
い
た
こ
と
が
美
人
画
や
遊
女
画
な
ど
か

ら
、
推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
本
稿
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
、
奥
村
萬
亀
子
氏
の
論

文
を
基
に
浮
世
絵
と
の
関
係
性
を
調
べ
て
い
く
。

　天
明
六
年
、「
客
衆
肝
胆
鏡
」
に
は
、
禿
の
役
を
や
め
新
造
女
郎
と
し
て
客
に
接

す
る
よ
う
に
な
る
挨
拶
に
、
麻
の
葉
文
様
の
帯
を
し
め
て
出
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
麻
の
葉
文
様
が
歌
舞
伎
役
者
や
遊
女
の
間
で
も
流
行
し
て
い
る
こ
と

か
ら
麻
の
葉
文
様
の
流
行
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
流
行
文
様
を
浮
世
絵
絵
師
達

238

（62）（63）



6

と
で
麻
の
葉
文
様
と
鹿
の
子
し
ぼ
り
の
強
い
結
び
つ
き
が
わ
か
る
。ま
た
九
編
に
は
、

麻
の
葉
文
様
の
着
物
を
身
に
纏
っ
た
平
家
物
語
の
仏
御
前
が
描
か
れ
て
い
る
。

図4『北斎漫画』
「あさのははきつかうよりかきて
ふしわりいらずかくのしかた」

　こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
絵
師
が
麻
の
葉
文
様
を
作
画
に
取
り
入
れ
て
き
た
こ
と
が

理
解
で
き
た
。
ま
た
絵
師
た
ち
に
描
か
れ
る
麻
の
葉
文
様
は
下
着
や
、
羽
織
、
半
襟

に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
色
の
ほ
と
ん
ど
が
紅
色
で
描
か

れ
て
い
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
歌
舞
伎
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
女
性
ら

し
さ
を
表
す
た
め
に
紅
色
の
麻
の
葉
文
様
を
好
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き

る
。

四
‐
三
近
代
の
画
家
が
描
く
麻
の
葉

　ま
た
こ
の
文
様
は
江
戸
時
代
以
降
も
描
か
れ
て
お
り
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て

活
躍
し
た
女
流
画
家
、
上
村
松
園
の
絵
に
も
麻
の
葉
文
様
が
数
多
く
の
作
画
に
描
か

れ
て
い
る
。（13
）

松
園
の
画
集
の
中
に
も
六
例
み
ら
れ
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
麻
の

葉
文
様
が
流
行
文
様
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
こ
の
画
集

の
中
に
描
か
れ
た
麻
の
葉
文
様
は
帯
と
半
襟
の
み
で
あ
っ
た
。

　こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
麻
の
葉
文
様
は
多
く
の
画
家
た
ち
に
描
か
れ
流
行
文
様
と
し

て
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
描
か
れ
か
た
と
し
て
、
主
役
文
様

と
し
て
描
か
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
下
着
や
帯
の
部
分
に
描
か
れ
て
い
る
作
画
が
多

い
こ
と
か
ら
少
し
覗
か
せ
る
の
が
お
し
ゃ
れ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え

る
。
ま
た
帯
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
面
で
は
、
歌
舞
伎
の
影
響
が
関
係
し
て
い
る

は
上
手
く
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
麻
の
葉
文
様
を
描
い
た
絵
師
た
ち

は
と
て
も
多
く
、
浮
世
絵
の
元
祖
と
さ
れ
る
、
菱
川
師
宣
に
始
ま
り
、
浮
世
絵
が
全

盛
期
の
頃
の
江
戸
中
期
以
降
に
は
、
鈴
木
春
信
、
磯
田
湖
竜
斉
、
鳥
居
清
長
、
喜
多

川
歌
麿
、
歌
川
豊
国
、
葛
飾
北
斎
、
歌
川
国
芳
な
ど
の
絵
師
が
美
人
画
、
役
者
画
、

大
首
画
、
風
俗
画
、
読
本
の
挿
絵
な
ど
に
様
々
な
物
に
麻
の
葉
文
様
を
描
い
た
。

　元
禄
期
か
ら
寛
政
期
頃
の
江
戸
の
歌
舞
伎
の
様
子
を
記
し
た
書
物
で
あ
る
、『
花

江
戸
歌
舞
伎
年
代
記
』の
挿
絵
の
多
く
に
松
高
斉
勝
壺
春
亭
の
絵
が
使
わ
れ
て
お
り
、

こ
の
中
に
描
い
た
歌
舞
伎
の
衣
装
に
麻
の
葉
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
と
奥
村
氏
の
論

文
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
半
四
郎
鹿
の
子
が
流
行
す
る
以
前
か
ら
歌
舞
伎
の
中
で
麻

の
葉
文
様
が
使
用
さ
れ
て
来
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

　そ
の
ほ
か
に
曲
亭
馬
琴
の
小
説
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』（9
）

の
渓
斎
英
泉
が
描
い

た
挿
絵
の
中
に
も
い
く
つ
か
麻
の
葉
文
様
が
み
ら
れ
、
描
か
れ
る
も
の
は
帯
や
着
物

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
多
く
の
絵
師
が
麻
の
葉
文
様
を
描
か
れ
た
が
今
回

は
、
鈴
木
春
信
、
喜
多
川
歌
麿
、
葛
飾
北
斎
に
絞
っ
て
麻
の
葉
文
様
が
描
い
た
作
画

の
中
か
ら
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
た
い
。

鈴
木
春
信

　春
信
は
宝
暦
十
年
頃
か
ら
明
和
七
年
ま
で
活
躍
し
た
江
戸
中
期
の
浮
世
絵
絵
師
で

錦
絵
の
創
始
者
で
あ
る
。
春
信
の
作
画
で
代
表
作
と
い
え
る
作
画
の
一
つ
で
あ
る
八

枚
の
揃
物
の
中
の
一
つ
、
八
枚
揃
い
の
「
坐
舗
八
景
」
は
中
国
の
伝
統
的
な
画
題
で

あ
る
「
瀟

し
ょ
う

湘し
ょ
う

八は
っ

景け
い

」
を
身
近
な
日
常
の
風
景
に
見
立
て
た
作
画
で
あ
り
、
そ
の
中

の
一
枚
「
鏡
台
の
秋
月
」
と
い
う
作
画
に
描
か
れ
て
い
る
女
が
着
て
い
る
着
物
の
下

着
に
麻
の
葉
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
画
は
「
瀟
湘
八
景
」
の
中
に
描
か
れ
た

「
洞
庭
秋
月
」
を
ふ
ま
え
て
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、
春
信
は
絵
暦
も

多
く
描
い
て
お
り
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
「
夕
立
図
」
や
古
典
の
主
題
を
当
時
に
置

き
換
え
て
描
い
た
見
立
て
絵
の
中
か
ら
、「
見
立
て
鉢
の
木
」
に
も
麻
の
葉
文
様
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
画
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
麻
の
葉
文
様
の
特
徴
と
し

て
、
春
信
が
描
く
麻
の
葉
文
様
は
紅
色
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
や
、
麻

の
葉
鹿
の
子
文
様
よ
り
も
基
本
の
麻
の
葉
文
様
を
好
ん
で
描
い
て
い
る
よ
う
に
推
測

で
き
る
。 （
10
）

喜
多
川
歌
麿

　明
和
七
年
頃
か
ら
文
化
三
年
ま
で
活
躍
し
た
江
戸
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
絵

師
で
、
美
人
画
が
得
意
で
あ
っ
た
。
歌
麿
の
作
品
に
も
、
も
ち
ろ
ん
麻
の
葉
文
様
が

数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
描
か
れ
た
作
画
は
歌
麿
の
代
表
作
で
あ
る
十
二
枚
揃

い
の
「
青
楼
十
二
時
」
は
遊
女
の
二
十
四
時
間
を
題
材
に
し
、
当
時
の
生
活
や
風
俗

を
描
い
た
作
画
で
あ
る
。
こ
の
中
の
一
枚
で
あ
る
「
寅
の
刻
〔
図
3
〕」
に
描
か
れ

る
女
が
着
て
い
る
羽
織
に
、紅
色
の
麻
の
葉
鹿
の
子
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
青
楼
十
二
時
」
と
同
じ
頃
に
描
か
れ
た
作
画
で
あ
る
太
夫
シ
リ
ー
ズ
の
中
の
一
枚

に
描
か
れ
た
「
玉
屋
内
若
梅
」
に
も
中
の
下
着
に
紅
色
の
麻
の
葉
鹿
の
子
文
様
が
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
奥
村
氏
の
論
文
を
基
に
調
べ
る
と
「
日
本
風
俗
図
絵
」
の
「
絵

本
江
戸
爵
」、「
青
楼
年
中
行
事
」
の
挿
絵
の
中
に
も
麻
の
葉
文
様
が
み
ら
れ
た
。（11
）

図3　歌麿「青楼十二時・寅の刻」
東京国立博物館所蔵

葛
飾
北
斎

　安
永
七
年
頃
か
ら
嘉
永
二
年
ま
で
活
躍
し
た
江
戸
後
期
の
浮
世
絵
師
。「
手
踊
り

図
」
に
描
か
れ
た
麻
の
葉
文
様
は
部
分
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
着
物
全
体

に
藍
色
の
麻
の
葉
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
雪
中
傘
持
ち
美
人
図
」
に
は

半
襟
の
部
分
に
紅
色
の
鹿
の
子
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
北
斎
の
代
表
的

な
美
人
画
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
北
斎
は
多
く
の
絵
手
本
を
発
表
し
て
お
り
、『
北

斎
漫
画
（
図
４
）』（12
）

の
三
編
に
幾
何
学
文
様
の
絵
手
本
が
描
か
れ
て
お
り
そ
の
中

に
麻
の
葉
文
様
が
亀
甲
か
ら
描
く
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
と
と
も
に
、
鹿
の
子
を
素
早

く
描
く
た
め
に
は
並
線
を
描
い
て
合
体
さ
せ
る
工
夫
が
示
さ
れ
る
。
同
頁
に
あ
る
こ
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と
浅
葱
色
の
麻
の
葉
文
様
を
斜
め
の
段
違
い
に
し
た
文
様
の
こ
と
で
お
三
輪
が
片
袖

を
脱
い
だ
時
に
そ
の
文
様
が
披
露
さ
れ
、
狂
乱
の
場
面
を
表
現
す
る
の
に
使
用
さ
れ

る
。
ま
た
、
こ
の
衣
装
で
は
帯
の
部
分
に
も
麻
の
葉
文
様
が
使
用
さ
れ
、
黒
襦
子
縁

の
赤
い
麻
の
葉
文
様
で
、
町
娘
ら
し
さ
が
強
調
さ
れ
嫉
妬
に
狂
い
狂
乱
す
る
姿
が
上

手
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　「
八
百
屋
お
七
」
の
発
想
を
得
た
物
語
で
あ
る
「
三さ

ん

人に
ん

吉き
ち

三ざ

廓
く
る
わ
の

初は
つ

買が
い

」
に
も
麻

の
葉
文
様
が
登
場
す
る
。
こ
の
物
語
は
三
人
の
盗
賊
の
絆
を
描
い
た
も
の
で
、
最
後

の
場
面
で
お
七
と
名
付
け
ら
れ
女
と
し
て
育
て
ら
れ
た
女
装
し
た
盗
賊
、
お
嬢
吉
三

が
火
の
見
櫓
に
追
い
つ
め
ら
れ
、
黒
繻
子
襟
の
つ
い
た
紅
色
と
浅
葱
色
の
「
麻
の
葉

段
鹿
の
子
」
の
振
袖
の
衣
装
を
身
に
着
け
る
。

　ま
た
こ
の
「
麻
の
葉
段
鹿
の
子
」
は
女
方
の
衣
装
だ
け
で
は
な
く
「
仮か

名な

手で

本ほ
ん

忠ち
ゅ
う

臣し
ん

蔵ぐ
ら

　道み
ち

行ゆ
き

旅た
び

路じ

の
花は

な

聟む
こ

」
で
は
鷺さ

ぎ

坂さ
か

伴ば
ん

内な
い

の
衣
装
に
使
わ
れ
て
お
り
、
歌
舞

伎
に
は
こ
の
文
様
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
麻
の
葉
文
様
は
町
娘

に
よ
く
似
合
う
文
様
と
さ
れ
て
お
り
、
女
性
ら
し
さ
を
表
現
す
る
に
は
欠
か
せ
な
い

文
様
だ
と
い
う
こ
と
も
理
解
で
き
る
。

　現
在
に
至
る
ま
で
こ
の
文
様
が
使
わ
れ
続
け
て
お
り
、
歌
舞
伎
の
中
で
は
、
こ
の

文
様
が
お
七
に
よ
っ
て
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
、
町
娘
ら
し
さ
を
表
す
文
様
と
し
て
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
様
々
な
種
類
の
麻
の
葉
文
様

を
使
い
、
場
面
に
合
わ
せ
て
文
様
の
配
置
や
色
合
い
な
ど
が
工
夫
さ
れ
て
き
て
い
る

こ
と
も
分
か
っ
た
。

　

　麻
の
葉
文
様
が
流
行
文
様
に
な
る
に
は
こ
の
歌
舞
伎
と
の
関
係
が
大
き
く
影
響
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
勿
論
、
江
戸
時
代
に
歌
舞
伎
が
流
行
し

た
事
と
当
時
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
が
歌
舞
伎
役
者
だ
っ
た
事
が
「
麻
の
葉
文

様
」
を
大
衆
に
広
め
る
切
掛
け
と
な
り
、
岩
井
半
四
郎
や
嵐
璃
寛
な
ど
の
人
気
役
者

が
演
じ
た
場
面
が
江
戸
の
人
々
の
目
に
焼
き
付
き
好
印
象
を
与
え
た
事
が
爆
発
的
な

流
行
文
様
に
姿
を
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
歌
舞
伎
の
流
行

に
よ
っ
て
、
更
に
人
々
か
ら
愛
さ
れ
る
流
行
文
様
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

四
、
絵
師
が
描
く
麻
の
葉

四
‐
一
絵
師
と
流
行

　浮
世
絵
や
錦
絵
な
ど
多
く
の
絵
師
た
ち
が
描
い
た
作
画
は
、
江
戸
の
流
行
を
知
る

上
で
、
重
要
な
役
割
を
し
て
い
る
。
当
時
、
浮
世
絵
な
ど
の
中
に
描
か
れ
る
、
美
人

画
、
役
者
画
、
遊
女
画
な
ど
、
数
多
く
の
作
画
が
出
回
っ
て
い
た
。
浮
世
絵
や
錦
絵

に
描
か
れ
る
髪
型
や
着
物
の
文
様
、
色
合
い
ま
で
当
時
の
江
戸
の
流
行
を
敏
感
に
と

ら
え
て
い
る
も
の
が
多
く
、
現
代
で
い
う
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
の
よ
う
な
感
覚
に
似
て

い
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　『
浮
世
絵
図
鑑

　江
戸
文
化
の
万
華
鏡
』（8
）

を
参
考
に
す
る
。
当
時
の
江
戸
時
代

の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
は
歌
舞
伎
役
者
や
遊
女
な
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
描
か

れ
る
女
性
も
遊
女
だ
け
で
は
な
く
、
町
娘
や
、
一
般
の
武
家
の
奥
方
や
女
中
た
ち
な

ど
様
々
な
階
層
の
女
性
た
ち
を
描
い
て
お
り
、
身
分
に
よ
っ
て
服
装
の
違
い
や
流
行

を
知
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
浮
世
絵
や
錦
絵
な
ど
に
描
か
れ
る
、
着
物
の
柄

や
、髪
型
な
ど
を
江
戸
の
人
々
は
、参
考
に
し
、取
り
入
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。様
々

な
流
行
文
様
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
、
麻
の
葉
文
様
も
数
多
く
の
絵
師

が
着
物
や
帯
な
ど
様
々
な
場
所
に
使
用
し
た
。
時
代
に
よ
っ
て
絵
師
た
ち
が
描
く
髪

型
や
表
情
、
着
物
や
帯
ま
で
も
流
行
に
よ
っ
て
変
遷
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
絵
師

た
ち
が
流
行
に
敏
感
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
流

行
を
知
る
に
は
浮
世
絵
と
関
係
し
て
い
る
と
推
測
す
る
。

四
‐
二
描
か
れ
た
麻
の
葉
文
様

　ま
た
多
く
の
、
遊
女
の
顔
絵
に
も
麻
の
葉
文
様
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
当

時
、
遊
女
の
間
で
も
麻
の
葉
文
様
は
流
行
し
て
お
り
、
着
物
や
帯
の
柄
に
使
用
さ
れ

遊
女
の
間
で
も
、
こ
の
文
様
を
好
ん
で
着
て
い
た
こ
と
が
美
人
画
や
遊
女
画
な
ど
か

ら
、
推
測
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
本
稿
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
、
奥
村
萬
亀
子
氏
の
論

文
を
基
に
浮
世
絵
と
の
関
係
性
を
調
べ
て
い
く
。

　天
明
六
年
、「
客
衆
肝
胆
鏡
」
に
は
、
禿
の
役
を
や
め
新
造
女
郎
と
し
て
客
に
接

す
る
よ
う
に
な
る
挨
拶
に
、
麻
の
葉
文
様
の
帯
を
し
め
て
出
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
麻
の
葉
文
様
が
歌
舞
伎
役
者
や
遊
女
の
間
で
も
流
行
し
て
い
る
こ
と

か
ら
麻
の
葉
文
様
の
流
行
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
流
行
文
様
を
浮
世
絵
絵
師
達
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4

す
べ
て
が
観
客
の
目
に
印
象
を
与
え
憧
れ
へ
と
変
わ
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
歌
舞
伎
か

ら
多
く
の
流
行
が
生
ま
れ
た
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
流
行
文
様
に
は
歌
舞
伎
が
大
き
く
影
響
し
て
お
り
、
そ
の
流
行
文
様

の
一
つ
と
し
て
麻
の
葉
文
様
が
江
戸
の
人
々
に
広
ま
り
、
流
行
文
様
と
し
て
認
識
さ

れ
江
戸
の
人
々
に
愛
さ
れ
る
文
様
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
‐
二
流
行
の
火
付
け
役
「
半
四
郎
鹿
の
子
」

　こ
の
麻
の
葉
文
様
が
江
戸
の
後
期
に
、
爆
発
的
に
流
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も

歌
舞
伎
が
大
き
く
関
わ
り
影
響
し
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
元
々
、
上
方
の
歌
舞
伎
役

者
で
あ
っ
た
五
代
目
岩
井
半
四
郎
が
文
化
六
年
（1809

年
）、
三
月
に
追
善
興
行
を

河
原
崎
座
で
行
っ
た
。
こ
の
時
行
わ
れ
た
「
其そ

の

往む
か
し昔

恋こ
い
の

江え

戸ど

染ぞ
め

」
の
一
幕
の
中
で

「
八
百
屋
お
七
」
の
お
七
役
を
演
じ
た
際
に
着
た
着
物
に
麻
の
葉
文
様
を
取
り
入
れ

た
。
こ
の
麻
の
葉
文
様
は
鹿
の
子
絞
り
で
出
来
た
麻
の
葉
文
様
で
あ
り
、
こ
の
時
に

お
七
を
演
じ
た
岩
井
半
四
郎
の
名
が
付
け
ら
れ
て
「
半
四
郎
鹿
の
子
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
、
半
襟
、
袖
、
裾
回
し
、
帯
な
ど
様
々
な
場
所
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
人

気
を
博
し
た
。
図
２
は
半
四
郎
が
演
じ
た
物
で
は
な
い
が
三
代
目
歌
川
豊
国
が
描
い

た
浮
世
絵
で
、
浅
葱
色
と
紅
色
で
「
半
四
郎
鹿
の
子
」
を
描
い
て
い
る
。
五
代
目
岩

井
半
四
郎
が
実
際
に
着
た
と
さ
れ
る
の
は
諸
説
あ
る
が
浅
葱
色
の
麻
の
葉
鹿
の
子
文

様
ら
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
浮
世
絵
で
描
か
れ
る
「
八
百
屋
お
七
」
の
作
画
で
は

主
に
紅
色
と
浅
葱
色
の
二
色
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
。
元
々
麻
の
葉
鹿
の
子

は
紅
色
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
馴
染
み
の
あ
る
紅
色
と
流
行
に
影
響
を
与
え
た

浅
葱
色
の
鹿
の
子
文
様
を
一
緒
に
描
い
た
の
で
は
と
考
え
ら
れ
る
。

　ま
た
、
式
亭
三
馬
の
『
浮
世
風
呂
』（5
）

に
は
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　「
お
や
お
や
、
髷
結
ひ
の
裁
だ
、
一
粒
鹿
の
子
か
え
、
あ
丶
麻
の
葉
も
よ
い
ね
え
、

あ
れ
は
半
四
郎
鹿
の
子
と
申
す
よ
、
わ
た
く
し
は
ね
、
お
つ
か
さ
ん
に
ね
だ
つ
て
ね
、

あ
の
う
路
考
茶
を
ね
、
ふ
だ
ん
着
に
染
め
て
も
ら
い
ま
し
た 

」
　

　こ
の
こ
と
か
ら
も
、当
時
歌
舞
伎
の
文
様
や
色
が
流
行
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、

麻
の
葉
文
様
の
流
行
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
五
代
目
岩
井
半
四
郎

が
演
じ
た
お
七
の
着
物
の
文
様
が
流
行
し
た
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　ま
ず
今
ま
で
の
麻
の
葉
鹿
の
子
文
様
の
色
と
い
え
ば
紅
色
が
主
流
で
あ
っ
た
中
、

五
代
目
岩
井
半
四
郎
は
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。「
半
四
郎
鹿
の
子
」
の
特
徴
は
浅
葱

色
で
染
め
ら
れ
た
麻
の
葉
鹿
の
子
で
あ
る
こ
と
だ
。
こ
の
浅
葱
色
の
麻
の
葉
文
様
が

人
々
の
目
に
こ
の
文
様
を
焼
き
つ
け
た
事
が
流
行
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
「
八
百
屋
お
七
」
と
い
う
演
目
の
中
で
一
番
の
見
せ
場
で
あ
る
火
の
見

櫓
の
場
面
で
登
場
す
る
着
物
だ
っ
た
こ
と
も
流
行
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
お
寺
の
小
姓
で
あ
る
吉
三
郎
に
恋
心
を
抱
き
、
も
う
一
度
火
事
が
起
き
れ

ば
吉
三
郎
に
会
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
、
お
七
が
自
ら
火
を
つ
け
火
事
を
起
こ
し
自
ら

火
の
見
櫓
に
登
り
火
事
を
知
ら
せ
る
た
め
に
半
鐘
を
打
つ
場
面
で
こ
の
浅
葱
色
の
麻

の
葉
鹿
の
子
絞
り
の
着
物
を
着
る
こ
と
で
火
が
渦
巻
く
様
と
浅
葱
色
の
麻
の
葉
文
様

の
着
物
と
対
比
し
て
人
々
の
目
に
焼
き
付
き
強
く
人
々
に
印
象
を
与
え
た
こ
と
が
江

戸
の
人
々
に
麻
の
葉
文
様
を
流
行
文
様
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
こ

の
「
半
四
郎
鹿
の
子
」
は
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　ま
た
同
じ
こ
ろ
に
上
方
で
麻
の
葉
文
様
が
歌
舞
伎
の
影
響
で
流
行
す
る
こ
と
に
な

る
。
上
方
の
歌
舞
伎
役
者
で
あ
る
嵐
璃
寛
が
「
染そ

め

模も

様よ
う

妹い
も

背せ
の

門か
ど

松ま
つ

」
で
お
染
を
演
じ

た
際
に
麻
の
葉
文
様
を
用
い
た
こ
と
か
ら
京
都
や
大
阪
で
も
女
性
の
間
で
人
気
を
博

し
、
こ
れ
ま
た
役
者
が
演
じ
た
お
染
の
名
が
付
け
ら
れ
「
於
染
型
」
と
呼
ば
れ
流
行

す
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
歌
舞
伎
で
は
麻
の
葉
文
様
と
関
わ
り
が
深
く
、
こ
の
流
行

以
降
、
娘
役
で
は
、
襦
袢
や
帯
に
広
く
使
わ
れ
て
お
り
、
あ
ど
け
な
さ
や
、
可
憐
な

雰
囲
気
を
表
す
町
娘
の
役
に
欠
か
せ
な
い
文
様
と
し
て
現
在
で
も
幅
広
く
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
る
。

三
‐
三
歌
舞
伎
で
の
麻
の
葉
文
様

　「
半
四
郎
鹿
の
子
」
や
「
於
染
型
」
な
ど
歌
舞
伎
の
影
響
か
ら
つ
け
ら
れ
た
麻
の

葉
文
様
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
流
行
文
様
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
歌
舞
伎
と

麻
の
葉
文
様
の
関
係
は
深
く
、
流
行
文
様
に
な
る
た
め
の
切
掛
け
と
な
っ
た
、「
八
百

屋
お
七
」、「
お
染
久
松
」
の
他
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
場
面
で
使
わ
れ

て
い
る
の
か
『
歌
舞
伎
美
人
』（6
）、『
演
目
別
歌
舞
伎
の
衣
装
鑑
賞
入
門
』（7
）

を
参
考

に
見
て
み
る
。

　「
妹い

も

背せ

山や
ま

婦お
ん
な女

庭て
い

訓き
ん

」
で
は
御
殿
の
場
で
、
蘇
我
入
鹿
の
妹
、
橘
姫
と
求
女
が
恋

仲
に
な
っ
た
と
嫉
妬
に
狂
い
、
大
勢
の
女
官
た
ち
に
な
ぶ
ら
れ
狂
乱
状
態
に
な
っ
た

お
三
輪
が
藤
原
鎌
足
の
家
来
で
あ
る
鱶
七
に
殺
さ
れ
る
場
面
に「
麻
の
葉
段
鹿
の
子
」

の
振
袖
仕
立
て
の
重
ね
下
着
が
着
ら
れ
て
い
る
。「
麻
の
葉
段
鹿
の
子
」
と
は
紅
色

3

江戸時代の流行文様「麻の葉」

な
ど
様
々
で
あ
る
。
季
節
は
関
係
な
く
着
ら
れ
る
文
様
だ
が
、
主
に
夏
に
好
ん
で
着

ら
れ
る
涼
し
げ
な
印
象
を
与
え
る
文
様
で
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
に
入
り
流
行
文

様
と
し
て
扱
わ
れ
る
ま
で
に
そ
う
時
間
は
掛
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
理
由
と
し

て
挙
げ
る
な
ら
ば
、
神
道
と
の
関
わ
り
と
仏
像
、
仏
画
な
ど
神
聖
な
物
の
文
様
と
し

て
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
江
戸
の
人
々
に
と
っ
て
馴
染
み
が
強
い
文
様
で
あ
っ
た

こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
文
様
が
江
戸
の
後
期
に
大
流
行
す
る

が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
歌
舞
伎
と
麻
の
葉
文
様
の
関
係
性
が
大
い
に
関
係
し
て
お

り
、
江
戸
の
人
々
か
ら
愛
さ
れ
る
流
行
文
様
に
な
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い

る
。　こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
麻
の
葉
文
様
が
、
江
戸
時
代
の
人
々
に
大
き
く
影
響
を
与
え

て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
、
愛
さ
れ
る
流
行
文
様
と
し
て
幾
つ
か
の
理
由
が
あ
る
こ

と
か
ら
も
、
江
戸
で
広
ま
っ
た
理
由
が
理
解
で
き
、
流
行
文
様
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
も
理
解
で
き
る
。

二
‐
二
、
麻
の
葉
文
様
の
種
類

　麻
の
葉
文
様
は
一
種
類
だ
け
で
は
な
く
様
々
な
文
様
が
あ
る
。『
中
国
・
日
本
の

文
様
事
典
』（4
）、『
江
戸
文
様
こ
よ
み
』
に
よ
る
と
、
麻
の
葉
文
様
の
基
礎
は
正
六
角

形
で
構
成
さ
れ
た
単
独
の
文
様
が
「
麻
の
葉
文
様
」
で
あ
る
〔
図
１
〕。
他
に
も
、「
崩

れ
麻
の
葉
」、「
輪わ

ち

違が
い

麻
の
葉
」、「
松
皮
麻
の
葉
」、「
捻
じ
れ
麻
の
葉
」、「
網
代
（
あ

じ
ろ
）
麻
の
葉
」、「
麻
の
葉
小
紋
」、「
麻
の
葉
絞
り
入
り
古こ

帛ぶ
く

紗さ

」、「
麻
の
葉
に
向

か
い
鶴
」
な
ど
数
多
く
の
種
類
が
あ
る
と
あ
る
。
ま
た
こ
の
文
様
は
家
紋
や
神
紋
と

し
て
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、『
文
様
の
事
典
』
に
よ
る
と
家
紋
で
は
主
に
、「
丸

に
麻
の
葉
文
」、「
三
つ
割わ

り

麻
の
葉
文
」、「
三
つ
外
割
麻
の
葉
」、「
麻
の
葉
桔
梗
文
な
」、

「
麻
の
葉
桐
」
な
ど
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
紋
と
し
て
徳
島
県
鳴
門
市
大

麻
町
板
東
字
広
塚
に
あ
る
旧
国
幣
中
社
大
麻
比
古
神
社
が
「
向
う
麻
の
葉
」
の
紋
を

使
用
し
て
い
る
。

祭
神
大
麻
比
古
命
の
後
裔
が
阿
波
国
に
到
り
、麻
を
播
殖
の
基
を
開
い
た
の
で
、

そ
の
祖
先
で
あ
る
大
麻
比
古
命
が
勧
請
さ
れ
て
祭
祀
さ
れ
、
そ
の
御
名
と
子
孫

の
栽
培
し
た
麻
に
因
ん
で
麻
の
葉
を
神
紋
と
し
た
…

　
　（

同
社
Ｈ
Ｐ
に
よ
る
）

と
あ
る
よ
う
に
麻
の
葉
文
様
と
関
係
が
深
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　こ
の
よ
う
に
数
多
く
の
麻
の
葉
文
様
の
種
類
が
あ
る
こ
と
か
ら
や
家
紋
や
神
紋
と

し
て
現
在
に
至
る
ま
で
麻
の
葉
文
様
が
様
々
な
場
面
で
使
用
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
麻
の
葉
文
様
が
江
戸
時
代
に
流
行
文
様
と
し
て
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
麻
の
葉
文
様
が
誕
生
し
た
歴
史
が
古
い
こ
と
か
ら
も
江
戸

の
人
々
に
と
っ
て
親
し
み
や
す
い
文
様
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
も
こ
の
麻
の

葉
文
様
が
江
戸
の
流
行
文
様
と
し
て
広
ま
っ
た
理
由
と
し
て
大
き
く
影
響
し
て
い
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三
、
歌
舞
伎
、
麻
の
葉

三
‐
一
歌
舞
伎
と
流
行
文
様

　歌
舞
伎
と
麻
の
葉
文
様
の
流
行
は
大
変
大
き
く
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
。
当
時
歌
舞

伎
が
大
衆
の
娯
楽
の
中
心
で
あ
り
江
戸
の
人
々
と
の
関
わ
り
が
深
か
っ
た
。
当
時
歌

舞
伎
役
者
は
、
江
戸
の
人
々
に
と
っ
て
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
よ
う
な
存
在
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
江
戸
時
代
に
は
、
歌
舞
伎
役
者
の
名
前
が
つ
い

た
物
が
多
く
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
様
々
で
、
髪
型
、
色
、
帯
の
結
び
方
、

着
物
の
文
様
な
ど
が
生
ま
れ
、
流
行
し
た
。
当
時
、
歌
舞
伎
の
人
気
役
者
が
着
る
物
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す
べ
て
が
観
客
の
目
に
印
象
を
与
え
憧
れ
へ
と
変
わ
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
歌
舞
伎
か

ら
多
く
の
流
行
が
生
ま
れ
た
理
由
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
流
行
文
様
に
は
歌
舞
伎
が
大
き
く
影
響
し
て
お
り
、
そ
の
流
行
文
様

の
一
つ
と
し
て
麻
の
葉
文
様
が
江
戸
の
人
々
に
広
ま
り
、
流
行
文
様
と
し
て
認
識
さ

れ
江
戸
の
人
々
に
愛
さ
れ
る
文
様
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
‐
二
流
行
の
火
付
け
役
「
半
四
郎
鹿
の
子
」

　こ
の
麻
の
葉
文
様
が
江
戸
の
後
期
に
、
爆
発
的
に
流
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も

歌
舞
伎
が
大
き
く
関
わ
り
影
響
し
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
元
々
、
上
方
の
歌
舞
伎
役

者
で
あ
っ
た
五
代
目
岩
井
半
四
郎
が
文
化
六
年
（1809

年
）、
三
月
に
追
善
興
行
を

河
原
崎
座
で
行
っ
た
。
こ
の
時
行
わ
れ
た
「
其そ

の

往む
か
し昔

恋こ
い
の

江え

戸ど

染ぞ
め

」
の
一
幕
の
中
で

「
八
百
屋
お
七
」
の
お
七
役
を
演
じ
た
際
に
着
た
着
物
に
麻
の
葉
文
様
を
取
り
入
れ

た
。
こ
の
麻
の
葉
文
様
は
鹿
の
子
絞
り
で
出
来
た
麻
の
葉
文
様
で
あ
り
、
こ
の
時
に

お
七
を
演
じ
た
岩
井
半
四
郎
の
名
が
付
け
ら
れ
て
「
半
四
郎
鹿
の
子
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
、
半
襟
、
袖
、
裾
回
し
、
帯
な
ど
様
々
な
場
所
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
人

気
を
博
し
た
。
図
２
は
半
四
郎
が
演
じ
た
物
で
は
な
い
が
三
代
目
歌
川
豊
国
が
描
い

た
浮
世
絵
で
、
浅
葱
色
と
紅
色
で
「
半
四
郎
鹿
の
子
」
を
描
い
て
い
る
。
五
代
目
岩

井
半
四
郎
が
実
際
に
着
た
と
さ
れ
る
の
は
諸
説
あ
る
が
浅
葱
色
の
麻
の
葉
鹿
の
子
文

様
ら
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
浮
世
絵
で
描
か
れ
る
「
八
百
屋
お
七
」
の
作
画
で
は

主
に
紅
色
と
浅
葱
色
の
二
色
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
。
元
々
麻
の
葉
鹿
の
子

は
紅
色
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
馴
染
み
の
あ
る
紅
色
と
流
行
に
影
響
を
与
え
た

浅
葱
色
の
鹿
の
子
文
様
を
一
緒
に
描
い
た
の
で
は
と
考
え
ら
れ
る
。

　ま
た
、
式
亭
三
馬
の
『
浮
世
風
呂
』（5
）

に
は
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　「
お
や
お
や
、
髷
結
ひ
の
裁
だ
、
一
粒
鹿
の
子
か
え
、
あ
丶
麻
の
葉
も
よ
い
ね
え
、

あ
れ
は
半
四
郎
鹿
の
子
と
申
す
よ
、
わ
た
く
し
は
ね
、
お
つ
か
さ
ん
に
ね
だ
つ
て
ね
、

あ
の
う
路
考
茶
を
ね
、
ふ
だ
ん
着
に
染
め
て
も
ら
い
ま
し
た 

」
　

　こ
の
こ
と
か
ら
も
、当
時
歌
舞
伎
の
文
様
や
色
が
流
行
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、

麻
の
葉
文
様
の
流
行
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
五
代
目
岩
井
半
四
郎

が
演
じ
た
お
七
の
着
物
の
文
様
が
流
行
し
た
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　ま
ず
今
ま
で
の
麻
の
葉
鹿
の
子
文
様
の
色
と
い
え
ば
紅
色
が
主
流
で
あ
っ
た
中
、

五
代
目
岩
井
半
四
郎
は
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。「
半
四
郎
鹿
の
子
」
の
特
徴
は
浅
葱

色
で
染
め
ら
れ
た
麻
の
葉
鹿
の
子
で
あ
る
こ
と
だ
。
こ
の
浅
葱
色
の
麻
の
葉
文
様
が

人
々
の
目
に
こ
の
文
様
を
焼
き
つ
け
た
事
が
流
行
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
「
八
百
屋
お
七
」
と
い
う
演
目
の
中
で
一
番
の
見
せ
場
で
あ
る
火
の
見

櫓
の
場
面
で
登
場
す
る
着
物
だ
っ
た
こ
と
も
流
行
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
お
寺
の
小
姓
で
あ
る
吉
三
郎
に
恋
心
を
抱
き
、
も
う
一
度
火
事
が
起
き
れ

ば
吉
三
郎
に
会
え
る
だ
ろ
う
と
思
い
、
お
七
が
自
ら
火
を
つ
け
火
事
を
起
こ
し
自
ら

火
の
見
櫓
に
登
り
火
事
を
知
ら
せ
る
た
め
に
半
鐘
を
打
つ
場
面
で
こ
の
浅
葱
色
の
麻

の
葉
鹿
の
子
絞
り
の
着
物
を
着
る
こ
と
で
火
が
渦
巻
く
様
と
浅
葱
色
の
麻
の
葉
文
様

の
着
物
と
対
比
し
て
人
々
の
目
に
焼
き
付
き
強
く
人
々
に
印
象
を
与
え
た
こ
と
が
江

戸
の
人
々
に
麻
の
葉
文
様
を
流
行
文
様
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
こ

の
「
半
四
郎
鹿
の
子
」
は
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　ま
た
同
じ
こ
ろ
に
上
方
で
麻
の
葉
文
様
が
歌
舞
伎
の
影
響
で
流
行
す
る
こ
と
に
な

る
。
上
方
の
歌
舞
伎
役
者
で
あ
る
嵐
璃
寛
が
「
染そ

め

模も

様よ
う

妹い
も

背せ
の

門か
ど

松ま
つ

」
で
お
染
を
演
じ

た
際
に
麻
の
葉
文
様
を
用
い
た
こ
と
か
ら
京
都
や
大
阪
で
も
女
性
の
間
で
人
気
を
博

し
、
こ
れ
ま
た
役
者
が
演
じ
た
お
染
の
名
が
付
け
ら
れ
「
於
染
型
」
と
呼
ば
れ
流
行

す
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
歌
舞
伎
で
は
麻
の
葉
文
様
と
関
わ
り
が
深
く
、
こ
の
流
行

以
降
、
娘
役
で
は
、
襦
袢
や
帯
に
広
く
使
わ
れ
て
お
り
、
あ
ど
け
な
さ
や
、
可
憐
な

雰
囲
気
を
表
す
町
娘
の
役
に
欠
か
せ
な
い
文
様
と
し
て
現
在
で
も
幅
広
く
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
る
。

三
‐
三
歌
舞
伎
で
の
麻
の
葉
文
様

　「
半
四
郎
鹿
の
子
」
や
「
於
染
型
」
な
ど
歌
舞
伎
の
影
響
か
ら
つ
け
ら
れ
た
麻
の

葉
文
様
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
流
行
文
様
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
歌
舞
伎
と

麻
の
葉
文
様
の
関
係
は
深
く
、
流
行
文
様
に
な
る
た
め
の
切
掛
け
と
な
っ
た
、「
八
百

屋
お
七
」、「
お
染
久
松
」
の
他
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
場
面
で
使
わ
れ

て
い
る
の
か
『
歌
舞
伎
美
人
』（6
）、『
演
目
別
歌
舞
伎
の
衣
装
鑑
賞
入
門
』（7
）

を
参
考

に
見
て
み
る
。

　「
妹い

も

背せ

山や
ま

婦お
ん
な女

庭て
い

訓き
ん

」
で
は
御
殿
の
場
で
、
蘇
我
入
鹿
の
妹
、
橘
姫
と
求
女
が
恋

仲
に
な
っ
た
と
嫉
妬
に
狂
い
、
大
勢
の
女
官
た
ち
に
な
ぶ
ら
れ
狂
乱
状
態
に
な
っ
た

お
三
輪
が
藤
原
鎌
足
の
家
来
で
あ
る
鱶
七
に
殺
さ
れ
る
場
面
に「
麻
の
葉
段
鹿
の
子
」

の
振
袖
仕
立
て
の
重
ね
下
着
が
着
ら
れ
て
い
る
。「
麻
の
葉
段
鹿
の
子
」
と
は
紅
色

3
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な
ど
様
々
で
あ
る
。
季
節
は
関
係
な
く
着
ら
れ
る
文
様
だ
が
、
主
に
夏
に
好
ん
で
着

ら
れ
る
涼
し
げ
な
印
象
を
与
え
る
文
様
で
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
に
入
り
流
行
文

様
と
し
て
扱
わ
れ
る
ま
で
に
そ
う
時
間
は
掛
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
理
由
と
し

て
挙
げ
る
な
ら
ば
、
神
道
と
の
関
わ
り
と
仏
像
、
仏
画
な
ど
神
聖
な
物
の
文
様
と
し

て
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
江
戸
の
人
々
に
と
っ
て
馴
染
み
が
強
い
文
様
で
あ
っ
た

こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
文
様
が
江
戸
の
後
期
に
大
流
行
す
る

が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
歌
舞
伎
と
麻
の
葉
文
様
の
関
係
性
が
大
い
に
関
係
し
て
お

り
、
江
戸
の
人
々
か
ら
愛
さ
れ
る
流
行
文
様
に
な
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い

る
。　こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
麻
の
葉
文
様
が
、
江
戸
時
代
の
人
々
に
大
き
く
影
響
を
与
え

て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
、
愛
さ
れ
る
流
行
文
様
と
し
て
幾
つ
か
の
理
由
が
あ
る
こ

と
か
ら
も
、
江
戸
で
広
ま
っ
た
理
由
が
理
解
で
き
、
流
行
文
様
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
も
理
解
で
き
る
。

二
‐
二
、
麻
の
葉
文
様
の
種
類

　麻
の
葉
文
様
は
一
種
類
だ
け
で
は
な
く
様
々
な
文
様
が
あ
る
。『
中
国
・
日
本
の

文
様
事
典
』（4
）、『
江
戸
文
様
こ
よ
み
』
に
よ
る
と
、
麻
の
葉
文
様
の
基
礎
は
正
六
角

形
で
構
成
さ
れ
た
単
独
の
文
様
が
「
麻
の
葉
文
様
」
で
あ
る
〔
図
１
〕。
他
に
も
、「
崩

れ
麻
の
葉
」、「
輪わ

ち

違が
い

麻
の
葉
」、「
松
皮
麻
の
葉
」、「
捻
じ
れ
麻
の
葉
」、「
網
代
（
あ

じ
ろ
）
麻
の
葉
」、「
麻
の
葉
小
紋
」、「
麻
の
葉
絞
り
入
り
古こ

帛ぶ
く

紗さ

」、「
麻
の
葉
に
向

か
い
鶴
」
な
ど
数
多
く
の
種
類
が
あ
る
と
あ
る
。
ま
た
こ
の
文
様
は
家
紋
や
神
紋
と

し
て
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、『
文
様
の
事
典
』
に
よ
る
と
家
紋
で
は
主
に
、「
丸

に
麻
の
葉
文
」、「
三
つ
割わ

り

麻
の
葉
文
」、「
三
つ
外
割
麻
の
葉
」、「
麻
の
葉
桔
梗
文
な
」、

「
麻
の
葉
桐
」
な
ど
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
紋
と
し
て
徳
島
県
鳴
門
市
大

麻
町
板
東
字
広
塚
に
あ
る
旧
国
幣
中
社
大
麻
比
古
神
社
が
「
向
う
麻
の
葉
」
の
紋
を

使
用
し
て
い
る
。

祭
神
大
麻
比
古
命
の
後
裔
が
阿
波
国
に
到
り
、麻
を
播
殖
の
基
を
開
い
た
の
で
、

そ
の
祖
先
で
あ
る
大
麻
比
古
命
が
勧
請
さ
れ
て
祭
祀
さ
れ
、
そ
の
御
名
と
子
孫

の
栽
培
し
た
麻
に
因
ん
で
麻
の
葉
を
神
紋
と
し
た
…

　
　（

同
社
Ｈ
Ｐ
に
よ
る
）

と
あ
る
よ
う
に
麻
の
葉
文
様
と
関
係
が
深
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　こ
の
よ
う
に
数
多
く
の
麻
の
葉
文
様
の
種
類
が
あ
る
こ
と
か
ら
や
家
紋
や
神
紋
と

し
て
現
在
に
至
る
ま
で
麻
の
葉
文
様
が
様
々
な
場
面
で
使
用
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
麻
の
葉
文
様
が
江
戸
時
代
に
流
行
文
様
と
し
て
人
々
に
愛
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
麻
の
葉
文
様
が
誕
生
し
た
歴
史
が
古
い
こ
と
か
ら
も
江
戸

の
人
々
に
と
っ
て
親
し
み
や
す
い
文
様
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
も
こ
の
麻
の

葉
文
様
が
江
戸
の
流
行
文
様
と
し
て
広
ま
っ
た
理
由
と
し
て
大
き
く
影
響
し
て
い
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三
、
歌
舞
伎
、
麻
の
葉

三
‐
一
歌
舞
伎
と
流
行
文
様

　歌
舞
伎
と
麻
の
葉
文
様
の
流
行
は
大
変
大
き
く
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
。
当
時
歌
舞

伎
が
大
衆
の
娯
楽
の
中
心
で
あ
り
江
戸
の
人
々
と
の
関
わ
り
が
深
か
っ
た
。
当
時
歌

舞
伎
役
者
は
、
江
戸
の
人
々
に
と
っ
て
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
よ
う
な
存
在
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
江
戸
時
代
に
は
、
歌
舞
伎
役
者
の
名
前
が
つ
い

た
物
が
多
く
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
様
々
で
、
髪
型
、
色
、
帯
の
結
び
方
、

着
物
の
文
様
な
ど
が
生
ま
れ
、
流
行
し
た
。
当
時
、
歌
舞
伎
の
人
気
役
者
が
着
る
物
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装
に
は
町
人
の
生
活
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

江
戸
中
期

　繊
細
な
美
し
さ
を
現
し
始
め
た
の
が
中
期
の
特
色
。
中
期
の
服
飾
は
町
人
の
気
の

ゆ
る
み
か
ら
く
る
消
費
的
生
活
の
影
響
か
ら
精
巧
華
麗
優
婉
な
趣
味
に
彩
ら
れ
た
。

女
性
の
振
袖
の
丈
は
長
く
な
り
、
角
袖
が
流
行
す
る
。
ま
た
文
様
は
大
柄
が
す
た
れ

吉
宗
の
倹
約
政
治
の
影
響
か
ら
か
見
か
け
は
地
味
だ
が
、
実
は
贅
沢
な
も
の
が
好
ま

れ
た
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
小
紋
が
大
流
行
し
、
縞
織
物
が
喜
ば
れ
た
。
ま
た
男
は

鶯
色
、
女
は
鶸
茶
（
黄
み
が
強
い
茶
色
）
や
路
考
茶
（
黄
茶
色
に
や
や
赤
黒
み
を
帯

び
た
色
）
な
ど
の
渋
い
色
が
好
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
も
倹
約
政
治
の
影
響
か
ら
く
る
現

象
で
あ
る
。
縞
物
と
し
て
八
丈
縞
が
大
流
行
し
、
様
々
な
縞
文
様
が
で
き
る
。
中
で

も
、
キ
シ
縞
が
大
流
行
す
る
。
ほ
か
に
は
、
仲
蔵
縞
は
流
行
の
中
で
生
ま
れ
、
歌
舞

伎
の
人
気
役
者
で
あ
っ
た
中
村
仲
蔵
の
舞
台
姿
か
ら
流
行
し
て
い
く
。
少
し
後
に
は

松
本
幸
四
郎
が
着
た
高
麗
屋
縞
、
市
川
団
十
郎
の
三
筋
縞
な
ど
数
々
の
格
子
縞
が
芝

居
か
ら
流
行
す
る
。
ま
た
小
紋
で
も
歌
舞
伎
か
ら
「
亀
蔵
小
紋
」、「
市
松
小
紋
」
が

流
行
し
た
。
中
期
の
服
装
は
染
物
や
染
色
、
文
様
ま
で
、
歌
舞
伎
か
ら
流
行
し
た
も

の
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
が
う
か
が
え
る
。

江
戸
後
期

　文
化
の
集
大
成
が
特
色
。
町
芸
者
や
遊
女
、
歌
舞
伎
役
者
か
ら
多
く
の
流
行
が
発

信
さ
れ
た
。
文
化
中
ご
ろ
、
夏
は
黒く

ろ

繻じ
ゅ

子す

の
帯
が
流
行
し
、
派
手
好
み
の
女
は
白
地

の
ゆ
か
た
に
紅も

絹み

ま
た
は
緋ひ

縮ぢ
り

緬め
ん

の
裏
襟
を
か
け
、
わ
ざ
と
襟
を
裏
返
っ
た
よ
う
に

引
き
返
し
着
る
着
方
が
好
ま
れ
た
。
夏
冬
通
じ
て
伊
予
染
め
、
鹿
の
子
が
流
行
し
、

路
考
茶
染
が
好
ま
れ
た
。
町
芸
者
の
贅
沢
な
普
段
着
が
市
民
に
刺
激
を
与
え
、
贅
沢

な
衣
料
を
平
常
服
に
使
用
す
る
の
が
流
行
す
る
。
緋
縮
緬
や
友
禅
文
様
の
襦
袢
を
着

る
の
が
芸
者
や
一
般
女
性
に
多
く
見
ら
れ
好
ま
れ
て
い
た
。
目
立
た
な
い
色
や
柄
が

主
流
。
大
柄
文
様
は
使
わ
れ
ず
、
小
紋
や
縞
が
中
心
で
あ
っ
た
。
帯
の
色
も
地
味
な

色
が
好
ま
れ
た
が
、
若
い
娘
か
ら
は
派
手
な
文
様
が
好
ま
れ
、
半
四
郎
鹿
の
子
な
ど

が
好
ん
で
使
わ
れ
た
。
後
期
の
服
装
史
に
お
い
て
も
歌
舞
伎
と
は
切
り
離
せ
な
い
程

影
響
を
受
け
て
お
り
流
行
に
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

　こ
こ
ま
で
で
、『
江
戸
服
飾
史
』
を
参
考
に
時
代
背
景
に
つ
い
て
の
概
観
は
一
応

終
了
す
る
。

　こ
の
よ
う
に
江
戸
の
服
装
史
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
多
く
の
流
行
が
あ
り
、
当
時

の
生
活
か
ら
く
る
不
安
や
、
安
心
な
ど
感
情
が
服
装
に
影
響
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ

の
時
々
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
流
行
が
生
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
こ
の
時

代
の
流
行
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
、
芸
者
や
遊
女
、
歌
舞
伎
役
者
が
深
く
関
わ
り

あ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
の
流
行
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
変
興
味
深

く
感
じ
た
点
で
あ
る
。

二
、
幾
何
学
模
様
、
麻
の
葉

二
‐
一
麻
の
葉
文
様
の
広
ま
り

　麻
の
葉
文
様
は
江
戸
の
流
行
文
様

の
一
つ
で
あ
る
が
、
文
様
自
体
の
歴
史

は
大
変
古
く
、『
文
様
の
事
典
』（2
）、『
江

戸
文
様
こ
よ
み
』（3
）

な
ど
に
よ
れ
ば
、

日
本
で
は
平
安
・
鎌
倉
時
代
か
ら
用

い
ら
れ
、
仏
像
、
仏
画
、
建
築
や
染

織
物
、
漆
喰
な
ど
様
々
な
用
途
で
使

わ
れ
て
き
た
文
様
で
あ
る
。
こ
の
文

様
は
、
正
六
角
形
を
基
礎
と
し
て
構

成
し
た
幾
何
学
的
文
様
の
こ
と
を
指

し
、
大
麻
の
葉
に
似
て
い
る
こ
と
か

ら
こ
の
名
が
付
け
ら
れ
た
が
、
初
め

か
ら
大
麻
を
モ
チ
ー
フ
に
作
ら
れ
た

文
様
で
は
な
く
、
麻
の
葉
文
様
が
出
来
た
後
に
こ
の
文
様
が
大
麻
の
葉
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
麻
の
葉
文
様
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
よ
う
に
文
様
自
体
の
歴

史
は
古
い
こ
と
が
分
か
る
。

　ま
た
こ
の
文
様
は
、
神
道
と
の
関
わ
り
が
あ
り
、
こ
の
文
様
を
神
紋
と
す
る
神
社

が
存
在
す
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る
。
麻
の
葉
文
様
が
衣
服
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の

は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
、
着
物
だ
け
で
は
な
く
、
襦
袢
や
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、
袋
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は
じ
め
に

　江
戸
時
代
は
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
、
浮
世
絵
、
な
ど
の
非
常
に
鮮
や
か
で
創
造
的
な

芸
術
文
化
が
発
達
し
た
時
代
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
が
少
な
か
ら
ず
影
響
し
、
女
性

の
服
装
に
も
影
響
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
江
戸
時
代
に
入
り
小
袖
が
流
行
っ
た
こ
と

に
よ
り
、着
物
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
着
物
に
は
様
々
な
文
様
が
存
在
す
る
が
、

季
節
や
環
境
に
よ
っ
て
、
好
ま
れ
る
文
様
な
ど
が
あ
り
こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
し
て

広
ま
り
、
流
行
し
て
い
っ
た
の
か
。
ま
た
は
ど
ん
な
風
俗
的
影
響
が
み
ら
れ
る
か
を

本
稿
で
追
及
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
今
回
は
多
く
の
文
様
の
中
か
ら「
麻
の
葉
文
様
」

を
特
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
　

　ま
た
、
今
回
の
研
究
で
は
奥
村
萬
亀
子
氏
の
「
衣
服
文
様
に
つ
い
て
の
歴
史
的

考
察—

—

麻
の
葉
文
に
つ
い
て—

—

」（
京
都
府
立
大
学 

学
術
報
告
「
人
文
」
第

二
十
二
号
昭
和
四
十
五
年
刊
）
を
参
考
に
研
究
し
て
い
く
。

一
、
江
戸
の
服
装
史

　は
じ
め
に
、
江
戸
時
代
の
一
般
的
な
服
装
に
つ
い
て
知
る
必
要
が
あ
る
。『
江
戸

服
飾
史
』 （

1
）

と
い
う
本
を
参
考
に
時
代
別
の
傾
向
を
整
理
し
て
お
く
。

　幕
府
の
方
針
な
ど
に
よ
っ
て
衣
服
や
住
居
な
ど
に
法
令
が
定
め
ら
れ
て
い
た
た

め
、
様
々
な
制
限
が
さ
れ
て
い
た
が
、
違
反
し
た
場
合
の
処
罰
は
さ
ほ
ど
影
響
を
与

え
る
重
い
も
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
反
動
で
以
前
に
ま
し
て
豪
華
に
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
の
時
代
こ
の
よ
う
な
風
俗
規
制
は
ほ
ぼ
無
意
味
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
　

　こ
の
よ
う
に
町
人
が
力
を
つ
け
町
人
文
化
を
確
立
し
た
た
め
に
江
戸
時
代
の
服
飾

は
町
人
を
基
準
と
す
る
形
態
が
出
来
上
が
る
。
ま
た
、
町
人
の
間
に
は
階
級
的
差
別

が
な
か
っ
た
た
め
、
身
分
的
な
服
装
の
差
別
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
様
式

に
は
そ
の
時
々
の
流
行
を
取
り
入
れ
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
身
分

関
係
上
で
の
服
装
の
差
別
が
な
か
っ
た
こ
と
が
江
戸
の
服
飾
風
俗
の
発
展
に
大
き
く

影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
差
別
が
な
か
っ
た
事
や
、
仕
事
の
際
に
決

ま
っ
た
服
装
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
決
め
事
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
日
常
生

活
に
快
適
で
不
自
由
の
な
い
服
装
を
好
む
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
小
袖

形
式
が
服
装
の
基
礎
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
を
も
と
に
改
善
さ
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
は
一
般
的
な
商
家
に
基
づ
く
も
の
で
、
一
部
の
職
業

な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
に
見
合
っ
た
作
業
服
が
発
達
し
た
。
ま
た
江
戸
時
代
か

ら
「
小
袖
」
は
現
代
の
「
き
も
の
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　こ
こ
か
ら
は
江
戸
時
代
を
大
き
く
三
つ
に
分
け
考
察
す
る
。

江
戸
前
期

　服
装
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
室
町
時
代
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
た
。

服
装
の
特
徴
と
し
て
、
武
張
っ
た
も
の
や
、
奇
抜
な
も
の
が
好
ま
れ
、
文
様
な
ど
も

華
麗
で
大
柄
の
も
の
が
流
行
し
た
。
好
ま
れ
た
文
様
は
、
幾
何
学
模
様
、
雨
・
雪
・

電
光
な
ど
の
天
象
、
鳥
獣
・
草
木
・
花
卉
な
ど
の
生
物
、
建
築
物
・
調
度
品
・
小
道

具
な
ど
の
人
工
物
、
文
字
な
ど
を
取
り
入
れ
た
文
様
で
あ
る
。
文
様
の
取
り
入
れ
方

と
し
て
は
、
総
模
様
、
右
肩
、
右
裾
を
結
ぶ
上
部
だ
け
の
も
の
な
ど
、
そ
の
時
々
の

流
行
が
、
自
由
に
配
置
さ
れ
て
い
た
。
文
様
の
大
き
さ
も
様
々
で
、
寛
文
ご
ろ
に
は

直
径
一
尺
余
の
丸
文
様
が
好
ま
れ
、
大
胆
で
豪
華
で
あ
っ
た
が
、
元
禄
か
ら
は
小
型

に
な
り
、
友
禅
文
様
な
ど
大
柄
で
あ
っ
て
も
繊
細
で
優
美
に
な
っ
た
。
ま
た
歌
舞
伎

役
者
か
ら
広
ま
っ
た
「
小
太
夫
鹿
子
」、「
千
弥
染
」
な
ど
も
流
行
す
る
。
前
期
の
服
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装
に
は
町
人
の
生
活
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

江
戸
中
期

　繊
細
な
美
し
さ
を
現
し
始
め
た
の
が
中
期
の
特
色
。
中
期
の
服
飾
は
町
人
の
気
の

ゆ
る
み
か
ら
く
る
消
費
的
生
活
の
影
響
か
ら
精
巧
華
麗
優
婉
な
趣
味
に
彩
ら
れ
た
。

女
性
の
振
袖
の
丈
は
長
く
な
り
、
角
袖
が
流
行
す
る
。
ま
た
文
様
は
大
柄
が
す
た
れ

吉
宗
の
倹
約
政
治
の
影
響
か
ら
か
見
か
け
は
地
味
だ
が
、
実
は
贅
沢
な
も
の
が
好
ま

れ
た
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
小
紋
が
大
流
行
し
、
縞
織
物
が
喜
ば
れ
た
。
ま
た
男
は

鶯
色
、
女
は
鶸
茶
（
黄
み
が
強
い
茶
色
）
や
路
考
茶
（
黄
茶
色
に
や
や
赤
黒
み
を
帯

び
た
色
）
な
ど
の
渋
い
色
が
好
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
も
倹
約
政
治
の
影
響
か
ら
く
る
現

象
で
あ
る
。
縞
物
と
し
て
八
丈
縞
が
大
流
行
し
、
様
々
な
縞
文
様
が
で
き
る
。
中
で

も
、
キ
シ
縞
が
大
流
行
す
る
。
ほ
か
に
は
、
仲
蔵
縞
は
流
行
の
中
で
生
ま
れ
、
歌
舞

伎
の
人
気
役
者
で
あ
っ
た
中
村
仲
蔵
の
舞
台
姿
か
ら
流
行
し
て
い
く
。
少
し
後
に
は

松
本
幸
四
郎
が
着
た
高
麗
屋
縞
、
市
川
団
十
郎
の
三
筋
縞
な
ど
数
々
の
格
子
縞
が
芝

居
か
ら
流
行
す
る
。
ま
た
小
紋
で
も
歌
舞
伎
か
ら
「
亀
蔵
小
紋
」、「
市
松
小
紋
」
が

流
行
し
た
。
中
期
の
服
装
は
染
物
や
染
色
、
文
様
ま
で
、
歌
舞
伎
か
ら
流
行
し
た
も

の
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
が
う
か
が
え
る
。

江
戸
後
期

　文
化
の
集
大
成
が
特
色
。
町
芸
者
や
遊
女
、
歌
舞
伎
役
者
か
ら
多
く
の
流
行
が
発

信
さ
れ
た
。
文
化
中
ご
ろ
、
夏
は
黒く

ろ

繻じ
ゅ

子す

の
帯
が
流
行
し
、
派
手
好
み
の
女
は
白
地

の
ゆ
か
た
に
紅も

絹み

ま
た
は
緋ひ

縮ぢ
り

緬め
ん

の
裏
襟
を
か
け
、
わ
ざ
と
襟
を
裏
返
っ
た
よ
う
に

引
き
返
し
着
る
着
方
が
好
ま
れ
た
。
夏
冬
通
じ
て
伊
予
染
め
、
鹿
の
子
が
流
行
し
、

路
考
茶
染
が
好
ま
れ
た
。
町
芸
者
の
贅
沢
な
普
段
着
が
市
民
に
刺
激
を
与
え
、
贅
沢

な
衣
料
を
平
常
服
に
使
用
す
る
の
が
流
行
す
る
。
緋
縮
緬
や
友
禅
文
様
の
襦
袢
を
着

る
の
が
芸
者
や
一
般
女
性
に
多
く
見
ら
れ
好
ま
れ
て
い
た
。
目
立
た
な
い
色
や
柄
が

主
流
。
大
柄
文
様
は
使
わ
れ
ず
、
小
紋
や
縞
が
中
心
で
あ
っ
た
。
帯
の
色
も
地
味
な

色
が
好
ま
れ
た
が
、
若
い
娘
か
ら
は
派
手
な
文
様
が
好
ま
れ
、
半
四
郎
鹿
の
子
な
ど

が
好
ん
で
使
わ
れ
た
。
後
期
の
服
装
史
に
お
い
て
も
歌
舞
伎
と
は
切
り
離
せ
な
い
程

影
響
を
受
け
て
お
り
流
行
に
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

　こ
こ
ま
で
で
、『
江
戸
服
飾
史
』
を
参
考
に
時
代
背
景
に
つ
い
て
の
概
観
は
一
応

終
了
す
る
。

　こ
の
よ
う
に
江
戸
の
服
装
史
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
多
く
の
流
行
が
あ
り
、
当
時

の
生
活
か
ら
く
る
不
安
や
、
安
心
な
ど
感
情
が
服
装
に
影
響
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ

の
時
々
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
流
行
が
生
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
こ
の
時

代
の
流
行
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
、
芸
者
や
遊
女
、
歌
舞
伎
役
者
が
深
く
関
わ
り

あ
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
の
流
行
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
変
興
味
深

く
感
じ
た
点
で
あ
る
。

二
、
幾
何
学
模
様
、
麻
の
葉

二
‐
一
麻
の
葉
文
様
の
広
ま
り

　麻
の
葉
文
様
は
江
戸
の
流
行
文
様

の
一
つ
で
あ
る
が
、
文
様
自
体
の
歴
史

は
大
変
古
く
、『
文
様
の
事
典
』（2
）、『
江

戸
文
様
こ
よ
み
』（3
）

な
ど
に
よ
れ
ば
、

日
本
で
は
平
安
・
鎌
倉
時
代
か
ら
用

い
ら
れ
、
仏
像
、
仏
画
、
建
築
や
染

織
物
、
漆
喰
な
ど
様
々
な
用
途
で
使

わ
れ
て
き
た
文
様
で
あ
る
。
こ
の
文

様
は
、
正
六
角
形
を
基
礎
と
し
て
構

成
し
た
幾
何
学
的
文
様
の
こ
と
を
指

し
、
大
麻
の
葉
に
似
て
い
る
こ
と
か

ら
こ
の
名
が
付
け
ら
れ
た
が
、
初
め

か
ら
大
麻
を
モ
チ
ー
フ
に
作
ら
れ
た

文
様
で
は
な
く
、
麻
の
葉
文
様
が
出
来
た
後
に
こ
の
文
様
が
大
麻
の
葉
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
麻
の
葉
文
様
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
よ
う
に
文
様
自
体
の
歴

史
は
古
い
こ
と
が
分
か
る
。

　ま
た
こ
の
文
様
は
、
神
道
と
の
関
わ
り
が
あ
り
、
こ
の
文
様
を
神
紋
と
す
る
神
社

が
存
在
す
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る
。
麻
の
葉
文
様
が
衣
服
に
取
り
入
れ
ら
れ
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の

は
、
江
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に
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ら
で
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着
物
だ
け
で
は
な
く
、
襦
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帯
、
袋
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、
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流
行
を
取
り
入
れ
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
身
分

関
係
上
で
の
服
装
の
差
別
が
な
か
っ
た
こ
と
が
江
戸
の
服
飾
風
俗
の
発
展
に
大
き
く

影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
差
別
が
な
か
っ
た
事
や
、
仕
事
の
際
に
決

ま
っ
た
服
装
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
決
め
事
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
日
常
生

活
に
快
適
で
不
自
由
の
な
い
服
装
を
好
む
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
小
袖

形
式
が
服
装
の
基
礎
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
を
も
と
に
改
善
さ
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
は
一
般
的
な
商
家
に
基
づ
く
も
の
で
、
一
部
の
職
業

な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
に
見
合
っ
た
作
業
服
が
発
達
し
た
。
ま
た
江
戸
時
代
か

ら
「
小
袖
」
は
現
代
の
「
き
も
の
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　こ
こ
か
ら
は
江
戸
時
代
を
大
き
く
三
つ
に
分
け
考
察
す
る
。

江
戸
前
期

　服
装
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
室
町
時
代
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
た
。

服
装
の
特
徴
と
し
て
、
武
張
っ
た
も
の
や
、
奇
抜
な
も
の
が
好
ま
れ
、
文
様
な
ど
も

華
麗
で
大
柄
の
も
の
が
流
行
し
た
。
好
ま
れ
た
文
様
は
、
幾
何
学
模
様
、
雨
・
雪
・

電
光
な
ど
の
天
象
、
鳥
獣
・
草
木
・
花
卉
な
ど
の
生
物
、
建
築
物
・
調
度
品
・
小
道

具
な
ど
の
人
工
物
、
文
字
な
ど
を
取
り
入
れ
た
文
様
で
あ
る
。
文
様
の
取
り
入
れ
方

と
し
て
は
、
総
模
様
、
右
肩
、
右
裾
を
結
ぶ
上
部
だ
け
の
も
の
な
ど
、
そ
の
時
々
の

流
行
が
、
自
由
に
配
置
さ
れ
て
い
た
。
文
様
の
大
き
さ
も
様
々
で
、
寛
文
ご
ろ
に
は

直
径
一
尺
余
の
丸
文
様
が
好
ま
れ
、
大
胆
で
豪
華
で
あ
っ
た
が
、
元
禄
か
ら
は
小
型

に
な
り
、
友
禅
文
様
な
ど
大
柄
で
あ
っ
て
も
繊
細
で
優
美
に
な
っ
た
。
ま
た
歌
舞
伎

役
者
か
ら
広
ま
っ
た
「
小
太
夫
鹿
子
」、「
千
弥
染
」
な
ど
も
流
行
す
る
。
前
期
の
服
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