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は
じ
め
に

注
染
と
は
主
に
手
拭
、
浴
衣
地
を
染
め
る
の
に
用
い
ら
れ
る
日
本
特
有
の
型
染

め
技
法
で
あ
り
、
防
染
糊
を
型
置
き
し
た
生
地
の
上
か
ら
文
字
通
り
染
料
を
注
い

で
染
め
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
技
法
は
手
拭
染
め
か
ら
発
し
、
浴
衣
へ
の
応

用
は
明
治
時
代
後
期
に
大
阪
で
本
格
化
し
は
じ
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
事
情
か
ら
注
染
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く
浴
衣
染
め
技
法
で
あ
る
長
板
中

形
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
型
紙
を
用
い
て
防
染
糊
を
生
地
の
両
面
に
置
き

文
様
を
染
め
る
点
で
は
両
者
は
共
通
す
る
が
、
型
置
き
と
染
め
の
方
法
は
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
。
長
板
中
形
で
は
長
板
の
上
に
貼
り
広
げ
た
生
地
の
端
か
ら
端
ま

で
隙
間
な
く
型
紙
を
送
り
な
が
ら
防
染
糊
を
置
き
、
裏
面
に
も
同
様
に
糊
置
き
し

て
か
ら
染
料
に
浸
染
す
る
（
ま
た
は
引
き
染
め
す
る
）。
こ
れ
に
対
し
、
注
染
で

は
生
地
を
屏
風
だ
た
み
に
し
な
が
ら
表
裏
両
面
同
時
に
型
付
け
し
、
そ
の
状
態
で

染
料
を
注
ぎ
染
め
る
。
な
お
こ
の
技
法
は
明
治
か
ら
昭
和
前
期
に
は
「
注
込
染

（
つ
ぎ
こ

み
ぞ
め

）」「
注
染
（
つ
ぎ
ぞ
め
／

ち
ゅ
う
せ
ん

）」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
一
九
四
二
年
企
業
整
備
令
施
行

に
伴
い
「
注
染
」
の
語
が
あ
て
ら
れ
た1

。

注
染
の
型
付
け
と
染
め
工
程
の
参
考
と
し
て
一
九
一
三
年
、
大
正
二
年
の
雑
誌

に
掲
載
さ
れ
た
東
京
神
田
区
東
福
田
町
の
中
寅
商
店
染
工
場
の
手
拭
染
め
取
材
記

事2

の
写
真
を
示
し
、
も
う
少
し

詳
し
く
確
認
し
て
お
く
。【
型

置
き　

図
１
右
】
生
地
の
一
端

を
台
の
上
に
広
げ
、
木
枠
に
固

定
し
た
型
紙
を
そ
の
上
に
お
ろ

し
て
ヘ
ラ
で
防
染
糊
を
置
く
。

型
紙
を
上
げ
、
ま
だ
糊
の
つ
い

て
い
な
い
側
の
生
地
を
糊
置
き

し
た
部
分
の
上
に
折
り
返
す
。

そ
の
上
に
再
び
型
紙
を
お
ろ

し
、
糊
を
置
く
。
こ
れ
を
繰
り

返
す
と
生
地
が
屏
風
だ
た
み
と

な
り
自
ず
と
両
面
に
型
付
け
さ

れ
る
。【
染
め　

図
１
中
】
型

付
け
後
の
屏
風
だ
た
み
状
の
生

地
に
糊
が
崩
れ
な
い
よ
う
鋸
屑

江
戸
東
京
の
誂
え
手
拭
の
文
化
と
﹁
注つ
ぎ
こ
み込
み
﹂
染
め
の
登
場

―
一
九
世
紀
前
中
期
に
お
け
る
初
期
注
染
技
法
と
そ
の
背
景
―

大
久
保
　
尚
子

図 1　中寅商店染工場における注染『実業の日本』16（20）所載
右：白木綿に型置きする　中：型置の上に藍を流す
左：流した藍を喞筒で滲透させる
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等
を
付
け
、
注
込
台
（
注
染
台
）
に
載
せ
る
。
意
匠
に
よ
り
、
染
料
が
不
要
な
部

分
に
流
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
必
要
箇
所
に
筒
紙
で
糊
を
絞
り
出
し
糊
の
土
手
を

作
っ
て
お
き
、
細
い
注
ぎ
口
の
つ
い
た
器
具
（
薬
缶
等
と
呼
ば
れ
る
）
に
入
れ
た

染
料
を
上
か
ら
注
ぐ
。
染
め
方
の
種
別
に
は
「
白
地
一
色
」（
白
地
を
多
く
残
し

一
色
で
意
匠
を
示
す
）、「
地
染
ま
り
一
色
」（
地
を
多
く
染
め
一
部
を
白
く
残
し

意
匠
を
示
す
）
の
ほ
か
、
上
か
ら
染
料
を
注
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
「
ぼ

か
し
」（
境
目
を
つ
け
ず
に
色
調
に
濃
淡
を
つ
け
た
り
別
色
を
重
ね
合
わ
せ
た
り

す
る
技
法
）
や
「
差
し
分
け
」（
一
枚
の
型
の
中
で
複
数
色
を
注
ぎ
分
け
、
染
め

分
け
る
技
法
）
が
注
染
技
法
の
特
徴
で
あ
る
。
二
枚
以
上
の
型
を
使
い
、
一
度
染

め
た
上
に
型
付
け
し
て
染
め
る
「
細
川
」
と
呼
ば
れ
る
技
法
も
行
わ
れ
る
。
な
お

染
料
を
注
ぐ
際
、
か
つ
て
は
鞴
で
空
気
を
吹
き
込
ん
で
い
た
が
（
図
１
左
）、
昭

和
初
期
頃
に
東
京
で
真
空
装
置
を
用
い
注
染
台
の
下
か
ら
染
液
を
吸
引
す
る
技
術

が
開
発
さ
れ3

、
今
日
に
続
い
て
い
る
。
大
正
二
年
の
雑
誌
に
紹
介
さ
れ
た
中
虎
商

店
染
工
場
手
拭
染
工
程
は
、
鞴
の
使
用
、
ま
た
防
染
糊
の
材
料
等
の
違
い
を
除
け

ば
、
基
本
的
に
は
今
日
と
同
様
の
方
法
で
あ
る
。

注
染
は
、
職
人
の
手
技
を
主
体
と
し
な
が
ら
、
効
率
よ
く
染
め
る
た
め
に
鞴
や

吸
液
装
置
を
導
入
す
る
な
ど
、
手
仕
事
と
近
代
工
業
の
両
方
の
性
格
を
併
せ
持
ち

今
日
ま
で
続
い
て
い
る
点
で
も
興
味
深
い
技
法
で
あ
る
。
長
板
中
形
が
一
九
五
五

年
に
国
の
重
要
無
形
文
化
財
指
定
を
受
け
、
歴
史
上
、
芸
術
上
価
値
の
高
い
工
芸

染
織
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
注
染
は
各
自
治
体
の
伝
統
的
工

芸
品
指
定
を
受
け
な
が
ら4

、
よ
り
身
近
な
商
品
を
加
工
す
る
技
術
と
し
て
の
位
置

を
保
っ
て
き
た
。
近
年
で
は
市
場
の
縮
小
傾
向
を
背
景
に
職
人
、
染
工
場
も
減
少

が
進
む
中
、
二
〇
一
九
年
に
は
大
阪
府
堺
市
、
柏
原
市
の
注
染
が
経
産
省
の
伝
統

的
工
芸
品
指
定
を
受
け
る
な
ど
の
動
き
も
あ
り
、
注
染
に
よ
る
も
の
作
り
の
歴
史

展
開
と
そ
の
背
景
を
振
り
返
り
、
こ
の
技
法
の
特
性
を
改
め
て
捉
え
な
お
す
べ
き

時
期
に
来
て
い
る
。

従
来
、
注
染
の
歴
史
に
つ
い
て
各
地
の
地
域
産
業
と
し
て
の
注
染
染
色
業
の
展

開
を
述
べ
た
例
は
あ
る
が5

、
意
匠
や
受
容
の
在
り
方
を
含
め
た
総
合
的
な
検
討
は

進
ん
で
い
な
い
。
注
染
技
法
の
成
立
に
関
し
て
は
、
京
都
の
太
物
問
屋
細
辻
家
で

調
査
を
行
っ
て
い
た
江
馬
務
氏
が
「
手
拭
の
歴
史
」（
一
九
二
六
年6

）
で
執
筆
当

時
の
染
法
を
述
べ
る
中
で
「
模
様
手
拭
は
注
込
染
吹
込
方
法
に
よ
る
の
で
あ
る
。

則
ち
型
紙
を
作
っ
て
之
に
糊
一
貝
粉
、
糠
が
交
じ
っ
た
の
を
つ
け
染
料
を
注
ぎ
、

一
度
に
三
十
枚
位
重
ね
て
染
め
る
。
明
治
二
十
年
頃
か
ら
友
禅
の
方
法
が
こ
れ
に

改
り
、
廿
六
年
頃
か
ら
ア
ニ
リ
ン
色
素
を
使
用
す
る
に
至
つ
た
」
と
述
べ
て
い
る

の
が
研
究
者
に
よ
る
言
及
の
早
い
例
で
あ
る
。
そ
の
後
、
近
江
晴
子
氏
に
よ
っ

て
、
前
掲
の
江
馬
氏
の
記
述
か
ら
明
治
二
〇
年
頃
手
拭
は
一
般
的
に
注
染
で
染
め

ら
れ
て
い
た
と
す
る
解
釈
と
、
明
治
三
六
年
の
内
国
勧
業
博
覧
会
に
大
阪
の
会
社

が
注
染
技
法
に
よ
る
浴
衣
地
を
出
品
し
た
記
録
に
基
づ
き
明
治
三
六
年
に
注
染
の

浴
衣
染
へ
の
応
用
が
大
阪
の
業
者
に
よ
り
開
発
さ
れ
た
事
実
が
示
さ
れ
た
（「
大

阪
に
お
け
る
手
拭
染
（
注
染
）
の
あ
ゆ
み
」
一
九
八
四
年7

）。
以
降
、
注
染
技
法

成
立
の
、
特
に
初
期
段
階
に
つ
い
て
は
実
質
的
に
新
た
な
知
見
が
示
さ
れ
て
い
な

い
。
ま
た
大
阪
の
注
染
に
関
す
る
調
査
に
は
蓄
積
が
あ
る
の
に
比
し
て
、
大
阪
と

並
び
今
日
に
も
続
く
主
要
産
地
で
あ
る
東
京
に
関
し
て
は
研
究
が
乏
し
い
。
業
界

関
係
者
の
叙
述
に
も
大
阪
で
先
行
し
て
い
た
浴
衣
地
を
染
め
る
た
め
の
注
染
技
術

を
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
導
入
し
た
件
は
み
え
る8

が
、
既
に
定
着
し
て
い
た
は
ず

の
東
京
に
お
け
る
手
拭
染
め
と
し
て
の
注
染
技
法
の
歴
史
に
関
す
る
言
及
は
み
ら

れ
な
い
。

一
方
で
、
江
戸
時
代
後
期
に
遡
れ
ば
、
天
明
初
年
に
は
江
戸
の
趣
味
人
た
ち
に
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よ
っ
て
手
拭
や
浴
衣
の
意
匠
創
案
を
楽
し
む
手
拭
合
、
浴
衣
合
が
行
わ
れ
て
お

り
、
そ
の
後
も
江
戸
の
型
染
め
浴
衣
や
手
拭
に
は
戯
作
や
浮
世
絵
の
表
現
と
も
連

動
す
る
意
匠
創
案
の
文
化
が
色
濃
く
発
揮
さ
れ
て
き
た
。
染
め
技
法
の
展
開
は
、

本
来
、
意
匠
へ
の
要
求
と
連
動
す
る
。
近
代
の
注
染
技
法
の
展
開
に
つ
い
て
も
、

意
匠
創
案
、
受
容
の
在
り
方
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
、
幕
末
期
か
ら
の
継
承
と

変
容
を
辿
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
本
稿
で
は
江

戸
東
京
の
手
拭
に
お
け
る
注
染
技
法
成
立
の
初
期
段
階
と
そ
の
背
景
に
あ
る
手
拭

文
化
の
特
質
と
ら
え
る
こ
と
を
試
み
る
。

具
体
的
に
は
、
明
治
期
東
京
の
手
拭
文
化
に
つ
い
て
幕
末
期
と
の
連
続
性
を
含

め
総
合
的
に
述
べ
た
『
都
の
華
』
40
号
所
載
「
手
拭
の
話
し
」
と
い
う
記
事
を
と

り
あ
げ
、
そ
の
中
に
に
み
え
る
、
江
戸
時
代
後
期
の
江
戸
深
川
の
紺
屋
で
「
注
込

み
」
染
め
に
よ
る
手
拭
染
め
技
法
が
編
み
出
さ
れ
た
、
と
い
う
記
述
に
注
目
す

る
。
江
戸
後
期
の
資
料
に
遡
り
、
こ
れ
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
手
拭
染
色
全
般

の
状
況
、
江
戸
に
特
徴
的
な
誂
え
手
拭
の
文
化
と
そ
の
意
匠
傾
向
の
両
面
か
ら
、

江
戸
で
の
「
注
込
み
」
染
め
登
場
の
背
景
を
考
え
る
。

一
、「
手
拭
の
話
し
」
に
み
る
江
戸
の
「
注
込
み
」
染
め
と
東
京
の
手
拭
文
化

明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
一
一
月
二
三
日
発
行
、
東
京
の
地
方
紙
、
都
新
聞

の
付
録
雑
誌
『
都
の
華
』
40
号
に
は
「
手
拭
の
話
し
」
と
題
し
た
無
記
名
記
事
が

お
よ
そ
二
頁
半
に
わ
た
り
掲
載
さ
れ
て
い
る9

。
こ
の
記
事
は
幕
末
の
江
戸
か
ら
引

き
継
が
れ
だ
明
治
期
東
京
の
手
拭
文
化
を
捉
え
る
上
で
も
、
注
染
技
法
の
成
立
を

考
え
る
上
で
も
重
要
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
ま
ず
こ
の
記
事
の
概
要
を
確
認

し
、
特
に
注
目
さ
れ
る
江
戸
に
お
け
る
「
注
込
み
」
染
め
技
法
登
場
に
つ
い
て
具

体
的
に
検
討
す
る
手
が
か
り
を
得
た
い
。
あ
わ
せ
て
江
戸
に
お
け
る
「
注
込
み
」

染
め
登
場
の
背
景
と
し
て
注
目
す
べ
き
、
江
戸
東
京
の
手
拭
文
化
の
注
目
点
を
洗

い
出
し
て
み
た
い
。

「
手
拭
の
話
し
」
で
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
事
項
を
話
題
と
し
て
い
る
。

・
手
拭
の
用
途　

※
服
飾
用
途
、
贈
答
、
披
露
目
の
配
り
物
に
わ
た
り
言
及
。

・ 

地
質　

※
最
上
は
伊
勢
と
真
岡
、
次
は
尾
張
産
と
伯
州
、
雲
州
、
播
州
の
姫
路

他
。

・
種
類　

※
東
京
手
拭
、
有
松
絞
、
堂
島
手
拭
を
あ
げ
る
。

・
染
方　

※
「
注
込
み
」
染
め
の
件
を
含
む
。

・
染
の
下
絵　

※
幕
末
明
治
の
江
戸
東
京
で
手
拭
下
絵
に
定
評
の
あ
っ
た
絵
師
。

・
手
拭
合
せ　

※
幕
末
期
に
発
足
し
た
手
拭
合
に
つ
い
て
。

・ 

手
拭
の
冠
方　

※
冠
り
方
に
粋
不
粋
あ
り
。
東
京
で
は
昨
今
は
手
拭
冠
流
行
ら

ず
。

・
染
色　

※
染
技
法
に
か
か
わ
る
用
語
、
定
番
意
匠
な
ど
。

な
お
、
日
本
初
の
西
欧
式
百
科
事
典
と
さ
れ
る
『
日
本
社
会
事
彙
』（
初
版
明

治
二
三
、二
四
年
一
八
九
〇
、九
一
）
の
「
テ
ノ
ゴ
ヒ
」
の
項
で
は
、
明
治
三
五
年

の
改
定
増
補
版
下
巻
で
、
こ
の
記
事
の
ほ
ぼ
全
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る10

。「
手
拭

の
話
し
」
は
明
治
期
の
手
拭
に
関
す
る
資
料
と
し
て
従
来
も
認
知
さ
れ
て
い
た
と

み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
お
ら
ず
、
特
に
注
染
技
法
形
成
に

か
か
わ
る
と
み
ら
れ
る
「
注
込
み
」
染
め
技
法
に
関
す
る
箇
所
は
な
ぜ
か
等
閑
視

さ
れ
て
き
た
。

ま
ず
「
染
方
」
の
項
、「
注
込
み
」
染
め
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
の
原
文
を
引

用
す
る
（
文
中
番
号
は
内
容
確
認
の
た
め
筆
者
が
追
加
し
た
）。

 

旧
時
は
浅
黄
地
へ
白
く
文
字
又
ハ
模
様
を
染
抜
く
ば
か
り
な
り
し
が
、
其
後

ハ
白
地
へ
浅
黄
又
ハ
濃
き
藍
紺
に
て
染
め
出
す
こ
と
と
な
れ
り
①
、
其
染
出
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し
を
す
る
に
ハ
惣
地
へ
粘
を
附
て
藍
瓶
に
て
染
る
よ
り
手
段
な
く
②
、
且
つ

文
化
の
初
め
ま
で
ハ
今
日
の
如
く
手
拭
染
業
の
専
門
な
く
、
普
通
の
染
物
屋

に
て
染
め
た
る
も
の
な
る
が
③
就
中
深
川
仲
町
辺
に
京
屋
と
い
ふ
染
物
屋
あ

り
て
此
の
家
に
て
重
に
染
た
り
④

 

▲
其
の
染
方　

ハ
前
に
も
記
し
ゝ
如
く
惣
体
に
粘
を
附
け
て
染
む
る
事
な
れ

バ
、
非
常
に
手
数
の
か
ゝ
り
し
を
⑤
、
京
屋
の
老
母
が
試
み
に
其
の
手
数
を

省
き
て
見
ん
も
の
と
、
其
の
染
抜
ん
と
す
る
模
様
の
回
り
に
ば
か
り
粘
を
附

て
、
染
瓶
の
藍
を
出
瓶
に
汲
取
り
て
模
様
の
所
へ
注
込
み
て
見
た
る
に
⑥
、

始
め
の
内
ハ
思
は
し
か
ら
ざ
り
し
が
、
追
々
工
夫
を
凝
し
た
る
結
果
、
今
日

の
如
く
巧
に
染
る
事
を
得
る
や
う
に
な
り
し
な
り
⑦
、
明
治
十
一
二
年
の
こ

ろ
ま
で
此
の
京
屋
の
子
孫
が
鼈
甲
屋
と
な
り
て
仲
町
附
近
に
居
た
り
と
聞
き

し
が
⑧
、
今
ハ
在
り
や
、
否
や
を
知
ら
ず

 

又
大
坂
に
て
ハ
此
上
に
工
夫
を
な
し
て
吹
子
と
い
ふ
も
の
を
使
ひ
て
二
三
十

枚
重
ね
て
置
て
藍
の
深
く
抜
け
る
や
う
に
な
し
た
り
⑨
、
東
京
に
て
ハ
此
の

吹
子
の
法
を
安
物
に
の
み
用
ゐ
し
が
、
現
今
ハ
皆
此
の
法
を
用
ゐ
る
事
と
な

れ
り
⑩

検
討
を
加
え
な
が
ら
引
用
の
内
容
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
①
②
⑤
…
「
注
込
み
」
染
め
が
編
み
出
さ
れ
た
背
景

旧
時
手
拭
は
浅
黄
色
（
薄
い
藍
色
）
地
に
文
字
、
文
様
を
白
く
染
め
残
す
も
の

ば
か
り
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
白
地
に
浅
黄
か
濃
い
藍
紺
で
染
め
る
よ
う
に
な
っ
た

（
①
）、
と
い
う
記
述
か
ら
、
江
戸
で
手
拭
に
地
染
ま
り
の
ほ
か
白
地
が
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、「
注
込
み
」
の
染
方
が
編
み
出
さ
れ
る
に
至
る
背
景

に
あ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
「
注
込
み
」
染
め
は
白
地
染
め
の
手
法
と
し
て
工
夫
さ

れ
た
こ
と
が
汲
み
取
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
従
来
は
型
紙
で
糊
置
き
し
た
生
地
を
藍
瓶
に
浸
し
て
染
め
る
し
か
な

く
、
白
地
が
多
い
と
全
体
に
糊
置
き
が
必
要
で
非
常
に
手
間
が
か
か
る
（
②
、

⑤
）。
こ
れ
は
糊
置
き
の
困
難
さ
の
ほ
か
、
糊
を
多
く
消
費
す
る
こ
と
、
糊
を
落

と
す
に
も
手
間
が
か
か
る
こ
と
な
ど
も
含
意
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

・
③
④
⑧
…
江
戸
の
手
拭
染
め
業
の
状
況
と
京
屋
の
活
動
年
代

文
化
年
間
（
一
八
〇
四
―
一
八
一
八
）
初
年
ま
で
は
（
明
治
期
に
お
け
る
よ
う

に
）
手
拭
染
め
専
門
の
染
物
屋
は
な
く
普
通
の
染
物
屋
で
染
め
た
（
③
）。
な
か

で
も
深
川
仲
町
の
京
屋
で
主
に
染
め
た
（
④
）。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
京
屋
も
本

来
手
拭
専
業
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
手
拭
染
め
が
得
意
な
の
で
仕
事
を
受
け
る
こ

と
が
多
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
受
け
取
れ
る
。
な
お
後
述
す
る
『
武
江
年

表
』
記
事
か
ら
も
、
文
化
初
年
頃
ま
で
の
段
階
で
は
、
京
屋
で
染
め
た
の
は
市
販

用
商
品
で
は
な
く
、
誂
え
染
め
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
③
④
か
ら
京
屋
は
文
化
初
年
頃
に
は
既
に
深
川
仲
町
附
近
で
営
業
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
京
屋
の
子
孫
は
別
業
種
（
鼈
甲
屋
）
と
な
っ
て
明
治

一
一
、二
年
（
一
八
七
八
、九
）
頃
ま
で
深
川
仲
町
附
近
に
い
た
（
⑧
）
と
あ
り
、

「
子
孫
」
と
「
老
母
」
の
世
代
の
隔
た
り
は
不
明
だ
が
、
仮
に
一
世
代
程
と
す
れ

ば
、
一
八
五
〇
年
代
頃
ま
で
は
紺
屋
を
続
け
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

「
注
込
み
」
染
め
確
立
時
期
に
関
し
、
下
限
は
一
八
五
〇
年
代
程
度
ま
で
、
京

屋
で
の
試
み
自
体
の
上
限
は
不
明
確
だ
が
、
江
戸
に
お
け
る
白
地
手
拭
染
め
技
法

と
し
て
確
立
に
至
っ
た
時
期
は
手
拭
染
め
業
が
広
が
り
始
め
た
文
化
年
間
以
降
と

み
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
一
九
世
紀
初
期
か
ら
中
期
ま
で
の
範
囲
と
と
ら
え
ら
れ

る
。・

⑥
⑦
深
川
京
屋
の
老
母
が
編
み
出
し
た
「
注
込
み
」
染
め
の
技
術
の
内
容

「
注
込
み
」
染
め
は
白
地
の
一
部
に
模
様
を
藍
で
染
め
る
た
め
、
染
め
る
模
様
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の
周
り
だ
け
に
糊
を
置
き
、
模
様
の
周
囲
に
藍
を
注
ぐ
方
法
で
あ
る
（
⑥
）。
工

夫
し
た
結
果
、
今
日
（
明
治
三
〇
年
代
）
と
同
様
に
う
ま
く
染
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
⑦
）。

近
代
の
注
染
で
白
地
手
拭
を
染
め
る
際
に
は
、
文
様
の
周
辺
部
の
み
彫
っ
た
型

紙
を
用
い
て
防
染
糊
を
置
き
、
染
め
る
際
に
糊
置
き
し
た
部
分
の
周
囲
に
筒
引
き

し
た
糊
で
土
手
を
作
り
、
そ
の
中
に
染
料
を
注
ぐ
。
右
の
説
明
は
こ
れ
と
一
致
す

る
。
型
紙
に
関
す
る
言
及
は
な
い
が
糊
置
き
は
当
然
型
紙
を
使
用
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。

・
⑨
⑩
生
地
を
重
ね
て
鞴
を
使
う
「
注
込
み
」
染
め
の
技
術

さ
ら
に
大
坂
で
工
夫
し
、
鞴
を
使
い
、
生
地
を
二
三
十
枚
重
ね
て
も
藍
が
深
く

浸
透
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
⑨
）。

手
拭
一
枚
の
長
さ
（
約
九
〇
セ
ン
チ
程
度
）
の
型
紙
で
糊
置
き
し
て
い
く
と
一

反
一
〇
枚
か
ら
一
一
枚
分
と
な
る
。「
二
三
十
枚
重
ね
て
置
」
と
は
屏
風
畳
み
し

型
付
し
た
生
地
を
二
、三
反
分
ず
つ
染
め
る
、
現
在
の
注
染
同
様
の
手
法
を
述
べ

て
い
る
。
ま
た
こ
の
方
法
は
か
つ
て
東
京
で
は
安
物
に
し
か
使
わ
な
か
っ
た

（
⑩
）
と
い
う
言
及
か
ら
二
、三
反
分
重
ね
鞴
を
使
う
方
法
は
量
産
向
き
に
開
発
さ

れ
た
こ
と
、
大
阪
と
違
い
東
京
の
手
拭
染
め
が
量
産
品
中
心
で
は
な
か
っ
た
様
子

が
汲
み
と
れ
る
。

こ
の
記
事
の
伝
え
る
手
拭
の
「
注
込
み
」
染
め
（
注
染
）
技
法
確
立
過
程
は
二

段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
白
地
手
拭
に
藍
で
文
様
を
染
め
る
た
め
の
技
術
と
し

て
文
様
周
辺
の
み
糊
伏
せ
し
て
そ
の
部
分
に
の
み
藍
を
注
ぐ
方
法
が
江
戸
深
川
の

紺
屋
で
一
九
世
紀
前
半
頃
に
編
み
出
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
白
地
手
拭
が
求
め

ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
の
型
付
け
は
生
地
を
屏
風
畳
み
し
な
が
ら

行
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
長
板
の
上
で
生
地
両
面
に
行
っ
た
の
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
一
反
分
、
一
〇
枚
重
ね
程
度
な
ら
両
面
か
ら
藍
を
注
ぎ
鞴
無
し

で
も
染
ま
る
の
で
あ
れ
ば
前
者
と
考
え
ら
れ
る
。
生
地
を
屏
風
畳
み
す
る
方
法
は

既
存
の
板
締
め
技
法
か
ら
容
易
に
発
想
し
得
た
の
で
は
な
い
か
。
後
者
で
あ
れ

ば
、
文
様
毎
に
藍
を
注
い
だ
こ
と
に
な
る
が
、
あ
ま
り
現
実
的
で
は
な
い
。

そ
し
て
白
地
手
拭
の
た
め
の
「
注
込
み
」
染
め
が
確
立
さ
れ
た
後
、
生
地
を
折

り
返
し
な
が
ら
二
三
反
分
続
け
て
型
付
け
し
て
上
か
ら
染
料
を
注
ぎ
鞴
で
吹
き
込

み
な
が
ら
染
め
る
効
率
的
な
方
法
が
、
大
坂
で
開
発
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
方
法
は
明
治
三
三
年
以
前
に
東
京
の
手
拭
染
で
も
標
準
化
し
て
い
た
。

藍
を
上
か
ら
注
ぐ
手
法
が
江
戸
で
編
み
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
江
戸
の
人
び
と
の

手
拭
、
特
に
白
地
手
拭
へ
の
要
求
と
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
江
戸
に
お
け
る

手
拭
文
化
の
特
性
を
考
え
る
手
が
か
り
は
「
手
拭
の
話
し
」
に
も
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。

第
一
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
手
拭
の
用
途
と
し
て
配
り
物
、
贈
答
品
と
し
て
の

例
が
多
く
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

記
事
冒
頭
で
手
拭
の
用
い
方
を
あ
げ
る
の
に
、
か
ぶ
り
物
、
花
見
や
祭
り
、
開

帳
で
の
揃
い
の
手
拭
に
続
け
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 

神
社
仏
閣
の
手
水
鉢
の
奉
納
手
拭
、
こ
れ
ハ
広
告
が
目
的
な
る
ら
ん
、
ま
た

新
玉
の
年
立
か
へ
る
春
の
は
じ
め
の
お
年
玉
、
暑
中
伺
ひ
火
事
見
舞
、
待
合

料
理
屋
開
店
の
前
弘
め
、
俳
優
芸
者
落
語
家
の
名
弘
め
、
花
会
の
金
寄
せ
手

拭
（
略
）
是
等
の
類
も
（
略
）
数
へ
立
て
す
れ
ば
切
り
ハ
な
か
ら
ん
、
安
く

つ
て
重
宝
で
義
理
辞
儀
を
済
せ
る
事
が
出
来
る
ハ
手
拭
に
若
く
ハ
な
か
る
べ

し
挨
拶
、
披
露
目
、
返
礼
な
ど
の
意
図
を
伝
え
る
手
拭
の
使
い
方
に
は
数
え
き
れ

な
い
ほ
ど
の
例
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
範
囲
は
役
者
、
落
語
家
な
ど
芸
能
界
、
待
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合
、
芸
者
な
ど
花
柳
界
、
料
理
屋
、
さ
ら
に
お
年
玉
（
年
始
の
進
物
）、
暑
中
見

舞
、
火
事
見
舞
な
ど
に
至
っ
て
は
、
商
人
は
も
ち
ろ
ん
一
般
人
に
も
及
ぶ
も
の
で

あ
る
。
手
拭
に
関
す
る
従
来
の
研
究
、
概
説
で
は
被
り
物
な
ど
服
飾
小
物
と
し
て

の
用
途
へ
の
言
及
は
多
い
の
に
対
し
、
配
り
物
や
進
物
の
側
面
は
注
目
さ
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
使
途
は
、
手
拭
に
求
め
ら
れ
た
意
匠
を
考
え
る
上
で
重

要
で
あ
る
。

手
拭
を
進
物
と
し
て
使
う
こ
と
自
体
は
東
京
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
明
治

六
年
（
一
八
七
三
）
に
来
日
し
日
本
語
日
本
文
化
を
研
究
し
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に

よ
る
『
日
本
事
物
誌
』「
手
拭
い
」
の
項
（
第
五
版　

明
治
三
五
年
以
降
に
設
け

ら
れ
た
）
で
も
「
手
拭
い
は
、
装
飾
的
で
あ
る
と
同
時
に
種
々
の
役
に
立
つ
の

で
、
良
い
贈
り
物
と
な
る
。
そ
し
て
毎
年
何
千
本
と
い
う
手
拭
い
が
、
ど
の
町
で

も
人
に
贈
ら
れ
る
。11

」
と
、
手
拭
が
進
物
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

た
だ
し
店
で
売
ら
れ
て
い
る
出
来
合
い
の
手
拭
（
仕
入
れ
手
拭
）
を
贈
る
こ
と
は

広
く
一
般
に
行
わ
れ
た
の
に
対
し
、「
手
拭
の
話
し
」
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

主
と
し
て
紋
や
そ
の
他
独
自
意
匠
の
誂
え
染
め
、
あ
る
い
は
送
り
主
の
名
を
染
め

た
名
入
れ
の
手
拭
が
想
定
さ
れ
る
例
で
あ
る
。「
待
合
料
理
屋
開
店
の
前
弘
め
」

（
宣
伝
を
兼
ね
た
挨
拶
）、「
俳
優
芸
者
落
語
家
の
名
弘
め
」（
襲
名
や
落
語
家
の
昇

進
、
芸
者
の
挨
拶
）
の
配
り
物
は
、
披
露
目
と
い
う
性
格
上
、
贈
り
主
を
示
す
意

匠
が
必
要
で
あ
り
、
誂
え
染
め
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
名
入
れ
で
調
整
さ
れ

る
。「

年
玉
」
の
手
拭
は
、
明
治
三
四
年
一
月
『
風
俗
画
報
』
二
二
四
号
「
現
今
年

玉
と
て
贈
る
べ
き
品
物
」
を
列
記
す
る
中
に
も
「
手
拭
（
芸
人
、
料
理
店
の
多
く

用
ゐ
る
と
こ
ろ
但
し
大
方
は
其
名
な
ど
を
染
出
せ
り
）」
と
あ
る12

。
年
始
の
配
り

手
拭
は
、
近
代
の
東
京
で
は
別
注
品
、
名
入
れ
手
拭
の
中
で
も
特
に
広
く
行
わ

れ
、
芸
人
や
商
家
の
配
り
も
の
に
限
定
さ
れ
ず
、
戦
後
も
下
町
で
は
町
内
の
人
々

の
間
で
と
り
か
わ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う13

。

一
方
、
明
治
期
に
注
染
の
先
進
地
と
な
っ
た
大
阪
で
は
、
東
京
と
異
な
り
年
玉

に
手
拭
を
贈
り
あ
う
慣
習
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
阪
で
出
版

さ
れ
た
作
法
書
を
確
認
す
る
と
大
館
利
一
編
『
万
民
必
携
懐
中
日
用
便
利
』（
明

治
一
二
年
一
八
七
九
）、
大
館
熈
編
『
懐
中
重
宝
記　

改
正
新
版
』（
明
治
一
八

年
）
進
物
手
引
き
の
う
ち
「
年
玉
」
の
項
に
列
挙
さ
れ
た
品
々
の
中
に
手
拭
は
み

ら
れ
な
い14

。

第
二
に
「
▲
染
色
」
の
項
で
は
、
前
掲
の
よ
う
な
配
り
物
の
手
拭
の
定
番
意
匠

と
し
て
、
文
字
意
匠
、
判
じ
物
意
匠
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

 

魚
が
し
四
日
市
ハ
ブ
ッ
つ
け
に
大
き
く
魚
が
し
又
は
四
日
市
と
染
出
し
料
理
屋

で
も
深
川
の
平
清
ハ
大
き
く
平
清
と
染
出
す
な
れ
ど
、
中
に
ハ
懸
賞
の
画
探
し

の
や
う
に
余
程
首
を
ひ
ね
ら
ざ
れ
バ
分
ら
ぬ
が
あ
り
。

「
魚
が
し
」「
四
日
市
」、
深
川
の
料
理
屋
「
平
清
」
な
ど
筆
書
き
の
文
字
の
筆

勢
を
と
ら
え
、
時
に
そ
れ
を
強
調
し
た
文
字
意
匠
が

東
京
の
配
り
手
拭
の
一
つ
の
典
型
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
例
は
明
治
期
東
京
で
出
版
さ
れ
た
別
注
手
拭

見
本
集
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
２
、
明
治
三
三

年
一
九
〇
〇
刊
、
中
村
桂
太
郎
編
『
あ
つ
ま
が
た
』

所
載
「
魚
が
し
」
手
拭
）。「
平
清
」
の
手
拭
は
河
竹

黙
阿
弥
作
『
梅
雨
小
袖
昔
八
丈
』（
明
治
六
年

一
八
七
三
初
演
）
で
髪
結
い
新
三
の
衣
装
の
配
り
手

拭
で
仕
立
て
た
浴
衣
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
こ
の
手

拭
が
新
三
の
背
景
や
深
川
の
風
情
を
示
す
演
出
効
果

図 2「魚がし」中村桂太郎編『あつ
まがた』所載
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を
持
つ
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
魚
河
岸
や
有
名
店
の
配
り
手
拭
は
東
京
の

人
び
と
に
広
く
親
し
ま
れ
て
い
た
。

一
方
、「
懸
賞
の
画
探
し
」
に
た
と
え
ら
れ
る
の
は
文
字
絵
や
言
葉
遊
び
な
ど

に
よ
る
判
じ
物
風
意
匠
と
考
え
ら
れ
る
。
直
截
な
筆
書
き
文
字
と
は
対
照
的
な
、

読
み
解
く
仕
掛
け
を
楽
し
ま
せ
る
系
統
の
意
匠
も
ま
た
、
明
治
期
東
京
の
配
り
物

手
拭
の
一
典
型
で
あ
っ
た
様
子
が
わ
か
る
。

第
三
に
同
じ
く
「
▲
染
色
」
の
項
で
色
調
に
つ
い
て
藍
系
の
色
が
あ
げ
ら
れ
、

ま
た
注
染
技
法
を
示
す
用
語
が
み
ら
れ
る
。

「
瓶
の
ぞ
き
」
と
て
藍
の
極
く
薄
き
が
あ
り
、
こ
れ
ハ
東
京
染
に
限
る
な
り
、

又
少
し
濃
い
の
が
「
浅
黄
」「
薄
が
け
」
濃
い
の
が
「
ぬ
き
」
夫
か
ら
「
紺
」

ま
た
一
枚
の
形
に
て
色
分
に
染
る
を
「
掛
合
」
と
い
ふ
染
方
に
ハ
い
ろ
〳
〵

あ
れ
ど
、
ま
づ
大
別
し
て
、
一
遍
染
め
、
細
川
（
二
度
染
以
上
を
い
ふ
）
掛

合
せ
（
一
枚
の
形
に
て
い
ろ
〳
〵
に
染
る
な
り
）
の
三
種
と
す

色
調
は
、
東
京
染
に
限
る
と
自
負
さ
れ
る
瓶
覗
き
、
浅
黄
（
薄
い
藍
染
め
）
か

ら
紺
ま
で
濃
淡
の
藍
系
の
色
目
が
列
記
さ
れ
、
そ
れ
以
外
は
一
切
言
及
が
な
い
。

東
京
の
手
拭
で
は
藍
系
へ
の
こ
だ
わ
り
が
極
め
て
強
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
一
遍
染
め
」（
一
色
）、「
細
川
」、「
掛
合
わ
せ
」（
差
し
分
け
、
ま
た
は
ぼ
か
し

を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
）
な
ど
今
日
同
様
の
注
染
の
染
め
技
法
を
示
す
と
み
ら
れ

る
用
語
か
ら
も
、
明
治
三
三
年
時
点
の
東
京
の
手
拭
染
に
注
染
技
法
が
定
着
し
て

い
た
様
子
が
わ
か
る
。

第
四
に
「
▲
染
の
下
絵
」
の
項
に
は
、
江
戸
時
代
文
化
文
政
期
頃
か
ら
明
治
期

に
わ
た
り
江
戸
東
京
で
、
手
拭
下
絵
で
知
ら
れ
た
絵
師
た
ち
の
名
が
あ
げ
ら
れ
、

酒
井
抱
一
や
柴
田
是
真
が
有
名
料
亭
の
配
り
物
手
拭
の
下
絵
を
手
掛
け
た
例
も
示

さ
れ
て
い
る
。

 

▲
染
の
下
絵
ハ
梅
素
、
薫
が
一
手
専
売
と
い
ふ
有
様
な
り
し
な
り
、
此
の
薫

ハ
玄
魚
の
弟
子
に
て
（
略
）
玄
魚
ハ
手
拭
絵
の
趣
向
が
な
か
〳
〵
上
手
の
方

に
て
是
真
、
綾
岡
、
な
ど
ゝ
肩
を
比
べ
た
る
も
の
な
り
（
略
）
以
前
の
画
工

ハ
気
軽
に
風
流
を
旨
と
し
た
も
の
に
て
、
夫
の
向
島
の
植
半
の
手
拭
の
繭
玉

が
抱
一
の
下
絵
、
山
谷
の
八
百
善
の
が
同
じ
く
抱
一
の
下
絵
、
松
源
の
が
是

真
の
下
絵
と
い
ふ
や
う
に
、
そ
れ
〳
〵
趣
向
を
凝
し
て
此
等
の
画
伯
が
筆
を

執
り
た
る
も
の
な
り

同
時
代
の
東
京
で
手
拭
下
絵
の
第
一
人
者
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
梅
素
薫
と
そ
の

師
匠
の
梅
素
玄
魚
（
一
八
一
七
―
一
八
八
〇
）
に
つ
い
て
は
以
前
拙
稿
で
論
じ
た

が15

、
い
ず
れ
も
版
下
絵
専
門
の
絵
師
兼
傭
書
家
で
あ
り
、
染
織
意
匠
も
手
掛
け

た
。
二
人
と
も
幕
末
期
に
は
江
戸
の
趣
味
人
た
ち
が
機
知
を
競
っ
た
興
画
合
の

会
、
さ
ら
に
歌
舞
伎
の
見
物
連
中
六
二
連
手
拭
合
（
後
述
）
に
参
加
し
て
い
る
。

綾
岡
こ
と
綾
岡
輝
松
（
一
八
一
七
―
一
八
八
七
）
も
団
扇
絵
、
摺
物
な
ど
を
手
掛

け16

、
ま
た
玄
魚
と
と
も
に
江
戸
幕
末
の
通
人
連
中
が
集
っ
た
三
題
噺
の
会
に
名
を

連
ね
て
い
る
。
彼
ら
の
意
匠
に
は
遊
び
を
通
し
培
わ
れ
た
機
知
に
富
む
寓
意
表
現

が
発
揮
さ
れ
、
ま
た
傭
書
家
と
し
て
装
飾
的
な
題
字
な
ど
も
手
掛
け
る
技
能
は
、

手
拭
の
文
字
意
匠
に
も
生
か
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
薫
に
関
し
て
は
手
拭
店

「
日
本
橋
横
山
町
吉
伝
」
の
新
聞
、
雑
誌
広
告
に
「
模
様
柄
行
等
ハ
画
工
梅
素
薫

氏
に
依
頼
し
専
ら
工
夫
を
凝
し
」
等
と
あ
り
、
別
注
手
拭
の
下
絵
で
人
気
が
あ
っ

た
様
子
が
確
か
め
ら
れ
る17

。

柴
田
是
真
（
一
八
〇
七
―
一
八
九
一
）
は
漆
芸
家
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
肉
筆

画
の
ほ
か
、
木
版
の
団
扇
絵
や
摺
物
下
絵
も
手
掛
け
て
お
り
、
そ
う
し
た
小
品
の

延
長
線
上
に
手
拭
下
絵
も
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
是
真
下
絵
の
手
拭
で
は
袋
物

店
、
丸
利
で
扱
っ
た
と
い
う
白
地
を
斜
め
に
区
切
っ
た
半
染
め
の
構
図
に
よ
り
、
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白
地
部
分
で
富
士
、
紺
地
部
分
で
筑
波
を
象
っ
た
だ
ま
し
絵
風
の
作
品
が
有
名
で

あ
る
。
他
に
も
墨
絵
を
彷
彿
さ
せ
る
竹
図
手
拭
が
現
存
し
て
い
る18

。

明
治
三
〇
年
代
に
も
活
動
し
た
薫
、
そ
の
前
の
世
代
の
玄
魚
、
綾
岡
、
是
真
か

ら
更
に
遡
る
の
が
酒
井
抱
一
（
一
七
六
一
―
八
二
八
）
で
あ
る
。
抱
一
が
手
拭
下

絵
を
手
掛
け
た
の
で
あ
れ
ば
そ
の
時
期
は
一
九
世
紀
前
期
、
抱
一
の
晩
年
ま
で
の

こ
と
に
な
り
、
江
戸
に
お
け
る
手
拭
染
色
の
歴
史
展
開
を
考
え
る
上
で
も
注
目
に

値
す
る
た
め
、
次
節
で
検
討
す
る
。

第
五
に
狂
歌
師
梅
の
舎
鶴
壽
が
組
織
し
た
歌
舞
伎
の
見
物
連
中
の
手
拭
合
の
会

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
次
節
で
検
討
す
る
。

「
手
拭
の
話
し
」
の
伝
え
る
東
京
の
手
拭
文
化
の
特
徴
を
再
確
認
す
る
と
、
①

芸
能
、
花
街
、
料
理
屋
の
配
り
物
、
年
玉
な
ど
の
進
物
に
誂
え
染
め
の
手
拭
が
よ

く
用
い
ら
れ
た
。
②
誂
え
染
め
に
は
文
字
意
匠
や
判
じ
物
な
ど
、
誂
え
主
の
名
や

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
「
読
ま
せ
る
」
意
匠
が
好
ま
れ
た
。
③
誂
え
染
め
の
下
絵
は
絵
師

に
依
頼
す
る
こ
と
も
あ
り
、
著
名
絵
師
下
絵
の
手
拭
が
染
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
つ
ま
り
絵
画
を
写
し
た
意
匠
が
一
部
に
行
わ
れ
た
。
④
誂
え
意
匠
の
考
案
自

体
を
遊
び
と
し
て
楽
し
む
手
拭
合
の
会
も
生
ま
れ
た
。
⑤
藍
の
色
調
が
愛
好
さ
れ

た
。手

拭
下
絵
に
支
持
さ
れ
た
絵
師
た
ち
の
系
譜
に
み
る
よ
う
に
、
誂
え
手
拭
の
文

化
や
意
匠
の
好
み
の
形
成
は
江
戸
時
代
に
遡
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
江
戸
東
京
の
手
拭
文
化
は
、
江
戸
で
白
地
手
拭
の
「
注
込
み
」
染
め
が
編
み
出

さ
れ
た
こ
と
と
関
わ
り
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。

二
、
江
戸
の
誂
え
手
拭
の
文
化
と
「
注
込
み
」
染
め
登
場
の
背
景

「
手
拭
の
話
し
」
の
伝
え
る
江
戸
深
川
の
京
屋
で
工
夫
さ
れ
た
「
注
込
み
」
染

め
は
、
一
九
世
紀
初
期
か
ら
中
期
頃
に
、
白
地
に
文
様
の
あ
る
手
拭
を
藍
で
染
め

る
た
め
の
技
法
と
し
て
編
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
た
。
以
下
で
は
、
藍
の
「
注

込
み
」
染
め
と
い
う
技
法
が
江
戸
時
代
後
期
の
江
戸
で
登
場
し
た
必
然
性
、
技
法

が
工
夫
さ
れ
た
背
景
に
つ
き
、
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
手
拭
染
色
技
術
の
状

況
、
江
戸
に
お
け
る
手
拭
染
色
業
の
発
達
、
ま
た
誂
え
手
拭
の
文
化
に
注
目
し
て

考
え
て
み
た
い
。

な
お
江
戸
時
代
以
前
の
手
拭
全
般
に
関
し
参
考
と
な
る
著
作
に
、
手
拭
作
家
で

あ
っ
た
川
上
桂
司
氏
の
『
て
ぬ
ぐ
い
風
俗
絵
巻19

』（
一
九
七
五
年
）
が
あ
る
。
同

書
は
手
拭
に
つ
い
て
日
常
風
俗
、
芸
能
の
中
で
の
用
例
、
意
匠
例
を
多
数
示
し
、

素
材
、
染
め
方
、
価
格
な
ど
に
関
す
る
推
定
も
詳
し
い
が
、「
手
拭
の
話
し
」
に

み
え
る
「
注
込
み
」
染
め
の
件
は
取
り
上
げ
て
お
ら
ず
、
本
稿
で
注
目
す
る
手
拭

の
贈
答
や
誂
え
染
め
に
関
す
る
資
料
探
索
は
み
ら
れ
な
い
。

（
１
）
江
戸
時
代
後
期
手
拭
染
色
の
中
で
の
白
地
「
注
込
み
」
染
め

ま
ず
白
生
地
に
型
紙
で
糊
置
き
し
た
後
、
藍
で
「
注
込
み
」
染
め
を
す
る
技
法

の
特
性
を
、
江
戸
時
代
後
期
に
行
わ
れ
て
い
た
他
の
手
拭
染
色
技
法
と
の
比
較
を

通
し
て
確
認
し
、
江
戸
で
こ
の
技
法
が
編
み
出
さ
れ
た
技
術
上
の
必
然
性
を
捉
え

て
み
た
い
。

江
戸
時
代
、
手
拭
は
様
々
な
技
法
で
染
め
ら
れ
て
い
た
。
実
用
さ
れ
た
も
の
に

は
無
地
物
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
幕
末
明
治
初
期
頃
の
遺
品

例
、
絵
画
資
料
の
描
写
、
後
掲
の
文
献
資
料
を
参
照
す
る
と
、
模
様
染
め
手
拭
の

技
法
に
は
、
型
紙
で
糊
置
き
後
、
藍
で
「
注
込
み
」
染
め
を
す
る
方
法
の
他
に
、

絞
り
染
め
、
板
締
め
、
型
紙
に
よ
る
摺
り
込
み
染
め
、
型
紙
に
よ
る
糊
置
き
後
に

引
き
染
め
や
手
挿
し
、
型
紙
に
よ
る
糊
置
き
後
浸
染
、
筒
描
き
と
手
挿
し
等
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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江
戸
時
代
に
は
地
域
に
よ
っ
て
も
手
拭
染
技
法
の
傾
向
が
異
な
っ
て
い
た
。
た

と
え
ば
三
河
の
有
松
、
鳴
海
は
絞
染
手
拭
で
知
ら
れ
る
。
ま
た
江
馬
氏
「
手
拭
の

歴
史
」
に
は
文
化
文
政
頃
か
ら
型
紙
で
生
地
の
表
裏
に
糊
置
き
し
た
後
に
刷
毛
を

用
い
多
色
で
細
か
く
彩
色
し
た
も
の
が
作
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
京
都
永
楽

屋
で
の
調
査
に
よ
る
知
見
と
み
ら
れ
、
同
氏
が
「
友
禅
手
拭
」
と
名
付
け
た
こ
の

染
方
は
京
都
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る20

。

幕
末
期
の
江
戸
に
お
け
る
手
拭
染
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、
天
保
一
四
年
江
戸
に

生
ま
れ
た
幸
堂
得
知
が
「
冠
物
及
び
手
拭
の
沿
革
」 （
明
治
四
四
年　

一
九
一
一
）

で
、
嘉
永
期
（
一
八
四
八
―
五
四
）
頃
の
様
子
を
「
手
拭
屋
の
店
先
に
は
俳
優
の

定
紋
替
紋
の
比
翼
染
が
八
分
を
占
め
、
二
分
は
豆
絞
り
ケ
ンマ
マ

玉
浅
黄
地
の
白
抜
物

白
地
へ
濃
浅
黄
薄
浅
黄
の
も
や
う
染
の
類
ひ
。」
と
記
し
て
い
る
。
役
者
紋
そ
の

他
の
模
様
染
め
は
型
染
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
江
戸
っ
子
は
「
地
合
の
わ
る
い

と
尺
の
短
い
と
浅
黄
気
を
用
ひ
ざ
る
」
を
嫌
い
「
江
戸
土
産
と
い
え
ば
水
浅
黄
の

尺
長
手
拭
」
と
さ
れ
、
江
戸
の
通
客
は
さ
ら
に
薄
い
色
を
望
ん
で
安
政
文
久
頃
に

は
「
瓶
覗
き
」
の
手
拭
が
流
行
っ
た
と
も
伝
え
て
い
る21

。
喜
多
川
季
荘
『
守
貞
謾

稿
』（
天
保
八
年
一
八
三
七
か
ら
嘉
永
六
年
一
八
五
三
頃
成
立
）
巻
之
一
五
、
手

拭
の
項
で
は
、
染
め
技
法
に
つ
い
て
、
産
地
は
特
定
せ
ず
絞
り
、
板
締
め
に
も
言

及
し
、
ま
た
藍
染
め
手
拭
に
つ
い
て
前
掲
「
冠
物
及
び
手
拭
の
沿
革
」
で
述
べ
ら

れ
る
の
と
同
様
の
配
色
を
記
す
ほ
か
、
紅
染
の
手
拭
は
京
阪
で
は
祭
礼
に
用
い
ら

れ
る
が
江
戸
で
は
一
切
用
い
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る22

。
同
書
巻
之
一
九
織
染
で

は
藍
の
板
締
め
絞
り
に
つ
い
て
「
手
巾
（
筆
者
注
、
手
拭
）
に
多
く
、
ま
た
浴
衣

等
に
も
あ
れ
ど
も
、
今
世
、
江
戸
に
は
こ
れ
を
用
ひ
ず
京
阪
は
こ
れ
を
用
ふ
」
と

あ
り23

、
藍
板
締
め
は
、
執
筆
当
時
（
天
保
、
嘉
永
頃
）
の
江
戸
で
は
用
い
て
い
な

い
と
い
う
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
少
な
く
と
も
一
九
世
紀
中
ご
ろ
の
江
戸
の

手
拭
染
は
藍
染
が
主
流
で
あ
り
、
型
染
め
は
板
締
め
で
な

く
型
紙
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
地
染
ま
り
と
白
地
の
両

様
あ
っ
た
の
は
役
者
紋
も
そ
の
他
の
模
様
も
共
通
の
こ
と

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
白
地
も
の
に
行
わ
れ
た
の
が

初
期
の
「
注
込
み
」
染
め
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。次

に
一
九
世
紀
（
江
戸
後
期
か
ら
明
治
前
期
頃
）
の
製

作
と
推
定
さ
れ
る
手
拭
の
具
体
例
を
通
し
、
白
地
に
藍
を

「
注
込
み
」
染
め
す
る
技
法
が
工
夫
さ
れ
た
必
然
性
を
考

え
て
み
た
い
。
ま
ず
白
地
に
藍
の
両
面
染
め
手
拭
の
例
と

し
て
、
図
３
「
寿　

百
才

光
勝
書
」（
豊
田
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
蔵
）
を
参
照
す
る
。

白
紙
に
揮
毫
し
た
書
を
写

し
た
か
の
よ
う
に
、「
寿
」

の
字
、「
百
才
光
勝
書
」
の

署
名
、
銭
形
に
「
未
試
毫
」

の
文
字
を
入
れ
た
落
款
印

風
の
し
る
し
が
、
白
地
に

浅
黄
色
で
両
面
染
め
さ
れ

て
お
り
、
個
人
の
配
り
物

な
ど
の
誂
え
染
め
と
み
ら

れ
る
。

こ
の
手
拭
の
染
め
方
に

図 4　白地注染型紙の例（糸掛型　左は部分拡大図）　個人蔵
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つ
い
て
詳
細
に
は
確
定
で
き
な
い
が
、
型
紙
を
用
い
両
面
に
糊
置
し
た
後
、
①
浸

染
②
両
面
か
ら
引
き
染
め
③
「
注
込
み
」
染
め
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
染
め
ら
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
浸
染
（
①
）
に
す
る
と
白
地
部
分
全
体
を
糊
伏
せ
す
る
必
要

が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
空
白
部
分
の
多
い
白
地
の
場
合
、
型
紙
製
作
に
は
、
今

日
用
い
ら
れ
る
紗
張
型
（
大
正
一
〇
年
特
許
取
得
）
の
普
及
以
前
は
技
術
上
の
困

難
さ
が
あ
っ
た
。
文
様
が
型
の
縁
と
あ
る
程
度
接
し
て
い
れ
ば
図
４
（
近
代
の
白

地
注
染
浴
衣
の
例
）
の
よ
う
な
糸
掛
け
（
ま
た
は
糸
入
れ
）
の
手
法
で
空
白
部
を

補
強
し
た
型
紙
を
作
る
例
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
文
様
が
周
囲
と
全
く
繋
が
ら
ず

浮
い
て
い
る
場
合
、
相
当
密
度
濃
く
糸
を
入
れ
な
け
れ
ば
糸
掛
け
（
ま
た
は
糸
入

れ
）
型
と
し
て
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
（
文
様
の
形
状
に
よ
っ
て
は
二
枚
に
分

け
た
追
い
掛
け
型
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
）。
一
方
、
両
面
か
ら
引
き
染
め

（
②
）、
あ
る
い
は
上
か
ら
の
「
注
込
み
」（
③
）
で
あ
れ
ば
糊
置
き
を
模
様
周
辺

部
分
だ
け
に
と
ど
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
型
紙
は
後
述
す
る
模

様
部
分
の
み
彫
り
抜
い
た
糸
掛
け
型
（
例
図
16
）
を
用
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
。藍

染
め
の
基
本
は
浸
染
で
あ
り
、
瓶
の
中
で
建
て
た
藍
の
中
に
型
付
け
後
の
生

地
を
浸
し
、
取
り
出
し
て
空
気
に
あ
て
酸
化
、
発
色
さ
せ
る
。
た
だ
し
浸
染
の
場

合
、
白
地
が
多
い
と
生
地
の
大
半
を
糊
伏
せ
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
避

け
よ
う
と
工
夫
さ
れ
た
の
が
上
か
ら
藍
を
注
ぐ
「
注
込
み
」
染
め
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
藍
の
染
め
上
が
り
は
浸
染
の
方
が
良
く
、「
注
込
み
」
で

は
藍
の
管
理
が
難
し
い
な
ど
の
理
由
か
ら
、
初
期
の
「
注
込
み
」
染
め
は
専
ら
白

地
に
の
み
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

比
較
の
た
め
地
染
ま
り
藍
染
め
の
手
拭
の
例
を
参
照
す
る
。
図
５
「
象
」（
豊

田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
）
は
、
浅
黄
地
に
白
く
染
め
残
し
た
線
で
象
図
を
あ
ら
わ
し

て
い
る
。
生
地
幅
か
ら
は
み
出
す
ほ
ど
の
大
き
さ
で
捉
え
た
構
図
に
は
遊
び
心
が

あ
り
、
誂
え
染
め
の
可
能
性
を
考
え
さ
せ
る
。
こ
の
例
で
は
型
紙
は
象
図
の
描
線

と
落
款
の
文
字
部
分
を
彫
り
抜
い
た
も
の
と
な
り
、
長
板
中
形
同
様
に
長
板
の
上

で
両
面
に
糊
置
し
、
藍
に
浸
染
し
た
と
考
え
ら
え
る
。
た
だ
し
図
３
の
よ
う
な
白

紙
に
揮
毫
さ
れ
た
書
や
絵
を
写
す
想
定
の
場
合
は
、
地
染
ま
り
に
す
る
と
陰
陽
逆

転
し
た
印
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
浸
染
を
本
来
と
す
る
藍
染
め
で
白
地
手
拭
が
求

め
ら
れ
た
一
因
に
は
書
や
絵
の
見
た
ま
ま
の
印
象
を
写
そ
う
と
す
る
志
向
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
頃
の
白
地
型
染
め
手
拭
に
は
、
型
紙
を
用
い

た
引
き
染
め
、
摺
り
染
め
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
図
６
「
目
出
鯛
」（
豊
田
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
）
は
白
地
に
片
面
染
め
で
朱
色
の
鯛
と
紺
色
の
壺
型
印
が
あ
ら
わ

さ
れ
て
い
る
が
、
鯛
は
輪
郭
に
糊
置
き
の
痕
跡
が
あ
り
、
型
紙
で
部
分
的
な
糊
置

き
を
行
っ
た
後
に
引
き
染
め
し
た
と
み
ら
れ
る
。
藍
の
場
合
は
空
気
に
触
れ
発
色

す
る
と
不
溶
性
に
な
り
繊
維
に
染
着
し
に
く
く
な
る
性
質
を
持
つ
た
め
、
引
き
染

め
は
不
可
能
で
は
な
い
に
せ
よ
、
と
り
わ
け
藍
色
に
こ
だ
わ
り
を
持
つ
江
戸
で
は

標
準
手
法
と
は
な
り
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
例
で
は
壺
型
印
は
型
を
用
い

て
色
料
（
顔
料
か
）
を
摺
込
ん
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
。
天
然
藍
に
よ
る
摺
り
込
み

染
め
も
藍
蝋
（
天
然
藍
を
顔
料
化
し
た
も
の
）
を
用
い
て
和
更
紗
な
ど
に
行
わ
れ

た
よ
う
で
あ
る
が24

、
大
き
な
紋
や
文
字
を
藍
の
み
で
あ
ら
わ
し
、
両
面
染
め
に
こ

だ
わ
り
を
持
つ
江
戸
の
手
拭
い
染
色
に
は
適
さ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
『
守
貞
謾
稿
』
で
幕
末
期
の
江
戸
で
は
用
い
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
た
板

締
め
は
、
下
絵
に
合
わ
せ
て
彫
っ
た
版
木
を
必
要
組
数
用
意
し
、
布
の
両
面
を
版

木
に
直
接
あ
て
て
屏
風
だ
た
み
状
に
し
な
が
ら
は
さ
み
込
ん
で
い
き
、
全
体
を
締

め
付
け
て
染
め
る
技
法
で
あ
る
。
版
木
を
彫
り
抜
い
た
部
分
に
染
料
が
入
る
の
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図
3　「

寿
百
才
光
勝
書
」

図
10　「

春
商
恋
山
崎
」

101–2145
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵

図
12　「

あ
つ
ま
の
連
五
郎
　
坂
東
三
津
五
郎
」

005–0198
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
所
蔵

図
6　「

目
出
鯛
」

図
3、

5、
6　
豊
田
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
蔵

図
5　「

象
」

図
11　「

坂
東
三
津
五
郎
」
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
所
蔵
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図
16　

廿
日
月
に
鹿
図
手
拭
型
紙
（
二
枚
組
の
内
の
一
枚
）
個
人
蔵

図
13　『

抱
一
上
人
真
蹟
鏡
』

早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵

図
14　

廿
日
月
に
鹿
図
手
拭
『
風
流
手
拭
合
』
所
載

図
15　「

新
版
山
谷
八
百
善
之
手
拭
　
抱
一
上
人
下
画
　
あ
や
そ
の
写
」
伊
勢
辰
版
　
部
分
　
個
人
蔵



（
一
三
）

― 146 ―

で
、
地
に
相
当
す
る
部
分
を
彫
っ
た
版
木
を
用
い
れ
ば
地
染
ま
り
を
、
版
木
の
地

は
彫
ら
ず
文
様
の
線
を
彫
る
こ
と
に
よ
り
、
白
地
も
の
を
染
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
藍
板
締
め
木
綿
布
と
板
締
め
用
版
木
の
伝
存
例
と
し
て
、
出
雲
藍
板
締
め
関

連
資
料
が
知
ら
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
藍
板
締
め
木
綿
布
と
版
木
に
つ
い
て
個
々

の
用
途
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
手
拭
が
染
め
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る25

。
出
雲

藍
板
締
め
で
は
白
地
も
の
の
場
合
、
一
反
を
染
め
る
た
め
に
長
さ

46.3
㎝
ほ
ど
の
片

面
彫
版
木
四
〇
枚
ほ
ど
を
要
す
る
と
さ
れ
る26

。
板
締
は
藍
で
白
地
手
拭
い
を
染
め

る
手
法
と
し
て
「
注
込
み
」
染
め
登
場
以
前
か
ら
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
多
数
の
版
木
彫
刻
に
比
べ
れ
ば
型
紙
の
方
が
短
期
間
で
準
備
で
き
、
ま
た
よ

り
繊
細
な
線
の
表
現
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
書
画
写
し
な
ど
も
含
む
多
様
な
意

匠
の
誂
え
へ
の
対
応
や
時
流
に
乗
っ
た
新
柄
製
作
が
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

江
戸
で
の
手
拭
染
に
は
、
型
紙
で
糊
置
き
防
染
す
る
染
め
方
が
適
合
し
て
い
た
と

い
え
よ
う
。
一
方
、
多
年
に
わ
た
り
数
多
く
染
め
続
け
る
に
は
、
脆
弱
な
型
紙
よ

り
も
版
木
の
方
が
耐
久
性
の
点
で
優
位
な
可
能
性
が
あ
り
、
藍
板
締
め
は
仕
入
れ

物
中
心
の
産
地
で
は
幕
末
期
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
他
の
染
方
と
比
較
す
る
と
、
白
地
に
藍
染
め
、
書
や
絵
を
写

す
よ
う
な
繊
細
な
意
匠
や
誂
え
注
文
に
も
随
時
対
応
す
る
、
と
い
う
条
件
を
勘
案

す
れ
ば
、
必
要
部
分
に
の
み
型
紙
で
糊
置
き
防
染
し
、
藍
を
注
ぐ
方
法
が
追
求
さ

れ
た
必
然
性
が
理
解
で
き
る
。

な
お
、
同
時
期
に
江
戸
以
外
の
地
域
で
も
「
注
込
み
」
染
め
が
工
夫
さ
れ
始
め

て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
し
江
戸
で
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に

白
地
藍
染
手
拭
に
「
注
込
み
」
染
が
試
み
ら
れ
う
る
染
色
業
の
環
境
変
化
が
あ

り
、
ま
た
受
容
者
側
か
ら
も
白
地
手
拭
が
求
め
ら
れ
る
状
況
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

（
２
）
享
和
期
以
降
の
江
戸
に
お
け
る
手
拭
染
色
業
の
変
化

江
戸
で
の
手
拭
染
色
業
全
般
の
転
期
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
斎
藤
月
岑
『
武
江

年
表27

』
享
和
年
間
（
一
八
〇
一
―
〇
四
年
）
記
事
中
の
「
地
染
手
拭
行
は
れ
、
手

拭
店
多
く
出
来
る
。」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
の
内
容
は
「
注
込
み
」
染
め
登

場
の
背
景
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
。「
地
染
手
拭
」
つ
ま
り
江
戸

で
染
め
た
手
拭
が
享
和
頃
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
手
拭
専
門
の
小

売
店
が
増
え
た
こ
と
を
い
う
も
の
だ
が
、
実
質
的
に
は
江
戸
で
の
手
拭
染
色
業
そ

の
も
の
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
店
売
り
の
商
品
だ
け
で
な
く
誂
え
染

め
を
含
め
た
変
化
が
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

需
要
の
増
加
に
応
じ
た
漸
進
と
い
う
よ
り
も
短
期
間
を
境
に
し
た
急
転
換
を
思

わ
せ
る
書
き
ぶ
り
は
、
紺
屋
で
の
型
付
け
（
糊
置
き
）、
染
め
、
あ
る
い
は
染
め

型
紙
な
ど
に
か
か
わ
る
製
作
環
境
の
変
化
を
推
測
さ
せ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
注
目

さ
れ
る
の
が
、
一
八
世
紀
末
に
活
発
に
な
っ
た
伊
勢
か
ら
江
戸
へ
の
型
屋
の
進
出

で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
伊
勢
型
紙
の
産
業
史
を
詳
述
し
た
中
田
四
朗
氏
の
『
伊
勢
型
紙
の

歴
史
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
は
紀
州
藩
の
保
護
を
受
け
て
伊
勢
の
白
子
、
寺

家
に
お
い
て
株
仲
間
の
管
理
体
制
下
に
染
め
型
紙
制
作
と
広
域
の
行
商
が
行
わ
れ

た
。
江
戸
で
使
わ
れ
た
型
紙
を
含
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
同
書
に
よ
る
と
宝
暦
三

年
（
一
七
五
三
）
に
は
型
売
り
商
人
の
公
認
株
仲
間
が
組
織
さ
れ
型
彫
職
人
の
技

術
移
出
が
規
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
れ
以
前
に
既

に
江
戸
に
移
り
営
業
し
て
い
た
型
屋
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
寛
政
・
享
和
期
頃
か
ら

型
彫
職
人
の
新
規
江
戸
進
出
と
型
売
り
商
人
化
が
問
題
と
な
り
、
紛
争
を
経
た

後
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
に
は
江
戸
型
屋
は
江
戸
出
稼
ぎ
株
仲
間
と
し
て
江

戸
府
内
で
の
型
売
り
を
許
さ
れ
て
い
る28

。
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享
和
年
間
は
ち
ょ
う
ど
、
新
規
に
江
戸
進
出
し
た
伊
勢
の
型
彫
職
人
が
型
売
商

人
と
し
て
も
地
歩
を
固
め
た
時
期
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
文
政
七
年

（
一
八
二
四
）
序
『
江
戸
買
物
独
案
内
』
を
参
照
す
る
と
、
五
軒
の
型
紙
商
が
登

場
し
、
う
ち
二
軒
に
は
「
誂
え
」
に
応
ず
る
旨
の
記
載
が
あ
る29

。
江
戸
で
の
手
拭

染
め
に
は
仕
入
れ
手
拭
（
市
販
品
）
で
あ
れ
ば
伊
勢
で
彫
っ
た
仕
入
型
紙
が
使
わ

れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
江
戸
で
型
紙
を
彫
る
型
屋
が
あ
っ
て
こ
そ
、

江
戸
で
戯
作
、
浮
世
絵
、
芸
能
な
ど
と
連
動
し
て
生
み
だ
さ
れ
る
新
意
匠
を
型
紙

に
写
し
て
染
め
出
す
こ
と
も
、
誂
え
染
め
の
注
文
に
即
応
す
る
こ
と
も
可
能
と
な

る
。ま

た
「
手
拭
の
話
し
」
に
は
「
文
化
の
初
め
頃
ま
で
は
手
拭
染
業
の
専
門
な

く
」
と
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
文
化
期
（
一
八
〇
四
―
一
八
一
八
）

の
途
中
か
ら
江
戸
に
手
拭
専
門
の
紺
屋
が
あ
ら
わ
れ
始
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

江
戸
で
新
規
に
下
絵
か
ら
型
紙
を
彫
っ
て
染
め
る
流
れ
が
定
着
す
る
過
程
と
、

「
手
拭
の
話
し
」
の
伝
え
る
手
拭
専
門
の
紺
屋
の
登
場
は
連
動
し
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

文
化
期
頃
か
ら
江
戸
に
手
拭
紺
屋
が
出
現
し
た
こ
と
は
、
日
本
橋
の
中
形
加
工

問
屋
で
長
年
仕
事
に
携
わ
っ
た
中
村
重
蔵
氏
が
記
し
た
「
手
拭
の
今
昔
」 

（
一
九
五
七
年
）
に
も
次
の
よ
う
に
み
え
る30

。

 

手
拭
紺
屋
は
江
戸
で
は
神
田
で
、
名
も
紺
屋
町
と
て
一
、二
、三
丁
目
の
間
に

紺
屋
が
集
り
居
て
（
略
）
文
化
の
頃
よ
り
此
の
地
に
染
形
付
工
場
共
集
ひ

典
拠
不
明
だ
が
、
業
界
内
で
の
聞
き
伝
え
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
安
政
四
年

（
一
八
五
七
）
に
出
版
さ
れ
た
歌
川
広
重
「
名
所
江
戸
百
景　

神
田
紺
屋
町
」
に
、

染
め
あ
が
っ
た
手
拭
反
物
が
な
び
く
紺
屋
町
の
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
明
治
期
の
様
子
に
つ
い
て
『
風
俗
画
報
臨
時
増
刊　

新

選
東
京
名
所
圖
會
第
二
三
編
』（
一
九
〇
〇
年
二
月
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

 

東
神
田
辺
の
染
物
師

 （
略
）
此
辺
は
往
時
よ
り
染
物
師
を
業
と
す
る
者
多
く
（
略
）
其
の
晒
ら
せ

る
布
は
、
概
ね
手
拭
染
に
し
て31

手
拭
専
門
染
色
業
者
の
登
場
に
つ
い
て
は
更
に
調
査
を
要
す
る
が
、
お
よ
そ
文

化
期
頃
か
ら
神
田
周
辺
を
中
心
に
登
場
し
は
じ
め
た
と
み
ら
れ
、
明
治
期
に
も
同

地
域
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
手
拭
の
型
紙
を
彫
る
型
紙
屋
（
職

人
）
は
こ
れ
ら
の
手
拭
紺
屋
と
連
携
し
営
業
し
て
い
た
こ
と
が
中
形
浴
衣
地
加
工

業
を
営
ん
で
い
た
久
我
喜
代
治
氏
の
『
ゆ
か
た
覚
書
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
神
田

に
は
手
拭
紺
屋
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
の
専
属
の
よ
う
な
型
屋
（
形
彫
業
）
が
昭

和
の
初
め
頃
に
は
、
六
、七
軒
あ
っ
た
と
い
う32

。

型
紙
と
染
色
は
本
来
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
両
者
が
近
く
に
あ
っ
て
こ
そ
、
意

匠
に
か
か
わ
る
新
し
い
要
求
に
対
応
し
た
技
術
発
展
の
機
運
も
生
ま
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
状
況
が
形
作
ら
れ
る
中
で
「
注
込
み
」
染
め
が
試
み
ら
れ
、
一
つ
の
技
法

と
し
て
通
用
す
る
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
る
。
ま
た
明
治
期
の
東
京
で
は
配
り
も

の
、
進
物
な
ど
の
誂
え
染
め
手
拭
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
で
下
絵
か
ら
、
型

彫
、
染
め
ま
で
、
手
拭
制
作
の
全
過
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
誂
え
手
拭
の

文
化
が
広
が
る
条
件
が
整
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
江
戸
に
お
け
る
誂
え
手
拭
の
動
向
と
白
地
「
注
込
み
」
染
め

「
手
拭
の
話
し
」
で
は
、
元
々
手
拭
染
め
は
浅
黄
地
に
文
字
や
文
様
を
白
抜
き

し
た
地
染
ま
り
を
専
ら
と
し
た
が
、
後
に
白
地
へ
浅
黄
か
藍
紺
で
染
め
出
す
よ
う

に
な
り
、
こ
れ
に
対
応
し
「
注
込
み
」
染
め
が
工
夫
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い

た
。
白
地
手
拭
へ
の
志
向
は
「
注
込
み
」
染
め
登
場
の
誘
因
と
み
ら
れ
る
が
、
こ

れ
は
求
め
ら
れ
る
意
匠
傾
向
と
も
連
動
す
る
。
江
戸
で
行
わ
れ
た
誂
え
染
め
の
動

― 144 ―
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向
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
江
戸
の
人
々
が
求
め
た
手
拭
意
匠
の
特
質
を
捉

え
、「
注
込
み
」
染
め
技
法
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

①　

一
八
世
紀
後
期
江
戸
の
型
染
め
手
拭
と
誂
え
染
め
の
様
相

江
戸
で
ど
の
よ
う
な
染
め
意
匠
の
手
拭
が
用
い
ら
れ
た
の
か
を
把
握
す
る
上

で
、
浮
世
絵
の
描
写
が
参
考
に
な
る
。
一
八
世
紀
後
期
の
浮
世
絵
を
参
照
す
る

と
、
天
明
期
（
一
七
八
一
―
一
七
八
九
）
頃
ま
で
は
無
地
の
も
の
、
模
様
染
め
で

は
絞
り
の
描
写
が
主
流
だ
が
、
稀
に
型
染
め
手
拭
の
描
写
も
み
え
る
。
そ
の
意
匠

は
、
小
紋
風
の
規
則
的
な
文
様
（
例　

鳥
居
清
長
「
風
俗
東
之
錦　

植
木
福
寿
草

売
」
錦
絵　

天
明
三
、四
年
頃　

鼠
地
に
菖
蒲
革
小
紋
の
白
上
げ
）、
役
者
の
紋
ま

た
は
好
み
の
文
様
を
染
め
た
も
の
（
例　

鳥
居
清
長
「
箱
根
七
湯
名
所　

ゆ
も

と
」
錦
絵　

安
永
末
期　

白
地
に
茶
の
三
升
繋
ぎ
）、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
趣
向

を
込
め
た
と
み
え
る
意
匠
（
例　

鳥
居
清
長
「
六
郷
の
渡
し
」
錦
絵　

天
明
四
年

頃　

鼠
地
に
寛
永
通
宝
と
桜
文
様
を
白
上
げ
）
な
ど
で
あ
る
。
白
地
藍
染
の
手
拭

の
例
も
皆
無
で
は
な
い
（
例　

歌
川
豊
春
画
「
邸
内
遊
楽
図
」
絹
本
著
色 

板
橋

区
立
美
術
館
蔵　

安
永
年
間
頃　

沢
村
宗
十
郎
の
好
み
の
観
世
水
を
二
筋
染
め

る
）。
こ
れ
ら
か
ら
一
八
世
紀
後
期
の
江
戸
で
も
一
部
に
は
白
地
を
含
む
型
染
め

手
拭
が
用
い
ら
れ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
前
掲
『
て
ぬ
ぐ
い
風
俗
絵
巻
』
で
も

寛
政
期
（
一
七
八
九
―
一
八
〇
一
）
頃
の
錦
絵
を
あ
げ
型
染
め
手
拭
が
普
及
し
て

き
た
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が33

、
寛
政
期
の
作
品
に
は
白
地

型
染
め
手
拭
い
の
描
写
も
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
中
で
も
寛
政
期
の
歌
麿
作

品
に
は
、
凝
っ
た
墨
絵
風
意
匠
（「
婦
人
相
学
十
躰　

浮
気
之
相
」
錦
絵　

寛
政

四
、五
年
頃
）、
屋
号
な
ど
を
思
わ
せ
る
文
字
文
様
（「
両
国
橋　

下
」
錦
絵　

寛

政
七
、八
年
頃
「
政
」
の
文
字
部
分
が
み
え
る
）
な
ど
、
誂
え
染
め
が
想
定
さ
れ

る
白
地
型
染
め
の
例
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
役
者
の
舞
台
姿
に
、
白
地
に
大
き
く

紋
を
染
め
た
手
拭
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
（
例　

写
楽
「
近
江
屋
錦

車
」
錦
絵　

寛
政
六
年
、
歌
川
国
政
「
二
代
目
中
村
野
塩
」
錦
絵　

寛
政
七
、八

年
）。江

戸
で
の
誂
え
手
拭
の
具
体
像
を
探
る
と
歌
舞
伎
の
世
界
で
は
、
顔
見
世
初
日

に
贔
屓
の
「
手
打
の
連
中
」
が
「
ひ
ろ
め
の
帨て
の
ご

巾ひ

」
を
か
ぶ
り
芝
居
小
屋
に
乗

り
込
む
風
俗
が
、
風
来
山
人
著
『
根
無
草
後
編
』（
明
和
六
年
一
七
六
九
）
に
描

写
さ
れ
て
い
る34

。「
ひ
ろ
め
の
帨て
の
ご

巾ひ

」
は
役
者
か
ら
の
挨
拶
の
配
り
物
と
み
ら

れ
、
連
中
は
劇
場
で
身
に
着
け
役
者
へ
の
後
援
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

に
関
連
し
礫
川
亭
永
理
「
浮
絵　

江
戸
堺
町
芝
居
之
図
」（
図
７　

寛
政
一
〇
年

一
一
月
顔
見
世
の
中
村
座
劇
場
図
と
考
え
ら
れ
る35

）
で
は
、
花
道
に
立
つ
団
十
郎

の
近
く
の
平
土
間
に
揃
い
の
白
地
に
薄
色
（
褪
色
の
た
め
色
相
不
明
）
の
三
升
紋

手
拭
（
三
升
は
団
十
郎
の
定
紋
）
を
冠
っ
た
贔
屓
連
中
と
み
ら
れ
る
集
団
が
描
写

さ
れ
、
連
中
の
役
者
へ
の
支

援
、
交
流
の
し
る
し
と
し
て
手

拭
が
意
味
を
持
っ
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。

遊
里
の
例
で
は
、
吉
原
で
夜

具
敷
初
（
客
が
贈
っ
た
新
調
の

夜
具
を
披
露
す
る
行
事
）
に
贈

り
主
の
客
と
遊
女
の
紋
を
比
翼

に
入
れ
た
手
拭
を
染
め
祝
儀
の

挨
拶
と
し
て
配
る
慣
習
が
あ
っ

た
こ
と
が
十
返
舎
一
九
著
喜
多

川
歌
麿
画
『
吉
原
青
楼
年
中
行

図 7　礫川亭永理「浮絵　江戸堺町芝居之図」部分
国立劇場所蔵



（
一
六
）

事36

』（
享
和
四
年
一
八
〇
四
）
上
巻
、「
夜
具
舗
初
之
記
」
に
み
え
る
が
、
挿
絵
の

手
拭
は
紺
地
に
紋
を
白
上
げ
し
た
も
の
で
あ
る
（
図
８
）。
こ
れ
よ
り
早
く
山
東

京
伝
作
黄
表
紙
『
江
戸
生
艶
気
蒲
焼37

』（
天
明
五
年
一
七
八
五
）
に
は
、
浮
名
を

流
そ
う
と
お
か
し
な
試
み
を
重
ね
る
主
人
公
艶
二
郎
が
、
役
者
な
ど
が
紋
を
染
め

た
手
水
手
拭
を
寺
社
に
納
め
る
奉
納
手
拭
に
倣
い
、
遊
女
と
自
分
の
紋
を
比
翼
に

染
め
た
手
水
ぬ
ぐ
い
を
呉
服
屋
に
誂
え
「
よ
つ
ぽ
ど
の
痛
事
」
と
な
っ
た
（
思
い

の
ほ
か
高
く
つ
い
た
）
と
い
う
挿
話
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
八
世
紀
後
期
の
江
戸
で
は
歌
舞
伎
と
遊
里
の
周
辺
で
配
り
物
の

手
拭
、
奉
納
手
拭
な
ど
の
誂
え
染
め
が
行
わ
れ
て
い
た
様
子
が
確
か
め
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
、
天
明
四
年
、
山
東
京
伝
が
中
心
と
な
り
戯
作
者
、
浮
世
絵

師
、
狂
歌
作
者
の
ほ
か
、
歌
舞
伎
や
花
街
の
関
係
者
が
参
加
し
、
後
の
酒
井
抱
一

ら
を
含
む
大
名
家
の
風
流
人
が
後
ろ
盾
と
な
っ
て
趣
向
を
凝
ら
し
た
手
拭
を
染
め

て
競
い
合
う
手
拭
合
が
行
わ
れ

た
。
様
々
な
見
立
て
趣
向
の
遊

び
や
物
合
わ
せ
流
行
の
中
で
の

催
し
で
あ
り
、
実
用
か
ら
離

れ
、
従
来
に
な
い
発
想
の
意
匠

が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
染
め
ら

れ
た
作
品
七
九
点
が
彩
色
摺
絵

本
、
北
尾
政
演
画
『
手
拭
合38

』

（
天
明
四
年
六
月
跋
）
に
描
か

れ
て
い
る
が
、
絞
り
染
め
は
わ

ず
か
で
、
殆
ど
が
型
染
め
で
あ

る
。
京
伝
自
身
の
見
立
小
紋
集

や
黄
表
紙
の
世
界
と
も
重
な
る
穿
っ
た
題
材
選
択
の
視
点
と
同
時
に
、
手
拭
一
枚

を
一
つ
の
画
面
と
す
る
大
胆
な
構
図
が
注
目
さ
れ
る
。

『
手
拭
合
』
所
載
図
の
個
々
の
配
色
は
実
物
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
可
能

性
も
あ
る
が
、
彩
色
の
有
無
（
白
か
有
色
か
）
は
恣
意
的
な
も
の
と
は
考
え
に
く

い
。
図
を
見
る
限
り
地
染
ま
り
、
白
地
両
様
あ
る
。
白
地
で
も
全
体
に
文
様
が
あ

る
意
匠
が
多
く
、
こ
れ
ら
は
全
体
に
糊
を
置
く
型
紙
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
た

め
、
基
本
的
に
長
板
中
形
同
様
に
両
面
型
置
き
後
に
浸
染
か
引
き
染
め
を
行
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
（
一
部
に
は
摺
り
染
め
の
可
能
性
も
あ
り
う
る
）。
文
字
や
絵
、

あ
る
い
は
版
本
の
一
部
を
写
し
た
よ
う
な
意
匠
が
複
数
み
ら
れ
（
例
図
９
「
長
唄

染
」
長
唄
本
写
し
）、
拓
本
風
の
も
の
を
除
き
こ
れ
ら
は
白
地
で
あ
ら
わ
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ほ
ど
手
の
込
ん
だ
誂
え
染
め
は
容
易
に
は
模
倣
さ
れ
得
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
一
枚
の
画
面
と
し
て
手
拭
を
捉
え
る
見
方
、
書
や
絵
、
版
面
の

印
象
を
写
す
趣
向
は
、
以
後
の
手
拭
意
匠
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
。

前
掲
の
『
武
江
年
表
』
記
事
に
従
え
ば
寛
政
期
ま
で
は
江
戸
で
一
般
に
売
ら
れ

て
い
た
模
様
染
手
拭
の
多
く
は
他
産
地
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
以
上
の
検
討

か
ら
、
一
八
世
紀
後
期
に
は
既
に
、
歌
舞
伎
や
遊
里
な
ど
で
の
配
り
物
、
稀
に
は

趣
味
的
な
趣
向
を
楽
し
む
品
と
し
て
、
少
数
の
誂
え
染
め
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
配
り
物
に
は
紋
、
あ
る
い
は
名
を
示
す
文
字
や
決
ま
っ
た
柄
が
選
ば

れ
る
ほ
か
、
絵
や
書
を
写
す

意
匠
が
試
み
ら
れ
た
様
子
が

う
か
が
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
は

「
読
ま
せ
る
」「
眺
め
る
」
こ

と
を
主
眼
と
す
る
点
に
特
徴

が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
意
匠

― 143 ―― 142 ―

図 9　「長唄染」『志やれ
染手拭合』七丁裏部分　
国立国会図書館所蔵

図 8　「夜具鋪初之図」
十返舎一九著喜多川歌麿画『吉原青楼年中行事』
東京大学総合図書館所蔵
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で
は
、
紙
の
上
の
文
字
や
絵
の
印
象
に
近
い
白
地
が
自
ず
と
求
め
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
。

型
紙
職
人
、
型
紙
商
の
活
動
が
広
が
り
、
手
拭
専
業
の
紺
屋
が
で
き
て
手
拭
染

色
が
盛
ん
に
な
る
中
で
も
、
こ
の
よ
う
な
配
り
物
や
趣
味
的
な
意
匠
の
誂
え
染
め

が
基
盤
と
な
っ
て
、
江
戸
特
有
の
手
拭
文
化
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

②　

一
九
世
紀
前
、
中
期
江
戸
の
手
拭
文
化
の
充
実
と
「
注
込
み
」
染
め

文
化
年
間
（
一
八
〇
四
―
一
八
）
後
期
以
降
に
は
浮
世
絵
や
戯
作
挿
絵
に
白

地
、
地
染
ま
り
両
様
の
型
染
め
手
拭
が
頻
繁
に
描
か
れ
て
い
る
。
一
例
を
あ
げ
れ

ば
渓
斎
英
泉
「
花
見
帰
り
隅
田
の
渡
し
」（
錦
絵　

文
化
一
二
―
天
保
一
三
年
）

で
は
渡
し
舟
の
客
の
う
ち
三
人
に
手
拭
が
描
写
さ
れ
、
う
ち
一
点
は
白
地
に
浅
黄

で
紋
の
染
め
抜
き
、
一
点
は
白
地
に
浅
黄
の
総
型
、
一
点
は
浅
黄
白
半
染
で
白
地

部
分
に
浅
黄
で
文
字
を
染
め
た
も
の
で
あ
る
。
様
々
な
型
染
め
意
匠
の
中
で
も
よ

く
み
ら
れ
る
の
が
、
幸
堂
得
知
も
述
べ
て
い
た
役
者
紋
や
役
者
文
様
を
染
め
た
手

拭
で
あ
る
。
文
化
後
期
以
降
、
役
者
好
み
の
意
匠
の
多
様
な
展
開
と
受
容
の
広
が

り
が
顕
著
に
な
る
状
況
に
つ
い
て
は
、
同
時
期
の
役
者
似
顔
を
伴
う
合
巻
挿
絵
、

錦
絵
の
服
飾
描
写
に
お
い
て
役
者
文
様
や
定
紋
替
え
紋
を
応
用
し
た
意
匠
の
多
様

な
変
化
形
が
生
み
だ
さ
れ
、
そ
の
趣
向
が
注
目
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
画

中
の
「
模
様
描
き
」
を
修
練
し
た
浮
世
絵
師
自
身
が
染
色
下
絵
に
関
与
す
る
こ
と

も
あ
り
、
ま
た
浮
世
絵
師
の
多
様
な
画
業
が
参
照
さ
れ
得
た
こ
と
を
拙
稿
で
論
じ

た39

。
加
え
て
江
戸
で
の
型
紙
製
作
、
手
拭
染
色
の
興
隆
が
重
な
り
役
者
紋
、
役
者

文
様
の
品
が
身
近
に
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

江
戸
に
手
拭
店
が
増
え
始
め
た
時
期
に
あ
た
る
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
一

月
江
戸
森
田
座
で
上
演
さ
れ
た
歌
舞
伎
「
春
商
恋
山
崎
」
に
は
手
拭
店
を
舞
台
に

し
た
場
が
あ
り
、
歌
川
豊
国
の
錦
絵
に
描
か
れ
て
い
る
（「
八
わ
た
や
与
二
兵
へ 

市
川
団
十
郎
」「
引
ま
と
与
兵
へ 

松
本
幸
四
郎
」
図
10
）。
手
拭
を
店
先
に
吊
る

し
、
奥
の
棚
に
は
手
拭
反
物
が
並
ん
で
い
る
が
、
定
紋
や
替
え
紋
、
団
十
郎
に
ち

な
む
文
様
「
か
ま
わ
ぬ
」、「
荒
磯
」
な
ど
も
み
え
る
。
大
半
は
白
地
で
文
様
部
は

褪
色
し
て
い
る
が
暖
簾
と
同
色
で
あ
り
本
来
藍
染
め
を
意
図
し
た
彩
色
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
白
地
中
央
に
定
紋
替
紋
を
比
翼
に
置
く
な
ど
の
意
匠
は
文
様
部

分
の
周
囲
の
み
彫
り
抜
い
た
型
紙
を
使
う
「
注
込
み
」
染
め
が
適
す
る
意
匠
の
典

型
で
あ
る
。
大
ま
か
な
把
握
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
芝
居
絵
の
例
か
ら
も
、

江
戸
で
の
手
拭
染
色
の
本
格
化
と
役
者
文
様
の
広
が
り
が
同
期
し
て
い
た
状
況
、

仕
入
れ
物
（
一
般
商
品
）
と
し
て
役
者
文
様
、
役
者
紋
な
ど
を
染
め
た
手
拭
が
手

拭
店
で
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
が
話
題
性
を
持
っ
て
い
た
様
子
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
で
、
従
来
か
ら
続
い
て
き
た
別
誂
え
の
手
拭
も
染
め
ら
れ
る
機
会
が
増

え
、
意
匠
の
幅
も
広
が
っ
て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
歌
舞
伎
関
連
で

は
、
役
者
の
配
り
物
と
は
別
に
贔
屓
連
中
の
人
び
と
が
独
自
意
匠
の
手
拭
を
染
め

た
様
子
が
注
目
で
き
る
。
中
で
も
天
保
期
に
活
動
し
た
四
代
目
坂
東
三
津
五
郎
の

実
在
の
贔
屓
連
中
「
東
連
」
の
手
拭
は
、
人
情
本
の
版
元
で
も
あ
っ
た
丁
子
屋
平

兵
衛
が
棟
梁
で
あ
っ
た
た
め
か
複
数
の
人
情
本
、
ま
た
錦
絵
に
も
描
写
さ
れ
て
い

る40

。
人
情
本
で
は
『
春
告
鳥
』（
天
保
七
、八
年
）
ほ
か
為
永
春
水
作
品
口
絵
、
挿

絵
に
東
連
の
印
〈
東
連
の
文
字
入
り
大
の
字
形
瓢
箪
〉
を
染
め
た
手
拭
が
描
か
れ

て
い
る
。
さ
り
げ
な
い
描
写
で
あ
り
、
版
元
、
作
者
ら
の
東
連
と
の
つ
な
が
り
を

背
景
と
し
た
遊
び
の
よ
う
な
も
の
と
受
け
取
れ
る
。
錦
絵
で
は
、
歌
川
国
芳
の
二

作
品
が
確
認
で
き
る
。
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
九
月
森
田
座
「
花
川
戸
名
物
侠

客
」
に
ち
な
む
「
坂
東
三
津
五
郎
」（
図
11
）
に
は
東
連
か
ら
贈
ら
れ
た
祝
儀
の



（
一
八
）

品
々
が
三
津
五
郎
の
絵
姿
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
。
侠
客
姿
の
三
津
五
郎
の
背

景
が
、
酒
、
白
粉
、
は
み
が
き
、
紙
煙
草
入
れ
、
食
べ
物
、
そ
の
他
東
連
、
三
津

五
郎
に
か
か
わ
る
名
を
掲
げ
た
品
々
で
埋
め
尽
く
さ
れ
る
中
、
酒
樽
の
上
の
目
立

つ
場
所
に
「
あ
づ
ま
手
拭　

横
山
町
二
丁
目
よ
し
の
や
」
と
記
し
た
紙
を
添
え
手

拭
三
反
が
置
か
れ
て
い
る
。
う
ち
一
本
と
同
じ
、「
東
」
に
大
の
字
瓢
箪
を
あ
わ

せ
た
意
匠
を
白
地
に
浅
黄
で
染
め
た
手
拭
は
、
三
津
五
郎
自
身
も
携
え
て
お
り
、

贔
屓
連
中
の
別
注
手
拭
が
役
者
に
贈
ら
れ
た
様
を
彷
彿
さ
せ
る
。「
あ
つ
ま
の
連

五
郎　

坂
東
三
津
五
郎
」（
天
保
期
か　

図
12
）
で
は
手
拭
店
を
背
景
に
鳶
の
者

に
扮
し
た
三
津
五
郎
が
描
か
れ
る
。
店
先
に
並
ぶ
手
拭
反
物
の
殆
ど
が
型
染
め
で

色
は
ほ
ぼ
藍
の
濃
淡
で
あ
り
、
幸
堂
得
知
が
幕
末
期
の
江
戸
の
手
拭
に
つ
い
て
記

し
て
い
た
通
り
、
地
染
ま
り
一
色
（
浅
黄
地
か
紺
地
に
白
抜
き
）
と
、
白
地
一
色

（
白
地
に
浅
黄
か
紺
で
文
様
）、
さ
ら
に
白
地
に
浅
黄
と
紺
の
重
ね
染
め
が
あ
る
。

描
か
れ
た
意
匠
は
人
情
本
に
も
登
場
す
る
〈
東
連
〉
の
印
を
は
じ
め
、
東
連
、
三

津
五
郎
に
因
ん
で
い
る
。
文
字
の
み
の
も
の
、
千
両
箱
図
、
矢
と
的
で
屋
号
（
大

和
屋
）
を
読
ま
せ
る
判
じ
絵
な
ど
多
様
な
描
写
に
は
、
架
空
の
意
匠
も
含
ま
れ
る

と
み
ら
れ
る
が
、
画
中
の
趣
向
に
止
ま
ら
ず
国
芳
の
よ
う
な
浮
世
絵
師
が
現
実
の

手
拭
意
匠
に
関
与
し
た
可
能
性
を
考
え
さ
せ
る
。
大
半
は
空
き
地
が
広
く
、
白
地

も
の
の
場
合
、「
注
込
み
」
染
め
で
染
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
手
拭
の
話
し
」
に
言
及
さ
れ
て
い
た
料
理
屋
な
ど
の
配
り
手
拭
に
つ
い
て
は
、

寺
門
静
軒
『
江
戸
繁
昌
記
』（
天
保
三
―
七
刊
）
二
編
「
混ユ

堂ヤ

」
に
お
け
る
手
拭

に
関
す
る
記
述
中
に
「
妓
館
・
烹
家
は
並
び
に
其
の
家
の
巾
を
供
す
。」
と
あ
り41

、

天
保
期
に
は
妓
楼
、
料
理
屋
な
ど
で
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
手
拭
が
染
め
ら
れ
、
客

に
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
わ
か
る
。
中
で
も
よ
く
知
ら
れ
る
例
に

「
手
拭
の
話
し
」
に
も
言
及
さ
れ
て
い
た
酒
井
抱
一
に
か
か
わ
る
八
百
善
の
手
拭

が
あ
る
。

③　

抱
一
筆
八
百
善
の
手
拭
に
み
る
「
注
込
み
」
染
め
の
表
現

八
百
善
は
享
和
の
頃
か
ら
流
行
し
た
と
み
ら
れ
る42

浅
草
山
谷
に
あ
っ
た
料
理
屋

で
あ
る
。
当
代
の
文
人
た
ち
が
集
う
場
で
も
あ
り
、
酒
井
抱
一
も
そ
の
中
の
一
人

で
あ
っ
た43

。
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
）
八
月
、
銀
座
松
坂
屋
で
行
わ
れ
た
幕
末

期
来
の
手
拭
の
展
覧
会
の
図
録
『
風
流
手
拭
合44

』
に
は
、
八
百
善
八
代
目
、
栗
山

善
四
郎
氏
出
展
の
同
店
手
拭
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
目
次
に
は
「
天
保
よ
り
慶
應

頃
の
手
拭
」、
う
ち
一
〇
点
に
「
抱
一
上
人
の
筆
に
な
り
し
八
百
善
の
手
拭
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
写
真
版
で
確
か
め
ら
れ
る
一
〇
点
の
画
題
（
仮
称
）
は
鶴
掛
の

松
、
椿
梅
の
籠
活
、
落
花
、
渓
谷
、
鮎
、
秋
草
に
鳥
、
廿
日
月
に
鹿
、
橋
に
千

鳥
、
菊
、
蓑
亀
で
、
い
ず
れ
も
白
地
で
「
注
込
み
」
染
め
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
と
同
画
題
の
手
拭
一
〇
点
を
木
版
に
写
し
た
伊
勢
辰
版
の
一
枚
刷
り

（「
新
版
山
谷
八
百
善
之
手
拭
抱
一
上
人
下
画　

あ
や
そ
の
写
」
年
代
不
詳　

以
下

「
伊
勢
辰
版
」
と
略
称
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
一
連
の
手
拭
と
関
連
す
る
型
紙

の
一
部
が
現
存
す
る
。
筆
者
が
確
認
し
た
型
紙
（
個
人
蔵　

五
点
分
、
内
二
枚
型

の
一
部
に
欠
あ
り
）
は
、
い
ず
れ
も
「
大
正
拾
三
年
」
ま
た
は
「
拾
三
年
」
の
墨

書
が
あ
り
、
大
正
一
三
年
に
彫
ら
れ
た
型
紙
と
考
え
ら
れ
る
。
染
色
型
紙
は
脆
弱

な
た
め
、
繰
り
返
し
染
め
る
配
り
物
な
ど
の
型
に
は
彫
り
な
お
し
は
避
け
ら
れ
な

い
。
そ
の
際
、
前
の
型
を
そ
っ
く
り
な
ぞ
る
の
で
は
な
く
、
下
絵
に
対
す
る
新
た

な
解
釈
や
技
術
の
変
化
な
ど
に
よ
り
微
調
整
が
加
え
ら
れ
る
可
能
性
は
常
に
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
流
動
性
も
「
注
込
み
」
染
め
（
注
染
）
の
性
格
の
一
面
で
あ

る
。
一
〇
点
全
て
が
幕
末
期
か
ら
染
め
続
け
ら
れ
て
い
た
確
証
は
な
い
が
、
こ
れ

ら
の
資
料
は
白
地
手
拭
に
お
け
る
「
注
込
み
」
染
め
技
法
を
具
体
的
に
確
認
で
き

る
も
の
で
あ
り
、
特
に
書
画
写
し
の
表
現
と
の
関
係
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な
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（
一
九
）

る
。一

般
的
な
書
画
表
現
を
前
提
と
す
れ
ば
、
書
画
写
し
の
意
匠
に
は
白
地
が
基
本

の
選
択
と
な
る
。
白
地
に
文
字
や
絵
を
染
め
る
趣
向
は
一
八
世
紀
後
期
に
も
一
部

に
は
み
ら
れ
た
が
、「
注
込
み
」
染
め
技
法
で
白
地
手
拭
が
染
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
の
と
併
行
し
て
、
書
画
写
し
の
意
匠
が
江
戸
の
手
拭
意
匠
の
一
系
統
と
な
っ

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。『
風
流
手
拭
合
』
所
載
、
抱
一
上
人
の
筆
に
よ
る

八
百
善
の
白
地
手
拭
一
〇
点
の
う
ち
少
な
く
と
も
七
点
に
「
注
込
み
」
染
め
特
有

の
手
法
で
あ
る
ぼ
か
し
染
め
が
み
ら
れ
、
書
画
写
し
意
匠
に
求
め
ら
れ
る
墨
の
濃

淡
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
抱
一
作
品
と
の
関
係
で
特
に

ぼ
か
し
染
め
技
法
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
《
廿
日
月
に
鹿
》
図
手
拭
に

注
目
し
、
下
絵
、
型
紙
、
染
め
方
の
関
係
を
具
体
的
に
確
認
し
て
み
た
い
。

《
廿
日
月
に
鹿
図
》
手
拭
は
お
ぼ
ろ
な
廿
日
月
と
鹿
の
図
に
「
し
か
の
飛
あ
し

た
の
原
や
廿
日
月
」
の
句
を
添
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
関
連
す
る
抱
一
作

品
が
『
柳
花
帖45

』（
文
政
二
年　

姫
路
市
立
美
術
館
蔵
）
お
よ
び
『
抱
一
上
人
真

蹟
鏡
下46

』（
慶
應
三
年　

図
13
）
に
み
ら
れ
る
。
前
者
は
画
帖
の
見
開
き
に
描
か

れ
た
肉
筆
作
品
、
後
者
は
軸
物
と
み
ら
れ
る
作
品
の
木
版
摺
縮
図
で
、
構
図
も
少

し
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
手
拭
と
同
じ
句
、
跳
ね
飛
ぶ
鹿
、
薄
墨
の
地
隈
で
浮
か

び
上
が
ら
せ
た
お
ぼ
ろ
な
二
十
日
月
が
み
ら
れ
、
繰
り
返
し
描
か
れ
た
画
題
と
見

受
け
ら
れ
る
。
八
百
善
手
拭
に
は
描
き
お
ろ
し
下
絵
が
あ
っ
た
の
か
、
鑑
賞
用
の

小
品
を
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、『
柳
花
帖
』、『
抱
一
上
人
真
蹟

鏡
下
』
中
の
同
画
題
図
と
の
類
似
は
、
お
ぼ
ろ
な
二
十
日
月
の
表
現
や
発
句
の
書

体
に
明
ら
か
で
あ
る
。

『
風
流
手
拭
合
』
所
載
の
手
拭
（
図
14
）、
伊
勢
辰
版
（
図
15
）
は
い
ず
れ
も
白

地
、
染
め
の
色
調
は
紺
、
浅
黄
な
ど
の
濃
淡
と
見
受
け
ら
れ
る
。
発
句
と
鹿
（
斑

と
目
は
重
ね
染
め
）
は
濃
色
で
染
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
廿
日
月
は
周
囲
を

わ
ず
か
な
淡
色
で
囲
ん
で
浮
か
び
あ
ら
せ
外
周
を
ぼ
か
し
染
め
に
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
抱
一
作
品
に
み
ら
れ
る
お
ぼ
ろ
な
月
の
描
写
が
再
現
さ
れ
て
い
る
。

型
紙
（
図
16
）
で
は
、
白
地
に
濃
色
で
染
め
だ
し
た
発
句
と
鹿
の
部
分
は
、
そ

れ
ぞ
れ
丹
念
に
輪
郭
を
と
ら
え
て
（
文
字
は
一
筆
ご
と
に
）
彫
り
取
ら
れ
、
彫
り

抜
か
れ
た
外
縁
に
「
糸
掛
け
」
の
技
法
で
固
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
型
紙
で
型
付

け
す
る
と
鹿
と
文
字
部
分
以
外
の
、
彫
り
抜
い
た
部
分
に
糊
が
置
か
れ
る
。
染
料

の
は
み
だ
し
を
防
ぐ
た
め
糊
置
き
し
た
地
の
周
囲
に
筒
糊
で
土
手
を
作
り
、
上
か

ら
染
料
を
注
ぐ
と
鹿
と
文
字
の
形
の
み
が
染
ま
る
。
な
お
、
鹿
の
背
の
斑
と
目
を

二
度
染
め
す
る
た
め
の
型
紙
は
別
に
あ
り
、
一
度
目
の
染
め
の
後
、
再
度
型
置
き

し
て
染
め
る
。

白
地
に
周
囲
と
繋
が
り
の
な
い
文
様
を
染
め
る
場
合
、
型
紙
を
宙
に
浮
い
た
状

態
に
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
紗
張
型
が
普
及
す
る
前
は
こ
の
よ
う
に
型
紙
に
細

い
糸
を
蜘
手
に
掛
け
て
固
定
す
る
「
糸
掛
け
」
の
技
法
に
よ
る
型
紙
が
使
わ
れ

た
。
手
拭
の
場
合
、
白
地
部
分
が
多
く
型
紙
を
残
す
範
囲
が
少
な
い
た
め
、
残
す

部
分
の
周
囲
の
み
彫
る
図
16
の
よ
う
な
形
と
な
る
。「
手
拭
の
話
し
」
に
述
べ
ら

れ
て
い
た
文
様
の
周
囲
の
み
糊
置
き
し
て
上
か
ら
藍
を
注
ぐ
染
方
は
、
こ
の
よ
う

な
型
紙
の
工
夫
と
併
行
し
て
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
本
作
の
よ
う
な
書

画
写
し
意
匠
は
型
紙
を
彫
る
際
に
染
め
る
こ
と
の
可
能
な
線
へ
の
修
正
と
原
図
の

表
現
の
再
現
を
両
立
さ
せ
る
配
慮
を
要
し47

、
型
紙
製
作
技
術
の
洗
練
に
つ
な
が
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

型
紙
の
月
の
部
分
は
彫
り
抜
か
れ
て
い
る
。
型
付
け
す
る
と
月
の
形
に
糊
が
置

か
れ
、
染
め
る
際
、
そ
の
周
囲
に
の
み
に
染
料
（
藍
）
を
注
ぐ
の
だ
が
、
お
そ
ら

く
外
周
を
筒
糊
で
囲
み
水
を
注
ぐ
な
ど
し
て
ぼ
か
し
た
の
で
は
な
い
か
。
伊
勢
辰
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（
二
〇
）

版
で
は
月
の
周
囲
の
ぼ
か
し
が
広
い
の
は
木
版
技
法
（
拭
き
ぼ
か
し
）
の
都
合
で

あ
ろ
う
が
、
実
際
の
「
注
込
み
」
染
め
で
も
ぼ
か
し
は
職
人
の
手
加
減
で
変
化

し
、
同
じ
型
紙
を
用
い
て
も
そ
の
時
々
で
染
め
上
が
り
は
微
妙
に
異
な
る
。

『
柳
花
帖
』、『
抱
一
上
人
真
蹟
鏡
下
』
に
み
る
よ
う
な
薄
墨
の
地
隈
で
浮
か
び

上
が
ら
せ
た
抱
一
に
よ
る
月
の
表
現
は
、
ぼ
か
し
染
め
な
く
し
て
は
成
り
立
た
な

い
。
注
ぎ
込
み
に
よ
る
ぼ
か
し
染
が
い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
か
は
不
明
だ

が
、
八
百
善
の
抱
一
下
絵
手
拭
の
初
回
製
作
時
点
で
、
既
に
簡
単
な
ぼ
か
し
染
め

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ほ
か
《
渓
谷
図
》
に
み
る
懸
崖
の
外
縁
の
略
筆
風
の
表
現
、《
鮎
》
図
、

《
蓑
亀
》
図
に
み
る
墨
の
濃
淡
を
再
現
し
た
か
の
よ
う
な
表
現
な
ど
に
も
ぼ
か
し

染
め
の
技
巧
は
活
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ぼ
か
し
の
表
現
は
、
職
人
の
技

術
、
意
匠
（
下
絵
）
へ
の
理
解
に
左
右
さ
れ
る
。
仮
に
こ
れ
ら
の
初
回
製
作
期
が

幕
末
期
よ
り
下
る
に
せ
よ
、「
注
込
み
」
染
め
の
ぼ
か
し
技
巧
は
、
書
画
を
下
絵

と
す
る
別
注
手
拭
が
求
め
ら
れ
る
中
で
磨
か
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

④　

年
玉
手
拭
の
贈
答
と
幕
末
明
治
期
の
手
拭
合

「
年
玉
」
と
し
て
の
手
拭
の
遣
り
取
り
が
、
江
戸
で
い
つ
頃
か
ら
定
着
し
た
の

か
は
十
分
把
握
で
き
て
い
な
い
が
、
嘉
永
二
年
か
ら
嘉
永
五
年
頃
（
一
八
四
九
―

一
八
五
二
）
の
錦
絵
三
代
歌
川
豊
国
画
「
豊
歳
春
七
草
」
で
正
月
の
芸
妓
の
住
ま

い
の
描
写
に
懸
け
紙
を
か
け
た
進
物
の
手
拭
が
み
え
る
の
は
、
現
時
点
で
筆
者
が

確
認
で
き
た
早
い
例
で
あ
る
。

「
手
拭
の
話
し
」
に
は
江
戸
で
活
動
し
た
狂
歌
師
、
梅
の
屋
（
梅
廼
屋
）
鶴
壽

（
元
治
二
年
一
八
六
五
没
）
が
創
始
し
た
歌
舞
伎
の
見
物
連
中
の
間
で
年
始
の
年

玉
手
拭
交
換
か
ら
手
拭
合
の
会
が
発
足
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

 

鶴
壽
の
組
織
せ
る
連
中
が
、
来
ん
春
毎
に
年
頭
に
回
る
の
も
大
変
だ
か
ら
、
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一
定
の
場
所
を
取
り
極
め
て
其
所
に
集
り
、
年
玉
の
手
拭
を
遣
り
取
り
し

て
、
そ
れ
で
新
年
宴
会
を
済
せ
や
う
と
い
ふ
事
に
し
た
が
、
さ
ア
斯
う
な
る

と
各
々
新
案
意
匠
を
凝
し
て
手
拭
を
染
め
て
持
て
来
る
、
そ
の
趣
向
競
べ
が

面
白
き
楽
し
み
と
な
り
し
な
り

年
始
の
挨
拶
ま
わ
り
に
か
え
て
連
中
が
一
同
に
集
ま
り
年
玉
の
手
拭
交
換
を
始

め
た
と
こ
ろ
、
新
案
意
匠
の
趣
向
比
べ
自
体
が
楽
し
み
と
な
っ
た
と
い
う
。
始
ま

り
は
少
な
く
と
も
鶴
壽
が
没
し
た
元
治
二
年
以
前
と
み
ら
れ
る
。

幕
末
期
の
手
拭
合
の
会
の
発
足
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
似
た
内
容
が
『
三
越
』
三

巻
一
一
号
（
大
正
二
年
一
九
一
三
）
に
饗
場
篁
村
が
寄
稿
し
た
「
手
拭
合
」
と
い

う
文
に
も
み
え
る
。
こ
ち
ら
は
著
名
な
歌
舞
伎
見
物
連
中
「
六
二
連
」
で
明
治
期

中
頃
ま
で
続
い
た
手
拭
合
の
発
祥
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
拙
稿
で
取
り
上
げ
て
い

る
の
で48

略
述
す
る
と
、
発
足
時
期
は
文
久
年
間
（
一
八
六
一
―
一
八
六
四
）、
歌

舞
伎
の
見
物
連
中
の
集
ま
り
で
、
当
初
は
年
始
の
配
り
手
拭
と
し
て
干
支
に
因
む

趣
向
で
あ
っ
た
。
前
掲
の
内
容
と
符
合
し
、
両
者
の
記
す
手
拭
合
は
同
一
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
篁
村
の
文
に
は
、
幕
末
の
手
拭
合
の
参
加
者
た
ち
は

「
何
々
合
せ
に
皆
趣
向
を
凝
ら
せ
し
果
て
な
れ
ば
地
合
も
染
も
贅
沢
を
尽
し
袋
に

も
ま
た
意
匠
を
用
ひ
た
」
と
あ
り
、
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
梅
素
玄
魚
、
仮
名
垣

魯
文
、
山
々
亭
有
人
、
落
合
芳
幾
、
河
竹
黙
阿
弥
ら
は
幕
末
期
の
三
題
噺
や
興
画

合
の
会
に
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

鶴
壽
の
連
中
が
年
玉
の
手
拭
交
換
を
手
拭
合
と
い
う
遊
び
に
進
化
さ
せ
て
熱
中

し
た
背
景
の
一
つ
は
、
彼
ら
が
興
画
合
の
よ
う
な
図
様
の
趣
向
を
案
じ
る
物
合
わ

せ
に
親
し
ん
で
き
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
年
始
の
挨
拶
と
し
て
私
家
製

の
意
匠
を
凝
ら
し
た
配
り
物
を
す
る
と
い
う
点
に
注
目
す
れ
ば
、
狂
歌
、
俳
諧
に

親
し
む
人
々
の
間
で
行
わ
れ
た
摺
物
交
換
と
も
通
ず
る
性
格
も
見
出
さ
れ
る
。
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（
二
一
）

幕
末
に
起
こ
っ
た
手
拭
合
は
六
二
連
恒
例
の
行
事
と
し
て
明
治
中
期
ま
で
続
い

た
。
そ
の
様
子
は
歌
舞
伎
雑
誌
『
歌
舞
伎
新
報
』
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
手
拭
の

ほ
か
掛
紙
に
も
意
匠
を
凝
ら
し
て
主
題
を
表
現
し
、
会
場
で
は
小
道
具
も
加
え
て

聯
飾
り
と
さ
れ
た
。
挿
図
の
詳
し
い
明
治
一
九
年
の
例
を
参
照
す
る
と
、「
ぼ
か

し
」「
ホ
ソ
川
ゾ
メ
」（
図
17　

水
天
宮
の
錨
の
額
を
持
ち
身
投
げ
し
た
菊
五
郎
演

ず
る
主
人
公
が
ご
利
益
で
助
か
る
演
目
に
因
み
、
め
で
た
い
菊
水
文
様
の
細
川
染

め
）
な
ど
、
手
の
込
ん
だ
注
染
の
技
法
で
染
め
ら
れ
た
様
子
を
確
か
め
る
こ
と
が

で
き
る49

。

六
二
連
手
拭
合
わ
せ
の
手
拭
は
、
遊
び
の
趣
向
に
止
ま
ら
ず
通
常
の
手
拭
染
め

に
も
影
響
を
与
え
た
。「
手
拭
の
話
し
」
で
は
、「
近
年
ハ
其
の
型
紙
を
手
に
入
れ

て
紺
屋
が
仕
澄
し
顔
に
染
め
た
の
を
足
袋
屋
の
店
頭
に
吊
し
て
売
る
や
う
に
な

り
」
と
、
や
が
て
商
品
と
し
て
も
興
味
を
持
た
れ
型
紙
が
転
用
さ
れ
た
様
子
を
伝

え
て
い
る
。
こ
れ
は
意
匠
も
染
め
技
法
も
、
そ
っ
く
り
模
さ
れ
た
れ
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
ま
た
手
拭
下
絵
に
評
判
の
高
か
っ
た
梅
素
玄
魚
、
薫
は
六
二
連
手
拭
合

の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。
遊
び
を
通
し
て
磨
か
れ
た
意
匠
力
を
「
注
込
み
」
染

め
に
活
か
す
手
腕
は
、
年
玉
手
拭
を
は
じ
め
と
す
る
別
注
下
絵
の
仕
事
に
も
発
揮

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
年
玉
の
手
拭
に
意
匠
を
凝
ら
す
こ
と
自
体
が
東
京
下
町

の
一
部
の
人
び
と
の
間
で
は
広
ま
っ
て
お
り50

、
手
拭
の
染
と

意
匠
へ
の
関
心
の
高
ま
り
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
結
び
に
か
え
て
―
「
注
込
み
」
染
め
技
法
の
そ
の
後

以
上
、
明
治
三
三
年
『
都
の
華
』
掲
載
「
手
拭
の
話
し
」
に
記
さ
れ
た
江
戸
時

代
後
期
の
江
戸
に
お
け
る
「
注
込
み
」
染
め
の
登
場
の
挿
話
を
検
証
し
、
そ
の
背

景
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
る
誂
え
手
拭
の
文
化
に
焦
点
を
あ
て
注
染
技
法
初
期

段
階
に
あ
た
る
手
拭
染
色
と
意
匠
の
様
相
を
辿
っ
て
き
た
。

江
戸
で
の
「
注
込
み
」
染
め
の
登
場
と
定
着
は
一
九
世
紀
前
期
、
中
期
に
進
行

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
型
染
め
染
色
業
全
体
の
状
況
か
ら
み
れ
ば
、
享
和
期
頃
を

境
に
、
江
戸
で
の
型
彫
職
人
の
活
動
が
活
発
化
し
、
こ
れ
と
連
動
し
て
手
拭
専
業

の
紺
屋
が
登
場
、
増
え
て
い
く
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

江
戸
で
編
み
出
さ
れ
た
「
注
込
み
」
染
め
の
技
法
は
藍
染
め
の
一
般
的
手
法
で

あ
る
浸
染
に
は
適
さ
な
い
白
地
へ
の
型
染
め
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
白
地

に
藍
の
型
染
め
手
拭
が
江
戸
で
求
め
ら
れ
た
背
景
の
一
端
に
は
、
藍
染
め
へ
の
嗜

好
と
同
時
に
、
手
拭
を
挨
拶
や
披
露
目
に
用
い
、
ま
た
意
匠
創
案
自
体
を
楽
し
む

文
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
で
は
一
八
世
紀
後
期
か
ら
配
り
物
や
遊
び

の
た
め
の
誂
え
染
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
手
拭
に
は
送
り
主
を
示
す
し
る

し
や
文
字
、
書
画
、
時
に
判
じ
物
的
趣
向
を
染
め
る
「
読
む
」「
眺
め
て
楽
し
む
」

意
匠
が
好
ま
れ
、
紙
面
や
版
面
の
印
象
に
近
い
白
地
型
染
め
が
求
め
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

白
地
用
の
型
紙
は
文
様
部
分
を
繊
細
な
糸
掛
け
技
法
で
作
る
も
の
で
あ
る
。
江

戸
に
型
彫
職
人
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
、
白
地
用
の
糸
掛
け
型
が
入
手
し
や
す
く

な
り
、
染
め
と
型
紙
を
調
整
す
る
中
で
編
み
出
さ
れ
た
の
が
、
彫
り
抜
か
れ
た
文

様
部
分
の
周
囲
に
の
み
糊
置
き
し
、
染
料
を
注
ぐ
「
注
込
み
」
染
め
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
型
置
き
の
詳
細
は
不
明
だ
が
生
地
を
折
り
返
す
方
法
は
藍
板
締
め

か
ら
発
想
し
え
た
と
考
え
る
。
ま
た
江
戸
で
の
型
屋
の
営
業
に
よ
り
、
歌
舞
伎
関
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（
二
二
）

係
の
手
拭
、
料
理
屋
の
手
拭
、
年
始
の
年
玉
手
拭
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
誂
え
染

め
が
増
え
、
そ
れ
ら
に
益
々
白
地
手
拭
が
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

江
戸
か
ら
東
京
に
続
く
誂
え
染
め
文
化
の
中
で
「
注
込
み
」
染
め
の
意
匠
、
型

紙
製
作
と
染
め
の
技
法
は
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
中
で
も
染
料
を

注
ぐ
こ
と
で
可
能
に
な
る
ぼ
か
し
染
の
技
は
、
特
に
書
画
写
し
意
匠
に
お
い
て
追

求
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注
染
技
法
確
立
過
程
全
体
の
中
で
と
ら
え
る
と
、
江
戸
の
「
注
込
み
」
染
め
は

鞴
の
使
用
に
至
ら
な
い
初
期
段
階
で
あ
る
。
鞴
の
使
用
は
ど
の
よ
う
に
登
場
し
た

の
か
。
ま
た
地
染
ま
り
へ
の
注
染
は
ど
の
時
点
で
始
ま
っ
た
の
か
。
近
代
の
注
染

の
技
術
展
開
と
、
そ
の
中
で
の
東
京
の
手
拭
、
中
形
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
稿
を

改
め
て
検
討
を
続
け
る
が
、
最
後
に
明
治
初
期
の
「
注
込
み
」
染
め
技
術
を
伝
え

る
明
治
一
〇
年
内
国
勧
業
博
覧
会
資
料
を
示
し
て
お
き
た
い
。

明
治
一
〇
年
の
第
一
回
内
国
博
出
品
目
録
を
参
照
す
る
と
手
拭
は
東
京
の
業
者

二
八
名
、
愛
媛
の
業
者
一
名
か
ら
出
品
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の

は
愛
媛
の
手
拭
地
出
品
者
に
関
す
る
資
料
で
あ
る
。『
明
治
十
年
内
国
勧
業
博
覧

会
出
品
解
説51

』
に
は
、
一
部
の
出
品
者
に
よ
る
製
法
説
明
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

中
、
愛
媛
県
の
上
野
利
平
の
製
法
説
明
に
手
拭
染
技
法
が
み
ら
れ
る
。

 

製
法　

白
地
手
拭
染
方
ハ
晒
綿
布
ニ
形
ヲ
置
キ
直
チ
ニ
「
フ
リ
コ
」
ト
云
器

械
ヲ
用
フ
形
ヲ
置
キ
藍
ヲ
注
ク
ヿ
五
回
其
上
ニ
「
フ
リ
コ
」
ヲ
置
キ
「
フ
リ

コ
」
ノ
空
気
発
シ
テ
藍
ヲ
型
ニ
滲
入
セ
シ
メ
コ
レ
ヲ
乾
カ
シ
水
ニ
洗
ヒ
乾
カ

シ
又
夜
気
ニ
湿
シ
渋
紙
ニ
巻
キ
砧
上
ニ
擣
チ　

板
ニ
巻
キ
締
メ
台
ニ
掛
ケ
全

成
ス
藍
手
拭
地
ハ
形
糊
ヲ
置
キ
乾
カ
シ
後
藍
瓶
ニ
入
レ
染
ム
ル
ヿ
一
回
以
下

ハ
白
地
手
拭
ト
同
様
ナ
リ

文
中
「
フ
リ
コ
」
と
あ
る
の
は
鞴
の
訛
り
と
思
わ
れ
、
こ
の
時
点
で
鞴
が
使
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
目
を
引
く
。
同
時
に
白
地
手
拭
と
藍
手
拭
で
は
工
程
が
異
な

り
、
藍
を
注
ぎ
鞴
を
使
う
の
は
白
地
手
拭
の
み
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

「
藍
手
拭
地
」
に
は
、
型
糊
を
置
き
乾
か
す
工
程
が
言
及
さ
れ
、
糊
が
乾
い
て

か
ら
藍
甕
に
入
れ
る
と
あ
る
。
型
紙
を
使
い
片
面
ず
つ
糊
置
き
し
、
乾
か
し
て
か

ら
浸
染
す
る
長
板
中
形
と
同
様
の
型
付
け
、
染
め
の
方
法
を
述
べ
た
も
の
と
解
釈

で
き
る
。

一
方
「
白
地
手
拭
」
に
つ
い
て
、「
形
ヲ
置
キ
」
と
あ
る
の
は
型
紙
に
よ
る
糊

置
き
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
型
置
き
に
関
し
そ
れ
以
外
の
詳
細
は
書
か

れ
て
い
な
い
。
糊
置
き
後
、
藍
地
の
場
合
の
よ
う
に
乾
か
す
工
程
の
言
及
が
な

く
、
す
ぐ
に
藍
を
五
回
注
ぎ
、
上
に
鞴
を
置
い
て
空
気
を
送
り
藍
を
浸
透
さ
せ
る

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
糊
置
き
後
、
乾
か
す
こ
と
な
く
染
め
る
と
い
う
手
順
は
、

生
地
を
屏
風
畳
み
に
し
な
が
ら
型
置
き
す
る
注
染
（
注
込
み
染
め
）
の
工
程
を
意

味
す
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
資
料
か
ら
み
て
も
、
明
治
初
期
頃
ま
で
の
「
注
込
み
」
染
め
は
、
白
地
専

用
の
技
法
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
鞴
で
空
気
を

吹
き
込
む
方
法
も
、「
手
拭
の
話
し
」
で
は
大
阪
で
始
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
た
が
、

こ
れ
が
正
し
い
と
し
て
も
、
明
治
一
〇
年
時
点
に
は
各
地
に
広
ま
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
手
拭
の
話
し
」
が
書
か
れ
た
明
治
三
三
年
ま
で
に
は
東
京

で
も
鞴
を
使
う
「
注
込
み
」
染
め
が
型
染
め
手
拭
全
般
の
標
準
技
法
と
な
っ
て
い

た
。明

治
中
期
以
降
、
合
成
染
料
の
活
用
な
ど
に
よ
り
大
阪
の
注
染
の
発
展
が
顕
著

に
な
る
。
新
た
な
技
術
展
開
の
中
で
、
本
稿
で
と
ら
え
た
よ
う
な
受
容
者
の
意
向

を
反
映
さ
せ
た
意
匠
の
文
化
は
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
、
あ
る
い
は
変
化
し
、

東
京
の
も
の
作
り
に
反
映
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
引
き
続
き
検
討
を
進
め
た
い
。
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（
二
三
）

本
稿
はJSP

S

科
研
費JP

17K
02320

の
助
成
研
究
成
果
の
一
部
で
す
。

注
一
覧

1　

専
門
書
の
表
記
で
は
注つ

ぎ
こ
み
そ
め

込
染
（
中
島
武
太
郎
『
実
用
色
染
学 

続
編
』
丸
善
、
一
九
一
〇
年

他
）、
注つ
ぎ
そ
め染
（
日
本
織
物
新
聞
社
編
『
染
織
辞
典
』
一
九
三
一
年
他
）、
注ち

ゅ
う染せ
ん

（
中
島
武
太
郎

『
染
色
読
本
』
丸
善
、
一
九
三
六
年
）
な
ど
。
企
業
整
備
令
施
行
に
伴
う
「
織
物
加
工
業
者
ノ

整
理
統
合
要
綱
」（
一
九
四
二
年
一
月
一
七
日
）
業
種
分
類
に
「
注
染
、
描
染
其
他
ノ
特
殊
手

工
染
色
業
」
と
あ
る
（﹇
東
京
商
工
会
議
所
﹈『
商
工
資
料 

』
第
81
（
4
） 

一
九
四
二
年
）。

2　
「
固
有
の
手
拭
地
改
良
を
完
成
し
二
十
二
歳
の
靑
年
貿
易
市
塲
に
濶
步
す
」『
実
業
の
日
本
』

16
（
20
）
実
業
之
日
本
社
、
一
九
一
三
年
。

3　

佐
藤
捨
次
郎
「
ゆ
か
た
あ
れ
こ
れ 

注
染
真
空
ポ
ン
プ
装
置
発
明
者
山
崎
文
治
氏
」『
問
屋

雑
記
帳
』
8
号
一
九
五
八
年
、
1–

2
頁
。
時
期
に
つ
い
て
『
東
京
ゆ
か
た
六
十
年
の
あ
ゆ

み
』
東
京
ゆ
か
た
振
興
会
、
一
九
六
四
年
、
26
頁
。

4　

東
京
で
は
「
東
京
本
染
ゆ
か
た
、
て
ぬ
ぐ
い
」
と
し
て
一
九
八
三
年
に
東
京
都
の
伝
統
工

芸
品
指
定
を
受
け
た
。

5　

代
表
的
な
も
の
に
近
江
晴
子
「
大
阪
に
お
け
る
手
拭
染
（
注
染
）
の
あ
ゆ
み
」『
大
阪
春
秋
』

41
号
一
九
八
四
年
、『
埼
玉
県
民
俗
工
芸
調
査
報
告
書　

埼
玉
の
注
染
』
埼
玉
県
立
歴
史
と
民

俗
の
博
物
館
二
〇
〇
七
年
が
あ
る
。

6　

江
馬
務
「
手
拭
の
歴
史
」『
風
俗
研
究
』
73
号
一
九
二
六
年
、
13
頁
。

7　
「
大
阪
に
お
け
る
手
拭
染
（
注
染
）
の
あ
ゆ
み
」
前
掲
注
5
、
52
頁
。

8　

新
家
市
三
「
三
勝
染
ゆ
か
た
を
語
る
」『
問
屋
雑
記
帳
』
創
刊
号
一
九
五
七
年
、
佐
藤
捨
次

郎
「
ゆ
か
た
あ
れ
こ
れ
」『
問
屋
雑
記
帳
』
八
号
一
九
五
八
年
、
天
野
市
三
他
編
『
ゆ
か
た
の

あ
ゆ
み
』
一
九
五
八
年
、
12
頁
、
安
田
丈
一
『
き
も
の
の
歴
史
』
繊
研
新
聞
社
、
一
九
七
二

年
、

132–

134
頁
。

9　
「
手
拭
の
話
し
」『
都
の
華
』
40
号
都
新
聞
社
、
一
九
〇
〇
年
一
一
月
二
三
日
、
1–

4
頁
。

10　

経
済
雑
誌
社 

編
『
日
本
社
会
事
彙　

訂
正
増
補 

再
版　

下
巻
』
一
九
〇
二
年
、

877–

879

頁
。

11　

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
『
日
本
事
物
誌
2
』
平
凡
社
、
一
九
九
八
年
、

276
頁
。

12　

坪
川
辰
雄
「
年
玉
」『
風
俗
画
報
』

224
号
明
治
三
四
年
一
月
、
20
頁
。

13　

一
九
五
二
年
（
株
）
戸
田
屋
商
店
入
社
以
来
、
東
京
で
手
拭
制
作
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た

豊
田
満
夫
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）
に
よ
る
。

14　

大
館
利
一 

編
『
万
民
必
携
懐
中
日
用
便
利
』
明
治
舎
、
一
八
七
九
年
、
大
館
熈 

編
『
懐
中

重
宝
記　

改
正
新
版
』
辻
本
秀
五
朗
、
一
八
八
五
年
。
こ
れ
ら
は
文
化
八
年
に
大
坂
で
刊
行

さ
れ
た
『
進
物
便
覧
』
に
基
づ
き
内
容
を
精
選
し
同
時
代
化
し
た
も
の
だ
が
、『
進
物
便
覧
』

自
体
の
「
年
玉
」
の
項
に
も
手
拭
は
み
ら
れ
な
い
。

15　

拙
著
「
揃
物
錦
絵
「
東
京
自
慢
名
物
会
」「
見
立
模
様
」
の
性
格
」『
江
戸
の
服
飾
意
匠
』

中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
五
年
、

320–

324
頁
。

16　
『
原
色
浮
世
絵
大
百
科
事
典
第
二
巻
』、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
二
年
。

17　
『
歌
舞
伎
新
報
』

1200
号
一
八
九
〇
年
一
二
月
一
八
日
、『
朝
日
新
聞　

東
京
版
』
一
八
九
三

年
一
一
月
一
〇
日
。

18　
『
柴
田
是
真
生
誕
二
百
年
展
』
二
〇
〇
七
年
、
52
頁
参
照
。

19　

川
上
桂
司
『
て
ぬ
ぐ
い
風
俗
絵
巻
』
雄
山
閣
出
版
株
式
会
社
、
一
九
七
五
年
。

20　

江
馬
努
「
手
拭
の
歴
史
」
前
掲
注
6
、
11
、
12
頁
。

21　

幸
堂
得
知
「
冠
物
及
び
手
拭
の
沿
革
」『
流
行
』
第
８
年
９
月
号
白
木
屋
呉
服
店
、

一
九
一
一
年
九
月
。

22　
『
近
世
風
俗
志
（
二
）（
守
貞
謾
稿
）』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、

420–

422
頁
。

23　
『
近
世
風
俗
志
（
三
）（
守
貞
謾
稿
）』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、

162–

163
頁
。

24　

蓬
莱
山
人
帰
橋
『
更
紗
便
覧
』
一
七
七
八
年
、
15
丁
表
裏
。
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
、

新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
参
照
。

25　

板
締
版
木
旧
蔵
者
、
板
倉
家
の
天
保
五
年
の
記
録
に
手
拭
が
み
え
る
。『
出
雲
藍
板
締
め
の

復
元
研
究
』
島
根
県
教
育
庁
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
八
年
、
33
頁
参
照
。

26　
『
出
雲
藍
板
締
め
の
復
元
研
究
』
前
掲
注
25
、
45
、
46
頁
参
照
。

27　

斎
藤
月
岑
『
増
訂
武
江
年
表
2
』
平
凡
社
、
一
九
九
五
年
、
29
頁
。

28　

中
田
四
朗
『
伊
勢
型
紙
の
歴
史
』
伊
勢
型
紙
の
歴
史
刊
行
会
、
一
九
七
〇
年
「
第
七
章
江

戸
出
稼
ぎ
型
屋
」
参
照
。

29　
『
江
戸
買
物
独
案
内
』
一
八
二
四
年
所
載
、
型
紙
商
「
形
屋
三
右
衛
門
」
に
「
御
誂
所
」、
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「
形
屋
幸
次
郎
」
に
「
御
誂
御
好
次
第
」
と
あ
る
。
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
参
照
。

30　

中
村
重
蔵
「
手
拭
の
今
昔
」『
問
屋
雑
記
帳
』
二
号
一
九
五
七
年
。

31　
『
風
俗
画
報 

臨
時
増
刊
（
新
選
東
京
名
所
圖
會
第
23
編
）』

205
号
東
陽
堂
、　

一
九
〇
〇
年

二
月
、
15
頁
。

32　

久
我
喜
代
治
『
ゆ
か
た
覚
書
上
巻
』（
私
家
版
）
24
頁
。
同
書
中
巻
18
頁
で
は
、
堀
留
地
区

に
あ
っ
た
型
紙
屋
が
浴
衣
問
屋
相
手
の
伊
勢
の
型
紙
商
の
出
張
所
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
神

田
の
型
屋
は
形
彫
業
の
親
方
で
あ
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。

33　
『
て
ぬ
ぐ
い
風
俗
絵
巻
』
前
掲
書
注
19
、

156
頁
。

34　

風
来
山
人
『
根
無
草
後
編
』『
日
本
古
典
文
学
大
系
55
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、

133
頁
。

手
打
連
中
に
つ
い
て
、
木
村
錦
花
『
三
角
の
雪
』
三
笠
書
房
、
一
九
三
七
年
に
顔
見
世
初
日

前
夜
に
贔
屓
連
中
が
俳
優
の
家
を
廻
り
手
打
を
し
「
こ
れ
を
手
打
連
中
と
云
っ
て
、
非
常
に

巾
を
利
か
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
あ
る
。

35　

鈴
木
浩
平
「
礫
川
亭
永
理
の
挿
絵
版
本
に
つ
い
て　

付
永
理
版
画
作
品
目
録
」『
浮
世
絵
芸

術
』

118
号
一
九
九
六
年
、『
歌
舞
伎
年
表
第
四
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
参
照
。

36　
『
吉
原
青
楼
年
中
行
事
』
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
本
を
新
日
本
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

て
参
照
。

37　
『
江
戸
生
艶
気
蒲
焼
』『
日
本
古
典
文
学
大
系
59
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
参
照
。

38　
『
手
拭
合
』『
新
編
稀
書
複
製
会
叢
書
第
38
巻
』
臨
川
書
店
、
一
九
九
一
年
参
照
。

39　
『
江
戸
の
服
飾
意
匠
』
前
掲
書
注
15
、

253–

269
頁
、

291
、

292
頁
。

40　

人
情
本
中
の
東
連
関
連
の
描
写
に
つ
い
て
は
前
掲
書
注
15
、
29–

36
頁
で
述
べ
た
。

41　

寺
門
静
軒
『
江
戸
繁
昌
記
』『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

100
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
82

頁
。

42　
「
料
理
茶
や
、
寛
政
の
頃
よ
り
流
行
専
ら
な
る
は
（
略
）
八
百
善
、
平
清
（
後
略
）」
青
山

白
峯
『
明
和
誌
』、『
鼠
璞
十
種　

中
巻
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
、

204
頁
、「
享
和
の
頃

浅
草
三
谷
ば
し
の
向
に
八
百
善
と
い
ふ
料
理
茶
屋
流
行
す
」『
寛
天
見
聞
記
』『
燕
石
十
種
5
』

中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
、

321
頁
。

43　

一
八
二
六
（
文
政
九
）
年
、
玉
菊
百
回
忌
に
抱
一
、
太
田
南
畝
、
谷
文
晁
ら
が
集
っ
た
様

が
伝
渡
辺
崋
山
筆
「
玉
菊
追
善
小
集
図
」
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
抱
一
は
谷
文
晁
ら
と
と

も
に
四
代
目
八
百
善
主
人
の
著
書
『
料
理
通
』
初
篇
、
二
編
、
一
八
二
二
、二
五
年
に
口
絵
を

寄
せ
て
い
る
。

44　
『
風
流
手
拭
合
』
芸
艸
堂
、
一
九
二
五
年
。

45　
『
柳
花
帖
』『
酒
井
抱
一
と
江
戸
琳
派
の
全
貌
』
求
龍
堂
、
二
〇
一
一
年
所
載
図
版
参
照
。

46　
『
抱
一
上
人
真
蹟
鏡
下
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
、
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
参
照
。

47　

東
京
で
注
染
手
拭
、
浴
衣
等
の
型
紙
製
作
を
行
っ
て
い
る
青
木
型
紙
店
青
木
裕
之
氏
か
ら

の
聞
き
取
り
（
二
〇
二
〇
年
九
月
）
に
よ
る
。

48　

前
掲
書
注
15
、

324–

329
頁
。

49　
『
歌
舞
伎
新
報
』

646
号
歌
舞
伎
新
報
社
、
明
治
一
九
年
四
月
一
日
。

50　

香
川
勝
清
「
年
頭
の
手
拭
」『
芸
術
』
十
一
巻
一
号
一
九
三
三
年
、
に
は
、
明
治
一
九
年
の

こ
と
と
し
て
「
新
年
の
祝
儀
手
拭
の
図
案
」
を
考
え
あ
ぐ
み
月
夜
に
一
人
御
行
の
松
を
眺
め

て
い
た
女
性
の
挿
話
を
示
し
「
当
時
下
町
で
は
手
拭
の
図
案
に
、
斯
う
し
て
う
き
身
を
や
つ

し
た
」
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。　

51　
『
明
治
前
期
産
業
発
達
史
資
料
第
七
集　

第
一
』
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
、
一
九
六
二
年
、

94
頁
。
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Study on Chusen Tenugui in its Early 
Stage from the Early to Mid-19th Century: 

its Relation to the Special Order Dyeing 
Culture in Edo and Tokyo

Okubo Naoko

The Chusen dyeing technique consists in pouring dye onto a fabric to which resist-paste is 

applied with a stencil beforehand. Resist-paste is applied onto both sides of the fabric by folding it 

back and forth like accordion pleats. It is known that this technique was originally used for tenugui 

dyeing and was applied to yukata dyeing afterwards, but its origin has not been clarified.

In this paper, we will investigate its origins by examining an article found in an issue of 

“Miyakonohana” published in 1900 (n.40, 23 Nov.). According to this article, it was a dyer active 

in the Fukagawa quarters of Edo in the late Edo period that invented this unique technique of 

pouring indigo onto white ground tenugui. By examining documents and other material of this 

period, we have come to the conclusion that the invention and establishment of the early stage 

chusen technique occurred during the first half of the 19th century.

We will also study the background of early stage chusen techniques in Edo. In the dyeing 

industry of this period, the stencil carving business in Edo began to thrive from the Kyowa era 

(1801–1804). There was also an increase in the number of dyers specializing in tenugui. The early 

stage chusen technique was exclusively devised for white ground stencil dyeing with indigo, 

which is not suitable for dip dyeing. In the city of Edo, special-order dyed tenugui were used as 

greeting gifts. From the late 18th century, they were also used to devise original designs, 

especially among people near the kabuki world and licensed quarters. In special order tenugui, 

special marks,　group emblems,　 pictures and calligraphy were also dyed onto the tenugui. For 

such designs that were meant to be ‘read’ or ‘appreciated’, white ground was preferred. In the 

early and middle 19th century Edo, as the first stage chusen technique began to develop, special-

order tenugui became increasingly popular. Perfection in stencil carving and dyeing techiques was 

enhanced by requests to dye subtle, original designs onto the fabric. In particular, the technique of 

‘bokashi’ (gradation) was refined in order to reproduce paintings on tenugui. A famous example is 

a tenugui related to the works of the painter Sakai Hoitsu made for a famous restaurant called 

Yaozen.


