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堀
内
信
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
「
南
紀
徳
川

史
」
は
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
七
月

に
前
編
七
〇
巻
が
、
そ
し
て
明
治
三
十
四
年

（
一
九
〇
一
）
十
月
に
後
編
一
〇
〇
巻
の
浄
書
・

謄
写
が
完
成
し
、
一
部
が
紀
州
徳
川
家
へ
納
め

ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
紀
州
徳
川
家
二
五
三

年
に
わ
た
る
藩
政
史
の
記
述
と
と
も
に
、
数
多

く
の
挿
絵
が
描
か
れ
、
白
黒
で
印
刷
さ
れ
て
い

る
現
在
の
『
南
紀
徳
川
史
』
か
ら
は
想
像
も
で

き
な
い
よ
う
な
色
鮮
や
か
な
彩
色
が
施
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

そ
の
な
か
の
一
冊
、
巻
一
四
九
に
は
「
大
奥

御
服
図
」
と
題
し
て
、
藩
主
の
正
室
で
あ
る
御ご

簾れ
ん

中じ
ゅ
うが

お
召
し
に
な
っ
て
い
た
、
あ
で
や
か
な

「
袿う
ち
き」

や
「
打
掛
」
の
数
々
や
、「
箱
せ
こ
」
な

ど
の
懐
中
物
、「
笄
こ
う
が
い」

や
「
扇
」
な
ど
の
小
物

正
月
元
日
の
御
服

　

表
紙
の
写
真
は
正
月
元
日
に
、
御
簾
中
（
元

服
後
）
が
お
召
し
に
な
っ
た
礼
装
で
す
。

　
「
御
簾
中
様
年
中
御
衣
服
」
に
よ
れ
ば
、
正

月
元
日
の
髪
型
は
「
お
す
べ
」、御
召
服
は
「
御

袿う
ち
き」、
御
下
召
に
は
「
紅
梅
織
」、
白し
ろ

練ね
り

の
襦
袢
、

そ
し
て
「
御
袴
」
で
し
た
。

　

１ 

御
袿う
ち
きと
御
下
召
、
御
袴

　
「
袿
」
は
表
着
と
、
下
に
着
る
単ひ
と

衣え

と
の
間

に
着
る
「
内
着
」
と
い
う
説
や
、
ご
く
内
々
で

着
る
略
服
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
内
着
」
と
呼
ば

れ
た
な
ど
、
そ
の
語
源
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
。

　

袿
は
同
じ
形
の
も
の
を
何
枚
も
重
ね
て
着
用

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
一
番
上
に
着

る
表
着
は
華
や
か
な
柄
や
文
様
の
あ
る
生
地
で

仕
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
下
に
重
ね
る
袿
は

襟
や
袖
口
か
ら
の
ぞ
く
重
な
り
合
っ
た
色
合
い

を
楽
し
む
た
め
に
、
色
目
が
重
視
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
御
袿
」
の
挿
絵
（
写
真
２
）
で
は
表
着
に

老
女
の
考

案
裁
定
を

得
た
う
え

で
、
京
都

の
織
元
か

ら
調
達
さ

れ
て
い
ま

し
た
。

　

こ
れ
ら

の
意
匠
は

「
優
美
・

高
尚
」
で

あ
り
、
新

案
の
比
で

は
な
い
と
、

堀
内
信
は

高
く
評
価

し
て
い
ま
す
。

　

同
書
に
は
、
年
中
を
通
し
て
の
御
簾
中
の
装

い
を
記
し
た
「
御
簾
中
様
年
中
御
衣
服
」
も
残

さ
れ
て
い
ま
す
（【
史
料
】
参
照
）。
こ
の
史
料

と
、
衣
装
の
挿
絵
で
あ
る
「
大
奥
御
服
図
」
か

ら
、
今
回
は
正
月
元
日
の
装
い
を
ご
紹
介
し
た

い
と
お
も
い
ま
す
。

類
が
巧
み
に
描
か
れ
て
お
り
、
紀
州
藩
大
奥
が

存
在
し
た
当
時
の
華
や
か
な
装
い
を
窺
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
「
大
奥
御
服
図
」
に
あ
る
衣
装
の
数
々

は
、
堀
内
信
が
、「
南
紀
徳
川
史
」
を
編
纂
し

た
明
治
三
十
年
代
当
時
に
は
、
ま
だ
多
く
残
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
、
記
述
に
際
し
て
「
内
庭
に

御
保
蔵
の
現
品
」
と
、「
古
老
女
中
の
誦
説
」

を
も
と
に
「
模
写
し
た
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
但
し
、
こ
れ
ら
多
く
の

衣
装
類
は
「
五
節
句
、
式
日
、
或
は
季
節
に
よ

り
種
々
の
区
別
」
が
複
雑
で
、
到
底
写
し
切
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
お
お
ま
か
に
大
様
を
述
べ

た
に
過
ぎ
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

大
奥
で
は
、
奥
女
中
は
も
ち
ろ
ん
、
主
人
側

で
あ
る
御
簾
中
に
も
、
そ
の
時
々
に
ふ
さ
わ
し

い
装
い
が
「
御
衣
服
定
」
に
よ
っ
て
細
か
く
規

定
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
衣
装
の
模
様
・
図
柄
な
ど
は
、
そ
の

都
度
二
〜
三
通
り
ず
つ
の
図
様
を
案
出
さ
せ
、

写真 1　正月元日、御簾中様（元服後）の御服装
「南紀徳川史」巻 149「大奥御服図」より。
※ここに掲載している写真（表紙と１〜８）は、明治 38 年（1905）
に東京大学史料編纂所によって謄写され、同所に保存されてきた

「南紀徳川史」巻 149「大奥服飾図」から引用しています。

写真 2　「御袿」の挿絵

（『
南
紀
徳
川
史
』
第
十
六
冊
）

　
描
か
れ
た

　
　紀
州
藩
大
奥
の
装
い
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「
萌も

え

黄ぎ

地　

紅
白
古
代
抱
鳥
」
の
文
様
が
施
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
紅
白
の
文
様
は
「
浮う
き

織お
り

」

と
い
う
織
り
方
で
織
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
浮
織

は
文
様
部
分
の
緯よ
こ

糸い
と

を
浮
か
せ
て
織
ら
れ
た
絹

織
物
の
一
つ
で
す
。
一
見
す
る
と
生
地
か
ら
文

様
が
浮
き
上
が
り
、
刺
繍
を
施
し
た
よ
う
に
見

え
る
豪
華
な
織
り
方
で
す
。

　

こ
れ
に
「
重
ね
」
は
「
紫
・
黄
・
単
衣
赤
」

の
色
目
を
と
り
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
重
ね
に
は

「
重
か
さ
ね

色い
ろ

目め

」
と
呼
ば
れ
る
様
々
な
色
目
の
組
み

合
わ
せ
が
あ
り
ま
す
。
人
気
の
高
い
も
の
に
は

「
萌
黄
の
匂
」
や
「
紫
の
薄
様
」
な
ど
、
雅
な

名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

仕
立
て
は
、
裏
地
が
付
け
ら
れ
て
い
る
「
袷あ

わ
せ」

で
、
身
幅
は
反
物
二
つ
分
の
二
巾
、
袖
一
巾
。

脇
は
縫
い
付
け
ら
れ
た
縫ほ

う

腋え
き

で
、
袖
は
袖
口
の

下
を
縫
い
合
わ
せ
な
い
広
袖
、
身
丈
は
足
首
よ

り
長
く
、
後
ろ
に
引
く
長
さ
が
あ
り
ま
し
た
。

　

袿
の
す
ぐ
下
に
は
「
紅
梅
織
」
の
御お

合あ
い

召め
し

を

着
用
し
ま
し
た
。
紅
梅
織
は
経た
て

糸い
と

を
紅
、
緯
糸

を
白
で
織
っ
た
織
物
で
す
が
、
表
紙
写
真
の
挿

絵
の
注
釈
に
は
、「
桃
色
ニ
テ
梅
折
枝
浮
模
様
ヲ

紅
梅
織
ト
云
フ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
生

地
に
さ
ら
に
梅
の
折
枝
模
様
を
浮
き
立
た
せ
て

織
り
こ
ん
だ
生
地
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
そ
の
下
に
は
「
白
練
」
の
御
下
着
を

つ
け
ま
し
た
。
白
練
と
は
絹
織
物
を
白
く
す
る

技
法
の
こ
と
で
す
。
絹
織
物
は
繭
か
ら
取
り
出

し
た
ま
ま
の
生き

糸い
と

で
織
る
と
、
糸
の
回
り
に
あ

る
ニ
カ
ワ
成
分
に
よ
っ
て
少
し
黄
味
が
か
っ
た

色
合
い
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
精
練
し
て
黄
味

を
消
し
去
る
技
法
を
「
白
練
」
と
言
い
ま
す
。

白
練
を
施
す
と
、
黄
味
が
消
え
純
白
と
な
り
、

光
沢
が
生
ま
れ
ま
す
。
ま
た
生
地
の
柔
ら
か
さ

も
増
し
ま
し
た
。

の
両
側
に
髪
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
た
め
の
耳
の
よ

う
な
形
を
し
た
張
り
出
た
部
分
が
つ
く
ら
れ
て

い
ま
す
。
注
釈
に
は
「
わ
ら
わ
髪
（
童
髪
か
）」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
服
前
の
髪
を
結
う
と
き

に
使
用
さ
れ
た
型
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
台
紙
に
「
堅
油
」
を
つ
け
て
「
御
自
髪

の
裏
へ
粘
着
せ
し
む
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、

実
際
に
ど
の
よ
う
に
装
着
し
て
い
た
の
か
は
不

明
で
す
。

　

さ
て
次
に
、
後
ろ
で
固
定
さ
れ
、
束
ね
た
髪

の
先
に
「
長
か
も
じ
」
を
結
び
付
け
ま
す
。

　
「
長
か
も
じ
」
は
写
真
４
に
あ
る
よ
う
に
、

長
い
お
さ
げ
状
の
付
け
髪
で
す
。
後
ろ
で
束
ね

た
自
髪
の
先
端
に
「
長
か
も
じ
」
を
継
ぎ
、
元

結
（
紙
縒
り
状
に
撚
り
、
糊
で
か
た
め
た
細
い

紐
）
で
く
く
り
、
そ
の
上
か
ら
「
絵
元
結
」
を

結
ん
で
装
い
ま
し
た
。

　
「
絵
元
結
」
は
金
箔
地
に
松
竹
梅
が
描
か
れ
、

彩
色
が
施
さ
れ
た
華
や
か
な
つ
く
り
に
な
っ
て

両
鬢び
ん

を
ふ
く
ら
ま
せ
、
後
ろ
で
ひ
と
ま
と
め
に

し
て
、
背
中
に
長
く
垂
ら
し
た
結
い
方
で
す
。

　

前
髪
を
分
け
て
結
う
の
を
「
大
す
べ
ら
か

し
」、
半
元
服
の
時
に
結
う
の
を
「
す
べ
ら
か

し
」、
元
服
前
に
結
う
の
を
「
わ
ら
わ
」
と
区

別
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

髪
を
ふ
く
ら
ま

せ
る
た
め
に
髪
の

内
側
に
、
和
紙
を

十
数
枚
、
の
り
で

貼
り
重
ね
て
板
の

よ
う
に
固
く
し
た

厚
紙
、「
板い
た

目め

紙が
み

」

を
入
れ
て
い
ま
し

た
。
板
目
紙
は
髪

色
に
な
じ
む
よ
う

に
黒
く
塗
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
図（
写

真
３
）
で
は
上
部

　

そ
し
て
こ
の
白
練
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
襦
袢
の

裏
地
に
は
、「
羽は

二ぶ

重た
え

」
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

羽
二
重
も
ま
た
光
沢
が
あ
り
、
軽
く
柔
ら
か
い

風
合
い
の
良
い
高
級
な
絹
織
物
で
す
。

　

袴
は
長
袴
を
着
用
し
ま
し
た
。色
は
緋
色（
元

服
後
）、
生
地
は
精せ
い

好ご
う

で
、
絹
を
緻
密
に
織
っ
た
、

張
と
光
沢
の
あ
る
厚
手
の
生
地
が
使
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
に
同
色
の
帯
を
合
わ
せ
ま
し
た
。

　

絹
織
物
に
は
古
く
か
ら
宮
中
や
、
公
家
の
間

で
独
占
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
高
級
絹
織
物
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
有
職
織
物
と
し
て
珍
重

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
有
職
織
物
に
は
平ひ
ら

織お
り

や
斜し

ゃ

文も
ん

織お
り

、
捩よ

じ

り
織
や
錦
な
ど
と
い
っ
た
種
類
の
織

り
方
が
あ
り
ま
す
。

　

経
糸
と
緯
糸
が
交
互
に
織
ら
れ
た
平
織
の
な

か
で
、
最
も
一
般
的
な
も
の
が
平へ
い

絹け
ん

で
す
。
こ

の
平
絹
の
経
に
細
い
糸
、
緯
に
太
い
糸
を
使
っ

て
織
っ
た
厚
地
の
生
地
が
、
袴
に
使
わ
れ
て
い

る
精
好
織
で
す
。
ま
た
、
刺
繍
を
施
し
た
よ
う

に
み
え
る
「
浮
織
」
は
斜
文
織
の
一
つ
で
す
。

　

浮
織
や
、
精
好
な
ど
の
有
職
織
物
で
仕
立
て

ら
れ
た
袿
や
袴
、
白
練
の
生
地
に
羽
二
重
の
裏

地
が
付
け
ら
れ
た
純
白
の
襦
袢
。

正
月
一
日
の
御
簾
中
の
召
し
物

は
、
格
式
の
高
い
新
年
の
行
事

を
執
り
行
う
に
ふ
さ
わ
し
い
、

豪
華
で
伝
統
的
な
装
い
で
あ
っ

た
と
い
え
ま
す
。

　

２ 

髪　

型

　

髪
型
の「
す
べ
し
」と
は「
お

す
べ
ら
か
し
」
の
こ
と
で
、
公

家
女
性
の
髪
型
と
し
て
一
般
に

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

お
す
べ
ら
か
し
は
、
前
髪
と
、

額
か
ら
こ
め
か
み
に
か
け
て
の

写真 3　結髪の型紙

写真 4　御髪具
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い
ま
し
た
。

　

お
さ
げ
状
の
部

分
は
、
等
間
隔
に

「
丈た
け

長な
が

」（
写
真
５
）

と
元
結
で
結
わ
え

ま
す
。
こ
こ
で
は

「
細
丈
長
」
と
「
紅

元
結
」
を
交
互
に
、

片
方
の
み
を
輪
に

し
て
結
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
「
長
か
も
じ
」の
長
さ
は「
鯨
五
尺
三
寸
七
分
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
尺
貫
法
の
曲か
ね
じ
ゃ
く

尺
で
は
一

尺
は
約
三
〇
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
換
算
で
す

が
、
こ
こ
に
は
「
鯨
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

鯨
尺
を
用
い
た
長
さ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
鯨
尺
は
和
裁
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
尺

で
、
元
は
鯨
の
髭
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
そ
う
で

す
。
こ
の
鯨
尺
の
一
尺
は
曲
尺
の
一
・
二
五
倍

の
約
三
七
・
八
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
す
。
こ

れ
を
も
と
に
換
算
す
る
と
、「
長
か
も
じ
」
の

長
さ
は
約
二
〇
三
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
後
ろ
姿
は
分
り
ま
せ

ん
が
、
自
身
の
背
丈
を
ゆ
う
に
超
え
る
長
さ
で

座
所
」
へ
着
座
し
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
一
の
上
﨟
よ
り
元
旦
の
御
祝

儀
が
述
べ
ら
れ
、
一
統
よ
り
も
御
祝
儀
が
申
し

上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
引
き
続
き
、松
の
枝
が
飾
ら
れ
た「
御

熨
斗
」
や
、元
日
の
数
々
の
「
御
規
式
」
に
則
っ

た
御
膳
が
配
膳
さ
れ
る
と
、「
御
長
柄
」
の
銚

子
で
酒
が
注
が
れ
「
御
三
献
」
の
儀
が
取
り
交

わ
さ
れ
ま
す
。

　

御
対
面
所
で
の
御
祝
い
式
が
済
む
と
、
次
は

御ご

座ざ

の
間
に
移
り
二
度
目
の
御
膳
に
な
り
ま
す
。

　

御
座
の
間
へ
移
動
す
る
時
、
通
り
か
け
の
藩

主
や
御
簾
中
に
対
し
て
、
御
目
見
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
な
い
「
御
三
之
間
」
や
「
御
半
下
」
な

ど
御
目
見
以
下
の
も
の
達
が
、
平
伏
し
な
が
ら

も
主
人
に
ま
み
え
る
こ
と
が
出
来
た
よ
う
で
す
。

　

御
座
の
間
で
の
二
度
目
の
御
膳
が
終
わ
っ
た

後
、
袿
・
袴
の
装
い
か
ら
「
御お

掻か
い

取ど
り

（
打
掛
）」

姿
に
お
召
替
え
に
な
り
ま
し
た
（【
史
料
】）。

　

年
の
初
め
と
な
る
正
月
元
日
は
、
大
奥
入
り

す
る
藩
主
を
迎
え
入
れ
、
先
祖
へ
参
拝
し
、
家

臣
か
ら
の
祝
辞
を
受
け
る
重
要
な
行
事
が
執
り

行
わ
れ
ま
す
。

姿
か
ら
は
、
九
尺
も
あ
る
様
に
は

思
わ
れ
ま
せ
ん
。
実
際
に
は
も
う

少
し
短
か
っ
た
の
で
は
と
推
測
さ

れ
ま
す
。

　正
月
元
日
の
御
作
法

　

髪
型
を「
お
す
べ
」に
結
い
、「
御

袿
」と
白
練
・
羽
二
重
の
襦
袢
、「
御

袴
」
の
姿
は
正
月
三
が
日
の
う
ち

で
も
元
日
の
み
の
装
い
で
す
。

　

裾
の
長
い
袿
を
重
ね
て
着
用
し
、

ま
た
、
そ
の
裾
の
上
に
垂
ら
し
た

「
長
か
も
じ
」
や
、
額
の
両
脇
に

垂
し
た
「
御
鬢
づ
ら
」
な
ど
の
髪

型
は
か
な
り
の
重
み
も
あ
り
、
と
て
も
動
き
づ

ら
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
察
せ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
衣
装
で
過
ご
し
た
正
月
元
日
に
は
ど
ん

な
行
事
が
執
り
行
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

同
書
の
巻
一
三
二
（
刊
行
本
で
は
十
四
冊
）

に
あ
る
「
御
簾
中
様
年
中
御
作
法
」
に
よ
る
と
、

正
月
元
日
、御
簾
中
様
は
朝
六む
ツ

時ど
き

（
午
前
五
時
）

に
「
御
目
覚
め
」
に
な
っ
た
後
、
髪
を
「
す
べ

し
」
に
結
い
、
袿
・
袴
に
着
替
え
る
と
、
ま
ず

御
対
面
所
に
お
い
て
御
用
人
と
医
師
の
御
目
見

え
を
受
け
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
後
は
「
お
よ
み

初
」、「
御
書
初
」
な
ど
の
事
始
め
を
し
ま
し
た
。

　

四
ツ
時
過
ぎ
（
午
前
十
時
頃
）
に
な
る
と
、

表お
も
てよ
り
、
藩
主
が
大
奥
に
入
る
の
で
、
そ
れ
に

備
え
て
御
対
面
所
で
は
役
々
の
奥
女
中
た
ち
が

整
列
し
並
ん
で
「
御
成
」
を
待
ち
ま
す
。

　

程
な
く
す
る
と
、
元
日
の
装
束
を
召
し
た
藩

主
が
、
若
年
寄
を
御
先
立
に
、
御
側
若
年
寄
に

御
刀
を
上
げ
さ
せ
て
御
成
に
な
る
の
で
、
御
簾

中
と
、
上
じ
ょ
う

﨟ろ
う

・
老
女
二
人
ず
つ
が
御
供
を
し
て

御お
き
よ
の
ま

清
間
（
先
祖
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い
る
仏

間
）
を
参
拝
、
そ
の
後
御
対
面
所
へ
移
り
「
御

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
さ
ら
に
鬢
に
も
「
御
び
ん
づ
ら
」
と

い
う
添
え
髪
を
つ
け
ま
し
た
。
御
び
ん
ず
ら
の

中
央
は
黒く
ろ

裂き
れ

で
包
ん
で
あ
り
、
こ
こ
を
前
髪
の

中
へ
入
れ
て
顔
の
両
側
に
垂
ら
し
ま
し
た
。
長

さ
は
「
鯨
二
尺
七
・
八
寸
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、

片
側
約
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
長
さ
が
あ
っ
た
も

の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　３ 

扇

　

手
に
持
っ
て
い
る
扇
は
檜
扇
で
礼
装
に
は
欠

か
せ
な
い
も
の
で
し
た
。
顔
を
隠
す
と
き
な
ど

に
も
用
い
た
の
で
「
大お
お

翳か
ざ
し」

と
も
呼
ば
れ
た
そ

う
で
す
。

　

扇
の
表
に
は
鶴
亀
松
の
吉
祥
絵
が
極
彩
色
で

描
か
れ
、
雲
形
に
は
金
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

裏
は
白
地
に
金
の
雲
形
、
有
識
蝶
や
鳥
模
様
が

描
か
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

板
の
枚
数
は
、
年
若
い
人
が
持
つ
と
き
に
は

親
板
の
ほ
か
に
二
十
二
枚
、
位
が
高
く
年
を

取
っ
た
人
が
持
つ
と
き
は
三
十
六
枚
で
し
た
。

　

要か
な
めに

は
金
、
扇
の
上
部
に
は
色
と
り
ど
り
の

絹
糸
で
作
っ
た
造
花
が
取
り
付
ら
れ
、
装
飾
性

が
高
い
作
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

両
側
に
は
房
が

長
く
垂
れ
さ
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。
写

真
６
の
扇
で
は
、

房
の
上
部
は
赤
、

黄
、
紫
、
白
、
薄

紅
、
萌
黄
で
彩
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

　

房
の
長
さ
は

「
く
じ
ら
九
尺
二

寸
」
と
あ
り
ま
す

が
、
手
に
持
っ
た

図 1　和歌山二ノ丸大奥当時御有姿之図（部分）
①御対面所　②御清の間　③御座の間

写真 5　丈長紙

写真 6　扇
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武
家
に
と
っ
て
の
正
月
は
、
主
人
へ
の
礼
と
、

先
祖
へ
の
参
拝
、
家
臣
と
の
主
従
関
係
を
再
認

識
す
る
た
め
の
重
要
な
機
会
で
し
た
。
家
臣
た

ち
の
礼
を
受
け
る
た
め
に
も
格
式
の
高
い
装
い

が
要
求
さ
れ
た
の
で
す
。

元
服
・
半
元
服
・
元
服
前

　

と
こ
ろ
で
、「
大
奥
御
服
図
」
に
は
「
元
服
後
」、

「
元
服
前
」、
そ
し
て
「
半
元
服
」
の
三
様
の
装

い
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
「
元
服
」
は
近
世
武
家
女
性
に
も
さ
ま
ざ
ま

な
通
過
儀
礼
の
ひ
と
つ
と
し
て
習
慣
的
に
と
り

お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

通
例
で
は
、
十
二
〜
三
歳
頃
に
な
る
と
鉄か

漿ね

（
お
歯
黒
）
を
始
め
ま
す
。

　

鉄
漿
は
、
歯
を
黒
く
染
め
る
化
粧
で
す
。
鉄

漿
の
材
料
は
、
ウ
ル
シ
科
の
ヌ
ル
デ
の
木
に
で

き
る
虫
瘤
を
粉
砕
し
た
五ふ

倍し

子の

粉こ

と
言
わ
れ
る

木
の
粉
を
、
お
歯
黒
水
に
入
れ
た
も
の
で
す
。

　

お
歯
黒
水
は
、
壺
の
中
に
米
の
と
ぎ
汁
や
酒
、

　

衽
と
は
襟

の
下
側
か
ら

裾
に
か
け
て

付
け
ら
れ
た

半
身
の
部
分

で
す
。

　

写
真
２
の
袿
に
は
衽お
く
みが

あ
り
ま
せ
ん
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
は
元
服
前
の
袿
の
形
で
す
。
半

元
服
の
後
の
衽
が
付
い
た
袿
を
「
た
っ
ぷ
り
の

方
」
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

　

袖
は
元
服
後
に
短
く
な
り
ま
し
た
。

　
「
袴
」
に
は
色
の
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。
元

服
前
で
は
、「
濃
き
色
」、
元
服
後
は
「
緋
色
」

と
な
り
ま
す
。

　
「
濃
き
色
」
は
、
濃
い
紫
色
、
ま
た
は
濃
い

紅
色
で
す
が
、
濃
い
蘇す

芳お
う

色
、
つ
ま
り
濃
い
エ

ン
ジ
色
の
よ
う
な
色
合
い
も
指
す
そ
う
で
す
。

　大
奥
の
服
制

　

現
在
の
私
た
ち
に
と
っ
て
、
衣
服
に
は
季
節

の
温
度
変
化
に
合
わ
せ
た
体
温
調
整
や
身
体
の

保
護
、
衛
生
と
い
っ
た
本
来
の
基
本
的
な
機
能

の
他
に
、
自
己
の
好
み
や
、
考
え
方
と
い
っ
た

「
個
」
を
あ
ら
わ
す
自
己
表
現
の
手
段
の
一
つ

で
も
あ
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
大
奥
に
お
い
て
も
、
本
来
の
衣
服

と
し
て
の
実
用
的
な
機
能
は
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
ど
ん
な
に
豪
華
で
高
級
な
着
物

で
あ
っ
て
も
、
今
の
私
た
ち
の
よ
う
に
個
人
の

意
思
で
自
由
に
衣
装
を
選
ぶ
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
大
奥
で
の
装
い
は
、
ひ
と
め
見
れ

ば
、
そ
の
人
の
身
分
や
役
職
、
年
齢
、
未
婚
や

既
婚
な
ど
の
別
が
す
ぐ
に
分
か
る
も
の
で
し
た
。

　

服
制
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
大
奥
の
装
い
は
、

そ
の
人
、
そ
の
人
の
社
会
的
立
場
を
象
徴
す
る

も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
。　
　
（
松
島　

由
佳
）

　２ 

化
粧
と
化
粧
道
具

　

大
奥
で
の
お
化
粧
は
、
白お
し

粉ろ
い

を
塗
り
、
お
歯

黒
を
し
、
紅
を
さ
し
、
眉
を
つ
く
る
の
が
基
本

で
し
た
。

　

白
粉
は
水
で
溶
い
た
も
の
を
、
顔
や
首
、
髪

の
生
え
際
や
襟
足
、
胸
元
に
塗
り
ま
し
た
。

　

紅
は
、
紅
猪
口
か
ら
紅
筆
や
指
に
取
り
、
下

唇
だ
け
に
小
さ
く
、
濃
く
塗
ら
れ
ま
し
た
。

　

眉
は
元
服
す
れ
ば
剃
り
落
と
し
ま
す
が
、
半

元
服
で
は
、
剃
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
残
し
ま
す
。

そ
し
て
額
に
は
「
白
キ
ワ
」
と
い
う
際き
わ

化げ

粧し
ょ
うを

施
し
て
い
ま
す
。
写
真
７
の
右
側
二
人
の
額
に

鍋
の
弦
の
よ
う
な
白
い
曲
線
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
が
白
キ
ワ
で
す
。

　

眉
化
粧
を
施
す
の
に
使
っ
た
道
具
は
、
眉
墨

と
、
三
種
類
の
へ
ら
で
す
。
真
ん
中
の
へ
ら
で

白
キ
ワ
を
つ
け
ま
し
た
。
長
さ
は
、
三
寸
六
〜

七
分
で
、
高
価
な
象
牙
製
で
し
た
。
ま
た
、
眉

墨
を
入
れ
た
「
眉
黒
（
墨
）
入
」
に
は
黒
蒔
絵

が
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。（
写
真
８
）

　

元
服
後
は
眉
を
剃
り
落
と
し
、
本
来
の
場
所

よ
り
上
の
方
に
「
ハ
」
の
字
の
形
に
眉
を
描
き

ま
し
た
。

　３ 

衣　

装

　
「
袿
」
も
ま
た
元
服
前
と
元
服
後
で
は
形
が

変
わ
り
ま
し
た
。

　

元
服
前
で
は
「
衽お

く
み」

が
付
か
な
い
の
で
す
が
、

半
元
服
の
後
か
ら
は
衽
が
付
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

茶
な
ど
を
入
れ
、
さ
ら
に
こ
こ
に
折
れ
た
針
や

錆
び
た
釘
な
ど
を
入
れ
、
三
カ
月
以
上
寝
か
し

て
作
り
ま
し
た
。
こ
の
お
歯
黒
液
と
、
五
倍
子

粉
を
混
ぜ
る
と
、
真
っ
黒
な
お
歯
黒
の
出
来
上

が
り
と
な
る
の
で
す
。
主
成
分
は
タ
ン
ニ
ン
酸

で
、
こ
れ
に
は
炎
症
抑
制
効
果
や
粘
膜
保
護
作

用
が
期
待
で
き
た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
鉄
漿
の
他
に
、
眉
を
剃
り
落
と
し
て

眉
墨
で
眉
を
描
く
眉
化
粧
も
は
じ
め
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
服
装
や
髪
型
も
時
期
を
追
っ
て
順
次

改
め
て
い
き
ま
し
た
。

　

紀
州
藩
で
も
、
十
代
藩
主
治は
る

宝と
み

の
娘
の
鍇か

た

姫

（
信
恭
院
）
や
、
豊
姫
（
鶴
樹
院
・
十
一
代
藩

主
斉な
り

順ゆ
き

の
御
簾
中
）
な
ど
も
十
二
歳
で
「
御
鉄

漿
」
を
始
め
て
い
ま
す
。
こ
の
時
、
眉
剃
り
は

せ
ず
に
鉄
漿
だ
け
を
す
る
の
を
「
半
元
服
」
と

い
い
ま
し
た
。

　

写
真
７
は
正
月
元
日
の
御
簾
中
の
元
服
前
・

半
元
服
・
元
服
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
装
い

で
す
。

　

１ 

髪　

型

　

髪
型
は
、
三
様
と
も
お
す
べ
ら
か
し
で
す
が
、

前
髪
の
結
い
方
に
違
い
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

元
服
前
の
「
わ
ら
わ
髪
」
で
は
、
前
髪
を
二

筋
に
取
っ
て
結
い
、
毛
先
を
両
側
に
流
し
て
い

ま
す
。
半
元
服
の
「
す
べ
ら
か
し
」
で
は
前
髪

を
つ
く
ら
ず
、
額
の
両
側
か
ら
耳
へ
か
け
て
の

鬢び
ん

の
髪
と
と
も
に
膨
ら
み
を
も
た
せ
た
あ
と
後

ろ
で
束
ね
て
い
ま
す
。
元
服
後
の
「
大
す
べ
ら

か
し
」
に
な
る
と
、
左
右
の
鬢
と
は
別
に
前
髪

だ
け
で
丸
み
を
持
た
せ
後
ろ
に
流
し
、
膨
ら
ま

せ
た
左
右
の
鬢
と
と
も
に
束
ね
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
ま
す
。
前
髪
の
中
に
は「
御
鬢
づ
ら
」

の
中
央
の
黒
裂
で
覆
わ
れ
た
部
分
が
結
い
こ
ま

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

衽

袖襟

　元服後（表紙写真）　　　　 半元服　　　　　  元服前（写真 1）
　　　　　　 写真 7　それぞれの時期の髪型と眉化粧

写真 8　眉化粧の道具

図 2　着物略図
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は
じ
め
に

　

い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
や
知
識
を
広
め
る
た
め
の
手
段
と
し
て
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
に
、
新
聞
や
雑
誌
・

書
物
等
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
、
求

め
る
人
々
に
簡
単
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
し
た
の
が
、
全
国
各
地
の
市
町
村
で

営
ま
れ
て
い
た
本
屋
さ
ん
た
ち
で
し
た
。

　

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
触
れ

ら
れ
て
来
な
か
っ
た
明
治
時
代
後
半
期
以
降
に

営
業
し
て
い
た
、
地
元
和
歌
山
市
内
の
本
屋
さ

ん
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

た
だ
、
そ
の
際
に
注
意
し
て
お
い
た
ほ
う
が

良
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
、
江
戸
時
代
か
ら

続
い
て
い
た
本
屋
さ
ん
や
明
治
時
代
の
初
期
に

営
業
を
開
始
し
た
本
屋
さ
ん
達
と
の
関
係
が
ど

う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
で
し
ょ
う
。

　
　江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
た
本
屋

　

江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
て
、
明
治
二
十

年
（
一
八
八
七
）
以
降
に
も
ま
だ
営
業
し
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
本
屋
さ
ん
は
、
帯
屋
高

市
伊
兵
衛
と
津
田
源
兵
衛
及
び
野
田
大
二
郎
の

三
軒
だ
け
で
す
。
こ
の
三
軒
の
う
ち
、
津
田
源

兵
衛
と
野
田
大
二
郎
は
江
戸
時
代
に
は
坂
本
屋

の
屋
号
で
営
業
し
て
い
た
同
一
系
統
の
本
屋
で
、

そ
れ
ぞ
れ
万
寿
堂
と
眉
寿
堂
と
い
う
堂
号
を

持
っ
て
お
り
、
江
戸
時
代
末
期
に
は
互
い
に
頑

張
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
た
だ
、
こ
の
二
軒
は

こ
の
後
数
奇
な
運
命
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
述
べ

『
名
所
案
内　

紀
伊
國
旅
の
友
』
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
小
野
元
吉
に
つ
い
て
は
正
確
な

創
業
年
は
判
明
し
て
い
ま
せ
ん
が
、『
紀
伊
教

育
会
雑
誌
』
五
号
（
明
治
二
十
年
十
月
）
に
津

田
源
兵
衛
と
並
ん
で
『
文
章
軌
範
釋
義
』
の
取

次
所
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
の
で
、
少
な
く

と
も
こ
れ
以
前
に
創
業
し
て
い
た
こ
と
は
確
か

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

彼
は
津
田
の
店
で
修
業
し
、
介
寿
堂
を
堂
号

と
し
、
新
通
一
丁
目
に
店
を
構
え
て
独
立
し
ま

し
た
。

　

宮
原
藤
太
郎
編
『
通
商
便
覧　

和
歌
山
県
之

部
』（
明
治
四
十
三
年
刊
）
に
は
、
こ
の
名
が

登
場
す
る
こ
と
と
、
前
述
の
喜
多
村
が
「
今
尚

ほ
続
い
て
ゐ
る
」
と
し
て
い
る
点
と
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
彼
は
明
治
期
は
う
ま
く
乗
り
切
っ

て
、
さ
ら
に
大
正
・
昭
和
期
ま
で
続
い
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、昭
和
十
五
年
以
降
の『
和

歌
山
県
教
育
』
に
出
る
書
店
の
広
告
は
、
一
部

を
除
い
て
ほ
ぼ
、
後
に
述
べ
る
こ
と
に
な
る
宮

井
書
店
と
宇
治
書
店
の
二
軒
が
独
占
す
る
よ
う

な
状
態
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
、
小
野

介
寿
堂
は
昭
和
戦
前
期
の
ど
こ
か
で
廃
業
し
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
小
野
元
吉
が
書
物
を
出
版
し
て

い
た
と
い
う
形
跡
は
、
現
状
で
は
全
く
発
見
で

き
て
い
ま
せ
ん
。

り
ま
す
。『
紀
州
萬
華
鏡
』（
昭
和
十
一
年
刊
）

の
著
者
で
あ
り
、
和
歌
山
県
立
図
書
館
の
司
書

で
あ
っ
た
喜
多
村
進
は

　
　
「
平
井
は
中
々
の
利
け
者
で
、
或
る
時
期

　
　

に
は
、
遂
に
和
歌
山
の
書
林
の
筆
頭
に
ま

　
　

で
」

上
り
つ
め
た
、
と
し
て
い
ま
す
。

　

確
か
に
平
井
は
明
治
二
十
年
、
設
立
間
も
な

い
紀
伊
教
育
会
に
早
く
も
賛
成
員
と
し
て
入
会

し
、
自
ら
が
発
行
し
た
『
改
正
教
則
小
学
尋
常

科
習
字
本
』
と
『
改
正
教
則
小
学
高
等
科
習
字

本
』
を
そ
れ
ぞ
れ
寄
附
し
て
お
り
、
そ
の
後
も

事
あ
る
毎
に
教
科
書
や
参
考
書
等
を
寄
附
し
て

い
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
、
没
年
令
は
不
明
で
す
が
、
明
治

三
一
年
四
月
廿
七

日
付
け
「
紀
伊
毎

日
新
聞
」
紙
上
に

平
井
ス
ミ
名
で
病

死
の
訃
報
が
掲
載

さ
れ
、『
紀
伊
教

育
』
六
五
号
で
も

彼
の
追
悼
広
告
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
閉
店
す
る
積
も
り
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、

そ
の
年
の
八
月
十
一
日
に
は
平
井
寿
美
が
商
業

登
記
を
し
て
お
り
、
何
点
か
の
書
物
を
出
版
し

続
け
ま
す
。
そ
の
代
表
の
一
つ
が
次
に
掲
げ
る

る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

一
方
、
帯
屋
高
市
伊
兵
衛
は
、
青
霞
堂
と
い

う
堂
号
を
も
っ
て
、
多
方
面
に
活
躍
し
て
い
た

実
績
も
あ
り
、
歴
代
の
藩
公
の
気
に
入
ら
れ
、

紀
州
藩
が
藩
と
し
て
出
板
す
る
藩
板
を
、
一
手

に
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
格
を
持
た

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
維
新
の
激

動
の
中
で
大
変
な
損
害
を
被
っ
た
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
時
期
に
あ
っ
て
も
辛
く

も
乗
り
切
れ
た
の
で
す
か
ら
、
不
思
議
と
い
え

ば
不
思
議
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
の
背
景
に
は
江
戸
時
代
末
期
に
帯

屋
の
番
頭
と
し
て
奉
公
し
て
い
た
、
平
井
文
助

が
何
等
か
の
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
平
井
文
助
は
正
確
な
年
代
は
判
り

か
ね
ま
す
が
、
帯
屋
が
所
有
し
て
い
た
板
木
を

使
っ
て
時
に
は
帯
屋
文
助
や
本
屋
文
助
の
名
で

何
点
か
の
書
物
を
次
々
と
売
り
出
し
て
い
る
の

で
す
。
あ
る
い
は
、
こ
の
こ
と
が
元
々
の
主
家

で
あ
る
帯
屋
を
救
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

　
　明
治
前
半
期
に
現
れ
た
本
屋

　

明
治
前
半
期
に
現
れ
た
の
は
、
結
局
帯
屋
系

と
坂
本
屋
系
と
に
分
か
れ
ま
す
。
帯
屋
か
ら
は

先
に
も
触
れ
た
平
井
文
助
が
、
坂
本
屋
系
の
津

田
源
兵
衛
か
ら
は
小
野
元
吉
が
現
れ
ま
す
。

　

平
井
文
助
は
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に

帯
屋
か
ら
独
立
し
て
、
五

堂
を
堂
号
と
し
て

本
町
二
丁
目
二
〇
番
地
に
店
を
開
く
こ
と
に
な

図
版
１　
紀
伊
毎
日

Ｍ
31
．４
．27

図
版
２　
紀
伊
教
育

65
号

図
版
３　
紀
伊
毎
日

Ｍ
32
．６

明
治
時
代
後
半
期
の
和
歌
山
市
の
本
屋
さ
ん
た
ち
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　明
治
後
半
期
に
現
れ
た
本
屋

　

明
治
後
半
期
で
最
も
早
く
登
場
す
る
本
屋
と

い
え
ば
、
明
治
二
十
二
年
三
月
に
平
井
か
ら
別

家
独
立
を
果
た
し
た
三
宅
小
次
郎
で
す
。

　

そ
の
と
き
の
、
開
業
広
告
が
明
治
二
十
二
年

三
月
の
『
紀
伊
教
育
会
雑
誌
』
二
十
二
号
に
見

え
ま
す
。　

別
家
と
い
う
の
は
、
血
縁
関
係
に

あ
る
者
を
独
立
さ
せ
る
場
合
に
い
う
分
家
と
分

け
る
た
め
に
使
う
言
葉
で
、
一
般
的
に
は
番
頭

な
ど
を
経
て
独
立
す
る
者
を
指
し
ま
す
。

  

と
こ
ろ
で
、
こ
の
広
告
に
よ
れ
ば
三
宅
小
次

郎
は
新
通
三
丁
目
中
程
東
側
に
店
を
構
え
、
堂

号
を
文
昌
堂
と
し
ま
し
た
。
喜
多
村
に
よ
れ

ば
、
彼
も
か
な
り
の
「
利
け
者
」
で
教
科
書
や

法
律
関
係
書
の
他
に
明
治
三
十
一
年
十
一
月
に

は
『
木
國
名
勝
詩
誌
』
と
い
う
和
歌
山
の
先
人

が
様
々
な
形
で
残
し
て
く
れ
た
名
勝
詩
を
集
め

て
一
冊
の
本
に
仕
上
げ
て
い
ま
す
。

　

お
ま
け
に
、
彼
は
津
田
源
兵
衛
が
明
治
十
四

年
四
月
に
、
和
歌
山
方
圓
社
を
設
立
し
て
刊
行

を
し
始
め
た
『
方か
く

圓ま
る

珍ち
ん

聞ぶ
ん

』
と
い
う
滑
稽
雑
誌

の
発
行
を
、
理
由
は
判
り
ま
せ
ん
が
、
平
井
文

助
が
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
第
二
十
一
号
か

ら
編
集
の
局
長
を
任
せ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

支
店
は
諸
新
聞
を
扱
う
と
い
う
責
任
分
担
を

計
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　

さ
て
、
こ
の
最
後
の
三
宅
・
松
本
・
宮
井
の

三
軒
は
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
て
、
多
く
の
郷
土

に
残
る
べ
き
書
物
を
出
版
し
ま
し
た
が
、
そ
の

内
の
三
宅
文
昌
堂
に
つ
い
て
は
、
昭
和
十
一
年

以
降
も
残
っ
て
い
た
の
は
確
認
出
来
て
お
り
、

戦
後
ま
で
続
い
た
よ
う
な
の
で
す
が
、
は
た
し

て
、
そ
れ
が
い
つ
だ
っ
た
の
か
は
は
っ
き
り
し

ま
せ
ん
。

　

一
方
、
宮
井
平
安
堂
は
、
明
治
期
に
現
れ
た

本
屋
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
老
舗
で
あ
る
帯
伊
書

店
や
津
田
書
店
と
肩
を
並
べ
て
、
大
い
に
活
躍

し
た
の
は
、
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
今
ま
だ
営
業
を
続
け
て
い
る
の

は
、
既
に
帯
伊
・
高
市
書
店
の
み
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
考
え
て
み
ま
す
と
、
坂
本
屋
系

か
ら
出
た
津
田
も
帯
屋
系
か
ら
独
立
し
た
三
宅

も
宮
井
（
正
確
に
は
宮
井
は
玄
関
は
閉
じ
て
い

ま
す
が
、外
商
部
は
健
在
で
す
。）
も
今
と
な
っ

て
は
惜
し
ま
れ
な
が
ら
も
閉
店
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

寂
し
い
か
ぎ
り
で
す
。

　
　ま
と
め
に
か
え
て

　

実
際
は
明
治
期
に
開
業
し
た
本
屋
さ
ん
は

も
っ
と
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
一
軒
だ
け
追
加
し
た
い
本
屋
さ
ん

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
明
治
後
期
の
本
屋
さ
ん

で
、
梅
垣
書
屋
と
い
う
道
場
町
に
あ
っ
た
本
屋

さ
ん
で
す
が
、
ど
ん
な
書
物
を
扱
っ
て
い
た
の

か
す
ら
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
は
、
他

と
の
関
係
か
ら
敢
え
て
外
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
須
山
高
明
）

れ
て
き
た
よ
う
な
、
津
田
が
始
め
て
い
た
絵
葉

書
の
「
紀
伊
百
景
」
ほ
か
を
模
倣
す
る
様
な
感

じ
で
、
絵
葉
書
の
分
野
に
ど
ん
ど
ん
進
出
し
て

き
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
は
若
干
違
う
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
し
て
、
松
本
は
昭
和
期

ま
で
残
り
ま
す
。

　

そ
し
て
そ
の
次
に
、
万
を
持
し
て
現
れ
る
の

が
、
明
治
二
十
六
年
九
月
に
『
紀
伊
教
育
』
第

十
六
号
に
開
店
広
告
を
出
し
た
、
宮
井
宗
兵
衛

で
す
。
図
版
６
が
、
宮
井
宗
兵
衛
の
開
店
広
告

で
す
。

　

平
井
に
い
た
頃
は
松
本
忠
七
を
名
乗
っ
て
い

た
の
で
し
ょ
う
が
、
独
立
を
期
に
改
名
し
た
の

で
し
ょ
う
。
こ
の
当
時
の
改
姓
名
は
そ
れ
ほ
ど

珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
。

  

た
だ
、
驚
い
た
こ
と
に
宮
井
宗
兵
衛
は
開
店

の
時
か
ら
既
に
支
店
ま
で
も
っ
て
い
ま
し
た
。

  

宮
井
宗
兵
衛
は
新
通
二
丁
目
に
本
店
を
平
安

堂
の
堂
号
で
構
え
、
さ
ら
に
同
時
に
、
同
市
中

橋
北
詰
に
支
店
を
開
い
た
の
で
す
。
も
と
も
と

　

本
店
は
書
籍
・
雑
誌
類
中
心
に
取
り
扱
い
、

『
方
圓
珍
聞
』
は
現
在
知
ら
れ
て
い
る
和
歌
山

の
雑
誌
と
し
て
は
最
も
古
い
も
の
の
一
つ
に
数

え
ら
れ
ま
す
の
で
、
何
か
の
機
会
に
こ
れ
だ
け

を
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
も
必
要
だ
と
考
え
て

い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
関
係
で
後
に
譲

る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

同
じ
頃
、
新
興
の
松
本
國
助
が
登
場
し
ま
す
。

　

そ
の
広
告
が
『
帝
国
実
業
名
鑑
』
に
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
次
に
挙
げ
た
図
版
５
で

す
が
、

　

松
本
は
、
現
状
で
は
何
処
に
奉
公
し
て
い
て

独
立
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
何
処
と
も
関
係
な

く
突
然
開
店
し
た
も
の
か
全
く
判
っ
て
い
な
い

本
屋
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
当
時
の
慣

習
と
い
う
か
慣
わ
し
か
ら
考
え
れ
ば
、
他
の
本

屋
と
全
く
関
わ
り
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は

考
え
に
く
い
こ
と
で
す
。
実
際
に
は
判
り
ま
せ

ん
が
、
あ
る
い
は
津
田
源
兵
衛
と
関
係
が
あ
っ

た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
し
、
ま
た
は
、
ど
こ
か

の
古
本
・
貸
本
を
専
門
と
す
る
店
か
ら
独
立
し

た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

松
本
國
助
は
英
文
堂
を
堂
号
と
し
て
、
明
治

二
十
二
年
に
駿
河
町
に
店
を
開
き
ま
す
が
、
明

治
三
十
八
年
八
月
に
「
絵
は
が
き
各
種
」
と
い

う
広
告
を
出
し
て
お
り
、
津
田
源
兵
衛
も
明
治

三
十
八
年
十
月
く
ら
い
か
ら
「
内
外
エ
ハ
ガ
キ

各
種
」
と
い
う
広
告
を
と
も
に
『
紀
伊
毎
日
新

聞
』
に
出
し
始
め
て
い
ま
す
か
ら
、
従
来
い
わ

図
版
４　
紀
伊
教
育
会
雑
誌

22
号

図
版
５　
帝
国
実
業
名
鑑

Ｍ
31
．６

図
版
６　
紀
伊
教
育
16
号

Ｍ
26
．10
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法
方
用
利
■

◆

に
付
受
室
覧
閲

要
必
で
等
録
目
る
あ

を
等
書
文、
料
資
な

請
申
覧
閲、
し
索
検

受
え
う
の
入
記
に
書

だ
く
て
し
出
提
に
付

用
利
等
書
文
。
い
さ

館
閉
は
付
受
の

30
分

。
す
で
で
ま
前

◆

、
料
資
政
行
る
い
て
し
架
配
に
棚
書
室
覧
閲

。
い
さ
だ
く
て
し
覧
閲
に
由
自
は
料
資
考
参

◆

申
認
承
写
複
、
は
合
場
る
れ
さ
望
希
を
写
複

だ
く
て
し
出
提
に
付
受
え
う
の
入
記
に
書
請

間
時
館
開

◆

前
午

10

◆

日
休
替
振
び
及
日
祝
・
日
曜
日
・
土

前
午

10

日
館
休
■

 

◆

と
る
な
重
と
日
休
替
振
は
又
日
祝
（
日
曜
月

）
日
平
の
後
の
そ
、
は
き

◆

始
年
末
年

12
月
29

◆

日
理
整
内
館

日
４
月
１
・

）
日
５
、
は
き
と
の
日
曜
月
（

12
月

日
曜
木
２
第

）
日
翌
の
そ
、
は
き
と
る
な
重
と
日
祝
（

間
期
理
整
別
特
・

10

）
回
１
年
（
間
日

い
な
ん
あ
ご
の
通
交
■◆

JR

ら
か
駅
市
山
歌
和
鉄
電
海
南
・
駅
山
歌
和

約
で
ス
バ

20
分

◆

分
３
約
歩
徒
車
下
停
ス
バ
松
高
ス
バ
山
歌
和

  

り
よ
だ
館
書
文
立
県
山
歌
和

第

号

成
平

28
年
11

30
月

日

発

行

行
発
・
集
編

館
書
文
立
県
山
歌
和

一
四
六
〒

－

一
五
〇
〇

七
目
丁
一
松
高
西
市
山
歌
和

－

八
三

内
館
学
志
に
く
の
き

電

話

三
七
〇

－

六
三
四

－

〇
四
五
九

Ｘ
Ａ
Ｆ

三
七
〇

－

六
三
四

－

一
四
五
九

印

刷

47

有
限
会
社
隆
文
社
印
刷
所

文
書
館
の
利
用
案
内

　「入
門
」
ア
ン
ケ
ー
ト
（
抜
粋
）

・
文
字
を
通
じ
て
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
生

活
を
教
科
書
よ
り
も
感
じ
取
れ
る
よ
う
な
気
が

し
ま
し
た
。

・
非
常
に
丁
寧
に
説
明
し
て
く
れ
た
の
で
、
古

文
書
を
少
し
ず
つ
理
解
で
き
て
い
く
こ
と
の
楽

し
み
を
感
じ
ま
し
た
。

・
難
し
く
考
え
ず
に
読

み
下
し
文
か
ら
読
ん
で

い
っ
て
良
い
な
ど
と
教

え
て
い
た
だ
い
た
の
で
、

楽
し
く
学
ん
で
行
け
そ

う
な
講
座
だ
と
思
い
ま

し
た
。

　「初
級
・
中
級
」
ア
ン
ケ
ー
ト
（
抜
粋
）

・「
仰
せ
渡
す
」
の
表
現
が
、
老
中
が
書
い
た

も
の
だ
け
に
使
わ
れ
る
等
今
ま
で
知
ら
な
か
っ

た
事
が
聞
け
て
良
か
っ
た
。
文
書
自
体
に
誤
字

脱
字
が
あ
る
こ
と
を
解
読
さ
れ
、
本
来
の
文
章

を
推
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
通
常
よ
り
一

歩
進
ん
だ
解
読
を
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

・
何
よ
り
興
味
深
い

の
は
、
藩
政
時
代
の

紀
州
藩
の
様
子
や
当

時
の
世
相
、
各
通
達

類
の
伝
達
シ
ス
テ
ム

が
分
か
る
こ
と
で
す
。

毎
回
楽
し
み
に
し
て

い
ま
す
。

・
古
文
書
自
体
、
私

に
と
っ
て
は
中
々
難
解
な
も
の
で
す
が
、
字
体

の
変
化
の
面
白
さ
な
ど
感
じ
ら
れ
興
味
深
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。

　

七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
古
文
書
講
座
Ⅰ

を
開
催
し
ま
し
た
。

　

今
年
の
題
材
は
、
御
坊
村
に
廻
っ
て
き
た
代

官
や
勘
定
奉
行
か
ら
の
触
書
な
ど
を
庄
屋
が
書

き
留
め
た
御
坊
村
「
御
用
留
」
で
、
村
の
暮
ら

し
に
関
わ
る
様
々
な
内
容
を
含
ん
で
い
ま
す
。

今
回
は
、
そ
の
中
か
ら
、
隠
居
後
も
藩
政
を
掌

握
し
続
け
た
十
代
藩
主
治
宝
の
死
や
そ
の
後
の

社
会
の
混
乱
に
も
焦
点
を
あ
て
、
遊
佐
教
寛
研

究
員
が
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
ま
し
た
。

　

各
回
の
講
座
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　
「
入
門
」
に
は
、
延
べ
一
三
〇
名
、「
初
級
・

中
級
」
は
、
延
べ
二
〇
五
名
の
出
席
が
あ
り
、

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
約
七
割
以
上
の
方
か
ら
「
興

味
深
く
お
も
し
ろ
か
っ
た
」
と
の
回
答
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

門
入

 回
１
第

　

 

 

回
２
第

　

級
中
・
級
初

 

回
１
第

　

 

回
２
第

　

 

 

第
3
回　

 

御
坊
村
御
用
留 

三
冊
目

御
坊
村
御
用
留 

三
冊
目

子
供
召
し
連
れ
御
出
揃
い

　
　
　
　
　
　７
月
30
日（
土
）

御
忌
日
八
日
に
相
成
し

　
　
　
　
　
　８
月
６
日（
土
）

お
ん   

き
　 び

あ
い  

な

見
世
店
た
て
置
き

　
　
　
　
　
　８
月
27
日（
土
）

御
滞
留
も
こ
れ
無
く
候
え
共

　
　
　
　
　
　８
月
20
日（
土
）

隠
密
方
と
相
唱
え

　
　
　
　
　
　９
月
３
日（
土
）

平
成
二
十
八
年
度

古
文
書
講
座
Ⅰ




