
は
じ
め
に

初
代
歌
川
広
重
（
歌
川
豊
広
門
人
、
安
藤
重
右
衛
門
）（
寛
政
九

年＝

一
七
九
七
年
―
安
政
五
年＝

一
八
五
八
年
）
は
、
江
戸
時
代
末

期
の
名
所
絵
師
と
し
て
名
高
い
（
１
）
。
肉
筆
画
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
広

く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
版
画
で
あ
ろ
う
。
広
重
は
、
代
表
作
で
あ
る

保
永
堂
版
『
東
海
道
五
拾
三
次
之
内
』、
渓
斎
英
泉
と
の
合
作
で
あ

る
保
永
堂
・
伊
勢
利
版
『
木
曽
海
道
（
木
曽
街
道
）
六
拾
九
次
之

内
』（
以
下
で
は
版
元
名
略
）、
晩
年
の
大
作
と
さ
れ
る
魚
栄
版
『
名

所
江
戸
百
景
』（
以
下
で
は
版
元
名
略
）
を
は
じ
め
、
数
多
く
の
作

品
を
生
み
出
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
広
重
の
名
所
絵
研
究
に
あ
た
っ
て
み
る
と
、
二
つ
の

テ
ー
マ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
一
つ
は
広
重
の
名
所
絵
の
芸
術

的
価
値
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
広
重
の
名
所
絵
に
し

ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
、
種
本
利
用
の
問
題
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

（
２
）（
３
）
。

広
重
の
名
所
絵
の
芸
術
的
価
値
を
論
じ
る
場
合
、
と
り
わ
け
よ
く

取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
構
図
の
斬
新
さ
と
配
色
・
ぼ
か
し
の

妙
で
あ
る
。

構
図
に
つ
い
て
は
、
特
に
晩
年
の
近
像
拡
大
の
技
法
が
注
目
さ
れ

て
き
た
。
こ
れ
は
、
西
洋
画
の
遠
近
法
を
も
っ
と
極
端
に
し
た
も
の

で
あ
り
、
近
く
の
対
象
物
を
画
面
か
ら
は
み
出
さ
ん
ば
か
り
に
思
い

切
り
大
き
く
描
く
（
実
際
に
は
み
出
し
て
お
り
、
画
面
の
縁
で
切
れ

て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
）
と
い
う
技
法
で
あ
る
。
そ
の
代
表
例

と
し
て
、『
名
所
江
戸
百
景
』
の
「
亀
戸
梅
屋
敷
」
や
「
深
川
洲
崎

十
万
坪
」
な
ど
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い

広
重
の
名
所
絵
に
お
け
る
背
景
モ
チ
ー
フ
の
描
法
（
上
）

堀

内

圭

子
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る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
奇
抜
と
も
言
え
る
画
面
構
成
や
風
景
の
切
り

取
り
方
は
、
当
時
の
大
衆
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
だ
け
で
な
く
、
ゴ
ッ
ホ

や
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
と
い
っ
た
西
洋
の
画
家
た
ち
を
も
驚
か
せ
、
影
響

を
与
え
た
。

配
色
・
ぼ
か
し
に
つ
い
て
は
、
空
や
水
の
色
に
つ
い
て
多
く
論
じ

ら
れ
て
き
た
。
広
重
は
、
基
本
的
に
淡
い
色
調
を
好
ん
だ
と
い
う
。

そ
う
し
た
淡
い
色
調
で
色
指
定
（
色
指
し
）
を
し
、
空
や
海
や
川
の

微
妙
な
濃
淡
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
広
重
は
、
西
洋
か
ら
入

っ
て
き
て
当
時
人
気
の
あ
っ
た
「
ベ
ロ
藍
」（
プ
ル
シ
ャ
ン
・
ブ

ル
ー
）
を
多
用
し
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

こ
と
も
、
広
重
な
ら
で
は
の
空
や
水
の
表
現
に
大
い
に
役
立
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
は
ず
の
ベ
ロ
藍
が
、「
広
重

ブ
ル
ー
」
と
し
て
逆
輸
入
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
広
重
の
配

色
・
ぼ
か
し
の
芸
術
的
価
値
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
ほ
か
、『
名
所
江
戸
百
景
』
で
は
、
構
図
や
配
色
・
ぼ
か
し

に
加
え
て
、
こ
れ
が
高
度
な
摺
り
技
術
を
駆
使
し
た
産
物
で
あ
る
こ

と
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
広
重
は
、
図
柄
や
対
象
物
に
あ

わ
せ
て
、
様
々
な
摺
り
技
法
を
指
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
浅
草

金
龍
山
」
の
雪
景
色
に
見
ら
れ
る
空
摺
り
や
、「
水
道
橋
駿
河
台
」

の
鯉
の
ぼ
り
の
鱗
の
表
現
に
使
わ
れ
て
い
る
雲
母
摺
り
な
ど
は
、
そ

の
好
例
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
様
々
な
工
夫
は
、
広
重
自

身
の
好
み
と
い
う
よ
り
、『
名
所
江
戸
百
景
』
が
刊
行
さ
れ
た
頃
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
大
ヒ
ッ
ト
し
た
保
永
堂
版
『
東
海
道
五
拾
三
次
之
内
』
か

ら
『
名
所
江
戸
百
景
』
ま
で
の
二
十
五
年
弱
の
間
に
、
浮
世
絵
技
術

は
進
歩
し
て
い
き
、
ま
た
西
洋
画
風
の
強
烈
な
色
が
一
般
大
衆
に
好

ま
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
の
変
化
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
４
）
。
浮
世
絵

師
は
、
大
衆
受
け
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
版
元
の
期
待
に
も
応
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
が
広
重
の
作
品
づ
く
り
に
影

響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
既
に
内
田
實
氏
や
鈴
木
重
三
氏
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
５
）
。

広
重
研
究
の
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
、
種
本
利
用
の
問
題
に
目
を
転

じ
て
み
よ
う
。
広
重
研
究
に
お
い
て
最
初
に
こ
の
問
題
を
指
摘
し
た

の
は
石
井
研
堂
氏
で
あ
ろ
う
か
。
石
井
氏
は
、
一
九
二
二
年
の
「
広

重
の
『
六
十
余
州
名
所
図
会
』
の
剽
窃
の
痕
」
と
題
し
た
論
文
の
中

で
、
広
重
の
こ
の
図
会
の
随
所
に
、
淵
上
旭
江
の
『
山
水
奇
観
』

（
前
編
寛
政
十
二
年＝

一
八
〇
〇
年
刊
行
、
後
編
享
和
二
年＝

一
八

〇
二
年
刊
行
）
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
図
か
ら
の
借
用
が
見
ら
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
６
）
。
広
重
に
よ
る
種
本
利
用
の
発
覚
は
こ
の

後
も
続
く
。
例
え
ば
、
保
永
堂
版
『
東
海
道
五
拾
三
次
之
内
』
や
、
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丸
清
版
『
東
海
道
』（
通
称
『
隷
書
東
海
道
』）
に
は
、
寛
政
九
年＝

一
七
九
七
年
刊
行
の
『
東
海
道
名
所
図
会
』（
秋
里
籬
島
著
・
竹
原

春
泉
斎
他
画
）
か
ら
の
図
柄
借
用
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

近
年
は
、
広
重
自
身
の
写
生
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
て
き
た
『
名

所
江
戸
名
所
百
景
』
に
も
、
長
谷
川
雪
旦
画
『
江
戸
名
所
図
会
』

（
天
保
五
年＝

一
八
三
四
年
刊
行
）
を
種
本
と
し
て
利
用
し
た
図
が

少
な
く
と
も
一
二
枚
あ
る
こ
と
が
、
大
久
保
純
一
氏
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
（
７
）
。
こ
の
『
江
戸
名
所
図
会
』
は
、
広
重
と
交
流
の
あ
っ

た
斎
藤
月
岑
が
、
祖
父
の
代
よ
り
受
け
継
い
で
編
纂
し
た
も
の
で
あ

る
。
大
久
保
氏
は
、『
名
所
江
戸
百
景
』
で
は
、
広
重
自
身
の
作
で

あ
る
版
本
、
金
幸
堂
版
『
絵
本
江
戸
土
産
』（
以
下
で
は
版
元
名
略
）

と
同
じ
場
所
が
描
か
れ
る
場
合
で
も
、『
絵
本
江
戸
土
産
』
よ
り
雪

旦
の
『
江
戸
名
所
図
会
』
の
ほ
う
に
似
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を

発
見
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
概
し
て
広
重
批
判
を
目
的
と
し
て

は
い
な
い
。
種
本
利
用
を
指
摘
し
た
初
期
の
論
文
に
は
、
そ
う
し
た

作
品
に
は
芸
術
的
価
値
を
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、

近
年
は
む
し
ろ
広
重
の
「
あ
ざ
や
か
な
翻
訳
ぶ
り
」
を
評
価
し
よ
う

と
い
う
姿
勢
が
見
ら
れ
る
（
８
）
。
著
作
権
意
識
が
低
く
、
多
く
の
浮
世
絵

師
が
同
様
の
こ
と
を
行
っ
て
い
た
時
代
背
景
を
考
え
れ
ば
、
種
本
利

用
し
た
こ
と
で
広
重
を
責
め
た
り
、
広
重
の
評
価
を
低
め
た
り
す
る

の
は
適
切
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
９
）
。
実
際
広
重
自
身
も
、
天
保
年

間
に
、
歌
川
国
貞
の
美
人
画
、
佐
野
喜
版
『
東
海
道
五
十
三
次
之

内
』
に
お
い
て
、
美
人
の
背
景
に
保
永
堂
版
『
東
海
道
五
拾
三
次
之

内
』
が
か
な
り
露
骨
に
借
用
さ
れ
て
お
り
（
１０
）
、
ま
た
嘉
永
晩
年
に
は
歌

川
國
芳
の
名
所
絵
に
広
重
の
図
を
模
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
（
１１
）
。
二
人
と
も
、
当
時
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ク
の
浮
世
絵

師
で
あ
る
（
１２
）
。
こ
の
ほ
か
、
歌
川
派
以
外
の
絵
師
た
ち
に
よ
る
模
倣
も

あ
っ
た
と
い
う
。
だ
が
当
時
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
広
重
が
怒

っ
た
と
か
、
世
間
で
問
題
視
さ
れ
た
と
か
い
う
こ
と
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
先
行
研
究
を
概
観
し
て
み
る
と
、
広
重
の
描
法
、

と
り
わ
け
、
広
重
の
名
所
絵
の
背
景
に
頻
出
す
る
描
写
対
象
（
必
ず

し
も
作
品
の
主
題
と
な
る
対
象
物＝

モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
は
い
な
い

が
、
本
稿
で
は
「
背
景
モ
チ
ー
フ
」
と
呼
ぶ
）
の
描
法
に
関
す
る
研

究
が
案
外
少
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
浮
世
絵
に
お
け
る
描
法
の
研
究

に
は
、
由
良
哲
次
氏
に
よ
る
葛
飾
北
斎
の
波
濤
の
描
法
に
関
す
る
研

究
（
一
九
六
七
年
）
や
東
洲
斎
写
楽
の
描
線
研
究
（
一
九
六
八
年
）、

中
野
志
保
氏
に
よ
る
北
斎
の
描
線
研
究
（
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
が
あ

る
が
（
１３
）
、
広
重
に
つ
い
て
は
、
配
色
と
構
図
に
注
意
が
向
け
ら
れ
が
ち
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で
あ
り
、
描
法
研
究
は
少
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。「
広
重
風

の
幾
分
癖
は
あ
る
が
簡
潔
な
描
法
（
１４
）
」
や
「
省
略
の
妙
（
１５
）
」
に
言
及
し
た

も
の
は
あ
る
が
、
描
法
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。

確
か
に
、
構
図
や
配
色
は
、
広
重
の
作
品
を
評
価
す
る
う
え
で
欠

か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
。
だ
が
、
描
法
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
殊
に
、
人
物
や
静
物
で
は
な
く
、
名
所
絵
の
よ

う
に
自
然
や
街
の
風
景
を
題
材
と
し
た
作
品
の
場
合
、
背
景
モ
チ
ー

フ
を
ど
う
描
く
か
に
よ
っ
て
、
作
品
の
全
体
的
な
印
象
は
違
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
に
、
広
重
の
描
い
た
名
所
絵
を
詳
細
に
見
て
い
く
と
、
背
景

モ
チ
ー
フ
の
描
法
も
ま
た
、
広
重
ら
し
い
名
所
絵
を
作
り
出
す
た
め

の
大
事
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ

う
し
た
描
法
の
中
に
は
、
か
な
り
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
確
立
し
た
も

の
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

広
重
研
究
で
は
、
一
般
に
、
広
重
の
最
盛
期
は
保
永
堂
版
『
東
海

道
五
拾
三
次
之
内
』
を
発
表
し
て
か
ら
約
十
年
の
間
、
す
な
わ
ち
天

保
四
、
五
年
（
三
十
七
、
八
歳
）
か
ら
天
保
十
四
年
頃
（
四
十
七
歳

頃
）
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
。
晩
年
の
『
名
所
江
戸
百
景
』
で
出
現
す

る
極
端
な
ア
ン
グ
ル
や
濃
い
色
調
に
は
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
が

う
か
が
え
る
と
の
見
方
も
出
さ
れ
て
は
い
る
が
（
１６
）
、
天
保
期
以
降
は
、

定
型
化
、
単
調
化
や
、
装
飾
画
的
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、

こ
れ
ま
で
の
広
重
研
究
の
主
流
の
見
方
で
あ
る
よ
う
だ
。
種
本
利
用

に
つ
い
て
も
、
晩
年
の
作
品
は
、
実
際
の
写
生
に
基
づ
か
な
い
弱
さ

を
露
呈
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
（
１７
）
。
だ
が
、
背
景
モ
チ
ー
フ
の
描

き
方
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
も
う
少
し
別
の
指
摘
を
で
き
そ
う
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
探
っ
て
み
た
い
。

一
、
本
稿
の
試
み

本
稿
で
は
、「
上
」、「
下
」
を
通
じ
て
、
広
重
の
名
所
絵
に
頻
出

す
る
背
景
モ
チ
ー
フ
の
描
法
に
着
目
し
、
そ
の
変
化
お
よ
び
広
重
独

自
の
描
法
（
以
下
で
は
「
広
重
流
」
と
呼
ぶ
）
の
確
立
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
こ
の
検
討
を
通
じ
て
、
広
重
の
最
盛
期
が

天
保
年
間
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。

以
下
で
は
、
具
体
的
な
例
を
あ
げ
て
描
法
を
詳
細
に
吟
味
し
て
い

く
が
、
そ
の
際
、
比
較
の
枠
組
み
と
し
て
、
次
の
二
点
を
取
り
上
げ

る
。第

一
は
、
広
重
自
身
の
年
代
比
較
で
あ
る
。
保
永
堂
版
『
東
海
道

五
拾
三
次
之
内
』
刊
行
前
の
初
期
の
作
品
か
ら
（
１８
）
、
最
盛
期
と
さ
れ
る
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保
永
堂
版
『
東
海
道
五
拾
三
次
之
内
』
以
降
の
天
保
年
間
の
作
品
、

そ
し
て
そ
の
後
の
弘
化
年
間
か
ら
安
政
五
年
、
六
十
二
歳
で
他
界
す

る
ま
で
の
作
品
を
比
較
検
討
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
１９
）
。

第
二
は
、
前
述
の
「
種
本
利
用
」
の
事
実
を
積
極
的
に
活
用
す
る

や
り
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
種
本
と
し
て
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ

る
図
と
広
重
自
身
の
図
を
比
較
し
、
同
じ
場
所
や
モ
チ
ー
フ
が
広
重

に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
描
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
。

さ
ら
に
、
広
重
が
、
特
に
初
期
に
参
考
に
し
た
と
言
わ
れ
る
�
飾
北

斎
や
、
広
重
の
属
す
る
歌
川
派
の
絵
師
た
ち
の
描
法
な
ど
も
、
適
宜

参
照
す
る
。

こ
う
し
た
作
業
に
先
立
ち
、
分
析
対
象
と
す
る
背
景
モ
チ
ー
フ
を

選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
広
重
の
名
所
絵
の
背
景
に
頻
出
す
る

モ
チ
ー
フ
と
い
っ
て
も
様
々
で
あ
る
が
、
広
重
流
の
確
立
と
い
う
こ

と
を
念
頭
に
置
く
と
、
以
下
の
三
群
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
浮
か
び
上
っ

て
く
る
。

第
一
は
、
海
と
川
に
存
在
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
海
や
川
は
広

重
の
名
所
絵
に
た
び
た
び
登
場
す
る
が
、
そ
の
際
、
海
や
川
な
ら
で

は
の
モ
チ
ー
フ
も
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ

と
し
て
、
本
稿
で
は
、
帆
掛
け
船
と
小
波
を
取
り
上
げ
る
。

第
二
は
、
天
候
に
関
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
広
重
は
、
か
つ
て

フ
ェ
ノ
ロ
サ
夫
人
に
「
霧
と
雪
と
雨
の
芸
術
家
（the

artist
ofm

ist,

snow
,

and
rain

）」
と
呼
ば
れ
、
近
年
は
大
久
保
純
一
氏
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
に
月
も
加
え
て
よ
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
２０
）
。
ま
た
内

田
實
氏
は
、
広
重
の
傑
作
は
、
月
・
雪
・
雨
の
図
に
多
い
と
指
摘
し

て
い
る
（
２１
）
。
実
際
、
広
重
の
名
所
絵
に
は
、「
…
…
雪
中
」、「
…
…
夕

照
」、「
…
…
夜
雨
」
な
ど
、
タ
イ
ト
ル
に
天
候
が
含
ま
れ
て
い
る
も

の
が
か
な
り
あ
る
（
２２
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
広
重
は
、
様
々
な
天
候
を
巧
み

に
表
現
し
た
絵
師
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
本
稿
で
は
、
降
り
し
き
る
雨

と
雪
を
取
り
上
げ
、
そ
の
描
法
を
分
析
す
る
。

第
三
は
、
空
に
存
在
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
海
や
川
と
同
様
に
、

空
は
広
重
の
名
所
絵
の
中
で
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
、
上
空
の
ぼ
か
し
下
げ
や
、

当
て
な
し
ぼ
か
し
の
雲
な
ど
、
配
色
や
ぼ
か
し
の
点
で
研
究
が
進
め

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
背
景
モ
チ
ー
フ
の
描
法
の
観
点

か
ら
広
重
の
独
自
性
を
探
っ
て
み
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
本

稿
で
は
、
連
な
っ
て
空
を
飛
ぶ
鳥
と
、
夜
空
に
咲
く
花
火
に
着
目
し
、

そ
の
描
法
を
分
析
す
る
。

こ
の
う
ち
、
本
稿
「
上
」
で
は
、
第
一
群
の
モ
チ
ー
フ
を
取
り
上

げ
る
こ
と
と
し
、
第
二
群
、
第
三
群
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
、

「
下
」
で
取
り
上
げ
る
。
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二
、
海
と
川
に
存
在
す
る
モ
チ
ー
フ

〈
帆
掛
け
船
〉

広
重
の
描
く
海
に
は
、
帆
掛
け
船
が
数
隻
浮
か
ん
で
い
る
こ
と
が

多
い
。
実
際
に
数
隻
浮
か
ん
で
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
そ
の

よ
う
に
浮
か
ば
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
海
は
よ
り
海
ら
し
く
見
え
る

で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
海
を
描
く
と
き
、
数
隻
の
帆
掛
け
船
を
浮

か
ば
せ
る
こ
と
は
、
広
重
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の

描
法
を
、
年
代
を
追
っ
て
詳
細
に
見
て
行
く
と
、
次
第
に
広
重
流
が

確
立
し
て
く
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

初
期
の
帆
掛
け
船
を
見
て
み
た
い
。
図
１
は
、
天
保
二
年
頃
（
三

十
五
歳
頃
）
の
川
正
版
・
一
幽
斎
が
き
『
東
都
名
所
』
の
「
芝
浦
汐

干
し
之
図
」
で
あ
る
。
一
幽
斎
が
き
『
東
都
名
所
』
は
、
美
人
画
等

を
手
が
け
る
絵
師
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
広
重
が
名
所
絵
師
と
し
て

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
最
初
の
作
品
と
さ
れ
る
か
ら
、
研
究

上
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
さ
て
図
１
の
中
で
、
沖
の
方

の
帆
掛
け
船
を
見
て
み
る
と
、
船
体
・
船
底
ま
で
し
っ
か
り
描
か
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
船
底
は
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
い
て
す
ぼ

ま
る
形
で
水
面
に
接
し
て
い
る
。

だ
が
そ
の
翌
年
頃
（
天
保
三
年
頃
、
三
十
六
歳
頃
）
に
刊
行
さ
れ

た
藤
彦
版
『
本
朝
名
所
』「
相
州
七
里
ヶ
浜
」
や
、
保
永
堂
版
『
東

海
道
五
拾
三
次
之
内
』（
天
保
四
―
五
年
、
三
十
七
―
八
歳
）
の

「
興
津
」
や
「
江
尻
」（
図
２
）
で
は
、
沖
の
船
の
船
底
部
分
は
略
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
っ
て
み
る
と
、
白
い
短
冊
が

海
に
突
き
刺
さ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
図
全
体
と
し
て
見

る
と
、
こ
う
し
て
略
す
こ
と
で
船
が
は
る
か
遠
方
に
位
置
す
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
、
む
し
ろ
自
然
な
感
じ
に
な
る
。

刊
行
年
が
定
か
で
な
い
が
、

天
保
初
期
頃
（
三
十
四
―
三
十

八
歳
頃
か
）
と
さ
れ
る
清
水
版

『
東
都
八
景
』
の
「
洲
崎
雪
之

朝
」
や
「
御
殿
山
春
花
」
で
も
、

沖
の
帆
掛
け
船
は
略
式
で
描
か

れ
て
い
る
。

天
保
五
年
頃
（
三
十
八
歳

頃
）（
天
保
初
期
と
す
る
も
の

も
あ
る
）
の
山
平
・
保
永
堂
版

『
近
江
八
景
之
内
』
の
「
瀬
田

夕
照
」
や
「
矢
橋
帰
帆
」
で
も

図１ 川正版・一幽斎がき『東都名所』「芝浦
汐干し之図」（部分）：
浮世絵 太田記念美術館（編）、２００５年、『歌川広重 版

画の世界とその画業』、６頁、図９
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同
様
に
、
沖
の

帆
掛
け
船
は
略

式
で
描
か
れ
て

い
る
。

天
保
九
年
頃

（
四
十
二
歳
頃
）

の
『
木
曽
海
道

六
拾
九
次
之

内
』
広
重
担
当

箇
所
で
は
、
そ

も
そ
も
海
が
少

な
く
、
そ
れ
ゆ

え
に
帆
掛
け
船
の
登
場
も
少
な
い
の
だ
が
、「
大
津
」
で
は
こ
の
略

式
帆
掛
け
船
が
登
場
し
て
い
る
。
天
保
十
二
―
十
三
年
頃
（
四
十
五

―
四
十
六
歳
頃
）
の
江
崎
版
『
東
海
道
五
十
三
次
之
内
（
行
書
東
海

道
）』
の
「
浜
松

さ
ん
ざ
の
松
」
や
「
白
須
賀
」、
丸
清
版
『
東
海

道

五
十
三
次
（
隷
書
東
海
道
）』（
嘉
永
二
年
頃
、
五
十
三
歳
頃
）

の
「
神
奈
川
」
や
「
荒
井
」（
図
３
）
で
も
、
沖
に
略
式
帆
掛
け
船

が
描
か
れ
て
い
る
。
金
幸
堂
版
の
版
本
、『
絵
本
江
戸
土
産
』
の
初

編
「
隅
田
川
堤
花
盛
」
や
二
編
「
洲
崎
弁
天
」（
い
ず
れ
も
嘉
永
三

年
、
五
十
四
歳
）
で
も
同

様
に
、
沖
の
帆
掛
け
船
は

略
式
で
あ
る
。
嘉
永
六
年

（
五
十
七
歳
）
か
ら
安
政

三
年
（
六
十
歳
）
に
か
け

て
刊
行
さ
れ
た
越
平
版

『
六
十
余
州
名
所
図
会
』

（
以
下
で
は
版
元
名
略
）

の
「
摂
津
、
住
よ
し
、
出

見
の
は
ま
」
の
沖
に
も
広

重
流
の
略
式
帆
掛
け
船
が

描
か
れ
て
い
る
。
晩
年
の

『
名
所
江
戸
百
景
』（
安
政
三
年
―
五
年
、
六
十
―
六
十
二
歳
）
で
も
、

「
霞
か
せ
き
」「
砂
む
ら
元
八
ま
ん
」、「
高
輪
う
し
ま
ち
」
な
ど
に
、

略
式
帆
掛
け
船
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、『
六
十
余
州
名
所
図
会
』
の
「
和
泉

高
師
の
浜
」
の
沖

で
は
、
帆
掛
け
船
は
、
短
冊
と
い
う
よ
り
は
、
下
が
鋭
角
の
、
や
や

歪
ん
だ
三
角
形
が
水
中
に
さ
さ
る
感
じ
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
、
鳥
瞰
図
の
視
点
を
取
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
保
永

堂
版
『
東
海
道
五
拾
三
次
之
内
』（
天
保
四
―
五
年
、
三
十
七
―
八

図２ 保水堂版『東海道五拾三次之内』「江尻」
（部分）：
静岡県立美術館（編）、１９９４年、『東海道五捨三次 －保

水堂版・隷書東海道』、２８頁、図１９（上）

図３ 丸清版『東海道 五十三次（隷書東海
道）』「荒井」（部分）：
静岡県立美術館（編）、１９９４年、『東海道五捨三次 －保

水堂版・隷書東海道』、４１頁、図３２（下）
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歳
）
の
頃
に
確
立
し
た
と
思
わ
れ
る
略
式
帆
掛
け
船
の
変
形
と
み
て

よ
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
こ
う
し
た
略
式
帆
掛
け
船
は
、
広
重
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
描
法
な
の
だ
ろ
う
か
。

北
斎
の
名
所
絵
に
あ
た
っ
て
み
る
と
、
享
和
―
文
化
初
期
の
「
海

辺
の
社
前
」
の
沖
に
、
略
式
帆
掛
け
船
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
（
図
４
）。
洋
風
版
画
の
「
金
沢
八
景
」（
文
化
前
期
）
や
「
鎌

倉
の
里
」（
文
化
前
期
）（
図
５
）、
あ
る
い
は
伊
勢
利
版
『
東
海
道

五
十
三
次

絵
本
駅
路
鈴
』（
文
化
中
期
頃
）
の
「
舞
坂
」
や
「
白

須
賀
」
の
沖
に
も
、
短
冊
形
の
略
式
の
帆
掛
け
船
が
あ
る
。「
海
辺

の
社
前
」（
前
掲
図
４
）
の
よ
う
に
、
船
が
水
平
線
よ
り
手
前
に
あ

る
場
合
は
、
水
中
に
突
き
刺
さ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、「
鎌
倉

の
里
」（
前
掲
図
５
）
の
よ
う
に
、
船
が
水
平
線
上
に
あ
る
場
合
は
、

垂
直
に
立
ち
上
が
る
よ
う
な
形
で
描
か
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
時
代
を
遡
っ
て
、『
東
海
道
名
所
図
会
』
を
見
て
み
た
い
。

帆
掛
け
船
は
様
々
な
タ
ッ
チ
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
広
重
や

北
斎
の
描
法
と
似
た
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
例
え
ば
、

「
比
叡
山

四
明
嶽
」
や
「
村
松

久
能
寺
」（
図
６
）
の
沖
に
浮

か
ぶ
帆
掛
け
船
は
、
短
冊
の
よ
う

な
も
の
が
水
中
に
突
き
刺
さ
る
形

で
描
か
れ
て
い
る
（
２３
）
。

こ
れ
ら
の
作
品
を
概
観
す
る
と
、

広
重
は
、
北
斎
の
描
法
や
『
東
海

道
名
所
図
会
』
の
描
法
を
参
考
に

し
て
、
帆
掛
け
船
を
描
く
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

略
式
帆
掛
け
船
の
描
法
を
広
重
流

図４ �飾北斎画、「海辺の社前」（部分）：
東京国立博物館蔵 Image : TNM Image Archives
Source : http : //TnmArchives.jp/

図５ �飾北斎画、「鎌倉の里」（部分）：
ボストン美術館蔵 Photograph � [June 20, 2006] Mu-
seum of Fine Arts, Boston
Katsushika Hokusai, Japanese, 1760−1849
A View of Enoshima Bay (detail)
Japanese, Edo period
Woodblock print (nishiki-e) ; ink and color on paper
Horizontal kokonotsugiri
Museum of Fine Arts, Boston
William Sturgis Bigelow Collection
11.16762
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と
呼
ぶ
の
は
適
切

で
な
い
か
も
し
れ

な
い
。

だ
が
、
さ
ら
に

細
か
く
見
て
い
く

と
、
北
斎
の
作
品

や
『
東
海
道
名
所

図
会
』
に
描
か
れ

て
い
る
帆
掛
け
船

と
、
広
重
流
の
略

式
帆
掛
け
船
に
は

違
い
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
北
斎
や
『
東
海
道
名
所
図
会
』
で
は
、
水
中

に
突
き
刺
さ
る
か
の
よ
う
に
帆
を
描
く
と
き
、
帆
の
形
が
カ
ー
ブ
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、
広
重
の
帆
は
長
方
形
に
近
い
と
い
う
点
で
あ

る
。前

述
の
と
お
り
、
北
斎
の
場
合
、
水
平
線
上
に
あ
る
帆
掛
け
船
は
、

ほ
ぼ
長
方
形
に
描
い
て
い
た
（
前
掲
図
５
）。
こ
れ
ら
に
倣
っ
た
も

の
か
否
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、
広
重
の
場
合
も
、
水
平
線
上
の
帆

掛
け
船
を
長
方
形
に
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
初
期
か
ら
試
み
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
名
所
絵
師
と
し
て
名
を
あ
げ
る
前
、
文
政
四
、
五
年

頃
の
作
と
さ
れ
る
美
人
画
『
今
様
弁
天
尽
く
し
』
の
「
竹
生
島
」
や

「
ハ
子
ダ
」
の
背
景
に
小
さ
く
描
か
れ
た
コ
マ
絵
の
中
に
、
早
く
も

こ
の
描
法
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
水
平
線
よ
り
手
前
の
帆
掛
け
船
を
長
方
形
で
表
現
す
る
の

は
、『
本
朝
名
所
』
の
頃
以
降
の
広
重
に
特
有
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

帆
掛
け
船
の
帆
は
、
幾
分
カ
ー
ブ
し
て
い
る
の
が
正
し
い
。
だ
が
、

直
線
か
ら
成
る
長
方
形
と
し
て
描
く
ほ
う
が
、
簡
潔
で
さ
っ
ぱ
り
と

し
た
感
じ
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
沖
の

帆
掛
け
船
を
こ
の
よ
う
に
思
い
切
り
簡
略
化
す
る
こ
と
で
、
詳
細
に

描
か
れ
た
手
前
の
帆
掛
け
船
と
の
遠
近
関
係
が
よ
り
明
白
に
な
る
。

あ
る
程
度
大
き
く
描
い
た
と
し
て
も
、
遠
く
に
位
置
す
る
こ
と
が
わ

か
る
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
広
重
の
後
期
の
作
品
で
も
、
沖
の
帆
掛
け
船
は
、
全

て
略
式
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
中
に
は
、
略
さ
ず
船
底
ま
で

描
い
て
あ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
長
方
形
で
表
現
す
る
場
合
で
も
、

長
方
形
か
ら
突
き
出
る
よ
う
な
形
で
帆
柱
の
先
端
部
分
を
描
い
て
い

る
も
の
も
あ
る
。
広
重
は
、
長
方
形
で
表
現
す
る
と
い
う
略
式
の
描

法
を
確
立
し
た
後
も
、
こ
れ
に
固
執
す
る
こ
と
は
な
く
、
場
面
ご
と

図６ 竹原春泉斎他画、『東海道名所図会』よ
り、「村松 久能寺」（部分）：
新典社、１９８４年、『東海道名所図会 二』、９５頁
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に
、
略
式
が
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
を
考
え
て
、
こ
の
描
法
を
用
い

た
り
用
い
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
ア
レ
ン
ジ
し
た
り
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
。

〈
小
波
〉

海
で
あ
れ
、
川
で
あ
れ
、
広
重
の
名
所
絵
に
波
は
付
き
物
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
広
重
は
元
来
激
し
い
も
の
を
好
ま
な
い
か
ら
（
２４
）
、
背
景
モ

チ
ー
フ
と
し
て
描
く
場
合
の
波
は
、
大
概
小
波
で
あ
る
。
北
斎
と
は

違
っ
て
、
し
ぶ
き
が
飛
び
散
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
少
な
い
。
だ
か

ら
、
画
面
の
上
で
は
さ
ほ
ど
目
立
た
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
細

か
く
見
て
い
く
と
、
小
波
の
描
法
も
、
年
を
追
っ
て
微
妙
に
変
化
し

て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ず
、
天
保
三
年
頃
（
三
十
六
歳
頃
）
の
刊
行
と
さ
れ
る
藤
彦
版

『
本
朝
名
所
』「
相
州
七
里
ヶ
浜
」
を
見
て
み
る
と
、
手
前
の
波
は
大

波
だ
が
、
岸
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
の
波
は
小
波
で
あ
る
。
こ
の

作
品
で
は
、
小
波
は
、
下
に
凸
の
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
を
、
い
く
ぶ
ん

斜
め
に
し
て
数
多
く
平
行
に
描
き
込
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
て
い
る
。

川
正
版
『
京
都
名
所
之
内
』（
天
保
五
年
、
三
十
八
歳
）
の
「
淀

川
」（
図
７
）
の
波
は
、
上
に
凸
の
非
常
に
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
で
描

か
れ
て
い
る
。
波
の
う
ね
り
は
、
こ
の
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
を
ほ
ぼ
平

行
に
何
本
も
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。

だ
が
、
同
時
期
（
天
保
四
―
五
年
、
三
十
七
―
八
歳
）
の
保
永
堂

版
『
東
海
道
五
拾
三
次
之
内
』
で
は
、「
荒
井
」（
図
８
）
や
「
府

中
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
先
の
幾
分
角
張
っ
た
波
が
描
か
れ
て
い

る
。
百
五
、
六
十
度
ぐ
ら
い
の
鈍
角
を
作
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
こ

で
、
単
に
先
の
「
淀
川
」
の
波
の
方
が
穏
や
か
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
推
測
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
同
シ
リ
ー
ズ
の

「
桑
名
」
を
見
て
み
る
と
、
手
前
の
波
は
先
の
「
淀
川
」
を
思
わ
せ

る
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
で

は
、
先
が
尖
っ
て
い
る
（
図
９
）。
つ
ま
り
、
遠
近
の
描
き
分
け
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

天
保
九
―
十
年
頃
（
四
十
二
―
四
十
三
歳
頃
）
の
刊
行
と
さ
れ
る

（
天
保
前
―
中
期
の
刊
行
と
す
る
も
の
も
あ
る
）
藤
彦
版
『
本
朝
名

所
』「
大
坂
天
保
山
」
に
描
か
れ
た
波
に
も
、
同
様
の
遠
近
描
き
分

け
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
、
ま
だ
一
つ
の
描
法
と
し
て
確
立
し
て

は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
天
保
十
二
―
十
三
年
頃
（
四
十
五
―

四
十
六
歳
頃
）
の
江
崎
版
『
東
海
道
五
十
三
次
之
内
（
行
書
東
海

道
）』
を
見
る
と
、
小
波
の
表
現
は
様
々
で
あ
る
。「
荒
井
」
や
「
見
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附
」
の
波
は
、
先
が
尖
る
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
遠
近
の
描
き
分
け

が
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
が
、
丸
清
版
『
東
海
道

五
十
三
次
（
隷
書
東
海
道
）』（
嘉

永
二
年
頃
、
五
十
三
歳
頃
）
に
な
る
と
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
シ

リ
ー
ズ
で
は
、「
川
崎
」（
図
１０
）
や
「
小
田
原
」
な
ど
、
多
く
の
図

の
中
で
、
小
波
の
遠
近
描
き
分
け
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
描
き
分
け
と

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
保
永
堂
版
『
東
海
道
五
拾
三
次
之
内
』
の
「
桑
名
」
に
描

か
れ
て
い
た
、
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
の
波
の
描
法
が
、
手
前
の
波
に

適
用
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
百
五
、
六
十
度
程
度
の
鈍
角
を
作
る
折
れ

線
（
あ
る
い
は
二
本
の
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
）
が
手
前
の
波
と
し
て
描

か
れ
る
。
さ
ら
に
、
手
前
の
波
に
は
、
下
に
凸
の
緩
や
か
な
一
筋
の

カ
ー
ブ
が
添
え
ら
れ
る
。
離
れ
た
と
こ
ろ
の
波
は
ど
う
か
と
い
う
と
、

下
に
凸
の
、
ほ
と
ん
ど
直
線
の
よ
う
な
極
め
て
緩
や
か
な
一
筋
の

カ
ー
ブ
を
何
本
か
描
き
入
れ
る
こ
と
で
表
現
さ
れ
る
。

晩
年
の
『
名
所
江
戸
百
景
』（
安
政
三
年
―
五
年
、
六
十
―
六
十

図９ 保水堂版『東海道五捨三次之
内』「桑名」（部分）：
静岡県立美術館（編）、１９９４年、『東海道五捨
三次 －保水堂版・隷書東海道』、５２頁、図４

３（上）

図８ 保水堂版『東海道五捨三次之内』「荒井」
（部分）：
静岡県立美術館（編）、１９９４年、『東海道五捨三次 －保

水堂版・隷書東海道』、４１頁、図３２（下）

図７ 川正版『京都名所之内』「淀川」（部
分）：
浮世絵 太田記念美術館（編）、２００５年、『歌川広重 版

画の世界とその画業』、２２頁、図４３

70



二
歳
）
で
も
、
こ
の
描
法
は
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
描
法
は
、「
山

下
町
日
比
谷
外
さ
く
ら
田
」、「
み
つ
ま
た
は
か
れ
の
淵
」、「
中
川

口
」、「
木
母
寺
内
川
御
前
栽
畑
」
等
に
見
ら
れ
る
（
２５
）
。
こ
れ
が
、
広
重

流
の
小
波
の
完
成
し
た
姿
な
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
小
波
の
描
法
は
年
月
を
経
て
変
化
し
て
き
た
わ
け

だ
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
広
重
に
固
有
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
ま
ず
、
広
重
が
川
正
版
『
京
都
名
所
之
内
』「
淀
川
」
を
制
作
す

る
際
、
種
本
に
し
た
と
さ
れ
る
（
内
田
氏
前
掲
書
に
よ
る
）、『
都
名

所
図
会
』「
淀
」（
秋

里
利
籬
島
著
、
竹
原

春
泉
斎
画
、
安
永
九

年＝
一
七
八
〇
年
）

に
あ
た
っ
て
み
る
と
、

波
は
、
緩
や
か
な

カ
ー
ブ
を
幾
重
に
も

重
ね
る
こ
と
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

広
重
の
「
淀
川
」
の

波
は
こ
れ
と
よ
く
似

て
い
る
。

次
に
、『
東
海
道
名
所
図
会
』（
寛
政
九
年＝

一
七
九
七
年
）
に
あ

た
っ
て
み
た
い
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
波
は
、
緩
や
か
に
う
ね
る

よ
う
な
カ
ー
ブ
を
幾
重
に
も
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る

場
合
が
多
い
の
だ
が
、
一
部
の
図
に
、
シ
ン
プ
ル
な
鈍
角
の
折
れ
線

描
写
が
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
描
き
込
み
の
細
か
さ
の
程
度
に
よ
っ

て
遠
近
関
係
を
表
現
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。「
勢
田
橋
」（
図
１１
）

や
「
桑
名
渡
口
」
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
広
重
の
遠
近
描
き
分
け
は

こ
れ
と
若
干
似
て
い
る
。

北
斎
の
名
所
絵
に
お
い
て
も
、
小
波
の
場
合
は
、
上
に
凸
の
緩
や

か
な
カ
ー
ブ
を
幾
重
に
も
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ

図１０ 丸清版『東海道 五十三次（隷書東海
道）』「川崎」（部分）：
静岡県立美術館（編）、１９９４年、『東海道五捨三次 －保

水堂版・隷書東海道』、１２頁、図３（下）

図１１ 竹原春泉斎他画、『東海道名
所図会』より、「勢田橋」（部
分）：
新典社、１９８４年、『東海道名所図会 一』、

１９４頁

71



と
が
多
い
よ

う
で
あ
る
。

だ
が
、
中
に

は
、
鈍
角
の

折
れ
線
（
あ

る
い
は
二
本

の
カ
ー
ブ
）

に
近
い
も
の

が
描
か
れ
て

い
る
こ
と
も

あ

る
。『
伝

神
開
手

北

斎
漫
画
』「
五
編
」（
文
化
十
三
年
）（
図
１２
）
や
、
伊
勢
利
版
『
東

海
道
五
十
三
次

絵
本
駅
路
鈴
』（
文
化
中
期
頃
）
の
「
興
津
」
や

「
荒
井
」
に
、
鈍
角
で
表
さ
れ
た
小
波
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
同
シ
リ
ー
ズ
の
「
舞
坂
」
や
「
宮
」
で
は
、
広
重
の
保
永
堂
版

『
東
海
道
五
拾
三
次
之
内
』「
桑
名
」
と
同
種
の
遠
近
描
き
分
け
が
見

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
岸
付
近
の
波
は
上
に
凸
の
比
較
的
緩
や
か
な

カ
ー
ブ
を
描
い
て
い
る
の
に
対
し
、
岸
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
の
波
は
、

先
が
少
し
角
張
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
（
２６
）
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
広
重
流
の
小
波
の
描
法
は
、
北
斎
や
『
東

海
道
名
所
図
会
』
等
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
る
こ

と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
我
々
は
、
北
斎
の
小
波
や
『
東
海

道
名
所
図
会
』
の
小
波
と
広
重
の
そ
れ
と
を
見
比
べ
る
と
き
、
か
な

り
違
っ
た
印
象
を
持
ち
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
っ
き
り
し
て
い
て

爽
や
か
と
感
じ
る
か
、
淡
白
で
物
足
り
な
い
と
感
じ
る
か
は
、
意
見

の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
広
重
の

描
く
小
波
の
ほ
う
が
よ
り
シ
ン
プ
ル
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
広
重
が
小
波
を
必
要
最
低
限
し
か
描
き
入
れ
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
改
め
て
広
重
の
描
い
た
小
波
を

眺
め
て
み
る
と
、
鈍
角
の
折
れ
線
で
あ
れ
、
下
に
凸
の
一
筋
の
カ
ー

ブ
で
あ
れ
、
基
本
的
に
、
船
な
ど
の
、
明
ら
か
に
水
面
を
波
立
た
せ

る
と
考
え
ら
れ
る
物
体
が
存
在
す
る
場
所
付
近
に
し
か
、
描
か
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
北
斎
や
『
東
海
道
名
所
図
会
』
の
小
波

は
、
船
が
あ
る
場
所
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
何
も
な
さ
そ
う
な
水
面

に
も
描
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
（
２７
）
。『
都
名
所
図
会
』
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
広
重
の
『
京
都
名
所
之
内
』「
淀
川
」
と
、『
都
名
所

図
会
』「
淀
」
を
見
比
べ
て
も
わ
か
る
。

水
面
に
小
波
を
描
く
と
き
は
、
複
雑
な
描
線
は
用
い
ず
、
基
本
的

図１２ �飾北斎画、『伝神開手 北斎漫画』「五
編」（部分）：
浦上満氏蔵、日本経済新聞社、２００５年、『北斎展』、１６４

頁、図２３０
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に
、
鈍
角
の
折
れ
線
と
、
緩
や
か
な
一
本
カ
ー
ブ
の
み
を
用
い
る
。

し
か
も
、
そ
れ
ら
は
必
要
最
低
限
の
箇
所
に
し
か
描
き
入
れ
な
い
。

こ
れ
が
広
重
の
小
波
表
現
の
ル
ー
ル
な
の
だ
ろ
う
。
広
重
自
身
は
こ

の
ル
ー
ル
を
意
識
的
に
用
い
て
は
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
、
広
重
ら
し
い
小
波
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ

た
よ
う
に
思
え
る
（
２８
）
。（「
下
」
に
続
く
。）

付
記

本
稿
「
上
」
に
お
い
て
、
太
田
記
念
美
術
館
、
静
岡
県
立
美
術
館
、

日
本
経
済
新
聞
社
、
Ｔ
Ｎ
Ｍ
イ
メ
ー
ジ
ア
ー
カ
イ
ブ
、
ボ
ス
ト
ン
美

術
館
、
株
式
会
社
新
典
社
、
浦
上
満
氏
（
以
上
、
掲
載
順
）
よ
り
図

版
掲
載
の
ご
許
可
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。

注

（
１
）

名
所
絵
と
は
、
元
来
、
古
く
か
ら
名
の
あ
る
土
地
を
描
く
も
の
で

あ
り
、
多
く
は
歌
に
詠
ま
れ
る
土
地
の
絵
で
あ
る
が
、
浮
世
絵
に
お

け
る
名
所
絵
は
こ
れ
と
は
異
質
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
風
景
画
で
あ
る

と
い
う
（
例
え
ば
、
神
谷
浩
、
二
〇
〇
〇
年
、「
風
景
画
考
」、『
浮

世
絵
芸
術
』、
一
三
六
号
、
三
―
一
五
頁
）。
内
田
實
氏
の
『
広
重
』

（
一
九
三
二
年
、
岩
波
書
店
）
や
鈴
木
重
三
氏
の
『
広
重
』（
一
九
七

〇
年
、
日
本
経
済
新
聞
社
）
に
お
い
て
も
、
広
重
の
名
所
絵
は
「
風

景
画
」
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
浮
世
絵
の
風
景
画
は
、
何
気
な
い
景

色
を
描
く
現
代
の
風
景
画
と
は
異
な
る
と
の
指
摘
（
神
谷
浩
・
折
井

貴
恵
、
二
〇
〇
六
年
、「
歌
川
広
重
」
小
林
忠
（
監
修
）『
浮
世
絵
師

列
伝
』、
一
三
〇
頁
）
も
あ
る
。
た
し
か
に
、
広
重
の
作
品
に
は
、

当
時
の
有
名
ス
ポ
ッ
ト
や
人
気
ス
ポ
ッ
ト
を
選
ん
で
描
い
た
も
の
が

多
く
、
無
名
の
土
地
を
描
い
た
も
の
は
少
な
い
。
ま
た
、『
近
江
八

景
之
内
』
の
よ
う
に
、
歌
に
詠
ま
れ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
描
い
た
作

品
（
八
図
全
て
に
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
）
や
、
王
子
稲
荷
の
狐
火
の

図
の
よ
う
に
、
言
い
伝
え
を
描
い
た
作
品
も
あ
る
。
広
重
自
身
は
、

「
風
景
」
を
描
き
つ
つ
も
、
や
は
り
自
分
の
描
く
作
品
を
「
名
所
絵
」

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
も
の
と
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

本
稿
で
は
神
谷
氏
・
折
井
氏
に
な
ら
い
、「
名
所
絵
」
と
い
う
こ
と

ば
を
用
い
る
。

（
２
）

こ
の
問
題
を
扱
っ
た
研
究
で
は
、「
種
本
利
用
」
と
い
う
こ
と
ば

の
ほ
か
に
、「
再
構
成
」
か
ら
「
借
用
」、「
模
倣
」、
さ
ら
に
は
「
剽

窃
」
に
至
る
ま
で
、
様
々
な
こ
と
ば
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

論
者
の
価
値
観
や
と
ら
え
方
に
よ
っ
て
変
わ
る
の
だ
が
、
本
稿
で
は
、

比
較
的
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
あ
り
、
か
つ
こ
れ
ま
で
の
広
重
研
究
で
多

く
用
い
ら
れ
て
い
る
「
種
本
利
用
」
お
よ
び
「
図
柄
借
用
」
と
い
う

こ
と
ば
を
用
い
る
。
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（
３
）

広
重
研
究
と
し
て
は
、
最
近
で
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
制
作
の

背
景
や
作
画
動
機
に
関
す
る
研
究
（
原
信
田
実
、
二
〇
〇
五
年
、

「
新
釈
『
名
所
江
戸
百
景
』」、『
浮
世
絵
芸
術
』、
一
五
〇
号
、
八
五

―
九
四
頁
）
が
あ
る
。

（
４
）

内
田
實
氏
前
掲
書
に
よ
る
。

（
５
）

内
田
實
氏
前
掲
書
お
よ
び
鈴
木
重
三
氏
前
掲
書
に
よ
る
。

（
６
）
『
中
央
美
術
』、
八
二
号
、
八
九
―
九
五
頁
。

（
７
）

一
九
八
六
年
、「
広
重
風
景
版
画
に
お
け
る
種
本
利
用
の
諸
相
に

つ
い
て
」、『
名
古
屋
大
学
文
学
部

研
究
論
集
』X

C
V

I

哲
学
三

二
、
一
〇
五
―
一
二
一
頁
。

（
８
）

鈴
木
重
三
氏
前
掲
書
に
よ
る
。

（
９
）

広
重
の
あ
か
ら
さ
ま
な
種
本
利
用
が
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と

の
理
由
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
利
用
し
た
も
の
が
主
と
し
て

地
誌
的
な
図
会
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
と
、
名

所
絵
で
あ
る
か
ら
な
お
さ
ら
問
題
に
な
り
に
く
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

地
誌
的
な
図
会
は
モ
ノ
ク
ロ
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
お
そ
ら
く

今
日
の
写
真
に
準
ず
る
も
の
で
あ
り
、
写
実
を
重
視
す
る
広
重
に
と

っ
て
は
貴
重
な
資
料
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
人
や
牛
な
ど
の
モ

チ
ー
フ
を
借
用
す
る
場
合
を
除
け
ば
、
絵
画
作
品
を
真
似
す
る
と
い

う
よ
り
は
、
写
真
を
見
て
描
く
と
い
う
感
覚
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
葛
飾
北
斎
も
、
行
っ
た
こ
と
の
な
い
琉
球
の
名
所
絵

『
琉
球
八
景
』
の
制
作
に
あ
た
っ
て
は
、
地
誌
的
な
図
会
『
琉
球
国

志
略
』
を
利
用
し
た
こ
と
が
近
年
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
渓

斎
英
泉
も
ま
た
、『
木
曽
海
道
六
拾
九
次
之
内
』「
鵜
沼
ノ
驛
従
犬
山

遠
望
」
で
は
『
木
曽
路
名
所
図
会
』「
犬
山
針
綱
神
社
」
の
上
部
を

借
用
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
当
時
こ
れ
ら
が
問
題

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
浮
世
絵
誕
生
以
前
の
日
本
の
絵
画
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み

る
と
、
名
所
絵
は
、
元
来
、
先
例
と
な
る
パ
タ
ー
ン
を
も
と
に
し
て

描
く
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
現
地
に
行
っ
て
写
生
す
る
こ
と
は
稀
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
（
武
田
恒
夫
、
一
九
九
〇
年
、『
日
本
絵
画
と
歳

時

景
物
画
史
論
』、
ぺ
り
か
ん
社
）。
自
ら
出
か
け
た
場
合
で
も
、

先
例
と
同
じ
場
所
を
選
ん
だ
な
ら
ば
、
見
栄
え
の
す
る
ア
ン
グ
ル
や

構
図
は
似
て
く
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
浮
世
絵

で
も
、
人
物
や
風
俗
を
描
い
た
奥
村
政
信
や
喜
多
川
歌
麿
な
ど
は
、

他
の
絵
師
た
ち
に
真
似
さ
れ
た
と
い
っ
て
怒
っ
た
こ
と
が
記
録
に
残

っ
て
い
る
（
小
林
忠
、
二
〇
〇
二
年
、『
浮
世
絵
を
楽
し
む
』、
精
興

社
）。
北
斎
の
場
合
も
、
批
判
に
対
す
る
返
答
と
思
わ
れ
る
あ
る
手

紙
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
二
〇
〇
五
年
、『
北
斎
展
』、
二
七
五
頁
お

よ
び
三
六
五
頁
）
を
見
る
と
、
図
柄
借
用
し
た
こ
と
を
非
難
さ
れ
、

そ
れ
に
対
し
て
返
答
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
が
、
そ
の
際
も
、

名
所
絵
で
あ
る
前
述
の
『
琉
球
八
景
』
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
種
本
利
用
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
即
断
は

避
け
る
べ
き
で
あ
り
、
改
め
て
慎
重
に
検
討
し
た
い
。

（
１０
）

鈴
木
重
三
氏
前
掲
書
に
よ
る
。
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（
１１
）

内
田
實
氏
前
掲
書
に
よ
る
。

（
１２
）

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
年
）
の
浮
世
絵
師
人
気
番
付
で
は
、
国
貞

（
三
代
歌
川
豊
国
）
が
一
位
、
国
芳
が
二
位
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ

の
と
き
広
重
は
三
位
で
あ
っ
た
。

（
１３
）

由
良
哲
次
、
一
九
六
七
年
、「
北
斎
に
お
け
る
波
濤
の
系
譜

―

北
斎
芸
術
の
一
考
察
―
」、『
浮
世
絵
芸
術
』、
一
号
、
八
―
二
七
頁
。

由
良
哲
次
、
一
九
六
八
年
、「
写
楽
の
描
線
に
つ
い
て
の
研
究
」、

『
浮
世
絵
芸
術
』、
一
九
号
、
三
四
―
五
二
頁
。
中
野
志
保
、
二
〇
〇

五
年
、「
上
方
浮
世
絵
と
北
斎

―
そ
の
影
響
を
読
本
挿
絵
と
役
者

絵
か
ら
検
証
す
る
―
」、『
浮
世
絵
芸
術
』、
一
五
〇
号
、
四
一
―
五

七
頁
。

（
１４
）

鈴
木
重
三
氏
前
掲
書
に
よ
る
。

（
１５
）

安
村
敏
信
・
岩
崎
均
史
、
二
〇
〇
〇
年
、『
広
重
と
歩
こ
う

東

海
道
五
十
三
次
』
小
学
館
。

（
１６
）

永
田
生
慈
、
二
〇
〇
三
年
、「
広
重
の
閲
歴
と
『
名
所
江
戸
百

景
』」、『
名
所
江
戸
百
景

新
・
今
昔
対
照
』、
太
田
記
念
美
術
館
、

六
九
―
七
〇
頁
。

（
１７
）

鈴
木
重
三
氏
前
掲
書
に
よ
る
。

（
１８
）

本
稿
で
「
初
期
」
と
言
う
と
き
は
、
名
所
絵
師
と
し
て
の
初
期
を

指
す
。
な
お
、
本
稿
で
紹
介
す
る
作
品
の
刊
行
年
お
よ
び
広
重
の
年

齢
は
基
本
的
に
鈴
木
氏
（
前
掲
書
）
に
よ
っ
た
が
、
後
の
資
料
・
文

献
等
で
異
な
る
刊
行
年
が
示
さ
れ
て
い
た
場
合
は
併
記
し
た
。

（
１９
）

本
稿
で
取
り
上
げ
た
作
品
の
う
ち
、
晩
年
の
版
本
『
絵
本
江
戸
土

産
』
と
『
名
所
江
戸
百
景
』
に
つ
い
て
は
、
二
代
広
重
作
と
さ
れ
て

い
る
も
の
と
、
二
代
広
重
作
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

分
析
対
象
か
ら
除
い
た
。

（
２０
）

二
〇
〇
二
年
、「
月
の
画
家
、
広
重
」、『
浮
世
絵
芸
術
』
一
四
二

号
、
九
―
一
四
頁
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
広
重
は
し
ば
し
ば
「
月
の
絵

師
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
２１
）

内
田
實
氏
前
掲
書
に
よ
る
。

（
２２
）
『
近
江
八
景
之
内
』
や
『
江
戸
近
郊
八
景
之
内
』
の
よ
う
な
八
景

物
（
中
国
の
「
瀟
湘
八
景
』
に
由
来
す
る
）
の
場
合
は
、
原
則
と
し

て
「
…
…
夕
照
」
や
「
…
…
夜
雨
」
を
含
む
こ
と
に
な
る
。

（
２３
）

略
式
帆
掛
け
船
の
描
法
は
、
さ
ら
に
時
代
を
遡
る
こ
と
が
で
き
そ

う
で
あ
る
。
天
明
五
年＝

一
七
八
五
年
、
鍬
形
�
斎
（
北
尾
政
美
）

の
『
江
戸
名
所
図
会
』
の
中
に
も
、
小
さ
な
短
冊
が
水
中
に
突
き
刺

さ
る
よ
う
な
形
で
沖
の
船
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

（
２４
）

内
田
實
氏
前
掲
書
に
は
、「
広
重
に
は
、
陰
鬱
な
も
の
、
冷
た
い

も
の
、
強
い
も
の
な
ど
は
描
け
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
彼
の
性
情
に
、

持
合
せ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」（
一
八
九
頁
）
と
あ
る
。

（
２５
）

こ
こ
に
あ
げ
た
描
法
の
ほ
か
、
紙
面
に
筆
を
軽
く
置
い
て
い
く
よ

う
な
タ
ッ
チ
で
数
多
く
小
波
を
描
い
た
も
の
も
あ
る
。
山
平
・
保
永

堂
版
『
近
江
八
景
之
内
』（
天
保
五
年
頃
、
三
十
八
歳
頃
）
の
「
瀬

田
夕
照
」
や
「
矢
橋
帰
帆
」
な
ど
の
小
波
が
そ
う
で
あ
る
。
晩
年
の

作
品
で
は
、『
名
所
江
戸
百
景
』
の
「
赤
坂
桐
畑
」（
安
政
三
年
、
六

十
歳
）
や
「
上
野
山
内
月
の
ま
つ
」（
安
政
四
年
、
六
十
一
歳
）
に
、
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こ
の
描
法
の
小
波
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
描
法
は
特
に
広
重
流

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、『
東
海
道
名
所
図
会
』
の
中
に
も
し
ば
し

ば
見
受
け
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
描
法
を
生
か
せ
る
の
は
、

概
し
て
、
鳥
瞰
図
的
な
視
点
を
取
り
、
な
お
か
つ
、
か
な
り
の
遠
景

で
あ
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
、
鳥
瞰
図
の
多
く
な
い
広
重

の
名
所
絵
に
お
い
て
は
、
こ
の
描
法
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
２６
）

さ
ら
に
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
喜
多
川
歌
磨
の
「
両
国
橋
」

（
近
江
屋
権
九
郎
版
、
寛
政
七
―
八
年
頃＝

一
七
九
五
―
一
七
九
六

年
頃
）
の
背
景
に
、
こ
れ
と
似
た
波
の
描
き
分
け
が
見
ら
れ
る
。

（
２７
）

例
外
的
に
、
北
斎
の
門
人
、
昇
亭
北
寿
の
「
東
都
日
本
橋
風
景
」

で
は
、
船
が
浮
か
ぶ
箇
所
付
近
に
し
か
波
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
図
に
お
い
て
は
、
波
は
、
緩
や
か
な
カ
ー
ブ
を
幾
重
に

も
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
広
重
流
と
呼

ん
だ
も
の
と
は
異
な
る
。

（
２８
）

も
っ
と
も
、
広
重
の
場
合
で
も
、
背
景
モ
チ
ー
フ
と
し
て
で
は
な

く
、
絵
の
主
題
と
し
て
波
を
描
く
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

『
六
十
余
州
名
所
図
会
』
の
「
隠
岐

焚
火
の
社
」、「
土
佐

海
上

松
魚
波
」
や
、「
阿
波
鳴
門
之
風
景
」
な
ど
で
は
、
詳
細
に
波
の
線

が
描
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
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