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花
を
衣
裳

に
な
ぞ
ら
え

る
と

い
う

こ
と

変
化
す
る
菊
人
形
の
見
立
て

川

井

ゆ

う

花 を衣裳になぞ らえ るとい うこと

菊
人
形

の

「
見
立

て
」

に

つ
い
て

菊
人
形
を

「
見
立
て
」

の
娯
楽
と

い
う
と
き
、

「見
立
て
」
自
身

の
定
義
が
必
要
と
な
る
。
『日
本

国
語
大
辞
典
』

に
よ
る
と
、
見
立
て
に
は
九

つ
の

意
味
が
あ
る
ら
し
い
。
次

の
よ
う
な
歴
史

を
経
て
、

見
立
て
の
用
法
が

一
般
的

に
な

っ
て
い
る
。
①
見

.

送
り
。
②
見

て
選
び
定
め
る
こ
と
。
判
断

。
鑑
定
。

③
近
世
遊
里

で
客
が
相
方
と
し
て
の
遊
女

を
選
ぶ

こ
と
。
お
み
た
て
。
④
診
察
。
診
断
。
⑤

思
い
つ

き
。
趣
好
。
考
え
。
⑥
似
た
、
別
の
も

の
で
、
そ

の
も
の
を
た
と
え
る
こ
と
。
別
の
も
の
に
な
ぞ
ら

え
る
こ
と
。
⑦
俳
諧
で
、
あ
る
も
の
を
他

の
も
の

に
な
ぞ
ら
え
る
作
り
か
た
。
⑧
歌
舞
伎
で
類
似

の

他

の
も

の
を
連
想
さ
せ
て
表
現
す

る
こ
と
。
⑨

「
み
た
て
づ
く
し
」

の
略
。

菊
人
形

の
見
立
て
は
辞
典

に
は
載

っ
て
い
な
い
。

菊
人
形

の
見
立

て
と
い
う
と
き
、
菊
人
形
と
は
菊

を
人

の
着
衣

に
見
せ
る
と

い
う
も

の
で
あ

る
。

「菊
」
と
い
う

の
は
人
の
着
衣

に
似

て
い
る
も
の

で
は
な

い
。
「菊
」
と

「着
衣
」
と

い
う
、
ま

っ

た
く
異
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
外
性
が
あ
る
。

落
差
を
楽
し
む
と
い
う
も

の
だ
。
上
記

の
ど
れ
に

菊
人
形
が
属
す
る
の
か
は
微
妙
な
と
こ
ろ
だ
が
、

⑤
⑥
⑧
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
み

る
と
、
菊
人
形

の

「見
立
て
」
と
は
、
「娯
楽
と

し
て
全
く
異
な
る
素
材
で
別

の
も
の
に
な
ぞ
ら
え

る
こ
と
」
と
言
え
る
Q

こ
こ
で
混
乱
し
や
す
い
の
が
、
「代
用
」
で
あ

る
。
例
え
ば
、
子
供
の
遊
び
道
具
の

一
つ
に
棒
馬

が
あ
る
。
こ
れ
は
先
端
に
馬

の
よ
う
な
飾
り
が

つ

い
て
い
る
棒
状

の
遊
具
で
、
子
供
は
馬

の
代
わ
り

に
そ
れ
に
ま
た
が

っ
て
遊
ぶ
。
こ
の
時
、
棒
馬
は

「馬

に
見
立

て
ら
れ
て
い
る
」

の
だ
ろ
う
か
。
他

に
も
仕
立
屋
な
ど
で
見
ら
れ
る
身
体
模
型
が
あ
る
。

こ
れ
は
洋
服
を
作

る
と
き
に
人
間
の
身
体

の
代
わ

り
と
し
て
用

い
ら
れ
る
。
身
体
模
型
は

「
人
間
に

見
立

て
ら
れ
て
い
る
」

の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
棒

馬

に
し
て
も
身
体
模
型
に
し
て
も
、
あ
る
モ
ノ
に

似
せ
て
作
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く

ま
で
代
用
、

つ
ま
り
あ
る
モ
ノ
の
代
わ
り
に
使
用

さ
れ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
棒
馬
は
馬

の
代
わ
り
、
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身
体
模
型
は
ヒ
ト
の
身
体
の
代
用
だ
。
似

せ
て
見

せ
る
の
が
目
的
で
は
な
い
。

し
か
し
、
あ
る
料
理
を
考
え
る
と
ど
う
だ
ろ
う
。

日
本
料
理
だ
け
で
は
な
く
、
外
国

の
料
理

に
も
、

何
か
の
形

に
似
せ
た
も
の
が
あ
る
。
庭
園

に
な
ぞ

ら
え
た
り
、
動
物
に
な
ぞ
ら
え
た
り
様
々
な
も

の

に
似
せ
ら
れ
る
。
で
は
こ
れ
ら
の
料
理
は
例
え
ぽ

庭
園
に
似
せ
ら
れ
て
、
庭
園
の
代
わ
り
に
そ
の
料

理
を
代
用
す
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
答
え
は
否
で
あ

る
。
そ
れ
な
ら
ば
そ
の
料
理
は
見
立
て
な

の
か
。

こ
れ
ら

の
料
理
の
場
合
、
食

べ
る
と
い
う
こ
と

も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
料

理
に
は

常

に

「食
べ
る
」
と
い
う
目
的
を
含
ん
で

い
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。

「見
立
て
」
と

「代
用
」
を
明
確
に
区
別

す
る
こ

と
は
む
ず
か
し
い
。
右

の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を

「見

立

て
」
と
定
義
す
る
人
も
あ
れ
ば
、
異
を
唱
え
る

人
も
い
る
に
ち
が

い
な
い
。

少
な
く
と
も

い
え
る
こ
と
は
、
代
用
と
比
較
す

る
と
、
「見
立

て
」
と
い
う
の
は
あ

る
モ
ノ
に
似

せ
る
こ
と
に
目
的
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
似
せ
た

上
で
そ
れ
を
ど
う
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な

い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
菊
人
形
は
単

に
ヒ
ト
の
着

衣
に
見
え
る
よ
う
に
菊
を
並
べ
て
い
く
と
い
う
、

た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ

の
点
で
代
用
と
は
異
な
る
。

で
は
、
菊
人
形
の
見
立

て
は

「
な
ぞ
ら
え
る
こ

と
」
だ
と
し
て
、
な
ぞ
ら
え
さ
え
す
れ
ば
、
す
べ

て
が
菊
人
形
と
同
じ

「見
立
て
」
な

の
だ
ろ
う
か
。

先
に
菊
人
形
の
見
立
て
を

「全
く
異
な
る
素
材

で
別
の
も

の
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
」
と
し
た
が
、

実
は

「な
ぞ
ら
え
る
」
見
立

て
に
は
合
わ
せ
て
次

の
三
種
類
が
考
え
ら
れ
る
。
1

〈あ
る
も
の
を
別

の
あ

る
も

の
に
な
ぞ
ら
え
る
V
。
11

〈あ

る
も
の

を
な

い
も

の
と
し
て
な
ぞ
ら
え
る
〉
。
m

〈
な
い

も
の
を
あ
る
も

の
と
し
て
な
ぞ
ら
え
る
〉
。

菊
人
形

の
な
ぞ
ら
え
は
ー
に
あ
た
る
。
11
は
例

え
ば
歌
舞
伎

の
黒
子
や
人
形
浄
瑠
璃
の
人
形
遣

い

が
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
明
ら
か
に
舞
台
上
に
現

れ
、
観
客

の
目

に
入
る
の
で
あ
る
が
、
「
い
な

い
」

と
い
う
約
束
に
な

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
歌

舞
伎
俳
優
は
数
々
の
衣
裳
を

一
人
で
着
替
え
て
い

る
こ
と
に
な
り
、
人
形
は
自
分

の
力
で
動

い
て
い

る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

m
は
能
や
狂
言
、
そ
し
て
落
語
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
。
そ
こ
に
は
何
も
な
い
の
に
、
森

で
あ

っ
た

り
、
川
で
あ

っ
た
り
す
る
。
ま
た
食
べ
た
り
飲
ん

だ
り
し
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

江
戸

の
落
語

に

「
お
み
た
て
」
と
い
う
の
が
あ

る
。
落
語
は
な
い
も

の
を
あ
る
も
の
に
た
と
え
る

見
立
て
と
し
て
挙
げ
た
が
、
内
容
は

「近
世
遊
里

で
客
が
相
方
と
し
て
の
遊
女
を
選
ぶ
こ
と
」
と
い

う
見
立
て
で
あ

る
。

田
舎
の
富
裕
な
人
が
、
あ
る
日
特
定

の
遊
女
を

目
指
し
て
や

っ
て
く
る
。
本
来
な
ら
遊
里

に
訪
れ

る
た
び
に

「
お
み
た
て
」
を
し
て
気
に
入

っ
た
遊

女
を
選
ぶ

の
だ
が
、
そ

の
人
は

一
人
の
遊
女
し
か

眼
中

に
な

い
。
そ
れ
は
遊
女

に
と

っ
て
名
誉
な
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
遊
女

は
彼

に
会
い
た
く
な
い
。
そ
こ
で
人
を
や

っ
て
、

仮
病
を
使

っ
た
り
す
る
が
、
客
は
ど
う
し
て
も
引

か
な
い
。
と
う
と
う
そ
の
遊
女
は
死
ん
だ
と
い
う

こ
と
に
し
て
し
ま
う
。
あ
き
ら
め
る
と
思

っ
て
い

た
の
だ
が
、
客
は
そ
れ
な
ら
墓
参
り
に
行
く
と
言

い
出
す
。
遊
女

に
頼
ま
れ
た
そ
の
人
は
ど
う
に
か
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花 を衣裳 になぞ らえる とい うこと

適
当
な
墓
地
に
ま
で
連
れ
て
行
く
が
、
適
当
な
墓

石
が
見
あ
た
ら
な
い
。
線
香

の
煙
で
墓
石

の
字
を

読
ま
さ
な
い
よ
う
に
す
る
が
、
そ
れ
も
う

ま
く
い

か
な
い
。
あ
き
ら
め
た
そ

の
人
が
客
に
、

ど
の
墓

で
も

「お
み
た
て
」
く
だ
ざ
い
、
と
言
う

の
が

サ

ゲ
に
な

っ
て
い
る
。

遊
女
を
選
ぶ
と
い
う
見
立
て
の

一
つ
の
意
味
が
、

落
語
と
い
う
別

の
見
立
て
の
中

で
語
ら

れ
る
。

一

人

の
落
語
家
が
遊
女
に
な
り
、
客

に
な

る
。
な

っ

た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
見
え
な
い
墓
地

に
客
を

連
れ
て
行
き
、
線
香
の
煙
に
観
客

の
方
も
煙
た
い

と
感
じ
る
。

一
つ
の
見
立

て
の
中

で
、

「遊
女
を

選
ぶ
」
と
い
う
別

の
見
立
て
が
語
ら
れ

る
と
い
う

点
が
興
味
深
い
。

な
ぞ
ら
え
る

「
見
立
て
」
が
登
場
す

る
の
は
古

く
、
『古
事
記
』

に
ま
で
遡

る
こ
と
が

で
き
る
と

さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
折
口
信
夫
が

「天
之
御
柱

を
見
立

て
、
八
尋
殿
を
見
立
て
た
ま
ひ
」

と
い
う

『古
事
記
』

の

一
文
を
、
あ

る
も
の
を
柱

と
見
な

(
1

)

し
て
立

て
た
、
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場

合

「
天
之
御
柱
を
見
立
て
」

の
見
立

て
は
あ
る
も

の
を
別

の
あ
る
も

の
に
見
立
て
る
と
い
う

ー
の
見

立

て
で
あ
り
、
そ

の
柱
を

「
八
尋
殿
を
見
立

て

た
」
と
い
う
見
立

て
は
ー
と
皿
の
複
合

の
見
立
て

と
い
う
こ
と
が

で
き

よ
う
。
し
か
し
こ
の
場
合

「見
立

て
」
は
別

の
も

の
に
な
ぞ
ら
え

る
、
と
い

う
だ
け
の
意
味
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
娯
楽
と
し
て

は
用
い
て
い
な
か

っ
た
。

し
た
が

っ
て
、
菊
人
形

の
見
立

て
に
つ
い
て
は

次

の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
菊
人
形
は

な
ぞ
ら
え
る
見
立
て
で
あ
る
。
目
的

は
な
ぞ
ら
え

る
こ
と
そ
の
も

の
に
あ
る
。
あ
る
も
の
を
別

の
も

の
に
似
せ
て
作
る
。
そ
れ
は
娯
楽
と
し
て
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
な
前
提

で
考
え
て
み
た
い
。

菊
人
形
に
は
約
百
五
十
年

の
歴
史
が
あ
る
。
菊

人
形
は
菊
栽
培
と
見
立
て
が
結
び
つ
い
て
発
展
し

た
。
菊
人
形
が
見
立

て
と
し
て
成
立
す
る
と
、
さ

ら
に
歌
舞
伎
な
ど
他

の
娯
楽
も
取
り
入
れ
る
。
菊

人
形
が
歌
舞
伎
な
ど
を
題
材
と
し
て
テ
ー

マ
を
持

つ
よ
う
に
な
る
。
以
後
現
在
に
至
る
ま
で
歌
舞
伎

な
ど

の
題
材
が
菊
人
形
の
テ
ー

マ
の

一
部
と
な
る
。

し
か
し
、
た
と
え
同
じ
テ
ー
マ
を
取
り
あ
げ
て
も
、

時
代

に
応
じ
て
菊
人
形
の
見
方
や
性
質
に
変
化
が

み
ら
れ
る
。
例
え
ぽ
忠
臣
蔵
で
あ
る
。
毎
年
必
ず

少
な
く
と
も
そ
の

一
場
面
が
日
本

の
ゼ
こ
か
の
菊

人
形
展
に
飾
ら
れ
て
い
る
。
管
見

で
は
文
久
元
年

(
一
八
六

一
)
に
は
す

で
に
忠
臣
蔵

の
場
面
が
菊

(
2
)

人
形

に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
映
画
や
テ
レ
ビ
よ

り
も
長

い
歴
史
を
持

つ
菊
人
形
が
、
現
在
に
至
る

ま
で
忠
臣
蔵
を
扱
う
。
同
じ
題
材
が
菊
人
形

の
舞

台
に
現
れ
て
も
、
時
代
に
よ
っ
て
見
方
は
全
く
異

な

っ
て
く
る
。
そ
の
点
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な

い
。本

論
文
で
は
菊
人
形
の
見
立
て
が
ど
の
よ
う
に

成
立
し
た
か
に
つ
い
て
、
ま
ず
菊
栽
培
と
の
つ
な

が
り
を
記
す
。
ま
た
、
各
時
代

の
菊
人
形
の

「
見

立
て
」
を
検
証
し
、
他

の
娯
楽
と
の
関
わ
り
か
ら
、

菊
人
形

の
見
立
て
の
変
遷
を
追

っ
て
み
た
い
。

日
本

に
お
け
る
菊
栽
培

ー

菊
人
形
の
下
地

享
保
二
年

(
一
七

一
七
)
に
出
さ
れ
た
養
寿
軒

雲
峰

に
よ
る

『花
壇
菊
花
大
全
』
に
は

「高
作

り
」

の
栽
培
方
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
高
さ
七
、
八
尺
か
ら
九
尺

(三
メ
ー
ト
ル

足
ら
ず
)
に
ま
で
菊
を
伸
ば
し
、
花
壇

に
床
机
を
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(3

)

し

つ
ら
え
て
そ
の
上
か
ら
見
物
さ
せ
た
、
と
あ
る
。

ま
た
、
寛
政
年
間

(
一
七
八
九
-

一
八
〇

一
)

に
流
行
し
た

「大
作
り
」
が
あ
る
。
こ
れ

は
中
輪

の
菊
を
用

い
て
、

一
本

に
数
百
輪

の
花
を
咲
か
せ

(
4

)

る
と
い
う
や
り
方
だ

(図
1
)。

庶
民
に
菊
栽
培
が
普
及
し
た
の
は
江
戸
時
代
に

入

っ
て
か
ら
で
あ
り
、
あ

る
程
度

の
成
果
が
収
め

ら
れ
る
と
、
菊

の

「奇
形
」
に
目
が
向
け
ら
れ
る
。

菊
人
形
は
も
と
も
と
菊
栽
培
の

一
変
形
だ

っ
た
。

「高
作
り
」
「
大
作
り
」
が
さ
ら
に
発
展
し

た
の
が図1菊 の大作 り

菊
人
形
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

見
立
て
は
菊
人
形

の
段
階

で
成
立
す
る
が
、
そ

の
菊
人
形

へ
の
発
展
過
程

に
お
い
て
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
の
が
、
こ
の
背
景
と
な
る
菊
栽
培
で
あ
る
。

こ
の
過
程
を
通
る
こ
と
な
し
に
菊
人
形
は
生
ま
れ

得
な
か

っ
た
と
言

っ
て
も
言

い
過
ぎ
で
は
な
い
。

江
戸
時
代

の
初
め
、
貴
族

の
間
で
盛
ん
だ

っ
た

観
菊
の
宴
が
庶
民
の
間

に
も
広
ま
り
、
庶
民
の
菊

栽
培
が
始
ま
る
。
当
時

の
菊
栽
培
の
流
行

は
、
菊

の
栽
培
書
や
翻
訳
書
、
そ
れ
に
菊
会

の
記
録
が
多

い
こ
と
か
ら
も
容
易
に
想
像

で
き
る
。
日
本
の
花

卉
園
芸
書

の
先
駆
け
と
い
わ
れ
る
の
は
寛
文
四
年

(
一
六
六

四
)
に
出
さ
れ

た
水

野
元
勝

に
よ
る

『寫
本
花
段
綱
目
』

で
、
天
和
元
年

(
一
六
八

一
)

に

『花
壇
綱
目
』
と
し
て
板
行
さ
れ
た
。
そ
こ
で

(
5

)

は
八
十
種

の
菊
が
紹
介
さ
れ
、
説
明
さ
れ
て
い
る
。

翻
訳
書
と
し
て
は
明

の
天
順

二
年

(
一
四
五
八
)

に
徳
善
斎
が
記
し
た

『菊
譜
百
詠
図
』
を
、
付
録

の

『菊
譜
』
も
含
め
て
三
々
径
恭
斎
が
訓
点
を
加

え
、
貞
享
三
年

(
一
六
八
六
)
に
出
版
し
た
も
の

(
6
)

が

あ

る
。

菊

会

-

菊

を

持

ち

よ

っ
て
展

示

す

る
会

1

は
、

元
禄
年
間

(
一
六
八
八
ー

一
七
〇
四
)

の
京
都
か

ら
始
ま

っ
た
。
そ
の
後
、
大
坂
で
も
催
さ
れ
、
後

(
7
)

に
い
く

つ
か
の
派
が
で
き
る
。
そ
れ
ま
で
は
中
菊

が
専
ら
栽
培
さ
れ
て
い
た
が
、
宝
永
年
聞

(
一
七

〇
四
ー

一
七

一
一
)
に
は
大
菊
が
流
行
し
、
享
保

年
間

(
一
七

一
六
-

一
七
三
六
)
は
小
菊
、
宝
暦

期
頃

(
一
七
五

一
頃
)
ま

で
に
は
中
菊
が
復
活

(
8
)

す
る
。
京
都
を
中
心
に
発
達
し
た
菊
会
は
正
徳
年

間

(
一
七

一
一
-

一
七

一
六
)
か
ら
享
保
年
間
に

(
9
)

か
け
て
お
び
た
だ
し
い
記
録
が
残

っ
て
い
る
。

栽
培
書
や
翻
訳
書
、
そ
れ
に
菊
会

の
記
録
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
菊
栽
培

に
対
す
る
異
様
な
ま
で

の
熱
意
は
宝
暦
五
年

(
一
七
五
五
)

の
守
山
藩
主

松
平
頼
寛
に
よ
る

『黄
龍
公
菊
経
国
字
略
解
』
巻

之

一
に
書
か
れ
た
菊
会

の
様
子
に
く
わ
し
く
描
か

れ
て
い
る
。

近

コ

ロ
菊

ヲ

ウ

ユ
ル

モ

ノ
組

合

ヲ
立

、

花

ノ

會

ヲ

ナ

ス
。

モ

シ
其

内

ヨ
リ

ヌ
ケ

テ
他

ノ
會

へ
出

ル
者

ア

レ

ハ
大

ヒ

ニ
怒

、

仇

カ

タ

キ

ノ

ヤ

ウ

ニ
ヲ

モ

ウ

ナ

リ
。

苗

ヲ
他

所

へ
送

ル

コ

ト
有

氏

ハ
其

人

ト
交

ヲ

ヤ

メ

テ
出

合

(
ハ
)
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花 を衣裳 になぞらえる というこ と

ス
。

ソ

レ

ヨ
リ
甚

シ

キ
者

ハ
秘

花

ノ
分

人

ニ

モ
見

セ

ス
、

上

花

ヲ

ハ
會

仲

間

モ
苗

ヲ
得

ル

コ
ト

ナ

シ
。

モ

シ
苗

ヲ
送

ル

コ
ト

ア

ル
寸

ハ

必

ス
イ

マ

シ

メ

テ
他

へ
出

ス

コ
ト

ナ

カ

レ

ト

イ

フ
。

(句

読

点

お

よ

び

補

足

、

筆

者

)

庶
民
の
間
に
菊
栽
培
が
普
及
し
、
や
が

て
、
菊

の

「
奇
形
」
に
目
が
向
け
ら
れ
る
。
こ
う

い
っ
た図2菊 の孔雀

経
過
を
経

て

「高
作
り
」
が
生
ま
れ
、
寛
政
年
間

の

「大
作
り
」
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん

一
方
で
本
来
の
菊
栽
培
は
行
わ
れ
る

が
、
た
び
重
な
る
品
種
改
良
に
よ

っ
て
趣
向
が
尽

く
さ
れ
た
結
果
、
菊
本
来
の
花
と
し
て
の
美
し
さ

を
観
賞
す
る
の
で
は
な
く
、
菊
を
変
形
し
、
そ
の

妙
を
競
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
と
き
菊
は
も
は
や

菊

で
は
な
く
な

っ
て
い
る
。
す
る
と
、
菊
が
別

の

モ
ノ
に

「見
え
て
」
く
る
。
懸
崖
の
菊

の
繁
茂
し

た
形
が
鶴
や
帆
か
け
船
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
、
菊

の

「見
立
て
」
が
始
ま
る
。
文
化
年

間

(
一
八
〇
四
-

一
八

一
八
)
に
は
菊
を
別

の
モ

ノ
に

「見
せ
る
」
こ
と
が
始
ま

っ
た
。

菊

の

「見
立
て
」
の
誕
生

文
化
元
年

(
一
八
〇
四
)、
江
戸

・
麻
布
狸
穴

の
植
木
屋
や
茶
店
が
、
大
作
り

の
一
本

で
鶴
、
帆

か
け
船

の
菊
を
飾
り
、

こ
れ
に
巣
鴨

の
植
木
屋
が

目
を
つ
け
た
。
麻
布
狸
穴
の
菊
細
工
を
さ
ら
に
工

夫
し
て
大
当
り
を
と
る
。
最
初
は
麻
布
狸
穴
と
同

じ
よ
う
に

一
本

の
菊

で
作

っ
て
い
た
が
、
発
展
す

る
と
、
黄
菊
を
合
わ
せ
て
虎
を

つ
く

っ
た
り
、
孔

雀
を

つ
く

っ
た
り
、
白
菊
を
集
め
百
姓
の
家

の
屋

根
に
並
べ
て
富
士
山

に
見
立
て
た
り
す
る
よ
う
に

な

っ
た

(図
2
)。
そ
の
後
、
巣
鴨
、
染
井

で
ま

す
ま
す
盛

ん
と
な
り
、
文
化
十

一
年

(
一
八

一

四
)

に
は
菊
細
工
を
つ
く
る
家
が
植
木
屋

の
み
な

ら
ず
民
家

に
ま
で
及
び
、
絵
番
付
も
出
る
な
ど
し

て
そ
の
数
も
五
十
余
軒
と
な

っ
た
。
文
化
十
三
年

(
一
八

一
六
)

に
は
造

り
菊

の
地
域
も
拡
大
し
、

巣
鴨
、
白
山
、
千
石
、
染
井
、
駒
込
に
ま
で
広
が

る
。
見
物
人
も
江
戸
だ
け
で
は
な
く
、
奥
州
諸
国

(
10

)

か

ら

く

る

ほ

ど

の
勢

い

で
あ

っ
た

。

菊
人
形
の
誕
生

菊
を
様
々
な
形
に
見
せ
て
趣
向
を
凝
ら
す
。
次

に
く
る
の
は
菊

に
別

の
モ
ノ
を
加
え
て
、

い
っ
そ

う
具
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
作
り
か
え
る
工
夫
で
あ

っ
た
。

現
在
菊
人
形
製
作
に
携
わ
る
菊
師
た
ち
に
菊
人

形
の
起
源
を
尋
ね
る
と
、
次

の
よ
う
に
答
え
て
く

れ
る
。
「菊
人
形

の
原
型

は
懸
崖
で
あ

っ
た

(図

3
)
。
菊
作
り
を
し
て
い
た
人
が
あ
る
時
ふ
ざ
け

て
、
と

っ
く
り
を
懸
崖
の
上
に
の
せ
て
み
た
と
こ
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ろ
、
そ
の
と

っ
く
り
が
頭
に
見
え
、
懸
崖

の
部
分

が
衣
裳

に
見
え
た
。
そ
れ
か
ら
菊
人
形
が
生
ま
れ

た
の
だ
」
と
。

造
り
菊
に
続

い
て
現
れ
る
の
が
、
そ
の
頭
を

つ

け
た
菊
人
形
で
あ
る
。
天
保
十
五

(
一
八
四
四
)

十
月
、
巣
鴨

の
霊
感
院
が
会
式

の
飾
り
物

と
し
て
、

宗
祖
龍

の
口
の
御
難

の
様
子
や
蒙
古
襲
来

の
様
子図3懸 崖

(
11

)

を
菊
花

で
つ
く

っ
て
見
せ
た
。
霊
感
院
の
会
式
と

は
日
蓮
上
人

の
忌
日
十
月
十
三
日
の
法
要
で
あ
る
。

十
月
と
い
え
ば
ち
ょ
う
ど
菊

の
季
節

で
あ
り
、
菊

を
工
夫
し
て
菊
人
形
を

つ
く
り
、
会
式
を
華
や
か

に
し
た
の
で
あ

っ
た
。
日
本
の
見
世
物
は
神
社
仏

閣

の
境
内

で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
こ
で
見

世
物
と
し
て
展
示
さ
れ
て
い
た
細
工
人
形
な
ど
に

ヒ
ン
ト
を
得
て
こ
の
菊
人
形
は
作
ら
れ
た
の
だ
ろ

う
。
し
か
も
こ
れ
ま
で
の
造
り
菊

の
よ
う
に
植
木

屋
や
庶
民
だ
け
の
菊
細
工
で
は
な
く
、
見
世
物
小

屋
に
人
形
を
飾

っ
て
い
た
人
形
師
と
の
共
同
製
作

に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

人
形
師
が
加
わ

っ
た
お
か
げ
で

「
見
立
て
」
る

対
象
が

一
気

に
増
え
た
。
様

々
な
人
間
を

「見
立

て
」
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

お
か
げ
で
観
る
人
は
こ
れ
ま
で
の
造
り
菊
と
は
異

な
る
見
方
を
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な

っ
た
。
菊

を
別

の
モ
ノ
に
見
立
て
る
と
い
う
行
為

に
、
「
テ

ー
マ
」
が
付
与
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

テ
ー
マ
が

付
与
さ
れ
る
と
、
人
は
菊
を
別
の

「
モ
ノ
」
に
な

ぞ
ら
え
る
こ
と
か
ら

「
イ
メ
ー
ジ
」
を
膨
ら
ま
せ

る
方
向

へ
と
見
方
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
。
こ
の
場
合
、
観
る
人
は
、
菊

の
花
が
人

の
着

衣
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
日
蓮
上
人
と

い
う
人
物
を
知

っ
て
い
な
け
れ
ぽ
、

こ
の
菊
人
形

(12

)

を
完
全

に
わ
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

次
に
、
単
純
な
テ
ー
マ
が
や
や
複
雑
化
す
る
段

階
を
迎
え
て
、
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
は
さ
ら
に
膨
ら

む
。
宗
教
上
の
人
物

の
事
績
や
、
蒙
古
襲
来
な
ど

の
武
勇
伝
、
あ
る
い
は
民
間
伝
承
に
加
え
て
、
化

政
期
に
花
開

い
た
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
が
主
題
と
し

て
取

り
入
れ
ら
れ

る
の
で
あ

る
。
歌
舞
伎

に
は

「型
」
が
あ
り
、
「決
ま
り
」
と
い
う

ス
ト
ッ
プ

モ

ー
シ
ョ
ン
が
あ

っ
て
、
静
止
し
た
場
面
を
表
現
す

る
菊
人
形
に
と

っ
て
は
格
好

の
対
象
で
あ

っ
た
。

加
え
て
、
嘉
永
年
間

(
一
八
四
八
ー

一
八
五
四
)

か
ら
見
世
物

に
出
さ
れ
た
似
顔
人
形
が
菊
人
形
の

頭
と
な

っ
て
、
歌
舞
伎
俳
優
な
ど
に
似
せ
た
人
形

(
13

)

が
現
れ
た
。

当
時
の
菊
人
形
や
菊
栽
培
、
ま
た
菊

に
限
ら
ず

日
本
人
の
花
好
き
は
、
西
洋

の
植
物
採
集
家

の
目

に
も
と
ま

っ
て
い
る
。
中

で
も

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

生
ま
れ
の

ロ
バ
ー
ト

・
フ
ォ
ー
チ

ュ
ン
は
江
戸
の

植
木
屋
を
訪
れ
、
実
際
に
菊
人
形
も
目
に
し
て
い
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花 を衣裳 になぞ らえ るとい うこと

る
。
万
延
元
年

(
一
八
六
〇
)

の
十

一
月

に
江
戸

の
団
子
坂
を
訪
れ
た
と
き
、

フ
ォ
ー
チ

ュ
ン
は
菊

人
形
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
庭

で

一
番
珍
し
い
も
の
は
、
菊

の
花
で

つ
く

っ
た
人
形
で
あ

っ
た
。
数
千

の
花
を
使

っ
て
作
ら
れ
た
菊
人
形
の
美
人
が
、

微
笑
を

浮
べ
て
、
茶
屋
や
休
憩
所
か
ら
出

て
来

る
客

(
14

)

を
し
ぼ
し
ぼ
驚
か
せ
て
い
た
。

フ
ォ
ー
チ

ュ
ン
は
菊
人
形
だ
け
で
は
な
く
、
団

子
坂
の
あ
ら
ゆ
る
植
木
屋
を
訪
れ
、
興
味

を
示
し

て
い
る
。
菊
に
限
ら
ず
日
本

の
花
卉
が
幕
末

に
は

国
内
だ
け
で
は
な
く
、
海
外

の
人
々
に
も

す
で
に

通
用
す
る
レ
ベ
ル
に
あ

っ
た
と
い
う
こ
と

で
重
要

で
あ

る
。そ

れ
ぞ
れ
の

「見
立
て
」

こ
れ
ま
で
に
菊
ま
た
は
菊
人
形
に
は
三
種
類
の

見
立

て
が
登
場
し
た
こ
と
に
な
る
。
以
下

に
こ
れ

ら
三
種
類
の
見
立

て
を
、
図
と
と
も
に
整
理
し
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
「
造
り
菊
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
純

に

菊
が
別

の
あ
る
モ
ノ
に
見
立
て
ら
れ
る

(図
4
)
。

図
の
よ
う
に
、
観
る
人
は
帆
か
け
船
と
い
う

「
モ

ノ
」

の
存
在
を
知

っ
て
い
さ
え
す
れ
ぽ
、
造
り
菊

が
帆
か
け
船

に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
、
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
帆
か
け
船
と
い
う

の
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
見
立
て
を
理
解
す
る
の
は図4帆 かけ船 の菊

容
易
で
あ
る
。

宗
教
上
の
事
績
や
武
勇
伝

・
民
間
伝
承
な
ど

の

見
立

て
に
な
る
と
、
「造
り
菊
」

の
よ
う
に
は
単

純

に
解
釈

で
き
な
い
。
別

の
モ
ノ
に
見
立
て
る
と

い
う
行
為

に
テ
ー

マ
が
付
与
さ
れ
た
た
め
、
人
形

師

の
加
わ

っ
た
菊
人
形
で
は
、
そ
こ
に
イ
メ
ー
ジ

を
重
ね
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な
る

(図
5
)
。
図

の
菊
人
形
を

「造
り
菊
」
段
階
の
見
方

で
理
解
す図5桃 太郎の菊人形
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る
と
、
菊
が
人
の
着
衣

に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
だ

け
の
も

の
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
菊
人
形

は
明
ら

か
に
桃
太
郎
で
あ
る
。

こ
の
見
立
て
で
重
要
な
こ

と
は
、
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
ど
こ
の
誰

で
も
よ

い
不
特
定

の
人
で
は
な
く
、
桃
太
郎
と
い
う
特
定

の
人
物

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
観

る
人

は
、
菊

と
人

に
加
え
て
桃
太
郎
を
知
ら
な
い
と
、

こ
の
菊

人
形
を
完
全
に
わ
か
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
だ
。

し
か
し
、
「造
り
菊
」
の
見
立
て
に
比

べ

て
や
や

複
雑

に
な

っ
た
と
は
い
え
、
桃
太
郎
は
み
ん
な
が

知

っ
て
い
る
人
物

で
あ
り
、
こ
の
解
釈
も

そ
れ
ほ

ど
困
難
で
は
な
い
。

＼

歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
を
テ
ー

マ
と
し
た
菊

人
形
で

は
、
ま
ず
自
分
か
ら
木
戸
銭
を
払

っ
て
歌
舞
伎
や

浄
瑠
璃
を
見

に
行

っ
た
こ
と
が
な
け
れ
ぽ

理
解

で

き
な
く
な
る

(図
6
)。

こ
の
図
は

「菊
が
人

の

着
衣
」

に
見
立
て
ら
れ

て
お
り
、
「そ

の
人
が
歌

舞
伎
の
忠
臣
蔵
と
い
う
舞
台

の
登
場
人
物

」
で
あ

り
、
な
お
か

つ
、
「そ

の
人
が
俳
優

の
だ
れ
だ
れ

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ぽ

な
ら
な

い
。
宗
教
上
の
事
績
や
武
勇
伝

・
民
間
伝
承
な
ど

の
見
立

て
に
必
要
と
さ
れ
た

「
イ
メ
ー
ジ
」
は
、

図6菊 人形 「義士討入 り一吉良邸奥庭の場」

(
15

)

 こ
の
過
程
で
さ
ら
に
入
り
組
ん
で
く
る
。

歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
を
テ
ー
マ
と
し
た
菊
人
形
で

は

「造
り
菊
」

に
比
べ
て
鑑
賞
の
方
法
が

か
な
り

複
雑
に
な

っ
た
。
歌
舞
伎

の
有
名
な
俳
優
や

一
場

面
を
知
ら
な
い
見
物
人
が
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
情
報
を
知
ら
な
い
と
解
釈
で
き
な

い
見

立

て
と

い
う
の
は
、
菊
人
形
に
限
ら
ず
江
戸
時
代

人
の
遊
び
の

一
つ
で
あ

っ
た
。
歌
舞
伎
そ
の
も

の

や
、
浮
世
絵

に
お
け
る

「
見
立
て
絵
」
な
ど
で
も

同
様

の
見
方
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、

菊
人
形
だ
け
に
必
要
な
イ
メ
ー
ジ
操
作
で
は
な
い
。

当
時

の
人
々
に
と

っ
て
は

「遊
び
」
の

一
つ
で
こ

そ
あ
れ
、
特
別
に

「学
習
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
は
ず
だ
。

他

の
見
立
て
遊
び
と
同
様
に
、
菊
人
形
も
理
解
す

る
上
で
菊
人
形
以
外

の
も
の
と
の
関
わ
り
を
人
々

に
要
求
し
、
以
前

に
も
増
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
も

っ

て
見
る
娯
楽
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

歌
舞
伎
と
菊
人
形

金
魚
や
万
年
青
な
ど
自
然
物
を
加
工
し
て
人
工

物

に
仕
立
て
、
そ
れ
が
娯
楽
と
な
る
と
い
う
の
は
、

江
戸
時
代
に
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。
菊
人
形
は
、

単
な
る
菊
と
い
う

一
植
物

の
趣
向
に
と
ど
ま
ら
ず
、

周
り
の
娯
楽
を
巻
き
込
ん
で
成
立
し
て
い
く
。
最

初

は
単
な
る
モ
ノ
を
引
き
込
ん
だ
。
次

に
宗
教
上

の
事
績
や
武
勇
伝
、
民
間
伝
承
を
取
り
入
れ
、
菊

人
形
は
イ
メ
ー
ジ
を
と
も
な

っ
た
庶
民
の
娯
楽
と
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花 を衣裳になぞ らえるとい うこと

し
て
発
展
す
る
。

江
戸
時
代

の
浄
瑠
璃
と
歌
舞
伎
は
庶
民

の
娯
楽

で
あ

っ
た
。
十
八
世
紀
に
な
る
と
歌
舞
伎

に
影
響

を
与
え
て
い
た
浄
瑠
璃
は
停
滞
し
、
歌
舞
伎
が
活

発

に
な

っ
て
く
る
。
歌
舞
伎

に
は

「型
」
が
あ
り
、

ス
ト
ッ
プ

モ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
か
ら
、
動

く
こ
と

の
で
き
な
い
菊
人
形
は
そ
れ
を
テ
ー
マ
に
取
り
入

れ
る
。
た
だ
し
ス
ト
ッ
プ

モ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
だ

け

で
は
決
し
て
な
い
。
当
時
歌
舞
伎
が
人
気

の
あ

る
娯
楽

で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
選
ば
れ
た

の
で
あ

る
。

歌
舞
伎

で
華
や
か
に
演
じ
る
俳
優

の
着
物
が
、
菊

人
形

で
は
華
や
か
な
菊
の
衣
裳
と
な

っ
て
現
れ
る
。

着
物

の
華
や
か
さ
、
ず
ん
胴

の
造
形
、
そ

し
て
歌

舞
伎

の

「決
ま
り
」

の
全
て
が
菊
人
形
に
は
格
好

の
題
材
だ

っ
た
。
後

に
述
べ
る
が
、
菊
人
形

の
洋

装
は
困
難

で
あ
り
、
和
服
が
当
時

の
衣
服

で
あ

っ

た
か
ら
こ
そ
、
花
で
衣
裳
を
表
す
こ
と
が

で
き
た

の
で
あ
る
。

加
え

て
、
歌
舞
伎

の
舞
台
に
は
花
道
、
回
り
舞

台
と

い
う
独
特
の
も

の
が
あ
る
。
人
間
と
違
い
、

動
く
こ
と
の
で
き
な
い
菊
人
形
に
少
し
で
も
動
き

を
与
え
よ
う
と
し
て
、
菊
人
形
の
舞
台

で
も
回
り

舞
台
や
せ
り
出
し
な
ど

の
工
夫
が
施
さ
れ
る
。

先
に
忠
臣
蔵
が
菊
人
形

の
題
材
と
し
て
選
ば
れ

た
こ
と
を
記
し
た
。
実
は
歌
舞
伎
の
忠
臣
蔵

に
も

見
立
て
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
『仮
名
手
本

忠
臣
蔵
』

の
七
段
目
で
、
大
星
由
良
之
助
が
祗
園

の
一
力
茶
屋
で
遊
興
す
る
場
面

に
次
の
部
分
が
あ

る
。

由
良

コ
リ
ャ
コ
リ
ャ
、
九
太
夫
殿

へ
の
御

馳
走

に
、
な
ん
ぞ
面
白

い
こ
と
を
見

せ
て
た
も
ら
ぬ
か
。

仲
居

そ
う
で
ご
ざ
ん
す
な
。
そ
ん
な
ら
見

立
て
は
ど
う
で
ご
ざ
ん
し

ょ
う
。

由
良

見
立

て
結
構
。
や

っ
て
く
れ
や

っ
て

く
れ
。

皆
々

サ
ア
サ
ア
、
見
立
て
の
始
ま
り
始
ま

り
。

ト
見
立
て
の
合
方

に
な
り
、
皆
々
よ
ろ
し
く

見
立

て
十
分
あ

っ
て
、

仲
居

そ
ん
な
ら
私
が
見
立
て
ま
し
ょ
。
こ

の
箸
ち
ょ
っ
と
こ
う
借
り
て
、
九
太

さ
ん
の
お
頭
を
こ
う
挟
み
、
そ
こ
で

私
の
見
立
て
に
は
、
梅
干
な
ん
ぞ
は

ど
う
じ
ゃ
い
な
。

比
指
か
隅

ハ

丶

丶

丶

丶
。

(16
)

ト
皆
々
手
を
叩
い
て
見
立

て
納
ま
る
。

こ
れ
は
先
に
記
し
た

『
日
本
国
語
大
辞
典
』

の

見
立

て
の
定
義

の
⑨

「
み
た
て
づ
く
し
」
で
あ
る
。

こ
の
場
面
を
菊
人
形
で
表
し
た
か
ど
う
か
の
資
料

は
な
い
。
し
か
し
題
材
自
体
に
見
立
て
が
あ
り
、

そ
れ
を
さ
ら
に
菊
人
形
で
見
立
て
る
と
い
う

の
は

さ
き
ほ
ど
の
落
語

の

「お
み
た
て
」
に
似
た
二
重

の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
観
る
側
は

よ
り
複
雑
な
イ
メ
ー
ジ
を
も

っ
て
い
な
い
と
、
理

解
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
複
雑
さ

を
遊
び
と
し
て
楽
し
む
と
い
う

の
も
江
戸
時
代

の

人
々
の
娯
楽

の

一
つ
だ

っ
た
に
ち
が

い
な
い
。

忠
臣
蔵
七
段
目

の

「
見
立
て
」
は
祗
園
の
茶
屋

で
の
場
面
だ

っ
た
。
も
と
も
と

「見
立
て
」
に
、

遊
里
で
遊
女
を
選
ぶ
こ
と
、
と
い
う
意
味
が
あ

っ

た
の
は
偶
然
だ
ろ
う
か
。
落
語
の

「
お
み
た
て
」

も
遊
女
を
選
ぶ
、
と
い
う
見
立
て
が
内
容
と
な

っ

て
い
た
。
「遊
女
を
選
ぶ
」
と
い
う
遊
里
で
成
立
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し
た
見
立

て
か
ら
、
娯
楽
と
し
て
の
見
立

て
に
意

味
が
変
化

す
る
。
そ

の
と
き
、
娯

楽
と

し

て
の

「
な
ぞ
ら
え
る
」
見
立
て
は
、
「遊
女
を
選
ぶ
」
と

い
う
見
立

て
の
イ
メ
ー
ジ
の
膨
ら
み
と
し
て
考
え

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

茶
屋
遊
び
と
し
て
の
見
立
て
が
あ

る
。

そ
れ
を

歌
舞
伎
が
取
り
入
れ
る
。
さ
ら

に
菊
人
形
が
そ
れ

ら
を
ま
る
ご
と
吸
収
し
た
。
茶
屋
遊
び
の
イ
メ
ー

ジ
が
歌
舞
伎
の
イ
メ
ー
ジ

へ
と
発
展
し
、

そ
れ
が
、

菊
人
形

に
取
り
込
ま
れ
る
と
き
、
菊
人
形

は
近
世

の
娯
楽

の
中
で
も
趣
向
に
富
ん
だ
も
の
と

い
え
る

は
ず
だ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
菊
人
形
は
歌
舞
伎
を
取
り
入

れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
相
乗
的
な
効
果
を
生

み
、
菊

人
形
史
上
で
も

一
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。
歌
舞

伎
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
菊
人
形

は
さ
ら

な
る
イ

メ
ー
ジ

の
広
が

り
を
持

つ
。
歌

舞
伎

の

「見
立
て
」
を
取
り
込
む
二
重

の

「見
立

て
」
の

趣
向
は
も
ち
ろ
ん
、
「決
ま
り
」
で
拍
手

喝
采
を

送

っ
た
観
客
が
菊
人
形
を
見
に
来
る
と
、
そ
こ
で

は
各
場
面
が

「決
ま
り
」

で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い

る
。
し
か
も
そ
の

「決
ま
り
」
を
演
じ
て
い
る
菊

人
形
の
顔
は
馴
染
み
の
俳
優
に
似
せ
ら
れ
て
い
る
。

菊
人
形
が
庶
民
の
娯
楽
と
し
て
決
定
的

に
位
置
づ

け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が

つ
く
。

情
報

の
媒
体
と
し
て

明
治
時
代
を
迎
え
る
と
、
菊
人
形

は
木
戸
銭
を

(
17

V

と
る
興
行
と
し
て
成
立
す
る
。
依
然
と
し
て
、
宗

教
上

の
事
績
や
武
勇
伝

・
民
間
伝
承
、
そ
れ
に
歌

舞
伎
や
浄
瑠
璃
に
取
題
す
る
が
、
明
治
二
十
年
代

頃

(
一
八
八
七
～
)
か
ら
戦
争
を
テ
ー
マ
と
し
た

菊
人
形
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
日
清
戦
争

の
起

こ

っ
た
明
治

二
十
七
年

(
一
八
九
四
)、
東
京

の

団
子
坂
で
は

「松
崎
大
尉

の
討
死
」、
「軍
艦

の
沈

(
18

)

没
」
な
ど
の
菊
人
形
が
作
ら
れ
た
。
当
時
は
新
聞

こ
そ
あ

っ
た
が
、
ま
だ
絵

ハ
ガ
キ
も
ラ
ジ
オ
も

ニ

ュ
ー
ス
映
画
も
テ
レ
ビ
も
な
い
時
代
で
あ
る
。
ま

た
、
ヵ
メ
ラ
も
第

一
次
大
戦
を
待
た
な
け
れ
ぽ
そ

れ
ほ
ど

一
般

に
は
普
及
し
て
い
な
い
状
況
だ
。
戦

争

の
様
子
を
視
覚
的
に
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
菊

人
形
は
娯
楽
と
と
も
に
情
報
源
と
し
て
も
役
立

っ

た
に
ち
が

い
な
い

(図
7
)。

戦
争
を
テ
ー
マ
に
し
た
菊
人
形
は
、
そ
れ
ま
で

図7菊 人形 「日清役成歓の戦ひに於ける樋口大尉」

 

と
は
異
な
る
見
方

で
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

多
く
の
人
々
に
と

っ
て
未
知

の
戦
争

の
一
場
面
が

菊
人
形
に
よ

っ
て
見
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場

面
が
正
し
く
再
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
知
る

人
は
戦
地
に
赴
い
た
人
以
外

に
な
い
し
、
そ
れ
は

学
習
に
よ

っ
て
わ
か
る
も
の
で
も
な
い
。
た
ぶ
ん
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花 を衣裳 になぞ らえる というこ と

戦
争
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
と

い
う
予
測

だ
け
が

「見
立
て
」
を
理
解
す
る
鍵
と
な

る
。
菊

人
形

の
表
す
イ
メ
ー
ジ
だ
け
を
と
ら
え

る
の
で
あ

る
。
宗
教
上
の
事
績
や
武
勇
伝

・
民
間
伝
承
、
歌

舞
伎
や
浄
瑠
璃
の
従
来

の
提
供
す
る
テ
ー
マ
と
は

ち
が

っ
た
予
断
の
見
立
て
と
い
え
る
。

図8菊 人形[紅 葉 ノ名所高尾」

そ
の
後
、
菊
人
形
が
娯
楽
的
側
面
を
失

っ
た
わ

け
で
は
決
し
て
な
か

っ
た
。
日
露
戦
争
の
起
こ

っ

た
明
治
三
十
七
年

(
一
九
〇
四
)
前
後

か
ら
、
菊

人
形
に
は
戦
争
場
面

の
再
現
以
外

に
も
流
行
し
た

趣
向
が
あ
る
。
有
名
な
芸
妓
や
美
人

の
菊
人
形
を

(19

)

作

っ
た
の
が
そ
れ

で
あ
る

(図
8
)。
こ
れ
は
先

の
見
立
て
の
よ
う
に
、
自
分
か
ら
行
動
を
起
こ
し

て
芸
妓
や
美
人
を
見
に
行
か
な
い
と
理
解

で
き
な

い
も
の
だ
。
ブ

ロ
マ
イ
ド

の
よ
う
な
姿
絵
が
普
及

し
て
い
た
と
は
い
え
、
有
名
な
芸
妓
や
美
人
た
ち

が

い
る
と
い
う
情
報
を
個
人

の
趣
味
に
よ

っ
て
仕

入
れ
た
人
た
ち
は
、
こ
ぞ

っ
て
そ
の
菊
人
形
展
に

足
を
運

ん
だ
。
自
分
た
ち
の
知

っ
て
い
る
芸
妓
や

美
人
た
ち
が
い
か
に
巧
妙
に
作
ら
れ
て
い
る
か
を

確
認
す
る
た
め
だ
。
こ
れ
は
当
時
大
評
判
だ

っ
た

ら
し
い
。

こ
の
評
判
を
引
金
に
し
て
か
、
明
治
四

十
五
年

(
一
九

一
二
)
の
ひ
ら
か
た
菊
人
形

の
興

行
契
約
に
は
、

、

浅
野
氏

〔大
正
元
年
か
ら
七
年
ま
で
ひ

ら
か
た
の
菊
人
形
を
担
当
し
た
興
行
主

"
筆
者
注
〕

ハ
人
形
約
百
個

ヲ
仕
上
ゲ
、

内
二
十
個
以
上

ヲ
当
社

ノ
指
定

ス
ル
京

都
大
阪

ノ
俳
優
芸
妓
等

ノ
似
顔

ニ
ス
ル

コ
ト

(20

)

の

一
文
が
入

っ
て
い
る
。

こ
の
頃
他

の
視
覚
的
情
報
媒
体
と
し
て
は
よ
う

や
く
絵

ハ
ガ
キ
が
普
及
し
て
い
る
だ
け
だ

っ
た
。

絵

ハ
ガ
キ
に
お
い
て
も
菊
人
形
の
各
場
面
を
セ
ッ

ト
に
し
て
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

し
た
が

っ
て
第
二
次
大
戦

の
敗
戦
ま
で
の
菊
人

形

の
テ
ー

マ
を
調
べ
よ
う
と
す
る
と
、
新
聞
や
絵

ハ
ガ
キ
な
ど
に
し
か
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

こ
で
新
聞
や
絵

ハ
ガ
キ
に
目
を
向
け
る
と
、
菊
人

形
は
第

一
次
大
戦
、
関
東
大
震
災
、
日
中
戦
争
な

ど
を
テ
ー
マ
と
し
て
と
り
あ
げ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ

の
傍
ら
、
宗
教
上
の
事
績

・
武
勇
伝

・
民
間
伝

承

・
歌
舞
伎

・
浄
瑠
璃

・
芸
妓

・
美
人
も
各
場
面

に
取
り
混
ぜ

て
い
く
。
時
事
的
情
報
源
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
、
娯
楽
的
側
面
も
共

に
も

っ
て
興

行
さ
れ
る
。
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戦
後
の
菊
人
形

戦
後
、
菊
人
形

に
は
明
治
以
降

の
近
代
戦
争
を

主
題
と
す
る
場
面
が
見
え
な
く
な
る
。
菊

人
形
は

情
報

の
媒
体
と
し
て
の
役
割
を
終
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
頃
に
は
新
聞

・
絵

ハ
ガ
キ

・
ラ
ジ
オ

・
ニ
ュ

ー
ス
映
画

・
カ
メ
ラ
が
普
及
し
て
い
る
。
わ
ざ
わ

ざ
菊
人
形

の
季
節
ま
で
待
た
な
く
て
も
、

よ
り
早

い
情
報
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
芸

妓
や
美
人
の
菊
人
形
も
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
映

画
で
ほ
ん
も
の
の
美
人
を
見
る
方
が
よ
く
な

っ
た

の
か
。

貴
重
な
主
題
を
失

っ
た
菊
人
形
は
、
そ
れ
ま
で

の
テ
ー
マ
で
続
け
ら
れ
は
す
る
が
、
も
は
や
人
を

多
く
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な

い
。
と
い
う

の
も
、
そ

れ
ま
で
社
会
で
共
有
さ
れ
た
知
識
が
歴
史

の
中
に

埋
も
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
メ
ー
ジ
が
共
有

で
き

な
く
な
る
の
で
あ
る
。
子
供
を
対
象
と
す
る
絵
本

や
童
話
は
失
わ
れ
そ
う
に
な

っ
た
知
識
を
補

っ
て

く
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は

一
寸
法
師
や
桃
太
郎
な

ど
の
子
供
向
け
の
主
題

で
あ
る
。
日
蓮
上
人
や
蒙

古
襲
来

の
図
な
ど
子
供
向
け
の
内
容

に
登
場
し
な

い
も

の
は
や
は
り
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。

っ
ま
り
、
観
る
側
が
持

っ
て
い
た
共
通

の
イ
メ

ー
ジ
は
薄
れ
て
し
ま
い
、
テ
ー
マ
の
み
に
頼

る
と

い
う
傾
向
が
現
れ
る
。
「忠
臣
蔵
」
が
テ
ー

マ
に

な

っ
て
い
る
か
ら
、
「
こ
の
菊
人
形

の

一
場
面
は

き

っ
と
忠
臣
蔵
を
表
し
て
い
る
に
違

い
な
い
」
と

い
う
よ
う
に
な

っ
て
く
る
。
明
治
期

の
戦
争
を
題

材
と
し
た
菊
人
形

の
よ
う
に
、
観
る
側
に
は
イ
メ

ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
知
識
や
情
報
が
な
い
。
こ
の

頃
か
ら
菊
人
形
の
見
立

て
は
テ
ー

マ
に
従
属
す
る

よ
う
に
な
る
。

歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
は
か
つ
て
庶
民
の
日
常
的
な

娯
楽
で
あ

っ
て
、
多
く
の
人
が
知

っ
て
い
た
。
し

か
し
戦
後
に
な

っ
て
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
に

「
伝
統

芸
能
」
と

い
う
枠
組

み
が
与
え
ら
れ
、
戦
後

の

人
々
に

「学
習
」
が
な
け
れ
ば
解
釈
で
き
な
い
と

感
じ
さ
せ
て
し
ま
う
。
茶
屋
遊
び
が

一
般
的
な
も

の
で
な
く
な
る
と
、
歌
舞
伎
に
現
れ
た
見
立
て
す

ら
理
解
で
き
な
く
な
る
。
人
々
は
洋
装
化
し
、
和

服
は
も
は
や
日
常
着
で
な
く
な

っ
た
。
和
服
は
年

に
数
回
し
か
着
な
い
、
晴
れ
着
と
し
て
し
か
利
用

さ
れ
な
く
な
る
。
和
服
が
日
常
か
ら
遠
く
離
れ
て

い
く
と
、
娯
楽
と
し
て
の
菊
人
形
も
古
め
か
し
く

見
え
て
く
る
。

菊
人
形

の
弱
点
は
、
和
服
を
表
現
す
る
こ
と
に

は
向

い
て
い
て
も
、
洋
服
は

一
部
し
か
作
る
こ
と

が

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
菊
人

形

の
製
作
上
の
問
題
で
あ

る
。
菊
人
形
が
和
服
ば

か
り
着
て
い
て
も
な
ん
の
問
題
も
な
か

っ
た
。
だ

が
、
こ
の
時
代
に
至

っ
て
菊
人
形

の
洋
装
が
困
難

で
あ
る
こ
と
が
致
命
的
と
な

っ
た
。
人
々
の
洋
装

化
に
よ

っ
て
、
時
事
的
な
場
面
が
と
り
あ
げ
ら
れ

な
く
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

で
は
菊
人
形

の
製
作
過
程
に
お
い
て
な
ぜ
洋
装

が
不
可
能
な

の
か
。
以
下
に
お
お
ま
か
な
菊
人
形

の
製
作
過
程
を
述

べ
て
み
る
。
全
国
す
べ
て
の
菊

人
形
が
こ
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
だ

い
た
い
に
お
い
て
以
下
の
方
法
と
同
様

で
あ
る
。

①
ま
ず
約
三
セ
ソ
チ
角

の
木
で
骨
格
が

つ
く

ら
れ
る
。

②
菊
師
が
人
形

の
骨
格
に
衣
裳

の
下
地
と
な

る
胴
殻
を
作
る
。
胴
殻

の
素
材
は
巻
藁

で

あ

っ
た
り
、
竹

で
あ

っ
た
り
、
現
在
で
は
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花 を衣裳 になぞ らえるとい うこ と

針
金

で
あ

っ
た
り
す
る
。
人
形

の
肩

の

線

・
着
物
の
衿
元

・
袖
口

・
裾

と
形
づ
く

り
、
網

の
目
状

の
胴
体
が
で
き

あ
が
る
。

③
菊
人
形
に
は
茎
が
曲
が
り
易

い
よ
う
に
特

別

に
栽
培
し

た
菊
を
用

い
る
。

こ
れ

を

「人
形
菊
」
と
呼
ぶ
。
根

の
つ
い
た
ま
ま

の
人
形
菊
も
し
く
は
切
り
花
を
、
水
苔
で

包
ん
で
株
を
作
り
、
胴
殻

の
編

目
の
隙
間

に
差
し
込
み
、
身
体

の
線
に
合

わ
せ
て
少

し
ず

つ
た
め
な
が
ら
紐

(
い
草

な
ど
)
で

結
ん
で
い
く
。

一
体

の
菊
人
形

を

つ
く
る

の
に
百
か
ら
百
五
十
株
の
菊
が

必
要
で
あ

る
。

一
株

に
花
が
百
か
ら
百
五
十

ほ
ど

つ

い
て
い
る
か
ら
、
蕾
も
含
め
て
お
よ
そ

一

万
五
千
く
ら
い
の
花
が
人
形
を
お
お
う
こ

と
に
な
る
。

④
人
形
師
が
菊
の
つ
い
た
胴
体

に
頭
、
四
肢
、

襟
、
裾
、
帯
、
袖
を
必
要
に
応

じ
て
付
け

(21

)

て
い
く
。

菊
を
胴
殻

に
つ
け
て
い
く
と
き
、
多

く
の
株
が

人
形
の
中
に
お
し
こ
ま
れ
る
。
和
服
に
は
袂
が
あ

っ
て
、
袖
に
細

い
部
分
が
な
い
た
め
、

人
形
の
胴

体
の
内
部

に
ゆ
と
り
が
あ

っ
て
、
た
く
さ
ん
の
株

を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
他

の
部
分
も
筒
形
に

な

っ
て
い
る
た
め
、
大
き
な
株
で
も
入
れ
る
こ
と

が
可
能
だ
。

し
か
し
洋
装

の
場
合
、
腕
の
部
分
は
身
体
に
そ

っ
た
も

の
が
多

い
た
め
に
細
く
、
脚
も
同
様
に
細

い
。
し
か
も
胴
体
部
分

の
デ
ザ
イ

ン
も
和
服
に
比

べ
る
と
身
体

の
線
が
で
る
よ
う
な
も

の
が

ほ
と
ん

ど
で
、
全
体
的

に
株
を
入
れ
る
隙
間
が
非
常

に
小

さ
い
。
ド

レ
ス
の
よ
う
な
筒
形
な
ら
別
だ
が
、
菊

人
形
の
洋
装
は
た
い
て
い
は
で
き
な

い
の
で
あ
る

(図
9
)。

菊
人
形
は
、
小
説

・
映
画

・
テ
レ
ビ
に
依
存
せ

ざ

る
を
得
な
く
な
る
。
ひ
ら
か
た
の
菊
人
形
は
、

朝
日
新
聞

に
連
載
さ
れ
た
評
判
の
二
十
小
説
を
人

形
化
し
た
。
昭
和
二
十
五
年

(
一
九
五
〇
)
の
こ

図9数 少ない洋装の菊人形
(宣教師の衣裳)

(22

)

と
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
も
文
芸

の
名
作
を
主
題
に

し
た
り
、
映
画
を
主
題

に
し
た
り
す
る
。

ニ
ュ
ー

ス
情
報
媒
体
と
し
て
の
役
割
を
離
れ
娯
楽

一
本
に

な

っ
た
菊
人
形
の
主
題
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
は

テ
レ
ビ
番
組
だ

っ
た
。

昭
和
三
十
八
年

(
一
九
六
三
)
か
ら
大
河
ド
ラ

マ
が
始
ま
る
が
、
そ
の
お
か
げ
で
、
失
わ
れ
そ
う

に
な

っ
て
い
た
歌
舞
伎
や
武
勇
伝
な
ど

の
知
識
が

テ
レ
ビ

の
ド
ラ
マ
で
得
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。

和
服
を
着
た
登
場
人
物

の
イ
メ
ー
ジ
が
再
び
共
有

さ
れ
る
。
菊
人
形
は
俳
優

の
顔
に
似
せ
て
場
面
を

作

っ
て
い
っ
た
。
大
河
ド
ラ
マ
に
限
ら
ず
、
オ
リ

ソ
ピ

ッ
ク
や
そ
の
年
に
人
気

の
高
か

っ
た
テ
レ
ビ

番
組
も
菊
人
形
化
し
て

い
く
。
昭
和

三
十
九
年

(
一
九
六
四
)
、
尾
道
で
は
東
京
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
に

あ
や
か
っ
て
、
「
ス
ポ
ー
ツ
に
ち
な
む
日
本
歴
史
」

(
23
)

菊
人
形
展
を
開
催
し
た
。
大
河
ド
ラ

マ
は
ひ
ら
か

(24

)

た
が
昭
和
三
十
九
年
か
ら
、
尾
道
が
昭
和
四
十

一

(
25
)

年

(
一
九
六
六
)
か
ら
、
武
生
が
昭
和
四
十
四
年

(26

)

(
一
九
六
九
)
か
ら
等
、
毎
年
で
は
な
い
が
そ
れ

ぞ
れ
が
多
く
採
用
し
て
い
る
。

テ
レ
ビ
番
組

に
取
題
す
る
と
い
う

の
は
、
こ
れ
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ま
で
の
対
象
と
や
や
異
な
る
。
過
去
の
見
立

て
と

比
較
し
て
み
る
と
、
テ
レ
ビ
番
組
を
テ
ー

マ
と
す

る
戦
後
の
菊
人
形

で
は
、
そ
の
番
組
を
見

て
い
な

い
人
が
い
る
。
民
間
伝
承
や
武
勇
伝
、
宗
教
上
の

事
績

の
菊
人
形

の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
見
物
人
に

理
解
さ
れ
る
も

の
と
は
言

い
難

い
。
か
と
い
っ
て

歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
を
テ
ー

マ
と
す
る
菊
人
形
や
、

芸
妓
や
美
人
を
テ
ー
マ
に
し
た
菊
人
形

の
よ
う
に

自
分
か
ら
情
報
を
収
集
し
な
け
れ
ぽ
全
く

理
解

で

き
な
い
も
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な

い
。
ま
た
、

戦
争
を
テ
ー

マ
に
し
た
菊
人
形

の
よ
う

に
、

テ
レ

ビ
で
仕
入
れ
た
情
報
を
菊
人
形

に
見
る
と
い
う
も

の
で
も
な
い
。

家

に
い
て
ス
イ

ッ
チ
を
押
す
だ
け
で
人

々
は
情

報
を
容
易
に
吸
収
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
番
組
を

通
じ
て
送
ら
れ
る
情
報
は
だ
れ
も
が
知

っ
て
い
る

知
識
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
か
と
い

っ
て
個
人

の
趣
味
と
も
言

い
難

い
。
そ
れ
で
も
娯
楽
が
今
ほ

ど
多
く
な
か
っ
た
時
代
、
テ
レ
ビ
の
番
組

に
も
種

類
が
少
な
か
っ
た
時
代
、
多
く
の
人
々
が
同
じ
番

組
を
見
て
、
そ
の
菊
人
形
を
楽
し
ん
だ
。

つ
い
最

近
ま
で
、
大
河
ド
ラ
マ
な
ど

の
テ
レ
ビ
番
組
を
と

り
あ
げ
た
菊
人
形
は
大
変
人
気

の
あ
る
催
し
物
で

あ

っ
た
。

民
間
放
送
が
非
常

に
多
く
な
り
、
ま
た
娯
楽
が

小
説

・
映
画

・
テ
レ
ビ
以
外

に
も
多
種
に
な

っ
て

き
て
い
る
今
日
、
大
河
ド
ラ

マ
な
ど
の
テ
レ
ビ
番

組
は
、
も
は
や
現
代

の
人
た
ち
の
共
通

の
知
識
と

な
り
に
く
く
な

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
古
く
か

ら
行

っ
て
い
る
菊
人
形
展
も
か
つ
て
ほ
ど

の
盛
況

は
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

テ
レ
ビ
番
組
に
取
題
し
た
時
代
劇

の

一
場
面
を

菊
人
形
で
表
す
。
最
近
で
は
共
通
の
知
識

の
少
な

い
私
た
ち
の
た
め
に
、
各
場
面

に
説
明
が

つ
い
て

い
る
こ
と
も
多

い
。
歴
史

の

「勉
強
」
に
熱
心
な

見
物
人
は
ま
ず
説
明
を
読
み
、
菊
人
形
は
そ
の
理

解
を
助
け
る
た
め
の
補
助
と
な
る
と
い
う
、
本
来

の
逆

の
姿
さ
え
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

て
し
ま

っ
た
。
場
面
の
説
明
で
あ

っ
た
は
ず

の
看

板
が

「主
」
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
博
物
館
や
資
料
館
な
ど
で
は
史
実

を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
た
め
に
、
人
形
を
使

っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
確

か
に
説
明
が

「主
」
で
あ
り
、
人
形

は

「従
」

で
あ

る
。
菊
人

形

に
共
通
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
よ
め
な
く
な

っ
て
い

る
現
代
の
人
た
ち
は
、
こ
れ
と
同
様

の
見
方
を
し

が
ち
で
あ
る
。

ま
た
、
新
聞

に
よ
る
文
字
情
報
や
テ
レ
ビ
に
よ

る
視
覚
的
情
報

の
中
に
、
か
つ
て
の
歌
舞
伎

に
見

た
よ
う
な

ス
ト

ッ
プ

モ
ー
シ
ョ
ン
が
失
わ
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
げ
て
お
き
た
い
。

こ
れ
で
は
、
た
と

え
人
気
の
高

い
番
組

の

一
場
面
を
菊
人
形
で
表
し

た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
見
て
共
感
す
る
こ
と
が
困

難

に
な
る
。
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
に
く

い
状
況
に

置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

菊
人
形
の
原
点

そ
れ
で
は
今
後
菊
人
形
と
い
う

「見
立
て
」
の

娯
楽
は
消
え
て
い
く
の
か
。
不
思
議
な
こ
と
に
菊

人
形
や
同
様
の
花
人
形
を
作
る
と
こ
ろ
が
最
近
増

え
て
き
て
い
る
。
新
た
に
菊
人
形
を
始
め
た
所
も

少
な
く
な
い
。
東
京

の
団
子
坂

の
近
く
に
あ
る
大

円
寺

で
は

一
九
八
四
年
か
ら
菊
人
形
が
作
ら
れ
、

鹿
児
島
県
の
磯
庭
園
で
は

一
九
八
五
年
か
ら
菊
人

形
が
始
ま

っ
た
。
熊
本
県
菊
池
市

で
は

一
九
九
〇

年
か
ら
、
北
海
道

の
別
海
町
で
は

一
九
九
二
年

に

148



花 を衣裳 になぞ らえるとい うこと

初

め
て
菊
人
形
が
飾
ら
れ
た
。
花
人
形
は
大
阪

の

桜
宮
公
園
で
、
市

の
主
催

で

一
九
九
四
年

春
に
展

示
さ
れ
た
。
休
日
に
も
な
る
と
、
客
は
引

き
も
切

ら
ず
見
物
に
や

っ
て
来
る
。
気

に
入

っ
た
人
形
の

前
で
記
念
撮
影
に
い
そ
し
む
人
々
の
姿
も
多
く
見

受
け
ら
れ
る
。
情
報

の
媒
体
と
し
て
の
役
割
も
な

く
、
「見
立

て
」
の
背
景

も

よ
め
な

く

な

っ
た

人
々
は
、
菊
人
形

の
ど
こ
に
魅
力
を
感
じ

て
い
る

の
か
。人

形

の
顔
や
手
は
木
彫
り
で
、
色
が

ほ
ど
こ

さ
れ
て
い
ま
す
。
顔

の
表
情
は
華
麗

で
壮
烈
、

ま
る
で
生
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
手
も
美
し

く
仕
上
げ
ら
れ
、
本
物

の
よ
う

に
見
え
ま
す
。

武
人

の
衣
裳

は
す
べ
て
、
ま
だ
花
を
咲
か
せ

な
い
菊

で
仕
立
て
ら
れ
、
甲
冑

の
細

部
に
い

た
る
ま
で
、
し
か
と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

橋

の
欄
干
も
花

で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
種
の
生
き
た
装
飾

の
た
め
に
は
小
菊
だ
け

が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
白
や
紅
や
黄
が
ぎ

っ
ち
り

つ
ま

っ
て
、
こ
の
奇
妙
な
用
途

に
喜

(27
)

ん
で
役
立

っ
て
い
る
の
で
す
。

船
で
知
り
合

っ
た
日
本
人
Q
氏
と
ジ
ー
ボ

ル

ト
男
爵
と

一
緒
に
昼
食
を
し
て
、
そ
の
あ
と

Q
氏
と
団
子
坂
の
菊

の
展
覧
会
を
見

に
行

っ

た
。
そ
こ
で
は
菊

の
花
を
巧
み
に
曲
げ

て
、

見
事
な
形

に
仕
立
て
て
あ
り
、
昔

の
絵
や
物

語
を
表
し
た
菊
が
た
く
さ
ん
あ

っ
た
。
こ
れ

ら
の
菊
人
形
は
素
晴
ら
し
い
手
際
で
作
ら
れ

て
い
た
が
、
私

に
は
そ

の
美
し
さ
そ
の
も
の

よ
り
も
、
む
し
ろ
風
変
り
で
独
創
的
な
点
が

(
28
)

印
象

に
残

っ
た
。

こ
れ
は
英
国
公
使
夫
人
メ
ア
リ
ー

・
フ
レ
イ
ザ

ー
が
明
治
二
十
二
年

(
一
八
八
九
)

に
団
子
坂

の

菊
人
形
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
と
、
ベ
ル
ギ
ー
公

使
夫
人

エ
リ
ア
ノ
ー
ラ

・
メ
ア
リ
ー

・
ダ
ヌ
タ
ン

の
明
治
二
十
六
年

(
一
八
九
三
)

の
日
記

で
あ
る
。

い
ず
れ
も
明
治
時
代
に
日
本
を
訪
れ
た
外
国
人
の

目
か
ら
見
た
菊
人
形
に
つ
い
て
述
べ
た
感
想
だ
。

背
景
と
し
て
の
知
識
が
少
な
く
な

っ
た
現
代

の

人
々
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
女
た
ち
は
菊
人
形

の

一

場
面
が
表
す
歌
舞
伎
や
そ
の
他

の
背
景

の
方
は
理

解

し
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
菊
人
形
が
、

衣
裳
を

つ
け
た
人
を
模
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て

い
る
。
テ
ー

マ
の
知
識
が
あ
れ
ぽ
よ
り
楽
し
め
る

だ
ろ
う
が
、
そ
の
知
識
が
な
く
と
も
、
興
味
を
も

っ
て
み
る
こ
と
の
可
能
な
こ
と
を
こ
れ
ら
は
示
し

て
い
る
。

現
代

の
人
々
に
は
娯
楽
が
豊
富

に
あ
り
、
そ
の

た
め
に
共
有
で
き
る

「遊
び
」
や

「知
識
」
が

か

え

っ
て
少
な
く
な

っ
て
き
て
い
る
。
か
つ
て
人
々

は
見
立

て
を
楽
し
み
、
そ
の
見
立

て
を
複
雑

に
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
楽
し
み
を
増
や
し
て
き
た
と

い
え
る
。
し
か
し
現
代

の
人
々
は
、

一
つ
の
遊
び

方
に
執
着
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
共
に
楽
し

む
こ
と
が

で
き
な
く
な

っ
て
き
た
。

現
代

の
人
々
は
菊
人
形
を
原
点

の
見
方
で
し
か
、

も
は
や
理
解

で
き
な
く
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

菊
人
形

の
舞
台

に
立
て
ら
れ
た
看
板

の
説
明
に
目

を
や
り
な
が
ら
そ
の
場
面
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
、

現
代

の
人
々
に
は

「学
習
す
る
」
,姿
勢
を
見
い
だ

す
こ
と
も
で
き

る
。
だ
か
ら
こ
そ
菊
人
形
は
休
む

こ
と
な
く
毎
年
展
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
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「見
立
て
」
と
し
て
の
菊
人
形

こ
こ
で

「
見
立
て
」

の
意
味
に
つ
い
て
も
う

一

度
確
認
し
て
お
こ
う
。
郡
司
正
勝
は
見
立

て
に
つ

い
て
次

の
よ
う
に
語
る
。

「見
立
て
」

(
29

)

は
本
物
で
は
な
い
。

菊
人
形
の
見
立

て
は
な
ぞ
ら
え
る
見
立

て
で
あ

っ
た
。
「
見
立

て
」
で
あ
る
か
ら
、
本
物

で
は
な

い
。
菊
人
形
と
し
て
作
ら
れ
た
物
は
、
本
物

の
桃

太
郎

で
も
な
け
れ
ば
、
歌
舞
伎

で
演
じ
ら
れ
る
忠

臣
蔵

で
も
な
く
、
本
物

の
芸
妓

で
も
な
い
。
ま
た
、

菊
人
形

の
表
す

一
場
面
は
本
物
の
戦
場

で
も
な
い
。

あ
く
ま
で

「見
立
て
」
ら
れ
て
い
る

ニ
セ
モ
ノ
な

の
で
あ
る
。

(
30
)

本
物
そ
れ
自
体
で
は
意
味
も
趣
向
も

な
い
。

菊
人
形
の
見
立
て
の
世
界
に
、
実
際
に
は
不
可

能
で
あ

る
が
、
桃
太
郎
を
連
れ
て
来
る
。
忠
臣
蔵

の
役
者
を
立
た
せ
て
み
る
。
本
物

の
芸
妓

を
連
れ

て
来
る
。
実
際
に
戦
争
を
さ
せ
て
み
る
。
そ
れ
で

は
意
味
も
趣
向
も
見
ら
れ
な
く
な
る
。
菊
人
形
は

本
物
を
な
ぞ
ら
え
る
か
ら
こ
そ
お
も
し
ろ
い
の
で

あ

っ
て
、
そ
こ
に
本
物
を
も

っ
て
き
て
は
な
ん
の

楽
し
み
も
な
い
。
菊
人
形
が
な
ぞ
ら
え
る
物
を
想

像
し
て
こ
そ
意
味
が
あ

る
の
だ
。

「仕
組

み
」

(
31
)

ら

ぬ

。

に
新
鮮
な
驚
き
が
な
く

て
は
な

菊
人
形
は
、
様
々
な
テ
ー

マ
を
付
与
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
見
立

て
を
複
雑

に
し
て
き
た
。
宗
教

上
の
事
績
や
武
勇
伝
、
ま
た
民
間
伝
承
を
テ
ー

マ

に
し
た
。
見

に
行
か
な
い
と
そ
の
見
立

て
が
わ
か

ら
な
い
よ
う
な
、
歌
舞
伎
を
テ
ー

マ
に
し
た
。
芸

妓
や
美
人
を
菊
人
形
に
し
た
。
し
か
し
、
現
代

の

人
々
は
複
雑
な
見
立
て
を
理
解
せ
ず
、
原
点

の
菊

人
形
を
見
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
菊
人
形
本
来

の

新
鮮
な
驚
き
が
常

に
用
意
さ
れ
て
い
る
。
複
雑
な

見
立

て
の
解
釈
を
経

る
こ
と
な
し
に
、
そ
れ
で
も

な
お
菊
人
形
が
今
日
ま
で
続

い
て
い
る
の
に
は
こ

の
菊
人
形
と
い
う

「仕
組
み
」

に
新
鮮
な
驚
き
が

あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(
32
)

神
遊
び
の
造
形
が
造
り
物
で
あ
る
。

造
り
菊

に
始
ま
り
、
菊
人
形
は
天
保
十
五
年

に

霊
感
院

の
飾
り
物
、

つ
ま
り
奉
納
細
工
と
し
て
始

ま

っ
た
。
そ
の
後
明
治
に
入

っ
て
木
戸
銭
を
と
る

興
行

の
形
態
を
と
り
、
菊
人
形
は

一
見
宗
教
性
を

欠

い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
菊
人
形
の

神
と
の
つ
な
が
り
は
現
在
で
も
存
在
す
る
。
生
き

て
い
る
植
物
が
菊
人
形

の
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ

る
。

つ
ま
り
、
多
く
の
生
命
が
菊
人
形

の
犠
牲
に

な
る
。
そ
の
た
め
、
菊
師
や
人
形
師
た
ち
は
、
花

供
養
を
現
在

で
も
行

っ
て
い
る
。
花

に
感
謝
の
気

持
ち
を
捧
げ

る
日
で
あ
る
。

「造
り
物
」
は
見
立

て
と

い
う
趣
向

の
働
き

だ
け
が
肝
要
だ
か
ら
形
は
偽

せ
物
で
あ
る
。

残
し
て
は
な
ら
な
い
。
消
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
わ
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
焼
き
捨
て
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
仮
面
の
本

性
と
お
な
じ
で
あ
る
。
装
い
で
あ
る
か
ら
で
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あ

る
。

祭

が

終

っ
た

ら

、

(
33

)

の
が
本
義

で
あ
る
。

同
時
に
解
消
す
る

菊
人
形

の
素
材
と
な
る
菊
は
秋
に
咲
く
。
し
た

が

っ
て
菊
人
形
は
秋
だ
け
の
限
ら
れ
た
期

間
の
催

し
で
あ
る
。
素
材
が
生
き

て
い
る
植
物

の
た
め
、

必
ず
枯
れ
る
。
ま
た
現
在

に
至
る
ま
で
、

菊
人
形

展
は
仮
設
性
を
保

っ
て
い
る
。
た
と
え
常

設
館
で図10菊 人形の焼却

行
わ
れ
よ
う
と
も
、
菊
人
形
展
に
要
し
た
大
道
具

や
衣
裳
、
頭
や
手
足
、
菊
人
形
の
原
型
に
な

っ
た

胴
殻
は
菊
人
形

の
季
節
が
終
る
と
焼
き
捨

て
ら
れ

る
。
次
の
年

に
使
え
そ
う
な
も
の
で
も
必
ず
焼
却

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
大
道
具
師
は
次

の
よ
う

に
言
う
。

「わ
た
し
ら
、
燃
や
し
て
な
ん
ぽ

の
商
売
や
か
ら

ね
…
…
」

(図
10
)

す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
な
ぞ
ら
え
る

「見
立

て
」
は
現
在

で
は
存
在
し
に
く
く
な

っ
て
き
て
い

る
。
何
か
に
な
ぞ
ら
え
て
み
て
も
、
な
ぞ
ら
え
ら

れ
て
い
る
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
か

ら
だ
。
そ
の

一
例
と
し
て
浮
世
絵
が
挙
げ
ら
れ
る
。

よ
く

い
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
な
ぞ
ら
え
る
見
立
て

を
解
釈

で
き
な
く
な

っ
て
以
来
、

つ
い
最
近
ま
で
、

「見
立

て
絵
」
を
含

ん
だ
浮
世
絵
も
、
単
な
る
芸

術
作
品
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
絵
解
き

の

楽
し
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
現
代

の
人
々
に
は

わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
現
代

の
歌
舞

伎
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
茶
屋
遊
び
も

一
般
的

で
は
な
く
な

っ
て
、
様
々
な
見
立

て
が
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
舞
台
も
よ
ほ
ど
精
通
し
た
人

に
し
か
わ

か
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
伝
統
芸
能
と
し
て

接
し
て
し
ま
う
歌
舞
伎
に
対
し
て
、

一
種
畏
敬
の

念
さ
え
感
じ
、
娯
楽
と
い
う
よ
り
学
習
し
て
い
る

よ
う
な
態
度
す
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

菊
人
形

に
も
似
た
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

茶
屋
遊
び
か
ら
歌
舞
伎
と
す
べ
て
の
見
立
て
を
吸

収

し
た
菊
人
形
の
見
方
は
で
き
な
く
な
り
、
現
在

の
人
々
に
は
菊
人
形

の
ピ
ー
ク
を
支
え
た
見
方
を

期
待
で
き
な
く
な

っ
た
。
歴
史
を
通
し
て
菊
人
形

の
見
方
は
確

か
に
変
化
し
た
。

し
か
し
菊
人
形
は
な
お
人
を
引
き
付
け
る
力
を

も

つ
。
菊
が
虎
や
帆
か
け
船
に
見
え
て
以
来
、
常

に
与
え
続
け
て
き
た
新
鮮
な
驚
き
が
あ
る
。
な
ぞ

ら
え
る
見
立
て
と
し
て
、
菊
人
形
は
原
点
の
お
も

し
ろ
さ
を
失

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

注(1
)

折

口
信
夫

「神
道
に
現
れ
た
民
族
論
理
」

『折

口
信
夫
全
集

第
三
巻
』
中
央
公
論
社

一
九
五
五
、
折
口
信
夫

「古
代
人
の
思
考
の
基
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礎
」
『折
口
信
夫
全
集

第
三
巻
』
中

央
公
論

社

一
九
五
五

(2
)

斎
藤
月
岑

『武
江
年
表
』
明
治
十

一
年

(
一

八
七
八
)
東
洋
文
庫

一
九
六
八

(3
)

養
寿
軒
雲
峰

『花
壇
菊
花
大
全
』
享
保
二
年

(
一
七

一
七
)
『日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第

九
巻

一
九
七
六

所
収

(4
)

安
田
勲

『花
の
履
歴
書
』
東
海
大
学
出
版
会

一
九
八
二

(5
)

前
掲

『花
の
履
歴
童
目』

(6
)

西
山
松
之
助

『西
山
松
之
助
著
作
集

第
八

巻

花
と
日
本
文
化
』
吉
川
弘
文
館

一
九
八

五
、
三
々
径
恭
斎
訓
点
、
徳
善
斎
著

『菊
譜
百

詠
図
』
貞
享
三
年

(
一
六
八
六
)
大
阪
府
立
中

之
島
図
書
館
蔵

(7
)

前
掲

『花
壇
菊
花
大
全
』

(8
)

守
山
藩
主
松
平
頼
寛

『黄
龍
公
菊
経
国
字
略

解
』
巻
之

一

宝
暦
五
年

(
一
七
五
五
)、
大

阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵

(9
)

丸
山
菊
大
会

解
題

『日
本
庶
民
文
化
史
料

集
成
』
第
九
巻

一
九
七
六

(10
)

小
川
顕
道

『塵
塚
談
』
文
化
十
二
年

(
一
八

一
五
)
現
代
思
潮
社

一
九
八

一
、
岡
山
鳥

『江
戸
名
所
花
暦
』
文
政
十
年

(
一
八
二
七
)

八
坂
書
房

一
九
七
三
、
片
山
賢

(申
之
)

『寝
ぬ
夜
の
す
さ
び
』
写
本

大
阪
府
立
中
之

島
図
書
館
蔵
、
斎
藤
月
岑

『武
江
年
表
』
明
治

十

一
年

(
一
八
七
八
)
東
洋
文
庫

一
九
六
八
、

『風
俗
画
報
』
明
治
四
十
年

(
一
九
〇
七
)、

『嬉
遊
笑
覧
』
昭
和
八
年

(
一
九
三
三
)
成
光

館

(11
)

岡
山
鳥

『江
戸
名
所
花
暦
』
文
政
十
年

(
一

八
二
七
)
八
坂
書
房

一
九
七
三
、
『風
俗
画

報
』
明
治
四
十
年

(
一
九
〇
七
)
、
前
掲

『武

江
年
表
』

(12
)

テ
ー
マ
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ま
で
以
上
に
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
た

「見

立
て
」
と
い
う
の
は
、
菊
人
形
だ
け
に
限
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
同
じ
よ
う
に
頭
を
つ
け
た
、

瀬
戸
物
人
形
や
幕
末
か
ら
現
れ
る
吉
浜
細
工
人

形
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
奉
納
細
工
で

あ
る
。
菊
人
形
が
会
式
に
奉
納
さ
れ
た
の
と
同

様
に
、
瀬
戸
物
人
形
や
吉
浜
細
工
人
形
も
寺
の

開
帳
な
ど
に
奉
納
さ
れ
た
。
瀬
戸
物
人
形
は
、

菊
人
形
の

「菊
」
の
代
わ
り
に

「瀬
戸
物
」
を

用
い
た
も
の
で
、
吉
浜
細
工
人
形
は
、
「菊
」

の
代
わ
り
に
貝

・
松
か
さ

・
す
す
き
な
ど

の

「資
材
」
を
用
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
形
も
菊
人

形
と
共
に
以
降
ほ
ぼ
同
様
の
テ
ー
マ
の
変
遷
を

見
せ
て
い
く

(細
工
人
形
の
製
作
過
程
に
つ
い

て
は
拙
稿

「細
工
人
形
製
作
過
程
の
比
較
研

究
」
『武
庫
川
女
子
大
学
生
活
美
学
研
究
所
紀

要
』
第
三
号

一
九
九
三
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
た
細
工
人
形
の
包
括
的
研
究
に
つ
い
て
は
現

在
準
備
中
で
あ
る
)。

(13
)

冨
森
盛

一
『生
人
形
師

安
本
亀
八
』
赤
目

出
版
会

一
九
七
六

(14
)

ロ
バ
ー
ト

・
フ
ォ
ー
チ

ュ
ン

『江
戸
と
北

京
』

一
八
六
三
、
三
宅
馨
訳
、
廣
川
書
店

一

九
六
九

(15
)

瀬
戸
物
人
形
や
吉
浜
細
工
人
形
も
菊
人
形
と

同
じ
よ
う
な
テ
ー
マ
の
変
遷
が
あ
り
、
忠
臣
蔵

の
人
形
も
作
ら
れ
て
い
る

(図
11
、
12
)。

(16
)

『名
作
歌
舞
伎
全
集
』
第
二
巻
、
東
京
創
元

社

一
九
六
八

(17
)

『風
俗
画
報
』
明
治
四
十
年

(
一
九
〇
七
)
、

「江
戸
菊
細
工
の
変
遷

(下
)」
『此
花
』
第
三

号

此
花
社

大
正
元
年

(
一
九

一
二
)
十
二

月

(18
)

都
新
聞
、
明
治
二
十
七
年

(
一
八
九
四
)
九

月
十
六
日

(19
)

新
愛
知
新
聞
、
明
治
三
十
六
年

(
一
九
〇
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花 を衣裳 になぞらえる というこ と

三
)
十
月
二
十
九
日
な
ど

(20
)

京
阪
電
気
鉄
道
株
式
会
社

『京
阪

70
年
の
あ

ゆ
み
』

一
九
八
○

(21
)

京
阪
電
気
鉄
道
株
式
会
社
事
業
部
編

『黄
花

大
成
』

一
九
九

一

(22
)

前
掲

『京
阪
70
年
の
あ
ゆ
み
』

(23
)

尾
道
日
日
新
聞
、
昭
和
三
十
九
年

(
一
九
六図11忠 臣蔵の瀬戸物人形

四
)
十

月

四
日

(
24
)

前

掲

『黄
花

大
成

』

(
25
)

尾
道

日
日
新

聞
、

昭
和

四
十

一
年

(
一
九

六

六

)
十

月

四
日

(
26
)

『
花
が

輝
く

と
き

』
武

生
市

一
九
九

一

(
27
)

メ
ア
リ

i

・
フ
レ
イ
ザ

ー
、

ヒ

ュ
ー

・
コ
ー

タ

ッ
ツ
ィ
編

『
英

国
公
使

夫

人

の
見

た
明
治

日図12忠 臣蔵の吉浜細工人形

本

』
淡

交
社

一
九

八
八

(
28
)

エ
リ

ア

ノ

ー

ラ

・
メ

ア

リ

i

・
ダ

ヌ
タ

ン

『
ベ

ル
ギ

ー
公

使
夫

人

の
明

治

日

記
』

中
央

公

論

社

一
九

九

二

(
29
)

郡
司

正
勝

『風

流

の
図
像
誌

』

三
省
堂

九

八
七

、

八
八
頁

(
30
)

前

掲

『風
流

の
図
像
誌

』

八

八
頁

(
31
)

前

掲

『風

流

の
図
像
誌

』

八
九
頁

(
32
)

前

掲

『風
流

の
図
像
誌

』

八
九
頁

(
33
)

前

掲

『風
流

の
図
像
誌

』

八
九
、

九

〇
頁

そ

の
他

の
参
考

文
献

「見

立

て
」

加

藤

秀

俊

『見

世

物

か

ら

テ

レ
ビ

へ
』

岩

波

新

書

一
九

六
五

草

森

紳

一

『見

立

て
狂

い
』

フ

ィ

ル

ム

ア

ー

ト
社

一
九

八

二

朱

捷

『神

さ

ま

と

日
本

人

の
あ

い
だ
』

福

武

書

店

一
九

九

一

多

田
道

太
郎

「
見

立

て
ー
」

「
見
立

て
H
」

『多

田
道

太
郎

著
作

集

3

し
ぐ

さ

の
日

本
文

化
』

筑
摩
書

房

一
九

九

四

多

田
道

太

郎

「
ネ

ー

ミ

ン
グ

は
宇

宙

で
あ

る
」

『多

田
道

太
郎

著
作

集

2

複

製

の
あ

る
社
会

』
筑
摩
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書
房

一
九
九
四

西
田
長
男

〔「見
立
て
」
の
民
俗
論
理
〕
『日
本
神
道

史
研
究

第
二
巻

古
代
編

上
』
講
談
社

一

九
七
八

服
部
幸
雄

『変
化
論
』
平
凡
社

一
九
七
五

「菊
人
形
」

浅
井
正
夫

『團
子
坂
の
菊
人
形
』
昌
平
堂

一
九
八

七
朝
倉
無
聲

『見
世
物
研
究
』
思
文
閣
出
版

一
九
七

七
川
添
登

『東
京
の
原
風
景
』
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス

一

九
七
九

「江
戸
菊
細
工
の
変
遷

(上
)」
『此
花
』
第

一
号

大
正
元
年

(
一
九

一
二
)
十
月

此
花
社

白
幡
洋
三
郎

『プ
ラ
ン
ト
ハ
ン
タ
ー
』
講
談
社

一

九
九
四

林
屋
辰
三
郎

梅
棹
忠
夫

多
田
道
太
郎

加
藤
秀

俊

『日
本
人
の
知
恵
』
中
公
文
庫

一
九
七
三

川
井
ゆ
う

「細
工
人
形
製
作
過
程
の
比
較
研
究
」

『武
庫
川
女
子
大
学
生
活
美
学
研
究
所
紀
要
』
第

三
号

一
九
九
三

川
井
ゆ
う

「人
形
を
サ
イ
ク
す
る
人
た
ち
」
『現
代

風
俗

94
』
リ
ブ

ロ
ポ
ー
ト

一
九
九
四

図
版

1

菊
の
大
作
り

(
一
九
九
三
年
十
月
二
十
八
日
北

見
)
筆
者
撮
影

2

菊
の
孔
雀

(
一
九
九
二
年
十

一
月
九
日
東
京
湯

島
天
神
)
筆
者
撮
影

3

懸
崖

(
一
九
九
三
年
十
月
二
十
三
田
弘
前
)
筆

者
撮
影

4

帆
か
け
船
の
菊

(
一
九
九
二
年
十

一
月
七
日
二

本
松
)
筆
者
撮
影

5

桃
太
郎
の
菊
人
形

(
一
九
九
三
年
十
月
十
四
日

別
府
)
筆
者
撮
影

6

「義
士
討
入
り
ー
吉
良
邸
奥
庭
の
場
」
め
か
り

の
菊
人
形

絵

ハ
ガ
キ

三
浦
人
形
店
所
蔵

7

「日
清
役
成
歓
の
戦
ひ
に
於
け
る
樋
口
大
尉
」

菊
人
形

絵

ハ
ガ
キ

三
浦
人
形
店
所
蔵

8

「紅
葉
ノ
名
所
高
尾
」
国
技
館
の
菊
人
形

絵

ハ
ガ
キ

三
浦
人
形
店
所
蔵

9

洋
装
の
菊
人
形

(
一
九
九
二
年
十
月
二
十

一
日

尾
道
)
筆
者
撮
影

10

菊
人
形
の
焼
却

(
一
九
九
二
年
十
二
月
十
四
日

枚
方
)
筆
者
撮
影

11

「義
士
討
入
の
場
」
瀬
戸
物
人
形

絵

ハ
ガ
キ

神
谷
保
義
氏
所
蔵

12

「忠
臣
蔵
五
段
目
」
吉
浜
細
工
人
形

キ

神
谷
保
義
氏
所
蔵

絵

ハ
ガ

嗣


