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洛
中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本
人
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
各
項
目
の
立
項
方
法
と
入
力
語

は
じ
め
に

   

今
回
の
共
同
研
究
の
成
果
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
諸
説
あ
っ
た
洛
中
洛
外
図

屏
風
歴
博
甲
本
（
以
下
、
甲
本
と
略
す
）
に
描
か
れ
た
人
数
を
、
一
四
二
六
人
に
確

定
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
人
数
は
、
先
行
研
究
の
多
く
が
そ
の
人
数
の
提

示
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
人
物
の
画
像
と
そ
れ
ぞ
れ
の
屏
風
上
で
の

位
置
を
関
連
付
け
て
明
ら
か
に
し
た
上
で
数
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
よ
り
精
度

が
高
く
、
か
つ
第
三
者
が
あ
と
か
ら
検
証
可
能
な
形
で
示
し
た
点
に
大
き
な
意
義
が

認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
情
報
を
研
究
者
の
み
な
ら
ず
一
般
に
も
広
く
提
供
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、「
洛
中
洛
外
図
屏
風
歴
博
甲
本

人
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（http://w

w
w
.rekihaku.ac.jp/rakuchu-rakugai/

）
で

あ
る
。
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
自
体
の
仕
様
に
つ
い
て
は
本
研
究
報
告
内
の
他
の
論
考
で

論
じ
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
の
で
、本
稿
で
は
、デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
入
力
し
た
各
種
デ
ー

タ
の
設
定
方
法
・
基
準
等
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
い
き
た
い
。

一　

項
目
の
立
項
方
法

　

当
初
、
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
一
般
公
開
を
想
定
し
て
お
ら
ず
、
屏
風
に
描
か
れ
た

人
物
の
う
ち
一
部
欠
損
し
て
い
る
人
物
を
補
修
す
る
、
あ
る
い
は
完
全
に
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
部
分
に
描
か
れ
て
い
た
人
物
を
、
現
存
部
分
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
を
参

考
に
し
て
描
く
と
い
っ
た
、
原
状
復
元
作
業
を
支
援
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
構

築
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
デ
ー
タ
入
力
作
業
は
、
屏
風
の
ど
の
場
所
に
ど
の
よ

う
な
姿
を
し
た
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
重
点
が

置
か
れ
て
お
り
、
各
項
目
の
立
項
基
準
に
も
そ
れ
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
人
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
一
般
公
開
す
る
に
あ
た
り
、
文
字
情
報
と
し
て

は
提
供
し
な
か
っ
た
デ
ー
タ
も
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
公
開
用
の
画
面
で
は
一
人
の
人
物
に
つ
い
て
画
面
上
部
に
固
有
の

番
号
（
通
番
）
を
表
示
さ
せ
、
画
面
向
か
っ
て
右
側
に
「
性
別
」・「
身
分
・
職
業
等
」・

「
服
装
」・「
被
り
物
」・「
髪
型
」・「
髭
」・「
持
ち
物
」・「
場
所
」・「
行
為
」・「
備
考
」

の
一
〇
項
目
（
通
番
と
あ
わ
せ
て
計
一
一
項
目
）
を
立
て
て
示
し
て
い
る
（
図
1
）。
（
1
）
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し
か
し
デ
ー
タ
作
成
時
に
は
こ
の
他
に
、「『
大
観
』で
の
位
置
」・「
顔
の
向
き
」・「
デ
ー

タ
上
で
の
位
置
」
の
三
つ
の
項
目
に
つ
い
て
も
入
力
し
て
い
る
（
図
2
、
網
掛
け
部

分
）。
以
下
で
は
、
図
2
の
項
目
順
に
し
た
が
い
、
立
項
し
た
全
て
の
項
目
に
つ
い

て
そ
の
目
的
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

①
通
番

　

甲
本
に
描
か
れ
た
人
物
の
抽
出
に
際
し
て
は
、『
洛
中
洛
外
図
大
観 

町
田
家
旧
蔵

本
』（
小
学
館
、
一
九
八
七
年
、
以
下
『
大
観
』
と
略
す
）
を
使
用
し
た
。
同
書
に

は
各
扇
を
上
中
下
に
三
分
割
し
た
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
そ
の
図

版
の
右
上
か
ら
左
下
の
順
で
目
視
に
よ
り
人
物
を
抽
出
し
た
。
そ
の
際
の
数
え
漏
れ

や
重
複
抽
出
な
ど
の
事
態
を
防
ぐ
た
め
、
各
人
物
に
つ
い
て
番
号
を
付
す
こ
と
に
し

た
。
こ
れ
が
「
通
番
」
で
あ
る
。
こ
の
「
通
番
」
の
設
定
に
よ
り
、
の
ち
に
参
照
す

る
際
に
該
当
人
物
の
情
報
に
容
易
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
、
研
究
を
行
う
際
に

も
個
々
の
人
物
を
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
や
す
く
な
っ
た
と
い
え
る
。

②
『
大
観
』
で
の
位
置
（
本
、
隻
、
扇
、
部
分
、
横
位
置
、
縦
位
置
）

　

本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、携
帯
電
話
な
ど
の
情
報
機

器
か
ら
接
続
す
る
こ
と
が
可
能
な
電
子
媒
体
で
あ
る
。し
か
し
そ
の
よ
う
な
媒
体
は
、

接
続
す
る
た
め
の
機
器
と
環
境
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
使
用
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
デ
ー
タ
消
失
と
い
う
危
険
が
常
に
つ
き
ま
と
う
。
し
た
が
っ
て
本
作
業
に
お
い
て

は
、
書
籍
と
い
う
従
来
の
媒
体
に
も
依
拠
し
た
形
で
、
人
物
情
報
を
整
理
す
る
こ
と
に

し
た
。
使
用
し
た
書
籍
は
前
掲
の『
大
観
』で
あ
る
。
な
お
こ
こ
で
入
力
し
た
情
報
は
、

文
字
情
報
と
し
て
は
公
開
し
て
い
な
い
が
、
公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
画
面
上
に
お
い
て
そ

の
人
物
が
描
か
れ
た
位
置
を
視
覚
的
に
示
す
こ
と
に
用
い
て
い
る
（
図
1
右
上
部
分
）。

③
属
性
（
性
別
、
身
分
・
職
業
な
ど
、
服
装
、
被
り
物
、
髪
型
、
顔
の
向
き
、
髭
、
持
ち
物
）

　

人
物
の
抽
出
作
業
の
次
に
行
っ
た
の
が
、
各
人
物
の
特
徴
を
記
述
す
る
こ
と
で
あ
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る
。
と
は
い
え
、
気
が
付
い
た
点
を
羅
列
す
る
だ
け
で
は
人
物
に
よ
っ
て
情
報
の
量

に
偏
り
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
属
性
に
よ
る
分
類
が
予
め
な
さ
れ
て
い
た

方
が
、
情
報
の
検
索
を
行
う
際
に
も
便
利
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
各
人
物
に
つ
い

て
最
低
限
記
述
す
べ
き
項
目
を
複
数
定
め
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
作
業
を
遂
行
す

る
上
で
参
考
と
な
る
よ
う
な
先
行
事
例
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
描
か
れ
た
人
物

を
言
語
に
よ
っ
て
客
観
的
か
つ
的
確
に
表
現
す
る
た
め
の
項
目
立
て
を
、
最
初
か
ら

考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
ま
ず
は
、
原
状
復
元
作
業
に
供
す
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
て
項
目
を
立
て

る
こ
と
に
し
た
。
た
と
え
ば
、「
笠
を
被
っ
た
男
の
人
の
髪
の
部
分
が
欠
損
し
て
い

る
の
で
、他
の
同
様
の
人
物
を
参
考
に
し
て
補
修
し
た
い
」と
な
れ
ば
、笠
と
い
う「
被

り
物
」、
男
と
い
う
「
性
別
」、
さ
ら
に
「
髪
型
」
の
情
報
が
必
要
に
な
る
。
同
様
に
、

刀
を
差
し
て
右
を
向
い
て
い
る
人
物
の
、
一
部
剥
落
し
た
衣
装
を
補
修
す
る
際
に
参

考
と
す
べ
き
類
似
の
人
物
画
像
を
検
索
す
る
た
め
に
は
、「
持
ち
物
」・「
顔
の
向
き
」・

「
服
装
」
の
情
報
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
物
画
像
か
ら

得
ら
れ
る
情
報
で
復
元
作
業
に
役
立
ち
そ
う
な
情
報
は
で
き
る
だ
け
項
目
と
し
て
立

て
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
人
物
の
顔
部
分
か
ら
は
「
被
り
物
」・「
髪
型
」・「
顔

の
向
き
」・「
髭
」
を
、
身
体
部
分
か
ら
は
「
服
装
」
と
「
持
ち
物
」
の
項
目
を
立
て

て
、
服
装
や
髪
型
な
ど
か
ら
判
断
で
き
る
「
性
別
」
も
立
項
し
た
。

　

た
だ
し
「
身
分・職
業
な
ど
」（
公
開
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
画
面
で
は「
身
分・職
業
等
」）

に
つ
い
て
は
、
立
項
を
最
後
ま
で
躊
躇
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
中

世
は
あ
る
人
物
の
身
分
を
一
つ
に
限
定
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
そ
れ
が
絵
画
表
現
で
あ

れ
ば
な
お
さ
ら
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
図
1
の
よ
う
な
、
剃
髪
し
て
法

衣
を
着
し
た
人
物
を
見
て
他
の
類
似
し
た
人
物
を
検
索
し
よ
う
と
し
た
際
に
、「
剃
髪
」

や
「
法
衣
」
な
ど
で
検
索
を
行
う
こ
と
も
あ
る
が
、こ
の
人
物
を
僧
侶
と
み
な
し
て
「
僧

侶
」
と
入
力
し
て
検
索
を
行
う
こ
と
の
方
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ゆ
え
に
「
身

分・
職
業
な
ど
」
の
項
目
も
立
て
て
検
索
で
き
る
よ
う
に
し
た
が
、
他
の
多
く
の
項
目

と
異
な
り
、
身
分
や
職
業
が
判
然
と
し
な
い
場
合
は
何
も
入
力
し
な
い
こ
と
に
し
た
。

④
場
面
（
場
所
、
行
為
）

　

右
で
述
べ
て
き
た
項
目
に
し
た
が
っ
て
情
報
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
甲
本
に

描
か
れ
た
人
物
の
姿
形
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
人
物
は
た
だ
単
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
場
所
や
場
面
の
影
響
を

大
き
く
受
け
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
特
定
の
場
所
や
場
面
だ
か
ら
こ
そ
、
必
要
と

さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
物
画
像
を
単
純
な
画
像
デ
ー

タ
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
描
か
れ
た
主
題
の
な
か
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
に

は
、
そ
の
人
物
が
描
か
れ
た
場
所
や
そ
の
人
物
の
そ
の
場
所
で
の
行
為
が
重
要
な
鍵

と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
各
人
物
が
描
か
れ
た
「
場
所
」
と
そ
の
人
物
の
「
行

為
」
に
つ
い
て
も
項
目
を
立
て
て
記
述
し
た
。

⑤
デ
ー
タ
上
で
の
位
置
（
フ
ァ
イ
ル
名
、
X
座
標
、
Y
座
標
、
ズ
ー
ム
レ
ベ
ル
）

　

作
業
開
始
当
初
は
、
あ
る
人
物
の
情
報
を
入
力
し
た
後
に
、
甲
本
の
ス
キ
ャ
ニ
ン

グ
画
像
か
ら
当
該
人
物
を
切
り
抜
き
、
そ
の
人
物
の
通
番
を
フ
ァ
イ
ル
名
と
す
る
こ

と
で
、
文
字
情
報
と
画
像
情
報
の
関
連
付
け
を
図
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
方
法
で

は
切
り
抜
く
範
囲
を
一
定
に
保
つ
こ
と
が
難
し
く
、
人
物
に
よ
る
ば
ら
つ
き
を
避
け

ら
れ
な
い
。
ま
た
、
各
人
物
を
場
面
の
な
か
で
読
み
解
く
際
に
も
、
必
要
な
周
辺
部

分
が
す
で
に
切
り
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
結
局
は
よ
り
広
範
囲
を
表
示

で
き
る
画
像
フ
ァ
イ
ル
を
新
た
に
参
照
す
る
か
、『
大
観
』
な
ど
の
紙
媒
体
に
頼
る

と
い
っ
た
、
別
の
作
業
が
必
要
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
こ
で
新
た
に
採
用
し
た
の
が
、
パ
ソ
コ
ン
ソ
フ
ト
で
表
示
さ
せ
た
人
物
画
像
上

に
置
か
れ
る
X
・
Y
座
標
を
利
用
・
記
述
し
、
検
索
結
果
詳
細
画
面
で
は
そ
の
座
標

か
ら
一
定
範
囲
を
表
示
さ
せ
る
よ
う
に
設
定
を
す
る
こ
と
で
、
人
物
画
像
全
体
を
み

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
方
式
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
パ
ソ
コ
ン
画
面
表
示
用
に
最
適

化
し
、
一
扇
ご
と
に
分
割
し
た
甲
本
の
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
画
像
をA

dobe

社
のA

dobe 

Photoshop
で
開
き
、そ
の
画
像
上
で
示
さ
れ
た
横
位
置
（
X
）・
縦
位
置
（
Y
）
そ
れ

（
2
）
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ぞ
れ
の
座
標
の
数
値
を
使
用
し
、
検
索
結
果
詳
細
画
面
で
は
そ
の
数
値
を
中
心
と
し

て
人
物
画
像
が
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
。こ
の
検
索
結
果
詳
細
画
面
で
はZoom

ify

社
のZoom

ify

の
技
術
を
利
用
し
て
画
像
を
表
示
し
て
お
り
、
拡
大
縮
小
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
人
物
画
像
の
周
辺
に
つ
い
て
も
そ
の
扇
に
描
か
れ
た
範
囲
内
で
自
由
に

閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
本
項
目
の
「
フ
ァ
ィ
ル
名
」
と
は
、
こ
の
作

業
の
際
に
用
い
た
甲
本
の
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
画
像
の
名
称
で
あ
る
。

　

ま
た
、
当
初
は
人
物
画
像
の
顔
に
座
標
を
定
め
た
が
、
そ
の
よ
う
に
す
る
と
そ
の

座
標
を
中
心
と
し
て
一
定
の
範
囲
を
表
示
さ
せ
た
際
に
、
人
物
の
身
体
が
表
示
枠
か

ら
は
み
出
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
た
め
、
身
体
の
中
心
あ
た
り
に
座
標
を
定
め
、
で

き
る
だ
け
身
体
全
体
が
表
示
枠
内
に
収
ま
る
よ
う
に
し
た
。

　

た
だ
し
甲
本
で
は
、
上
段
や
下
段
の
人
物
は
比
較
的
小
さ
く
描
か
れ
、
中
段
部
分

の
人
物
は
や
や
大
き
く
描
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
全
て
の
人
物
に
つ
い

て
統
一
し
た
ス
ケ
ー
ル
で
画
像
を
表
示
し
て
し
ま
う
と
、
中
段
の
人
物
に
つ
い
て
は

枠
に
収
ま
ら
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
場
所
の
人
物
に
つ
い
て
は
や
や
小

さ
く
表
示
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
ゆ
え
に
「
ズ
ー
ム
レ
ベ
ル
」
と
い
う
項

目
を
設
け
、
各
人
物
に
つ
い
て
表
示
倍
率
の
調
整
を
行
い
、
描
か
れ
た
位
置
に
関
係

な
く
画
面
上
で
ほ
ぼ
同
一
の
大
き
さ
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
。

　

な
お
本
項
目
は
、
公
開
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
文
字
情
報
と
し
て
は
提
供
し
て
い
な

い
。
し
か
し
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
検
索
結
果
詳
細
画
面
に
お
い
て
人
物
情
報
と
と

も
に
そ
の
人
物
画
像
が
表
示
さ
れ
る
仕
組
み
（
図
1
左
側
）
は
、
本
項
目
で
入
力
し

た
情
報
を
基
に
し
て
動
い
て
い
る
。

⑥
備
考

　

右
で
説
明
し
て
き
た
各
項
目
で
は
記
述
し
き
れ
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
各
項
目
に
記

述
す
る
こ
と
が
相
応
し
く
な
い
と
判
断
し
た
事
柄
を
入
力
す
る
項
目
と
し
て
設
け
た
。

  

二　

入
力
語

　

前
章
で
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
各
項
目
の
立
項
方
法
を
述
べ
た
。
そ
れ
を
受
け
て

本
章
で
は
、
そ
の
各
項
目
の
な
か
で
使
用
し
た
語
句
（
以
下
、
こ
れ
を
入
力
語
と
称

す
）
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

①
通
番

　

作
業
当
初
は
単
純
に
1
か
ら
付
番
し
て
い
た
が
、
扇
毎
に
描
か
れ
た
人
数
を
把
握

す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
、
扇
毎
に
番
号
を
完
結
さ
せ
る
方
式
に
変
更
し
た
。

さ
ら
に
、
将
来
的
に
他
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
諸
本
に
つ
い
て
人
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が

作
成
さ
れ
た
際
に
デ
ー
タ
が
混
同
す
る
こ
と
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
甲
本
の
デ
ー
タ

で
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
う
に
し
た
。

　

そ
の
結
果
出
来
上
が
っ
た
表
示
が
、「〈
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
種
類
〉＿〈
隻
〉＿〈
扇
〉

＿
〈
そ
の
扇
内
で
の
順
番
〉」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
甲
＿
右
＿
1
＿

36
」
は
、「
甲
」
本
の
「
右
」
隻
の
第
「
1
」
扇
の
「
36
」
番
目
の
人
物
で
あ
る
こ
と

を
表
し
て
い
る
。

②
『
大
観
』
で
の
位
置
（
本
、
隻
、
扇
、
部
分
、
横
位
置
、
縦
位
置
） 

②
―
1
【
本
】

　

現
存
す
る
洛
中
洛
外
図
屏
風
諸
本
の
う
ち
、
い
ず
れ
の
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
も
の

か
を
表
す
。
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、
甲
本
を
表
す
「
甲
」
を
入
力
し
た
。

②
―
2
【
隻
】

　

右
隻
か
左
隻
か
を
示
し
た
。

②
―
3
【
扇
】

　

第
一
扇
か
ら
第
六
扇
ま
で
の
う
ち
、
第
何
扇
目
か
を
示
し
た
。

②
―
4
【
部
分
】

　

前
述
の
よ
う
に
『
大
観
』
で
は
、
一
つ
の
扇
を
上
・
中
・
下
に
三
分
割
し
て
掲
載

（
3
）

（
4
）
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し
て
お
り
、
そ
れ
を
上
か
ら
「
右
隻
第
一
扇　

1
」
な
ど
と
称
し
て
い
る
。
本
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
で
は
、「
1
」
を
「
上
」、「
2
」
を
「
中
」、「
3
」
を
「
下
」
と
読
み
替
え
、

そ
の
位
置
を
本
項
目
に
入
力
し
た
。

②
―
5
【
横
位
置
】

　
『
大
観
』
で
は
、
一
扇
を
三
分
割
し
た
上
で
、
さ
ら
に
横
方
向
と
縦
方
向
に
そ
れ

ぞ
れ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
（
A
〜
H
）
と
数
字
（
1
〜
6
）
を
割
り
当
て
る
メ
ッ
シ
ュ

方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
本
項
目
に
は
、
そ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
入
力
し
た
。

②
―
6
【
縦
位
置
】

　

前
項
と
同
様
に
、『
大
観
』
の
メ
ッ
シ
ュ
方
式
に
基
づ
く
数
字
を
入
力
し
た
。

③
属
性
（
性
別
、
身
分・職
業
な
ど
、
服
装
、
被
り
物
、
髪
型
、
顔
の
向
き
、
髭
、
持
ち
物
）

　

本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
中
心
と
な
る
情
報
群
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
入

力
語
に
つ
い
て
述
べ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
入
力
語
と
そ
の
出
現
回
数
を
表
に
し
て

示
し
た
（
本
項
目
以
降
で
示
し
た
各
図
は
、
本
稿
末
に
ま
と
め
て
掲
げ
た
の
で
、
適

宜
参
照
さ
れ
た
い
）。

③
―
1
【
性
別
】（
表
1
）

　

後
述
す
る
よ
う
な
服
装
や
髪
型
な
ど
を
判
断
材
料
と
し
て
、「
男
」・「
女
」
の
い

ず
れ
か
を
入
力
し
た
。
た
だ
し
そ
れ
が
子
供
の
場
合
は
、「
男
（
子
供
）」
と
括
弧
を

付
け
て
註
記
し
、
子
供
や
赤
ん
坊
か
つ
性
別
が
不
明
な
場
合
は
性
別
を
入
力
せ
ず

「（
子
供
）」
や
「（
赤
ん
坊
）」
と
の
み
入
力
し
た
。
こ
の
よ
う
な
表
記
方
法
を
採
っ

（
5
）

　

男　

…
甲
本
上
で
最
多
数
を
占
め
る
。装
い
は
、刀
を
差
し
て
い
た
り
頭
髪
を
た
ぶ

さ
髪
（
後
述
）
に
し
て
い
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
小
袖
や
肩
衣
袴

の
着
用
も
目
立
つ
。
女
性
と
比
較
す
る
と
、
顔
の
輪
郭
が
硬
く
描
か
れ
て

い
る
印
象
を
受
け
る
（
図
3
）。

　

女　

…
男
性
と
異
な
り
、
顔
の
輪
郭
が
丸
く
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
小
袖

を
着
用
し
、
髪
を
丸
髷
に
結
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
（
図
4
）。

子　

供
…
中
世
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
を
子
供
と
み
な
す
の
か
に
つ
い
て
は
以
前
よ
り

議
論
が
あ
る
が
、
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、
服
装
や
髪
型
な
ど
を
基
準
と 

し
て
、
少
し
広
め
の
年
齢
層
を
子
供
と
み
な
し
た
。
た
と
え
ば
、
甲
本
に 

は
小
袖
を
着
用
し
て
い
る
人
物
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
付
紐
の
小
袖 

を
着
用
す
る
の
は
子
供
に
限
定
さ
れ
る
（
図
5
）。
そ
れ
ゆ
え
体
格
が
成

人
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
大
き
さ
で
描
か
れ
て
い
て
も
（
図
6
）、
付
紐

の
小
袖
を
着
用
し
て
い
る
点
か
ら
、
子
供
に
分
類
し
た
。
ま
た
、
本
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
に
お
い
て
「
双そう
髷きょ
く（

双そう
鬟かん
）」
と
表
現
し
た
髪
型
は
、
女
子
に

特
徴
的
な
髪
型
で
あ
り
、
こ
の
髪
型
も
判
断
基
準
の
一
つ
と
な
っ
た
（
図

7
）。

赤
ん
坊
…
女
性
に
お
ん
ぶ
や
抱
っ
こ
を
さ
れ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る（
図
8
）。

③
―
2
【
身
分
・
職
業
な
ど
】（
表
2
）

　

中
世
社
会
に
お
い
て
は
、
あ
る
人
物
の
身
分
を
一
つ
に
特
定
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
そ
れ
が
絵
画
上
の
表
現
な
ら
ば
さ
ら
に
困
難
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
一
四
二
六

人
の
う
ち
七
〇
〇
人
に
つ
い
て
は
本
項
を
空
欄
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
残
り

の
人
物
に
つ
い
て
は
服
装
や
周
囲
の
状
況
か
ら
身
分
や
職
業
な
ど
を
推
定
し
た
。

　

入
力
語
の
設
定
に
際
し
て
は
、
検
索
を
行
う
際
に
使
用
さ
れ
る
語
句
が
様
々
で
あ

る
こ
と
を
考
慮
し
た
。
す
な
わ
ち
立
君
と
遊
女
の
よ
う
に
同
じ
職
業
を
表
す
言
葉
で

も
、
入
力
語
で
は
「
立
君
（
遊
女
）」
と
す
る
な
ど
し
て
、
で
き
る
だ
け
括
弧
書
き

で
併
記
す
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
振
売
の
な
か
に
か
わ
ら
け
を
売
る
振
売
が
い
る

よ
う
に
、
一
つ
の
職
業
の
な
か
で
細
か
く
分
類
で
き
る
場
合
が
あ
る
。そ
の
場
合
も
、

た
の
は
、
子
供
や
赤
ん
坊
に
つ
い

て
は
性
別
を
明
ら
か
に
し
難
い
場

合
が
少
な
く
な
い
た
め
で
あ
る
。

さ
ら
に
以
上
の
よ
う
に
推
定
し
難

い
場
合
は
「
〜
ヵ
」
と
し
、
欠
損

な
ど
に
よ
り
不
明
の
場
合
は
そ
の

ま
ま
「（
不
明
）」
と
入
力
し
た
。
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表 1　【性別】

男 1049
女 255

男（子供） 36
（子供） 26
女（子供） 24
男（子供）ヵ 14
（不明） 8
（子供ヵ） 5
（赤ん坊） 4
女（子供）ヵ 2
女ヵ 2
男ヵ 1
合計 1426



「
振
売
（
か
わ
ら
け
売
）」
と
括
弧
書
き
を
付
け
て
入
力
し
た
。

　

本
来
で
あ
れ
ば
本
項
目
の
入
力
語
全
て
に
つ
い
て
説
明
を
す
べ
き
で
あ
る
が
、
紙

幅
の
都
合
上
、
こ
こ
で
は
登
場
す
る
回
数
が
多
か
っ
た
り
特
徴
的
で
あ
っ
た
り
す
る

身
分
・
職
業
に
つ
い
て
の
み
取
り
上
げ
る
。
ま
た
、各
々
の
服
装
の
な
か
に
は
本
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
独
自
の
基
準
・
呼
称
を
採
用
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い

て
は
次
項
「
③
―
3
【
服
装
】」
で
説
明
す
る
。

公　

家
…
描
か
れ
て
い
る
場
所
や
服
装
を
基
準
と
し
て
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、
内

裏
や
三
条
西
邸
な
ど
の
公
家
屋
敷
と
そ
の
周
辺
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
の

う
ち
、
狩
衣
や
衣
冠
・
束
帯
、
布
袴
・
直
衣
な
ど
を
着
用
し
て
い
る
人
物

を
公
家
と
判
断
し
た
（
図
9
）。
顔
が
白
く
塗
ら
れ
て
い
た
り
（
こ
れ
を

本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
「
白
面
」
と
称
し
た
）、
浅
沓
を
履
い
て
い
た
り

す
る
な
ど
、
他
者
と
は
明
瞭
に
区
別
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
（
図
10
）。

ま
た
、
狩
衣
な
ど
を
着
用
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
先
行
研
究
の
成
果
を

踏
ま
え
て
公
家
と
判
断
し
た
も
の
も
あ
る
（
図
11
・
図
12
）。

武　

士
…
公
家
と
同
様
に
、描
か
れ
て
い
る
場
所
や
服
装
を
基
準
と
し
て
判
断
し
た
。

幕
府
や
斯
波
邸
、
犬
追
物
な
ど
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
の
う
ち
、
直
垂
型

や
肩
衣
袴
を
着
し
て
い
る
人
物
を
武
士
と
し
た
（
図
13
・
図
14
）。

僧　

侶
…
法
衣
や
袈
裟
を
着
し
、剃
髪
し
て
い
る
人
物
を
僧
侶
と
判
断
し
た（
図
15
）。

僧
帽
や
頭
巾
を
被
っ
て
描
か
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
（
図
16
・
図
17
）。

農　

民
…
農
作
業
を
し
て
い
る
（
図
18
）、
あ
る
い
は
鋤
や
鍬
な
ど
を
担
い
で
歩
い

て
い
る
（
図
19
）
こ
と
な
ど
を
基
準
と
し
て
農
民
と
判
断
し
た
。

犬
神
人
…
犬
神
人
に
つ
い
て
は
、
祇
園
祭
で
鉾
や
神
輿
を
先
導
・
警
護
し
た
こ
と
や
、

市
中
で
弓
の
弦
を
売
買
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
甲
本
で
は
祇

園
祭
の
山
鉾
巡
行
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
多
く
の
犬
神
人
を
目

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
20
）。
ま
た
、
柿
色
の
衣
を
着
用
し
て
市
中

で
弦
を
商
う
者
も
描
か
れ
て
い
る
が
、
柿
色
の
衣
は
犬
神
人
の
特
徴
の
一

つ
で
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
犬
神
人
と
し
た
（
図
21
）。

な
お
、室
町
通
に
架
か
る
橋
を
渡
る
人
物
（
図
22
）
に
つ
い
て
、『
大
観
』

は
「
通
事
」（
通
訳
）
と
し
て
い
る
。
し
か
し
弦
を
売
る
犬
神
人
と
同
様

に
柿
色
の
衣
を
纏
っ
た
姿
で
描
か
れ
、弦
を
手
か
ら
提
げ
て
も
い
る
の
で
、

本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
こ
の
人
物
も
犬
神
人
と
み
な
し
た
。

主
人
・
従
者

…
甲
本
で
は
、
男
性
も
女
性
も
複
数
で
連
れ
だ
っ
て
歩
く
姿
を
多
く
見
か
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
よ
う
な
服
装
を
し
て
と
も
に
歩
い
て
い
る
場
合
も

あ
る
が
、
槍
持
ち
な
ど
の
た
め
に
付
き
従
っ
て
歩
い
て
い
る
人
物
も
い
る

（
図
23
）。
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
そ
の
付
き
従
っ
て
歩
い
て
い
る
人
物
を
従

者
と
み
な
し
、
さ
ら
に
職
業
が
推
定
で
き
る
場
合
は
、「
従
者
（
僧
侶
）」
な

ど
と
表
記
し
た
（
図
24
）。
主
人
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
た
と
え
ば
前

（
6
）

（
7
）
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表 2　【身分・職業など】
従者 136
僧侶 69
主人 68
犬神人 51
駕輿丁 27

主人（僧侶） 26
尼僧 26
農民 25
振売 21
武士 20
小姓 20

喝食（稚児） 16
巡礼 15

従者（武士） 13
物乞い 12
公家 12
主人ヵ 9
番匠 6
従者ヵ 6

従者（僧侶） 6
白張 5
庭掃き 5

能役者（囃子方） 5
鉢叩き 5
琵琶法師 5
武士ヵ 5
牛方 4
馬方 4
桂女 4
高野聖 4

材木売りヵ 4
従者（口取） 4
職人（染色） 4
僧侶（勧進聖） 4
立君（遊女） 4
筏師 3

犬神人（弦召） 3
鉦叩き 3
小姓ヵ 3

猿曳（猿回し） 3
柴売り 3

主人（公家） 3
能役者（地謡） 3
比丘尼 3
山伏 3

いたかヵ 2
大原女 2

傀儡師（人形遣い） 2
輿舁き 2
薦僧 2

主人（山伏） 2
鷹匠 2
能役者 2

振売（かわらけ売） 2
巫女ヵ 2
公家ヵ 2
絵師 1
河原者 1

河原者（犬放） 1
行商人 1
下女ヵ 1
下男ヵ 1
下人ヵ 1

従者（公家） 1
主人（禰宜ヵ） 1
主人（武士） 1
商人 1

僧侶（勧進聖）ヵ 1
僧侶（少年僧） 1
僧侶ヵ 1
竹売り 1
竹売りヵ 1
寺男ヵ 1
取次 1
尼僧ヵ 1
禰宜 1
禰宜ヵ 1
囃子 1
放下師 1

辻子君（遊女） 1
700

合計 1426



掲
の
図
23
で
は
乗
馬
し
て
い
る
人
物
を
主
人
と
み
な
し
、
項
目
に
は「
主
人
」

と
入
力
し
た
。
さ
ら
に
直
裰
を
着
し
て
い
る
な
ど
、
そ
の
主
人
の
職
業
が
推

定
で
き
る
場
合
は
、「
主
人
（
僧
侶
）」
と
括
弧
書
き
で
職
業
を
付
記
し
た
。

③
―
3
【
服
装
】（
表
3
）

　

甲
本
に
描
か
れ
た
人
物
の
服
装
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
人
物
に
対
し
て
で
は
な
い

も
の
の
、
す
で
に
『
大
観
』
で
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
検
討
結
果
も

充
分
な
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
今
後
詳
細
な
分
析
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が

黒
田
日
出
男
氏
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。氏
の
提
言
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、

本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
に
際
し
て
は
、
基
本
的
に
『
大
観
』
の
分
析
結
果
に
依
拠
し

つ
つ
、
一
部
を
改
変
す
る
に
と
ど
め
た
。
そ
の
理
由
は
、
研
究
者
以
外
の
利
用
も
想

定
し
て
い
る
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
性
質
上
、あ
ま
り
詳
細
な
分
類
（
名
称
設
定
）
は

か
え
っ
て
利
用
者
が
検
索
を
行
う
際
の
障
害
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
判
断
し
た
た

め
で
あ
る
。
ゆ
え
に
服
装
に
つ
い
て
は
、
表
3
お
よ
び
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
大
ま
か

な
分
類
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

狩　

衣
…
狩
衣
の
外
見
上
の
特
徴
は
二
点
あ
る
。
そ
れ
は
、
身
一
幅
の
た
め
袖
付
け

が
後
身
の
一
部
だ
け
と
な
り
、
肩
の
部
分
に
割
れ
目
が
生
じ
る
点
と
、
袖

口
に
袖
括
が
入
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
い
て
も
こ

の
二
点
を
基
準
と
し
た
が
、
特
に
肩
の
割
れ
目
が
確
認
で
き
た
も
の
を
狩

衣
と
認
定
し
た
（
図
25
）。
な
お
、
狩
衣
と
同
系
統
の
装
束
と
さ
れ
る
白

張
に
つ
い
て
は
、「
狩
衣
（
白
張
）」
と
し
て
区
別
し
た
（
図
26
）。

直ひた
た
れ
が
た

垂
型
…
直
垂
系
統
の
装
束
と
し
て
は
直
垂
・
大
紋
・
素
襖
が
あ
る
。
こ
の
三
者
は
、

直
垂
が
絹
製
で
あ
る
の
に
対
し
て
大
紋
と
素
襖
は
布
製
で
あ
り
、
ま
た
直

垂
や
大
紋
が
白
い
腰
紐
を
用
い
る
の
に
対
し
て
素
襖
の
腰
紐
は
袴
と
共
布

で
あ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
点
を
絵
画
表
現
上
で
確

認
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も
あ
る
の
で
、
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
三
者

の
総
称
と
し
て
「
直
垂
型
」
を
用
い
た
（
図
27
）。

肩
衣
袴
…
肩
衣
と
袴
を
着
用
し
た
姿
の
呼
称
。
甲
本
で
は
、
小
袖
に
次
い
で
多
く
み

ら
れ
る
服
装
で
あ
る
（
図
28
）。

法　

衣
…
大
き
く
素そけ
ん絹

型
と
直じき
と
つ裰

型
に
分
け
ら
れ
る
。
甲
本
で
は
素
絹
型
の
法
衣
を

纏
っ
た
僧
侶
は
少
な
く
（
図
29
）、
大
部
分
の
僧
侶
は
直
裰
型
の
法
衣
を

着
用
し
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る
（
図
30
）。
ま
た
、
僧
綱
襟
の
あ
る
法
衣

を
着
し
て
い
る
僧
侶
も
み
ら
れ
る
（
図
31
）。
入
力
語
と
し
て
は
、「
法
衣

（
素
絹
型
）」
や
「
法
衣
（
直
裰
型
）」
な
ど
と
括
弧
を
使
用
し
て
表
現
す

る
こ
と
で
、
ど
ち
ら
の
型
の
法
衣
で
あ
る
か
を
明
示
し
た
。

（
8
）（

9
）

（
10
）

86

国立歴史民俗博物館研究報告
第 180集　2014年 2月

表 3　【服装】
小袖 606
肩衣袴 126

法衣（直裰型） 105
小袖・袴 101
小袖・脚絆 57
直垂型 51

小袖・胴服 51
甲（よろい）・脚絆 30
付紐の小袖 24
甲（よろい） 21
小袖・前掛け 18
小袖ヵ 13
狩衣 10

（不明） 9
小袖・脚絆・蓑 8

小袖（腰に絡げる）・褌 8
小袖・笈摺・脚絆 8

小袖・笈摺・脚絆・腰当 7
腰布 6

小袖（両肌脱ぎ、腰に絡げる）・褌 6
小袖・褌 6

小袖・袴・脚絆・足袋 6
法衣（直裰型）・襟巻 6
小袖（両肌脱ぎ） 5
水干・袴 5
狩衣（白張） 5

法衣（直裰型）・脚絆 5
十徳・脚絆 4

小袖（片肌脱ぎ） 4
小袖・羽織 4

小袖・脚絆・腰当 4
直衣・浅沓 4

法衣（直裰型）・袈裟 4
褌 4

柿色の衣 3
狩衣（浄衣） 3
十徳 3

小袖（腰に絡げる） 3
小袖・袴・脚絆 3
小袖・袴・胴服 3
小袖・袴ヵ 3
小袖・腰当 3
小袖・腰蓑 3
小袖・蓑 3

小袖ヵ・脚絆 3
直垂型・行縢 3
付紐の小袖ヵ 3
（見えず） 2
肩衣袴ヵ 2
腰布・腰当 2
狩衣ヵ 2

小袖（両肌脱ぎ）・脚絆 2
小袖・葛袴・鴨沓 2
小袖・脚絆・腰蓑 2

小袖・袴（大口）・胴服 2
直垂型・脚絆 2

法衣（素絹型）・袈裟 2
法衣（素絹型、僧綱襟）・袈裟 2
法衣（直裰型）・緋袈裟 2
法衣（白直裰）・覆面 2

衣冠ヵ 1
汚れた布を被る 1
肩衣袴（返股立） 1
甲（よろい）ヵ 1

合羽・小袖・股引・脚絆 1
腰布・脚絆 1
腰布ヵ 1
狩衣・浅沓 1

小袖（下に甲（よろい）を着ける）・脚絆 1
小袖（半裸） 1

小袖（片肌脱ぎ、腰に絡げる）・褌 1
小袖（両肌脱ぎ、腰に絡げる） 1
小袖（両肌脱ぎ、腰に絡げるヵ） 1

小袖・ちゃんちゃんこ 1
小袖・肩衣 1

小袖・袴・脚絆・腰当 1
小袖・袴・行縢 1
小袖・股引・脚絆 1
小袖・前掛け・太帯 1
小袖・前掛けヵ 1
小袖・太帯 1
小袖・打掛 1
束帯 1

直垂型ヵ 1
布袴・浅沓 1

法衣（直裰型）・掛絡・脚絆 1
法衣（直裰型）・緋袈裟・脚絆 1

法衣（直裰型）・緋袈裟・鼻高履（法堂沓） 1
法衣（直裰型）・覆面 1
法衣（直裰型）ヵ・脚絆 1

合計 1426



小　

袖
…
中
世
の
庶
民
の
服
装
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
小
袖
で
あ
る
。
甲
本
に
も
小

袖
を
着
し
た
人
物
が
多
数
描
か
れ
て
お
り
、
小
袖
の
着
流
し
姿
を
基
本
と

し
て
（
図
32
）、
裾
を
袴
に
着
籠
め
て
い
る
姿
（
図
33
）
や
小
袖
の
上
に

胴
服
を
羽
織
っ
て
い
る
姿
（
図
34
）
な
ど
の
派
生
型
も
至
る
と
こ
ろ
で
目

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
小
袖
と
み
ら
れ
る
も
の
を
着
用
し
て
い

る
も
の
の
、
両
肌
脱
ぎ
な
ど
を
し
て
着
崩
し
て
い
る
場
合
（
図
35
）
は
、

そ
の
旨
を
「
小
袖
（
両
肌
脱
ぎ
）」
な
ど
と
括
弧
書
き
で
註
記
し
た
。

胴どう　

服ぶく
…
右
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
小
袖
の
上
に
羽
織
っ
た
姿
で
み
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
現
在
の
羽
織
の
こ
と
で
あ
る
が
、
江
戸
初
期
以
前
に
は
「
羽
織
」
と

い
う
呼
称
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は

「
胴
服
」と
称
し
た
。た
だ
し
江
戸
期
に
修
補
さ
れ
た
部
分（
右
隻
第
二
扇
中
・

下
部
）
に
描
か
れ
た
人
物
に
つ
い
て
は
、
修
補
当
時
の
服
装
に
基
づ
い
て

描
か
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
、
羽
織
の
名
称
を
採
用
し
た
（
図
36
）。

甲
（
よ
ろ
い
）

　
　
　

…
右
隻
に
描
か
れ
た
祇
園
祭
の
場
面
で
は
、
甲
冑
を
身
に
つ
け
た
犬
神
人
を

多
く
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
37
）。
彼
ら
が
身
に
付
け
て
い
る
の

は
胴
丸
や
腹
巻
と
み
ら
れ
る
が
、
両
者
は
近
世
以
降
に
名
称
が
入
れ
替

わ
っ
た
と
さ
れ
、
中
世
と
現
代
で
は
そ
れ
ぞ
れ
指
す
も
の
が
異
な
る
。
ま

た
、
絵
画
上
で
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、
両
者
を
一
括
し
て
「
甲
（
よ
ろ
い
）」
と
称

す
る
こ
と
に
し
た
。

前
掛
け
…
甲
本
に
描
か
れ
た
在
俗
の
成
人
女
性
は
み
な
小
袖
を
着
用
し
て
い
る
が
、

そ
の
な
か
に
黒
い
前
掛
け
（
前
垂
れ
）
を
付
け
て
い
る
女
性
が
散
見
さ
れ

る
（
図
38
）。
こ
の
黒
い
前
掛
け
が
働
く
女
性
の
象
徴
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

黒
田
日
出
男
氏
の
指
摘
が
あ
る
。

③
―
4
【
被
り
物
】（
表
4
）

　

甲
本
に
描
か
れ
た
一
四
二
六
人
の
う
ち
、
八
〇
〇
名
以
上
は
露
頂
（
無
帽
）
で
あ

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

る
が
、残
り
の
約
六
〇
〇
名
は
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
何
ら
か
の
被
り
物
を
し
て
い
る
。

烏
帽
子
…
甲
本
で
確
認
で
き
る
の
は
、
立
烏
帽
子
（
図
39
）
と
風
折
烏
帽
子
（
図

40
）
と
折
烏
帽
子
（
図
41
）、
そ
れ
に
萎
烏
帽
子
（
図
42
）
で
あ
る
。
ま
た
、

折
烏
帽
子
の
な
か
で
も
長
小
結
烏
帽
子
と
称
さ
れ
る
烏
帽
子
が
一
例
確
認

で
き
る
が
（
図
43
）、
こ
れ
は
若
年
者
の
標
識
と
さ
れ
て
い
る
。

編　

笠
…
被
り
物
の
な
か
で
最
も
多
く
み
ら
れ
る
姿
で
あ
る
（
図
44
）。
女
性
で
編

笠
を
被
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
笠
の
左
右
に
白
い
布
の
よ
う
な
も
の
が
垂

ら
さ
れ
て
い
る
が
（
図
45
）、
女
性
の
外
出
時
に
目
隠
し
の
た
め
市
女
笠

に
取
り
付
け
ら
れ
た
枲
む
し
の
た
れ
ぎ
ぬ

垂
衣
と
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
本

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、「
編
笠
（
布
を
垂
ら
す
）」
と
称
し
て
お
い
た
。

塗　

笠
…
僧
侶
（
図
46
）
や
子
供
（
図
47
）
が
被
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
の

数
は
編
笠
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
少
な
い
。

被か　

衣ずき
…
女
性
、特
に
上
流
階
級
に
属
す
る
女
性
が
外
出
時
に
被
っ
た
も
の
が
被
衣
で
あ

る
。甲
本
で
は
編
笠
に
次
い
で
多
い
被
り
物
で
、一
〇
二
例
が
確
認
さ
れ
る（
図

48
）。そ
の
う
ち
一
〇
例
は
さ
ら
に
そ
の
上
に
市
女
笠
を
被
っ
て
い
る
（
図
49
）。

頭　

巾
…
僧
侶（
図
50
）や
尼
僧（
図
51
）、年
配
者（
図
52
）が
被
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　

兜　

…
祇
園
祭
で
神
輿
や
鉾
を
警
護
す
る
犬
神
人
た
ち
が
被
っ
て
い
る
（
図
53
）。

こ
の
ほ
か
四
条
通
を
歩
く
甲
冑
姿
の
人
物
も
兜
を
被
っ
て
い
る
が
（
図

（
15
）
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表 4　【被り物】

無 810
編笠 202
被衣 92
頭巾 62
折烏帽子 41

編笠（布を垂らす） 36
（見えず） 29
僧冒 18
塗笠 16
立烏帽子 16
風折烏帽子 15

兜 14
（不明） 12
市女笠・被衣 10
萎烏帽子 5
兜巾 5
市女笠 5
鉢巻 4

白布（桂包） 4
組笠 3

風折烏帽子（赤い懸紐） 3
帽子 3
無ヵ 3
藁帽子 3
（裹頭） 2
冠 2
赤熊 2
頭巾ヵ 2
冠ヵ 1
高野笠 1

市女笠・頭巾 1
折烏帽子（長小結烏帽子） 1

塗笠ヵ 1
編笠ヵ 1
立烏帽子ヵ 1
合計 1426



54
）、こ
の
人
物
は
後
補
部
分
に
描
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、「
兜

を
着
用
し
て
い
る
人
物
＝
神
輿
や
鉾
を
警
護
す
る
犬
神
人
」
と
い
う
制
作

当
初
の
意
図
を
汲
み
取
れ
な
か
っ
た
後
補
部
分
の
制
作
者
が
、
誤
っ
て
神

輿
や
鉾
と
無
関
係
に
描
い
て
し
ま
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

兜と　

巾きん
…
市
中
を
行
き
交
う
山
伏
が
被
っ
て
い
る
（
図
55
）。

市
女
笠
…
市
女
笠
を
用
い
て
い
る
女
性
の
う
ち
、
小
袖
を
着
し
て
い
る
場
合
（
＝
在

俗
者
）
は
被
衣
と
と
も
に
被
り
（
図
56
）、
法
衣
（
直
裰
型
）
を
着
し
て

い
る
場
合
（
＝
出
家
者
）
は
そ
の
ま
ま
被
っ
て
い
る
（
図
57
）。

藁
帽
子
…
甲
本
に
描
か
れ
て
い
る
子
供
の
被
り
物
の
う
ち
、適
当
な
呼
称
を
付
与
で
き

な
か
っ
た
被
り
物
が
あ
る（
図
58・図
59・図
60
）。こ
れ
ら
は
一
見
現
代
の
麦
藁

帽
子
の
よ
う
に
み
え
る
の
で
、
取
り
あ
え
ず
こ
の
よ
う
に
称
し
て
お
い
た
。

③
―
5
【
髪
型
】（
表
5
）

　

甲
本
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
の
髪
型
に
つ
い
て
は
、黒
田
日
出
男
氏
の
研
究
が
あ
る
。

氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
甲
本
に
描
か
れ
て
い
る
男
性
の
髪
型
は
た
ぶ
さ
（
髻
）
を
結
う

だ
け
の
「
た
ぶ
さ
髪
」
が
主
流
で
あ
る
が
、
後
の
丁
髷
の
原
型
で
あ
る
「
二
つ
折
り
髷
」

も
登
場
し
て
い
る
一
方
、
子
供
の
髪
型
は
、
そ
れ
ま
で
の
坊
主
頭
・
放
ち
髪
・
切
髪
・

垂
髪
に
加
え
、
双そう
か
ん鬟（

頭
上
に
丸
い
髷
を
二
つ
結
う
）
や
髻けい
（
頭
上
に
丸
い
髷
を
一
つ

結
う
）
と
い
っ
た
、
室
町
期
に
入
っ
て
か
ら
流
行
し
た
髪
型
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。

　

本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、
黒
田
氏
の
研
究
成
果
に
依
拠
し
つ
つ
、
一
部
に
新
た
な

概
念
を
導
入
し
た
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
髪
型
の
名
称
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
い
き

た
い
。
な
お
、
被
り
物
を
し
て
い
る
場
合
は
原
則
と
し
て
「（
見
え
ず
）」
と
表
記
し

た
が
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
髪
の
一
部
が
描
か
れ
て
い
た
り
服
装
か
ら
髪
型
を
推

定
で
き
た
り
す
る
も
の
に
関
し
て
は
、「
垂
髪
ヵ
」「
剃
髪
ヵ
」
な
ど
と
記
述
し
た
。

た
ぶ
さ
髪
…
黒
田
氏
の
指
摘
通
り
、甲
本
で
最
も
多
く
み
ら
れ
る
髪
型
で
あ
る（
図
61
）。

綺
麗
に
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
背
景
の
色
と
同
化
し
た
り
し
て
い
る

も
の
は
（
図
62
）、「
た
ぶ
さ
髪
ヵ
」
と
し
た
。

剃　

髪
…
毛
髪
を
剃
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
の
こ
と
（
図
63
）。
剃
髪
に
し
て
い

る
人
物
は
法
衣
を
着
し
た
僧
侶
（
図
64
）
や
尼
僧
（
図
65
）
が
中
心
で
あ

る
が
、
法
衣
を
着
し
た
上
で
僧
帽
や
頭
巾
な
ど
を
被
っ
て
い
る
人
物
（
図

66
）
に
つ
い
て
は
、「
剃
髪
ヵ
」
と
し
た
。

垂　

髪
…
髪
を
結
わ
ず
に
、
自
然
の
ま
ま
垂
ら
し
て
い
る
状
態
の
こ
と
（
図
67
）。

被
衣
を
被
っ
て
い
る
女
性
が
多
く
、
髪
全
体
が
み
え
な
い
た
め
（
図
68
）、

「
垂
髪
ヵ
」
と
推
定
の
形
で
示
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
わ
ず
か
に
描

か
れ
た
髪
か
ら
、
そ
の
多
く
は
垂
髪
と
判
断
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

丸　

髷
…
後
頭
部
に
楕
円
形
に
結
わ
れ
た
髪
が
描
か
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
を
「
丸

髷
」
と
称
し
た
（
図
69
・
図
70
）。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
不
鮮
明
な
が
ら

丸
髷
と
推
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、「
丸
髷
ヵ
」
と
し
た
（
図
71
）。

束
ね
髪
…
一
見
す
る
と
た
ぶ
さ
髪
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
た
ぶ
さ
髪
と
は
明
ら
か
に

垂
ら
し
て
い
る
髪
の
長
さ
が
異
な
る
髪
型
が
あ
る
（
図
72
）。
垂
髪
ほ
ど

長
く
は
な
く
、
し
か
も
そ
の
髪
型
を
し
て
い
る
の
は
、
十
代
以
下
の
青
少

年
と
み
ら
れ
る
男
子
ば
か
り
で
あ
る
（
図
73
）。
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は

こ
の
髪
型
を
「
束
ね
髪
」
と
称
し
た
。

放　

髪
…
た
ぶ
さ
髪
や
束
ね
髪
の
よ
う
に
結
っ
て
い
な
い
髪
型
の
こ
と
。
子
供
に
多
い

髪
型
で
あ
る
（
図
74
）。
ま
た
、
全
体
と
し
て
は
放
髪
な
が
ら
一
部
結
わ
れ
て

（
16
）

（
17
）
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表 5　【髪型】

（見えず） 452
たぶさ髪 383
剃髪 90
垂髪ヵ 73
丸髷 63

たぶさ髪ヵ 57
束ね髪 56
（不明） 56
剃髪ヵ 51
垂髪 22
放髪 16

双髷（双鬟） 15
二つ折り髷 14
蓬髪 14

前髪のみ 12
二つ折り髷ヵ 11
束ね髪ヵ 9
銀杏前髪 8
丸髷ヵ 8
放髪ヵ 4
（結わず） 3
銀杏前髪ヵ 3

放髪（棒状の髷を結う） 1
放髪（頭頂部を結う） 1

切髪 1
短髪 1
丁髷 1

双髷（双鬟）ヵ 1
合計 1426



い
る
も
の
（
図
75
）
に
つ
い
て
は
、「
放
髪
（
頭
頂
部
を
結
う
）」
と
表
記
し
た
。

双
髷
（
双
鬟
）

　
　
　

…
頭
上
の
左
右
に
丸
い
髷
を
結
っ
た
髪
型
の
こ
と
（
図
76
）。
剥
落
や
破
損

を
し
て
い
て
み
え
な
い
も
の
も
あ
る
が
（
図
77
）、
ほ
ぼ
全
員
が
付
紐
の

小
袖
を
着
て
い
る
。
た
だ
し
、
赤
ん
坊
が
双
髷
（
双
鬟
）
を
結
っ
て
い
る

例
も
一
例
の
み
確
認
で
き
る
（
図
78
）。

二
つ
折
り
髷

　
　
　

…
前
述
の
よ
う
に
、
丁
髷
の
原
型
と
な
っ
た
髪
型
の
こ
と
で
あ
る
（
図
79
）。
た

ぶ
さ
髪
の
よ
う
に
み
え
る
も
の
（
図
80
）
や
曖
昧
な
描
き
方
を
し
て
い
る
も
の

（
図
81
）
も
あ
る
が
、そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
「
二
つ
折
り
髷
ヵ
」
と
し
て
お
い
た
。

蓬　

髪
…
蓬
の
よ
う
に
伸
び
て
乱
れ
た
髪
型
の
こ
と
。
物
乞
い（
図
82
）や
清
目（
図

83
）
な
ど
に
み
ら
れ
る
。

前
髪
の
み
…
頭
髪
を
前
髪
部
分
の
み
残
し
、
あ
と
は
剃
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
髪
型
を 

こ
の
よ
う
に
称
し
た
。
赤
ん
坊
（
図
84
）
か
ら
大
人
（
図
85
）
ま
で
幅 

広
い
年
齢
層
に
確
認
で
き
る
が
、
最
も
多
く
こ
の
髪
型
で
描
か
れ
て
い 

る
の
は
子
供
で
あ
る
（
図
86
）。

銀
杏
前
髪
…
髪
を
垂
髪
の
よ
う
に
伸
ば
し
な
が
ら
、
前
髪
を
銀
杏
の
葉
の
形
に
し
て
い

る
髪
型
を
こ
の
よ
う
に
称
し
た
。
な
お
、
こ
の
髪
型
を
し
て
い
る
人
物
は

子
供
に
限
ら
れ
、
僧
侶
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
（
図

87
）、
み
な
喝
食
（
稚
児
）
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。

切　

髪
…
首
程
度
ま
で
髪
を
伸
ば
し
、切
り
揃
え
て
い
る
も
の
を
こ
の
よ
う
に
称
し
た
が
、こ

の
基
準
に
当
て
は
ま
る
も
の
は
一例
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た（
図
88
）。

短　

髪
…
こ
れ
ま
で
説
明
し
て
き
た
ど
の
髪
型
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る

の
で
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
よ
う
に
称
し
て
お
い
た
（
図
89
）。

丁　

髷
…
後
世
に
補
筆
さ
れ
た
部
分
に
み
ら
れ
る
。
補
筆
当
時
の
一
般
的
な
男
性
の
髪

型
が
丁
髷
で
あ
っ
た
た
め
に
描
い
て
し
ま
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
（
図
90
）。

（
結
わ
ず
）
…
一
条
風
呂
で
背
中
を
流
さ
れ
て
い
る
男
性
は
、
髪
を
結
っ
て
い
な
い
（
図
91
）。

ま
た
、犬
神
人
の
な
か
に
も
髪
を
結
っ
て
い
な
い
人
物
を
確
認
で
き
る（
図
92
）。

③
―
6
【
顔
の
向
き
】（
表
6
）

　

向
か
っ
て
左
右
の
ど
ち
ら
を
向
い
て
い
る
の
か
を
入
力
し
た
。
建
物
な
ど
の
構
造

物
に
か
か
っ
て
い
た
り
（
図
93
）、
後
ろ
を
向
い
て
い
た
り
す
る
た
め
み
え
な
い
場

合
（
図
94
）
は
「（
見
え
ず
）」
と
、
欠
損
が
著
し
い
た
め
不
明
瞭
な
場
合
（
図
95
）

は
「（
不
明
）」
と
し
た
。

　

た
だ
し
前
章
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
項
目
は
公
開
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
表

示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
本
項
目
は
当
初
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
の
目
的

（
原
状
復
元
作
業
の
補
助
ツ
ー
ル
）に
お
い
て
は
有
用
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、人
物
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
と
し
て
一
般
公
開
す
る
際
に
は
そ
の
有
用
性
が
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た（
他

の
項
目
と
異
な
り
画
像
を
見
れ
ば
判
断
で
き
る
）
こ
と
に
加
え
、公
開
用
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
デ
ザ
イ
ン
上
、
全
て
の
項
目
を
表
示
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

③
―
7
【
髭
】（
表
7
）

　
「
有
」
か
「
無
」
か
大
き
く
分
類
し
た
上
で
、「
有
」
の
場
合
に
は
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
髭
で
あ
る
か
を
、「
口
髭
」（
図
96
）・「
顎
髭
」（
図
97
）・「
頬
髭
」（
図
98
）

の
語
句
を
併
記
し
て
示
し
た
。
口
髭
と
顎
髭
な
ど
、
複
数
の
髭
を
生
や
し
て
描
か
れ

て
い
る
場
合
（
図
99
）
に
は
「
有
（
口
髭
・
顎
髭
）」
と
記
述
し
た
。
な
お
、
掲
げ

た
表
7
に
は
「
有
（
顎
髭
ヵ
）」
と
「
有
（
頬
髭
）
ヵ
」
と
い
う
似
た
表
現
が
あ
る
が
、

前
者
は
髭
が
有
る
こ
と
は
確
か
だ
が
顎
髭
と
断
定
で
き
な
い
も
の
（
図
100
）、
後
者

は
髭
が
あ
る
か
ど
う
か
欠
損
し
て
い
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
あ
る
と
す
れ
ば

頬
髭
で
あ
る
こ
と
（
図
101
）
を
意
味
し
て
い
る
。

③
―
8
【
持
ち
物
】（
表
8
）

　

描
か
れ
て
い
る
持
ち
物
を
記
述
し
た
。
甲
本
で
最
も
多

い
持
ち
物
は
刀
で
あ
る
が（
図
102
）、な
か
に
は
鞘
に
模
様

が
施
さ
れ
て
い
た
り（
図
103
）、金
色
の
鞘
で
あ
っ
た
り（
図

104
）と
、非
常
に
細
か
く
描
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。そ

の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
、「
刀
（
鞘
に
模
様
）」
や
「
刀

89
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表 6　【顔の向き】

右 738
左 667

（見えず） 13
（不明） 8
合計 1426



（
鞘
金
色
）」と
註
記
し
た
。
な
お
、
袋
を
背
負
っ
て
い
る
場
合（
図
105
）に
は「
袋（
背

負
う
）」、
頭
上
に
風
呂
敷
包
み
を
載
せ
て
い
る
場
合（
図
106
）に
は「
風
呂
敷
包
み（
頭

上
に
載
せ
る
）」、
団
扇
を
手
に
持
た
ず
腰
に
差
し
て
い
る
場
合
（
図
107
）
に
は
「
団

扇
（
腰
に
差
す
）」
な
ど
と
表
記
す
る
こ
と
に
よ
り
、
単
純
に
手
に
持
っ
て
い
る
状
態

と
区
別
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
編
笠
を
被
っ
て
い
る
場
合
に
は
持
ち
物
に
含

め
な
か
っ
た
が
、
手
に
持
っ
た
り
（
図
108
）
背
負
っ
た
り
し
て
い
る
場
合
（
図
109
）

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
編
笠
（
手
に
持
つ
）」
や
「
編
笠
（
背
負
う
）」
な
ど
と
記
述
し
た
。

④
場
面
（
場
所
、
行
為
）

　

人
物
が
描
か
れ
た
場
所
と
、
そ
の
人
物
の
行
為
を
記
述
し
た
項
目
で
あ
る
。
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表 7　【髭】

無 997
有（口髭） 252
（不明） 59
（見えず） 37

有（口髭・顎髭） 28
有（口髭・顎髭・頬髭） 15

有（口髭）ヵ 15
無ヵ 8

有（頬髭） 6
有（顎髭） 5

有（口髭・頬髭） 2
有（顎髭ヵ） 1
有（頬髭）ヵ 1
合計 1426

表 8　【持ち物】

（入力語の例が多いため，3件以上該当例があるもののみに限定した。）
無 596
刀 188

刀・扇 31
扇 25
傘 22

刀（鞘に模様） 16
刀・槍 15

刀・十文字槍 15
刀・長刀 14
朸・桶 14
刀・傘 12
杖 11

刀・太刀 11
（不明） 10
団扇 9

摺り簓（すりささら） 8
鍬 7

袋（背負う） 7
御幣状のもの 6
刀・鎌槍 6
鞭 6

風呂敷包み（頭上に載せる） 6
無ヵ 5
横笛 5
薦・杖 5
朸・榑 5
箒 5
桶 5

蓑をかけた荷（背負う） 5
熊手 4
鼓 4

刀・太刀・槍 4
刀・編笠（手に持つ） 4
刀・袋（背負う） 4
刀・編笠（背負う） 4

朸・籠 4
桶（頭上に載せる） 4

朸・荷 4
柴の束（頭上に載せる） 4

叉手ヵ 4
朸・柴の束 4
竿 4

米俵（背負う） 4
羯鼓（腰に付ける） 3

棹 3
朸・稲束 3

風呂敷包み（背負う） 3
刀・矢（引目、腰に差す） 3
刀・太刀・団扇（腰に差す） 3

刀・弓・靫 3
刀・弓・空穂 3

刀・猿・餌袋・猿曳（猿回し）の道具 3
鳥籠 3
長刀 3

太刀・十文字槍 3
太刀 3

薦・杖・火打袋ヵ 3
数珠・杖 3
数珠 3

鉦鼓・撞木 3
鋤 3

荷（頭上に載せる） 3



④
―
1
【
場
所
】（
表
9
）

　
『
大
観
』
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
に
よ
り
、
甲
本
に
描
か
れ
た
街
路
が
実
際

の
い
ず
れ
の
街
路
に
該
当
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
本
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
で
は
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
適
宜
辞
典
類
な
ど
で
確
認
を

し
な
が
ら
作
業
を
進
め
た
。
た
だ
し
名
称
が
付
さ
れ
て
い
な
い
街
路
に
つ
い
て
は
、

便
宜
的
に
「
○
○
の
北
通
り
」
な
ど
と
表
記
し
た
。

　

ま
た
、街
路
で
は
な
く
建
物
や
寺
社
の
境
内
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
に
つ
い
て
は
、

「
幕
府
（
柳
の
御
所
）
内
」
や
「
北
野
社
境
内
」
な
ど
と
し
て
場
所
を
示
し
た
。
ま

た
そ
の
場
所
の
な
か
で
、
複
数
の
呼
称
を
有
す
る
寺
院
（
黒
谷
〈
金
戒
光
明
寺
〉・ 

革
堂
〈
行
願
寺
〉
な
ど
）
の
場
合
は
、
い
ず
れ
の
呼
称
で
検
索
し
て
も
結
果
と
し
て

表
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
他
の
呼
称
も
括
弧
書
き
で
併
記
し
た
。
一
つ
の
空
間
に

つ
い
て
複
数
の
表
現
が
で
き
る
場
合
（
東
洞
院
通
か
つ
三
条
西
邸
前
で
あ
る
場
合
な

ど
）
も
同
様
の
理
由
か
ら
、
括
弧
書
き
で
両
者
を
併
記
す
る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
ほ

か
、「
観
世
能
」「
長
刀
鉾
」「
犬
追
物
」
な
ど
、
あ
る
行
事
が
催
さ
れ
て
い
る
一
定

の
空
間
に
い
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
事
の
名
称
を
場
所
と
し
て
記
述
し
た
。

④
―
2
【
行
為
】（
表
10
）

　

甲
本
に
描
か
れ
た
人
物
は
、
実
に
様
々
な
行
為
を
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
行
為
を

全
て
言
語
化
す
る
の
は
非
常
に
困
難
な
作
業
で
あ
り
、
ま
た
ど
こ
ま
で
を
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
と
し
て
記
述
す
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。
し
か
も
作
業
開
始
当
初
は

あ
ま
り
厳
密
に
ル
ー
ル
を
決
め
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
広
く

公
開
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
後
は
、
本
項
目
の
記
述
ル
ー
ル
の
統
一
が
大
き
な
課
題

と
な
っ
た
。
そ
こ
で
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
結
果
、
で
き
る
だ
け
簡
易
な
表
現
を
統
一

（
18
）
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表 9　【場所】

（入力語の例が多いため，5件以上該当例があるもののみに限定した。）
室町通 123

町通（新町通） 82
小川通 74
東洞院通 60
神輿渡御 50
内裏 41
烏丸通 37
上立売通 36
町屋の裏庭 31
観世能 30

幕府（柳の御所）内 29
一条・町通（新町通）辻 27

清水寺境内 24
長刀鉾 24
小路 21

幕府（柳の御所）の東通り 21
正親町通 20
細川邸内 18
北野社境内 18
四条通 17
鴨川河原 17
函谷鉾 16

極楽寺境内 15
祇園社境内 13

黒谷（金戒光明寺）付近 13
細川邸の東通り 13
北小路通 12
一条通 11
犬追物 11

嵯峨釈迦堂（清凉寺）境内 11
伯牙山 10
典厩邸内 10

極楽寺の北通り 10
鴨川 8

吉田社付近の集落 8
春日通 8
大原口ヵ 8
武者小路通 8
北野経堂境内 8

北野社・北野経堂付近 8
月鉾 7

光照院の東通り 7
上賀茂社境内 7
誓願寺辻子 7

天龍寺付近の町屋の前 7
東洞院通（三条西邸前） 7

二条通 7
革堂（行願寺）境内 6

近衛邸内 6
五条橋 6
三条通 6
斯波邸内 6

町屋の前（小路） 6
渡月橋 6

南御所の北通り 6
飛鳥井邸内 6
堀川通 6

臨川寺門前・桂川川岸 6
一条風呂 5

烏丸通（竹内殿前） 5
三条西邸内 5
報恩寺付近 5
妙覚寺境内 5
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表 10　【行為】

（入力語の例が多いため，3件以上該当例があるもののみに限定した。）
四条通を歩く、神輿を担ぐ 15
四条仮橋を渡る、神輿を担ぐ 8

一条・町通（新町通）辻で風流踊を踊る、摺り簓（すりささら）で調子を取る 8
四条橋を渡る、神輿を警護する 6

室町通を歩く 6
内裏で行事に参候する 6

幕府（柳の御所）の東通りを主人と共に歩く 6
三条西邸の鶯合わせに参仕する 5
室町通を他の女達と共に歩く 5

長刀鉾を綱で引く 5
長刀鉾を先導する 5
伯牙山を担ぐ 5

四条通を歩く、函谷鉾を綱で引く 4
四条通を歩く、蟷螂山を担ぐ 4

上立売通を他の男や従者と共に歩く 4
正親町通を他の女達と共に歩く 4
町屋の裏庭で洗濯をする 4
町屋の裏庭を歩く 4

町通（新町通）で犬の喧嘩を見る 4
東洞院通を歩く 4

飛鳥井邸内の庭で蹴鞠をする 4
北野社境内を他の女性達と共に歩く 4

北野社境内を歩く 4
幕府（柳の御所）内の広場で塀際に座る、供待ちをする 4

一条・町通（新町通）辻で風流踊を見物する 3
烏丸通（竹内殿前）で蹲踞をする 3

鴨川で叉手ヵを使って他の男達と共に河漁をする 3
鴨川河原で他の男達と共に神輿を拝む 3

鴨川河原に正座して座る、他の男達と共に神輿を拝む 3
犬追物で射手を務めるため待機するヵ、犬追物を見物する 3

五条橋を渡る 3
五条坊門通を鉾（船鉾ヵ）に向かって走る 3

細川邸の東通りを他の女達や子供達と共に歩く 3
四条通を歩く、鉾（船鉾ヵ）を見に行こうとする 3

四条坊門通を歩く 3
室町通を主人と共に歩く、馬を牽く 3

室町通を従者と共に歩く 3
小川通を他の女達と共に歩く 3
上立売通を他の僧侶達と共に歩く 3
清水寺の舞台を他の女達と共に歩く 3
清水寺境内にある石段を歩く 3
地面に座る、能を観る 3

典厩邸内の建物の縁側に座る、典厩邸内で行われている輪鼓を建物縁側から見物する 3
渡月橋を他の女達と共に渡る 3

東洞院通で他の女達と共に山鉾巡行を見物する 3
内裏で行事に参加する、内裏の地面に座る 3
内裏の春興殿付近を他の女達と共に歩く 3
内裏の南西隅に他の男達と共に座る 3
内裏を他の女達と共に歩く 3

二条通を他の女達と共に歩く、柴の束を頭上に載せる（運ぶ） 3
能で地謡を演じる 3
能を観る 3

北野社・北野経堂付近を他の女達と共に歩く 3
幕府（柳の御所）内の広場で敷物の上に座る、取り次がれるのを待つ 3

臨川寺門前を歩く 3



的
に
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
先
述
の
よ
う
に
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
広

く
一
般
に
公
開
さ
れ
る
も
の
の
た
め
専
門
的
な
記
述
は
そ
ぐ
わ
ず
、
ま
た
簡
単
な
表

現
で
統
一
し
た
方
が
、
一
つ
の
検
索
語
に
対
し
て
多
く
の
検
索
結
果
を
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

本
項
目
の
記
述
順
は
、「
場
所
＋
移
動
手
段
、動
作
」
を
原
則
と
し
た
。
た
と
え
ば
、

極
楽
寺
の
北
通
り
に
描
か
れ
た
図
110
の
よ
う
な
場
合
に
は
、「
極
楽
寺
の
北
通
り
を

歩
く
、
魚
を
提
げ
て
持
つ
」
と
な
る
。

　

ま
た
、
複
数
の
行
為
を
し
て
い
る
場
合
に
は
、
連
続
し
て
記
述
せ
ず
、
分
割
し
て

記
述
し
た
。
た
と
え
ば
、
東
洞
院
通
を
主
人
に
付
き
従
っ
て
歩
い
て
い
る
図
111
の
よ
う

な
場
合
に
は
、「
東
洞
院
通
を
主
人
と
共
に
鎌
槍
を
担
ぎ
な
が
ら
歩
く
」
と
せ
ず
に
、「
東

洞
院
通
を
主
人
と
共
に
歩
く
、鎌
槍
を
担
ぐ
」
と
表
現
し
た
。
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と

で
、
槍
を
担
ぐ
人
物
を
検
索
し
た
い
際
に
、「
担
ぐ
」
と
「
担
ぎ
」
の
双
方
を
検
索
語

句
の
欄
に
入
力
す
る
こ
と
な
く
、「
担
ぐ
」
の
み
の
入
力
で
目
的
の
検
索
結
果
を
得
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
に
つ
い
て
、別
の
呼
称
も
あ
り
得
る
場
合
（
腰
掛
け
る
・

座
る
〈
図
112
〉、矢
を
射
る
・
通
し
矢
を
す
る〈
図
113
〉）は
、複
数
の
呼
称
を
併
記
し
た
。

　

括
弧
を
使
っ
て
補
足
を
し
た
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
甲
本
で
は
二
名
以
上
の
集

団
で
人
物
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、そ
の
な
か
で
振
り
向
い
て
会
話
を
し
て
い

る
よ
う
に
み
え
る
も
の
が
あ
る（
図
114
）。
そ
の
場
合
は「
〜
と
会
話
す
る
」と
表
記
し
、

振
り
向
い
て
い
る
人
物
に
つ
い
て
は
「
〜
と
会
話
す
る
（
振
り
向
く
）」
と
記
述
す
る

こ
と
に
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
朸
お
う
ごを

使
用
し
て
物
資
を
運
搬
し
て
い
る
人
物
も
多
数

描
か
れ
て
い
る
が
（
図
115
）、
そ
れ
ら
の
人
物
全
て
が
た
だ
単
純
に
物
を
運
ん
で
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
が
明
瞭
に
分
か
る
場
合
（
振
売
な
ど
。
図
116
）
に
は
「
朸

に
桶
を
付
け
て
担
う
（
売
り
歩
く
）」
と
表
記
し
た
。

　

右
に
述
べ
た
よ
う
な
基
準
を
定
め
、
で
き
る
だ
け
客
観
的
な
記
述
を
試
み
た
が
、

周
囲
の
状
況
か
ら
推
測
し
て
記
述
し
た
場
合
も
あ
る
。

⑤
デ
ー
タ
上
で
の
位
置
（
フ
ァ
イ
ル
名
、
X
座
標
、
Y
座
標
、
ズ
ー
ム
レ
ベ
ル
）

⑤
―
1
【
フ
ァ
イ
ル
名
】

　
　

甲
本
の
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
画
像
の
フ
ァ
イ
ル
名
を
入
力
し
た
。

⑤
―
2
【
X
座
標
】

　
　

画
像
内
で
の
横
位
置
を
示
し
た
。

⑤
―
3
【
Y
座
標
】

　
　

画
像
内
で
の
縦
位
置
を
示
し
た
。

⑤
―
4
【
ズ
ー
ム
レ
ベ
ル
】

　
　

100
を
標
準
と
し
て
、
人
物
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
適
宜
調
整
を
行
っ
た
。

⑥
備
考
（
表
11
）

　

本
項
目
で
最
も
多
か
っ
た
入
力
語
は
、「
刀
の
下
げ
緒
が
見
え
る
」
で
あ
る
。
こ

れ
は
、刀
に
結
び
つ
け
た
赤
い
下
げ
緒
が
描
か
れ
て
い
る
様
子
を
表
し
た
も
の
で（
図

117
）、
持
ち
物
で
あ
る
刀
に
関
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
持
ち
物
の
一
部
と
し
て
記

述
す
る
ほ
ど
の
事
柄
で
は
な
い
と
判
断
し
た
た
め
、本
項
目
に
記
述
し
た
。
ま
た「
白

面
」
と
い
う
の
は
、
人
物
の
顔
が
白
く
塗
ら
れ
て
い
る
状
態
を
指
し
て
い
る
（
図
10

参
照
）。

　

さ
ら
に
、本
項
目
の
入
力
語
で
特
に
説
明
を
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、

「
後
補
」
と
「
補
筆
」
で
あ
ろ
う
。
甲
本
は
、
成
立
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
に
数
度

の
修
補
を
経
て
お
り
、
各
人
物
に
つ
い
て
も
細
か
な
加
筆
が
施
さ
れ
て
い
る
。
一
見

し
て
わ
か
る
加
筆
も
あ
れ
ば
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
た
め
、
全
て
を
拾
い
切
れ
て

は
い
な
い
が
、
作
業
の
途
中
で
気
が
付
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
で
き
る
だ
け
そ
の
こ

と
を
本
項
目
に
入
力
し
た
。

　

そ
の
加
筆
に
つ
い
て
は
大
き
く
分
け
て
二
通
り
あ
る
。
一
つ
は
、
原
画
は
存
在
す

る
が
そ
の
部
分
に
上
か
ら
線
な
ど
を
書
き
足
し
た
も
の
（
図
118
）
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
、
剥
落
や
欠
損
に
よ
り
原
画
の
痕
跡
が
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
部
分
に
書
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き
足
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
は
、
こ
の
う
ち
前
者
を
「
補
筆
」、

後
者
を
「
後
補
」
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

さ
ら
に
後
者
に
は
「
後
補
」
と
「
一
部
後
補
」
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
図
119

は
全
て
が
「
後
補
」
で
あ
り
、
図
120
は
胴
体
部
分
の
み
が
原
画
で
、
顔
の
部
分
が
後

補
さ
れ
て
い
る
「
一
部
後
補
」
の
例
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
描
か
れ
て
い
る
人
物
が
実
在
の
ど
の
人
物
に
比
定
さ
れ
る
か
に
つ
い

て
も
、
本
項
目
に
記
入
し
た
。

  

お
わ
り
に

　

本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
は
、
構
築
者
の
能
力
不
足
も
あ
っ
て
非
常
に
困
難
な
作

業
で
あ
っ
た
。
右
で
述
べ
て
き
た
各
項
目
の
基
準
に
つ
い
て
も
、
作
業
開
始
当
初
は

そ
れ
ほ
ど
厳
密
で
は
な
く
、
な
か
ば
手
探
り
の
状
態
で
始
め
、
次
第
に
固
ま
っ
て
き

た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
基
準
が
不
徹
底
な
箇
所
や
、
よ
り
改
善

を
要
す
る
点
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
今
回
の
人
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
に
際
し

て
は
、
不
明
な
点
が
生
じ
た
場
合
は
随
時
調
査
を
行
っ
た
り
各
方
面
か
ら
助
言
を
得

た
り
は
し
て
い
た
も
の
の
、
項
目
の
立
項
か
ら
入
力
語
の
選
定
・
入
力
と
い
っ
た
実

際
の
作
業
は
ほ
ぼ
筆
者
一
人
で
行
っ
て
お
り
、
客
観
的
な
視
点
か
ら
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
心
許
な
い
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
一
応
の
完
成
と
公
開
に
よ
り
、
甲
本
を
史
料
と
し
て
活
用
す
る
た
め
の
環

境
が
ま
す
ま
す
整
え
ら
れ
、
利
便
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

今
後
は
、
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
多
く
の
人
に
利
用
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
検
証
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
顕
在
化
す
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
問
題
点
を
一
つ
一
つ
解
決
し
て
い
く
作
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表 11　【備考】

刀の下げ緒が見える。 145
白面。 49
後補。 17

一部後補。 8
白面ヵ。 6
補筆あり。 5
一部補筆。 4

顔部分に補筆あり。 4
貼り札は「三せうとの」。 4

肌に直接甲（よろい）を着けるヵ。 4
白面。顔部分に後補あり。 3
顔の一部は後補。 2
顔部分に後補あり。 2

最も上に着た小袖をたくし上げている。 2
全体的に補筆あり。 2
足先以外は後補。 2
足部分に補筆あり。 2
足部分は後補。 2

白面。顔部分に補筆あり。 2
白面。刀の下げ緒が見える。 2

そばに担桶あり。 1
一部補筆・後補。 1
右半身は後補。 1

桶部分・足部分付近に後補あり。全体的に補筆あり。 1
顔と上半身および牛の大部分は後補。 1
顔などに後補あるヵ。狩野元信ヵ。 1

顔の一部は後補ヵ。 1
顔の上半分は後補。 1

顔部分および上半身の一部は後補。 1
顔部分に補筆あるヵ。 1
弓は一部後補あり。 1

肩より上に補筆あり。肩より下は後補。 1
腰から脚絆部分までは後補。 1

左半身は後補。 1
細川高国ヵ。 1

斯波義統（永正 10 年、1513 年生）を想定して描かれたヵ。 1
手の部分などに補筆あり。 1
上半身と足部分に後補あり。 1

上半身に補筆あり。 1
上半身の大部分は後補。 1

身体の一部は後補。傘も後補ヵ。 1
身体の大部分が後補。補筆もあり。 1

身体部分は後補ヵ。 1
水無瀬親氏（兼成、公条次男）ヵ。 1

杉は祇園社の神木。 1
扇は後補。 1
扇は後補ヵ。 1

全体に補筆あり。 1
槍を担ぐ手と小袖の裾部分に補筆あり。 1

足先・杖先以外は後補。 1
足部分に後補あり。小袖の裾付近に補筆あり。 1

太刀に下げ緒が描かれている。 1
大部分が後補。制作当初は水干が描かれていたヵ。 1

貼り札は「とうちゐん」。 1
塗抹されている。 1

刀の下げ緒が見える。顔の一部は後補。 1
刀の下げ緒が見える。身体の欠損部分に背景が後補されている。 1

刀の下げ緒が見える。全体的に補筆あり。 1
刀の下げ緒が見える。補筆あり。 1

白面。近衛尚通ヵ。刀の下げ緒が見える。 1
白面。近衛稙家ヵ。 1
白面。三条西公条ヵ。 1
白面。三条西公条妻ヵ。 1
白面。三条西公条息女ヵ。 1

白面。三条西実世（実澄・実枝、公条長男）ヵ。顔部分に補筆あり。 1
白面。将軍家上臈三条氏（三条実香女）ヵ。 1
畠山稙長ヵ。刀の下げ緒が見える。 1

緋袈裟を着して法堂靴を履いていることから、高僧と判断。 1
眉毛がない。 1

服の袖部分などに補筆あり。 1
編笠に一部後補あり。 1

補筆・後補あり。あるいは全体後補ヵ。 1
棒（竹筒ヵ）は犬を縄で繋いでおくための道具。 1

目の部分に補筆あり。 1
朸は立て掛けられている。 1

1104
合計 1426



（
1
）　

本
稿
執
筆
時
点
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
）現
在
。以
下
同
。

（
2
）　

洛
中
洛
外
図
屏
風
上
杉
本
に
つ
い
て
は
、黒
田
日
出
男
氏
を
中
心
と
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
に

よ
り
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。し
か
し
そ
ち
ら
は
当
初
よ
り
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、ま
た
画
像
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報
を
余
す
こ
と

な
く
詳
細
に
記
述
す
る
方
式
を
採
用
し
、項
目
の
な
か
に
は
内
容
が
数
百
字
に
も
及
ぶ
も
の
が

あ
る
と
い
う
巨
大
な
も
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
は
作
業
の
契
機
や
目
的
、

方
法
が
異
な
る
た
め
、本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
に
際
し
て
は
参
考
と
し
な
か
っ
た
。

（
3
）　

た
だ
し
、人
物
画
像
の
切
り
抜
き
作
業
自
体
は
継
続
し
て
行
い
、そ
の
作
業
に
よ
り
切
り
出
し

た
画
像
は
、公
開
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
検
索
結
果
一
覧
画
面
や
、Flash

非
対
応
機
か
ら
ア
ク
セ

ス
し
た
場
合
の
検
索
結
果
詳
細
画
面
で
使
用
し
て
い
る
。

（
4
）　

た
だ
しZoom

ify

の
技
術
はFlash
を
使
用
し
て
い
る
た
め
、Flash

非
対
応
機
で
は
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。同
機
に
よ
る
閲
覧
に
つ
い
て
は
、全
体
か
ら
切
り
出
し
た
画
像
を
表
示
さ

せ
る
こ
と
で
対
応
し
て
い
る
。前
註
参
照
。

（
5
）　

な
お
、各
表
な
ど
に
記
載
さ
れ
た
人
数
と
、実
際
に
公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
検
索
を
行
っ
た
際

に
結
果
と
し
て
表
示
さ
れ
る
人
数
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。こ
れ
は
、現
在
の
公
開
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
仕
様
に
起
因
す
る
も
の
で
、た
と
え
ば
、「
男
」と
検
索
す
る
と
表
1
で
は
一
〇
四
九
人

で
あ
る
が
、公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
検
索
を
行
っ
た
際
に
は
、性
別
が
「
男
」と
入
力
さ
れ
て
い

る
人
物
に
加
え
、性
別
以
外
の
項
目
に
「
男
」の
文
字
が
入
っ
て
い
る
人
物
も
カ
ウ
ン
ト
し
て
表

示
さ
れ
る
。そ
の
た
め
、公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
検
索
結
果
は
各
表
で
掲
げ
た
人
数
よ
り
も

多
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。

（
6
）　

小
島
道
裕
『
描
か
れ
た
戦
国
の
京
都　

洛
中
洛
外
図
屏
風
を
読
む
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
九
年
）四
八
〜
四
九
、五
一
頁
。

（
7
）　

犬
神
人
に
つ
い
て
の
研
究
は
多
い
が
、『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』に
描
か
れ
た
犬
神
人
に
つ
い
て

論
じ
た
も
の
と
し
て
、黒
田
日
出
男
「
洛
中
洛
外
図
上
の
犬
神
人
」（
同
『
境
界
の
中
世 

象
徴
の

中
世
』〈
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
八
六
年
〉所
収
、初
出
一
九
八
五
年
）を
挙
げ
て
お
く
。

（
8
）　

黒
田
「
洛
中
洛
外
図
を
読
む
―
人
々
の
〈
姿
〉の
変
貌
」（
同
編
集
協
力
『
絵
画　

も
の
が
た

り 

日
本
列
島
に
生
き
た
人
た
ち
』五
〈
岩
波
書
店
、二
〇
〇
〇
年
〉所
収
）。

（
9
）　

近
藤
好
和
『
装
束
の
日
本
史　

平
安
貴
族
は
何
を
着
て
い
た
の
か
』（
平
凡
社
、二
〇
〇
七
年
）

一
六
三
〜
一
六
四
頁
。

（
10
）　

同
右
、一
八
五
〜
一
八
七
頁
。

（
11
）　

高
田
倭
男
「
中
世
」（
同
『
服
装
の
歴
史
』〈
中
央
公
論
新
社
、二
〇
〇
五
年
、初
版
一
九
九
五
年
〉

所
収
）。

（
12
）　

澤
田
和
人
「
十
徳
の
変
遷
―
中
世
を
中
心
に
―
」（『
美
術
史
』一
四
七
、一
九
九
九
年
）。

（
13
）　

近
藤
好
和
『
武
具
の
日
本
史
』（
平
凡
社
、二
〇
一
〇
年
）一
〇
六
頁
。

（
14
）　

前
掲
註
（
8
）黒
田
氏
著
書
一
二
六
頁
。た
だ
し
氏
は
、一
条
通
と
町
通
（
新
町
通
）の
辻
で
風

流
踊
を
す
る
黒
い
前
掛
け
を
し
た
人
物
た
ち
も
含
め
て
そ
の
数
を
一
六
人
と
し
て
い
る
が
（
同

書
一
二
八
頁
）、よ
く
み
る
と
彼
ら
の
な
か
に
髭
が
描
か
れ
て
い
る
人
物
が
交
じ
っ
て
い
る
（
甲

＿
左
＿
6
＿
66
・
67
・
71
・
77
・
80
・
82
）。つ
ま
り
、彼
ら
は
女
性
に
扮
装
し
た
男
性
た
ち
で
あ
り
、

黒
い
前
掛
け
は
女
性
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。し
た
が
っ
て
数
の
上
で

は
、女
性
で
黒
い
前
掛
け
を
し
て
い
る
の
は
八
人
だ
け
で
あ
る
（
な
お
、女
性
に
扮
装
し
た
男
性

も
含
め
る
と
、甲
本
で
黒
い
前
掛
け
を
し
て
い
る
人
物
は
一
七
人
と
な
る
）。

（
15
）　

前
掲
註
（
9
）近
藤
氏
著
書
一
六
二
頁
。

（
16
）　

前
掲
註
（
8
）黒
田
氏
著
書
一
三
一
〜
一
五
四
頁
。

（
17
）　

あ
る
い
は
、「
う
な
い
（
髫
）」と
称
さ
れ
て
い
る
髪
型
と
同
一
で
あ
ろ
う
か
。

（
18
）　

た
と
え
ば
、前
掲
註
（
6
）小
島
氏
著
書
八
〜
九
頁
に
は
、甲
本
に
描
か
れ
た
建
物
と
通
り
の

読
み
解
き
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、今
回
国
文
学
研
究
資
料
館
と
共
同
で
開
催
し
た
『
洛

中
洛
外
図
屏
風
と
風
俗
画
』展
の
図
録
に
は
、甲
本
を
は
じ
め
と
す
る
各
洛
中
洛
外
図
屏
風
の
読

み
解
き
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

【
付
記
】

　

本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、小
島
道
裕
氏
の
御
指
導
の
下
、本
共
同
研
究
の
メ
ン
バ
ー
の
方
々
、特
に

澤
田
和
人
氏
や
宮
田
公
佳
氏
か
ら
御
助
言
を
賜
り
な
が
ら
構
築
し
た
も
の
で
あ
る
。こ
こ
に
特
に

記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
る
。

　

な
お
本
稿
は
、平
成
二
四
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
科
学
研
究
費
補
助
金
）（
特
別
研
究
員

奨
励
費
）に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

業
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
作
業
の
継
続
こ
そ
が
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
さ
ら
に
正
確
で

使
い
や
す
い
も
の
に
す
る
こ
と
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

註
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［洛中洛外図屏風歴博甲本人物データベース各項目の立項方法と入力語］……大薮 海

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員（
P 

D
）、　 　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
研
究
協
力
者
）

（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
六
日
受
付
、
二
〇
一
三
年
三
月
二
六
日
審
査
終
了
）
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