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は
じ
め
に

山
川
秀
峰
（
一
八
九
八
〜
一
九
四
四
）
は（一
）、

大
正
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
日
本
画
家
と
し
て
官
展
を
中
心
に
名
を
馳
せ
た

鏑
木
清
方
門
下
の
一
人
で
あ
る
。
そ
し
て
伊
東
深
水
、
小
早
川
清
、
寺
島
紫
明
、
川
瀬
巴
水
、
榎
本
千
花
俊
と
い
っ
た
門
下
の
中
心

的
存
在
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
郷
土
会
を
牽
引
し
て
い
っ
た
。
ま
た
画
業
初
期
よ
り
美
人
画
を
よ
く
し
、
当
時
の
美
術

雑
誌
か
ら
も
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
特
に
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
頃
か
ら
舞
踊
を
主
題
と
し
た
「
舞
踊
画
」

を
描
き
は
じ
め
『
古
典
舞
踊
を
描
く
』
と
題
し
た
個
展
を
開
催
し
、
踊
り
の
な
か
の
一
ポ
ー
ズ
に
よ
っ
て
動
的
な
静
か
さ
を
描
き
出

す
こ
と
に
研
鑽
し
活
躍
の
場
を
広
げ
て
い
っ
た（二
）。

一
方
、
清
方
門
下
の
弟
子
た
ち
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
本
画
と
と
も
に
、
雑
誌
の
挿
絵
や
版
画
制
作
に
も
携
わ
っ
た
が
現
在
ま

で
そ
の
活
動
の
全
貌
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
版
画
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
美
術
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
「
婦

山
川
秀
峰
の
版
画
制
作
に
つ
い
て

𠮷

井

大

門
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女
四
題
」
の
シ
リ
ー
ズ
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
鉄
道
開
通
七
十
周
年
を
記
念
し
て
伊
東
深
水
の
作
品
と
対
比
さ
せ
る
様
に
鉄

道
省
か
ら
発
行
さ
れ
た
《
現
代
の
東
京
駅
》
は
新
版
画
、
美
人
画
を
テ
ー
マ
と
す
る
展
覧
会
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
作
品
の
詳
細
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
な
い
が
、
画
集
類
な
ど
で
は
《
朝
鮮
婦
人
》、《
現
代
婦
女
図
》
の
タ
イ

ト
ル
で
知
ら
れ
る
も
の
や
、
図
録
や
画
集
類
の
作
家
解
説
で
は
舞
踊
を
主
題
と
し
た
「
を
ど
り
五
十
番
」
の
シ
リ
ー
ズ
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。

清
方
門
下
の
版
画
制
作
と
い
う
観
点
に
目
を
移
す
と
、
画
業
の
初
期
よ
り
渡
邊
版
画
店
か
ら
新
版
画
を
出
版
し
た
伊
東
深
水
、
笠

松
紫
郎
、
そ
の
版
画
に
感
銘
を
受
け
版
画
制
作
を
始
め
た
川
瀬
巴
水
、
役
者
絵
を
出
版
し
た
鳥
居
言
人
、
強
い
色
彩
と
エ
キ
ゾ
チ
ッ

ク
な
女
性
像
を
描
い
た
小
早
川
清
ら
は
す
で
に
版
画
研
究
お
よ
び
作
家
研
究
の
面
ま
た
展
覧
会
、
画
集
類
に
お
い
て
体
系
的
な
作
品

の
把
握
と
先
行
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
秀
峰
の
場
合
は
、
版
画
制
作
の
総
体
が
少
な
い
点
に
加
え
新
版
画
や
美
人
画
と

い
っ
た
テ
ー
マ
の
一
部
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
に
止
ま
る
こ
と
も
あ
り
、
全
容
、
詳
細
、
制
作
経
緯
に
つ
い
て
は
、
未
だ
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
点
が
多
い
。
加
え
て
、
特
定
の
版
元
か
ら
継
続
的
に
発
行
さ
れ
ず
異
な
る
版
元
か
ら
発
行
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
全
容

把
握
が
さ
れ
に
く
か
っ
た
と
考
え
る
。

そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
山
川
秀
峰
の
画
業
か
ら
版
画
制
作
を
と
り
あ
げ
、
す
で
に
把
握
さ
れ
て
い
る
作
品
も
含
め
全
体
像
を
可
能

な
限
り
明
ら
か
に
し
、
制
作
背
景
や
画
業
に
お
け
る
作
品
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
。
そ
し
て
、
画
業
を
通
し
て
人
物
画
を
主
題
に

描
き
続
け
る
な
か
、
先
に
述
べ
た
、
昭
和
六
年
頃
か
ら
生
涯
の
テ
ー
マ
と
も
な
る
舞
踊
を
主
題
と
し
た
「
舞
踊
画
」
を
制
作
し
、
そ

の
成
果
を
個
展
で
発
表
す
る
な
か
、
並
行
す
る
よ
う
に
制
作
し
た
版
画
「
を
ど
り
五
十
番
」
に
つ
い
て
詳
し
く
触
れ
て
い
き
た
い
。
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①
婦
女
四
題
（
昭
和
二
年
〜
三
年
）

秀
峰
の
版
画
作
品
に
お
い
て
最
初
期
の
作
例
は
昭
和
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
盛
り
込
ん
だ
美
人
版
画
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
「
婦
女
四
題
」

【
図
一
〜
四
】
の
四
枚
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
美
術
社
を
版
元
に（三
）、

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
秋
に
《
秋
》、
同
年
十
二
月
《
雪
も
よ
ひ
》、

翌
年
三
月
《
赤
い
襟
》、
そ
し
て
同
年
四
月
《
た
そ
が
れ
》
が
発
行
さ
れ
た
。

描
か
れ
る
女
性
は
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
装
い
で
描
か
れ（四
）、

ラ
ジ
オ
巻
に
秋
の
渋
み
が
着
物
の
色
で
表
現
さ
れ
、
海
老
茶
色
の
シ
ョ
ー

ル
に
ト
ラ
ン
プ
柄
の
羽
織
姿
が
若
々
し
い
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
女
性
の
《
秋
》、《
雪
も
よ
ひ
》
は
雪
を
被
っ
た
南

天
柄
の
襟
元
を
覗
か
せ
、
口
元
に
寄
せ
ら
れ
た
黒
羽
織
の
袖
口
か
ら
の
ぞ
く
指
先
は
、
冬
の
寒
さ
た
だ
よ
う
雰
囲
気
が
演
出
さ
れ
る
。

女
性
は
鬢
や
前
髪
を
大
き
く
張
り
出
し
た
丸
髷
に
結
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
髪
型
は
、
既
婚
女
性
と
し
て
の
夫
人
の
髪
型
に
使
用
さ
れ
、

着
物
の
柄
が
華
や
か
に
な
る
大
正
期
か
ら
流
行
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

十
六
〜
十
八
歳
頃
の
娘
の
髪
型
で
あ
る
二
つ
に
分
け
た
髷
か
ら
鹿
子
が
の
ぞ
く
三
輪
だ
ろ
う
か
、
鴇
色
の
地
に
間
着
、
黒
の
半
衿

姿
の
《
赤
い
襟
》。
赤
み
が
か
っ
た
少
し
薄
い
紫
の
手
柄
を
輪
に
か
け
、
ぼ
た
ん
崩
し
に
結
っ
た
髪
、
う
つ
む
き
加
減
に
手
に
は
団
扇

を
持
ち
、
夏
の
水
辺
を
想
像
さ
せ
る
淡
い
青
地
に
網
目
紋
様
の
浴
衣
、
そ
し
て
海
老
茶
色
の
夏
帯
の
女
性
の
《
た
そ
が
れ
》
は
、
夏

の
あ
つ
さ
が
涼
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
本
シ
リ
ー
ズ
は
、
四
季
の
移
ろ
い
を
女
性
の
装
に
よ
っ
て
表
現
す
る
と
と
も
に
髪
型
、
着
物
に
よ
っ
て
女
性
の
年
齢

の
移
ろ
い
と
社
会
的
な
立
場
と
い
っ
た
表
現
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ
リ
ー
ズ
を
通
し
て
、
着
衣
に
賦
さ
れ
る
季
節
を
想
起

さ
せ
る
色
感
美
の
表
現
は
、
秀
峰
の
よ
く
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
切
れ
長
で
物
憂
げ
な
大
き
な
瞳
や
、
生
え
際
の
毛
彫
は
無
く
ぼ
か
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し
を
被
せ
、
細
か
な
髪
筋
も
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
秀
峰
の
絵
画
表
現
で
あ
る
繊
細
な
筆
線
や
着
物
の
絞
り
の
描
き
こ
み
と
い
っ
た

細
部
の
執
拗
と
思
え
る
ほ
ど
細
や
か
な
描
写
は
み
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
浮
世
絵
の
大
首
絵
の
よ
う
な
構
図
で
あ
る
《
雪
も
よ
ひ
》、

《
た
そ
が
れ
》
は
そ
れ
自
体
、
特
に
新
規
性
は
感
じ
ら
れ
ず
、
版
と
本
画
と
い
う
表
現
の
違
い
を
勘
案
し
て
も
、
昭
和
初
期
に
描
か
れ

た
《
春
秋
》（
昭
和
二
年
〔
傳
神
堂
展
〕）、《
安
倍
野
》（
昭
和
三
年
〔
第
九
回
帝
展
〕）
の
細
部
描
写
の
精
緻
さ
と
い
っ
た
秀
峰
ら
し

さ
は
感
じ
ら
れ
ず
、
一
見
す
る
と
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
《
秋
》
以
外
、
平
明
で
明
る
く
鮮
や
か
な
画
面
、
色
数
は
少

な
く
線
描
は
抑
え
ら
れ
、
あ
る
種
型
に
は
ま
っ
た
と
も
い
え
る
表
現
は
、
伊
東
深
水
の
美
人
版
画
、
特
に
大
正
十
二
年
（
一
九
二
二
）

か
ら
翌
年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
「
新
美
人
十
二
姿
」
と
も
と
れ
る
印
象
を
受
け
る
の
は
興
味
深
い
。
大
正
末
頃
か
ら
昭
和
初
期
の

深
水
の
版
画
は
美
人
画
の
時
代
と
も
い
え
る
時
期
で
あ
り
、「
婦
女
四
題
」
が
秀
峰
に
と
っ
て
最
初
期
の
新
版
画
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

年
も
近
く
身
近
な
交
流
が
あ
っ
た
深
水
の
版
画
か
ら
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

一
方
、
他
の
秀
峰
作
品
と
比
べ
、
筆
の
繊
細
さ
や
構
図
、
女
性
の
湿
度
感
は
、
淑
や
か
さ
と
い
う
よ
り
、
モ
チ
ー
フ
の
髪
型
、
着

物
の
柄
、
そ
れ
等
に
よ
っ
て
巧
み
に
表
現
さ
れ
る
季
節
感
な
ど
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
表
現
は

流
行
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
着
物
の
柄
や
髪
型
の
描
写
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

昭
和
初
期
の
百
貨
店
業
界
に
お
け
る
三
越
や
松
坂
屋
、
高
島
屋
な
ど
は
競
っ
て
新
柄
の
着
物
を
発
表
し
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
流
行

が
創
出
さ
れ
る
な
ど
活
況
を
呈
し
て
い
た
。
秀
峰
を
含
め
た
清
方
門
下
は
、
例
え
ば
、
松
坂
屋
の
広
報
誌
『
秋
の
流
行（五
）』

に
、
実
際

の
着
物
の
写
真
と
並
び
そ
れ
ら
を
纏
っ
た
女
性
像
を
描
き
、
秀
峰
も
百
貨
店
か
ら
の
依
頼
で
、
流
行
の
図
案
の
着
物
を
身
に
つ
け
た

女
性
像
を
商
品
カ
タ
ロ
グ
や
ポ
ス
タ
ー
雑
誌
の
挿
絵
な
ど
手
掛
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
背
景
を
鑑
み
る
と
、「
婦
女
四
題
」
は
、
当
性

風
俗
を
盛
り
込
ん
だ
表
現
を
、
木
版
と
い
う
媒
体
を
用
い
、
版
元
の
意
向
を
よ
り
強
く
反
映
し
、
そ
の
な
か
に
出
来
う
る
か
ぎ
り
秀

峰
ら
し
さ
を
盛
り
込
ん
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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【図三】《赤い襟》昭和 2年（1927）
個人蔵

【図四】《たそがれ》昭和 2年（1927）
個人蔵

【図二】《雪もよひ》昭和 2年（1927）
個人蔵

【図一】《秋》昭和 2年（1927）
個人蔵
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②
版
画
「
を
ど
り
五
十
番
」
の
制
作

版
画
「
を
ど
り
五
十
番
」
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
昭
和
十
年
頃
か
ら
秀
峰
自
身
の
画
業
に
お
い
て
主
な
テ
ー
マ
と
な
っ
た
「
舞
踊
画
」

と
大
き
く
係
る
た
め
、
最
初
に
そ
の
経
緯
を
確
認
し
版
画
「
を
ど
り
五
十
番
」
に
つ
い
て
述
べ
、
秀
峰
の
「
舞
踊
画
」
制
作
が
清
方

を
中
心
と
し
た
浮
世
絵
派
の
動
向
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

秀
峰
は
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
十
一
月
十
九
日
〜
十
二
月
二
十
三
日
ま
で
「
古
典
舞
踊
を
描
く
」
と
題
し
て
「
獅
子
も
の
」

を
テ
ー
マ
に
第
一
回
個
展
を
開
催
し（六
）、

翌
十
二
年
（
一
九
三
七
）
第
二
回
個
展
で
は
、「
三
番
叟
も
の
」
を
発
表
し
た
。
以
降
、
古
典

舞
踊
を
テ
ー
マ
に
個
展
を
開
催
し
、
そ
れ
以
外
の
場
に
お
い
て
も
「
舞
踊
画
」
制
作
に
取
り
組
ん
で
い
く
。
第
一
回
個
展
開
催
後
、

雑
誌
『
塔
影
』
の
「
舞
踊
画
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
自
身
の
考
え
を
語
っ
て
い
る
。

平
素
舞
踊
を
見
る
機
会
が
多
い
の
で
、
数
年
前
か
ら
こ
れ
を
見
て
楽
し
む
ば
か
り
で
な
く
描
い
て
楽
し
み
た
い
と
い
ふ
希
望
を

抱
い
て
ゐ
た
。
私
の
描
き
た
い
と
思
ふ
の
は
昭
和
の
古
典
舞
踊
、
即
ち
古
典
舞
踊
の
古
い
姿
で
な
く
現
代
人
の
踊
る
古
典
舞
踊

で
あ
る（七
）。

こ
の
文
章
に
よ
り
「
舞
踊
画
」
が
生
み
出
さ
れ
た
動
機
が
よ
く
わ
か
る
。
秀
峰
は
、
父
・
玄
治
郎
と
浜
町
と
い
う
環
境
か
ら
歌
舞
音

曲
に
親
し
む
道
を
歩
み
、
自
ら
は
幼
少
の
頃
筑
前
琵
琶
の
名
手
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
下
地
と
画
家
と
な
っ
て
か
ら
の
研
究
、
実

際
の
舞
台
か
ら
も
示
唆
を
受
け
て
た
ど
り
つ
い
た
結
果
で
あ
っ
た
。
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前
記
一
文
に
あ
る
、
実
際
に
描
く
こ
と
を
志
し
た
数
年
前
と
は
、
昭
和
六
年
第
十
二
回
帝
展
へ
日
本
舞
踊
家
の
花
柳
壽
美
を
モ
デ

ル
に
出
品
し
た
《
素
踊
》
発
表
の
年
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
頃
は
画
業
に
追
わ
れ
本
格
的
に
「
舞
踊
画
」
に
取
り
組
む

機
会
を
逸
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
た
め（八
）、「

昨
年
帝
展
改
組
で
帝
展
が
一
年
お
き
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
〔
…
〕
ち
ょ
う
ど
い
い
機

会
到
来
と
ば
か
り
、
宿
望
の
舞
踊
画
に
手
に
染
め
た
の
で
あ
る（九
）」

と
舞
踊
画
制
作
が
な
ぜ
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
か
と
い
う
理

由
を
記
し
て
い
る
。

さ
ら
に
秀
峰
自
信
が
語
る
「
舞
踊
画
」
と
は
、「
踊
の
所
謂
き
ま
り
の
型
を
避
け
て
、
一
つ
の
形
か
ら
他
の
形
に
移
る
瞬
間
を
捉
へ

て
描
く
舞
踊
画
」
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
「
踊
り
の
中
の
一
ポ
ー
ズ
に
よ
つ
て
雰
囲
気
を
出
す
こ
と
」
で
あ
り
「
感
覚
的
な
も
の

を
出
」
し
「
動
的
な
静
か
さ
を
出
す
（
一
〇
）」

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
、
新
た
な
画
境
へ
と
取
り
組
み
始
め
る
の
と
期
を
同
じ
く
し
て
、

秀
峰
は
木
版
「
を
ど
り
五
十
番
」
と
題
し
た
版
画
制
作
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

そ
の
制
作
動
機
に
つ
い
て
は
、
第
一
回
個
展
準
備
の
最
中
、
舞
踊
を
自
身
の
一
生
の
仕
事
と
し
て
描
き
残
し
て
お
き
た
い
と
い
う

気
持
ち
が
起
こ
り
、

一
枚
一
枚
画
い
て
行
く
の
も
よ
い
が
、
日
本
に
は
木
版
芸
術
と
い
ふ
独
特
な
芸
術
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
木
版
芸
術
に

十
二
分
の
働
き
を
見
せ
且
は
こ
れ
に
よ
り
現
代
に
於
け
る
木
版
芸
術
の
最
高
峰
た
ら
し
め
や
う
と
い
ふ
気
持
も
加
は
り
、
い
ろ

い
ろ
と
諸
先
輩
の
意
見
も
聞
き
、
清
方
先
生
の
御
説
も
伺
っ
た
り
し
て
決
心
の
臍
を
固
め
一
種
一
種
木
版
に
托
す
る
こ
と
ゝ
し
（
一
一
）

昭
和
十
一
年
末
か
ら
準
備
を
は
じ
め
、
翌
年
一
月
か
ら
実
行
に
移
し
た
と
い
う
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
こ
れ
ま
で
作
品
の
存
在
自
体
は
知
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
制
作
年
、
制
作
経
緯
や
全
体
像
に
つ
い
て
詳
し
く
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触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
（
一
二
）。

シ
リ
ー
ズ
各
作
品
の
正
確
な
発
行
時
期
は
詳
に
な
ら
な
い
が
、
日
本
舞
踊
協
会
発
行

の
雑
誌
『
舞
踊
鑑
』（
第
十
三
回
公
演
）
に
（
一
三
）、「

を
ど
り
五
十
番
製
作
第
一
回
打
合
」
と
い
う
集
合
写
真
【
写
真
一
】
と
と
も
に
同
協

会
会
長
波
田
海
蔵
に
よ
る
発
行
趣
旨
が
掲
載
さ
れ
、
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

秀
峰
画
伯
が
此
度
木
版
と
い
ふ
我
国
古
来
の
独
自
の
も
の
ゝ
世
界
を
撰
ん
で
、〔
…
〕
を
ど
り
五
十
番
の
組
物
を
製
ら
る
ゝ
に

当
り
。
日
本
舞
踊
協
会
の
私
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
求
め
ら
る
ゝ
侭
に
、
最
も
優
秀
な
る
舞
踊
家
を
君
の
画
室
に
送
り
、
以
つ

て
構
想
の
資
に
共
す
る
こ
と
ゝ
致
し
ま
し
た
。〔
…
〕
昭
和
年
代
の
舞
踊
の
姿
と
、
昭
和
文
化
の
反
映
せ
る
木
版
画
と
、
こ
の
二

つ
の
意
義
を
も
つ
大
き
な
足
跡
を
後
世
に
記
録
さ
る
ゝ
を
期
待
し
舞
踊
会
の
為
木
版
芸
術
の
為
、
心
か
ら
祝
福
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

昭
和
十
二
年
五
月

日
本
舞
踊
協
会

会
長

波
田
海
蔵

と
あ
り
、
当
代
の
舞
踊
家
を
画
室
に
呼
び
作
品
構
想
の
準
備
を
し
、
昭
和
の
文
化
と
時
代
を
反
映
し
た
舞
踊
の
姿
を
描
く
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
趣
旨
に
続
く
「
を
ど
り
五
十
番
刊
行
会
規
定
（
一
四
）」

で
は
、「
を
ど
り
五
十
番
」
の
刊
行
に
つ
い
て
触
れ
て
い

る
。刊

行
規
定
を
要
約
す
る
と
、（
1
）
毎
月
初
旬
一
枚
を
刊
行
し
、
一
輯
十
種
全
五
輯
で
完
結
す
る
予
定
で
あ
り
、（
2
）
会
員
頒
布

に
よ
り
分
売
は
せ
ず
、（
3
）
会
の
申
込
所
は
、
山
川
秀
峰
方
及
び
日
本
舞
踊
協
会
で
取
り
扱
う
と
付
言
さ
れ
、（
4
）「
を
ど
り
五
十

番
」
の
題
字
を
鏑
木
清
方
が
、
作
品
の
解
説
を
美
術
評
論
家
の
笹
川
臨
風
が
担
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
【
図
五
】。
次
い
で
、
今
後
発

行
を
予
定
す
る
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
が
続
き
、
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木
版
を
ど
り
五
十
番

【
第
一
輯
】
一
、
志
賀
山
三
番
叟

二
、
羽
根
の
禿

三
、
越
後
獅
子

四
、
晒
女

五
、
五
郎

六
、
大
原
女

七
、
こ
ん
く
わ
い

八
、
春
駒

九
、
丁

稚

十
、
三
ツ
面
子
守

【
第
二
輯
】
一
、
保
名

二
、
藤
娘

三
、
ま
か
よ
し

四
、
娘
道
成
寺

五
、
夕

月

六
、
八
島
官
女

七
、
玉
兎

八
、
お
七

九
、
猩
々

十
、
鷺

娘

【
第
三
輯
】
一
、
雛
助
狂
女

二
、
汐
汲

三
、
喜
撰

四
、
茶
音
頭

五
、
浦
島

六
、
年
増

七
、
流
星

八
、
山
姥

九
、
茶
筌
売

十
、
日
高
川

【
第
四
輯
】
一
、
猿
舞

二
、
雪

三
、
助
六

四
、
浅
妻

五
、
供
奴

六
、
奴

面

七
、
鳥
羽
絵

八
、
羽
衣

九
、
う
か
れ
坊
主

十
、
手
習
子

【写真一】木版「をどり五十番製作第一回打ち合わせ写真」
左から二番目が山川秀峰、次いで鏑木清方、松
本幸四郎、坂東三津五郎、波多野海蔵

【図五】木版「をどり五十番」
表紙（上）、解説（中）、
題字・解説・画の表
記（下）
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【
第
五
輯
】
一
、
玉
屋

二
、
お
染

三
、
俳
諧
師

四
、
鏡
獅
子

五
、
奴
凧

六
、
鳥
追

七
、
か
ご
や

八
、
ゆ
か
り
の

月

九
、
文
屋

十
、
葛
の
葉

と
い
っ
た
よ
う
に
公
表
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
「
第
一
輯
之
一
」《
志
賀
山
三
番
叟
》
も
掲
載
さ
れ
シ
リ
ー
ズ
の
全
容
を
窺
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

以
上
の
内
容
か
ら
、
第
一
回
個
展
開
催
か
ら
、
翌
昭
和
十
二
年
の
第
二
回
個
展
の
間
に
発
行
さ
れ
た
雑
誌
『
舞
踊
鑑
』
が
出
版
さ

れ
た
頃
に
は
、「
を
ど
り
五
十
番
」
の
発
行
準
備
が
整
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
三
月
発
行

の
雑
誌
『
浮
世
絵
界
』
に
は
（
一
五
）、

題
字
鏑
木
清
方
、
解
説
笹
川
臨
風
の
諸
先
生
に
よ
る
極
め
て
豪
華
な
出
版
で
あ
る
。
先
生
の
言
に
従
へ
ば
、「
浮
世
絵
以
来
の
木

版
形
式
を
と
ら
ず
、
現
代
の
科
学
を
応
用
し
た
昭
和
の
木
版
形
式
に
よ
つ
て
、
新
し
い
版
画
を
作
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
い
っ
た
よ
う
に
発
行
の
具
体
的
な
体
裁
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
、
現
在
は
「
二
百
五
十
部
位
版
行
」
さ
れ
「
四
枚
だ
け
出
来
て
ゐ
る
」

と
発
行
の
現
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。
現
代
科
学
を
応
用
し
た
昭
和
の
木
版
形
式
と
は
、
版
の
摺
に
関
す
る
こ
と
か
、
制
作
に
写
真
を

取
り
入
れ
ス
ケ
ッ
チ
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
踊
り
の
瞬
間
を
作
画
に
応
用
す
る
こ
と
か
詳
し
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

と
も
あ
れ
先
の
趣
旨
に
あ
っ
た
毎
月
一
枚
の
発
行
は
予
定
通
り
に
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
版
元
や
何
枚
ま
で
発
行
さ
れ

た
か
な
ど
不
明
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
シ
リ
ー
ズ
は
完
結
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
【
図
六
〜
十
二
】。

こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は
《
志
賀
山
三
番
叟
》、《
羽
根
の
禿
》、《
越
後
獅
子
》、《
晒
女
〔
布
晒
し
〕》、《
五
郎
》、《
大
原
女
》、《
こ
ん
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【図八】木版「をどり五十番」のう
ち《越後獅子》昭和12～13
年（1937～38）頃

個人蔵

【図七】木版「をどり五十番」のう
ち《羽根の禿》昭和12～13
年（1937～38）頃

個人蔵

【図六】木版「をどり五十番」のう
ち《志賀山三番叟》昭和
12～13年（1937～38）頃

個人蔵

く
わ
い
》
の
七
枚
ま
で
摺
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

本
画
に
お
け
る
「
舞
踊
画
」
制
作
と
並
行
す
る
よ
う
に
、
木

版
「
を
ど
り
五
十
番
」
制
作
の
意
図
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

個
展
評
か
ら
シ
リ
ー
ズ
の
受
容
者
的
視
点
を
推
す
る
に
「
一

般
鑑
賞
者
に
舞
踊
の
理
解
が
な
く
、
単
な
る
美
人
画
の
一
表
現

と
し
て
見
ら
れ
る
場
合
に
は
非
常
な
損
が
あ
る
。『
古
典
舞
踊
を

描
く
』
と
云
ふ
作
者
の
意
図
を
第
一
に
し
て
見
る
べ
き
（
一
六
）」

と
い

う
こ
と
か
ら
つ
ま
り
、「
を
ど
り
五
十
番
刊
行
会
」
会
員
の
申
し
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【図十一】木版「をどり五十番」の
うち《大原女》昭和12～
13年（1937～38）頃
個人蔵

【図十二】木版「をどり五十番」の
うち《こんくわい》昭和
12～13年（1937～38）頃
個人蔵

【図十】木版「をどり五十番」のう
ち《五郎》昭和12～13年
（1937～38）頃

個人蔵

【図九】木版「をどり五十番」のう
ち《布晒し》昭和12～13
年（1937～38）頃

個人蔵
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込
み
が
秀
峰
お
よ
び
日
本
舞
踊
協
会
方
で
あ
り
、
公
演
会
記
録
を
兼
ね
た
雑
誌
『
舞
踊
鑑
』
誌
上
で
頒
布
販
売
の
会
員
を
募
っ
た
と

い
う
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
作
品
の
お
も
な
受
容
者
は
日
本
舞
踊
協
会
会
員
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

個
展
に
お
け
る
「
舞
踊
画
」
の
制
作
を
経
て
、
取
り
組
ん
だ
木
版
「
を
ど
り
五
十
番
」
は
、
会
員
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
、

い
わ
ゆ
る
楽
屋
落
ち
に
な
ら
ず
舞
踊
に
つ
い
て
一
定
の
素
養
を
持
ち
合
わ
せ
た
、
つ
ま
り
舞
踊
を
理
解
す
る
特
定
の
受
容
者
に
、
秀

峰
の
理
想
と
す
る
「
舞
踊
画
」
を
享
受
し
て
も
ら
う
た
め
の
手
段
と
し
て
制
作
さ
れ
た
一
面
を
指
摘
で
き
る
。
そ
れ
が
木
版
と
い
う

形
態
に
託
さ
れ
た
「
を
ど
り
五
十
番
」
で
あ
り
、
木
版
と
い
う
複
製
可
能
な
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
を
活
か
し
、
よ
り
広
い
受
容
者
を
獲

得
し
、「
津
々
浦
々
ま
で
も
自
分
の
絵
が
賞
鑑
」
さ
れ
る
こ
と
は
、「
版
画
の
妙
味
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
一
七
）。

し
か
し
、
時
代
と
共
に
変
化
す
る
社
会
性
、
時
代
性
を
包
含
し
て
表
現
さ
れ
た
「
を
ど
り
五
十
番
」
は
、
あ
る
意
味
大
衆
性
に
担

保
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
裏
を
返
せ
ば
舞
踊
を
理
解
す
る
特
定
の
受
容
者
と
い
う
限
定
的
大
衆
性
と
も
い
え
る
内
向
性
を
は
ら
ん

で
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
い
換
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
舞
踊
画
」
を
多
く
手
が
け
、
日
々
研
鑽
を
重
ね
て
い
っ
た
秀
峰
は
、
作
画
の
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
と
な
る
写
真
を
撮
り
、
写
生
を
続

け
る
な
か
で
、
古
来
芝
居
の
絵
は
あ
っ
て
も
舞
踊
の
絵
は
な
い
こ
と
を
惜
し
み
、
昭
和
時
代
の
古
典
舞
踊
を
五
十
番
あ
る
い
は
百
番

と
描
き
残
し
て
い
く
大
望
を
持
ち
は
じ
め
た
と
い
う
。
写
生
は
鉛
筆
の
走
り
書
き
で
あ
り
、
写
真
は
い
か
に
美
し
い
形
が
写
さ
れ
て

い
て
も
タ
ブ
ロ
ー
の
芸
術
性
と
は
異
な
る
も
の
で
、
秀
峰
の
目
的
は
舞
踊
の
一
ポ
ー
ズ
の
感
興
に
創
意
を
得
て
制
作
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。し

か
し
、
本
画
に
お
い
て
は
個
展
開
催
に
よ
り
一
定
の
手
応
え
を
得
た
も
の
の
、
版
に
よ
っ
て
五
十
番
、
百
番
と
演
目
を
描
き
残

す
こ
と
は
、
ま
た
別
の
意
図
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
絵
画
と
し
て
の
純
粋
性
か
ら
逸
脱
す
る
危
険
性
を
孕
み
、
版

の
複
数
性
と
い
う
特
性
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
踊
り
の
決
ま
っ
た
場
面
を
絵
画
化
す
る
の
と
は
異
な
り
、
一
つ
の
形
か
ら
次
の
形
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に
移
る
瞬
間
を
捉
へ
て
描
く
「
舞
踊
画
」
は
前
記
の
限
定
的
大
衆
性
と
も
い
え
る
内
向
性
を
は
ら
ん
で
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
版

の
複
数
性
と
い
う
特
性
を
強
め
、
記
録
性
と
い
う
要
素
を
増
幅
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
唯
、
完
全
に
そ
う
な
ら
な
か
っ

た
点
は
、
秀
峰
の
場
合
、
歌
舞
音
曲
に
幼
少
よ
り
親
し
み
、
舞
踊
へ
の
深
い
理
解
と
愛
情
、
研
究
態
度
、
経
験
が
そ
れ
を
救
い
、
い

ず
れ
も
軽
妙
な
動
き
や
、
味
わ
い
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

秀
峰
の
「
舞
踊
画
」
制
作
に
つ
い
て
師
清
方
は
、
昭
和
十
二
年
の
第
一
回
個
展
後
、
舞
踊
を
絵
に
す
る
に
は
「
先
ず
し
つ
か
り
し

た
気
持
ち
で
、
舞
踊
に
対
す
る
観
察
を
十
分
に
す
る
用
意
が
必
要
」
で
「
研
究
の
態
度
も
本
式
に
家
元
に
つ
い
て
」
絵
画
化
し
よ
う

と
す
る
態
度
は
評
価
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、「
を
ど
り
五
十
番
」
へ
の
取
り
組
み
、
す
な
わ
ち
舞
踊
画
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
を

伴
う
も
の
で
あ
る
が
自
身
で
体
験
し
て
は
じ
め
て
体
現
で
き
る
も
の
と
し
「
山
川
の
研
究
に
し
て
も
結
果
は
ま
だ
ま
だ
充
分
と
は
申

さ
れ
な
い
。
然
し
乍
ら
十
分
に
研
究
を
進
め
て
真
実
に
大
成
さ
せ
て
、
こ
れ
を
後
世
に
の
こ
さ
せ
た
い
も
の
だ
と
は
考
へ
て
ゐ
る
（
一
八
）。」

と
好
意
的
な
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
続
け
て
舞
踊
の
絵
画
化
の
難
し
さ
に
つ
い
て

そ
れ
は
踊
っ
て
ゐ
る
間
に
出
る
よ
い
形
で
、
そ
れ
を
見
て
ゐ
る
瞬
間
描
き
た
い
と
云
う
衝
動
が
突
然
に
起
っ
て
来
る
。〔
…
〕
自

分
が
描
き
た
い
と
思
っ
た
瞬
間
は
既
に
過
ぎ
去
っ
て
ゐ
る
。
た
ゞ
そ
れ
は
自
分
の
幻
想
に
浮
か
ぶ
形
丈
が
の
こ
っ
て
ゐ
る
。
的

確
な
る
ポ
ー
ズ
は
今
更
求
め
得
べ
く
も
な
い
。
凡
そ
む
づ
か
し
い
と
云
ふ
た
ら
こ
れ
程
む
ず
か
し
い
も
の
は
あ
る
ま
い
。
正
に

動
の
藝
術
と
云
ふ
べ
き
だ
。

然
し
乍
ら
踊
の
中
で
も
絵
画
の
よ
う
に
自
ら
決
ま
る
場
所
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
そ
う
云
ふ
と
こ
ろ
に
な
る
と
ま
た
描
き
易

く
も
あ
る
し
、
そ
ん
な
場
所
は
又
寫
眞
等
で
も
撮
影
さ
れ
る
か
ら
、
又
撮
っ
た
も
の
も
あ
る
か
ら
、
さ
ま
で
珍
ら
し
く
は
な
い
。

動
い
て
ゐ
る
形
、
そ
の
良
い
形
を
絵
に
す
る
と
云
う
の
は
頗
る
至
難
の
仕
事
だ
。「
動
の
藝
術
」
他
に
ち
ょ
っ
と
な
い
世
界
だ
。
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こ
れ
を
是
非
山
川
に
勉
強
し
て
描
け
る
よ
う
に
な
っ
て
貰
ひ
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
。
十
分
に
意
義
あ
る
仕
事
だ
と
思
う
（
一
九
）。

と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
「
踊
り
の
中
の
一
ポ
ー
ズ
に
よ
つ
て
雰
囲
気
を
出
す
こ
と
」
で
あ
り
「
感
覚
的
な
も
の
を
出
」

し
「
動
的
な
静
か
さ
を
出
す
（
二
〇
）」

と
語
る
秀
峰
の
言
説
に
遠
か
ら
ず
通
底
す
る
も
の
で
、
秀
峰
自
身
も
清
方
と
ほ
ぼ
内
容
の
近
い
言
説

を
残
し
、
秀
峰
の
作
画
態
度
に
あ
る
種
「
舞
踊
画
」
と
い
う
概
念
を
与
え
清
方
が
後
押
し
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

清
方
の
言
説
は
、
弟
子
の
作
画
活
動
に
対
す
る
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
真
意
は
何
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

昭
和
に
入
り
同
時
代
の
風
俗
や
社
会
風
俗
を
取
材
し
「
社
会
画
」
へ
と
自
身
の
流
派
の
出
自
を
意
識
し
た
画
論
形
成
を
掲
げ
（
二
一
）、

こ

れ
ま
で
画
塾
の
発
表
機
関
で
あ
っ
た
郷
土
会
を
明
確
な
主
義
主
張
を
も
つ
会
へ
と
方
向
転
換
を
示
し
た
時
期
に
端
を
発
し
、
昭
和
三

年
の
郷
土
会
の
二
部
制
導
入
と
特
定
の
一
人
な
い
し
二
人
を
と
り
あ
げ
る
展
示
運
営
へ
の
転
換
。
翌
昭
和
四
年
『
改
造
』
誌
上
で
「
風

俗
画
論
」
を
社
会
風
俗
画
と
時
様
風
俗
画
に
分
け
論
を
展
開
す
る
。
そ
し
て
「
浮
世
絵
」
と
「
社
会
画
」
を
巧
み
に
「
風
俗
画
」
と

い
う
枠
組
み
に
自
身
の
画
派
の
出
自
を
取
り
込
み
「
風
俗
画
（
二
二
）」

へ
の
転
移
を
唱
え
画
壇
に
お
け
る
浮
世
絵
派
の
立
ち
位
置
を
巧
み
に

変
転
さ
せ
、
昭
和
六
年
に
郷
土
会
は
解
散
し
、
弟
子
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
が
方
向
性
を
模
索
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
昭
和
十
年

代
を
前
後
し
、
新
た
な
日
本
画
研
究
団
体
の
林
立
、
帝
展
改
組
と
俄
か
に
活
気
立
つ
画
壇
状
況
に
お
い
て
、
清
方
は
よ
り
一
層
、
浮

世
絵
派
の
今
後
を
憂
慮
し
た
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
背
景
を
前
提
に
、
昭
和
に
入
る
と
秀
峰
の
画
壇
に
お
け
る
評
価
は
、
清
方
門
下
の
双
璧
と
さ
れ
同
門
の
伊
東
深
水
と
並

び
評
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
加
味
す
る
な
ら
ば
（
二
三
）、

清
方
の
志
向
を
担
い
、
浮
世
絵
派
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
包
含
し
た
「
舞

踊
画
」
を
主
体
的
に
制
作
し
て
い
く
こ
と
を
秀
峰
に
示
し
、
本
稿
で
は
詳
し
く
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
深
水
の
「
現
代
風
俗
画
」
と

と
も
に
浮
世
絵
派
を
主
導
的
に
牽
引
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ
し
て
そ
れ
は
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
三
五
）
深
水
と
秀
峰
が
中
心
と
な
り
日
本
画
に
お
け
る
新
た
な
人
物
画
表
現
を
も
と
め
結

成
さ
れ
た
青
衿
会
の
活
動
へ
と
展
開
し
て
い
く
布
石
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
郷
土
会
以
後
の
浮
世
絵
派
と
し
て
の

清
方
門
下
の
画
壇
に
お
け
る
方
向
性
、
立
ち
位
置
は
個
々
の
作
家
や
画
壇
の
情
勢
を
含
め
た
更
な
る
検
証
が
必
要
で
は
あ
る
が
、

師
の
鏑
木
清
方
氏
が
明
治
か
ら
德
川
の
時
代
風
俗
美
人
に
重
点
を
置
き
、
兄
分
の
伊
東
深
水
氏
が
現
代
風
俗
美
人
を
主
と
し
て

描
く
中
に
在
っ
て
、
山
川
氏
が
古
典
舞
踊
に
手
を
付
け
、
此
の
分
野
を
開
拓
せ
ん
と
す
る
は
、
苦
辛
の
結
果
で
あ
ら
う
が
、
着

眼
が
い
ゝ
と
思
ふ
。
元
來
が
手
腕
の
有
る
作
家
で
有
る
か
ら
、
今
後
一
段
の
向
上
発
展
を
そ
の
藝
術
の
上
に
き
た
い
さ
る
ゝ
も

の
と
信
ず
る
（
二
四
）。

と
い
っ
た
一
文
か
ら
も
、
そ
の
真
意
の
一
端
が
垣
間
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

③
版
画
舞
踊
十
種
・
童
踊
集
（
其
一
・
其
二
）

小
品
で
は
あ
る
が
揃
い
雛
の
よ
う
な
雑
誌
の
付
録
や
贈
答
品
と
も
思
え
る
「
踊
り
十
種
」
と
題
し
た
木
版
摺
の
絵
入
封
筒
を
手
掛

け
て
い
る
【
図
十
三
、
十
四
】。

本
作
は
、
屋
形
船
の
簾
か
ら
手
の
み
を
の
ぞ
か
せ
酌
で
川
面
の
水
を
掬
い
取
る
女
性
の
手
が
の
ぞ
き
み
え
る
。
枝
垂
れ
柳
の
描
か

れ
た
蓋
に
は
「
山
川
秀
峰
先
生
筆

版
画
舞
踊
十
種
」
と
書
か
れ
た
題
簽
が
付
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
桜
と
鐘
の
背
景
に
墨
に
よ
り
「
版
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画
舞
踊
十
種
」
と
書
か
れ
た
包
紙
に
包
ま
れ
、
絵
封
筒
十
枚
が

収
め
ら
れ
て
い
る
（
二
五
）。

各
封
筒
の
表
に
は
踊
り
の
一
場
面
が
摺
ら

れ
、
裏
面
右
下
に
「
舞
踊
十
種
之
内
鷺
娘
」
と
い
う
よ
う
に
舞

の
名
称
が
摺
ら
れ
て
い
る
（
二
六
）。

そ
の
内
容
は
《
羽
根
の
禿
》、《
手

習
子
》、《
藤
娘
》、《
鷺
娘
》、《
お
七
》、《
道
成
寺
》、《
お
く

み
》、《
京
人
形
》、《
道
行
き
の
お
か
る
》、《
紅
葉
待
》
と
な
っ

て
い
る
。

続
い
て
「
童
踊
集
」
は
、「
舞
踊
十
種
」
同
様
に
絵
封
筒
の
形

【図十三】「版画踊十種」箱（右上）・包紙
（左上）、「版画踊十種」のうち《手
習 子》（下）、昭 和 5 ～ 10 年 頃
（1930～35）頃、個人蔵

【図十四】「童踊集 其一」包紙（右）、「童踊集 其二」包紙（右中）、「童踊集 其一」のう
ち《かげろう》（左）、昭和 5～10年頃（1930～35）頃、個人蔵
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態
を
と
り
、
其
一
、
其
二
と
各
五
種
づ
つ
包
紙
に
包
ま
れ
、
桃
色
（
其
一
）
と
薄
紫
（
其
二
）
の
麻
の
葉
絞
り
紋
様
が
施
さ
れ
、
表

題
に
は
「
山
川
秀
峰
先
生
筆

童
踊
集

其
一
」
と
書
か
れ
、「
其
二
」
も
同
様
の
も
の
と
な
る
（
二
七
）。

小
封
筒
の
表
に
は
そ
れ
ぞ
れ
踊
り

の
一
場
面
が
摺
ら
れ
、
裏
面
右
下
に
は
「
童
謡
十
種
之
内
」
と
摺
ら
れ
其
一
は
《
か
げ
ろ
う
》、《
御
殿
様
》、《
お
星
さ
ま
》、《
時
雨
》、

《
小
島
》。
其
二
は
《
小
雨
》、《
想
ひ
》、《
ひ
ざ
か
り
》、《
紙
人
形
》、《
か
く
れ
ん
ぼ
》
と
い
っ
た
よ
う
に
舞
の
名
称
が
み
て
と
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
は
「
秀
峰
」
の
落
款
と
白
文
長
方
印
「
桔
梗
荘
」
が
捺
さ
れ
て
い
る
。「
舞
踊
十
種
」
と
類
似
の
形
態
、
同
様
の
摺
り
で

あ
り
、
同
時
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
も
、
残
念
な
が
ら
現
段
階
で
は
、
ど
れ
く
ら
い
摺
ら
れ
た
か
、
ま
た
版
元
、
出
版
経
緯
な
ど

は
不
明
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
こ
う
し
た
小
品
の
揃
い
物
は
本
作
の
二
種
類
の
み
で
あ
る
が
、
雑
誌
や
新
聞
の
付
録
、
絵
葉
書
の
原

画
も
描
い
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
確
認
さ
れ
て
い
な
い
作
品
の
存
在
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
両
作
は
、
挿
絵

の
仕
事
が
忙
し
く
な
る
昭
和
四
・
五
年
頃
以
降
の
制
作
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

④
現
代
婦
女
図
（
昭
和
十
三
年
）

《
現
代
婦
女
図
》
は
、『
お
ん
な
え
近
代
美
人
版
画
全
集
（
二
八
）』

に
紹
介
さ
れ
る
も
の
の
、
作
品
解
説
な
ど
な
く
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明

で
あ
っ
た
が
、
本
作
は
『Japan today &

 tom
orrow

（
二
九
）』N

o. 10
1938  ed.

の
付
録
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
【
図
十
五
】。

『Japan today &
 tom

orrow

』
は
、
英
文
の
Ｂ
4
判
サ
イ
ズ
で
大
阪
毎
日
新
聞
社
よ
り
昭
和
二
年
十
二
月
発
刊
、
初
刊
は
五
万
部

印
刷
さ
れ
、
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
十
一
号
ま
で
続
き
、
翌
年
か
ら
誌
名
を
『N

ippon Today &
 Tom

orrow

』
と
変
更
し
、

昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
十
五
号
ま
で
発
行
さ
れ
た
海
外
向
け
の
日
本
紹
介
雑
誌
で
あ
っ
た
（
三
〇
）。

そ
の
内
容
は
、
日
本
を
紹
介
す
る
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対
外
観
光
情
報
の
み
な
ら
ず
政
治
経
済
、
文
化
と
い
っ
た
分
野
全
般
に
わ
た
り
日
本
の
紹
介
を
意
図
し
た
編
集
が
な
さ
れ
、
同
時
代

の
他
の
海
外
向
け
日
本
紹
介
メ
デ
ィ
ア
と
や
や
趣
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
三
一
）。

本
誌
の
記
事
以
外
に
特
徴
的
な
点
は
、
各
号
に
「8

C
olored Plates de Luxe

」
と
し
て
フ
ル
カ
ラ
ー
の
取
り
外
し
可
能
な
英
文
解
説
つ
き
の
付
録
が
付
属
し
、
内
容
は
リ
ト
グ
ラ
フ
に

よ
る
陶
磁
器
、
刀
剣
、
寺
院
や
庭
園
を
紹
介
し
扇
面
法
華
経
や
同
時
代
の
日
本
画
家
作
品
、
日
本
の
文
化
財
そ
し
て
観
光
地
の
写
真

な
ど
で
、
そ
れ
ら
の
紹
介
に
加
え
て
、
ほ
ぼ
毎
号
一
点
、
木
版
画
が
つ
い
て
い
た
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
通
り
《
現
代
婦
女
図
》
は
一
連
の
付
録
の
内
、
昭
和
十
三
年
十
号
に
付
属
し
、
他
号
に
は
、
清
方
を
含
む
門
下
の
画

家
も
参
加
し
六
号
に
伊
東
深
水
の
「
現
代
美
人
集
第
二
輯
の
内
」《
こ
た
つ
》、
七
号
に
川
瀬
巴
水
《
増
上
寺
》、
十
一
号
に
は
鏑
木
清

方
の
《
秋
の
女
》
が
付
属
し
て
い
た
。

『Japan today &
 tom

orrow

』
に
木
版
画
作
品
の
鏑
木
清
方
を
含
む
門
下
で
あ
る
深
水
、
秀
峰
、
巴
水
が
選
定
さ
れ
た
理
由
を
考

え
る
と
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
海
外
、
特
に
ア
メ
リ
カ
で
の
新
版
画
受
容
の
土
壌
が
あ
り
（
三
二
）、

こ
う
し
た
浮
世

絵
受
容
を
基
盤
に
木
版
画
と
い
う
す
で
に
親
し
み
の
あ
る
媒
体
を
用
い
て
英
文
に
よ
る
日
本
イ
メ
ー
ジ
の
親
密
性
を
想
起
さ
せ
る
装

置
と
し
機
能
し
た
点
。
ま
た
、
清
方
門
下
に
よ
る
日
本
画
発
表
の
研
究
団
体
と
し
て
結
成
さ
れ
た
郷
土
会
で
は
、
結
成
後
早
い
時
期

か
ら
版
画
を
展
覧
会
に
出
品
し
、
そ
れ
等
に
対
す
る
同
時
代
評
が
多
く
書
か
れ
、
郷
土
会
が
版
画
に
一
定
の
価
値
を
見
出
し
て
い
た

と
い
う
指
摘
か
ら
（
三
三
）、

清
方
と
そ
の
門
下
を
含
む
浮
世
絵
派
の
版
画
が
国
内
で
広
く
認
知
さ
れ
、
か
つ
大
衆
に
容
易
に
想
起
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
選
定
さ
れ
た
内
と
外
の
受
容
構
造
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
対
外
的
に
は
昭
和
五
年
四
月

創
設
の
国
際
観
光
協
会
の
外
客
誘
致
の
た
め
の
観
光
宣
伝
印
刷
物
に
、
す
で
に
秀
峰
は
じ
め
伊
東
深
水
、
川
瀬
巴
水
、
そ
の
他
『Japan 

today &
 tom

orrow

』
掲
載
作
家
の
一
人
、
堂
本
印
象
な
ど
係
わ
っ
て
お
り
日
本
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
す
る
作
家
と
し
て
の
土
壌
が
つ

く
ら
れ
て
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
（
三
四
）。
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と
も
あ
れ
、《
現
代
婦
女
図
》
を
具
に
み
て
い
く
と
、
付

属
の
英
文
解
説
に
は
、「
日
本
髪
を
結
わ
な
い
現
代
の
若
い

女
性
」
で
あ
り
、「
伝
統
的
な
慎
み
深
さ
を
持
ち
合
わ
せ
」、

「
身
体
的
、
精
神
的
に
強
い
個
性
を
示
す
」
と
い
っ
た
紹
介

が
な
さ
れ
て
い
る
（
三
五
）。

描
か
れ
る
女
性
は
、
薄
く
浮
か
び
上

が
る
月
を
背
景
に
上
半
身
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
束

髪
に
口
紅
を
刺
し
た
女
性
は
、
褐
色
を
帯
び
た
枯
色
も
し

く
は
茅
色
地
に
「
忍
耐
」、「
生
命
」、「
長
寿
」
を
連
想
さ

せ
る
松
・
竹
・
梅
紋
様
の
着
物
、
そ
し
て
高
貴
、
富
貴
、

美
し
さ
を
表
象
す
る
牡
丹
紋
様
に
暗
い
赤
み
を
帯
び
た
茶
と
黒
色
の
帯
を
纏
っ
て
い
る
。

体
を
正
面
に
し
顔
は
や
や
右
方
に
向
け
て
力
強
く
遠
く
を
み
つ
め
る
よ
う
な
眼
差
し
を
み

せ
、
や
や
硬
め
の
輪
郭
線
で
描
か
れ
る
。
女
性
は
凛
と
し
た
佇
ま
い
を
み
せ
、
こ
れ
ら
の

表
現
は
解
説
に
い
う
新
し
い
女
性
像
を
体
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
戦
時
戦
下
に
突
入
し
て

い
く
日
本
に
お
い
て
内
外
に
対
す
る
強
さ
を
表
象
し
た
女
性
像
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
作
に
描
か
れ
る
女
性
像
に
は
特
定
の
モ
デ
ル
の
存
在
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
れ

は
昭
和
十
一
年
、
改
組
第
一
回
帝
展
出
品
の
《
三
人
の
姉
妹
》
の
モ
チ
ー
フ
と
同
じ
、
実

業
家
で
政
治
家
で
あ
っ
た
久
原
房
之
助
（
一
八
六
九
〜
一
九
六
五
）
の
三
姉
妹
（
長
女
・

次
女
・
馨
子
、
三
女
久
美
子
、
妙
子
）
と
目
さ
れ
る
【
写
真
二
】。

【写真二】「久原家三姉妹と秀峰」
『大正シック展』図録より

【図十五】《現代婦女図》昭和14年（1939）
個人蔵
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久
原
家
は
、
港
区
白
金
台
の
八
芳
園
に
屋
敷
を
も
ち
、
秀
峰
か
ら
絵
を
学
ん
で
い
た
よ
う
で
（
三
六
）《

三
人
の
姉
妹
》
は
、
特
定
の
モ
デ
ル

を
思
わ
せ
る
写
実
的
な
面
貌
表
現
が
特
徴
的
な
が
ら
「
彼
女
ら
の
顔
つ
き
と
表
情
の
描
写
で
は
、
姉
妹
た
ち
が
奇
妙
に
相
似
し
て
い

な
が
ら
個
性
が
あ
る
（
三
七
）」

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
本
作
も
特
定
の
誰
と
い
う
よ
り
も
三
姉
妹
を
ア
レ
ン
ジ
し
、
あ
る
種
理
想
化
さ
れ

た
表
現
に
、
英
文
解
説
に
あ
る
現
代
女
性
の
強
さ
を
実
在
の
人
物
か
ら
構
想
し
描
か
れ
た
た
作
品
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

⑤
妓

生

秀
峰
は
昭
和
十
四
年
も
う
一
人
の
師
で
あ
る
池
上
秀
畝
（
一
八
七
四
〜
一
九
四
四
）、
そ
し
て
矢
澤
弦
月
（
一
八
八
六
〜
一
九
五

二
）、
永
田
春
水
（
一
八
八
九
〜
一
九
七
〇
）
さ
ら
に
秀
峰
の
誘
い
に
乗
っ
た
川
瀬
巴
水
（
一
八
八
三
〜
一
九
五
七
）
ら
と
と
も
に
朝

鮮
鉄
道
局
の
招
聘
に
よ
り
朝
鮮
へ
赴
い
て
い
る
（
三
八
）。

こ
の
招
聘
の
背
景
を
考
え
る
と
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
頃
か
ら
活
発
に
な
る
観
光
政
策
が
挙
げ
ら
れ
る
。
鉄
道
省
の
外
局
と
し

て
昭
和
五
年
四
月
、
国
際
観
光
局
、
そ
し
て
翌
年
に
国
際
観
光
協
会
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー
リ
ス

ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー
、
そ
の
前
身
の
貴
賓
会
が
担
っ
て
き
た
外
客
誘
致
と
観
光
宣
伝
お
よ
び
外
貨
獲
得
に
よ
る
貿
易
収
支
改
善
が
国
家

主
導
で
行
な
わ
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
政
策
が
昭
和
十
年
代
に
入
る
と
、
観
光
宣
伝
を
通
じ
て
当
時
の
対
日
国
際
世
論
に
対
す
る

負
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
さ
せ
る
た
め
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
の
機
能
が
一
層
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
（
三
九
）。

国
家
に
よ
る
観
光
事
業
へ
の
取
り
組
み
は
、
旅
客
の
積
極
的
誘
致
に
よ
る
地
域
経
済
の
振
興
を
目
的
と
し
、
そ
の
た
め
の
宣
伝
、

観
光
資
源
の
開
発
・
整
備
と
い
っ
た
観
光
事
業
の
国
策
化
が
図
ら
れ
（
四
〇
）、

こ
れ
ら
と
連
動
す
る
よ
う
に
、
日
本
旅
行
協
会
や
地
方
の
旅
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行
協
会
に
よ
っ
て
文
芸
関
係
者
が
集
め
ら
れ
た
。
旅
行
会
社
や
観
光
業
界
は
積
極
的
に
文
芸
関
係
者
を
活
用
し
て
植
民
地
を
含
む
観

光
地
の
宣
伝
に
努
め
、
座
談
会
を
開
き
新
聞
・
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
（
四
一
）。

秀
峰
等
の
朝
鮮
渡
航
も
こ
う
し
た
帝
国

日
本
の
海
外
戦
略
の
大
き
な
流
れ
の
一
端
と
し
て
の
誘
致
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

普
段
あ
ま
り
遠
出
を
し
な
か
っ
た
秀
峰
に
と
っ
て
初
め
て
の
海
外
渡
航
と
な
っ
た
朝
鮮
周
遊
は
（
四
二
）、

矢
澤
の
み
第
十
八
回
朝
鮮
美
術

展
覧
会
審
査
員
の
た
め
五
月
末
先
に
出
発
、
秀
峰
を
含
む
三
画
家
と
関
西
美
術
社
の
加
藤
清
風
は
六
月
一
日
、
下
関
か
ら
出
航
し
た
。

渡
鮮
は
朝
鮮
鉄
道
局
の
招
聘
に
あ
わ
せ
て
、
同
年
六
月
刊
行
の
雑
誌
『
観
光
朝
鮮
（
四
三
）』

発
刊
記
念
事
業
を
兼
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
（
四
四
）。

こ

の
朝
鮮
周
遊
体
験
を
元
に
京
城
備
前
屋
で
座
談
会
が
催
さ
れ
（
四
五
）、

滞
在
中
の
印
象
や
経
験
を
各
画
家
が
語
り
同
誌
一
巻
二
号
に
「
五
画

伯
に
半
島
の
印
象
を
訊
く
」
と
い
う
内
容
で
特
集
が
組
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
（
四
六
）。

六
月
二
日
、
朝
鮮
半
島
に
到
着
し
た
一
行
は
、
先
に
渡
航
し
て
い
た
矢
澤
と
釜
山
で
合
流
後
、
釜
山
南
濱
料
亭
「
み
な
と
」
で
の

歓
迎
晩
餐
会
に
招
か
れ
東
莱
温
泉
に
一
泊
（
四
七
）、

慶
州
、
佛
国
寺
、
大
邸
、
大
田
、
扶
餘
、
内
蔵
寺
、
山
羊
寺
を
経
て
九
日
、
京
城
に
入

り
京
城
日
報
社
本
社
を
訪
れ
て
い
る
（
四
八
）。

そ
し
て
朝
鮮
総
督
府
の
案
内
に
よ
り
妓
生
学
校
の
見
学
、
妓
生
の
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
を
し
て

い
る
（
四
九
）。

ま
た
画
家
た
ち
の
京
城
入
り
の
も
う
一
つ
の
目
的
は
、
十
日
か
ら
十
四
日
ま
で
京
城
三
越
で
開
か
れ
る
展
覧
会
「
京
城
三
越

四
作
家
展
」
で
あ
っ
た
（
五
〇
）。

出
品
約
二
十
五
点
の
う
ち
秀
峰
は
《
雛
鶴
三
番
叟
》、《
娘
道
成
寺
》、《
藤
娘
》
を
出
品
し
た
が
（
五
一
）作

品
の
詳

細
や
そ
の
後
の
行
方
に
つ
い
て
は
現
在
確
認
で
き
て
い
な
い
。

一
行
は
十
三
日
、
金
剛
山
な
ど
へ
探
勝
に
出
か
け
二
十
日
再
び
京
城
へ
戻
る
ま
で
秀
峰
は
一
人
残
り
、
一
室
を
借
り
て
妓
生
・
鄭

錦
蘭
を
モ
デ
ル
に
約
五
十
枚
の
ス
ケ
ツ
チ
を
し
た
こ
と
が
写
真
入
り
で
『
京
城
日
報
』
に
報
じ
ら
れ
【
写
真
三
】、「
今
秋
ま
た
は
明

春
に
作
品
を
仕
上
げ
」
に
来
鮮
す
る
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
（
五
二
）。

ま
た
、
あ
る
時
は
平
壌
へ
も
出
向
き
名
妓
・
翠
雲
を
モ
デ
ル
に
数

百
枚
の
ス
ケ
ッ
チ
に
専
念
し
画
嚢
を
肥
や
し
た
と
い
う
（
五
三
）。

こ
う
し
た
朝
鮮
旅
行
の
成
果
の
一
部
は
早
速
、『
京
城
日
報
』
紙
面
上
に
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「
妓
生
三
題
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
（
五
四
）。

ま
た
雑
誌
『
塔
影
』
や
『
美
之
国
』
誌
上
へ
は
妓
生
・
金
福
相
を
モ
デ
ル
に
し
た
ス
ケ
ッ
チ
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
（
五
五
）。

さ
ら
に
翌
昭
和
十
五
年
、
京
城
日
報
創
刊
三
十
五
周
年
記
念
雑
誌
『
躍
進
朝
鮮
の
全
貌
』
の
表
紙
を
飾
っ
て
い

る
【
図
十
六
（
五
六
）】。

こ
の
創
刊
記
念
号
は
、
朝
鮮
統
治
、
朝
鮮
観
光
を
紹
介
す
る
タ
ブ
ロ
イ
ド
版
四
十
八
頁
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
ほ
か
雑
誌
『
モ
ダ
ン
日
本
（
五
七
）』

に
は
妓
生
の
扉
絵
と
と
も
に
短
文
「
妓
生
の
美
」
を
寄
せ
朝
鮮
と
妓
生
に
つ
い
て
の
印
象
を
語
っ

て
い
る
。

朝
鮮
周
遊
旅
行
を
終
え
た
秀
峰
は
六
月
十
八
日
帰
京
（
五
八
）、

そ
の
後
一
連
の
朝
鮮
旅
行
の
収
穫
を
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
に
す
ぐ
に
制
作
ま

で
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
間
接
的
に
は
、
そ
の
年
第
三
回
新
文
展
出
品
作
品
《
彼
岸
》（
無
鑑
査
）
に
お
い
て
朝
鮮

陶
器
の
色
沢
を
生
か
し
た
表
現
を
試
み
た
と
い
う
（
五
九
）。

【図十六】『躍進朝鮮の全貌』表紙
京城日報社　昭和15年（1940） 4 月15日

【写真三】「山川秀峰と鄭錦蘭」
『京城日報』昭和14年（1939） 6月21日付
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制
作
に
お
け
る
直
接
的
な
成
果
は
、
昭
和
十
五
年
「
朝
鮮
鉄
道
局
の
招
聘
に
作
品
の
上
で
応
え
る
た
め
半
島
に
お
け
る
印
象
を
画

布
に
移
し
新
作
日
本
画
を
提
げ
て
（
六
〇
）」、

前
年
の
朝
鮮
周
遊
旅
行
に
参
加
し
た
四
作
家
に
よ
る
「
朝
鮮
印
象
日
本
画
展
」（
五
月
十
九
日
〜

十
九
日
）
に
お
い
て
と
考
え
ら
れ
る
。『
京
城
日
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
か
ら
秀
峰
の
小
品
《
妓
生
》
と
《
僧
舞
》
の
出
品
が
確
認

で
き
る
（
六
一
）。

そ
の
ほ
か
矢
澤
弦
月
は
、
妓
生
を
主
題
と
し
た
屏
風
の
大
作
《
画
舫
に
て
》、
他
作
家
の
風
景
画
な
ど
約
二
十
点
が
出
品
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
（
六
二
）、

記
事
か
ら
う
か
が
う
会
場
の
様
子
、
出
品
作
品
の
詳
細
、
小
品
そ
し
て
「
妓
生
」
の
み
か
ら
で
は
ど
の
よ

う
な
作
品
で
あ
っ
た
か
の
判
別
は
難
し
い
。
し
か
し
今
、
秀
峰
の
手
に
よ
る
二
点
の
版
画
《
妓
生
》
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
同

作
品
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
は
見
当
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
【
図
十
七
、
十
八
】。

具
に
作
品
を
見
る
と
朝
鮮
旅
行
に
お
け
る
妓
生
へ
の
取
材
に
対
す
る
成
果
で
あ
る
こ
と
は
、
本
作
と
前
記
『
京
城
日
報
』
掲
載
写

真
を
比
す
る
と
、
妓
生
・
鄭
錦
蘭
が
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
先
の
『
観
光
朝
鮮
』
座
談
会
で
「
妓
生
と

い
う
魅
力
（
六
三
）」

や
「
妓
生
の
美
」
と
い
っ
た
発
言
か
ら
察
す
る
に
、
本
作
が
「
朝
鮮
印
象
日
本
画
展
」
の
出
品
作
品
で
な
く
と
も
「
端

正
で
清
浄
か
つ
品
格
あ
る
」
女
性
像
を
形
象
化
し
、
秀
峰
の
感
じ
た
妓
生
に
対
す
る
眼
差
し
を
描
い
た
朝
鮮
旅
行
の
成
果
と
見
て
と

る
こ
と
が
で
き
る
。

発
行
に
つ
い
て
は
、
版
画
《
妓
生
》
が
、
京
城
日
報
社
主
催
で
あ
る
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
こ
と
、
朝
鮮
旅
行
の
際
に
関
西
美
術

社
の
加
藤
清
風
と
の
関
わ
り
に
加
え
て
同
時
期
に
開
催
さ
れ
た
川
瀬
巴
水
の
個
展
出
品
の
「
朝
鮮
八
景
」
の
発
行
が
関
西
美
術
社
、

制
作
は
渡
邊
版
画
店
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
同
様
の
版
元
、
制
作
と
も
考
え
ら
れ
る
が
詳
ら
か
に
な
ら
な
い
。
一
方
、
舞

踊
を
舞
う
《
妓
生
》
は
「
秀
峰
」
の
落
款
と
「
う
ち
だ
版
元
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
京
都
の
出
版
社
「
内
田
美
術
書
肆
」
か
ら
の
発
行

と
わ
か
る
。
前
記
《
妓
生
》
の
版
元
は
定
か
で
は
な
い
が
、
同
様
の
可
能
性
は
捨
て
き
れ
な
い
。

ま
た
、
な
ぜ
版
画
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
憶
測
の
域
は
出
な
い
が
、
土
田
麦
僊
が
白
を
基
調
と
し
た
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作
画
方
法
で
《
平
牀
》
に
お
い
て
妓
生
を
描
く
試
み

を
し
た
よ
う
に
、
秀
峰
の
求
め
る
妓
生
の
美
を
具
体

化
す
る
た
め
の
版
表
現
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
清
楚
で
洗
練
さ
れ
、
強
さ
の
感
じ
る
「
妓
生
の

美
」
は
、
あ
る
種
フ
ラ
ッ
ト
か
つ
全
体
が
柔
ら
か
な

色
調
と
な
る
木
版
の
も
つ
特
徴
を
用
い
た
か
ら
こ
そ

達
成
で
き
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
点
の
《
妓
生
》
は
、
色
彩
を
白
色
系
に
限
定
し
、

【図十七】（左）【図十八】（下）《妓生図》
昭和14～15年（1939～40）

個人蔵
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着
衣
の
衣
紋
線
を
流
麗
に
際
立
た
せ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
妓
生
と
紐
付
け
ら
れ
る
、
花
卉
、
室
内
描
写
、
楽
器
と

い
っ
た
装
置
は
排
除
さ
れ
、
背
景
の
な
い
な
か
に
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
日
本
が
朝
鮮
へ
求
め
た
、
帝
国
日
本
の
懐
古
主
義

的
憧
憬
を
排
除
し
、
妓
生
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
視
点
が
薄
め
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
線
を
強
調
し
透
き
通
る
白
色
系
を
基

調
に
描
写
さ
れ
た
《
妓
生
》
そ
れ
は
、

妓
生
を
見
て
い
る
と
清
浄
な
い
と
い
ふ
も
の
を
感
じ
る
、
そ
れ
は
単
純
な
単
色
調
と
朝
鮮
服
が
持
つ
淡
麗
な
容
姿
が
、
さ
う
い

つ
た
気
も
ち
を
起
さ
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
李
王
家
博
物
館
の
あ
の
名
だ
た
る
古
陶
瓷
の
清
純
な
白
青
色
の
基
調
と
相
通
ず
る

も
の
が
あ
る
（
六
四
）。

と
い
っ
た
、
秀
峰
の
い
う
「
妓
生
の
美
」
を
構
築
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

秀
峰
は
、
特
定
の
モ
デ
ル
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
人
物
画
ま
た
そ
れ
を
概
念
化
す
る
よ
う
に
、
類
似
し
た
構
図
の
作
品
を
繰
り
返

し
描
い
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
秀
峰
は
先
述
の
通
り
昭
和
十
一
年
か
ら
古
典
舞
踊
を
主
題
と
し
た
個
展
を
開
催
し
、
先
の
版
画
「
を

ど
り
五
十
番
」
と
い
っ
た
「
舞
踊
画
」
の
制
作
に
よ
り
、
長
年
の
舞
踊
の
専
門
的
な
研
究
に
加
え
徹
底
的
な
姿
態
の
吟
味
を
重
ね
仔

細
な
鑑
賞
の
結
果
を
画
面
に
再
構
築
を
試
み
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
（
六
五
）。

ま
た
昭
和
十
四
年
に
は
伊
東
深
水
と
と
も
に
翌
年
主
催
す
る

人
物
画
の
研
究
団
体
で
あ
る
「
青
衿
会
（
六
六
）」

に
つ
な
が
る
活
動
を
は
じ
め
る
時
期
で
あ
り
、「
舞
踊
画
」
と
な
ら
ん
で
あ
ら
た
な
日
本
画

に
お
け
る
人
物
表
現
を
目
指
し
て
い
く
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
か
ら
本
画
制
作
こ
そ
現
在
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て

い
な
い
も
の
の
、
版
画
《
妓
生
》
に
お
い
て
一
連
の
人
物
表
現
追
求
の
試
み
と
新
た
な
作
域
を
求
め
た
試
行
錯
誤
の
一
つ
の
形
と
捉

え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
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⑥
鉄
道
開
通
七
十
周
年
記
念
版
画

昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
の
鉄
道
開
通
七
十
年
を
記
念
し
て
、
鉄
道
省
内
の
国
際
観
光
振
興
協
会
の
依
頼
に
よ
り
伊
東
深
水
の

《
七
十
年
前
の
新
橋
駅
》
と
対
に
な
る
作
品
と
し
て
発
行
さ
れ
た
山
川
秀
峰
の
《
現
在
の
東
京
駅
》
で
あ
る
【
図
十
九
（
六
七
）】。

本
作
は
、

羽
織
と
着
物
の
女
性
は
秀
峰
ら
し
い
モ
ダ
ン
趣
味
で
表
さ
れ
、
女
性
は
画
面
に
正
対
し
な
が
ら
背
景
の
東
京
駅
を
俯
瞰
的
に
描
か
れ

構
図
の
巧
み
さ
を
看
守
で
き
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
渡
邊
版
画
店
が
制
作
を
担
当
し
、
国
際
観
光
振
興
協
会
よ
り
発
行
さ
れ
た
。

深
水
、
秀
峰
を
対
峙
さ
せ
た
こ
の
版
画
は
、
明
治
と
昭
和
と
い
う
時
代
の
風
俗
を
対
比
的
に
表
現
し
、
こ
う
し
た
二
項
対
立
は
当
時

の
美
術
界
や
世
間
の
二
人
の
評
価
や
位
置
付
を
表
す
一
例
と
も
い
え
る
と
の
指
摘
も
あ
り
稿
者
も
そ
の
意
見
に
同
意
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
（
六
八
）。

昭
和
十
七
年
は
、
徐
々
に
戦
時
色
濃
く
な
る
時
期
で
あ
っ
た

も
の
の
観
光
施
策
の
一
環
と
し
て
、
こ
う
し
た
版
画
を
刊
行
し

英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
い
っ
た
各
国
語
の
解
説
文
を
付
し
て
海

外
へ
発
信
さ
れ
た
（
六
九
）。

そ
こ
に
は
開
港
以
来
、
不
平
等
条
約
を
解

消
し
先
進
国
と
な
ら
ぶ
発
展
を
遂
げ
た
対
外
的
視
点
、
約
七
年

の
歳
月
を
経
て
大
正
三
年
に
完
成
し
た
東
京
駅
が
当
時
の
都
市

文
化
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
誇
っ
て
い
た
こ
と
を
表
象
す
る
内
な

る
視
点
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

【図十九】《現代の東京駅》
昭和17年（1942）

個人蔵
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お
わ
り
に

以
上
、
秀
峰
の
版
画
制
作
に
つ
い
て
管
見
の
限
り
そ
の
全
貌
、
制
作
背
景
、
画
因
と
秀
峰
の
画
業
に
お
け
る
位
置
付
け
を
可
能
な

限
り
制
作
年
代
順
に
た
ど
っ
て
き
た
。
こ
の
他
、
忠
臣
蔵
の
物
語
に
沿
っ
て
主
要
な
場
面
を
版
画
に
し
た
『
義
士
大
観
』（
大
正
十
年

刊
）
に
吉
良
上
野
介
邸
の
近
く
相
生
町
に
雑
貨
店
を
開
い
て
い
た
岡
野
金
右
衛
門
の
店
に
吉
良
家
に
奉
公
す
る
少
女
が
出
入
り
し
、

金
右
衛
門
の
容
貌
に
恋
に
落
ち
、
吉
良
邸
外
で
密
か
に
落
ち
合
う
場
面
を
描
い
た
《
恋
の
齎
せ
る
敵
情
（
七
〇
）》

が
あ
る
。
ま
た
小
品
の
《
立

雛
》
が
確
認
で
き
、
こ
う
し
た
小
品
に
は
、
い
く
つ
か
係
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、「
版
画
舞
踊
十
種
」、「
童
踊
集
（
其
一
・
其
二
）」

も
同
様
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

秀
峰
の
版
画
作
品
は
画
業
を
と
お
し
て
そ
の
制
作
数
が
相
対
的
に
少
な
い
点
、
版
元
が
作
品
ご
と
に
異
な
る
場
合
や
不
明
な
も
の

が
多
く
、
様
式
的
変
遷
や
表
現
に
お
け
る
特
異
性
が
本
画
に
比
す
る
と
際
立
た
ず
、
秀
峰
の
画
業
に
お
い
て
本
画
と
版
画
の
関
係
性

が
見
え
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
婦
女
四
題
」
や
、《
現
代
婦
女
図
》、《
現
在
の
東
京
駅
》
は
版
元
の
意
向
が
強
く
感
じ
ら

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
秀
峰
の
優
れ
た
感
性
が
着
物
の
紋
様
な
ど
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。

一
方
、《
妓
生
》
は
「
朝
鮮
印
象
日
本
画
展
」
に
出
品
さ
れ
た
可
能
性
と
秀
峰
の
い
う
「
妓
生
の
美
」
を
木
版
に
よ
っ
て
表
現
し
た

可
能
性
を
指
摘
し
た
。
ま
た
版
画
「
を
ど
り
五
十
番
」
は
、
日
本
舞
踊
協
会
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
会
員
頒
布
さ
れ
た
あ
る
種
「
私
家

版
」
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
舞
踊
画
を
多
く
手
が
け
画
業
を
通
じ
研
鑽
を
積
ん
で
い
っ
た
秀
峰
の
画
業
に
お
い
て

「
舞
踊
画
」
と
い
う
文
脈
か
ら
制
作
経
緯
と
そ
の
背
景
を
概
観
し
、「
舞
踊
画
」
が
郷
土
会
解
散
以
後
の
清
方
門
下
に
お
け
る
浮
世
絵

派
の
一
つ
の
方
向
性
を
示
す
帰
結
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
て
き
た
。
し
か
し
清
方
が
弟
子
た
ち
に
及
ぼ
し
た
作
画
へ
の
影
響
が
版
画
に
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お
い
て
ど
の
よ
う
に
あ
っ
た
か
、
秀
峰
の
「
舞
踊
画
」
に
対
し
深
水
の
「
現
代
風
俗
画
」
乃
至
は
「
新
風
俗
画
」
な
ど
取
り
上
げ
き

れ
な
い
点
も
多
く
十
分
な
検
討
は
で
き
な
か
っ
た
点
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註

（
一
）
清
方
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
郷
土
会
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
篠
原
聰
「
鏑
木
清
方
と
郷
土
会
の
画
家
た
ち
浮

世
絵
と
郷
土
会
の
は
ざ
ま
で
」『
美
人
画
の
諸
相
浮
世
絵
・
団
体
・
メ
デ
ィ
ア
』（
科
学
研
究
費
補
助
金
調
査
研
究
、
平

成
二
十
五
年
〜
二
十
七
年
度
、
若
手
研
究
（
Ｂ
）、
浮
世
絵
・
挿
絵
系
出
身
の
日
本
画
研
究
団
体
に
関
す
る
総
合
的
調
査

研
究
関
連
研
究
成
果
報
告
書
、
東
海
大
学
課
程
資
格
教
育
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
六
年
四
月
二
十
二
日
）。『
鏑
木
清
方
の
系

譜
師
水
野
年
方
か
ら
清
方
の
弟
子
た
ち
へ
（
鏑
木
清
方
記
念
美
術
館
叢
書
十
）』
二
〇
〇
八
年
十
二
月
、
鎌
倉
市
鏑
木

清
方
記
念
美
術
館
。

（
二
）
山
川
秀
峰
の
生
涯
と
画
業
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
山
川
秀
峰
の
生
涯
と
画
業
」『
成
城
美
学
美
術
史
』
二
十

八
号
、
成
城
美
学
美
術
史
学
会
、
二
〇
二
二
年
三
月
を
参
照
の
こ
と
。

（
三
）
本
シ
リ
ー
ズ
は
、
川
瀬
巴
水
の
『
新
日
本
八
景
』
八
点
お
よ
び
山
川
秀
峰
の
美
人
画
四
点
か
ら
な
る
も
の
で
、『
浮
世

絵
紋
様
集
』
と
し
て
美
術
社
の
新
版
画
制
作
第
一
弾
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
清
水
久
男
「
川
瀬
巴
水
と
版

元
」『
浮
世
絵
芸
術
』
一
五
三
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
四
）
『
婦
女
四
題
』
が
発
行
さ
れ
た
一
九
二
八
年
、
清
方
の
主
催
し
た
江
東
美
術
展
（
七
月
二
十
八
日
〜
二
十
九
日
）
が
深

川
富
岡
町
労
働
者
宿
泊
所
で
開
か
れ
、
版
画
三
点
を
出
品
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
で

あ
る
（『
読
売
新
聞
』
一
九
二
八
年
九
月
八
月
六
日
付
）。

（
五
）
『
秋
の
流
行
』（
昭
和
四
年
九
月
）
は
表
紙
こ
そ
小
杉
未
醒
で
あ
る
が
、
寺
島
紫
明
、
小
早
川
清
、
榎
本
千
花
俊
、
山
川

秀
峰
、
柿
内
青
葉
、
門
井
掬
水
、
西
田
青
坡
、
伊
東
深
水
そ
し
て
師
鏑
木
清
方
と
い
っ
た
画
家
た
ち
が
名
を
連
ね
る
。

（
六
）
第
一
回
・
二
回
の
個
展
終
了
後
『
古
典
舞
踊
を
描
く
』
と
し
て
図
録
が
刊
行
さ
れ
、
モ
ノ
ク
ロ
図
版
か
ら
で
は
あ
る
が
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出
品
作
品
の
全
て
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
古
典
舞
踊
を
描
く
第
一
』
古
今
堂
、
一
九
三
七
年
、『
古
典
舞
踊
を

描
く
第
二
三
番
叟
』
古
今
堂
、
一
九
三
七
年
。

（
七
）
山
川
秀
峰
「
舞
踊
画
に
つ
い
て
」『
塔
影
』
十
二
巻
十
二
号
、
塔
影
社
、
一
九
三
六
年
十
二
月
十
八
日
。

（
八
）
前
掲
註
七

（
九
）
前
掲
註
七

（
一
〇
）
前
掲
註
七

（
一
一
）
山
川
秀
峰
「
日
本
舞
踊
を
絵
画
と
し
て
」『
日
本
画
界
』
一
巻
三
号
、
日
本
画
界
、
一
九
三
七
年
八
月
十
五
日
。

（
一
二
）
岩
切
信
一
郎
「
山
川
秀
峰
に
つ
い
て
息
子
方
夫
の
年
譜
か
ら
」（『
一
寸
』
二
十
四
号
、
書
痴
同
人
、
二
〇
〇
五
年

十
一
月
十
日
）
で
は
概
要
を
触
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
展
覧
会
図
録
等
に
お
け
る
作
家
解
説
で
は
、
制
作
の
実
態
は
語
ら

れ
る
も
の
の
、
詳
細
に
つ
い
て
の
言
及
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

（
一
三
）
『
舞
踊
鑑
』
第
十
三
回
公
演
、
日
本
舞
踊
協
会
、
一
九
三
七
年
六
月
二
十
三
日
。

（
一
四
）
刊
行
規
定
の
全
文
は
以
下
の
通
り
。

一
、
本
会
は
木
版
を
ど
り
五
十
番
を
毎
月
初
旬
一
種
宛
刊
行
し
一
輯
十
種
全
五
輯
を
以
て
完
結
い
た
し
ま
す
。

一
、
本
会
は
会
員
だ
け
に
頒
ち
分
売
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

一
、
会
費
は
毎
月
拂
一
種
八
圓
で
す
。
但
し
、
会
費
は
毎
月
作
品
を
配
達
い
た
し
ま
し
た
時
引
換
に
申
受
ま
す
。

一
、
一
輯
十
種
分
金
八
十
圓
前
納
の
方
に
は
本
会
刷
案
の
額
縁
を
贈
呈
い
た
し
ま
す
。

一
、
本
会
の
申
込
所
は
東
京
市
品
川
区
下
大
崎
二
ノ
百
八
十
三
番
地
（
電
話
高
輪
〇
四
四
七
）

　
　

山
川
秀
峰
方
及
び
日
本
舞
踊
協
会
に
於
て
取
扱
ひ
ま
す
。

（
一
五
）
楢
崎
宗
重
「
古
典
の
解
釈
山
川
秀
峰
氏
」『
浮
世
絵
界
』
三
巻
一
号
、
浮
世
絵
同
好
会
、
一
九
三
八
年
三
月
一
日
。

（
一
六
）
「
山
川
秀
峰
氏
第
一
回
個
展
」『
美
術
街
』
四
巻
一
号
、
美
術
街
社
、
一
九
三
七
年
二
月
一
日
。

（
一
七
）
前
掲
註
一
五

（
一
八
）
鏑
木
清
方
「
舞
踊
の
繪
畫
化
に
就
て
」『
美
術
往
来
』
四
年
一
号
、
資
文
堂
、
一
九
三
七
年
一
月
。
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（
一
九
）
前
掲
註
一
八

（
二
〇
）
前
掲
註
七

（
二
一
）
今
西
彩
子
「
昭
和
前
期
の
清
方
と
弟
子
た
ち
清
方
の
《
築
地
明
石
町
》
か
ら
《
妓
女
像
》
ま
で
と
、
弟
子
た
ち
へ

及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
」『
鏑
木
清
方
記
念
美
術
館
叢
書
二
十
二
鏑
木
清
方
と
昭
和
の
美
人
画
青
衿
会
及
び
『
婦

人
画
報
』
関
係
作
品
所
収
』
鎌
倉
市
鏑
木
清
方
記
念
美
術
館
、
二
〇
二
一
年
二
月
二
十
日
。
ま
た
清
方
の
画
論
形
成
に

お
け
る
「
社
会
画
」
に
つ
い
て
は
、
篠
原
聰
「
鏑
木
清
方
の
「
社
会
画
」
を
め
ぐ
っ
て
美
人
画
家
え
が
く
麗
し
き
文

明
批
評
」『
美
術
運
動
史
ニ
ュ
ー
ス
』
一
三
〇
号
、
美
術
運
動
史
研
究
会
、
二
〇
一
二
年
、
お
よ
び
前
掲
註
一
。
角
田

拓
朗
「
美
人
画
か
ら
風
俗
画
へ
鏑
木
清
方
の
官
展
再
生
論
」『
近
代
画
説
』
を
参
照
の
こ
と
。

（
二
二
）
前
掲
註
二
一
角
田

（
二
三
）
前
掲
註
二
拙
稿
参
照
。

（
二
四
）
「
山
川
秀
峰
氏
の
個
展
」『
白
日
』
十
巻
六
号
、
白
日
荘
、
一
九
三
六
年
十
二
月
一
日
。

（
二
五
）
箱
の
法
量
は
以
下
の
通
り
「
縦
十
六
・
五
×
横
七
・
〇
×
高
さ
一
・
〇
㎝
」。
絵
封
筒
の
法
量
は
以
下
の
通
り
「
縦

十
五
・
六
×
横
六
・
三
㎝
」。

（
二
六
）
《
京
人
形
》
の
み
表
の
人
形
が
入
る
函
に
主
題
名
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
二
七
）
包
紙
の
法
量
は
「
縦
十
五
・
六
×
横
六
・
二
㎝
」、
絵
封
筒
は
各
縦
十
五
・
一
×
横
六
・
〇
。

（
二
八
）
『
お
ん
な
え
近
代
美
人
版
画
集
』
阿
部
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
十
月
一
日
。

（
二
九
）
『Japan today &

 tom
orrow

』
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
詳
し
い
。
竹
内
幸
絵
「
新
聞
社
刊
の
対
外
広
報
誌
に
お
け

る
戦
前
か
ら
戦
後
復
興
期
の
デ
ザ
イ
ン
毎
日
新
聞
社
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ト
ゥ
デ
イ
・
ア
ン
ド
・
ト
ゥ
モ
ロ
ウ
』
と

『
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
』」『
デ
ザ
イ
ン
理
論
』
四
六
、
意
匠
学
会
、
二
〇
〇
五
年
五
月
三
十
日
。

（
三
〇
）
そ
の
後
本
誌
は
、
戦
中
期
に
一
時
発
刊
は
中
断
し
戦
後
、
誌
名
を
『
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
』
と
改
名
さ
れ
ま
で
一
九

七
四
年
ま
で
発
行
さ
れ
た
（
前
掲
註
二
九
）。

（
三
一
）
戦
前
戦
中
期
に
お
け
る
対
外
広
報
誌
に
は
『
ニ
ッ
ポ
ン
』、『
フ
ロ
ン
ト
』、『
ト
ラ
ベ
ル
・
イ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
』
が
あ
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り
政
府
の
意
向
を
反
映
し
た
民
間
主
体
の
対
外
広
報
誌
発
刊
は
、
新
聞
社
に
よ
る
も
の
の
み
で
あ
り
、
政
府
の
意
向
の

介
在
が
な
い
か
た
ち
で
一
般
民
間
企
業
主
体
で
制
作
さ
れ
た
、
対
外
向
け
広
報
誌
で
あ
っ
た
（
前
掲
註
二
九
竹
内
）。

（
三
二
）
エ
イ
ミ
ー
・
リ
ー
グ
ル
・
ニ
ュ
ー
ラ
ン
ド
、
及
川
茂
訳
「「
新
版
画
」
の
欧
米
で
の
評
価
両
大
戦
間
」『
お
ん
な

え
近
代
美
人
版
画
集
』。
小
山
周
子
「
大
正
新
版
画
の
研
究
版
元
を
中
心
と
し
た
美
術
の
成
立
、
構
造
と
展
開
」
博

士
論
文
、
二
〇
一
三
年
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
三
三
）
滝
沢
恭
司
「
郷
土
会
と
版
画
」『
浮
世
絵
モ
ダ
ー
ン
』
東
京
新
聞
、
二
〇
一
八
年
。

（
三
四
）
国
際
観
光
協
会
の
宣
伝
印
刷
物
の
内
容
や
携
わ
っ
た
作
家
な
ど
は
、
例
え
ば
国
際
観
光
協
会
の
『
事
業
報
告
書
』
な

ど
参
照
の
こ
と
。

（
三
五
）
原
文
は
以
下
の
通
り
「The picture gives the idea of a young w

om
an of contem

porary Japan. H
er hair is 

no longer arranged in a coiffure of huge dim
ensions. A

lthough retaining her traditional m
odesty, she 

show
s personality and even a spirit of defiance. Physically, she has definitely progressed from

 the frag-

ile type represented by fer m
other and has grow

n conspicuously taller. T
he printing has been done 

according to the typical Japanese w
oodblock m

ethod handed dow
n through centuries by such great 

m
asters as H

iroshige, U
tam

aro, and others. T
he artist is Shuho Yam

akaw
a, one of present-day Japan’s 

leading figures in the w
oodcut field.

」。

（
三
六
）
三
人
の
姉
妹
作
品
解
説
『
大
正
シ
ッ
ク
展
ホ
ノ
ル
ル
美
術
館
所
蔵
品
よ
り
』
国
際
ア
ー
ト
、
二
〇
〇
七
年
四
月
。

（
三
七
）
前
掲
註
三
六

（
三
八
）
『
京
城
日
報
』
一
九
三
九
年
五
月
三
十
・
三
十
一
日
付
。
ま
た
、
こ
の
朝
鮮
周
遊
旅
行
に
つ
い
て
は
、
川
瀬
巴
水
を

中
心
に
論
じ
た
、
畑
山
康
幸
『
版
画
家
川
瀬
巴
水
・
朝
鮮
へ
の
旅
』
二
〇
一
七
年
二
月
十
六
日
、
レ
イ
ン
ボ
ー
出
版
に

く
わ
し
い
。
本
稿
も
同
書
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
ま
た
、
朝
鮮
旅
行
に
つ
い
て
は
川
瀬
巴
水
方
面
か
ら
資
料
の
紹
介

や
論
ぜ
ら
れ
て
お
り
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
楢
崎
宗
重
『
川
瀬
巴
水
木
版
画
集
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
九
年
十
二
月

三
十
日
、
前
掲
註
三
『
浮
世
絵
芸
術
』
一
五
三
号
。
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（
三
九
）
観
光
宣
伝
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
広
告
的
機
能
に
お
け
る
美
術
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
考
の
こ
と
。
木
田
拓
也
「
よ
う
こ

そ
日
本
日
本
の
「
自
画
像
」
と
し
て
の
観
光
ポ
ス
タ
ー
」（『
よ
う
こ
そ
日
本
へ
1
9
2
0-

1
9
3
0
年
代
の
ツ
ー

リ
ズ
ム
と
デ
ザ
イ
ン
』
二
〇
一
六
年
一
月
九
日
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
）。
拙
稿
「
客
船
時
代
の
メ
ニ
ュ
ー
デ
ザ
イ

ン
展
か
ら
メ
ニ
ュ
ー
デ
ザ
イ
ン
観
光
・
機
械
木
版
」（『
日
本
が
運
ん
だ
ニ
ッ
ポ
ン
』
日
本
郵
船
歴
史
博
物
館
、
二
〇

一
七
年
四
月
二
十
二
日
）。
拙
稿
「
美
人
画
ポ
ス
タ
ー
の
諸
相
」（
前
掲
註
一
『
美
人
画
の
諸
相
浮
世
絵
・
団
体
・
メ

デ
ィ
ア
』）。

（
四
〇
）
赤
澤
史
朗
編
『
文
化
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
三
年
十
二
月
八
日
。

（
四
一
）
ケ
ネ
ス
・
ル
オ
フ
『
紀
元
二
千
六
百
年
』
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
〇
年
十
二
月
二
十
五
日
。

（
四
二
）
秀
峰
の
朝
鮮
行
き
は
『
京
城
日
報
』
に
よ
る
と
、
美
術
評
論
家
で
も
あ
っ
た
美
術
通
信
社
社
主
の
高
木
紀
重
の
誘
い

が
一
つ
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
よ
う
で
「
五
反
田
の
画
室
を
訪
ね
た
と
き
に
頻
に
朝
鮮
行
き
を
す
ゝ
め
た
私
は
山
川
さ

ん
あ
た
り
が
朝
鮮
の
婦
人
ま
た
は
古
典
舞
踊
を
描
く
際
適
任
と
考
へ
た
の
で
『
古
典
舞
踊
を
描
く
』
な
る
個
展
発
表
の

企
画
の
中
に
是
非
朝
鮮
を
一
枚
加
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
旨
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
山
川
さ
ん
も
食
指
は
動
か
し
て

ゐ
た
こ
と
で
あ
つ
た
〔
…
〕」
と
語
ら
れ
て
い
る
（
高
木
紀
重
「
観
光
の
画
人
譜
下
」『
京
城
日
報
』
一
九
三
九
年
五

月
三
十
一
日
）。

（
四
三
）
『
観
光
朝
鮮
』
は
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー
リ
ス
ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー
朝
鮮
支
部
か
ら
一
九
三
九
年
六
月
か
ら
一
九
四
四
年
ま

で
六
巻
全
三
十
号
発
行
さ
れ
た
。
本
誌
の
内
容
は
、
朝
鮮
観
光
の
み
な
ら
ず
時
の
文
化
人
か
ら
の
寄
稿
も
多
く
、
小

説
、
寄
稿
文
と
い
っ
た
当
時
の
朝
鮮
の
情
報
を
知
る
上
で
も
貴
重
な
資
料
で
も
あ
る
。

（
四
四
）
『
京
城
日
報
』
一
九
三
九
年
六
月
九
日
付
、
京
城
日
報
社
。『
画
観
』
六
巻
五
号
、
画
観
社
、
一
九
三
九
年
六
月
一

日
。

（
四
五
）
『
京
城
日
報
』
一
九
三
九
年
六
月
十
四
日
付
、
京
城
日
報
社
。

（
四
六
）
『
観
光
朝
鮮
』
一
巻
二
号
、
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー
リ
ス
ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ー
朝
鮮
支
部
、
一
九
三
九
年
六
月
一
日
（
ク
レ

ス
出
版
、
二
〇
二
一
年
、
復
刻
版
）。
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（
四
七
）
『
大
阪
朝
日
新
聞
南
鮮
版
Ｂ
』
一
九
三
九
年
六
月
四
日
付
。

（
四
八
）
『
京
城
日
報
』「
鮮
展
審
査
委
員
一
行
南
鮮
風
物
礼
賛
」
一
九
三
九
年
六
月
十
日
付
、
京
城
日
報
社
。

（
四
九
）
『
美
術
日
本
』
五
巻
三
号
、
美
術
日
本
社
、
一
九
三
九
年
七
月
一
日
。

（
五
〇
）
前
掲
註
四
七

（
五
一
）
『
京
城
日
報
』
一
九
三
九
年
六
月
十
一
日
付
。
記
事
は
、
各
画
家
の
力
の
入
れ
よ
う
が
う
か
が
え
る
内
容
と
な
っ
て

い
る
。
な
お
六
月
十
一
日
か
ら
十
四
日
ま
で
同
じ
く
京
城
三
越
三
回
社
交
室
で
は
、
川
瀬
巴
水
の
個
展
も
開
か
れ
て
い

る
。

（
五
二
）
『
京
城
日
報
』
一
九
三
九
年
六
月
二
十
一
日
付
。
そ
の
後
の
『
京
城
日
報
』
や
美
術
雑
誌
等
の
秀
峰
の
動
向
を
探
る

と
、
再
度
朝
鮮
渡
航
し
た
か
に
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
は
渡
航
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

（
五
三
）
『
画
観
』
六
巻
六
号
、
画
観
社
、
一
九
三
九
年
八
月
一
日
。

（
五
四
）
『
京
城
日
報
』
一
九
三
九
年
六
月
二
十
二
日
〜
二
十
四
日
付
。
ま
た
こ
の
月
に
は
池
上
秀
畝
、
矢
沢
弦
月
、
永
田
春

水
、
川
瀬
巴
水
ら
の
挿
絵
も
紙
面
上
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
五
五
）
『
塔
影
』
十
五
巻
七
号
、
投
影
社
、
一
九
三
九
年
七
月
。『
美
之
国
』
十
五
巻
七
号
、
美
之
国
社
、
一
九
三
九
年
七
月

一
日
。

（
五
六
）
『
奉
祝
紀
元
二
千
六
百
年
始
政
三
十
周
年
躍
進
朝
鮮
の
全
貌
』
京
城
日
報
社
、
一
九
四
〇
年
四
月
十
五
日
。
ま
た

本
記
念
誌
号
の
表
紙
に
描
か
れ
た
妓
生
図
は
発
行
に
先
立
ち
『
京
城
日
報
』
一
九
四
〇
年
二
月
二
十
五
日
付
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

（
五
七
）
『
モ
ダ
ン
日
本
』
十
巻
十
二
号
、
モ
ダ
ン
日
本
社
、
一
九
三
九
年
十
一
月
。

（
五
八
）
『
京
城
日
報
』
一
九
三
九
年
六
月
十
八
日
付
。

（
五
九
）
『
画
観
』
七
巻
三
号
、
画
観
社
、
一
九
四
〇
年
三
月
一
日
。
ま
た
《
彼
岸
》
は
現
在
所
在
不
明
な
た
め
、「
朝
鮮
陶
器

の
色
沢
を
生
か
し
」
た
表
現
に
つ
い
て
は
具
に
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
当
時
の
絵
葉
書
か
ら
憶
す
る
に
着
物

の
表
現
な
ど
と
思
わ
れ
る
。
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（
六
〇
）
前
掲
註
五
九

（
六
一
）
『
京
城
日
報
』
一
九
四
〇
年
五
月
十
六
日
付
、
京
城
日
報
社
。
本
展
と
同
時
期
十
四
日
〜
十
七
日
ま
で
、
京
城
三
越

三
階
社
交
室
に
お
い
て
川
瀬
巴
水
の
「
朝
鮮
印
象
版
画
展
」
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
秀
峰
の
版
画
「
を
ど
り

五
十
番
」、
伊
東
深
水
の
版
画
も
展
示
さ
れ
た
（『
京
城
日
報
』
一
九
四
〇
年
五
月
十
一
日
付
）。
ま
た
巴
水
は
同
展
覧

会
に
合
わ
せ
渡
航
し
、
そ
の
記
念
撮
影
の
背
景
に
は
秀
峰
出
品
作
で
あ
る
版
画
「
を
ど
り
五
十
番
」
の
一
部
が
写
っ
て

い
る
の
を
確
認
で
き
る
（『
川
瀬
巴
水
』
大
田
区
立
郷
土
博
物
館
、
二
〇
二
一
年
二
月
二
十
八
日
）。
ま
た
、
雑
誌
『
画

観
』
に
お
い
て
も
巴
水
の
個
展
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。「〔
…
〕
今
回
の
作
品
は
朝
鮮
物
を
中
心
に
し
て
ゐ

る
こ
と
は
勿
論
だ
が
伊
東
深
水
氏
の
美
人
画
山
川
秀
峰
氏
の
日
本
舞
踊
を
扱
つ
た
も
の
を
も
版
画
に
移
し
て
特
別
出
陳

し
多
大
の
反
響
を
呼
ん
だ
」
展
覧
会
で
あ
っ
た
（「
川
瀬
巴
水
氏
版
画
展
」『
画
観
』
七
巻
三
号
、
画
観
社
、
一
九
四
〇

年
三
月
一
日
）。

（
六
二
）
『
京
城
日
報
』
一
九
四
〇
年
五
月
十
一
日
付
。

（
六
三
）
前
掲
註
四
六

（
六
四
）
前
掲
註
五
七

（
六
五
）
秀
峰
の
舞
踊
画
制
作
に
つ
い
て
は
拙
稿
前
掲
註
二
を
参
照
の
こ
と
。

（
六
六
）
青
衿
会
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
青
衿
会
に
つ
い
て
」『
柿
内
青
葉
展
鏑
木
淸
方
門
下
の
女
性
画
家
女
子
美
術
大
学

美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
女
子
美
術
大
学
美
術
博
物
館
、
二
〇
二
一
年
三
月
、『
鏑
木
清
方
と
昭
和
の
美
人
画
青
衿
会

及
び
『
婦
人
画
報
』
関
係
作
品
所
収
（
鎌
倉
市
鏑
木
清
方
記
念
美
術
館
叢
書
二
十
二
）』
鏑
木
清
方
紀
念
美
術
館
、
二

〇
二
一
年
二
月
、
拙
稿
「
資
料
青
衿
会
略
年
表
出
品
目
録
（
昭
和
戦
前
期
）」『
紫
陽
花
』
四
号
、
美
人
画
研
究
会
、

二
〇
二
一
年
一
月
を
参
照
の
こ
と
。

（
六
七
）
同
協
会
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
「
此
版
畫
は
七
十
年
前
の
鐵
道
開
通
式
當
日
に
於
け
る
新
橋
驛
頭
の
光
景
と
現
在
の
東

京
驛
頭
風
景
で
あ
っ
て
、
前
者
は
伊
東
深
水
畫
伯
、
後
者
は
山
川
秀
峰
畫
伯
の
筆
に
成
る
」
と
あ
る
。

（
六
八
）
岩
切
信
一
郎
「
山
川
秀
峰
に
つ
い
て
息
子
方
夫
の
年
譜
か
ら
」『
一
寸
』
二
十
四
号
、
書
痴
同
人
、
二
〇
〇
五
年
十
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一
月
十
日
。

（
六
九
）
『
よ
み
が
え
る
浮
世
絵
う
る
わ
し
き
大
正
新
版
画
展
』
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
、
二
〇
〇
九
年
九
月
十
九
日
。

（
七
〇
）
『
義
士
大
観
』
義
士
會
、
一
九
二
一
年
刊
。
叙
文
に
は
、
忠
臣
蔵
の
各
場
面
を
十
二
輯
に
わ
け
て
刊
行
さ
れ
た
後
、

全
三
巻
と
し
て
一
帙
に
ま
と
め
再
発
行
し
た
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。
三
十
八
人
の
画
家
が
参
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面

に
当
時
の
政
治
家
、
大
学
教
授
な
ど
一
乃
至
二
名
が
賛
を
付
し
て
い
る
。
院
展
、
帝
展
、
京
都
系
の
画
家
が
満
遍
な
く

参
加
し
鏑
木
清
方
、
伊
東
深
水
の
名
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
別
に
政
治
家
福
本
日
南
に
よ
る
解
説
『
義
士
大
観
解
説
』
福

本
日
南
述
、
義
士
会
出
版
部
、
一
九
二
一
年
が
あ
る
。




