
研
究
論
文『

東
都
歳
事
記
』
　
を
巡
る
謎

－
一
過
の
書
状
か
ら
読
む
上
方
と
江
戸
の
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ー

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
横
山
華
山
　
斎
藤
月
琴
　
年
中
行
事
　
祭
礼
　
俳
詰

は
じ
め
に

横
山
華
山
と
い
う
画
家
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
彼
は
十
九
世
紀
初
頭
の
江
戸

時
代
、
い
わ
ゆ
る
文
化
文
政
期
の
京
都
画
壇
で
活
躍
し
た
画
家
で
あ
る
が
、
最

近
で
は
知
る
人
ぞ
知
る
と
い
う
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
私
は
か
ね
て
よ
り
私
に

と
っ
て
は
先
祖
に
あ
た
る
こ
の
画
家
に
興
味
を
抱
き
、
そ
の
業
績
を
調
査
し
て

い
た
。
一
九
八
〇
年
の
日
本
経
済
新
聞
の
文
化
欄
に
そ
れ
ま
で
の
調
査
の
内
容

を
投
稿
し
て
以
来
約
三
〇
年
、
今
で
は
よ
う
や
く
そ
の
知
名
度
も
か
な
り
上

が
っ
て
き
た
よ
う
だ
。
調
査
の
過
程
で
は
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
彼
の
作
品
が

十
二
点
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
等
海
外
に
か
な
り
の
作
品
が
流
出
し
て
い
る
こ
と

も
判
明
し
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
に
は
山
形
美
術
館
で
横
山
華
山
展
も
開
催
さ

れ
、
「
紅
花
屏
風
」
「
唐
子
遊
図
屏
風
」
「
祇
園
祭
礼
図
巻
」
「
西
王
母
図
」
等
、

国
内
に
あ
る
代
表
作
も
展
示
さ
れ
、
そ
れ
も
契
機
と
な
っ
て
最
近
で
は
国
内
各

地
の
博
物
館
・
美
術
館
に
も
所
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
八
年
の
暮
、
た
ま
た
ま
送
ら
れ
て
き
た
京
都
の
古
書
組
合
の
売
立
目

横
　
山

昭

録
を
眺
め
て
い
た
と
こ
ろ
偶
然
に
も
そ
こ
に
華
山
の
書
状
が
掲
出
さ
れ
て
い
る

の
が
目
に
止
ま
っ
た
。
そ
の
書
状
の
宛
名
を
見
る
と
斎
藤
月
琴
と
あ
る
、
私
は

目
を
疑
っ
た
。
斎
藤
月
琴
（
一
八
〇
四
～
一
八
七
八
）
　
と
い
え
ば
誰
も
が
知
っ

て
い
る
江
戸
の
著
名
人
、
彼
の
著
し
た
「
江
戸
名
所
図
絵
」
　
（
一
八
三
四
～

一
八
三
六
）
　
や
「
東
都
歳
事
記
」
　
（
一
八
三
八
）
　
等
は
江
戸
後
期
の
江
戸
の
姿

を
活
写
し
て
名
著
の
誉
れ
高
く
、
出
版
当
時
か
ら
平
成
の
現
在
に
至
る
ま
で
再

版
・
復
刻
を
繰
り
返
し
、
研
究
者
の
み
な
ら
ず
江
戸
時
代
を
懐
か
し
む
一
般
の

好
事
家
に
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
月
琴
と
京
都
の
一
町
絵
師
に
い
か
な
る
係
わ
り
が
あ
る
の
か
、
私
は
早

速
購
入
を
申
し
込
み
、
幸
い
に
し
て
落
札
入
手
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
書
状
に

見
る
華
山
の
書
体
は
極
め
て
癖
の
あ
る
字
で
解
読
に
苦
し
ん
だ
が
専
門
家
の
協

力
を
得
て
よ
う
や
く
そ
の
全
貌
を
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
こ
に
書
か
れ

た
内
容
を
見
る
と
実
に
興
味
深
い
事
実
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
。
本

稿
は
そ
の
概
要
の
報
告
で
あ
る
。
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「
　
書
状
の
紹
介

本
紙
原
本
（
図
1
）
　
の
法
量
は
縦
一
六
・
〇
糎
横
六
三
・
二
糎
の
掛
幅
仕
立

て
で
茶
掛
に
で
も
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
原
本
は
図
で
見
る
ご

と
く
難
解
な
の
で
釈
文
を
次
ぎ
に
掲
げ
る
　
（
な
お
以
下
の
本
稿
に
お
け
る
引
用

文
に
つ
い
て
は
文
字
、
仮
名
使
い
、
段
落
等
は
原
文
の
ま
ま
と
す
る
）
。

愈
御
安
静
奉
欣
寿
候
陳
者

先
日
者
御
芳
間
被
成
下
候
処

御
草
々
之
至
奉
漸
幌
候

殊
に
其
節
者
好
物
之

一
樽
御
恵
投
被
成
下
是
志

奉
謝
候
歳
時
記
御
草
稿

拝
見
毎
々
感
嘆
仕
侯
少
々

管
見
差
加
へ
完
璧
仕
候
掃

鹿
骨
之
檜
上
へ
囲
朝
詩
別

我
の
詩
御
加
入
御
座
候
ハ
ゝ
如
何
与

存
申
候
て
認
は
り
付
差
上
申
候

其
鎗
大
道
餅
鴇
の
細
注
も
後
二

至
ら
ハ
御
著
述
の
御
趣
意
こ

相
成
可
中
か
と
奉
存
候
右
二
添

詩
ハ
如
何
と
も
餅
鴇
の
わ
け
ハ

加
へ
中
庭
事
ハ
懸
想
文
責
の

増
山
井
二
而
相
わ
か
り
申
類
に
て

図1横山華山　斎藤月琴宛書状　個人蔵
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御
座
候
間
是
非
御
入
被
成
候
て

可
然
か
御
勘
考
可
被
成
候

古
人
中
二
も
書
を
校
す
る
ハ

落
葉
を
は
ら
ふ
か
如
し
跡
て

は
ら
へ
ハ
随
而
有
と
御
座
候
ま
ゝ

猶
々
御
校
正
専
一
こ
奉
存
候

則
御
尊
稿
完
璧
仕
候
中
二

一
字
二
字
つ
ゝ
の
仮
名
ち
か
ひ
ハ

は
り
付
直
こ
し
た
、
め
申
候
所
も

御
座
候
何
れ
両
三
日
中

参
堂
高
々
可
申
上
候頓

首

十
月
朔
日
向
賀

尚
々
御
序
文
い
ま
た
脱

稿
不
仕
候
間
御
勝
手
次
第

清
書
差
上
候
可
申
候

図2　斎藤月琴『東都歳事記』冬部表紙　京都大学図書館蔵

－50－

［
斎
］
藤
月
琴
様
　
　
華
山

玉
凡
下

二
．
書
状
の
内
容
の
検
討

判
明
し
た
。
月
琴
が
何
故
そ
の
校
訂
を
華
山
に
依
頼
し
た
か
の
検
討
は
後
に
廻

す
と
し
て
、
こ
の
校
訂
が
歳
事
記
の
ど
の
部
分
に
該
当
す
る
か
を
先
ず
調
べ
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
の
は
書
状
の
記
載
内
容
か
ら
見
て
差

し
当
た
り
掃
塵
禽
・
懸
想
文
責
・
餅
鴇
の
三
点
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ

ら
は
何
れ
も
年
末
つ
ま
り
十
二
月
の
行
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
　
『
東
都
歳
事
記
』

冬
の
部
の
十
二
月
の
項
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
書
状
に
よ
り
こ
れ
は
月
琴
の
　
『
東
都
歳
事
記
』
　
（
図
2
）
　
の
草
稿
を
読

ん
だ
華
山
が
改
訂
に
つ
い
て
自
分
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

ア
．
掃
塵
舎

華
山
は
こ
の
書
状
で
掃
塵
合
の
絵
の
上
に
　
『
国
朝
詩
別
我
』
　
の
詩
を
書
き
加



え
る
よ
う
に
と
勧
め
て
い
る
。
こ
の
掃
塵
合
と
は
何
か
、
こ
の
塵
を
掃
う
と
い

う
言
葉
か
ら
思
い
つ
く
の
は
「
煤
払
い
」
の
行
事
で
あ
ろ
う
。
歳
事
記
の
本
文

を
見
る
と
、
そ
の
十
二
月
十
三
日
の
項
に
ま
さ
に
次
の
記
事
が
見
つ
か
っ
た
。

○
煤
沸
貴
賎
多
く
は
此
日
を
用
ゆ
。
大
域
の
御
煤
排
の
例
は
寛
永
十
七
年

庚
申
十
二
月
十
三
日
に
始
り
し
由
、
前
板
の
冊
子
に
見
へ
た
り
。
家
内
に

煤
竹
を
入
れ
、
す
ゝ
餅
を
祝
ふ
、
新
宅
に
三
年
す
ゝ
竹
を
入
れ
ざ
る
事
は

『
東
鑑
』
　
に
見
ゆ
。

○
排
梱
七
部
集
の
内
『
小
文
庫
』
煤
掃
之
説

明
ほ
の
ゝ
空
よ
り
、
物
の
は
た
く
と
閉
ゆ
る
は
、
畳
を
た
ゝ
く
音
な
る

べ
し
、
け
ふ
は
師
走
の
十
三
日
す
ゝ
は
き
の
こ
と
ふ
き
な
り
、
げ
に
や
雲

井
の
儀
式
九
重
の
町
の
御
法
は
嘉
例
あ
る
事
に
し
て
、
只
な
み
く
の
人

の
す
ゝ
は
く
鉢
こ
そ
い
と
面
白
け
れ
、
お
の
く
門
さ
し
こ
め
て
奥
の
一

間
を
屏
風
に
固
ひ
な
し
、
火
鉢
に
茶
室
か
け
て
惟
子
の
上
張
爪
さ
き
見
え

た
る
、
足
袋
も
い
と
さ
む
く
、
冬
の
日
影
の
早
く
童
に
な
り
ゆ
き
、
庭
の

隅
調
度
と
も
取
ち
ら
し
た
る
中
に
、
持
価
の
後
む
き
た
る
ぞ
目
に
は
立
な

れ
、
家
の
童
の
橡
の
や
ぶ
れ
す
の
こ
の
下
を
の
ぞ
き
廻
る
は
、
何
を
拾
ふ

に
や
と
あ
や
し
、
味
噌
と
よ
ぼ
る
大
男
の
袋
か
ぶ
り
蓑
き
た
る
も
珍
ら
か

に
、
米
樵
の
サ
ン
う
ち
つ
け
、
狙
し
ら
げ
、
行
燈
は
り
か
へ
て
た
つ
く
り

鰭
あ
さ
づ
け
の
か
ほ
り
花
や
か
に
、
か
み
し
も
の
膳
す
ゑ
な
ら
べ
た
る
に
、

ほ
ど
な
く
暮
て
高
射
と
は
な
り
ぬ
。

○
享
保
の
頃
ま
で
は
、
古
札
納
と
い
ふ
非
人
、
毎
年
十
二
月
に
武
家
町
家

を
御
は
ら
ひ
を
さ
め
、
古
札
納
と
さ
け
び
歩
行
け
り
、
年
中
彿
神
の
札
守

の
溜
り
し
を
、
銭
を
添
て
右
の
非
人
に
あ
た
へ
し
也
。
こ
の
事
『
惣
鹿
子
』

『
江
戸
砂
子
拾
遺
』
等
に
も
い
へ
り
。
今
は
な
し
。

○
　
（
以
下
略
）

そ
し
て
こ
の
記
事
の
後
に
二
丁
に
わ
た
っ
て
煤
払
い
の
情
景
を
描
い
た
長
谷

川
雪
旦
（
図
3
）
　
の
挿
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
絵
の
上
部
に
は
詞
書
が
書

か
れ
、
右
側
の
上
に
は

商
家
煤
沸

何
方
へ
行
て
遊
は
む
す
ゝ
は
ら
ひ
　
　
撃
自

－51－

と
あ
り
、
左
側
の
上
に
は

活
沈
蹄
愚
囲
朝
詩
別
載

掃
塵
行

掃
塵
練
日
臓
ノ
三
七

歳
々
荒
村
守
二
赦
鹿
↓

張
自
超

細
竹
長
竿
風
ノ
捲
。
ト
疾
シ

家
々
浄
掃
テ
迎
」
新
吉
」

す
ゝ
は
き
や
く
れ
ゆ
く
宿
の
た
か
い
び
き

な
ぐ
れ
て
雪
の
か
ゝ
る
か
ら
竹

は
せ
を

山
店

掃
フ
。
ト
遍
弓
丁
瓦
橡
l
一
身
由
囲
一
一
l
　
甑
中
之
塵
凝
テ
不
レ
飛
ハ

朝
来
坐
曝
ス
茅
櫓
下
　
垢
面
相
逢
猶
苦
‥
ム
飢
ヲ



図3a　斎藤月琴『東都歳事記』煤払い図（全）

図3b　斎藤月琴『東都歳事記』煤払い図（部分）

和
漢
風
俗
を
同
う
す
る
も
お
か
し

と
あ
る
。
こ
の
左
側
の
漢
詩
こ
そ
が
華
山
が
書
状
で
述
べ
て
い
た
詩
に
他
な
ら

な
い
。
因
に
こ
の
　
『
囲
朝
詩
別
戟
』
　
と
は
清
の
沈
徳
潜
　
（
沈
鋸
愚
）
　
が
編
纂
し

た
三
十
二
巻
の
大
部
の
詩
集
で
清
初
か
ら
乾
隆
時
代
ま
で
の
詩
人
九
百
名
、
作

品
三
千
首
を
集
め
た
も
の
で
一
七
六
〇
年
に
中
国
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
日
本

で
は
そ
れ
は
宝
暦
一
〇
年
に
あ
た
る
の
で
華
山
が
こ
の
詩
集
を
知
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
は
お
そ
ら
く
刊
行
後
間
も
な
く
我
が
国
に
将
来
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
煤
払
い
の
画
中
に
此
の
詩
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
此
の
行
事
が
中
国

で
も
同
じ
よ
う
な
形
で
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
、
華
山
の
ア
ド
ヴ
ァ

イ
ス
で
一
挙
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
の
広
が
り
を
示
す
と
い
う
効
果
を
挙
げ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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ィ
．
大
道
餅
鴇

次
い
で
華
山
は
書
状
で
大
道
餅
損
に
つ
い
て
の
細
注
を
是
非
入
れ
る
よ
う
に

と
提
言
し
て
い
る
。
本
文
の
十
二
月
甘
六
日
の
項
を
見
る
と
次
の
記
事
が
見
つ

か
っ
た
。十

二
月
廿
六
日

○
此
節
よ
り
餅
撮
街
に
賑
し
、
其
鉢
尊
卑
に
よ
り
て
差
別
あ
れ
ど
も
、
お

は
よ
そ
市
井
の
餅
つ
き
は
餅
損
者
四
五
人
宛
組
合
て
竃
蒸
籠
臼
杵
薪
何
く

れ
の
物
塘
ひ
あ
り
き
、
傭
て
餅
つ
か
す
る
人
橋
米
を
出
し
て
渡
せ
ば
、
や

が
て
其
家
の
前
に
て
む
ら
立
、
街
中
せ
ま
し
と
拍
た
つ
る
こ
と
い
き
ま
し

く
、
書
夜
の
わ
か
ち
な
し
、
俗
是
を
賃
餅
又
は
引
ず
り
な
ど
い
ふ
な
り
、



都
て
下
旬
親
戚
に
鑑
を
送
り
歳
暮
を
賀
す
、
是
を
餅
配
り
と
い
ふ
。
塵
魚

乾
魚
を
添
る
な
り
。

餅
の
手
を
は
た
い
て
い
づ
る
衣
配
　
　
木
導

文
告
の
模
様
先
見
る
衣
配

有
明
も
三
十
日
に
ち
か
し
餅
の
音

曾
良

は
せ
を

そ
の
後
に
二
丁
に
わ
た
り
や
は
り
長
谷
川
雪
旦
の
挿
絵
（
図
4
）
　
が
描
か
れ

て
い
る
。
そ
の
詞
書
は
右
側
上
は

歳
暮
交
加
囲

袖
は
へ
て
年
の
さ
か
ひ
に
た
つ
市
の

行
き
か
ひ
い
そ
く
道
ぞ
賑
ふ

光
贋
卿

そ
し
て
左
側
上
に
は

元
日
を
お
こ
す
や
う
な
り
節
季
候

其
角

と
あ
る
。
絵
は
年
の
暮
れ
で
慌
た
だ
し
く
人
の
行
き
交
う
街
の
情
景
で
、
門
松

を
立
て
る
者
、
歳
暮
の
品
を
運
ぶ
者
、
節
季
候
な
ど
が
通
行
し
て
い
る
中
、
左

下
隅
の
家
の
前
の
大
道
で
一
人
の
男
が
蒸
寵
で
嬬
米
を
蒸
し
、
そ
の
横
で
二
人

が
勢
い
良
く
餅
を
拍
い
て
い
る
。
こ
れ
が
華
山
の
い
う
大
道
餅
鴇
で
あ
ろ
う
か
。

先
の
　
『
東
都
歳
事
記
』
　
の
記
事
に
よ
る
と
、
賃
仕
事
と
し
て
餅
を
つ
か
せ
る
の

を
俗
に
「
賃
餅
又
は
引
ず
り
」
と
称
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の

図4a　斎藤月琴『東都歳事記』歳暮交加図（全）

図4b　斎藤月琴『東都歳事記』歳暮交加図（部分）
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餅
鴇
の
様
子
は
こ
の
挿
絵
全
体
の
中
の
片
隅
に
さ
り
げ
な
く
措
か
れ
て
お
り
、

う
っ
か
り
す
る
と
見
落
と
す
虞
れ
も
あ
る
。
そ
こ
で
華
山
は
月
琴
に
対
し
、
本

文
中
に
細
注
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
こ
の
行
事
を
読
者
に
周
知
さ
せ
る
よ
う
肌

理
細
か
な
忠
告
を
し
た
と
い
う
の
が
こ
の
書
状
の
持
つ
意
味
に
違
い
な
い
。

し
か
し
こ
こ
で
不
思
議
な
の
は
、
書
状
の
中
で
　
「
餅
鴇
の
わ
け
ハ
加
へ
申
度

事
ハ
」
と
し
て
、
突
然
懸
想
文
売
り
と
　
『
増
山
井
』
　
と
い
う
事
例
が
登
場
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。

ウ
．
懸
想
文
売
り
と
　
『
増
山
井
』

そ
こ
で
次
に
懸
想
文
売
り
と
　
『
増
山
井
』
　
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ

の
行
事
は
　
『
東
都
歳
事
記
』
　
の
中
に
は
出
て
来
な
い
。
従
っ
て
直
接
の
関
係
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
華
山
が
大
道
餅
損
の
関
連
で
取
り
上
げ
る
以

上
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
も
そ
も
懸
想
文
売
り
と
い
う
の
は
京
都
独
特
の
行
事
で
、
現
在
は
京
都
市

左
京
区
の
聖
議
院
の
向
か
い
に
有
る
須
賀
神
社
の
節
分
祭
に
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
烏
帽
子
水
干
姿
の
神
官
が
梅
の
木
の
枝
に
文
を
つ
け
覆
面
を
し
て
社

頭
に
お
い
て
懸
想
文
を
授
与
す
る
。
そ
し
て
　
「
こ
れ
を
求
め
て
人
知
れ
ず
鏡
台

や
箪
笥
の
引
出
し
に
入
れ
て
お
く
と
容
姿
端
麗
に
着
物
が
増
え
良
縁
が
あ
る
と

い
う
の
で
京
の
町
々
の
娘
子
等
に
持
て
曝
さ
れ
て
」
　
い
る
も
の
の
よ
う
だ
が
、

実
は
こ
こ
で
の
行
事
は
昭
和
二
十
二
年
頃
画
家
の
吉
川
観
方
等
に
よ
っ
て
再
興

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
も
当
神
社
で
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
復
興

以
前
の
状
況
に
つ
い
て
は
同
神
社
は
全
く
関
係
が
な
く
よ
く
分
か
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
他
に
関
連
資
料
は
な
い
か
と
調
査
し
て
い
た
と
こ

ろ
矢
野
貰
一
氏
に
「
懸
想
文
売
り
」
と
い
う
論
文
が
あ
る
と
の
教
示
を
得
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
本
来
祇
園
の
大
神
人
　
（
弦
指
又
は
弦
召
と
も
い
う
）

が
や
っ
て
い
た
行
事
で
、
鎌
倉
時
代
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
が
一
時
中
絶
し

て
い
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
寛
永
年
間
　
（
一
六
二
〇
年
代
）
　
に
復
活
し
、

寛
文
期
　
（
一
六
六
〇
年
代
）
　
を
経
て
貞
享
年
間
　
（
一
六
八
〇
年
代
）
　
頃
ま
で
続

き
、
そ
の
後
叉
廃
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
百
数
十
年
を
経

た
文
化
文
政
期
　
（
一
八
〇
〇
年
代
）
　
に
な
っ
て
俳
譜
に
親
し
む
人
達
の
間
で
再

度
復
興
の
機
運
が
盛
り
上
が
り
、
天
保
頃
ま
で
続
い
て
い
た
ら
し
い
　
（
図
5
）
。

そ
の
再
開
の
時
期
と
い
う
の
が
丁
度
華
山
の
画
家
と
し
て
の
活
躍
期
で
も
あ
っ

た
。
そ
の
場
所
は
祇
園
に
程
近
い
建
仁
寺
門
前
の
松
原
弓
矢
町
と
い
わ
れ
て
い

る
が
確
認
し
て
い
な
い
。
そ
の
後
又
長
く
廃
絶
し
て
い
た
こ
と
は
、
『
東
都
歳

事
記
』
　
の
十
三
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
曲
亭
馬
琴
編
／
藍
亭
青
藍
補
　
『
増
補
俳
譜

歳
時
記
莱
草
』
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
の
「
懸
想
文
売
」
の
項
に
も
「
（
前
略
）

今
は
絶
て
其
事
な
け
れ
ば
、
恋
の
文
の
や
う
に
覚
え
た
る
人
も
有
故
に
、
口
伝

を
こ
ゝ
に
し
る
し
は
べ
る
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
判
明
す
る
。
そ
れ
が
現
代

の
昭
和
に
入
っ
て
吉
川
観
万
民
等
有
志
に
よ
り
再
興
さ
れ
た
と
い
う
の
が
事
実

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
俳
譜
歳
時
記
の
始
ま
り
と
い
わ
れ
る
北
村
季
吟
の
　
『
増
山
井
』
　
寛

文
三
年
（
一
六
六
三
）
　
に
は
「
け
そ
う
文
売
　
（
俳
）
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。

つ
ま
り
華
山
が
こ
の
書
状
で
書
い
た
趣
旨
は
「
懸
想
文
売
り
が
上
方
で
文
化
末

か
ら
文
政
初
め
に
か
け
て
復
活
再
興
さ
れ
、
今
で
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
の

は
季
吟
が
寛
文
の
頃
に
そ
の
著
『
増
山
井
』
　
に
俳
語
と
し
て
記
し
て
お
い
た
こ

と
が
き
っ
か
け
で
俳
譜
に
親
し
む
人
達
の
間
で
思
い
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
か
ら
考
え
て
も
こ
の
大
道
餅
損
の
行
事
は
雪
且
の
挿
絵
で
は
あ
ま
り
目
立

た
ず
、
将
来
忘
れ
ら
れ
廃
れ
る
虞
れ
も
あ
る
の
で
、
本
文
の
細
注
で
詳
し
く
説
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図5　川端玉章「懸想文売り図」（部分）三井記念美術館蔵

明
し
て
お
け
ば
後
に
こ
れ
を
復
興
し
ょ
う
と
し
た
時
、
そ
れ
が
ど
ん
な
行
事

だ
っ
た
の
か
後
世
の
人
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
ら
是
非
入
れ
て
お
く

よ
う
に
」
と
勧
め
て
い
る
と
い
う
の
が
真
意
な
の
で
は
な
い
か
。
華
山
は
月
琴

の
草
稿
を
読
ん
で
、
も
う
少
し
こ
の
書
を
歳
時
記
と
し
て
俳
譜
に
目
を
向
け
さ

せ
る
必
要
性
を
感
じ
、
敢
て
　
『
増
山
井
』
　
の
例
を
持
ち
出
し
た
と
い
う
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。

工
．
大
道
餅
摘
再
説
－
そ
の
光
と
影

そ
こ
で
も
う
一
度
大
道
餅
損
と
い
わ
れ
る
行
事
に
戻
っ
て
考
察
し
て
み
よ

う
。
季
吟
の
『
増
山
井
』
に
は
「
も
ち
つ
き
」
も
俳
語
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
　
「
賃
餅
」
と
か
「
引
ず
り
」
と
い
う
当
時
江
戸
で
使
わ
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
言
葉
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
時
代
　
『
東
都
歳
事
記
』
　
に
あ
る

よ
う
な
大
道
餅
損
と
い
う
賃
仕
事
が
有
っ
た
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
そ

こ
で
何
か
別
に
絵
画
資
料
等
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
探
索
し
た
と
こ
ろ
、
『
増

山
井
』
　
か
ら
二
〇
年
余
り
経
た
後
の
元
禄
期
の
江
戸
で
活
躍
し
た
画
家
英
一
蝶

（
一
六
五
二
～
一
七
二
四
）
　
の
三
宅
島
配
流
以
前
の
作
品
　
『
風
俗
画
鑑
』
　
（
茨
城

県
立
歴
史
館
蔵
）
　
の
中
に
「
臼
こ
か
し
画
賛
」
　
（
図
6
）
　
と
い
う
作
品
が
あ
る

の
を
発
見
し
た
。
そ
こ
に
は

－55－

自

し
ら
し
ら
し
し
ら
け
た
る
夜
の

曙
に
白
犬
の
声
ば
か
り
走
り

烏
も
身
ぶ
る
ひ
に
お
の
が

鳥
羽
玉
の

ま
だ
ら
成
も
興
有
と



自
ぼ
れ
せ
ぬ
に

臼
こ
か
す
膿
の
男

憎
し
雪
の
跡

暁
雲
堂
朝
潮
自
責
讃
　
（
印
章
）
」

と
い
う
費
を
伴
い
、
降
り
し
き
る
雪
闇
の
中
、
蓑
笠
を
着
た
男
が
一
人
、
杵
を

肩
に
臼
を
転
が
し
て
行
く
寂
し
げ
な
姿
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
が
い
わ
ゆ
る
　
「
賃
餅
」
又
は
「
引
ず
り
」
と
も
云
わ
れ
る
職
業
の
男
に
違
い

な
い
。
し
か
し
　
『
東
都
歳
事
記
』
　
の
そ
れ
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
表
現
に
大

き
な
格
差
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
絵
は
一
蝶
の
配
流
以
前
の
作
で

あ
る
こ
と
か
ら
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
以
前
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
り
『
東

都
歳
事
記
』
　
に
出
て
来
る
文
政
期
　
（
一
八
〇
〇
年
代
）
　
よ
り
約
一
〇
〇
年
は
潮

る
時
期
の
作
品
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
措
か
れ
た
絵
の
内
容
を
両
者
比
較
す
る
と

『
東
都
歳
事
記
』
　
の
方
が
、
歳
暮
の
街
の
賑
い
の
中
、
三
人
の
遅
し
い
男
達
が

勇
ま
し
く
餅
を
鳴
く
、
云
わ
ば
「
表
」
＝
「
光
」
　
の
姿
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一

万
一
蝶
の
作
品
は
餅
を
鳴
い
た
後
、
家
路
に
急
ぐ
の
か
、
或
い
は
更
に
顧
客
を

求
め
て
当
て
も
な
く
さ
ま
よ
い
歩
く
の
か
、
そ
の
男
の
心
の
内
を
も
偲
ば
せ
る

哀
愁
の
あ
る
「
裏
」
＝
「
影
」
の
側
面
を
描
い
て
人
を
惹
付
け
る
。
費
に
も
「
膿

の
男
」
と
、
彼
が
お
そ
ら
く
被
差
別
部
落
の
民
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
も
い

る
こ
と
か
ら
、
当
初
は
い
わ
ゆ
る
「
引
ず
り
」
　
の
職
業
は
夜
を
徹
し
て
行
っ
て

い
た
と
い
う
伝
承
の
有
る
こ
と
を
こ
の
絵
は
証
明
し
て
も
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ

が
　
『
東
都
歳
事
記
』
　
に
措
か
れ
た
文
政
頃
の
活
気
溢
れ
る
江
戸
と
な
る
と
、
一

転
大
道
餅
損
と
し
て
、
人
々
の
行
き
交
う
白
昼
の
街
路
を
彩
る
賑
や
か
な
歳
末

風
景
と
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
こ
の
二
つ
の
絵
を
見
比
べ
る

時
、
こ
の
行
事
の
持
つ
光
と
影
の
二
つ
の
側
面
が
透
け
て
見
え
、
意
外
に
奥
深

図6　英一蝶「臼こかし画賛」（『英一蝶展図錨』板橋区立美術館より転載）
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い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
興
味
を
覚
え
る
。

こ
の
大
道
餅
損
へ
の
細
注
の
追
加
と
い
う
華
山
の
助
言
が
月
琴
に
本
文
の
追

加
修
正
を
促
し
、
そ
れ
が
無
け
れ
ば
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
の
行
事

の
二
面
的
且
つ
複
雑
な
性
格
が
明
ら
か
に
な
り
、
我
々
現
代
の
読
者
に
対
し
て

も
幅
広
い
知
識
を
与
え
る
も
の
に
な
っ
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

三
．
書
状
を
巡
る
問
題

以
上
の
考
察
で
書
状
の
内
容
は
略
解
明
出
来
た
と
思
わ
れ
る
が
、
な
お
検
討

を
要
す
る
事
項
が
幾
つ
か
あ
る
。

ア
．
書
状
の
書
か
れ
た
時
期
と
月
琴
の
草
稿
『
三
度
目
清
書
』
本
の
存
在

東
洋
文
庫
本
の
朝
倉
治
彦
氏
の
解
説
の
中
に
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館

に
月
琴
の
　
『
三
度
目
清
書
』
　
と
い
う
草
稿
が
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の

を
知
っ
た
　
（
以
下
こ
れ
を
草
稿
本
と
い
う
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
同
解
説
に
も

詳
し
い
説
明
は
な
く
、
又
こ
れ
を
紹
介
し
た
文
献
も
他
に
見
当
た
ら
な
い
。
こ

こ
に
は
何
ら
か
の
有
力
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
同

館
に
申
請
し
複
写
を
入
手
し
精
査
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
狙
い
通
り
極
め
て
重

要
な
情
報
を
私
に
も
た
ら
し
て
く
れ
た
。

こ
の
草
稿
本
は
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
　
正
月
の
年
記
を
持
ち
、
そ
の
奥

書
か
ら
、
翌
十
三
年
に
は
刊
行
す
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
草
稿

本
の
内
容
は
殆
ど
刊
本
に
近
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
が
幾
つ
か
の
点
で
次
の
よ

う
に
刊
本
と
相
違
又
は
欠
落
の
あ
る
箇
所
が
見
ら
れ
た
。

①
序
文
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
華
山
の
書
状
の
末
尾
に
　
「
尚
々

御
序
文
い
ま
た
脱
稿
不
仕
候
間
」
　
と
あ
る
の
に
も
対
応
し
て
い
る
。
刊

本
に
よ
る
と
池
田
冠
山
の
序
文
と
月
琴
の
提
要
の
日
付
は
天
保
三
年

（
一
八
三
二
）
　
で
あ
り
こ
の
草
稿
が
書
か
れ
た
三
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

②
華
山
の
書
状
で
指
摘
し
て
い
る
箇
所
が
草
稿
本
と
刊
本
と
で
は
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
。

「
煤
払
い
」
　
の
項
で
は
刊
本
で
は
前
に
引
用
し
た
よ
う
に
俳
譜
七
部
集
の

項
が
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
草
稿
本
で
は
全
く
抜
け
て
い
る
。

又
「
餅
鴇
」
　
の
項
で
は
刊
本
は
細
部
ま
で
大
道
餅
鴇
の
や
り
方
を
説
明
し

て
い
る
が
草
稿
本
に
は
全
く
見
あ
た
ら
な
い
。

③
長
谷
川
雪
旦
の
挿
絵
は
こ
れ
に
は
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
確
認
出
来
な
い

が
こ
の
時
期
に
は
出
来
て
い
る
は
ず
で
、
お
そ
ら
く
当
初
は
添
付
さ
れ
て

い
た
の
が
後
に
何
ら
か
の
理
由
で
失
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
朝
倉
氏
の

同
じ
解
説
に
よ
れ
ば
、
長
谷
川
雪
且
に
　
『
筆
耕
謝
礼
控
』
　
（
国
立
国
会
図

書
館
蔵
）
　
と
い
う
メ
モ
が
残
っ
て
お
り
、
雪
旦
は
月
琴
か
ら
文
政
十
年

（
一
八
二
七
）
　
に
　
『
東
都
歳
事
記
』
　
の
挿
絵
の
下
喜
代
を
受
領
し
て
い
る

よ
う
な
の
で
そ
の
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
華
山
が
月
琴
か
ら
見
せ
ら
れ
意
見
を
求
め
ら
れ
た
の
は
こ
の

草
稿
本
か
或
い
は
こ
れ
に
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
ず
間
違
い
な

い
。
従
っ
て
こ
の
書
状
が
書
か
れ
た
時
期
は
文
政
十
二
年
　
（
一
八
二
九
）
　
を
上

限
と
し
、
序
文
の
出
来
上
が
っ
た
天
保
三
年
　
（
一
八
三
二
）
　
を
下
限
と
す
る
四

年
の
間
、
中
で
も
一
八
二
九
年
に
近
い
頃
と
推
定
出
来
る
。
そ
し
て
月
琴
は

華
山
の
意
見
を
大
き
く
採
用
し
て
そ
れ
を
実
際
の
刊
本
で
修
正
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
な
お
こ
の
革
稿
本
に
は
他
に
も
多
く
の
興
味
深
い
情
報
が
含
ま
れ
て
い

る
。
例
え
ば
刊
本
で
は
挿
絵
の
上
に
俳
句
、
和
歌
、
漢
詩
等
を
記
載
し
て
い
る
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の
は
も
ち
ろ
ん
、
本
文
で
も
行
事
や
景
物
の
記
事
の
後
に
芭
蕉
、
其
角
、
嵐
雪

等
有
名
な
俳
人
の
例
句
等
を
数
多
く
載
せ
歳
時
記
と
し
て
の
体
裁
を
良
く
整
え

て
い
る
。
し
か
し
草
稿
本
に
は
本
文
中
に
こ
れ
ら
の
例
句
の
記
載
は
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
い
。
月
琴
は
華
山
の
　
『
増
山
井
』
を
例
に
と
っ
て
の
忠
告
を
受
万
、

歳
時
記
と
し
て
の
性
格
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
必
要
か
ら
そ
う
し
た
点
の
補
訂
に

努
め
、
そ
の
た
め
刊
行
予
定
を
当
初
の
文
政
十
三
年
か
ら
天
保
九
年
ま
で
大
幅

に
延
長
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
間
に

祖
父
か
ら
引
き
継
い
だ
　
『
江
戸
名
所
図
絵
』
　
の
刊
行
を
先
に
す
べ
く
急
い
だ
こ

と
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
補
訂
作
業
に
か
な
り
の
期
間
を
要
し
た
事
は

疑
い
な
い
。
月
琴
が
華
山
に
何
度
も
意
見
を
求
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
書
状
に

「
毎
々
感
嘆
仕
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
叉
挨
拶
に
華

山
の
好
物
の
酒
を
持
参
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
手
紙
だ
け
で
な
く
直
接
面
会
し

て
い
る
の
も
間
違
い
な
か
ろ
う
。
更
に
「
何
れ
両
三
日
中
参
堂
高
々
可
中
上
候
」

と
華
山
の
方
か
ら
も
訪
問
を
約
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
期
間
月
琴
が
京
都
へ
行
っ
た
の
か
華
山
が
江
戸
へ
下
向
し
た

の
か
現
存
の
記
録
に
は
な
い
。
華
山
の
江
戸
行
き
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は

文
政
二
年
　
二
八
一
九
）
　
「
紅
花
屏
風
」
　
の
取
材
に
行
っ
た
時
で
あ
り
、
こ
れ

は
静
岡
県
立
美
術
館
蔵
の
　
「
富
士
清
見
潟
之
図
」
　
の
詞
書
に
　
「
文
政
己
卯
赴
東

武
途
中
偶
看
清
見
潟
之
月
出
不
堪
賞
情
制
写
小
景
」
と
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
で

分
か
る
。
た
だ
こ
の
年
、
月
琴
は
ま
だ
十
五
歳
で
あ
り
こ
の
時
の
こ
と
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
一
方
月
琴
は
か
な
り
詳
細
な
日
記
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も

残
っ
て
い
る
の
は
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
　
以
降
で
、
そ
の
上
天
保
三
年
と

五
年
分
は
欠
落
し
て
お
り
残
存
す
る
も
の
の
中
に
は
華
山
と
出
会
っ
た
と
い
う

記
録
は
な
い
。
華
山
も
文
政
か
ら
天
保
に
か
け
て
は
画
業
の
最
盛
期
で
、
彼
の

代
表
作
の
大
部
分
は
こ
の
時
期
の
も
の
で
此
の
期
間
江
戸
に
下
向
し
て
い
る
暇

は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
　
『
東
都
歳
事
記
』
　
の
完
成
を
急
ぐ
月
琴
が

情
報
収
集
の
た
め
上
方
へ
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。
「
京

師
に
て
は
云
々
」
と
い
う
記
事
が
こ
の
書
の
本
文
中
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
　
『
東

都
歳
事
記
』
　
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
は
京
都
の
行
事
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
お

く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

ィ
．
校
訂
を
依
頼
し
た
相
手
が
何
故
華
山
で
あ
っ
た
の
か

月
琴
の
代
表
作
の
一
つ
に
　
『
武
江
年
表
』
　
が
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
に
起

こ
っ
た
事
柄
を
年
度
別
に
詳
細
に
わ
た
っ
て
記
載
し
た
年
表
で
嘉
永
二
年

（
一
八
四
九
）
　
に
前
編
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）

の
項
に
次
の
記
事
が
あ
る
。
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〇
三
月
二
十
一
日
、
画
人
鍬
形
意
斎
卒
す
　
（
名
紹
真
、
北
尾
重
政
が
門
人

に
し
て
、
始
め
は
北
尾
政
美
と
い
へ
り
。
一
枚
絵
草
紙
の
る
ゐ
多
く
画
け

り
。
略
画
式
を
あ
ら
は
し
て
世
に
行
は
れ
、
又
京
の
黄
華
山
が
「
花
洛
一

覧
図
」
　
に
な
ら
ひ
て
、
江
戸
一
覧
の
図
を
工
夫
し
梓
に
上
せ
、
神
田
の
社

へ
も
江
戸
図
の
類
を
さ
さ
げ
た
り
。
（
以
下
略
）

「
華
洛
一
覧
図
」
　
（
図
7
）
　
は
華
山
が
文
化
五
年
　
（
一
八
〇
八
）
　
に
刊
行
し
た

木
版
一
枚
摺
の
、
空
中
の
一
点
に
視
点
を
置
き
京
都
の
町
全
体
を
一
望
し
た
作

品
で
、
い
わ
ゆ
る
鳥
轍
図
の
創
始
と
云
わ
れ
て
い
る
。
画
中
に
は
当
時
焼
失
し

て
存
在
し
な
い
方
広
寺
の
大
仏
殿
を
措
き
、
京
都
人
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
呼
び

起
こ
す
等
、
都
人
の
人
気
を
博
し
洛
陽
の
紙
価
を
高
か
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
。



図7　横山華山　木版摺「華洛一覧図」個人蔵

鳥
轍
図
は
そ
の
後
江
戸
に
お
い
て
も
鍬
形
意
斎
・
葛
飾
北
斎
を
始
め
と
し
て
大

い
に
流
行
し
、
『
江
戸
名
所
図
絵
』
　
『
東
都
歳
事
記
』
　
の
長
谷
川
雪
且
の
挿
絵
に

も
鳥
轍
図
を
取
り
入
れ
た
作
風
の
絵
が
多
い
。
こ
れ
を
創
始
し
た
の
が
華
山
で

あ
っ
た
と
い
う
認
識
が
月
琴
等
当
時
の
江
戸
の
人
達
に
は
あ
っ
た
訳
で
、
こ
の

こ
と
か
ら
見
て
も
当
時
華
山
は
現
代
で
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
上
方
の
み
な

ら
ず
江
戸
に
お
い
て
も
よ
く
知
ら
れ
た
画
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な

い
だ
ろ
う
か
。

華
山
は
岸
派
の
分
派
横
山
派
の
総
帥
に
し
て
北
宗
画
　
（
漠
画
）
　
の
大
家
で

あ
っ
た
こ
と
は
華
山
没
後
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
　
『
皇
都
吾
妻
人
名
録
』
　
弘
化
四

年
（
一
八
四
七
）
　
に
「
北
宗
　
華
山
先
生
門
人
」
と
し
て
嗣
子
の
横
山
華
渓
を

始
め
小
澤
華
嶽
・
中
島
華
陽
等
十
数
名
の
名
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
り
、
「
寒
山
拾
得
図
」
　
（
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
）
　
「
西
王
母
図
」
　
（
図
8
）

そ
の
他
数
多
く
の
北
宗
画
の
代
表
的
な
作
品
を
残
し
、
そ
の
上
風
俗
画
家
と
し

て
の
一
面
も
兼
ね
備
え
、
特
に
祭
礼
図
は
得
意
で
　
「
祇
園
祭
礼
図
巻
」
　
「
や
す

ら
い
祭
図
屏
風
」
（
図
9
）
「
賀
茂
競
馬
図
屏
風
」
「
葵
祭
図
屏
風
」
「
太
秦
牛
祭
図
」

等
の
祭
礼
図
、
「
四
条
河
原
納
涼
図
」
「
乱
川
納
涼
図
」
「
勧
進
相
撲
図
」
「
大
原

女
図
」
等
の
風
俗
画
を
数
多
く
描
い
て
い
る
。
更
に
俳
語
摺
物
も
若
い
頃
か
ら

手
掛
け
　
（
図
1
0
）
、
こ
の
道
に
も
通
暁
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
そ

う
し
た
い
わ
ば
マ
ル
チ
な
教
養
を
持
っ
た
華
山
は
　
『
東
都
歳
事
記
』
　
の
校
訂
者

と
し
て
は
最
も
適
任
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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ウ
．
『
江
戸
名
所
図
絵
』
　
か
ら
　
『
東
都
歳
事
記
』
　
へ

京
都
の
名
所
案
内
と
し
て
は
黒
川
道
祐
の
　
『
薙
州
府
志
』
　
貞
享
三
年

（
一
六
八
六
）
　
が
最
も
古
典
的
な
も
の
で
あ
る
が
こ
れ
に
は
挿
絵
は
な
い
。
そ



図10　横山華山　俳譜摺物「土用干し図」柿衛文庫蔵

図8　横山華山「西王母図」個人蔵

図9　横山華山「やすらい祭図屏風」個人蔵
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の
後
秋
里
鯨
島
に
よ
り
出
版
さ
れ
一
世
を
風
靡
し
た
の
が
『
都
名
所
図
絵
』
安

永
九
年
（
一
七
八
〇
）
、
『
都
林
泉
名
勝
図
絵
』
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
　
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
抗
し
て
江
戸
の
名
所
を
世
に
普
及
さ
せ
る
べ
く
月
琴
の

祖
父
が
企
画
し
、
二
代
目
に
当
た
る
父
幸
孝
が
受
継
い
だ
が
、
彼
は
文
政
元
年

（
一
八
一
八
）
四
十
七
歳
で
早
世
し
た
た
め
三
代
目
の
月
琴
が
こ
れ
を
引
継
ぎ
、

最
終
的
に
『
江
戸
名
所
図
絵
』
前
半
十
冊
が
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
、
後
半

十
冊
が
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
。
月
琴
は
そ
れ
に
引
続
き
江

戸
の
年
中
行
事
を
ま
と
め
た
歳
時
記
風
の
図
絵
を
刊
行
し
よ
う
と
、
そ
れ
ま
で

に
取
掛
か
っ
て
い
た
草
稿
に
そ
の
後
の
情
報
を
加
え
、
集
大
成
し
た
も
の
と
し

て
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
懸
案
の
　
『
東
都
歳
事
記
』
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
れ

は
丁
度
華
山
没
後
一
年
目
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
江
戸
の
年
中
行
事
を
集
め
た

も
の
と
し
て
は
、
そ
れ
ま
で
に
『
江
戸
惣
鹿
子
』
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
　
に

始
ま
り
『
頼
江
戸
砂
子
拾
遺
』
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
　
『
増
補
江
戸
年
中

行
事
』
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
そ
の
他
多
数
あ
る
が
、
「
い
ま
だ
全
備
の
も

の
な
し
と
聞
く
」
　
の
で
こ
の
書
を
編
集
し
た
と
　
『
東
都
歳
事
記
』
　
の
附
言
で
月

琴
は
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
編
集
者
と
し
て
の
月
琴
の
自
負
が
あ
り
、
そ
の
た

め
に
も
一
層
の
完
璧
を
期
す
る
意
味
か
ら
も
京
の
華
山
等
有
識
者
に
校
訂
を
依

頼
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
華
山
は
校
訂
す
る
に
当
た
っ
て
俳
譜
歳
時
記
と
し
て
の

性
格
を
よ
り
補
強
す
る
必
要
性
を
感
じ
、
書
状
で
も
こ
と
さ
ら
に
『
増
山
井
』

に
触
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
校
訂
の
有
り
方
に
つ
い
て
も
二
十
歳
余
り
年
下
の
月

琴
に
対
し
、
「
書
を
校
す
る
ハ
落
葉
を
は
ら
ふ
か
如
し
」
と
教
訓
め
い
た
言
葉

を
書
状
に
記
し
て
お
り
、
更
に
「
一
字
二
字
つ
ゝ
の
仮
名
ち
か
ひ
ハ
は
り
付
直

に
し
た
ゝ
め
　
云
々
」
と
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
目
を
配
っ
て
校
訂
し
て
い
る
と

こ
ろ
も
興
味
深
い
。
も
ち
ろ
ん
月
琴
が
校
訂
を
依
頼
し
た
相
手
は
お
そ
ら
く
華

山
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
華
山
に
は
何
度
も
意
見
を
求
め

て
い
る
こ
と
は
残
っ
て
い
る
こ
の
書
状
だ
け
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
り
華
山

の
見
解
を
尊
重
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
月
琴
の
こ
う
し
た
細
部
に
わ

た
っ
て
の
検
討
努
力
に
よ
り
本
書
が
江
戸
の
風
俗
・
年
中
行
事
と
俳
譜
歳
時
記

を
見
事
に
統
合
し
た
従
来
の
類
書
に
勝
る
ユ
ニ
ー
ク
な
著
作
と
な
っ
た
こ
と
が

よ
く
分
か
る
。
さ
ら
に
こ
の
書
の
特
色
は
『
江
戸
名
所
図
絵
』
と
同
じ
く
長
谷

川
雪
旦
と
い
う
優
れ
た
絵
師
に
挿
絵
を
描
か
せ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
雪
旦
（
後

に
一
部
子
息
の
雪
堤
が
補
う
）
と
月
琴
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
こ
そ

後
世
に
残
る
名
著
と
な
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

四
．
機
能
す
る
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
　
（
む
す
び
に
代
え
て
）

京
都
の
町
絵
師
横
山
華
山
と
江
戸
の
町
名
主
斎
藤
月
琴
の
不
思
議
な
関
係

は
以
上
で
よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
絵
画
の
教
養
は
狩
野
派
や
土
佐

派
等
御
用
絵
師
と
い
わ
れ
る
専
門
画
工
の
も
の
で
、
町
絵
師
風
情
に
は
そ
ん
な

知
識
は
な
い
と
い
う
美
術
史
家
は
現
在
で
も
存
在
す
る
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い

る
。
そ
う
し
た
言
説
は
当
時
の
絵
師
達
の
真
の
姿
を
知
ら
な
い
人
の
い
う
こ
と

だ
と
私
は
思
う
。
円
山
四
条
派
∴
斥
派
或
い
は
着
日
・
若
沖
更
に
は
江
漢
だ
っ

て
町
絵
師
の
範
噂
に
入
る
。
彼
ら
に
教
養
は
な
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
今
回

取
り
上
げ
た
こ
の
書
状
一
通
を
見
て
も
、
祭
礼
・
年
中
行
事
等
の
風
俗
は
も
と

よ
り
俳
譜
か
ら
、
江
戸
時
代
と
略
同
時
期
に
当
た
る
中
国
清
朝
の
詩
人
の
詩
集

に
ま
で
通
暁
し
、
広
範
囲
な
知
識
を
駆
使
し
て
校
訂
に
当
た
る
華
山
を
一
介
の

町
絵
師
風
情
と
言
い
捨
て
る
こ
と
は
到
底
出
来
そ
う
に
な
い
。
む
し
ろ
当
時
の

所
謂
町
絵
師
の
方
が
、
無
定
見
に
粉
本
の
模
写
に
明
け
暮
れ
る
凡
百
の
御
用
絵
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師
達
よ
り
は
遥
か
に
深
い
知
識
と
教
養
を
兼
ね
備
え
て
自
ら
の
画
業
に
当
た
っ

て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
む
し
ろ
絵
師
そ
れ
ぞ
れ
の
資
質
の

問
題
で
、
御
用
絵
師
だ
か
ら
或
い
は
町
絵
師
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
一
律
に
決

め
つ
け
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
当
時
の
京
都
の
文
化

の
奥
深
さ
が
あ
る
と
私
は
思
う
。
斎
藤
月
琴
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
が
故
に
故

実
・
風
俗
か
ら
内
外
の
文
学
ま
で
の
知
識
全
般
に
通
じ
た
華
山
に
自
分
の
畢
生

の
事
業
の
一
つ
で
あ
る
　
『
東
都
歳
事
記
』
　
の
校
訂
を
託
し
た
の
で
あ
ろ
う
し
、

そ
の
目
的
は
充
分
に
達
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
豊
富
な
知
識
を

持
っ
た
京
都
の
絵
師
横
山
華
山
と
、
江
戸
随
一
の
文
化
人
と
の
名
の
高
い
大
田

南
畝
　
（
一
七
四
九
－
一
八
二
三
）
　
の
後
を
継
承
し
た
と
も
言
え
る
希
代
の
エ
ン

サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ス
ト
に
し
て
　
「
知
の
編
集
者
」
た
る
斎
藤
月
琴
と
の
、
東
西

二
人
の
知
識
人
の
濃
密
な
交
流
を
示
す
そ
の
一
端
が
、
こ
の
一
通
の
書
状
か
ら

読
み
取
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
上
方
と
江
戸
を
結
ぶ
情
報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
豊
か
な
広
が
り
に
極
め
て
興
味
深
い
も
の
を
覚
え
る
と
と
も

に
、
こ
の
書
状
の
持
つ
重
要
な
意
義
を
改
め
て
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

註（
1
）
　
横
山
昭
「
も
う
一
人
の
華
山
（
上
）
（
下
）
」
『
日
本
美
術
工
芸
』
五
二
五
・
五
二
六
号
－
宗
N

『
横
山
華
山
展
図
録
』
　
山
形
美
術
館
　
N
喜
○

（
2
）
　
『
東
都
歳
事
記
』
全
五
冊
　
（
原
本
）
　
斎
藤
月
琴
著
　
京
都
大
学
蔵

『
東
都
歳
事
記
』
全
三
巻
　
斎
藤
月
琴
著
　
東
洋
文
庫
　
平
凡
社
－
当
N

朝
倉
治
彦
校
注

『
江
戸
名
所
図
絵
』
　
全
六
巻
　
斎
藤
月
琴
著
　
角
川
文
庫
　
角
川
書
店
　
忘
畏

鈴
木
某
三
・
朝
倉
治
彦
校
注

（
3
）
　
長
谷
川
雪
旦
　
安
永
八
年
（
一
七
七
八
）
－
天
保
十
四
年
二
八
四
三
）

狩
野
派
に
学
び
、
肥
前
唐
津
藩
の
御
用
絵
師
を
勤
め
る
。
又
挿
絵
を
よ
く
し
、
斎
藤
月
琴

の
『
江
戸
名
所
図
絵
』
『
東
都
歳
事
記
』
の
挿
絵
を
描
く
。
晩
年
法
橋
に
任
ぜ
ら
れ
る
。

（
4
）
『
須
賀
神
社
由
緒
略
記
』

（
5
）
矢
野
貫
一
「
懸
想
文
売
り
」
『
環
日
本
研
究
』
三
環
日
本
研
究
会
・
京
都
外
国
語
大
学

】
（
・
）
（
）
訂

（
6
）
画
家
川
端
玉
章
は
明
治
の
人
、
こ
の
絵
は
廃
絶
し
た
こ
の
行
事
を
偲
ん
で
措
い
た
の
で
あ

ろ
う
。

（
7
）
『
増
補
俳
語
歳
時
記
莱
草
』
曲
亭
馬
琴
編
／
藍
亭
青
藍
補
岩
波
文
庫
岩
波
書
店
N
0
0
0

堀
切
実
校
注

（
8
）
『
増
山
井
』
北
村
季
吟
著
『
古
典
俳
文
学
大
系
』
2
「
貞
門
俳
語
集
」
二
集
英
社
－
当
－

（
9
）
『
三
度
目
清
書
本
』
斎
藤
月
琴
著
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵

『
三
度
目
』
と
い
う
か
ら
に
は
『
一
度
目
』
『
二
度
目
』
の
清
書
本
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

が
現
在
そ
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

（
1
0
）
池
田
冠
山
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
－
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）

池
田
定
常
、
因
幡
若
桜
藩
主
、
学
者
大
名
と
し
て
知
ら
れ
る
。
幕
府
の
地
誌
編
集
に
協
力
。

『
江
戸
名
所
図
絵
』
に
も
序
文
を
与
え
て
お
り
月
琴
と
は
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
。

（
1
1
）
『
武
江
年
表
』
全
二
巻
斎
藤
月
琴
著
東
洋
文
庫
平
凡
社
－
浣
0
0

金
子
光
晴
校
訂

（
12
）
最
近
の
研
究
で
は
華
山
が
鳥
轍
図
を
創
始
し
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
と
の
説
も
あ

る
。
併
し
斎
藤
月
琴
等
当
時
の
江
戸
人
士
の
間
で
は
そ
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
も

事
実
で
あ
る
。

（
13
）
『
萄
山
人
大
田
南
畝
展
図
録
』
太
田
記
念
浮
世
絵
美
術
館
N
0
0
0
0

『
浮
世
檜
類
考
』
は
大
田
南
畝
が
寛
政
年
間
（
一
七
九
〇
年
代
）
に
刊
行
し
た
と
云
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
後
改
訂
が
繰
り
返
さ
れ
た
が
斎
藤
月
琴
は
弘
化
元
年
二
八
四
四
）
『
増

補
浮
世
檜
類
考
』
を
著
し
て
い
る
。

（
14
）
『
知
の
編
集
工
学
』
松
岡
正
剛
著
朝
日
新
聞
社
－
双
岩
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［
付
記
］

本
稿
は
二
〇
〇
九
年
七
月
の
日
本
近
世
絵
画
研
究
会
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
を
加
筆
修
正

し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
度
百
橋
教
授
の
お
勧
め
に
よ
り
本
論
集
に
掲
載
さ
せ
て
頂

く
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
書
状
の
解
読
に
つ
い
て
は
江
戸
東
京
博
物
館
都
市
歴
史
研
究
室
長
小

澤
弘
教
授
の
懇
切
な
指
導
を
受
け
た
。
又
関
連
資
料
の
調
査
に
つ
い
て
は
八
反
裕
太
郎
氏
（
穎

川
美
術
館
）
　
の
労
を
惜
し
ま
ぬ
協
力
を
得
た
。
各
位
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。

横
山
昭
　
（
よ
こ
や
ま
・
あ
き
ら
）

一
九
二
九
年
　
神
戸
市
生
れ

一
九
五
三
年
　
神
戸
経
済
大
学
　
（
旧
制
）
　
卒
業

日
本
近
世
絵
画
研
究
会
会
員

（
専
門
）
　
日
本
美
術
史
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横山華山・斎藤月琴関連年表

年 代 横 山華 山 と京都 斎藤 月琴 と江 戸

17 75 安 永　 4 曽我 青 白上 京 に 住 む

葛 飾 北斎 勝 川 春 章 に入 門 春朗 と号 す 、 長谷 川 雪 旦

塾 生

大 田南 畝 『浮 世 檜 類 考』 刊 行 （この 頃 ）

勝 川春 草 没 （67 才 ）

歌 川広 重 出生

76

77

78

79

80

5

6

7

8

9

池 大 雅 没 （54 才 ）

岸 駒 京 に上 る、 秋 島 離 島 『都 名 所 図 絵 』 刊 行

8 1

82

83

天 明 1

2

3

華 山 出生 説 あ り （『黄 華 山 一派 画家 略 伝 』に よる）l、

曽我 蒼 白没 （52 才 ）

与 謝 蕪 村 没 （68 才 ）

84

85

86

87

88

89

90

9 1

92

4

5

6

7

8

寛 政 1

2

3

4

横 山華 山 出生 （『扶 桑 画 人 伝 』 に よる 通説 ）】

［牛 若 丸 図 ］

93

94

95

96

97

5

6

7

8

9

円 山応 挙 没 （6 3 才 ）

［正 月 飾 り図］ （俳 語摺 物 ）、駒 井 源 埼 没 （5 1 才 ）

秋 島離 島 『都林 泉 名勝 図絵 』刊 行 、長 澤蓮 雪 没 （46才 ）

98 10 『江 戸 名 所 図絵 』 刊 行 許 可 出 る

99 11 松 膚 軒 長 秋 （斎 藤 月 琴祖 父） 没 （6 3 才 ）

『増 補 江 戸年 中行 事 』・曲亭 馬 琴 『俳 静 歳 時 記』 刊

行

l斎 藤 月琴 出生 l

喜 多 川 歌 麿 没 （5 4 才 ）

180 0 12 ［六代 横 山喜 兵 衛 像 ］（この 頃 ）、伊 藤 若 沖没 （8 5 才 ）

0 1 享和 1 ［関羽 騎 馬 図］、 六代 横 山喜 兵 衛 没 （8 9 才 ）

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

2

3

文化 1

2

3

木 村 兼 霞 堂 没 （6 7 才 ）

横 山華 山 （2 1 又 は 24 才 ）

［四季 漫 画 風 俗 図 巻 ］ （ボス トン美 術 館 蔵 ）

0 7 4 ［し ぐれ の忌 ］（俳 書 木 版 挿絵 ）、皆 川 洪 園没 （74 才 ）

0 8

0 9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

［華 洛 一 覧 図 ］ （木 版 ） 刊 行

［椿 図 ］ （智 源寺 天 井 画 ）・［二 見 之 図 ］、 松 村 呉 春

没 （6 0 才 ）

華 山 笹屋 町 に住 む （『平 安 人 物 志 』 文化 10 年 版 ）、

［大 黒 天 図 ］
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年代 横山華山と京都 斎藤月琴と江戸

14 11

横山華渓 （華山養子）出生

［人物山水図］（京洛三十六家帖）、司馬江漢没 （72

才）

華山関東に旅す （紅花屏風取材）、［清見潟不二之

図］

浦上玉堂没 （76 才）

華山室町一条南に住む （『平安人物志』文政 5 年

歌川豊春没 （80 才）

15 12 鳥居活長没 （64 才）

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

13

14

文政 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

山東京伝没 （56 才）

斎藤幸孝 （月琴父）没 （47 才）

北尾重政没 （82 才）

大田南畝没 （75 才）

鍬形憲斎没 （64 才）『武江年表』に華山との関連

版）、［天橋立屏風］

［紅花屏風］（右隻）

［紅花屏風］（左隻）

［唐児遊図屏風］

［宇治茶摘図巻 ・洛外採茸図巻］

記事あ り

亀田鵬斎没 （75 才）、歌川豊国没 （57 才）

長谷川雪旦 『東都歳事記』下喜代受領 （『雪旦筆

耕謝礼控』による）

酒井抱一没 （68 才）

29 12 『東都歳事記』3 度目清書 （天理大図書館）

『東都歳事記』池田冠山序文、月琴提要執筆

30

31

32

天保 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

華山室町一条南に住む （『平安人物志』文政 13 年

型

［小児手鞠図］、白井華陽 『画乗要略』（華山の記事）

頼山陽没 （53 才）

33

34

35

36

37

38

39

40

青木木米没 （67 才）

［野馬図屏風］（11 月朔日）

田能村竹田没 （59 才）

［宝船図］、廃 山華山没 （54 才又は 57 才）卜 原在

中没 （88 才）

華渓室町一条南に住む （『平安人物志』天保 9 年

渓斎英泉 『無名翁随筆』（『浮世絶類考』増補版）

刊行

『江戸名所図絵』前半 10 冊刊行

『歳事記』 日尾荊山序文、『名所図絵』後半 10 冊

塾生

廃藤月琴 『東都歳事記』刊村

谷文鬼没 （78 才）

版）、岸駒没 （90 才）

松村景文没 （65 才）

岡本豊彦没 （73 才）

41

42

43

12

13

14

渡辺華山没 （49 才）

長谷川雪旦没 （66 才）

44

45

弘化 1　2 斎藤月琴 『増補浮世檜類考』刊行

斎藤月琴 『声曲類纂』刊行

46 3 浦上春琴没 （68 才）

47

48

　 4

嘉永 1

『皇都書董人名録』刊行 （華山門人 10 数名記載）

曲亭馬琴没 （82 才）、渓斎英泉没 （59 才）

－65－



年代 横山華山と京都 斎藤月琴と江戸

49

50

51

52

2

3

4

5 華渓室町一条南に住む（『平安人物志』嘉永 5 年版）

葛飾北斎没 （90 才）、斎藤月琴 『武江年表』前編

型堂

曲亭馬琴／藍亭青藍補『増補俳語歳時記菓草』刊行

鈴木其一没 （63 才）、歌川広重没 （62 才）

歌川国芳没 （65 才）

歌川国貞没 （79 才）

龍田舎秋錦 『新増補浮世檜類考』刊行

『武江年表』後編脱稿、l斎藤月琴没 （75 才）1

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

6

安政 1

2

3

4

5

6

万延 1

文久 1

2

3

中林竹洞没 （78 才）

山本梅逸没 （74 才）

岸連山没 （56 才）、浮田一意没 （65 才）

3 月、華山 25 回忌追善遺墨展円山にて開催

貴名海屋没 （86 才）

64 元治 1 横山華渓没 （49 才）

65

66

67

68

i

i

78

79

慶応 1

2

3

明治 1

i

i

11

12

岸岱没 （80 才）

（中略）

注）1．華山の年記の在る作品を参考迄に［］で記載した
2．華山・月琴の関係記事は二重線を施した
3．華山・月琴の生没年、『東都歳事記』刊行年は口で囲った

－66－

以上


