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画
冊
』
の
中
に
は
刷
物
と
思
わ
れ
る
も
の
の

一
部
を
切
り
取
っ
た
も
の
が
貼
り
付
け
ら

れ
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
貼
り
付
け
ら
れ
た

も
の
の
ひ
と
つ
に
関
屋
里
元
の
狂
歌
と
そ

れ
に
関
連
す
る
絵
（
挿
絵
）
が
あ
り
ま
す
。

里
元
の
狂
歌
は
、「
む
な
き
（
う
な
ぎ
）
と

る　

小
舟
に
浪
の　

つ
ら
み
う
た　

う
ま

し
と
た
れ
も　
ほ
む
る
江
戸
川
」
と
あ
り
ま

す
。
そ
の
下
に
あ
る
絵
に
は
、
菅
笠
を
か
ぶ

っ
た
男
の
人
が
縄
で
小
舟
を
引
き
つ
つ
う

な
ぎ
か
き
で
う
な
ぎ
を
獲
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、『
縮

図
画
冊
』
の
大
き
さ
に
納
ま
る
よ
う
に
切
り

取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
絵
師
の
名
前
は

わ
か
り
ま
せ
ん
。
関
屋
里
元
に
つ
い
て
は
残

っ
て
い
る
狂
歌
も
少
な
く
よ
く
わ
か
っ
て

い
な
い
の
で
、
偶
然
と
は
い
え
こ
の
よ
う
な

形
で
も
詠
ん
だ
狂
歌
が
残
っ
て
い
る
こ
と

は
珍
し
い
こ
と
で
す
。

■
狂
歌
の
友
人
　
東
耕
舎
米
員

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
縮
図
画
冊
』
に
貼
ら

れ
た
、
切
り
取
ら
れ
た
刷
物
の
一
部
に
は
、

関
屋
里
元
と
一
緒
に
東
耕
舎
米
員
と
い
う

人
の
狂
歌
の
一
部
も
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
、「
江
戸
川
の　

鰻
の
ほ
り
に　

た
ん
た

ん
と
（
以
下
欠
落
）」
と
い
う
も
の
で
、
関

屋
里
元
の
狂
歌
と
共
に「
江
戸
川
の
う
な
ぎ
」

に
つ
い
て
の
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
ぶ

ん
、「
江
戸
川
の
う
な
ぎ
」
と
い
う
題
を
も

ら
っ
て
狂
歌
を
詠
む
よ
う
に
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。（
ち
な

み
に
、こ
こ
で
詠
ま
れ
て
い
る
「
江
戸
川
」

は
、
現
在
の
千
葉
県
と
東
京
都
の
境
と
な

（
現
在
の
千
住
関
屋
町
か
ら
墨
田
区
堤
通
辺

り
）
に
住
ん
で
い
た
こ
と
、
天
保
二

（
一
八
三
一
）
年
に
数
え
年
四
〇
歳
で
亡
く

な
っ
た
こ
と
、
そ
こ
か
ら
逆
算
し
て
寛
政
四

（
一
七
九
二
）
年
の
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
、

里
元
と
い
う
名
は
父
親
の
あ
ざ
な
を
継
い

だ
こ
と
く
ら
い
で
す
。
千
住
掃
部
宿
（
現
在

の
千
住
仲
町
）
に
は
か
つ
て
橋
本
家
と
い
う

旧
家
（
商
家
）
が
存
在
し
て
い
て
関

屋
の
里
に
広
い
土
地
を
持
っ
て
い
た

ら
し
い
と
の
こ
と
で
す
か
ら
、
関
屋

里
元
こ
と
橋
本
立
も
そ
の
橋
本
家
の

人
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。

■
舩
津
文
渕
の
『
縮
図
画
冊
』

　

平
成
二
八
年
に
開
催
し
た
展
覧
会

「
美
と
知
性
の
宝
庫　

足
立
―
酒
井

抱
一
・
谷
文
晁
と
そ
の
弟
子
た
ち
―
」

展
で
、
大
き
く
取
り
上
げ
た
江
北
の

旧
家
で
あ
る
舩
津
家
の
江
戸
時
代
後

期
の
頃
の
当
主
で
あ
る
舩
津
久
五
郎

重
許
は
、谷
文
晁
に
弟
子
入
り
し
「
文

渕
」「
菜
葊
」
と
い
う
画
号
を
許
さ
れ

た
絵
師
で
も
あ
り
ま
し
た
。
文
渕
は
、

当
時
の
絵
師
の
練
習
方
法
と
し
て
、

ま
た
、
絵
の
注
文
を
受
け
た
と
き
に

参
照
す
る
た
め
に
、
師
匠
で
あ
る
谷

文
晁
や
そ
の
ほ
か
の
絵
師
の
絵
を
た

く
さ
ん
模
写
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

よ
う
な
も
の
の
中
に
『
縮
図
画
冊
』

全
六
冊
が
あ
り
、
谷
文
晁
の
絵
を
小

さ
く
模
写
し
た
も
の
な
ど
が
た
く
さ

ん
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
『
縮
図

千住の狂歌師　関屋里元について　1 P　表装としての「源氏香」－ 村越向栄《双鶴図》－　2 P
はい、文化財係です。６（千住宿高札）　4 P

が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
関
屋
里

元
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
分
か
ら
な

い
こ
と
が
多
く
、
分
か
っ
て
い
る

こ
と
と
い
え
ば
、
名
を
橋
本
立
、

ま
た
は
春
朝
と
言
い
、
関
屋
の
里

　

現
在
、
郷
土
博
物
館
で
開
催

し
て
い
る
「
大
千
住　

美
の
系

譜
―
酒
井
抱
一
か
ら
岡
倉
天
心

ま
で
―
」
展
に
は
、
関
屋
里
元

と
い
う
人
物
の
狂
歌
短
冊
な
ど

『縮図画冊』内　刷物　貼り付け（舩津家美術資料・当館寄託）

千住の狂歌師　関屋里元について
（大千住展図録原稿補遺）

山崎　尚之
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っ
て
い
る
江
戸
川
で
は
な
く
、
神
田
川
の

新
宿
区
西
早
稲
田
辺
り
か
ら
飯
田
橋
ま
で

の
間
を
「
江
戸
川
」
と
呼
ん
で
い
た
、
そ

の
「
江
戸
川
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。）
こ
の
東
耕
舎
米
員
は
、『
縮
図
画
冊
』

に
貼
ら
れ
た
切
り
取
ら
れ
た
刷
物
で
は
、

た
だ
関
屋
里
元
の
隣
に
狂
歌
が
載
せ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
関
屋
里
元

が
亡
く
な
っ
た
翌
年
に
当
る
天
保
三(

一
八
三
二)

年
に
出
さ
れ
た
『
関
屋
里
元

追
善
集
』（
名
倉
家
資
料　

当
館
寄
託
）

と
い
う
関
屋
里
元
の
逝
去
を
悼
む
多
色
摺

版
画
の
絵
を
入
れ
た
豪
華
な
狂
歌
・
川
柳

集
の
緒
言
の
中
に
「
東
耕
舎
…
か
き
あ
つ

め
て
ひ
と
ま
き
と
な
せ
り
…
」
と
あ
り
、

こ
の
冊
子
の
編
者
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら

す
る
と
、
と
も
に
狂
歌
を
詠
む
友
人
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

■
絵
師
鈴
木
其
一
と
の
交
友

　

ま
た
、
今
回
の
「
大
千
住
」
展
で
初
め

て
紹
介
さ
れ
た
『
狂
歌
葦
芽
集
』（
き
ょ

う
か
あ
し
か
び
し
ゅ
う　

国
立
国
会
図
書

館
蔵
）
は
、
関
屋
里
元
が
撰
者
と
な
っ
た

狂
歌
を
載
せ
た
版
本
で
す
が
、
そ
の
中
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
鈴
木
其
一
の
絵
は
、
後

の
鈴
木
其
一
の
活
躍
を
準
備
す
る
も
の
の

表
出
の
ひ
と
つ
と
取
れ
る
だ
ろ
う
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。関
屋
里
元
と
鈴
木
其
一
は
、

そ
の
他
に
も
《
小
督
局
・
源
仲
国
図
》（
舩

津
家
美
術
資
料　

当
館
寄
託
）
で
も
コ
ン

ビ
で
作
品
を
残
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
か
ら
す
る
と
、関
屋
里
元
は
絵
師
・

鈴
木
其
一
に
近
い
関
係
に
あ
り
、
親
し
く

作
品
へ
の
絵
の
制
作
を
依
頼
で
き
る
立
場

に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
関
屋

里
元
は
関
屋
に
土
地
を
持
つ
よ
う
な
千
住

の
旧
家
（
商
家
）
の
人
な
の
で
裕
福
で
あ

り
、
若
い
鈴
木
其
一
に
対
し
て
何
ら
か
の

サ
ポ
ー
ト
も
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。

■
里
元
の
狂
歌

　

最
後
に
、
あ
ま
り
残
っ
て
は
い
な
い
関

屋
里
元
の
狂
歌
で
す
が
、
現
在
、
刊
行
さ

れ
て
い
る
書
籍
の
中
に
も
あ
り
ま
し
た
の

で
、
そ
ち
ら
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
ち
ら
の

方
が
人
の
目
に
触
れ
や
す
い
も
の
な
の

で
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
と
い
う
の
も
お
か

し
な
話
で
す
が
、関
屋
里
元
に
つ
い
て
は
、

そ
の
来
歴
を
記
し
た
よ
う
な
資
料
・
書
物

が
先
の
『
追
善
集
』
や
『
葦
芽
集
』
の
中

の
緒
言
く
ら
い
し
か
な
い
の
で
、
さ
ら
に

い
く
ら
か
で
も
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に

は
、
こ
れ
ら
を
掲
載
す
る
こ
と
も
有
益
な

の
で
は
と
思
い
、
こ
こ
に
掲
載
し
ま
す
。

　

里
元
の
狂
歌
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
書
物

は
、『
狂
歌
関
東
百
題
集
』（
文
化

一
〇
・
一
八
一
三
年
）鈍
々
亭
和
樽
編（『
江

戸
狂
歌
本
選
集
』
第
八
巻　

東
京
堂
出
版　

二
〇
〇
〇
・
八
・
二
五
）
で
す
。

「
反
古
張
の　

障
子
に
雁
の　

影
さ
し
て　

ひ
た
り
文
字
を
も　

見
す
る
北
窓
」「
賤

の
男
か　

う
て
を
み
か
き
て　

刈
小
田
に　

た
わ
し
の
こ
と
く　

残
る
稲
か
な
」「
夜

も
す
か
ら　

解
ぬ
氷
を　

ふ
み
つ
け
に　

中
む
つ
ま
し
き　

岸
の
を
し
鳥
」

　
　
　
　
　
　（
郷
土
博
物
館
　
専
門
員
）

　

郷
土
博
物
館
で
開
催
中
の
展
覧
会
「
大

千
住　

美
の
系
譜
―
酒
井
抱
一
か
ら
岡
倉

天
心
ま
で
―
」
で
は
、
千
住
の
名
倉
家
に

伝
来
し
た
約
一
八
〇
点
に
の
ぼ
る
作
品
・

資
料
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。そ
の
中
に
は
、

床
の
間
に
掛
け
て
鑑
賞
す
る
「
掛
軸
」
が

あ
り
、
足
立
ゆ
か
り
の
画
家
で
あ
る
村
越

向
栄
の
《
月
次
景
物
図
》
を
は
じ
め
、
多

く
の
掛
軸
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、皆
様
は
掛
軸
を
ご
覧
に
な
る
時
、

描
か
れ
た
「
画
（
え
）」
や
「
書
」
の
周

り
を
縁
取
る
「
表
装
」
を
じ
っ
く
り
見
た

こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。「
表
装
」と
は
、

一
般
に
は
鑑
賞
・
保
存
の
た
め
に
書
や
画

の
本
紙
（
書
画
を
描
い
た
紙
本
、
絹
本
）

を
掛
軸
や
巻
子
、
屏
風
等
の
形
態
へ
と
仕

立
て
る
こ
と
を
指
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
た
裂
地
（
き
れ
じ
）
等
の
全

体
構
造
の
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
表
装
の

中
で
も
、
掛
軸
の
本
紙
の
周
辺
を
彩
る
表

装
裂
（
ひ
ょ
う
そ
う
ぎ
れ
）
を
選
択
す
る

際
、表
装
師
は
書
画
の
品
格
や
表
装
形
式
、

掛
け
ら
れ
る
場
所
や
意
向
、
画
の
色
彩
等

に
見
合
う
も
の
を
選
び
ま
す
。
さ
ら
に
画

の
内
容
の
意
味
合
い
を
考
え
、
そ
れ
に
合

う
表
装
裂
を
選
択
す
る
場
合
も
あ
り
ま

す
。
今
回
は
、
そ
の
様
な
表
装
の
表
装
裂

に
着
目
し
て
村
越
向
栄
《
双
鶴
図
》（
当

館
蔵
）
の
掛
軸
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

■
村
越
向
栄
《
双
鶴
図
》

　

村
越
向
栄
は
、
酒
井
抱
一
の
高
弟
・
鈴

木
其
一
の
門
人
、村
越
其
栄
の
子
で
あ
り
、

千
住
で
活
動
し
た
足
立
を
代
表
す
る
画
家

の
一
人
で
す
。
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）

に
父
・
其
栄
が
亡
く
な
る
と
す
ぐ
に
其
栄

の
寺
子
屋
「
東
耕
堂
」
を
引
き
継
い
で
塾

主
と
な
り
、
第
一
回
・
二
回
内
国
絵
画
共

進
会
に
お
い
て
東
京
の
「
光
琳
派
」
画
家

と
し
て
作
品
を
出
品
し
た
経
歴
を
持
ち
ま

す
。（『
千
住
の
琳
派
―
村
越
其
栄
・
向
栄

父
子
の
画
業
―
』足
立
区
立
郷
土
博
物
館
、

二
〇
一
一
年
）

表
装
と
し
て
の「
源
氏
香
」

　－

村
越
向
栄《
双
鶴
図
》－

写
真
１　

村
越
向
栄
《
双
鶴
図
》、
明
治
時
代
、
絹
本
着
色
、
一
幅
、
内
寸112.1

×40.3

、
外
寸189.5

×52.7
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今
回
ご
紹
介
す
る
向
栄
の
掛
軸
（
写
真

１
）
に
は
、
絹
本
に
二
羽
の
鶴
が
精
到
な

筆
致
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。鶴
の
図
像
は
、

「
鶴
は
千
年
、
亀
は
万
年
」
と
言
わ
れ
る

よ
う
に
古
来
よ
り
長
寿
や
吉
祥
の
象
徴
と

表
さ
れ
、
日
本
画
の
伝
統
的
な
画
題
の
一

つ
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
向
栄

が
描
い
た
鶴
は
、
体
が
灰
色
で
頭
頂
か
ら

頸
部
（
け
い
ぶ
）
に
か
け
て
白
く
、
目
元

が
赤
い
特
徴
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
マ
ナ

ヅ
ル
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ

の
マ
ナ
ヅ
ル
は
、
シ
ベ
リ
ア
南
東
部
な
ど

で
繁
殖
し
、
日
本
に
冬
鳥
と
し
て
渡
来
し

ま
す
。
頭
部
が
赤
い
タ
ン
チ
ョ
ウ
ヅ
ル
と

共
に
、
新
年
や
長
寿
を
祝
す
掛
軸
と
し
て

描
か
れ
る
例
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の

向
栄
の
《
双
鶴
図
》
の
掛
軸
も
、
主
に
新

年
の
床
の
間
を
彩
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

■
表
装
の
「
源
氏
香
」
と
「
網
干
文
様
」

　
《
双
鶴
図
》
の
掛
軸
の
表
装
に
は
、「
源

氏
香
（
げ
ん
じ
こ
う
）」
と
呼
ば
れ
る
模

様
と
共
に
、
水
鳥
の
群
れ
、
そ
し
て
「
網

干
（
あ
ぼ
し
）
文
様
」
が
丁
寧
に
縫
わ
れ

て
い
ま
す
。（
写
真
２
〜
４
）。
こ
の
「
源

氏
香
」
と
は
、『
源
氏
物
語
』
に
典
拠
を

お
い
て
、
組
香
（
香
り
を
聞
き
分
け
る
遊

び
）
の
表
現
を
縦
五
本
の
線
を
基
本
と
し

て
構
成
さ
れ
た
図
形
の
模
様
で
す
。
こ
の

組
香
で
は
香
五
種
を
用
い
て
、
同
香
か
別

香
か
を
作
図
で
答
え
ま
す
。
横
線
で
繋
げ

ら
れ
た
も
の
が
同
香
を
意
味
し
、
繋
が
り

の
な
い
縦
線
は
そ
れ
ぞ
れ
が
別
香
で
あ
る

こ
と
を
示
し
ま
す
。
こ
の
図
型
は
五
つ
の

線
の
組
み
合
わ
せ
で
五
十
二
型
が
作
ら

れ
、『
源
氏
物
語
』
五
十
四
巻
の
う
ち
、

第
一
帖
の「
桐
壷
」と
第
五
十
四
帖
の「
夢

浮
橋
」
の
巻
を
除
い
た
五
十
二
巻
に
あ
て

は
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
源
氏
香
」
の
図

柄
は
、
元
禄
頃
か
ら
小
袖
の
模
様
に
用
い

ら
れ
、
ま
た
、
江
戸
後
期
の
読
本
『
偐
紫

田
舎
源
氏
』
を
題
材
に
し
た
浮
世
絵
「
源

氏
絵
」
等
に
も
広
く
調
度
品
や
美
術
品
の

模
様
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、

こ
の
「
源
氏
香
」
と
共
に
織
ら
れ
た
「
網

干
」
は
、
魚
を
獲
る
網
を
干
し
た
様
子
を

水
鳥
で
あ
る
雁
と
鶴
の
群
れ
に
つ
い
て
の

和
歌
が
確
認
で
き
ま
す
。

　
「
故
郷
を
い
づ
れ
の
春
か
行
き
て
見
む　

う
ら
や
ま
し
き
は
帰
る
雁
が
ね
」

　
「
あ
か
な
く
に
雁
の
常
世
を
立
ち
別
れ　

花
の
都
に
道
や
惑
は
む
」

　
「
雲
近
く
飛
び
交
ふ
鶴
も
空
に
見
よ　

我
は
春
日
の
曇
り
な
き
身
ぞ
」

　

つ
ま
り
、
こ
の
表
装
は
網
干
文
様
が
織

り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら『
源
氏
物
語
』

の
海
辺
の
場
面
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
さ

ら
に
網
干
と
共
に
水
鳥
の
群
れ
が
織
り
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
水
鳥
の
群
れ

が
出
て
く
る
「
須
磨
で
新
年
を
迎
え
る
」

場
面
を
表
し
て
い
る
と
推
察
で
き
ま
す
。

　

こ
の
様
に
、
光
源
氏
に
と
っ
て
大
き
な

転
機
と
な
っ
た
第
十
二
帖
「
須
磨
」
の
中

の
「
須
磨
で
新
年
を
迎
え
る
」
場
面
を
表

し
た
と
見
ら
れ
る
裂
を
用
い
た
こ
の
表
装

は
、
本
紙
に
描
か
れ
た
マ
ナ
ヅ
ル
が
新
年

を
祝
す
意
味
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
正
月
用

の
掛
軸
と
し
て
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
推
測
で
き
ま
す
。

　

今
回
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
、
掛
軸
の
表

装
は
画
か
ら
汲
み
取
っ
た
も
の
が
選
ば

れ
、
描
か
れ
た
画
と
の
兼
ね
合
い
に
よ
っ

て
彩
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
今

後
、
展
覧
会
な
ど
で
掛
軸
を
ご
覧
に
な
る

際
は
、
画
だ
け
で
は
な
く
、
表
装
と
共
に

併
せ
て
読
み
解
き
な
が
ら
ご
覧
い
た
だ
く

の
も
面
白
い
か
と
思
い
ま
す
。

　（
郷
土
博
物
館
　
専
門
員
　
畑
江
麻
里
）

描
い
た
文
様
で
、
浪
や
水
鳥
な
ど
と
組
み

合
わ
さ
れ
、
海
辺
の
景
色
を
表
し
ま
す
。

　

こ
の
向
栄
の
掛
軸
の
表
装
に
は
、「
源

氏
香
」と
思
わ
れ
る
模
様
が
四
種
類
あ
り
、

第
九
帖
「
葵
」、第
三
十
五
帖
「
若
菜
・
下
」、

第
五
十
帖
「
東
屋
」
と
、残
り
の
一
つ
は
、

第
十
二
帖
の「
須
磨
」や
第
二
十
三
帖「
初

音
」
等
と
形
が
似
て
い
る
も
の
の
、
線
の

形
が
異
な
り
、
判
別
は
つ
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
一
つ
一
つ
の
帖

を
表
す
も
の
で
は
な
く
、『
源
氏
物
語
』

を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

し
て
『
源
氏
物
語
』
の
中
か
ら
「
網
干
」

が
意
味
す
る
海
辺
の
情
景
が
書
か
れ
た
場

面
を
探
す
と
、
源
氏
自
ら
須
磨
へ
の
退
去

を
決
意
し
、
自
身
の
転
機
と
も
な
っ
た
第

十
二
帖
「
須
磨
」
と
第
十
三
帖
の
「
明
石
」

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
帖
の
中

か
ら
こ
の
裂
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
よ
う

な
水
鳥
の
群
れ
が
登
場
す
る
場
面
や
和
歌

が
記
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る

と
、
第
十
二
帖
「
須
磨
」
の
第
四
章
の
第

一
段
「
須
磨
で
新
年
を
迎
え
る
」
の
中
に
、

写真２ 源氏香（第九帖・葵）

写真３ 　　　　　　　　　　
源氏香（第三十五帖・若葉下）

写真４ 　　　　　　　　　　　　　　
綱干文様、水鳥の群れ、源氏香（右：第
五十帖・東屋、左：源氏香を真似たもの）
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る
と
、
旧
幕
府
と
新
政
府
の
間
で
戊
辰
戦

争
が
始
ま
り
ま
す
。
新
政
府
は
、
二
月
九

日
に
江
戸
城
攻
略
の
た
め
東
征
大
総
督
府

を
設
置
し
、
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王(

あ
り

す
が
わ
の
み
や
た
る
ひ
と
し
ん
の
う)

を

東
征
大
総
督
と
し
、
西
郷
隆
盛
を
参
謀
の

一
人
に
任
命
し
ま
す
。
参
謀
布
告
は
こ
の

東
征
大
総
督
府
が
出
し
た
も
の
で
す
。

　

三
月
十
一
日
に
江
戸
に
入
っ
た
西
郷
隆

盛
は
、
三
月
十
五
日
に
江
戸
城
総
攻
撃
を

す
る
予
定
で
し
た
。こ
う
し
た
状
況
の
中
、

三
月
十
四
日
に
は
旧
幕
府
方
の
彰
義
隊
が

千
住
宿
に
偵
察
に
来
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
ま
さ
に
そ
の
日
、
旧
幕
府
方
の
勝
海

舟
と
西
郷
隆
盛
が
会
談
し
、
江
戸
城
の
無

血
開
城
が
決
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
四
月

十
一
日
に
江
戸
城
は
無
血
開
城
し
、
四
月

二
十
一
日
に
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
が
江
戸

城
に
入
城
し
ま
す
。

　

江
戸
城
が
開
城
し
て
も
旧
幕
臣
の
中
に

は
新
政
府
に
抵
抗
す
る
者
が
多
く
い
ま
し

た
。
五
月
十
五
日
に
は
彰
義
隊
と
新
政
府

軍
が
上
野
（
台
東
区
）
を
舞
台
に
衝
突
し
、

新
政
府
軍
が
彰
義
隊
を
そ
の
日
の
う
ち
に

鎮
圧
し
ま
す
（
上
野
戦
争
）。

■
参
謀
布
告
の
内
容

　

参
謀
布
告
が
出
さ
れ
た
の
は
、
上
野
戦

争
の
翌
日
の
こ
と
で
し
た
。
高
札
に
は
次

の
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

徳
川
慶
喜
が
新
政
府
に
恭
順
す
る

意
向
を
表
明
し
た
の
で
、
先
祖
の
功

績
に
免
じ
て
、
徳
川
家
の
存
続
を
認

め
る
。
こ
れ
は
徳
川
家
に
従
う
末
端

展
で
は
、
足
立
区
の
文
化
財
に
登
録
さ
れ

て
い
る
慶
応
四
年
（
一
六
八
六
）
五
月
付

の
千
住
宿
高
札
（
慶
応
四
年
大
総
督
府
参

謀
布
告
）〈
以
下
、
参
謀
布
告
と
略
す
〉

も
展
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
江
戸
が
東

京
に
な
る
直
前
の
も
の
で
、
千
住
宿
に
数

多
く
掲
げ
ら
れ
た
高
札
の
最
後
を
飾
っ
た

も
の
で
す
。
今
回
は
、
こ
の
参
謀
布
告
に

つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
高
札
と
は

　

現
代
で
は
、
政
府
が
国
民
に
新
し
い
法

律
や
政
策
を
伝
え
る
の
は
、
テ
レ
ビ
や
新

聞
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
様
々
な
手
段

が
あ
り
ま
す
が
、
江
戸
時
代
に
は
天
下
の

往
来
に
木
製
の
札
を
掲
げ
て
民
衆
に
知
ら

せ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
木
製
の
札
を
皆
に

見
え
る
よ
う
に
高
く
掲
げ
た
こ
と
か
ら
高

札
と
呼
ば
れ
、
高
札
を
掲
げ
る
場
所
は
、

人
通
り
の
多
い
町
や
村
の
出
入
り
口
に
設

け
ら
れ
、高
札
場
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

千
住
宿
の
高
札
場
は
、
千
住
ほ
ん
ち
ょ
う

商
店
街
の
南
詰
を
出
て
、
信
号
を
渡
っ
た

と
こ
ろ
（
千
住
仲
町
一
八
―
一
一
付
近
）

に
あ
り
ま
し
た
。
立
っ
て
い
た
場
所
に
は

「
千
住
宿
高
札
場
跡
」
と
い
う
標
柱
が
あ

り
ま
す
。

　

参
謀
布
告
も
横
一
・
八
二
ｍ
、
縦
〇
・
六

ｍ
と
い
う
大
き
さ
で
、
人
目
を
引
い
た
こ

と
で
し
ょ
う
。

■
幕
末
の
政
情
と
大
総
督
府

　

慶
応
三
年
十
月
十
四
日
、
徳
川
慶
喜
は

政
権
を
朝
廷
に
返
上
す
る
と
表
明
（
大
政

奉
還
）
し
ま
す
が
、
慶
応
四
年
一
月
に
な

　

今
年
は
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
七

月
十
七
日
に
江
戸
を
東
京
と
改
め
て
か
ら

ち
ょ
う
ど
百
五
十
年
の
節
目
の
年
に
当
た

り
ま
す
。
こ
れ
を
記
念
し
て
、
郷
土
博
物

館
で
は
、
夏
に
「
幕
末
明
治
の
名
筆
」
と

題
し
た
企
画
展
を
開
催
し
ま
し
た
。
企
画

の
者
ま
で
も
が
困
ら
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
で
あ
る
の
に
、
心
得
違
い

の
者
が
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
も

せ
ず
、
新
政
府
に
抵
抗
す
る
た
め
略

奪
や
兇
暴
な
こ
と
を
し
て
お
り
、
一

般
の
民
が
苦
し
ん
で
い
る
。
そ
の
た

め
や
む
を
得
ず
凶
暴
な
こ
と
を
す

る
者
た
ち
を
鎮
圧
し
た
。
こ
れ
は
天

下
を
平
和
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ

う
し
た
新
政
府
の
意
を
理
解
し
、
一

般
の
民
は
各
々
の
生
業
に
精
を
出

す
よ
う
に
。

　

新
政
府
軍
は
、
同
日
付
で
も
う
一
枚
千

住
宿
に
高
札
を
与
え
て
お
り
、
そ
こ
に
は

彰
義
隊
士
を
か
く
ま
う
こ
と
な
ど
を
禁
止

す
る
内
容
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
あ
わ

せ
て
参
謀
布
告
は
、
民
が
新
政
府
の
統
治

に
従
う
よ
う
に
大
義
が
新
政
府
に
あ
る
こ

と
を
宣
言
し
て
い
ま
す
。
長
年
見
慣
れ
た

幕
府
の
高
札
と
は
違
う
新
政
府
の
高
札
を

見
た
千
住
宿
の
人
々
の
心
境
は
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

■
新
時
代
の
到
来

　

江
戸
が
東
京
に
改
め
ら
れ
た
の
は
、
ま

だ
戊
辰
戦
争
が
続
い
て
い
る
最
中
の
こ
と

で
し
た
。
戦
争
の
舞
台
は
東
北
方
面
に
移

り
、
千
住
宿
は
新
政
府
軍
の
駐
屯
地
に
な

っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
九
月
に
は
慶

応
か
ら
明
治
に
改
元
さ
れ
、
翌
明
治
二
年

五
月
に
戊
辰
戦
争
は
終
結
し
ま
す
。

　

参
謀
布
告
は
、
こ
う
し
た
激
動
の
時
代

の
生
き
証
人
な
の
で
す
。

　
　（
文
化
財
係
　
学
芸
員
　
佐
藤
貴
浩
）

千住宿高札（慶応四年大総督府参謀布告）郷土博物館所蔵
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は
い
、
文
化
財
係
で
す
。
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