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論
文
要
旨

　
「
歴
博
本
江
戸
図
屏
風
」
の
右
隻
第
五
扇
と
六
扇
の
下
部
に
人
形
を
並
べ
た
家
が
描
か
れ

て

い

る
が
、
こ
の
家
は
人
形
店
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
並
べ
て
あ
る
の
は
当
時
、
幼
児
の
疸

瘡
除
け

と
し
て
使
わ
れ
た
土
人
形
か
張
り
子
の
赤
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
み
と
れ
る
。

こ
の
場
所
は
浅
草
寺
の
門
前
通
り
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
地
域
は
江
戸
時
代
か
ら

近
代
に
至
る
ま
で
人
形
産
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
の
『
江
戸

鹿
子
』
を
は
じ
め
と
し
て
幾
多
の
地
誌
類
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
し
か
も
当
初
は
素
朴
な

土
人
形
や
張

り
子
人
形
で
あ
っ
て
、
後
世
の
い
わ
ゆ
る
雛
人
形
と
よ
ぶ
着
付
け
雛
に
か
わ
る

の

は
一
八
世
紀
前
期
の
享
保
年
間
か
ら
だ
と
い
う
。
す
る
と
こ
の
情
景
は
、
素
朴
な
人
形
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
す
く
な
く
と
も
一
八
世
紀
に
ま
で
下
が
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。

　
浅
草
で
は
じ
ま
っ
た
赤
物
は
、
や
が
て
武
州
の
鴻
巣
で
発
展
し
、
さ
ら
に
練
物
で
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
鴻
巣
名
物
と
な
る
。
熊
谷
・
川
越
・
大
宮
・
越
谷
・
鴻
巣
な
ど
武
州
一
帯

で

は
一
七
世
紀
中
期
す
ぎ
こ
ろ
か
ら
野
間
稼
ぎ
と
し
て
雛
人
形
の
製
造
が
は
じ
め
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
中
で
鴻
巣
で
は
一
七
世
紀
後
期
に
な
る
と
、
こ
の
地
域
一
帯
で
盛
ん
に
な
っ
た
桐

箪
笥
製
造
の
際
、
多
量
に
出
る
大
鋸
屑
を
用
い
た
練
り
物
を
開
発
し
、
好
評
を
博
す
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
鴻
巣
は
江
戸
と
の
関
係
が
密
接
で
あ
っ
た
た
め
、
お
そ
ら
く
早

い
段
階
か
ら
江
戸
の
情
報
が
入
り
、
浅
草
を
真
似
て
赤
物
を
製
造
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い

か

と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
一
七
世
紀
中
期
す
ぎ
に
は
鴻
巣
で
も
雛
製
造
を
は
じ
め
て
い

た

と
す
る
と
、
浅
草
は
そ
れ
よ
り
早
か
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
面
は
一
七
世
紀
中
期

以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
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は

じ
め
に

　
最
近
は
歴
史
的
研
究
の
各
分
野
で
屏
風
や
絵
巻
物
、
絵
図
な
ど
の
絵
画
類
を
史
料

と
し
て
扱
う
よ
う
に
な
つ
て
き
た
。
そ
う
し
た
絵
画
類
に
は
文
献
に
は
出
て
こ
な
い

よ
う
な
非
常
に
多
彩
な
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
絵
画

史
料
を

積
極
的
に
歴
史
研
究
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
歴
史
学
に
ふ
く
ら
み
を
持
た
せ

る
も
の
と
し
て
、
非
常
に
有
効
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
今
日
は
史
料
の
再
発
掘
時
代

と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
に
は
こ
れ
で
い
ろ
い
ろ
と
難
し
い
問
題
も
あ
り
、

そ
の

中
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
何
で

あ
る
か
を
読
み
と
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
実
は
こ
れ
が
か
な
り
難
し
い
事
で
、
何

が
描
か
れ
て

い

る
か
わ
か
ら
な
い
も
の
が
結
構
あ
る
。
と
く
に
都
市
風
俗
を
描
い
た

屏
風
絵
な

ど
の
場
合
、
大
画
面
と
い
う
制
約
上
、
細
部
は
か
な
り
省
筆
さ
れ
て
い
る

た

め
、
一
体
何
を
し
て
い
る
の
か
、
何
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
店
の
場
合
で
も
何
の

店

な
の
か
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
も
の
が
多
い
。
し
た
が
っ

て

こ
う
し
た
も
の
を
読
み
と
る
と
い
う
作
業
自
体
が
研
究
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
わ
け
だ
が
、
と
も
か
く
絵
画
を
史
料
と
し
て
扱
う
う
え
で
の
基
礎
的
な
作
業
と

し
て
、
先
ず
こ
の
「
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
」
を
読
み
解
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
そ

こ
で
そ
の
た
め
の
さ
さ
や
か
な
試
み
と
し
て
、
「
歴
博
本
江
戸
図
屏
風
」
の
中

に
描
か
れ
て

い

る
人
形
を
飾
っ
た
家
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一　

人
形
を

飾
っ
た
家
は
な
に
か

　
「
歴
博
本
江
戸
図
屏
風
」
の
右
隻
第
五
扇
、
六
扇
の
そ
れ
ぞ
れ
の
下
部
に
人
形
を

並
べ
た
家
が
描
か
れ
て
い
る
（
写
真
1
、
2
）
。
こ
の
家
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
の
は
、

今
ま
で
の
と
こ
ろ
平
凡
社
版
『
江
戸
図
屏
風
』
（
鈴
木
進
編
、
昭
和
四
六
年
）
だ
け

の

よ
う
だ
が
、
こ
れ
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　
正

月
と
五
月
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
三
月
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
探
し
て
み
た
と
こ

　
　
ろ
、
か
ろ
う
じ
て
さ
さ
や
か
な
三
月
節
句
が
描
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
右
隻
第

　
　
五
、
六
扇
の
各
下
端
に
近
く
、
浅
草
橋
と
浅
草
寺
と
を
連
ね
る
道
（
い
う
ま
で

　
　
も
な
く
当
時
の
奥
州
街
道
で
あ
る
）
に
沿
う
民
家
に
ひ
っ
そ
り
と
、
人
気
な
き

　
　
表
座
敷

に
、
数
個
の
雛
人
形
が
置
か
れ
て
い
る
光
景
で
あ
る
。
そ
れ
は
ニ
ケ
所

　
　
に
見
え
て
、
向
か
っ
て
左
（
南
）
の
分
は
、
座
敷
に
五
個
の
人
形
が
見
え
る
。

　
　
左
か

ら
一
対
の
立
雛
、
一
対
の
立
・
坐
雛
（
女
雛
が
低
く
作
ら
れ
て
い
る
の
で

　
　
あ
っ
て
、
坐
雛
で
は
な
い
か
も
し
れ
ぬ
）
、
以
上
は
す
べ
て
赤
色
が
塗
ら
れ
、

　
　
右
端
に
は

犬
の
形
が
一
個
、
黒
色
で
頸
の
部
分
の
み
赤
く
塗
っ
て
あ
る
。
も
う

　
　
一
ケ
所
の
方
は
四
個
で
、
右
側
の
は
赤
褐
と
赤
の
素
朴
な
一
対
の
雛
で
あ
る
が
、

　

左
側
の
は
一
つ
は
薄
赤
色
の
小
袖
ら
し
い
も
の
を
着
て
長
い
裾
を
見
せ
る
も
の

　
　
と
、
一
つ
は
上
半
身
赤
、
下
半
身
白
の
姿
で
、
と
も
に
女
性
の
風
俗
人
形
か
と

　

思
わ
れ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
素
朴
な
も
の
で
、
以
上
九
個
の
人
形
は
い
ず
れ

　

も
伏
見
人
形
に
代
表
さ
れ
る
土
製
の
雛
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
屏
風
で
は
、

　

人
形
が

こ
う
し
て
置
か
れ
た
以
外
は
三
月
節
句
と
し
て
の
徴
証
は
何
一
つ
な
い
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か

ら
、
こ
れ
だ
け
で
三
月
節
句
と
断
定
す
る
の
は
無
理
か
も
し
れ
な
い
。
（
萩

　
　
原
龍
夫
「
江
戸
図
屏
風
に
描
か
れ
た
年
中
行
事
芸
能
」
）

　
要
す

る
に
こ
こ
で
は
若
干
保
留
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
年
中
行
事
の
一
っ
、
三
月

節
句
を
描
い
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
人
形
の
置
い
て
あ
る

家
も
普
通
の
家
、
つ
ま
り
人
形
店
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
人
形
に
つ

い
て

も
、
第
六
扇
の
方
が
立
雛
一
対
と
立
・
坐
雛
一
対
と
犬
の
五
ケ
、
第
五
扇
の
方

は
雛
一
対
と
女
性
の
風
俗
人
形
ニ
ケ
の
四
ケ
と
し
て
、
雛
人
形
と
さ
れ
て
い
る
。

　
だ
が

こ
の
解
釈
に
は
少
し
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
の
二
軒

の

家
を

よ
く
み
る
と
、
ど
ち
ら
も
た
し
か
に
畳
敷
き
の
上
に
人
形
が
置
い
て
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
家
は
道
側
に
は
ぱ
っ
た
り
床
几
式
の
タ
ナ
が
つ
い
て
い
て
、
し
も
た
や
で

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
た
人
形
に
つ
い
て
も
、
た
し
か
に
素
朴
な
形
か
ら
み
て
土
人
形
あ
る
い
は
張
子

人
形
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
こ
れ
が
対
に
な
っ
た

雛
人
形
な

の

だ
ろ

う
か
。
ま
ず
対
に
し
て
は
あ
ま
り
大
き
さ
や
形
が
ぼ
ら
ぽ
ら
に
過

ぎ
る
よ
う
だ
し
、
そ
の
上
雛
人
形
に
し
て
は
赤
一
色
と
い
う
の
は
少
し
お
か
し
い
の

で
は
な

い

か
。
そ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
女
性
の
風
俗
人
形
と
さ
れ
て
い
る
方
が
雛
人

形
に
近
い

よ
う
に
み
え
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
雛
祭
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
と
す
る
と
こ
の
家
は
人
形
店
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
地
域
と
人
形

店
の
関
係
と
、
人
形
の
内
容
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
い
き
、
「
人
形
を
飾

っ

た

家
は
何

か
」
を
考
え
て
み
た
い
。

二
　
浅
草
橋
通
り
の
人
形
店

　
ま
ず
人
形
店
か
否
か
で
あ
る
が
、
た
し
か
に
こ
れ
で
は
人
形
店
と
い
う
に
は
あ
ま

り
に
も
数
が
少
な
す
ぎ
る
。
し
か
し
こ
の
屏
風
の
描
き
方
を
み
る
と
、
他
も
す
べ
て

非
常
に
省
略
し
た
描
き
方
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
も
人
形
店
で
あ
る

と
い
う
一
種
の
記
号
と
し
て
描
い
て
あ
る
と
み
れ
ぽ
納
得
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
に
も
し
普
通
の
家
で
飾
る
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
並
べ
方
は
し
な
い
筈
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
風
俗
画
を
み
る
と
た
い
て
い
小
屏
風
の
前
に
並
べ
て
い
る
。
少
な
く
と

も
小
机
の
上
な
ど
に
並
べ
て
飾
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
人
形
店
な
ら
道
路
に
向
け

て

こ
う
い
う
並
べ
方
を
す
る
の
は
至
極
当
然
で
あ
る
。

　
次
に

こ
の
家
の
あ
る
場
所
で
あ
る
。
こ
の
通
り
は
浅
草
寺
の
門
前
通
り
だ
と
考
え

ら
れ
、
並
ん
で
い
る
家
は
い
ず
れ
も
店
舗
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
道
の
端
に
ご
ざ

を

敷
い
て
い
る
ト
コ
ロ
天
売
り
や
茶
売
り
坊
主
も
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
か
な
り
賑

や
か

な
通
り
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
う
い
う
場
所
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
家
も
店
屋
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
上
こ
の
屏
風
の
描
き
方
か
ら
す
る
と
、

二
軒
も
人
形
屋
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
は
人
形
屋
が
多
い
通
り

だ

っ

た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
や
は
り
こ
の
通
り
で
第
五
扇
の
右
端
に
紙

屋
が

描
か
れ
て

い

る
が
、
浅
草
は
浅
草
紙
の
産
地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
す
で
に

寛
文
四

（
＝
ハ
六
四
）
年
の
『
浅
草
地
名
考
』
に
浅
草
名
物
と
し
て
載
っ
て
い
る
。

に

も
か
か
わ
ら
ず
店
と
し
て
は
た
っ
た
の
一
軒
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す

る
と
、
人
形
屋
が
二
軒
も
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
形
屋
が
多
い
こ
と
で
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図1　「寛文延宝期の江戸町地分布図」の浅草橋通り付近
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も
有
名
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
そ

こ
で
こ
の
場
所
の
位
置
を
も
う
少
し
正
確
に
検
討
し
て
み
る
と
、
貞
享
四
二

六
八

七
）
年
の
『
江
戸
鹿
子
』
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
浅
草
橋
通

　
南
ハ
浅
草
は
し
よ
り
北
へ
追
分
迄

　
　
　
　
　
　
　
　
か
や
町
三
丁
　
天
王
町
　
片
町
　
森
田
町
　
は
た
こ
町
弐
丁

　
　
　
　
　
　
　

文
殊
院
前

黒
船
町

す

わ
町

駒
形
丁

並
木
丁
弐
丁

竹

　
　
　
　
　
　
　
　
町

　
　
諸
職
売
物
　
　
は
り
貫
人
形
　
土
人
形
類
　
絵
馬

　
　
土
人
形
問
屋
　
か
や
町
一
ひ
な
や
七
兵
衛

　

つ
ま
り
南
は
浅
草
橋
か
ら
北
へ
向
か
っ
て
追
分
ま
で
が
浅
草
橋
通
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
地
域
を
確
認
す
る
た
め
に
、
こ
れ
と
時
期
的
に
近
い
「
（
玉
井
哲
雄
編
）
寛

文
・
延
宝
期
の
江
戸
町
地
分
布
図
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
二
三
集
』

一
九
八

九
）
を
み
る
。
図
1
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
た
し
か
に
浅
草
橋
か
ら
北
へ
向
か

っ

て
、
か
や
丁
、
か
や
丁
二
丁
目
、
か
わ
ら
丁
、
天
王
丁
、
か
た
丁
、
は
た
ご
丁
、

黒
舟

丁
、
ス
ハ
丁
、
駒
形
丁
、
並
木
茶
屋
、
花
川
戸
丁
、
山
宿
丁
と
続
い
て
い
る
。

多
分
一
里
塚
が
あ
る
と
こ
ろ
が
追
分
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
町
名
に
は
多
少
違
う
も

の

も
あ
る
が
、
浅
草
橋
通
り
が
こ
の
範
囲
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
次
に

こ
の
地
図
と
「
歴
博
本
江
戸
図
屏
風
」
を
比
較
し
て
み
る
。
第
六
扇
の
左
下

端
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
浅
草
橋
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
り
、
第
五
扇

の

人
形
の

あ
る
家
あ
た
り
ま
で
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
浅
草
橋
通
り
に
当
た
っ
て
い

る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
に
前
記
の
よ
う
な
町
が
並
ん
で
い
た
こ
と
に
な

る
。
ま
た
こ
の
通
り
に
は
、
は
り
貫
人
形
、
土
人
形
類
、
絵
馬
、
さ
ら
に
土
人
形
問

屋
も
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
こ
の
通
り
は
、
人
形
屋
の
通
り
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
人
形
屋
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
か
も
は
り
貫
人
形
（
張
り
子
人
形
）
と
か
土
人
形
類
を
売
っ
て
い
た
店
だ
っ
た
と

い

う
こ
と
で
、
た
し
か
に
描
か
れ
て
い
る
人
形
と
も
符
合
し
て
い
る
。
絵
馬
屋
ら
し

い
店

も
六
扇
の
中
央
、
馬
に
乗
っ
た
人
物
の
右
に
描
か
れ
て
い
る
（
つ
い
で
に
い
う

と
駒
形
丁
の
北
西
、
並
木
茶
屋
の
西
は
か
み
す
き
丁
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
が
浅
草

紙
の
産
地
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
）
。
こ
こ
は
浅
草
寺
の
門
前
町
で
あ
る
か
ら
、
浅

草
寺
参
詣
の
土
産
物
屋
が
並
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
こ
の
地
域
は
そ
の
後
も
江
戸
時
代
を
通
し
て
人
形
屋
の
集
住
す
る
地
域
だ
っ

た

こ
と
が
、
次
の
よ
う
な
史
料
か
ら
わ
か
る
。

　
　
『
境
内
（
浅
草
観
音
）
惣
見
世
運
上
帳
』
（
安
永
七
〈
一
七
七
七
〉
年
）

　
　
　
仁
王
門
外
西
側
は
り
子
見
世

　
　
　
　
新
右
衛
門
　
卯
右
衛
門
　
市
右
衛
門
　
　
清
兵
衛
　
藤
十
郎
　
弥
兵
衛

　
　
　
　
半
兵
衛
　
八
右
衛
門
　
卯
平
治
　
宇
右
衛
門
　
和
助
　
八
右
衛
門

　
　
　
仁

王
門
内
西
側

　
　
　
　
半
右
衛
門

　
　
　
仁
王
門
外
西
側

　
　
　
　
伊
右
衛
門

『
江
戸
名
物
鹿
子
』
（
享
保
一
八
〈
一
七
三
三
〉
年
）

　
浅
草
は
り
子

　
春
風
に
い
さ
み
を
見
せ
つ
土
産
虎
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『
江
戸
買
物
独
案
内
』
（
文
政
七
〈
一
八
四
二
〉
年
）

　
雛
人
形
問

屋
　
茅
町
組

　
　
浅
草
茅

町
一
丁
目
　
吉
野
屋
治
郎
兵
衛
　
池
田
屋
利
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

衛
門

尾
張
町
一
丁
目

馬
喰
町
三
丁
目

通
油

町

浅
草
御
門
外

池
之
端
中
町

室
町

二
丁
目

本
町
二
丁
目

両
国
薬
研
堀
角

浅
草
駒
形
町

平
松
屋
藤
兵
衛

吉
野
屋
助
七

加

田
屋
喜
助

柏
屋
伊
兵
衛

大
槌
屋
平
兵
衛

柏
屋
四
郎
右
衛
門

丸
角
屋
次
郎
兵
衛

伏
見
屋
宇
兵
衛

吉
屋
半
兵
衛

松
坂
屋
喜
右

　

こ
う
し
た
状
況
は
近
代
に
入
っ
て
も
続
い
て
お
り
、
今
日
で
も
浅
草
は
雛
人
形
屋

の

多
い
町
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
上
記
の
史
料
を
み
る
と
、
一
八
世
紀
前
期
の

『
江
戸
名
物
鹿
子
』
ま
で
は
、
土
人
形
、
は
り
子
な
ど
と
書
か
れ
て
い
て
素
朴
な
土

人
形
や
張

り
子
人
形
を
売
る
「
見
世
」
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
そ
れ
か
ら
一

世
紀
後
の
一
九
世
紀
前
期
の
『
江
戸
買
物
独
案
内
』
に
な
る
と
「
雛
人
形
問
屋
」
と

な
っ
て
い
る
。
雛
人
形
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
人
形
の
質
が
変
わ
っ
た
事
、
問
屋
が
増

え
、
全
体
的
に
商
い
の
規
模
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
後
述
す

る
よ
う
に
こ
の
間
に
雛
人
形
は
大
き
な
発
展
を
遂
げ
る
わ
け
だ
が
、
一
八
世
紀
か
ら

一
九
世
紀
に
か
け
て
の
産
業
の
急
激
な
発
展
、

発
展
が
、
こ
の
よ
う
な
面
に
も
み
て
と
れ
る
。

三
　
庖
瘡
除
け

の

赤
物

と
く
に
江
戸
に
お
け
る
消
費
文
化
の

　
次
に
人
形
に

つ
い
て

み
て

み

よ
う
。
最
初
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
雛
人
形
と
し
て

は
赤
一
色
と
い
う
の
は
少
し
変
で
あ
る
し
、
第
六
扇
の
右
側
の
立
・
坐
二
つ
な
ど
は

一
対

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
第
五
扇
の
右
側
の
二
つ
も
大
小
の
大
き
さ
が
違
い

す
ぎ
て
一
対
と
し
て
は
不
自
然
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
た
し
か
に
、
右
側
の
二
体
の

方
が

雛
人
形
ら
し
い
。

　
そ

う
な
る
と
こ
の
赤
い
人
形
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
お
そ

ら
く
庖
瘡
除
け
の
護
符
に
使
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
疸
瘡
人
形
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
種

痘
が
普
及
す

る
以
前
、
天
然
痘
は
人
々
の
も
っ
と
も
恐
れ
た
伝
染
病
の
一
つ
で
あ
っ

た
。
高
熱
と
と
も
に
赤
い
発
疹
が
出
て
膿
庖
と
な
り
、
後
に
斑
痕
化
し
て
あ
ば
た
に

な
る
。
感
染
率
も
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
、
死
亡
率
も
高
か
っ
た
。
日
本
で
種
痘

が
始

ま
っ
た
の
は
幕
末
の
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
か
ら
で
、
蘭
方
医
た
ち
が
神
田

お

玉
が
池
に

開
放
し
た
私
営
の
医
療
機
関
で
始
め
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
明
治
に
入

っ

て

も
一
万
人
も
の
死
者
を
出
す
大
流
行
が
四
回
も
あ
り
、
ま
だ
庖
瘡
は
恐
ろ
し
い

病
気
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
昔
は
こ
れ
が
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う

こ
と
は
わ
か
る
は
ず
も
な
か
っ
た
た
め
、
庖
瘡
神
と
い
う
疫
神
に
よ
っ
て
発
病
す
る

も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
も
っ
ぱ
ら
庖
瘡
神
に
祈
る
事
が
唯
一
の
庖
瘡

対
策
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
一
旦
患
っ
た
場
合
に
は
、
庖
瘡
祭
と
い
っ
て
枕
元
に
祭
壇
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「歴博本江戸図屏風」と鴻巣人形

図2　疸瘡まつり r疸瘡心得草』

　（志水軒朱蘭・1798）

図3　1苞瘡まつりr小児必要養草』（香月牛山・1703）

を
設
け
て
、
神
様
の
ご
機
嫌
を
取
り
、
何
と
か
ご
退
散
願
っ
た
の
で
あ
る
（
図
2
、

3
）
。

　
　
　
（
前
略
）
人
其
子
を
愛
す
る
あ
ま
り
に
、
除
夜
に
疸
の
神
と
て
燈
燭
を
か
か
げ
、

　
　
媚
へ
つ
ら
ふ
の
み
か
は
、
其
嬰
児
熱
出
て
、
痘
と
見
る
や
い
な
や
、
棚
を
か
ざ

　
　
り
供
物
を
列
ね
、
敬
屈
す
る
事
、
明
神
に
仕
る
が
ご
と
し
、
此
礼
敬
の
あ
つ
き

　
　
に
乗

じ
て
、
邪
霊
恣
に
其
児
を
侵
に
至
る
（
後
略
）
。
（
『
南
嶺
子
』
寛
延
三
二

　
　
七
四
六
〉
年
）

と
あ
る
通
り
で
あ
っ
た
。

　
癌
瘡
神
に
は
赤
が
つ
き
も
の
と
な
っ
て
い
て
、
供
え
る
も
の
も
、
痕
瘡
の
時
に
着

る
物
も
食
べ
る
物
も
す
べ
て
赤
が
使
わ
れ
た
。
祭
壇
に
供
え
る
幣
束
も
蝋
燭
も
団
子

も
そ
う
だ
し
、
食
べ
物
も
赤
飯
、
赤
鯛
に
し
、
枕
屏
風
に
も
赤
い
布
を
か
ぶ
せ
た
り
、

紅
絵
、
赤
絵
と
よ
ば
れ
た
庖
瘡
絵
を
貼
り
、
赤
い
着
物
を
着
せ
る
と
い
う
よ
う
に
す

べ
て

赤
ず
く
め
、
看
病
の
た
め
に
病
室
へ
入
る
際
に
も
赤
い
着
物
を
着
た
と
い
う
。

「
屏
風
、
衣
桁
に
は
赤
き
衣
類
を
か
け
、
そ
の
ち
こ
に
も
赤
き
衣
類
を
着
せ
し
め
、

看
病
人
も
み
な
赤
き
衣
類
を
着
る
べ
し
。
痘
の
色
は
赤
き
を
好
し
と
す
る
故
な
る
べ

し
」
と
『
小
児
必
要
養
草
』
（
香
月
牛
山
・
元
禄
一
六
〈
一
七
〇
三
〉
年
）
に
も
あ
る
。

「
小
児
医
者
赤
い
紙
燭
で
お
く
ら
れ
る
（
『
柳
多
留
』
）
」
と
い
う
句
な
ど
も
、
癌
瘡
を

患
っ
た
子
供
の
往
診
に
来
た
医
者
を
、
赤
い
紙
燭
を
持
っ
て
戸
口
ま
で
送
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
疸
瘡
児
の
見
舞
い
の
菓
子
や
煎
餅
の
袋
な
ど
も
赤
一
色
で
絵
が
刷

ら
れ
、
玩
具
も
赤
、
絵
草
紙
も
表
紙
か
ら
す
べ
て
字
も
絵
も
紅
刷
り
で
あ
っ
た
。

　
古
来
赤

と
い
う
色
は
呪
力
を
持
つ
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
汎
世
界
的
な
現

象
で
、
血
の
神
聖
性
と
か
、
太
陽
や
火
へ
の
崇
拝
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
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「
赤
」
と
い
う
漢
字
も
大
と
火
が
結
合
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
庖
瘡
神
と
赤
色
の
結

び

つ
き
も
、
こ
う
し
た
思
想
が
民
間
信
仰
化
し
た
も
の
で
、
赤
色
の
強
い
呪
力
に
よ

っ

て

恐
ろ

し
い
庖
瘡
神
を
押
さ
え
つ
け
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
玩
具

や
庖
瘡
絵
の
題
材
に
も
春
駒
、
鯛
、
羽
子
板
、
宝
舟
、
金
太
郎
、
桃
太
郎
、
鎮
西
八

郎
為
朝

な
ど
の
よ
う
な
め
で
た
い
も
の
と
か
力
強
い
も
の
が
多
く
用
い
ら
れ
た
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
に
個
々
の
家
で
疸
瘡
祭
り
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
さ
ほ

ど
古
い
事
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
は
庖
瘡
神
を
追
い
出
す
た
め
に
町
内
で
種
々
の
難

物
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
文
明
三
年
後
八
月
六
日
、
稻
送
庖
瘡
之
悪
神
之
由
、
（
略
）
所
々
有
難
物
毎
日

　
　
事

也
、
七
日
、
今
日
町
送
庖
瘡
之
悪
神
有
難
物
、
室
町
殿
御
門
前
、
北
小
路
殿

　
　
御
前
等
可
渡

之
、
或
仁
構
桟
敷
招
請
之
間
、
罷
向
了
、
見
物
不
相
応
也
、
種
々

　
　
有
難
物
、
（
『
親
長
卿
記
』
）

　

こ
れ
は
室
町
時
代
の
京
都
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
難
物
は
、
や
す
ら
い
祭

り
と
い
っ
て
古
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
不
足
か
も
し
れ
な
い

が
、
個
々
の
家
で
赤
物
の
人
形
を
飾
っ
て
庖
瘡
祭
り
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
ど
う

も
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
き
の
『
小
児
必
要
養
草
』
を
み
て

も
わ
ざ
わ
ざ
赤
物
を
使
う
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
こ
の
本
が
出

た

元
禄
前
後
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
少
し
前
あ
た
り
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ

る
。　

と
も
あ
れ
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
浅
草
通
り
の
人
形
店
に
描
か
れ
て
い
る
赤
い

人
形
が

疸
瘡
人
形
で
あ
る
可
能
性
は
非
常
に
高
い
。
庖
瘡
は
と
く
に
罹
患
率
、
死
亡

率
と
も
乳
幼
児
が
高
か
っ
た
た
め
、
普
通
の
玩
具
に
も
赤
物
が
多
く
、
赤
く
塗
る
必

要
の
な
い
猫
や
虎
、
犬
張
子
な
ど
も
赤
く
塗
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
赤
物
玩
具
と
い

う
も
の
の
需
要
は
か
な
り
大
き
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
厄
除
け

と
い
う
も
の
は
寺
社
と
関
係
が
深
い
こ
と
か
ら
、
寺
社
の
門
前
や
境
内
で
売
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い

た

と
い
う
こ
と
は
き
わ
め
て
自
然
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
寺
社
に
参
詣
す
る
と
い
う
事
自
体
が
、
厄
除
け
と
か
無
病
息
災
、
家
内

安
全
を
祈
願
す
る
た
め
で
あ
る
。
ち
な
み
に
浅
草
寺
に
は
庖
瘡
と
並
ん
で
江
戸
時
代

も
っ
と
も
恐
れ
ら
れ
た
麻
疹
よ
け
の
呪
物
対
象
も
あ
っ
た
。
仁
王
門
の
西
に
あ
る
神

馬
所
の

神
馬
の

飼
い
葉
桶
を
被
る
と
麻
疹
が
避
け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

神
馬
所
も
「
歴
博
本
江
戸
図
屏
風
」
に
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
（
写
真
3
）
。

　
以

上
み
て

き
た
こ
と
に
よ
り
「
歴
博
本
江
戸
図
屏
風
」
の
第
五
扇
、
六
扇
に
描
か

れ
て

い

る
人
形
を
飾
っ
て
い
る
家
は
、
人
形
屋
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
こ
に
描
か

れ
て

い

る
赤
い
人
形
は
庖
瘡
人
形
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
こ
れ
で
と
り
あ
え
ず
本
論
の
目
的
で
あ
る
「
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
」

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
済
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
人
形
が
庖
瘡
人
形
で
あ
る
と

い

う
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
少
し
横
に
そ
れ
て
、
人
形
の
産
地
と
い
う
問
題
に
つ

い
て

考
え
て
み
た
い
。

四
　
鴻
巣
と
浅
草

　
実
は
赤
物
と
い
え
ば
、
江
戸
の
近
く
で
は
埼
玉
県
の
鴻
巣
（
写
真
4
）
が
古
く
か

ら
有
名
で
あ
る
。
鴻
巣
（
図
4
）
を
含
め
て
埼
玉
県
は
江
戸
時
代
か
ら
人
形
産
地
と

し
て
有
名
で
、
川
越
、
岩
槻
、
越
谷
な
ど
で
も
さ
か
ん
に
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
。
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そ
の
中
で
も
と
く
に
鴻
巣
は
、
「
鴻
巣
の
赤
物
」
と

い
っ

て

癒
瘡
除
け

の

人
形
産
地
と
し
て
有
名
で
あ
っ

た
。
鴻
巣
は
こ
の
「
歴
博
本
江
戸
図
屏
風
」
に
も
か

な
り
の
重
さ
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
浅
草
の
赤

物

と
鴻
巣
の
赤
物
と
は
何
か
関
連
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
点
を
み
る
こ
と

に
す
る
。

　

ま
ず
鴻
巣
宿
で
人
形
の
製
造
が
始
ま
っ
た
の
は
い

つ
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
説
に
よ
る
と
貞
享
頃

と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
史
料
的

裏
付
け

に
欠
け
る
た
め
一
応
除
外
す
る
と
し
て
、
元

禄
年
間
に

は
武
州
地
方
で
雛
の
製
作
が
行
わ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

た

よ
う
で
、
次
の
よ
う
な
訴
訟
文
書
が
あ
る
。
文
久

二

（
一
八
六

二
）
年
に
江
戸
雛
仲
間
が
武
州
雛
仲
間

を

訴
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
一
、
雛
渡
世
差
障
出
入
二
付
答
書

　
　
　
　
（
前
略
）
雛
職
分
の
儀
は
、
昔
古
よ
り
仕
来
乍
恐

　
　
　
よ
り
当
御
知
行
所
二
相
成
、

翌
聾一晶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
禄
九
丙
子
年
正
月
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
不
足
鹿
田
地
故
職
分
な
ら
で
は
渡
世
難
取
続
、

　
　
右
職
分
願
済
之
上
為
冥
加
永
弐
貫
五
百
文
宛
年
々
上
納
仕
、
鑑
札
弐
拾
八
枚

　
　
戴
之
、
農
間
一
体
二
手
合
仕
、
他
之
職
人
共
一
切
雇
不
申
取
掛
候
筈
二
（
以

　
　
下
略
）

武

州
雛
の
生
産
が
増
大
し
、
江
戸
の
雛
職
人
を
多
数
引
き
抜
く
よ
う
に
な
っ
た
こ

館
，
d
°

古
葡

　
栗
箏
編

　
　
．
寒

『
、
－

聾㌣ミミ：
　　　、、本庄

泰
渉
　
㌔

’

㌘
竪

／～耳

＼遭
　　　　扇町厨

旧
江
戸
川

荒
川

図4　江戸時代の関東地方交通路

と
か
ら
、
製
造
に
さ
し
つ
か
え
る
よ
う
に
な
っ
た
江
戸
の
雛
仲
間
が
武
州
雛
仲
間
を

相
手
に
訴
訟
に

お

よ
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
す
で
に
元
禄
九

（
一
六
九

六
）
年
の
時
点
で
は
野
間
稼
ぎ
と
し
て
雛
作
り
が
行
わ
れ
て
い
た
事
は
た

し
か
で
あ
る
。
ま
た
訴
訟
を
お
こ
し
た
の
は
浅
草
瓦
町
の
文
七
を
代
表
と
す
る
江
戸

の

雛
仲
間
一
番
組
一
七
名
で
、
こ
れ
に
対
す
る
武
州
雛
仲
間
は
熊
谷
宿
（
二
名
）
、

川
越
宿
（
一
名
）
、
大
宮
宿
（
一
名
）
、
越
谷
宿
（
一
三
名
）
、
入
間
郡
（
三
名
）
、
上

谷
新
田
〈
鴻
巣
〉
（
一
名
）
、
北
河
原
村
（
三
名
）
、
四
丁
野
村
（
一
名
）
の
二
五
名
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図5　「享保の此の土雛図」r骨董集』

　　　　　　　　　　　　（山東京伝・1813）

か

ら
成
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
は
武
州
が
か
な
り
の
産
地
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、

浅
草

と
武
州
の
雛
仲
間
と
は
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

　
元
禄
期
は
周
知
の
通
り
江
戸
の
一
大
発
展
期
で
あ
っ
た
か
ら
、
雛
人
形
な
ど
も
商

品

と
し
て
発
達
し
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
の
『
増
補
江
戸

惣
鹿
子
名
所
大
全
』
で
も
江
戸
の
中
橋
の
雛
市
が
こ
の
時
期
か
ら
出
て
く
る
。
お
そ

ら
く
こ
う
し
た
こ
と
に
対
応
し
て
こ
の
時
期
に
武
州
も
産
地
と
し
て
発
展
し
始
め
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ

し
元
禄
期
の
雛
は
ま
だ
後
の
よ
う
な
豪
華
な
雛
人
形
で
は
な
く
、
素
朴
な
土

人
形
だ

っ

た

ら
し
い
。
山
東
京
伝
の
『
骨
董
集
』
（
一
八
一
三
）
に
「
享
保
の
此
の

土
雛
図
」
と
い
う
図
が
あ
る
（
図
5
）
。
高
さ
五
寸
余
り
で
、
土
で
作
り
素
焼
き
に

し
、
表
面
に
胡
粉
や
丹
、
緑
青
で
彩
色
を
し
た
民
芸
風
の
雛
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。

　
着
付
け
雛

と
呼
ぽ
れ
る
後
の
雛
人
形
の
原
型
は
「
次
郎
左
衛
門
雛
」
で
、
こ
れ
は

享
保
年
間
（
一
七
一
六
－
三
三
）
に
京
都
の
芦
屋
次
郎
左
衛
門
が
考
案
し
た
も
の
だ

と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
土
雛
と
違
い
、
美
し
い
衣
裳
を
着
せ
た
贅
沢
な

も
の
だ
っ
た
た
め
、
大
い
に
賞
賛
さ
れ
、
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
ー
六
四
）
に
は
江

戸
の
室
町
二
丁
目
に
も
雛
店
を
開
い
た
と
こ
ろ
、
大
人
気
を
博
し
た
と
い
う
。
そ
の

後
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
ー
一
八
〇
一
）
に
江
戸
十
軒
店
（
本
町
二
丁
目
）
の
人
形

師
原
舟
月
が
こ
れ
を
さ
ら
に
改
良
し
て
「
古
今
ひ
な
」
と
名
づ
け
た
新
型
の
内
裏
雛

を

考
案
し
た
。
こ
れ
は
両
眼
に
瑠
璃
玉
を
使
用
、
衣
裳
に
は
金
銀
糸
の
縫
紋
を
施
す

な
ど
技
巧
を
こ
ら
し
て
精
妙
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
以
後
の
江
戸
雛
の
典
型
と
し
て

　
　
　
　
　
（
3
）

続
い
て
き
て
い
る
。

　
一
八
世
紀
始
め
か
ら
中
頃
に
か
け
て
雛
人
形
が
急
速
に
豪
華
に
な
っ
て
い
っ
た
と

い

う
こ
と
で
あ
る
。
雛
に
対
す
る
奢
修
禁
令
が
多
く
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ち

ょ
う
ど
享
保
期
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
過
か
ら
み
る
と
、
武
州
雛
も
元
禄
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
は

ま
だ
素
朴
な
土
雛
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
文
久
年
間
に
あ
の
よ
う
な

訴
訟
事
件
が

お

こ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
九
世
紀
中
ご
ろ
に
は
江
戸
の
雛
と

同
じ
も
の
が
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

五

鴻
巣
の
練
物
に
よ
る
赤
物

　
さ
て
鴻
巣
で
あ
る
。
鴻
巣
雛
も
武
州
雛
仲
間
と
し
て
同
じ
歩
調
を
と
っ
て
き
て
い

た

よ
う
で
あ
る
が
、
鴻
巣
で
は
赤
物
も
作
っ
て
い
た
こ
と
、
し
か
も
こ
れ
が
普
通
の
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張

り
子
人
形
で
は
な
く
て
練
物
で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
練
人
形
と
も
い
う
が
、

こ
れ
は
桐
の
お
が
屑
を
生
薮
糊
で
練
り
、
型
に
入
れ
て
抜
い
た
も
の
を
乾
燥
し
て
表

面
に
彩
色

し
た
も
の
で
あ
る
。
有
坂
與
太
郎
『
日
本
雛
祭
考
』
（
建
設
社
・
一
九
三

一
）
に
は

日
本
中
の
座
雛
産
地
が
あ
げ
て
あ
る
が
、
こ
の
中
で
鴻
巣
の
み
が
「
着
付

並
練
物
」
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
別
に
『
赤
物
』
と
称
す
る
練
物
中
に
大
小
数

種
の
座
り
雛
が
製
ら
れ
て
い
る
。
（
星
）
…
販
路
の
広
大
な
事
は
地
方
雛
中
、
随
一
で

あ
ろ
う
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
鴻
巣
が
練
物
の
赤
物
の
産
地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た

事
が
わ
か
る
。

　
で
は
鴻
巣
で
そ

う
し
た
赤
物
、
な
い
し
は
練
り
物
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は

い

つ
か

ら
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
『
玩
弄
物
製
造
沿
革
誌
』
（
埼
玉
県
武
蔵
国
北

足
立
郡
鴻
巣
町
大
字
鴻
巣
字
人
形
町
玩
弄
物
製
造
沿
革
誌
）
に
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
。
大
正
初
年
に
大
正
博
覧
会
に
際
し
て
鴻
巣
雛
人
形
師
関
口
磁
五
郎
が
著
し
た

も
の
で
あ
る
。

　
　
（
前
略
）
一
、
本
業
ノ
創
始
ハ
、
天
正
年
間
京
都
伏
見
ノ
人
某
ナ
ル
者
此
地
二

　
　
居
住
シ
、
土
偶
ヲ
製
シ
テ
販
売
セ
シ
ニ
始
マ
ル
ト
云
ウ
、
其
経
歴
詳
カ
ナ
ラ
ス
、

　
　
爾
後
萬
治
・
寛
文
ノ
交
二
至
リ
テ
ハ
、
土
偶
二
加
フ
ル
ニ
小
雛
ヲ
以
テ
シ
、
随

　
　
テ
製
作
家
モ
亦
拾
余
戸
二
至
レ
リ
、
降
テ
明
和
・
安
永
年
間
ニ
ハ
其
技
　
稽
進

　
　
歩
シ
練
物
ヲ
以
テ
土
二
替
へ
、
所
謂
際
物
ノ
全
部
ヲ
製
造
ス
ル
ニ
至
ル
、
文
化

　
　
年
中
二
至
リ
テ
ハ
製
造
家
漸
次
数
ヲ
増
シ
、
二
十
八
戸
ト
為
リ
、
当
時
ノ
江
戸

　
　
練
習
二
來
ル
者
多
ク
、
鴻
巣
雛
ノ
名
声
関
左
二
鳴
ル
（
後
略
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
一
六
世
紀
後
期
過
ぎ
の
天
正
年
間
に
京
都
伏
見
か
ら
き
た
老
が
土

人
形
を

作
っ
た
の
が
最
初
で
、
一
七
世
紀
半
ば
過
ぎ
の
萬
治
・
寛
文
期
に
は
、
土
人

形
の

他
に
小
雛
も
製
造
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
人
形
屋
も
十
軒
余
に
増
え
た
。
さ
ら

に
そ

の

後
、
一
八
世
紀
半
ぽ
過
ぎ
の
明
和
・
安
永
年
間
に
な
る
と
、
土
人
形
が
練
物

に
変
わ
り
際
物
一
切
を
製
造
す
る
よ
う
に
な
り
、
　
一
九
世
紀
に
入
る
と
二
八
戸
に
も

増

え
、
江
戸
か
ら
も
習
い
に
来
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で

い

う
際
物
と
は
季
節
や
流
行
に
よ
っ
て
売
り
出
さ
れ
る
品
物
で
あ
る
か
ら
、
当
然
赤

物
も
入
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
『
雛
と
人
形
』
（
昭
和
四
九
年
・
鴻
巣
市
節
句
品
協
会
）
で
、
伊
藤

憩
石
氏
は
、
創
業
期
に
つ
い
て
は
根
拠
が
な
い
と
し
て
否
定
し
、
貞
享
年
間
起
源
説

を

と
な
え
て
い
る
。
根
拠
は
、
鴻
巣
市
上
生
出
塚
の
生
出
塚
神
社
の
御
神
体
で
あ
る

天
神
像
の
銘
文
に
「
奉
造
天
神
之
形
諸
願
成
就
祈
所
京
烏
丸
通
左
　
京
法
眼
孫
弟
子

仏
師

藤
原
吉
囲
鴻
巣
町
作
之
　
政
位
（
夷
）
大
将
軍
左
大
臣
源
家
継
公
御
代
之
御

販
　
貞
享
四
丁
卯
年
九
月
二
五
日
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。

　
こ
の
天
神
像
は
高
さ
三
〇
セ
ン
チ
の
木
座
像
で
、
首
差
し
に
な
っ
て
お
り
、
空
洞

に

な
っ
た
体
内
に
こ
の
銘
文
が
墨
書
さ
れ
た
木
板
が
入
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
だ

け

で

は
、
貞
享
期
に
京
都
系
の
仏
師
が
鴻
巣
に
来
て
天
神
像
を
作
っ
た
と
い
う
だ
け

で

あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
こ
の
他
に
は
証
明
す
る
資
史
料
が
な
い
の
で
、
貞
享
起
源
説

も
こ
れ
以
上
は
な
ん
と
も
言
え
な
い
。

　
鴻
巣
雛
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
さ
き
の
訴
訟
文
書
に
あ
っ
た
元
禄
期
が
最
も
古

く
、
こ
の
あ
と
文
化
・
文
政
期
（
一
八
〇
四
－
三
〇
）
の
『
新
編
武
蔵
風
土
記
』
が

あ
る
。
こ
れ
に
は
「
上
谷
新
田
は
（
略
）
鴻
巣
宿
に
も
接
し
、
北
は
上
下
生
塚
村
に

交
は
れ

り
、
民
家
六
十
街
道
の
左
右
に
軒
を
並
べ
、
耕
種
の
暇
、
雛
人
形
な
る
も
の

を

製

し
諸
方
に
ひ
さ
ぎ
て
生
産
の
資
と
な
す
」
と
あ
る
。
『
玩
弄
物
製
造
沿
革
誌
』
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の

「
文
化
年
中
二
至
リ
テ
ハ
…
」
は
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
こ
で
は
六
十
戸
と
な
っ
て
い
る
点
は
違
う
。
し
か
し
そ
の
前
の
、
萬
治
・
寛
文
頃

に

土
偶
に
小
雛
が
加
わ
っ
た
こ
と
と
、
明
和
・
安
永
頃
に
土
偶
か
ら
練
物
に
替
わ
っ

た

こ
と
に
つ
い
て
は
裏
付
け
る
資
史
料
が
な
い
。
た
だ
こ
の
時
期
あ
た
り
に
な
る
と

何

ら
か
の
い
い
伝
え
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
事
と
、
こ
の
う
ち
明

和
・
安
永
頃
に
土
雛
か
ら
練
物
に
替
わ
っ
た
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
箪
笥
製
造
と

の

関
係
を
み
て
蓋
然
性
が
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
練
物
の
原
料
で

あ
る
桐
の
お
が
屑
が
桐
箪
笥
製
造
の
際
、
大
量
に
出
る
た
め
で
あ
る
。

　
埼
玉
県
に
お
け
る
桐
箪
笥
の
製
造
は
川
越
あ
た
り
で
は
か
な
り
古
く
か
ら
行
わ
れ

て

い

た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
江
戸
向
け
の
産
地
と
し
て
鴻
巣
、
岩
槻
、
粕
壁
、
越
谷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

な
ど
が
農
間
稼
ぎ
で
盛
ん
に
な
る
の
が
ち
ょ
う
ど
こ
の
明
和
、
安
永
頃
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
鴻
巣
の
土
人
形
が
練
物
に
替
わ
っ
た
の
も
、
お
そ
ら
く
桐
箪
笥
の
製
造
が
盛

ん

に

な
っ
て
お
が
屑
が
多
量
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
当
時
は
、
製

材
す

る
の
に
大
鋸
を
用
い
て
挽
い
て
い
た
か
ら
、
そ
の
際
出
さ
れ
る
お
が
屑
も
彪
大

な
量
で
あ
っ
た
。

　
練
物
は

土
製
に
比
較
し
て
軽
い
し
、
割
れ
る
心
配
も
な
い
た
め
、
土
産
物
と
し
て

は
最
適
で
あ
る
。
鴻
巣
は
も
と
も
と
『
新
編
武
蔵
風
土
記
』
に
あ
る
よ
う
に
街
道
筋

で
、
土
産
物
の
産
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
土
人
形
だ
け
で
な
く
、
張
り
貫
人
形
も

作
っ
て
い
た
。
張
り
貫
と
練
物
と
は
軽
く
て
土
産
物
向
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通

し
て
い
る
。
し
か
も
製
作
は
練
物
の
方
が
張
り
貫
よ
り
簡
単
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

材
料
の
大
鋸
屑
が
い
く
ら
で
も
、
し
か
も
お
そ
ら
く
た
だ
で
手
に
入
る
よ
う
に
な
っ

て
、
早
速
練
物
が
開
発
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

江
戸
か

ら
も
習
い
に
来
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
は
オ
ー
バ
ー
か
も
知
れ
な

い

が
、
と
も
か
く
練
物
に
し
た
こ
と
で
鴻
巣
の
人
形
は
商
品
と
し
て
の
価
値
を
高
め
、

特
産
物
と
し
て
の
地
位
を
不
動
に
し
た
の
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
も
し
習
い
に

来
た

と
い
う
の
が
本
当
な
ら
、
こ
の
頃
に
は
既
に
江
戸
1
1
浅
草
で
は
際
物
は
作
ら
な

く
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
練
物
に
替
わ
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
一
八
世
紀
半
ば
過
ぎ
と
い

う
こ
と
で
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
で
は
な
ぜ
鴻
巣
で
「
赤
物
」
が
始
ま
っ
た
の
か
で

あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
浅
草
と
い
う
か
、
江
戸
と
の
関
係
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
浅

草
と
鴻
巣
は
奥
州
街
道
沿
い
で
あ
る
。
鴻
巣
は
江
戸
期
を
通
じ
て
天
領
で
あ
っ
た
し
、

中
山
道
の
宿
駅
の
一
つ
で
あ
り
、
荒
川
を
通
し
て
江
戸
へ
の
物
資
運
搬
に
は
非
常
に

よ
い
位
置
に
あ
っ
た
。
も
と
も
と
こ
の
地
方
と
江
戸
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
川

越
、
大
宮
、
岩
槻
、
鴻
巣
は
家
康
以
来
の
猟
場
で
、
家
光
も
頻
繁
に
遊
猟
し
て
い
る
。

そ

う
し
た
際
の
将
軍
の
宿
泊
所
で
あ
る
鴻
巣
御
殿
も
文
禄
二
（
一
五
九
三
）
年
に
建

て

ら
れ
て
い
る
。
当
然
、
鴻
巣
に
は
浅
草
の
情
報
も
早
く
入
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か

ら
、
浅
草
で
癌
瘡
人
形
が
売
れ
て
い
る
と
聞
け
ば
、
さ
っ
そ
く
真
似
て
作
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
練
物
に
な
っ
た
の
は
一
八
世
紀
半
ば
過
ぎ
だ
と
し

て

も
、
元
禄
期
に
は
す
で
に
野
間
稼
ぎ
の
産
地
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
赤

物
も
そ
の
こ
ろ
か
ら
作
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
浅
草
で
作
ら
な

く
な
っ
て
代
わ
り
に
鴻
巣
で
作
り
だ
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ

う
な
る
と
本
家
の
浅
草
で
は
い
つ
か
ら
赤
物
を
作
り
始
め
た
か
で
あ
る
。
元
禄

期
の
『
小
児
必
要
養
草
』
の
記
事
か
ら
す
る
と
、
ま
だ
癌
瘡
と
赤
と
い
う
こ
と
が
完
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「歴博本江戸図屏風」と鴻巣人形

全
に

は
知
れ
渡
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
前
後
、
あ
る
い
は
少
し
前
あ

た

り
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
こ
れ
以
上
は
わ
か
ら
な
い
。

　
以

上
、
「
歴
博
本
江
戸
図
屏
風
」
の
浅
草
橋
通
り
に
描
か
れ
て
い
る
「
人
形
を
飾

っ

た
家
」
は
、
人
形
屋
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
付
近
は
人
形
屋
の
多
い
場
所
で
あ
っ
た

こ
と
、
売
ら
れ
て
い
る
人
形
は
萢
瘡
人
形
の
赤
物
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
鴻
巣
の

赤
物
は
、
こ
の
浅
草
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
を
し

て

み

た
。
浅
草
で
赤
物
が
売
ら
れ
て
い
た
時
期
に
つ
い
て
も
う
少
し
は
っ
き
り
し
た

こ
と
が
わ
か
れ
ぽ
、
屏
風
の
製
作
時
期
に
対
し
て
の
一
つ
の
情
報
提
供
が
で
き
た
で

あ
ろ
う
が
、
史
料
不
足
で
そ
こ
ま
で
は
い
か
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

註（
1
）
　
他
に
も
寺
社
の
境
内
で
疸
瘡
人
形
を
売
っ
て
い
る
例
と
し
て
、
「
渡
辺
本
六
曲
一
双

　
　
江
戸
図
屏
風
」
（
宮
川
一
笑
、
享
保
期
〈
一
七
一
六
ー
三
六
〉
）
が
あ
る
。
芝
明
神
境
内

　
　
の
人
形
屋
で
赤
い
疸
瘡
人
形
が
売
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
『
埼
玉
の
雛
人
形
』
（
埼
玉
県
民
俗
工
芸
調
査
報
告
書
第
6
集
・
一
九
八
八
・
埼
玉
県

　
　
民
俗
文
化
セ
ン
タ
ー
）
の
付
編
に
〈
鴻
巣
人
形
関
係
史
料
〉
と
し
て
訴
訟
関
係
一
件
文

　
　
書
が
あ
る
。

（
3
）
　
『
東
都
歳
時
記
一
』
（
斉
藤
月
苓
・
天
保
九
く
一
八
三
八
V
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
今
日
（
二
月
二
五
日
）
よ
り
三
月
二
日
迄
雛
人
形
同
調
度
の
市
立
、
街
上
に
仮
屋
を

　
　
　
補
理

ひ
、
雛
人
形
諸
器
物
に
至
る
迄
、
金
玉
を
鐘
め
造
り
て
商
ふ
。
是
を
求
る
人
、

　
　
　
昼
夜
大
路
に
満
て
り
。
中
に
も
十
軒
店
を
繁
花
の
第
一
と
す
。
内
裏
雛
は
、
寛
政
の

　
　
　
頃
江
戸
の

人
形
師

原
舟
月
と
い
ふ
者
一
般
の
製
を
工
夫
し
、
名
づ
け
て
古
今
ひ
ひ
な

　
　
　
な
ど
い
ふ
。
是
よ
り
以
来
世
に
行
れ
て
、
大
か
た
此
製
に
な
ら
へ
り
。

十
軒
店
本
町

　
尾
張
町
　
人
形
町
　
浅
草
茅
町

池
之
端
中
町
　
牛
込
神
楽
坂
上
　
麹
町
三
丁
目

　
　
　
芝
神
明
前
。

（
4
）
　
『
享
保
集
成
総
倫
録
』
に
よ
る
と
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
、
二
〇
（
一
七
三
五
）

　
　
年
、
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
の
三
回
に
亘
り
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
享
保
六
年
七

　
　
月
の
禁
令
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
覚

　
　
　
一
、
雛
八
寸
よ
り
上
無
用
た
る
べ
し
、
近
年
結
構
な
る
ひ
な
段
々
こ
れ
あ
り
候
間
、

　
　
　
　
　
次
第
を
遂
て
軽
く
仕
る
べ
き
こ
と
。

　
　
　
一
、
同
じ
く
諸
道
具
梨
地
他
は
勿
論
、
蒔
絵
無
用
に
仕
る
べ
く
候
、
上
の
道
具
た
り

　
　
　
　
　
と
も
黒
塗
に
仕
る
べ
く
候
、
金
銀
の
か
な
も
の
無
用
た
る
べ
き
こ
と
。

　
　
　
一
、
子
供
も
て
あ
そ
び
に
致
し
候
人
形
、
八
寸
よ
り
上
は
仕
出
し
申
す
ま
じ
く
候
、

　
　
　
　
　
惣
じ
て
も
て
あ
そ
び
の
作
り
も
の
の
た
ぐ
い
、
自
今
金
銀
の
彩
色
、
金
八
拉
び

　
　
　
　
　
に
純
子
等
の
衣
裳
、
又
は
人
形
類
台
に
の
せ
候
儀
、
一
つ
宛
の
せ
候
は
か
く
べ

　
　
　
　
　
つ
、
二
つ
よ
り
上
の
せ
候
作
り
も
の
無
用
に
致
し
、
す
べ
て
結
構
に
仕
る
ま
じ

　
　
　
　
　
く
候

　
　
　
右
の
通
り
來
る
寅
の
正
月
よ
り
吃
度
相
心
得
べ
く
候
。
作
り
物
の
た
ぐ
い
当
年
中
商

　
　
　
売
の
儀
は
勝
手
次
第
仕
る
べ
く
候
、
来
年
よ
り
有
合
せ
候
と
も
右
の
品
々
商
売
致
し

　
　
　
候
儀
、
停
止
た
る
べ
く
候
こ
と
。

（
5
）
　
鴻
巣
市
内
で
『
骨
董
集
』
の
土
雛
に
極
似
し
て
い
る
十
数
点
の
土
雛
が
発
見
さ
れ
て

　
　

い
る
。

（
6
）
　
『
箪
笥
』
（
小
泉
和
子
・
も
の
と
人
間
の
文
化
史
4
6
・
一
九
八
二
・
法
政
大
学
出
版

　
　
局
）
七
〇
頁
ー
八
六
頁
参
照
。

参

考

文

献

『
埼
玉
の

雛
人
形
』
（
埼
玉
県
民
俗
工
芸
調
査
報
告
書
第
六
集
・
一
九
八
八
・
埼
玉
県
立
民
俗

文
化
セ
ン
タ
ー
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
生
活
史
研
究
所

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
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The　Folding　Screen　Entitled‘‘Edo．zu（Picture　of　Edo　Town）”Owned

　　　　　　　　　by　the　National　Museum　of　Japanese　History　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　K6no・su　dolls

KolzuMI　Kazuko

　　The　bottom　of　the　5th　and　6th　panels　on　the　right　section　of　the　folding　screen

entitled“Edo－zu”owned　by　the　National　Museum　of　Japanese　History，　there　are　houses

many　dolls　are　arranged．　We　can　see　this　is　a　doll　shop　and　these　dolls　are　clay　dolls

or　papier－mach6　dolls　painted　in　red，　which　were　thought　at　that　time　for　spiritually

protecting　infants　against　smallpox．　This　place　in　the　drawing　can　be　identi丘ed　the

temple　town　of　the　Sens61i（10cated　in　Asakusa），　which　had　been　a　production　c飽ter

of　dolls　fro皿the　Edo　period　to　modern　times．　This　is　con丘rmed　by　many　locaI

historical　documents，　including　the“Edo　Kanoko”written　in　the　4th　year．　of　J6ky6

（1687）．The　early　dolls　were　of　simple　clay　and　papier・mach6．　Later，　they　were　changed

to　the　dolls　called“Hina　Ningy6”which　wore　kimono，　since　the　Ky6h6　era　at　the

begi皿ing　of　the　18th　centllry．　Because　all　the　dolls　ill　this　drawing　were　simple，　it

follows　that　the　date　of　the　scene　of　this　drawing　must　be　before　the　18th　century．

　　The　dolls　painted　in　red，　which　were丘rst　created　in　Asakusa，　later　developed　in

K6nosu　in　Bush亘（Kant6　area），　and　only　became　special　products　in　K6nosuαヵθプthey

were　Inade　of　plaster．　All　over　Bushu　including　Kumagaya，　Kawagoe，　Omiya，　Koshigaya

and　K6nosu，　they　started　producing　such“Hina　NingyO”as　a　job　during　the　farmers’

leisure　season　just　after　the　middle　of　the　17th　century．　In　K6nosu，　especially　they

developed　a　new　plaster　using　the　sawdust　in　great　supply　from　the　increased　manufacure

of　the　paulownia・wood　chests　of　drawers　in　this　area，　at　the　end　of　the　17th　celltury；

and　the　dolls　made　in　K6nosu　received　favorable　reputation．　It　may　be　that　they　had

examples　from　Edo　in　the　early　stage　because　they　kept　close　connections　with　the　Edo

people　and　produced　dolls　painted　in　red　ilnitating　those　made　in　Asakusa．　If　they　also

started　producing“Hina　Ningy6”in　K6nosu　by　the　middle　of　the　17th　century，　then

the　date　of　their　prodution　in　Asakusa　must　have　been　much　earlier．　It　means　that　the

date　of　the　scene　in　the　drawing　could　be丘xed　more　de丘nitely　as　being　before　the

middle　of　the　17th　century．
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写真1　「歴博本江戸図屏風」第五扇の人形のある家



写真3　歴博本江戸図屏風一浅OJ・仁1：川［）盲の神馬所

写真4　鴻巣の庖癒ノ＼形　明・川占代


