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島台考(1)

1

島
台
を
さ
が
す

島
台
と
は
何

か
と
い
え
ば
、
「島
台
考
-

序
説
」
(『日
文
研
叢
書
36
』
二
〇

〇
五
年
九
月
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
形

か
ら
説

い
た
り
そ
の
機
能

(役
割
)

か
ら
説

い
た
り
す
る
こ
と
で
、

い
く
つ
か
の
説
明
が
可
能
で
あ

っ
た
。
け
れ
ど

も
島
台
を
最
も
簡
潔
に
、
要
領
よ
く
説
明
す
る
と
す
れ
ば

「婚
礼

・
饗
応
な
ど

に
用
い
る
飾
り
物
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

島
台
は
い
ま
で
は

一
般

の
目
に
触
れ
る

こ
と
が
き
わ
め
て
少
な
く
な

っ
た
も

の
だ
が
、
か
つ
て
は
め
で
た
い
席
に
き
ま

っ
て
置
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
と
く

に
婚
礼
の
席
に
は
よ
く
用

い
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
婚
礼
の
場
面

を
描

い
た
絵
画
な
ど
に
島
台
は
ほ
と
ん
ど
付
き
物
と
言

っ
て
い
い
く
ら
い
頻
繁

に
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
。

結
婚
は

一
人

の
人
問
の
人
生
に
お
け
る
最
大
の
節
目
で
あ
り
、
多
く
の
人
と

の
関
係
を
確
認
し
、
ま
た
新
た
に
多
く
の
人
と
の
関
係
を

つ
く
り
だ
す
大
き
な

イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
こ
で
当
然
な
が
ら
結
婚
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が

行
わ
れ
、
そ
の
中
で
も
婚
礼
の
儀
式
は
も

っ
と
も
盛
大
な
も
の
と
な

っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
ひ
と
く
ち
に

「婚
礼
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
儀
礼
の
中

に
は
事

前

の

「結
納
」
が
あ

っ
た
り
、
婚
礼
当
日
の

「色
直
し
」
が
あ

っ
た
り
、
事
後

の

「挨
拶
回
り
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
の
総
体
が
婚
礼

を

つ
く
り
あ
げ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼

の
、
ど

の
場
面
に
島
台
が
現
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ

一
つ
確
認
す
る
作
業
が
必
要

と
な
る
。

美
術
全
集
、
画
集
、
図
集
な
ど
を
見
て
き
た
経
験
か
ら
言
え
ば
、
島
台
が
登

場
す
る
の
は
江
戸
時
代

の
絵
画
に
多

い
。
し
か
し
い
く
ら
描
か
れ
た
数
が
多

い

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
島
台
の
出
番
が
多
か

っ
た
、
島
台
が
よ
く
使
わ
れ

た
と
い
う
証
拠

に
は
な
ら
な
い
。
と
く

に
江
戸
時
代
以
前

の
絵
画

(画
像
史
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料
)
は
少
な
く
、
お
お
む
ね
元
禄
時
代
頃
か
ら
絵
図
類
が
増
え
る
傾
向
が
あ
る

か
ら
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
絵
画
に
島
台

が
登
場
す
る
頻
度
が
多

い
の
は
当

然
だ
と
の
議
論
も
成
り
立

つ
。
絵
図
類
の
絶
対
数
が
増
加
す
る
の
に
伴

っ
て
、

島
台

に
限
ら
ず
絵
に
記
録
さ
れ
る
も
の
が
増

え
、
そ
の
中

で
江
戸
時
代

の
そ
れ

も
中
期
あ
た
り
か
ら
島
台
が
描
か
れ
る
数

が
多
く
な

っ
た
と
も
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

そ
う
し
た
背
景
は
と
も
か
く
、
描
か
れ
た
島
台
を

一
つ

一
つ
見
て
行

こ
う
。

そ
れ
も
婚
礼
の
場
面
に
現
れ
る
島
台

に
で
き
る
だ
け
絞

っ
て
見
て
行
こ
う
と
思

う
。
前
述
し
た
と
お
り
島
台
は
婚
礼
の
儀
式

と
特
に
深
く
結
び

つ
い
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
描

か
れ
た
島
台
を
で
き
る
だ
け
時
代
順
に
見
て

行
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
形
態
や
意
匠

が
ど
ん
な
風

に
変
化
す
る
の
か
を
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
個

々
の
島
台
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
と

も
に
島
台
が
果
た
し
て
い
た
役
割
、
機
能

が
見
え
て
来
る
に
違

い
な
い
。

2

礼
法
書

に
現
れ
る
島
台

最
初
に
取
り
上
げ

る
の
は

『小
笠
原
流

え
い
り

・
男
女
諸
礼
宝
鑑
』
小
笠
原

長
貞
作

元
禄

二

年

(
一
六
九
八
)
に
現

れ
る
島
台

で
あ

る

(図
1
)。
こ
の

島
台
は
洲
浜
台

の
上
に
老
松
を
立
て
、
竹

を
あ
し
ら

っ
て
鶴
と
亀
を
飾

っ
た
も

の
で
あ
る
。
鶴
が
ど
こ
に
い
る
の
か
わ
か
り
に
く

い
が
、
亀
の
奥
、
竹
と
松

に

に
か
く
れ
て
頭
だ
け
右
手
に
突
き
出
て
い
る
の
が
鶴

で
あ
る
。
そ
し
て
松
や
竹
、

鶴
亀

の
飾
り
物

の
隙
問
に
酒

の
肴
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
載
せ
ら
れ

て
い
る

(「長
柄
挑
子
く
は
へ
た
る
べ
し
」
「右
祝
儀
膳
の
上
に
て
島
台
酒

一
篇
廻
り

て

一
番
に
此
島
台
を
い
だ
す
と
心
得
べ
し
」
)。

こ
の
図

の
様
子

(肴
が
載

っ
て
い
る
)
や

「長
柄
挑

(銚
)
子
」
を
添
え
る

こ
と
な
ど
の
記
述

か
ら
、
こ
の
島
台
は
儀
礼

の
中
心
を
な
す
重
要
な
飾
り
で
あ

る
と
と
も
に
、
ま
た
酒
杯
を
め
ぐ
ら
す
た
め
の
装
置
と
し
て
も
用
意
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る

(島
台

コ

対
置
べ
し
此
外
は
面
々
の
身
分
に
応
ず

べ
し
。
先

ず
略
を
写
す
。」)。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
島
台
は
、
た
ん
な
る
装
飾
品

で
も
な
け
れ
ば
座
を
荘

厳
す
る
装
置
だ
け
で
も
な
く
、
か
な
り

「実
用
」
も
含
ん
だ
機
能
を
持
た
さ
れ

て
い
る
。

つ
ま
り
装
飾

・
荘
厳

・
飾
り
で
あ
る
と
同
時

に
食
物
を
載
せ
る
膳

の

役
割
も
果
た
し
て
い
る
よ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
さ
ら
に
も
う

一
つ

「島
台
」
と
書

か
れ
た
絵
が
載
せ
ら
れ
て
い
る

(図
2
)。
こ
れ
は
洲
浜
台
に
竹

(主
と
し
て
太

い
桿
の
部
分
と
葉
)
を
飾
り
、
若
松
と
竹
の
子
を
配
し
た
島
台
で
あ
る
。
松
と

竹
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
、
変
わ

っ
た
島
台
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら

に
も
う

一
つ
小
さ
く
洲
浜
台

の
図
が
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
雉
と
思
わ
れ
る
鳥
が

描
か
れ
て
い
る
の
で
不
思
議
な
感
じ
が
す
る
。
図
を
見
て
判
断
で
き
る
範
囲

で

は
、
竹
に
ス
ス
キ
あ
る
い
は
カ
ヤ
が
飾
ら
れ
雉
が
載

っ
て
い
る
。
「羽
も
り
お

さ

へ
の
台
」
と
書

か
れ
て
い
る
が
、
「羽
も
り
」
と
は
狩
り
で
得
た
野
鳥
を
載

せ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
珍
し

い
贅
沢
な
食
材
と
し
て
の
野
鳥
は
山

・
里
の

幸
と
し
て
め
で
た
い
席
を
飾
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
図
は
本
書

『小
笠
原
流
え

い
り

・
男
女
諸
礼
宝
鑑
』

の

「三
之
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島台考(1)

図1島 台 『小笠原 えい り男女諸礼宝鑑』(三 之巻)図2島 台『小笠原えいり男女諸礼宝鑑』(三之巻)

巻
」
の
冒
頭

に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
全
部
で
六
巻
六
冊
の
構
成
で
あ
る

が
、
三
之
巻
は
婚
礼

・
祝
言
の
飾
り
や
床
の
間
飾
り
、
茶
の
湯
道
旦
ハの
配
置
、

正
月
座
敷
飾
り
、
な
ど
に

つ
い
て
の
記
述
と
図
示
が
そ
の
内
容

で
あ
る
。
と
こ

ろ
が

一
つ
前

の

「
二
之
巻
」
も
婚
礼

・
祝
言
の
飾
り
物
に
つ
い
て
記
述
と
図
示

が
あ
り
、
そ
こ
に
島
台
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
図
が

い
く
つ
も
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

ま
ず

「宝
台

一
」
と
書
か
れ
た
図
3
は
、
島
台
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う

(図

3
)
。
描
か
れ
て
い
る
図
と
記
載
を
見
て
ゆ
く
と
、
台
は
ま
さ
し
く
洲
浜
形

の

洲
浜
台
で
、
そ
の
上
に
鶴
、
亀
、
松
、
竹
、
若
松
、
竹
の
子
が
飾
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
確

か
に
確
認
で
き
、
こ
れ
は
島
台
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
が

図
に
は

「宝
台
」
と
書

か
れ
、
「
ほ
う
だ
い
」
と
ル
ビ
が

つ
い
て
い
る
。
ま
た
、

図
の
下

に
は
こ
の
台

に
載
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
肴
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
か
ら
す
み
、
か
す
の
こ
、
ま
き
す
る
め
、
き
り
の
し
、
こ
ん
ふ
、
む
め
ぼ
し
、

大
祢
」

こ
れ
ら
七
品
の
肴
を
盛
り
合
わ
せ
る
の
を

「
七
種

の
肴
」
と
い
う
と
書

い
て
い
る

(「右
七
い
ろ
を
も
り
あ
は
せ
に
し
て
、
金
銀
の
露
を
敷
く
べ
し
。
七
種

の
肴
と
云
)。

「右
同
二
」
(図
4
)
と
書

か
れ
た
図
は
す
な
わ
ち

「宝
台

二
」
と
い
う
こ
と

じ
ょ
う

う
ば

に
な
る
が
、
老
松

の
下
に
置
か
れ
て
い
る
作
り
物
は

「尉
」
と

「姥
」
の
よ
う

で
あ
る
。
松
、
尉
、
姥
の
飾
り
物
と
な
れ
ぼ
島
台
と
い
う
ほ
か
な
い
置
物
で
あ

る
。
図
の
下
部

に
文
字
で
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
酒

の
肴

の
名
前

で
あ
る
。

「海
老

の
み
、
ま
き
す
る
め
、
か
ま
ほ
こ
、
こ
む
め
、
わ
か
め
」
と
あ

っ
て
、
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図3宝 台『小笠原えい り男女諸礼宝鑑』(二之巻)図4宝 台『小笠原えい り男女諸礼宝鑑』(二之巻)

こ
れ
ら
五
種
の
肴
を
台
に
盛
り
合
わ
せ
る
。
ま
た
こ
の
台
を

「
あ
ひ
を
ひ
の
松

つ
く
り
も

の

に
じ
や
う
と
う
ば

の
作

物
高
砂

の
台
と
も

い
ふ
也
」
と
記
し
て
い
る
か
ら
、

本
書
は
こ
の
飾
り
台
を
島
台

の

一
種
で
あ
る

「高
砂
台
」
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に

「右
同
三
」

(図
5
)
は

「宝
台
三
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ

れ
は
若
松
に
竹
を
配
し
た
台

に

「
と
こ
ぶ
し
、
た
に
し
、
ま
き
す
る
め
」
を
盛

り
合
わ
せ
た
も
の
で
、
「三
種
の
肴
」
と
称
す
る
。

以
上
、
宝
台
と
称
す
る
台
は
、
「七
種
の
肴
」
「
五
種

の
肴
」
「
三
種

の
肴
」

を
盛
り
合
わ
せ
、
七

・
五

・
三
の
め
で
た
い
数
字
に
し
て
祝
儀
の
座

に
供
す
る

た
め
の
台
で
あ
る
。
お
銚
子
が
回
さ
れ
た
の
ち
、
三

つ
と
も
に
祝
儀
座
に
出
さ

れ
る
。
他
に
座
中
を
回
さ
れ
る
台
も
あ
る
が
、
こ
の
三
つ
は

「祝
儀
主
」
の
た

め
だ
け
の
三
献

(コ
ニ
ベ
ん
の
御
肴
」
)
と
し
て
置
か
れ
る
も
の
で
、
座
中
を
持

ち
回
っ
た
り
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
書
か
れ
て
い
る
。

は
こ
び
だ
い

座
中
を
持
ち
回
る
台
は

「歩

台
」
と
称
し
、
三
種
が
描
か
れ

て
い
る
。
そ

ま
つ
た
け

う
め
の
は
こ
び
だ

い

か
さ

ね
は

の
だ

い

の
三

種

と

は
①

「松
竹
梅
の
歩
台
」
(図

6
)
②

「重
羽
の
台
」
(図

7
)
③

も

ろ
こ

い
の
だ

い

「諸
鯉
の
台
」

(図
8
)
で
あ
る
。

①

(図
6
)
「松
竹
梅
の
歩
台
」
は
洲
浜
台

の
上

に
松

・
竹

・
梅
を
飾
り
、

九
種
の
肴
を
盛
り
合
わ
せ
て
台

に
載
せ
た
も
の
で
あ
る
。
九
種
の
肴
は

「す
る

め
、
わ
か
め
、
小
う
め
、
こ
ん
ぶ
、
む
す
び
の
し
、
か
ら
す
み
、
か
ま
ほ
こ
、

海
老
、
か
い
の
み
」
。

②

(図
7
)
は
図
を
見
る
と
二
羽
の
鳥

(山
鳥
で
あ
ろ
う
か
)
が
並

べ
て
台
の

上
に
置
か
れ
て
い
る
と
見
え
る
。
右
下
に
書
か
れ
た
文
字
は
刷
り
が

つ
ぶ
れ
て
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島台考(1)

図6松 竹梅 の歩台 『小笠 原えい り男女諸礼宝鑑』(二 之巻)図5宝 台 『小笠 原えい り男女諸礼宝鑑』(二 之巻)

図8諸 鯉 の台 『小笠 原 えい り男女諸礼宝鑑』(二 之巻)図7重 羽の台 『小 笠原 えい り男女諸礼宝鑑』(二 之巻)
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い
て
判
読
し
づ
ら
い
が

「鳥
の
焼
ミ
、
た

は
ね
の
り
、
き
さ
み
こ
ぶ
」

の
三
種

の
肴
で
あ
ろ
う
。
夫
婦

に
見
立
て
た

つ
が

い
の
鳥
を
重
ね
て
お
く
こ
と
で

「重

羽
」
の
台
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し

て
台

の
上
に
三
種

の
肴
を
載
せ
る
よ

う
で
あ
る
。
「大
か
た
は
お
さ

へ
に
出
る
御
肴
台
也
」
と
あ
る
か
ら
盃
が
回
る

最
後
に
出
さ
れ
る
も
の
ら
し
い
。

③

(図
8
)
は
魚
が
二
尾
並
べ
ら
れ
た
台

で
あ
る
。
鯉
を
二
尾
並

べ
、
他

に

三
種
の
肴

(「
か
ら
す
み
、
か
ず
の
こ
、
こ
ん
ぶ
」)
を
盛
り
合
わ
せ
て
台
に
の
せ

る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
称
し
て

「諸
鯉

(も
ろ
こ
い
)」
と

い
う

の

は
、
た
が
い
に
恋
し
合
う
、
相
思
相
愛

の

「諸
恋

(も
ろ
こ
い
)」
に
掛
け
た
、

掛
詞
と
し
て
用
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
文
字
の
記
載
と
図
と
を
見
て
く

る
と
、
「島
台
」
と
記
載
さ
れ
て
い

る
飾
り
台
が
二
種
類
、
島
台
と
書

か
れ
て
は

い
な

い
が
島
台
と
も
見
ら
れ
る

「宝
台
」
な
る
も
の
が
三
種
類
、
さ
ら

に

「歩
台
」
と
称
す
る
台
が
三
種
類
あ

っ
て
、
い
ず
れ
も
洲
浜
台
の
形
を
持

っ
て

い
る
。
洲
浜
台

の
上
に
さ
ま
ざ
ま
な

違

い
を
持

つ
飾
り
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
、

こ
れ
ら
す

べ
て
を
広

い
意
味
で

「島

台
」
と
総
称
で
き
る
の
か
ど
う
か
が
不
明

で
あ
る
。
と
く
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割

・
機
能
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、

配
置
の
場
所
が
不
明
で
あ
る
。

島
台
を
論
じ
よ
う
と
し
て
初
期
の
文
献

か
ら
入

っ
た
の
で
あ
る
が
、
多
数
の

事
例
が
出
て
き
て
混
乱
し
て
し
ま

っ
た
。
江
戸
時
代
の
う
ち
で
も
ま
だ
初
期
の

方
に
属
す
元
禄
期
に
は

「島
台
」
な
る
も

の
が
ま
だ
厳
密
な
形
と
機
能
を
付
与

さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
本
書
が
男
女
の
諸
儀
礼
を
包

括
的
に
説
こ
う
と
し
て
、
多
く
の
事
例
を
取
り
込
む
あ
ま
り
、
整
頓
が
で
き
な

く
な

っ
て
混
乱
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
件
に
つ
い
て
、
以
下
で
徐
々

に
解
明
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。

本
書
が
成
立
し
た
由
来
は
序
文

に
よ
れ
ば
、
小
笠
原
長
貞
が
そ
の
息
女
の
婚

礼
の
際
に
記
し
た
礼
法
や
教
養
に
つ
い
て
の

一
書

で
あ
る
と
い
う
。
元
は
女
性

の
た
め
の
書
で

『諸
礼
宝
鑑
』
と
称
し
た
が

「
女
中
の
し
つ
け
か
た
は
か
り
に

も
か
ぎ
ら
ず
、
男
が
た
に
も
皆
用
る
事
」
で
あ
る
た
め
、
男
女
共
通
の
教
養
書

と
し
て
、
図
を
多
く
加
え
て
刊
行
し
た
も

の
だ
と

い
う

(小
泉
吉
永
氏
に
よ
る

「解
題
」)。

本
書
の
内
容
全
体
か
ら
み
る
と
、

一
之
巻
の
婚
礼
道
旦
ハに
つ
い
て
の
記
述
や

そ
の
図
解
は
、
小
笠
原
長
貞

の
息
女
の
婚
礼
の
実
際
を
略
述
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
二
之
巻
、
三
之
巻

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
島
台
他
各
種
の
台

に
つ
い
て
も
戦
国
期
の
小
笠
原
長
貞
の
時
代
に
用

い
ら
れ
た
も
の
の
記
述
と
受

け
取

っ
て
良

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
記
述

の
内
容
を
正
確
に
読
み
と
る
こ
と
が

容
易
で
は
な
い
。
率
直
に
言

っ
て
記
述
は
わ
か
り
に
く
い
。
各
種

の
台
の
機
能
、

配
置
や
役
割
等
が
明
快
で
な
い
の
は
当
初

の
書
物
が
そ
う
で
あ

っ
た
の
か
、
江

戸
時
代
に
入

っ
て
再
編
集
さ
れ
た
本
書
に
お
い
て
明
快

で
な
く
な

っ
た
の
か
判

定
で
き
な
い
。
じ

っ
さ
い
、
小
笠
原
長
貞
の
当
初
の
記
録

に
図
が
あ

っ
た
か
な

か

っ
た
か
確
認
で
き
ず
、
本
書
出
版
時
に
実
際
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
江
戸

時
代

の
各
種
の
台
が
図
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
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島台考(1)

ろ

で
あ

る

。
3

明
治
期
の
礼
法
書
か
ら
み
た
島
台

そ
こ
で
時
代
を
ぐ

っ
と
下
ら
せ
て
、
婚
礼
を
扱

っ
た
明
治
の
出
版
物

の
中
の

島
台
を
見
て
み
た
い
。
明
治
の
世
に
な

っ
て
か
ら
徳
川
の
時
代
全
体
を
振
り
返

っ
て
み
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
の
で
あ

り
、
武
家
の
時
代
全
体
を
広
く
見
渡

し
た
視
点
か
ら
島
台
を
検
討
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
取
り
上
げ

る
の
は
、
明
治
二
九
年

に
刊
行
さ
れ
た

『類
聚
婚
礼
式
』

で
あ
る
。
本
書

に
は
島
台
と
思
わ
れ
る
図
も
い
く

つ
か
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
解

説
も
付
さ
れ
て
い
る
。
編
集
意
図
の

一
つ
は
、
日
本
古
来
の
習
俗

・
習
慣
を
現

在
な
ら
び

に
後
世

へ
正
し
く
伝
え
る
こ
と
だ
と
い
う
。
本
来
朝
廷
儀
礼
か
ら
民

間
の
年
中
行
事
に
至
る
ま
で
、
諸
外
国
と
異
な
る
儀
礼
が
多
か

っ
た
我
が
国
に

も
、
外
国

の
習
慣
が
混
入
し
は
じ
め
、
紛
ら
わ
し
い
も
の
が
出
は
じ
め
た
、
い

ま
こ
そ
正
し
い
習
わ
し
を
書
き
記
し
て
お
き
た
い
、
と
の
思
い
か
ら
出
版
さ
れ

た
と
い
っ
た
趣
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。
タ
テ
マ
エ
の
趣
旨

で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
過
去
と
く
に
旧
幕
時
代
の
婚
礼
式

か
ら

「
伝
統
」
の

正
し
い
形
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
伝
え
た

い
と
の
思

い
が
あ
る
。

本
書
は
全
部
で
六
巻
に
分
か
れ
る
が
、
巻

一

「結
納
之
部
」
、
巻
二

「里
出

之
部
」
、
巻
三

「嫁
迎
之
部
」
と
な

っ
て
お
り
、
前
半
の
三
巻
で
婚
礼
式

の
主

要
な
部
分
が
語
ら
れ
る
。
以
下

の
巻
は
、
巻
四

「
三
ッ
目
以
下
之
部
」
(婚
礼

式
を
支
え
る
従
者
た
ち
へ
の
対
応
)、
巻
五

「雑
事
之
部
上
」、
巻
六

「雑
事
之
部

下
」
で
、
補
足
的
な
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
島
台
が
関
係
す
る
の
は
、
と
く
に

巻
三
で
扱
わ
れ
る

「嫁
迎
」
の
時

で
あ
る
。
さ
ら
に
詳
し
く
言
え
ば
、
「嫁
迎
」

は
、
(上
)、
(中
)
の
二
項

に
別
れ
て
お
り
{
な
ぜ

か
目
次

に
は

(下
)
が
あ
る

が
、
本
文
記
載
は
欠
落
し
て
い
る
}

(上
)
は
嫁
迎
え
の
事
前
準
備
と
迎
え
る

た
め
の
床
飾
り
、
饗
宴
が
始
ま
る
ま
で
の
儀
礼
を
扱

っ
て
い
る
。

(中
)
は
嫁

迎
え
の
饗
宴
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
り
、

こ
こ
に
島
台
を
は
じ
め
と
す
る
台
の

物
が
記
載
、
図
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
島
台
に
似
た

「奈
良
蓬
莱
」
な
る
も
の

が
図
で
現
れ
る

(図
9
)。

こ
の
台

の
上
部
、
洲
浜

の
形
を
し
た
台

の
上
に
は
、
図
中

の
表
示
を
見
る
と

「松
、
竹
、
玉
椿
、
杜
葉
、
泉

ノ
壺
、
太
々
、
橘
、
梅
、
裏
白
」
な
ど
が
飾
ら

れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
別
の
項
目
で
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
な

か

す
え

お

奈
良
蓬
莱

床

の
正
中
に
置
也
、
下
に
長
机
を
据
、
上
に
大
三
方
を
安

お

き
、
其
上
に
州
浜
形
五
色
敷
米
を
し
て
置
き
、
其
上
に
大
亀
を
鎮
き
、
亀

の
上
に
泉
の
壷
を
置
く
、
壺

の
口
赤
地

の
錦
に
て
覆

ひ
、
紅
打
紐
に
て
結

ひ
、
壷
の
内

に
は
秘
符
を
納
れ
、
岩

の
後
に
岩
組
極
彩
色
貝
揃
を
置
き
貝

に
糸
花
老
松

に
金
糸
を
掛
け
、
鶴
巣
籠
紅
白
梅
桃
長
椿
橘
若
竹
、
其
外
下

草
に
薮
柑
子
福
寿
草
の
類
を
植
る
也
。
(『類
聚
婚
礼
式
』
六
一二
頁
)

長
机
の
上
に
三
宝
を
置
き
、
そ
の
上
の
洲
浜
台

に
松
、
鶴
、
亀
な
ど
の
め
で

た
い
作
り
物
や
植
物
を
飾

っ
た
飾
り
台

で
あ
る
。
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
配
置
さ
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図9奈 良蓬莢の図『類聚婚礼式』

 

れ
る
か
は
別

の
図
に
描
か
れ
て
い
る

(図
10
)。

こ
の
図
は

「色
直
し
」
の
場
面
を
描

い
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
床
の
間

の
中
央
に
、
長
机

二
二
宝

・
洲
浜
台
の
順

に
積
ま
れ
た
奈
良
蓬
莱
台
が
見
え
る
。

と
こ
ろ
が
手
前
に
こ
れ
と
よ
く
似
た
台
飾

り
が
置
か
れ
て
い
る
。
後
者
が
じ
つ

.
は

「島
台
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
島
台
に
つ
い
て
は
後

に
述

べ
る
と

し
て
、
本
書
中
に
奈
良
蓬
莢
台

に
つ
い
て
書

か
れ
た
別

の
部
分
を
引

い
て
み
る
。

台

の
も
の
は
、
所
謂
蓬
莢

の
台
と
て
、
蓬
莱
山
に
か
た
と
り
た
る
物
也
、

平
常
用
る
島
台

(島
台
は
板
を
島
に
模
り
て
造
り
養
老
高
砂
な
と
に
か
た

と
り
岩
木
花
鳥
な
と
の
作
物
を
置
物

に
て
台
を
島
形
な
ど
と
云
う
)
と
同

し
様
な
れ
と
も
、
作
物
は
三

つ
の
山

に
松
竹
梅
鶴
亀
な
と
也

(同
、
八

一

図10明 治以前諸大名婚姻式(色 直しの図)『類聚婚礼式』
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島台考(1)

頁

「嫁
迎
え
上
」
の
項
)

こ
こ
に
蓬
莱
台
と
島
台

の
意
味
の
違

い
、
象
徴
す
る
も
の
の
違
い
が
若
干
説

明
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
違

い
は

こ
の
説
明
を
読
ん
で
も
了
解
し
に
く

い
。
蓬
莢
台
と
島
台
の
は

っ
き
り
し
た
違

い
は
、
む
し
ろ
形

に
あ
ら
わ
れ
る
。

違

い
は
台

の
足
で
あ
る
。
床
の
間
の
蓬
莢
台
の

「足
」
に
当
た
る
部
分
は
三
宝

け

そ
く

で
あ
る
が
、
手
前

の
は

「華
足
」

(他
に

「猫
足
」
「猩
々
足
」
な
ど
と
称
す
る
)

と
呼
ば
れ
る
独
特
の
曲
線
を
持

つ
足
が

つ
い
て
い
る
。
華
足
で
あ
れ
ぼ
必
ず
島

台

と
い
う
わ
け
で
は
な

い
が
、
「蓬
莢
台

は
華
足
で
は
な

い
」

こ
と
で
区
別
は

は

っ
き
り
す
る
。

で
は
島
台
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
。
次
に
引

い
て
み
よ
う
。

木
地
洲
浜
形
大
サ
ニ
尺
二
寸
程
、
真
に
糸
花
老
松
紅
白
梅
長
椿
下
草
福

寿
草
山
橘
等

へ
、
左
の
方

へ
尉
、
右

の
方

へ
姥
、
何
れ
も
面
、
木
地
衣
装

金
入
の
類
な
り
、
土
器

一
ッ
、
大
重
金
磨
前

に
置
、
島
台
高
砂
に
限
ら
ず

目
出
度
作
り
物
を
用
、
西
王
母
浦
島

子
猩
々
等
を
も
用
る
な
り

(同
、

一

三
二
頁

「嫁
迎
え
下
」
の
項
)

こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
簡
単
に
要
約
す
れ
ぼ
、
島
台
と
は
洲
浜
形
の

台

に
め
で
た
い
草
木
を
飾
り
、
尉
と
姥

の
人
形
を
置
く
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
尉
と
姥

に
限
ら
ず
め
で
た

い
作
り
物
、
た
と
え
ば
西
王
母
や

浦
島
、
猩
々
な
ど
を
飾

る
場
合
も
あ
る
と

い
う
。
こ
の
文
章

で
、
も
う

一
つ
注

か
わ
ら
け

意
し
て
お
く
べ
き
は
、
土
器
を

一
つ
台
上
に
置
く
こ
と
に
関
し
て
書
か
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
土
器
は
祝

い
の
酒
を
座
中

に
回
す
た
め
に
用
意
さ
れ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
島
台
に
つ
い
て
書
か
れ
た
こ
の
項
は
、
享
和
二
年

一

一
月
に
行
わ
れ
た
毛
利
甲
斐
守
の
婚
礼
時
の
様
子
を
記
し
た
も
の
と
い
う

(同

一
二
八
頁
)。
従

っ
て
、
こ
の
時

の
婚
礼

に
用

い
ら
れ
た
島
台

の
説
明

に
は
な

っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
島
台

一
般

の
説
明
に
な

っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら

な
い
。

こ
の
項

の
後
に
付
さ
れ
た
図
の
中

に
島
台
を
描
い
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
を

見
る
と
松
と
梅
が
飾
ら
れ
、
松
の
樹
上
で
巣
作
り
し
て
い
る
鶴
と
そ
の
雛

の
ほ

か
に
も
鶴
が
い
る

(図
11
)。
先

の
記
述
に
あ
る
尉
と
姥

の
置
物
は
見
ら
れ
な

い
が
、
盃
は

一
つ
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
盃
が
島
台
に
載
せ
ら
れ
て
座
を
回
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に

「盃
台
」
と
書

か

れ
た
別
の
図
が
あ
り
、
そ
の
台
上
に
も
盃
が
載

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

洲
浜
台
の
上
に
松
と
竹
が
飾
ら
れ
、
盃
が

一
つ
置
か
れ
た
台

で
あ
る

(図
12
)。

華
足
の
洲
浜
台
に
め
で
た
い
松
と
竹
が
飾
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
装
飾
の
点
か
ら

は
こ
れ
を
島
台
と
呼
ん
で
も
い
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
が
、
島
台
で
は
な
く

盃
台
と
書
か
れ
て
い
る
。

で
は
こ
の
二

つ
の
台
、
「島
台
」
と

「盃
台
」
の
違

い
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

島
台
に
は
説
明
が
あ

っ
た
が
盃
台
の
説
明
が
な
い
の
で
、
図
で
比
較
す
る
ほ
か

な
い
。
そ
う
す
る
と
双
方
共
通
す
る
の
は
、
華
足
の
洲
浜
台
で
あ
り
、
飾
り
の
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図11嶋 台『類聚婚礼式』

植
物

で
あ
り
、
さ
ら
に

一
つ
の
盃
が
載

っ
て
い
る
点

で
あ
る
。
双
方
の
違

い
は
、

「島
台
」

に
は
鶴
が
置
か
れ
、
「盃
台
」
に
は
そ
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

め

で

た
き

 島
台
を
説
明
し
た
先
の
文
章

で
は
、
尉
と
姥
に
限
ら
ず

「目
出
度
作
り
物
」
が

用
意
さ
れ
る
の
だ
か
ら
鶴
は

「
め
で
た
い
作
り
物
」

の

一
つ
で
あ
り
、
島
台
を

構
成
す
る
要
件
を
満
た
す
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に

「島
台
」
と
呼
ぶ
台
と
、

「盃
台
」
と
呼
ぶ
台

の
二

つ
が
用
意

さ
れ
て
お
り
、
装
飾
を
な
す
台
上
の
作
り
物
の
構
成
が
異
な
る
け
れ
ど
も
、
と

も
に
座

の
問
に
盃
を
回
す
た
め
の
装
置
、
儀
礼
道
具
と
し
て
用

い
ら
れ
る
こ
と

は
問
違

い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
盃
台
は
盃
を
座
に
回
す
装
置
で
あ

る
か
ら
そ
う
名
付
け
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
で
き
る
が
、
島
台

の

図12盃 台『類聚婚礼式』

方
は
盃
の
た
め
だ
け
の
台

で
は
な
い
。
ほ

か
の
…機
能
も
担

っ
て
い
る
こ
と
が
想
像

で

き
る
。
そ
こ
で
島
台
が
受
け
持

つ
…機
能
を

確

か
め
る
た
め
、
次
に
各
種
の
描
か
れ
た

島
台
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

4

描
か
れ
た
島
台

前
節
で
取
り
上
げ
た
明
治
二
九
年
刊
行

の

『類
聚
婚
礼
式
』
に
は
巻
頭
に
ま
と
ま

っ
て
婚
礼

の
様
子
を
描

い
た
絵
が
載
せ
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の

一
枚
に

「舅

江
初
対
面
式

の
図
」
と
題
し
た
も
の
が
あ
る
。
輿
入
れ
し
た
嫁
が
舅
に
初
め
て

対
面
す
る
儀
式
で
あ
ろ
う
。
図
は
嫁
と
舅
が
、
そ
れ
ぞ
れ
床

の
間
を
左
右
側
方

に
見
る
位
置

で
対
面
し
、
今
ま
さ
に
嫁
が
盃
を
押
し
戴

い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
床
の
間
を
背
に
し
て
い
る
女
、
銚
子
を
手

に
し
て
い
る
女
、
嫁
、
舅

に
そ

れ
ぞ
れ
付
き
従
う
位
置

に
座

っ
て
い
る
女
た
ち
は
、
介
添
え
役
と
な
る
こ
の
家

の
年
長
の
者

(使
用
人
)
で
あ
ろ
う
。

対
面
す
る
嫁
と
舅
の
中
間

(わ
ず
か
ば
か
り
嫁
の
側
に
寄

っ
た
位
置
)
に
島
台

が
置
か
れ
て
い
る

(図
13
)。
こ
の
島
台

に
は
松
な
ど
の
植
物

の
飾
り

に
、
作

り
物
の
尉
と
姥
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
を
持

っ
た
島
台
が

「高

砂
の
島
台
」
(高
砂
の
松
に
尉
と
姥
)
と
呼
ぼ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
嫁
が
両
手
で
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島台考(1)

図13明 治以前諸大名婚姻式(舅 へ対面式の図)『類聚婚礼式』

図14鈴 木春 信 「杯」 『婚 礼錦貞女車 』 よ り(『秘蔵 浮世絵大観』 「プ ルヴ ェラ
ー ・コレクシ ョン」講談社 所収)
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持

っ
て
い
る
盃
は
島
台
の
上
に
載

っ
て
い
た
も
の
で
は
な

い
よ
う
だ
。
島
台

の

す
ぐ
前
に
置
か
れ
て
い
る
三
宝
の
上
に
盃

ふ
う

の
も
の
が
見
え
る
が
、
こ
の
上

に
重
ね
ら
れ
て
い
た
盃

の

一
つ
を
嫁
が
手

に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
嫁

の
前

に
あ
る
も
の
と
同
様
の
三
宝
台
が
舅

の
前

に
並
ん
で
い
る
三
つ
の
う
ち
の
真
ん

中
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
盃

に
よ
る
儀
礼
を
行
う
た
め
に
は
三
宝
が
用
意
さ
れ
、

三
宝
に
載
せ
て
盃
は
運
ぼ
れ
る
よ
う
で
あ

る
。

一
方
、
島
台
は
、
そ
の
場
を
め

で
た

い
場
と
し
て
確
認
す
る
た
め
の
道
旦
ハ、
そ
の
場
を
め
で
た
い
場
と
し
て
飾

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
装
飾
旦
ハと
考
え
て
良

い
だ
ろ
う
。

婚
礼
の
場
面
を
飾
る
島
台
は
さ
ま
ざ
ま

に
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場

で
の

役
割
や
意
味
な
ど
に
深
入
り
せ
ず
、
と
り
あ
え
ず
描
か
れ
た
島
台
を
見
て
ゆ
く

こ
と
に
よ

っ
て
、
島
台

の
意
味
を
周
辺
か
ら
探

っ
て
み
よ
う
。

鈴
木
春
信
が
描

い
た
錦
絵
集

『婚
礼
錦
貞
女
車
』
の
中
に

「杯
」
と
題
さ
れ

た
絵
が
あ
り
、
そ
こ
に
島
台
が
描

か
れ
て

い
る

(図
14
)。
婚
礼
の

「杯
ご
と
」

が
進
行
中
の
場
面
で
あ
り
、
舅
と
思
わ
れ
る
男
が
盃
を
右
手
に
も
ち
酒
を
受
け

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
島
台
は
画
面
右
手
前

に
置
か
れ
て
い
る
。
島
台

の
上

に
あ
る
作
り
物
は
、
植
物
は
松
、
竹
、
動
物
は
鶴
が
確
か
に
見
え
る
が
、
亀
が

置
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は

っ
き
り
し
な

い
。
そ
の
ほ
か
に
岩
、
小
石
の
よ
う

に
見
え
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
酒
の
肴

か
も
し
れ
な
い
が
絵
か
ら
は
判
別

困
難
で
あ
る
。
島
台

の
横
に
は
三
宝
が
置

か
れ
て
お
り
、
舅
が
手

に
し
て
い
る

盃
は
、
こ
の
三
宝

に
載
せ
ら
れ
て
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
嫁
、
婿
は
画
面
左
手
、

屏
風
が
立
て
ら
れ
た
奥
の
座
敷
に
い
て
、

そ
の
間
盃
は
三
宝
に
載
せ
ら
れ
順
次

座
を
巡

っ
て
運
ば
れ
、
盃
を
手
に
し
た
者
に
酒
が
注
が
れ
る
。
三
宝
は
盃
を
載

せ
る
盃
台
と
し
て
用

い
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
島
台
も
同
じ
く
盃

・
盃
台
に
寄

り
添
う
よ
う
に
運
ば
れ
、
盃
の
酒
を
口
に
す
る
者

の
側
に
あ

っ
て
、
そ
の
場
を

言
祝
ぐ
役
割
を
果
た
す
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
絵
だ
け
で
は
そ
こ
ま
で
読

み
取
る
こ
と
は
で
き
な

い

(『秘
蔵
浮
世
絵
大
観
』
「プ
ル
ヴ
ェ
ラ
ー

・
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
」
よ
り
)。

シ
ー
ボ

ル
ト
の
依
頼

で
多
く
の
日
本
風
俗
画
を
描
い
た
川
原
慶
賀
の
絵

に
、

い
く

つ
か
島
台
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
最
初
は
、
現
在
オ
ラ
ン
ダ
国
立
ラ
イ

デ
ン
民
族
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る
婚
礼
の
場
面
の
絵
で
あ
る
。
図
集
の
中

で

は

「長
崎
歳
時
記

人
の

一
生
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、

一
連

の
婚
礼
儀
式

の

一

場
面
で
あ
る

(図
15
)。
床

の
間
を
背

に
、
嫁
が
盃
を
手

に
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
そ
の
右
手
に
島
台
が
置
か
れ
て
い
る
。
台
上
は
松
竹
梅
の
飾
り
に

鶴
の
置
物
が
二
羽
、
そ
の
ほ
か
に
何

か
置
か
れ
て
い
る
が
不
明
で
あ
る
。
小
石

で
あ
ろ
う
か
肴
で
あ
ろ
う
か
。
背
後
の
床
の
間

に
飾
ら
れ
て
い
る
の
は
盆
石
の

台
で
あ
る
。

島
台

の
位
置
が

一
座
の
人
物
群
よ
り
床

の
間
に
近

い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の

左
右
に
婿
と
嫁
が
座

っ
て
い
る
の
に
注
目
し
た
い
。
島
台
は
儀
式
の
空
間
を
取

り
仕
切
る
よ
う
に

一
座
全
体

の
も

っ
と
も
上
位
の
位
置
を
占
め
て
置
か
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

も
う

一
枚
の
絵
も
図
集
の
中
で
は

「長
崎
歳
時
記

人
の

一
生
」
と
題
さ
れ

た
絵

で
あ
り
、
先

の
絵
と
同
じ
く
嫁
が
盃
を
手
に
し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て

352



島台考(1)

翫
・i}

餌
:レ'

歯 鐙,

、C∵ ヲ 還〒1

磁 噸.
頻目

M
一

.

.,,,,._,...・1…一 ・冖 　 ・一一亠=..

_一__.___,__.,」.1… ビ ニ"幽

◎

e
6ξ 診

血
ア

艶1懿

一.一…一 ← … 一一で 宀.

ド1.縁

.恵1・1

ー

}

,「
、『「

{广 」

薄

靆
4

…(蹟
/

一

ノニ!
を

,

.「ー

ー
.

『
.`

'〆

丁

ン
ろ
下

ゆ

〆
ン

il　一 「「}… 「'　 τ;;マ …

φ 望2

拿

…

、 壷

π 一 い
・.こ1 「

ごコ斗冨「 一
蠻 ・

・β 舒・

¥i' . 碍
旧

滋

£宮

ノ丶
t

6

、リ
ル

'
び
由

図15川 原 慶賀 「長崎歳時 記、人の一生」(オ ラ ンダ国立 ライデ ン民族学博物
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図16川 原慶賀 「長崎 歳時記、人 の一生」(オ ランダ国立 ライデ ン民 族学博物

館蔵)(『 秘蔵浮世絵III、シーボル トコレクシ ョン亅 講談社 所収)
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図17嫁 入(川 原慶賀、人の一生画冊 よ り)『江戸 時代 図誌 』25「 長崎 ・横浜」筑摩書房 所収

い
る

(図
16
)。
し
か
し
こ
の
絵

で
は
嫁

一
人
だ
け
が
床

の
間
を
背
に
し
た
上

座
に
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
の
横
に
並
ん
で
島
台
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
島
台
に
飾
ら
れ
て
い
る
の
は
松
と
鶴
。
鶴
は
二
羽
で
餌
を

つ
い
ば
ん
で
い

る
よ
う
な
様
子
で
あ
る
。
こ
の
島
台
も
ま
た
、
こ
の
儀
式

の
座
を
統
括
す
る
よ

う
な
も

っ
と
も
上
位
の
位
置
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
絵

の
床

セ
キ
レ
イ

の
間

に
は
台
上
に
鳥
の
作
り
物
が

一
羽
と
ま

っ
て
い
る
が
、
こ
の
鳥
は
鶺
鴒
で

あ
ろ
う
。
鶺
鴒
が
飾
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
面
で
は
嫁

・
婿

の
床
入
り
の

儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

も
う

一
枚
の
川
原
慶
賀
に
よ
る
絵
で
は
、
島
台
の
位
置
が
先
の
二
枚

の
絵
と

は
違

っ
て
い
る

(図
17
)。
床
の
間

の
側
で
は
な
く
、
障
子
を
背

に
し
た
側
面

に
置

か
れ
て
お
り
こ
れ
は

一
座
を
統
括
す
る
よ
う
な
位
置
に
は
見
え
な
い
。
嫁

が
盃
を
手
に
し
て
い
る
の
は
先
の
絵
と
同
じ
で
あ
る
が
、
嫁
の
位
置
が
床
の
間

か
ら
最
も
遠
く
、
婿
が
床
の
間
を
背
に
し
た
位
置
に
座

っ
て
い
る
。

島
台
の
飾
り
は
先
の
二
枚

の
絵
よ
り
も
凝

っ
た
造
り
に
な

っ
て
い
て
、
磯
の

老
松
と
岩
、
鶴
と
亀
の
置
物
が
あ
り
そ
の
周
り
に
は
刺
身
で
は
な
い
か
と
思
え

る
も
の
が
た
く
さ
ん
並

べ
ら
れ
て
い
る
。
座

の
中
心
部
に
朱
塗
り
の
台
に
載
せ

ら
れ
た
伊
勢
海
老
が
見
え
る
。
し
た
が

っ
て
島
台

の
上
に
並
ん
で
い
る
の
は
刺

身

で
な
か
っ
た
と
し
て
も
な
ん
ら
か
の
酒
の
肴
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
場
面
で

は
島
台
は
肴
を
載
せ
る
台
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
島
台
は
た
だ

一
カ
所

に
置
か
れ
た
ま
ま
で
、
移
動

さ
せ
ら
れ
ず

に
固
定
的
な
飾
り
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
儀
礼
に
応
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島台考(1)

じ
て
持
ち
運
ば
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
敷

・
場
面
で
異
な
る
役
割
を
演
じ
て
い
る

よ
う
だ
。5

島
台

の
広
が
り

最
後

に
人
間
世
界

で
は
な
く
想
像
の
異
界

に
描
か
れ
た
島
台
、
そ
れ
も
や
は

り
婚
礼

の
場
面
に
現
れ
る
も
の
を
見
て
み
よ
う
。
歌
川
国
直

「鼠
の
嫁
入
り
」

(図
18
)
で
は
ネ
ズ
ミ
の
嫁
が
盃
を
手
に
し

て
お
り
、
そ
の
横
に
婿
が
座

っ
て

い
る
。
こ
の
宴
席
の
背
後
に
は
大
き
な
松

と
竹
を
飾
り
、
岩
を
配
し
た
島
台
が

飾
ら
れ
て
い
る
。
岩

の
根
元
あ
た
り
の
雰
囲
気
は
砂
浜
の
感
じ
で
あ
る
。
州
浜

台

の
上
に
め
で
た

い
飾
り
を
施
し
た
も
の
が
島
台

で
あ
る
と
い
う
島
台

の
基
本

的
な
性
格
そ
の
も
の
を
表
現
し
て
い
る
。
島
台
を
描
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
ネ
ズ

ミ
の
世
界

の
嫁
入
り
も
よ
り
リ
ア
ル
に
感

じ
ら
れ
具
体
的
に
想
像
で
き
た
の
で

図18歌 川国直、鼠の嫁入(版 下絵)(『 秘 蔵

浮世絵 大観亅5「 ヴィク トリア ・アルバ ー ト

博物館 」II所 収)、 講談社、亅989

図19化 物婚礼絵巻(国際日本文化研究センター蔵)
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あ
ろ
う
。

さ
ら
に
不
思
議
な
世
界

に
存
在
す
る
島

台
が
あ
る
。
江
戸
後
期
に
描
か
れ
た

と
見
ら
れ
る
化
け
物
を
描

い
た
絵
巻
に
島

台
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
絵

巻
は
い
く

つ
も
の
写
本
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
現
在

『化
物
婚
礼
絵
巻
』
と
題
さ

れ
て
お
り
、
ど
れ
に
も
婚
礼

の
宴
席
の
場
面
が
あ

っ
て
そ
こ
に
島
台
が
登
場
す

る
。
こ
こ
で
掲
げ

る
の
は
そ

の
う
ち
の

一
つ
で
あ
る

(図
19
)。
化
け
物

の
嫁

が
赤
く
長

い
舌
を
見
せ
、
盃
の
酒
を
舐
め

る
よ
う

に
飲
ん
で
い
る
が
、
そ
の
嫁

と
化
け
物
の
婿
と
の
間

に
島
台
が
置
か
れ

て
い
る
。
島
台
は
松
、
鶴
な
ど
の
ほ

か
に
尉
と
姥
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
高
砂

の
島
台
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ

で
と
く
に
興
味
深

い
の
は
、
尉
と
姥
が
人
間
の
老
人
で
あ
る
こ
と
だ
。
化
け
物

世
界
の
老
化
け
物
の
姿

で
は
な
く
人
間
の
尉
と
姥
が
飾
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
島
台
は
婚
礼
に
つ
き
も
の
の
道
具
、
飾
り
と
意
識
さ
れ
て
い
た
。

鼠
の
世
界
、
化
け
物

の
世
界
を
描
写
す
る
に
も
、
婚
礼
の
場
面
と
な
れ
ば
島
台

を
描
け
ば

い
か
に
も
婚
礼
で
あ
る
こ
と
が

は

っ
き
り
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

嫁
が
身
に
つ
け
る
婚
礼
衣
装
、
髪
飾
り
や
帽
子
は
特
別
な
も
の
で
あ
り
、

こ
れ

ら
が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
婚
礼
の
場
面

の
雰
囲
気
は
伝
わ

っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
嫁
が
登
場
し
な
い
場
面
で
あ

っ
て
も
そ
の
場
に
島
台
が
描
か
れ
て
い
る

こ
と
に
よ

っ
て
婚
礼

で
あ
る
こ
と
が
即
座

に
了
解

で
き
た
の
で
あ
る
。
島
台
は

近
世
江
戸
時
代
の
婚
礼
に
は
欠
か
せ
な

い
作
り
物
で
あ

っ
た
こ
と
が
し
の
ば
れ

る
。

(本
稿
は

「島
台
考
-

序
説
」
『日
文
研
叢
書
36
』
二
〇
〇
五
年
九
月
所
収
、
の

続
稿
で
あ
る
)

参
考
文
献

・
参
考
図

『小
笠
原
流
え
い
り
男
女
諸
礼
宝
鑑
』
小
笠
原
長
貞

元
禄
十

一

(
一
六
九
八
)

年

(江
戸
時
代
女
性
文
庫
45

大
空
社

一
九
九
六
年

[影
印
版
])

『類
聚
婚
礼
式
』
有
住
齋
著

一
八
九
六
年

東
陽
堂

「婚
礼
錦
貞
女
車
」
鈴
木
春
信

プ
ル
ヴ

ェ
ラ
ー

・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

『秘
蔵
浮
世

絵
大
観
』
楢
崎
宗
重
編
著

講
談
社

一
九
九
〇
年

「長
崎
歳
時
記

人
の
一
生
」
川
原
慶
賀

オ
ラ
ン
ダ
国
立
ラ
イ
デ
ン
民
族
学
博

物
館
シ
ー
ボ
ル
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

『秘
蔵
浮
世
絵
』
m

陰
里
鐵
郎
編

講

談
社

一
九
七
八
年

「人
の
一
生
画
冊
」
川
原
慶
賀

『江
戸
時
代
図
誌
』
25

「長
崎

・
横
浜
」
越
中
哲

也
、
大
戸
吉
古
編

筑
摩
書
房

一
九
七
六
年

「鼠

の
嫁
入
り
」
歌
川
国
直

「ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
」
H

『秘
蔵
浮
世
絵
大
観
』
5

楢
崎
宗
重
編
著

講
談
社

一
九
八
九
年

「化
物
婚
礼
絵
巻
」
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵
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