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み
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代
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│
│
関
学
ア
ー
ト
・
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
の
研
究
か
ら
│
│

河

上

繁

樹

は

じ

め

に

関
西
学
院
大
学
ア
ー
ト
・
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
で
は
「
江
戸
時
代
の
小
袖
に
関
す
る
復
元
的
研
究
」
と
題
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
進
行
し
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
や
内
容
に
つ
い
て
は
す
で
に
報
告
を
お
こ
な
っ
た
が
盧
、
本
稿
を
始
め
る
に
あ
た
り
、

再
度
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
江
戸
時
代
の
小
袖
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
わ
が
国
の
伝
統
的
な
衣
服
で
あ
る
「
着
物
」
が
直

面
す
る
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
着
物
は
、
日
本
の
歴
史
と
風
土
に
育
ま
れ
、
芸
術
性
の
高
い
意
匠
、
色
彩
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
生
み
出
し

た
職
人
の
技
な
ど
、
そ
こ
に
日
本
文
化
の
多
様
な
価
値
の
集
積
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
近
年
、
生
活
環
境
・
経
済
状
況
・
労
働

条
件
な
ど
の
変
貌
に
と
も
な
っ
て
、
着
物
の
生
産
体
制
や
伝
統
的
な
染
織
技
術
は
多
く
の
変
質
を
迫
ら
れ
、
業
種
に
よ
っ
て
は
技
能
の
伝

承
が
危
ぶ
ま
れ
る
と
い
う
危
機
的
な
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
京
都
で
活
動
す
る
着
物
職

人
の
グ
ル
ー
プ
「
染
技
連
」
と
の
共
同
研
究
に
よ
り
、
江
戸
時
代
の
染
織
技
法
を
復
元
的
に
研
究
す
る
こ
と
で
、
過
去
の
優
れ
た
技
術
を

検
証
し
、
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
伝
統
的
な
技
術
の
保
存
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
記
録
保
存
を
お
こ
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

一



具
体
的
に
は
、
わ
が
国
の
着
物
の
歴
史
に
と
っ
て
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
る
友
禅
染
の
成
立
を
中
心
に
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀

前
半
に
か
け
て
の
小
袖
の
動
向
を
、
現
存
す
る
小
袖
資
料
、
小
袖
雛
形
本
等
の
文
献
資
料
、
風
俗
画
・
美
人
画
等
の
絵
画
お
よ
び
西
鶴
の

浮
世
草
子
等
の
文
芸
な
ど
か
ら
多
角
的
に
考
察
し
、
小
袖
の
模
様
表
現
の
技
法
に
注
目
し
て
、
そ
の
復
元
を
試
み
な
が
ら
当
時
の
染
織
技

術
を
検
証
す
る
。
実
際
に
は
、
文
献
か
ら
確
認
で
き
る
東
福
門
院
の
小
袖
や
正
平
染
の
小
袖
、『
友
禅
ひ
い
な
が
た
』
に
見
ら
れ
る
初
期

の
友
禅
染
小
袖
、
そ
し
て
現
存
す
る
「
賀
茂
競
馬
模
様
小
袖
」（
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
）
の
よ
う
な
最
盛
期
の
友
禅
染
小
袖
な
ど
、
十

七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
前
半
の
小
袖
を
二
〇
〇
四
年
よ
り
四
年
間
で
四
領
の
復
元
制
作
を
試
み
る
予
定
で
あ
る
。

本
稿
で
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
基
礎
的
な
研
究
と
し
て
、
雁
金
屋
の
文
献
資
料
を
も
と
に
、
江
戸
時
代
前
期
す
な
わ
ち
十
七
世
紀
の
模
様

染
の
動
向
を
考
察
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
最
初
に
復
元
す
る
東
福
門
院
の
小
袖
に
つ
い
て
歴
史
的
な
位
置
づ
け
を
お
こ
な
い
た
い
。

一

雁
金
屋
資
料
に
つ
い
て

江
戸
時
代
前
期
の
小
袖
を
研
究
す
る
う
え
で
重
要
な
資
料
と
し
て
京
都
の
呉
服
商
雁
金
屋
の
文
書
類
が
残
さ
れ
て
い
る
。
雁
金
屋
を
営

ん
だ
尾
形
家
は
桃
山
時
代
に
道
柏
が
本
阿
弥
光
悦
の
姉
を
妻
に
迎
え
本
阿
弥
家
と
姻
戚
関
係
に
な
っ
た
家
系
で
、
尾
形
光
琳
（
一
六
五
八

〜
一
七
一
六
）、
乾
山
（
一
六
六
三
〜
一
七
四
三
）
兄
弟
の
生
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
尾
形
家
は
も
と
近
江
の
戦
国
大
名
浅
井
長

政
の
家
来
筋
に
あ
た
る
と
い
わ
れ
、
長
政
の
娘
で
あ
る
淀
殿
や
徳
川
秀
忠
正
室
崇
源
院
（
お
江
与
）
ら
の
呉
服
の
御
用
を
勤
め
て
雁
金
屋

の
基
礎
を
築
き
、
さ
ら
に
崇
源
院
の
娘
で
あ
る
和
子
（
一
六
〇
七
〜
七
八
、
本
論
で
は
以
下
、
東
福
門
院
と
号
す
）
が
顧
客
と
な
っ
て
お

お
い
に
繁
盛
し
た
。
し
か
し
、
最
大
の
顧
客
で
あ
る
東
福
門
院
を
失
っ
て
か
ら
雁
金
屋
は
没
落
の
一
途
を
た
ど
り
、
光
琳
の
時
代
に
廃
業

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
雁
金
屋
の
文
書
類
は
光
琳
の
画
稿
な
ど
と
と
も
に
光
琳
の
子
寿
一
郎
に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
養
子
先
で
あ

る
小
西
家
に
伝
来
す
る
こ
と
に
な
っ
た
盪
。
そ
の
う
ち
、
小
袖
類
の
生
地
や
模
様
、
加
工
技
法
が
具
体
的
に
わ
か
る
資
料
は
次
の
一
一
点
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で
あ
る
蘯
。

漓
『
御
染
地
之
帳
』
慶
長
七
・
八
年
（
一
六
〇
二
・
三
）（
山
根
有
三
編
著
『
小
西
家
旧
蔵

光
琳
関
係
資
料
と
そ
の
研
究
』
一

雁
金

屋
染
物
台
帳

一
〇
頁
、
本
稿
で
は
以
下
、
資
料
漓
と
略
す
）

滷
『
ゑ
ど
さ
ま

御
あ
つ
ら
へ
ぶ
ん
』
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）（
同
書
二

徳
川
秀
忠
大
奥
老
女
呉
服
注
文
書

二
二
頁
、
本
稿
で

は
以
下
、
資
料
滷
と
略
す
）

澆
『
女
院
様
御
用
之
節

江
戸
様
よ
り
御
ご
ふ
く
代
し
お
か
れ
候
御
ち
う
も
ん
ど
も
也
』
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）（
同
書
八

徳
川
秀

忠
大
奥
老
女
呉
服
注
文
書

二
四
頁
、
本
稿
で
は
以
下
、
資
料
澆
と
略
す
）

潺
無
題

年
未
詳

元
和
五
〜
同
八
年
（
一
六
一
九
〜
一
六
二
二
）
か
（
同
書
二
三

徳
川
秀
忠
大
奥
老
女
呉
服
注
文
書

三
〇
頁
、
本

稿
で
は
以
下
、
資
料
潺
と
略
す
）

潸
『
女
御
様
御
召
し
御
服

同
御
遣
い
小
袖
上
申
候
帳
』
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）（
同
書
二
四

雁
金
屋
女
御
和
子
御
用
呉
服
書
上
帳

三
一
頁
、
本
稿
で
は
以
下
、
資
料
潸
と
略
す
）

澁
『
ご
と
う
ぬ
い
ぜ
う
殿
よ
り
御
あ
つ
ら
へ
』
年
未
詳
（
同
書
三
四

後
藤
縫
丞
呉
服
注
文
書

三
五
頁
、
本
稿
で
は
以
下
、
資
料
澁
と

略
す
）

澀
『
御
若
君
様
御
ひ
な
が
た
』
年
未
詳
（
同
書
三
五

若
君
呉
服
注
文
雛
型
及
寸
法
控

三
五
頁
、
本
稿
で
は
以
下
、
資
料
澀
と
略
す
）

潯
『
わ
た
く
し
御
あ
つ
ら
へ
物
』
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）〜
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）（
同
書
三
六

尾
形
宗
謙
呉
服
誂
物
帳

三
六

頁
、
本
稿
で
は
以
下
、
資
料
潯
と
略
す
）

潛
『
注
文
覚
』
辰
七
月
（
同
書
三
七

呉
服
注
文
覚

四
二
頁
、
本
稿
で
は
以
下
、
資
料
潛
と
略
す
）

濳
『
御
画
帳
』
三
冊

万
治
四
年
（
一
六
六
一
）、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）、
年
未
詳
（
同
書
三
八
〜
四
〇

衣
裳
図
案
帳

四
五
、
二

九
三
〜
三
〇
八
頁
、
本
稿
で
は
以
下
、
資
料
濳
と
略
す
）
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潭
『
女
院
御
所
様
御
用

御
呉
服
諸
色
調
上
申
代
付
之
御
帳
』
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）（
同
書
四
一

雁
金
屋
東
福
門
院
御
用
呉
服
書

上
帳

四
六
頁
、
本
稿
で
は
以
下
、
資
料
潭
と
略
す
）

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
は
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
前
期
に
か
け
て
の
武
家
、
あ
る
い
は
女
院
御
所
の
小
袖
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
個
々
の
資
料
に
つ
い
て
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
盻
、
本
稿
で
は
先
行
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
雁

金
屋
資
料
の
な
か
か
ら
模
様
染
に
関
連
す
る
加
工
技
法
を
中
心
に
そ
の
動
向
を
た
ど
る
こ
と
と
す
る
。

二

雁
金
屋
が
染
め
た
辻
が
花

資
料
漓
は
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
正
月
か
ら
翌
年
に
か
け
て
雁
金
屋
が
注
文
を
受
け
た
染
物
の
台
帳
で
単
衣
、
小
袖
、
帯
な
ど
二

〇
四
件
に
わ
た
る
注
文
品
の
記
載
が
あ
り
、
模
様
や
色
づ
か
い
、
仕
上
が
り
日
な
ど
が
記
さ
れ
、
注
文
主
が
判
明
す
る
も
の
も
少
な
く
な

い
。
注
文
主
と
し
て
は
「
内
府
さ
ま
（
徳
川
家
康
）」「
大
な
ご
ん
さ
ま
（
徳
川
秀
忠
）」「
ゑ
ど
さ
ま
（
徳
川
秀
忠
正
室
）」「
わ
か
さ
様

（
京
極
高
次
正
室
）」「
ま
ん
所
さ
ま
（
豊
臣
秀
吉
後
室
）」「
大
さ
か
御
う
へ
さ
ま
（
豊
臣
秀
吉
側
室
淀
殿
）」「
ひ
で
よ
り
さ
ま
（
豊
臣
秀

頼
）」
な
ど
が
名
を
連
ね
、
雁
金
屋
が
当
時
の
武
家
の
権
力
者
か
ら
注
文
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

単
衣
や
小
袖
の
意
匠
に
は
肩
裾
、
四
つ
替
、
段
、
筋
、
嶋
、
散
ら
し
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
藤
・
唐
梨
・
柳

・
唐
松
な
ど
の
植
物
や
菱
・
格
子
・
黒
餅
な
ど
の
幾
何
学
的
な
模
様
が
多
数
見
ら
れ
る
。
模
様
の
表
現
技
法
と
し
て
は
「
ぼ
う
し
」「
つ

ま
み
」「
き
せ
わ
け
」「
か
の
こ
」「
ひ
き
へ
」
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
ぼ
う
し
」
は
、
例
え
ば
「
御
あ
や
御
地
こ
い
も
え
ぎ
お
り
つ
け
の
御
も
ん
き
く
ぼ�

う�

し�

に
き
せ
ミ
な
�
�
し
ろ
〈
略
〉」〔
六
オ
〕
眈

と
あ
る
よ
う
に
、
濃
い
萌
葱
地
に
菊
を
「
ぼ
う
し
」
で
白
く
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
模
様
を
白
く
絞
り
抜
い
た
帽
子
絞
り
で
あ
る
（
図

１
）。
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図 1 ぼうし（菊と桔梗の花） 京都・
瑞泉寺蔵

図 3 きせわけ（葵の葉） 徳川美術館蔵

図 2 つまみ（藤の葉） 個人蔵

図 4 かのこ（扇面） 個人蔵

図 5 ひきえ（葡萄の実と葉）
国立歴史民俗博物館蔵
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図 6−1 鹿の子の地無し小袖
（『舞妓図』） 京都市蔵

図 7 復元のもとになる東福門院の
小袖図（『御用雛形帳』）
株式会社川島織物蔵

図 6−2 そぎつぎの小袖
（『舞妓図』） 京都市蔵

図 8 コンピュータ・グラフィックに
よる復元小袖イメージ
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「
つ
ま
み
」
は
「
御
地
あ
さ
ぎ
う
わ
も
ん
ふ
ぢ
を
一
ふ
さ
づ
ゝ
な
が
�
�
と
ち
ら
し
藤
の
は
ひ
わ
も
へ
ぎ
つ�

ま�

ミ�

」〔
一
ウ
〕
の
よ
う

に
、
浅
葱
地
に
藤
の
葉
を
「
つ
ま
み
」
で
鶸
と
萌
葱
の
二
色
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
ぼ
う
し
」
の
逆
で
模
様
の
な
か
を
染
め
る
方

法
で
あ
る
（
図
２
）。

「
き
せ
わ
け
」
は
、
例
え
ば
「
御
地
も
へ
ぎ
御
も
ん
ぼ
た
ん
か
ら
く
さ
花
し
ろ
く
き�

せ�

わ�

け�

は
つ
ぼ
ミ
を
あ
さ
ぎ
に
」〔
一
七
オ
〕、「
御

地
も
へ
ぎ
さ
く
ら
の
は
な
一
所
七
つ
五
つ
一
つ
二
つ
も
ち
ら
し
は
な
ハ
し
ろ
く
き�

せ�

わ�

け�

」〔
一
七
オ
〕
と
あ
り
、「
き
せ
わ
け
」
に
よ
っ

て
牡
丹
の
花
や
桜
の
花
を
白
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
先
ほ
ど
の
「
ぼ
う
し
」
の
例
で
「
ほ
う
し
を
き�

せ�

」
と
あ
る
よ
う
に
「
き
せ
わ
け
」

も
帽
子
絞
り
の
一
種
で
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
「
ぼ
う
し
」
よ
り
も
複
雑
に
牡
丹
の
花
び
ら
一
枚
一
枚
を
絞
っ
た
り
、

七
つ
五
つ
と
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
た
桜
の
花
の
一
つ
一
つ
を
絞
り
分
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
御
む
ら
さ
き
御
も
ん
か
ら
か
き

の
き�

せ�

わ�

け�

き
ひ
わ
も
へ
ぎ
あ
さ
ぎ
色
�
�
〈
略
〉」〔
一
二
ウ
〕
と
い
う
例
も
あ
り
、
唐
牆
を
黄
・
鶸
・
萌
葱
・
浅
葱
の
４
色
で
「
き
せ

わ
け
」
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
徳
川
家
康
の
注
文
と
し
て
「
御
む
ら
さ
き
に
あ
ふ
ひ
を
一
は
二
は
づ
ゝ
ち
ら
し
て
あ
ふ
ひ
の
中
あ
さ
ぎ
ひ

わ
し
ろ
に
一
は
づ
ゝ
か
へ
て
き�

せ�

わ�

け�

に
あ
ふ
ひ
大
が
ら
に
」〔
一
二
ウ
〕
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
葵
を
浅
葱
・
鶸
・
白
に
一
葉
ず
つ
色
を

替
え
、「
き
せ
わ
け
」
て
葵
を
大
柄
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
推
す
と
、「
ぼ
う
し
」
の
よ
う
に
白
上
が
り
だ
け
で
は
な

く
、
輪
出
し
絞
り
に
よ
っ
て
模
様
を
複
数
の
色
に
染
め
た
も
の
も
指
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
図
３
）。

「
か
の
こ
」
は
鹿
子
絞
り
で
あ
り
、「
御
地
あ
さ
ぎ
は
や
な
ぎ
そ
の
あ
い
�
�
に
は
つ
れ
雪
の
内
ひ
わ
か�

の�

こ�

紫
か�

の�

こ�

」〔
三
ウ
〕、

「
御
地
き
に
大
き
な
る
ゆ
き
を
ち
ら
し

ゆ
き
の
内
あ
さ
ぎ
か�

の�

こ�

〈
略
〉」〔
一
〇
ウ
〕
の
よ
う
に
雪
な
ど
の
模
様
の
な
か
を
充
頡
す
る

も
の
が
多
い
（
図
４
）。

「
ひ
き
へ
」
は
「
御
地
あ
さ
ぎ
御
か
た
の
う
へ
に
山
を
し
て
御
う
し
ろ
御
ま
へ
に
を
し
と
を
し
山
を
ひ
わ
に
こ
け
な
ど
を
少
づ
ゝ
す
ミ

に
て
ひ�

き�

へ�

に
〈
略
〉」〔
一
一
ウ
〕
と
見
え
、「
す
ミ
に
て
ひ
き
へ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
墨
の
描
絵
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。「
ひ
き
へ
」

は
「
か
ら
な
し
の
は
な
を
五
つ
六
つ
ゝ
か
さ
ね
て

は
な
の
な
か
あ
さ
ぎ
ひ�

き�

へ�

」〔
五
ウ
〕、「
ね
さ
ゝ
を
大
が
ら
に
あ
ひ
し
げ
く
ち
ら
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し
は
の
中
ミ
な
あ
さ
ぎ
に
は
す
ぢ
ひ�

き�

へ�

に
」〔
一
二
オ
〕「
御
も
ん
ま
い
つ
る
ひ�

き�

へ�

」〔
八
ウ
〕、「
御
所
く
る
ま
い
か
に
も
大
が
ら
に

し
げ
�
�
と
つ
ま
ミ
と
り
ひ�

き�

へ�

」〔
一
三
ウ
〕
な
ど
、
花
の
花
弁
や
葉
脈
（
図
５
）、
あ
る
い
は
鶴
や
御
所
車
な
ど
を
描
い
た
。

こ
れ
ら
の
加
工
技
法
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
資
料
漓
に
記
載
さ
れ
た
注
文
品
の
ほ
と
ん
ど
は
現
在
「
辻
が
花
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
染

物
で
あ
っ
た
。
但
し
、
資
料
漓
に
は
「
辻
が
花
」
の
語
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
当
時
は
こ
の
よ
う
な
染
物
を
「
辻
が
花
」
と
は
呼
ん
で

い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。三

慶
長
末
、
元
和
期
の
小
袖

資
料
滷
は
、
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）
二
月
二
日
に
徳
川
秀
忠
正
室
の
崇
源
院
（
ゑ
ど
さ
ま
）
よ
り
御
誂
え
分
と
し
て
受
け
取
っ
た

書
き
た
て
で
、
徳
川
家
康
を
筆
頭
に
徳
川
秀
忠
、
崇
源
院
な
ど
九
人
分
の
注
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
「
ミ
た
い
さ
ま
（
崇
源

院
）」
の
注
文
品
に
注
目
す
る
と
、
肩
裾
や
四
つ
替
の
よ
う
な
桃
山
時
代
か
ら
の
意
匠
構
成
の
小
袖
と
と
も
に
「
御
ぢ
な
し
」
の
染
物
が

見
ら
れ
る
。「
御
ぢ
な
し
」
は
資
料
漓
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
新
た
な
傾
向
を
示
す
染
物
で
あ
る
。
ま
た
、
崇
源
院
の
「
御
ふ
く
（
小

袖
）」「
御
つ
じ
（
帷
子
）」
や
「
ゑ
ち
ぜ
ん
さ
ま
（
崇
源
院
の
三
女
で
松
平
忠
直
に
輿
入
れ
し
た
勝
姫
か
）」
の
「
御
ふ
く
」
は
い
ず
れ
も

「
い
か
に
も
�
�
こ
が
ら
に
」
と
あ
り
、
小
柄
の
模
様
が
注
文
さ
れ
る
の
も
こ
の
時
期
の
傾
向
で
あ
る
。

資
料
澆
、
資
料
潺
も
資
料
滷
と
ほ
ぼ
同
様
の
形
式
の
注
文
書
で
あ
る
。
模
様
の
詳
細
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
御
ぬ
い
」「
御
そ
め

物
」「
御
は
く
」「
そ
め
ぬ
い
は
く
」
の
小
袖
が
誂
え
ら
れ
た
。「
御
ぬ
い
」
は
刺
繍
、「
御
そ
め
物
」
は
辻
が
花
、「
御
は
く
」
は
摺
箔
で

あ
り
、「
そ
め
ぬ
い
は
く
」
は
絞
り
染
に
刺
繍
と
摺
箔
を
併
用
し
た
小
袖
で
あ
る
。
ま
た
、
資
料
澆
に
は
「
く
ろ
べ
に
の
そ
め
物
」
と
あ

り
、
の
ち
に
東
福
門
院
の
小
袖
な
ど
に
多
く
染
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
黒
紅
の
文
献
上
の
初
出
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
黒
紅
は
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ま
だ
小
袖
の
地
色
と
し
て
は
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
。

資
料
潸
に
は
、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
東
福
門
院
が
注
文
し
た
御
召
し
小
袖
と
御
遣
い
小
袖
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に

〔
三
ウ
〕
以
降
の
御
召
し
小
袖
分
の
染
物
七
反
に
つ
い
て
は
生
地
、
模
様
、
加
工
技
法
が
判
明
す
る
。

生
地
は
「
り
ん
ず
」
二
反
、「
り
う
も
ん
の
り
ん
ず
」
一
反
、「
ね
り
」
四
反
の
三
種
で
あ
る
。「
ね
り
」
に
つ
い
て
は
後
世
の
書
物
で

あ
る
が
、
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
の
『
萬
金
産
業
袋
』（
巻
四

京
織
物
類
）
に
「
練

幅
右
に
同
じ
。
し
ろ
、
べ
に
、
黒
紅
、

黄
、
浅
黄
此
五
色
〈
略
〉
上
つ
か
た
御
腰
巻
、
地
な
し
の
縫
地
な
ど
に
用
ゆ
。」
と
あ
り
、
練
緯
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
桃
山
時

代
の
繍
箔
や
辻
が
花
の
生
地
に
用
い
ら
れ
た
練
緯
が
ま
だ
こ
の
時
点
で
は
「
り
ん
ず
」
よ
り
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。「
り
ん
ず
」
は

繻
子
地
に
裏
組
織
で
模
様
を
織
り
出
し
た
後
練
り
の
絹
織
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、「
り
う
も
ん
の
り
ん
ず
」
は
ど
の
よ
う
な
織
物

で
あ
ろ
う
か
。『
萬
金
産
業
袋
』（
巻
四

唐
物
類
）
に
「
唐
紗
綾

花
紬
（
モ
ン
サ
ヤ
）
紋
ざ
や
の
事
な
り
。〈
略
〉
ひ
が
き
紋
に
菊
、

あ
る
ひ
は
い
な
ず
ま
、
島
も
有
、
是
を
し
ま
さ
や
と
云
」、「
飛
紗
綾

糸
紬
〈
略
〉
地
も
ん
あ
る
を
と
び
さ
や
と
い
ひ
、
無
紋
な
る
を

ぬ
め
と
び
と
い
ふ
。
白
ば
か
り
わ
た
る
。」
と
並
ん
で
「
竜
紋

素
紬
〈
略
〉
と
び
さ
や
よ
り
地
和
ら
か
に
て
つ
ぎ
な
り
。
染
づ
や
お
も

は
し
か
ら
ず
。」
と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
中
国
名
と
し
て
「
花
紬
」「
糸
紬
」「
素
紬
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
何
ら
か
の
共
通
点

が
あ
る
織
物
と
考
え
ら
れ
る
。
長
崎
の
唐
通
事
岡
島
璞
の
『
唐
話
纂
要
』
に
よ
れ
ば
、「
さ
や
」
は
中
国
語
で
「
絲
綢
」
で
あ
り
、
中
国

で
は
綢
の
字
を
俗
に
紬
に
通
じ
て
い
た
の
で
、
綢
が
紬
と
書
か
れ
た
と
い
う
眇
。
紗
綾
は
平
組
織
の
地
に
経
四
枚
綾
組
織
で
模
様
を
織
り

だ
し
た
絹
織
物
で
、「
唐
紗
綾
」
が
花
（
模
様
）
を
織
り
だ
し
た
綢
（
絹
織
物
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
素
紬
」
と
書
か
れ
た
「
竜
紋
」

は
模
様
の
な
い
絹
織
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
飛
紗
綾
」
の
説
明
で
模
様
の
な
い
「
ぬ
め
と
び
」
が
あ
り
、
い
っ
ぽ
う
「
竜
紋
」
は

「
と
び
さ
や
よ
り
地
和
ら
か
に
て
つ
ぎ
な
り
。
染
づ
や
お
も
は
し
か
ら
ず
。」
と
あ
る
か
ら
、
飛
紗
綾
ほ
ど
光
沢
が
な
い
格
下
の
絹
織
物
で

あ
っ
た
。
徳
川
美
術
館
所
蔵
の
『
御
清
御
長
持
入
記
』（
江
戸
時
代
後
期
）
と
題
す
る
記
録
に
徳
川
家
康
の
お
譲
り
品
と
し
て
「
御
単
物
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壱

龍
門
水
色
小
紋
花
色
染
分
ヶ
紋
御
紋
附
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
に
相
当
す
る
単
衣
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
単
衣
の

生
地
は
や
や
厚
み
の
あ
る
平
絹
が
使
わ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
「
龍
門
（
竜
紋
）」
は
平
織
の
絹
織
物
の
一
種
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、「
り
う
も
ん
の
り
ん
ず
」
と
は
い
さ
さ
か
矛
盾
し
た
言
葉
で
あ
る
が
、
平
織
地
に
綸
子
の
よ
う
な
模

様
を
織
り
だ
し
た
絹
織
物
と
解
釈
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
結
局
、『
萬
金
産
業
袋
』
の
「
唐
紗
綾
」
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

「
唐
紗
綾
」＝

「
り
う
も
ん
の
り
ん
ず
」
と
い
う
結
論
を
出
す
の
は
早
急
す
ぎ
る
の
で
こ
こ
で
は
結
論
を
保
留
し
た
い
が
、
と
も
あ
れ
「
り

う
も
ん
の
り
ん
ず
」
は
「
り
ん
ず
」
と
と
も
に
東
福
門
院
の
小
袖
の
生
地
と
し
て
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
の

資
料
潭
で
は
東
福
門
院
が
注
文
し
た
九
九
領
の
小
袖
の
う
ち
、
綸
子
三
〇
領
、
竜
紋
の
綸
子
六
二
領
、
縮
緬
七
領
と
い
う
割
合
を
占
め

た
。資

料
潸
の
東
福
門
院
御
召
し
小
袖
分
の
染
物
七
反
の
模
様
は
、「
御
ゑ
や
う
ハ
御
し
ろ
く
れ
な
い
そ
う
十
一
だ
ん
ニ
し
て
か
う
い
ろ
の

そ
め
わ
け
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
九
段
、
一
一
段
、
一
五
段
な
ど
に
染
め
分
け
た
段
模
様
や
、
さ
ら
に
一
六
段
、
一
九
段
の
染
め
分

け
に
芥
子
鹿
の
子
を
充
頡
し
た
「
地
な
し
」
で
あ
る
。
ま
た
、
一
反
は
「
御
ゑ
や
う
ハ
そ
ぎ
つ
ぎ
に
し
て
く
ろ
べ
に
の
け
し
か
の
こ
御
上

も
ん
な
し
し
ろ
の
所
な
で
し
こ
ふ
じ
ば
か
ま
も
ミ
ぢ
い
と
す
ゝ
き
御
ひ
き
へ
」
と
い
う
模
様
も
あ
る
。「
そ
ぎ
つ
ぎ
」
は
『
友
禅
ひ
い
な

が
た
』
に
掲
載
さ
れ
る
「
そ
ぎ
も
や
う
」
眄
と
同
様
に
斜
め
の
模
様
取
り
を
い
い
、
黒
紅
の
芥
子
鹿
の
子
に
白
く
斜
め
取
り
し
て
秋
草
を

墨
描
き
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
鹿
子
を
充
頡
し
た
「
地
な
し
」
や
「
そ
ぎ
つ
ぎ
」
は
江
戸
時
代
前
期
の
『
舞
妓
図
』
に
も
描
か
れ
て
い
る

（
図
６
―
１
、
図
６
―
２
）。四

正
保
頃
の
新
傾
向

次
に
資
料
潯
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
資
料
潯
は
、「
わ
た
く
し
御
あ
つ
ら
へ
物
」
と
題
し
た
記
録
で
、
記
載
の
干
支
よ
り
正
保
二
年
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（
一
六
四
五
）
か
ら
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
に
わ
た
る
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
子
ど
も
用
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
が
、
小
袖
の

生
地
は
綸
子
が
主
で
、
紗
綾
や
紬
も
見
ら
れ
、
夏
の
帷
子
も
注
文
さ
れ
て
い
る
。
模
様
の
加
工
技
法
と
し
て
は
、
帽
子
、
鹿
の
子
、
刺

繍
、
箔
な
ど
従
来
の
技
法
が
主
流
を
な
し
て
い
る
が
、
箔
の
一
種
で
あ
る
「
ふ
ち
は
く
」
に
よ
る
加
飾
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
縁
箔
は

帽
子
絞
り
や
鹿
の
子
絞
り
に
よ
る
模
様
の
輪
郭
を
箔
で
縁
取
っ
た
も
の
で
、
寛
文
小
袖
の
遺
品
に
も
見
ら
れ
る
が
、
雁
金
屋
の
資
料
で
は

こ
れ
以
後
は
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
く
な
る
。
寛
文
小
袖
な
ど
で
は
箔
や
縁
箔
に
替
わ
っ
て
金
糸
繍
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
資
料

潯
で
も
「
金
し
や
（
金
糸
）」
が
紫
や
萌
葱
、
鶸
、
赤
な
ど
の
色
糸
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
資
料

潯
で
は
ま
だ
箔
の
使
用
例
の
ほ
う
が
多
い
。

資
料
潯
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
七
月
二
四
日
の
「
お
わ
り
御
あ
つ
ら
へ
」〔
五
オ
〕
に
「
し
や
う
ぶ
の
や
う

な
物
し
や
む
ろ
」
と
あ
り
、
そ
の
代
金
を
「
さ
ら
さ
」
屋
に
支
払
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
更
紗
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
イ
ン
ド
の
染
物

で
あ
る
が
、
日
本
で
も
人
気
が
高
く
、
一
六
一
四
年
以
降
の
平
戸
の
英
国
商
館
員
の
書
簡
類
（『
慶
元
イ
ギ
リ
ス
書
翰
』）
か
ら
も
更
紗
が

人
気
の
あ
る
商
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
ま
た
『
唐
蛮
貨
物
帳
』
に
よ
れ
ば
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
に
オ
ラ
ン
ダ
船
四
艘
分
の

荷
物
売
立
品
と
し
て
「
さ
ら
さ
二
四
七
五
端
」
と
あ
る
。
江
戸
時
代
前
期
に
は
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
船
に
よ
っ
て
更
紗
が
盛
ん
に
輸
入

シ
ャ
ム
ロ
ゾ
メ

さ
れ
た
。「
し
や
む
ろ
」
も
更
紗
の
一
種
で
、
寛
永
頃
の
地
方
の
名
産
を
列
挙
し
た
『
毛
吹
草
』
の
山
城
の
項
に
「
紗
羅
染
」
と
で
て
く

る
。「
し
や
む
ろ
」
は
シ
ャ
ム
王
国
、
す
な
わ
ち
現
在
の
タ
イ
王
国
で
あ
る
。
当
時
、
イ
ン
ド
か
ら
シ
ャ
ム
に
向
け
て
輸
出
さ
れ
た
更
紗

が
わ
が
国
へ
も
た
ら
さ
れ
て
、
寛
永
頃
に
シ
ャ
ム
更
紗
を
模
し
た
染
物
が
京
都
で
生
産
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
寛
文
七
年
（
一
六
六

七
）
の
『
御
ひ
い
な
か
た
』
に
は
「
ぢ
さ
ら
さ
そ
め
」
と
書
か
れ
た
小
袖
が
五
図
収
録
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）

の
『
源
氏
ひ
な
が
た
』
に
は
「
透
着
と
み
ゆ
る
も
こ
と
は
り
そ
れ
し�

や�

室�

染�

」、「
お
く
糊
盆
色
ど
る
絵
の
具
の
さ�

ら�

さ�

染�

」
と
見
え
、
和

製
の
し
ゃ
む
ろ
染
や
更
紗
染
が
流
行
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
雁
金
屋
の
小
袖
に
も
そ
れ
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

雁
金
屋
資
料
に
み
る
江
戸
時
代
前
期
の
小
袖
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五

東
福
門
院
の
注
文
帳

資
料
潛
は
、
表
紙
に
「
注
文
覚

辰
七
月
」
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
帷
子
一
一
反
、
小
袖
の
表
地
一
〇
反
、
帯
三
筋
に
つ

い
て
、
代
金
、
生
地
の
種
類
、
模
様
と
そ
の
加
工
法
が
簡
略
に
記
さ
れ
て
い
る
。
小
袖
の
生
地
は
綸
子
、
繻
子
、
縮
緬
の
三
種
で
、
金
額

的
に
は
繻
子
が
一
番
高
く
三
五
〇
匁
、
綸
子
が
二
五
〇
匁
、
縮
緬
が
一
五
〇
匁
で
一
番
安
い
。
帷
子
の
生
地
は
麻
で
七
〇
匁
も
し
く
は
七

五
匁
で
あ
る
が
、
絹
縮
の
帷
子
も
一
反
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
絹
縮
は
一
四
〇
匁
で
あ
る
。
模
様
は
「
車
に
紅
葉
」「
橋
に
蔦
の
葉
」「
波
」

「
巻
水
」「
桐
の
葉
」「
桜
」「
八
橋
」「
百
合
、
木
の
葉
」「
青
海
水
」「
梅
立
木
」「
籬
に
立
木
」「
籬
に
菊
」「
雪
筋
」
な
ど
さ
ま
さ
ま
で
あ

る
が
、
そ
の
加
工
は
鹿
の
子
絞
り
と
刺
繍
に
限
ら
れ
て
い
る
。
模
様
を
鹿
の
子
絞
り
と
刺
繍
だ
け
で
表
現
す
る
傾
向
は
東
福
門
院
の
注
文

を
控
え
た
資
料
濳
、
資
料
潭
と
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仕
上
が
り
の
代
金
を
見
る
と
、
帷
子
が
二
四
三
匁
か
ら
二
七
五

匁
、
小
袖
は
生
地
に
よ
っ
て
幅
が
あ
る
が
三
二
二
匁
か
ら
五
七
〇
匁
、
帯
は
一
七
五
匁
か
ら
一
八
五
匁
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の

は
小
袖
の
代
金
で
五
〇
〇
匁
を
超
え
る
も
の
が
三
反
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
幕
府
は
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
「
一
、
女
院
御
所
姫
宮
方

上
之
御
服
、
一
お
も
て
ニ
つ
き
、
白
銀
五
百
目
よ
り
高
価
ニ
仕
間
敷
候
…

一
、
御
臺
様
上
之
御
服
、
一
お
も
て
ニ
付
、
白
銀
四
百
目
よ

り
高
価
に
仕
へ
か
ら
す
…

一
、
御
本
丸
女
中
上
之
小
袖
、
一
お
も
て
ニ
つ
き
三
百
目
よ
り
高
価
ニ
い
た
す
ま
し
く
候
…
」眩
と
し
て
、

女
院
御
所
や
江
戸
城
の
女
性
の
小
袖
の
金
額
の
上
限
を
定
め
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
雁
金
屋
も
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
以
降
、
東
福
門
院

御
用
の
小
袖
に
つ
い
て
は
五
〇
〇
匁
以
上
の
小
袖
を
製
作
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
寛
文
四
年
の
『
御
用
雛
形
帳
』（
後
述
）
お
よ
び
資
料

潭
の
小
袖
代
金
の
最
高
額
が
五
〇
〇
匁
で
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
資
料
潛
に
五
〇
〇
匁
以
上
の
小
袖
の
注
文
が
記
載
さ
れ
て
い

る
の
は
、
こ
の
注
文
覚
が
寛
文
三
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
寛
文
三
年
以
前
の
辰
の
年
は
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）

と
な
る
。
つ
ま
り
、
資
料
潛
は
承
応
元
年
七
月
に
東
福
門
院
の
注
文
を
控
え
た
資
料
と
考
え
ら
れ
、
注
文
の
分
量
か
ら
も
七
月
分
の
注
文

雁
金
屋
資
料
に
み
る
江
戸
時
代
前
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の
小
袖
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と
見
ら
れ
る
。
資
料
潛
の
記
載
内
容
は
簡
略
で
意
匠
構
成
ま
で
は
判
明
し
な
い
が
、
模
様
や
そ
の
加
工
技
法
は
資
料
濳
、
資
料
潭
に
通
じ

る
も
の
で
あ
り
、
承
応
の
頃
か
ら
東
福
門
院
が
亡
く
な
る
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
ま
で
連
綿
と
鹿
の
子
絞
り
と
金
糸
の
刺
繍
を
用
い
た

豪
華
な
小
袖
が
製
作
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

資
料
濳
、
資
料
潭
に
つ
い
て
は
す
で
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
の
で
（
注
盻
参
照
）、
最
後
に
小
袖
の
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
関
係
か
ら

『
御
用
雛
形
帳
』
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。『
御
用
雛
形
帳
』
に
つ
い
て
は
す
で
に
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
眤
、
本
稿
で
は
そ

の
概
要
を
述
べ
、
復
元
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
対
象
と
し
た
小
袖
を
紹
介
し
た
い
。

『
御
用
雛
形
帳
』
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
雁
金
屋
資
料
と
は
伝
来
経
路
が
異
な
り
、
現
在
は
京
都
の
株
式
会
社
川
島
織
物
が
所
蔵
し
て

い
る
。
大
阪
市
立
美
術
館
が
所
蔵
す
る
資
料
濳
の
三
冊
の
『
御
画
帳
』
は
、
そ
の
う
ち
の
一
冊
に
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）、
別
の
一
冊

に
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
の
表
紙
が
つ
け
ら
れ
、
残
り
の
一
冊
に
は
年
記
が
な
く
、
し
か
も
三
冊
は
後
世
の
改
装
に
よ
っ
て
か
な
り
の

錯
簡
が
生
じ
て
い
る
が
、
結
果
と
し
て
三
冊
は
少
な
く
と
も
万
治
四
年
五
月
三
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
四
日
、
寛
文
三
年
正
月
四
日
か
ら

十
二
月
二
十
一
日
の
東
福
門
院
を
中
心
と
す
る
女
院
御
所
の
呉
服
注
文
の
控
え
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。『
御
用
雛
形
帳
』
は

こ
れ
ら
と
一
連
の
注
文
帳
で
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
一
月
六
日
か
ら
一
〇
月
二
五
日
ま
で
の
小
袖
九
九
領
、
帷
子
七
四
領
、
帯
一
五

筋
の
注
文
を
収
め
る
。『
御
用
雛
形
帳
』
の
書
式
は
資
料
濳
の
『
御
画
帳
』
と
ほ
ぼ
同
様
で
、
一
頁
ご
と
に
小
袖
（
あ
る
い
は
帷
子
）
背

面
の
図
案
を
描
き
、
図
中
や
袖
下
の
余
白
に
代
金
、
日
付
、
生
地
・
地
色
・
模
様
の
加
工
技
法
な
ど
を
記
す
（
図
７
）。
注
文
の
大
半
は

東
福
門
院
の
所
用
品
で
あ
る
が
、
一
部
に
は
「
女
三
宮
様
」「
甲
府
姫
宮
様
」「
鷹
司
様
姫
君
様
」
な
ど
東
福
門
院
と
ゆ
か
り
の
女
性
の
名

前
が
書
か
れ
て
い
る
。
資
料
濳
の
『
御
画
帳
』
に
見
ら
れ
な
い
項
目
と
し
て
、『
御
用
雛
形
帳
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
代
金
が
書
き
入
れ
ら

れ
て
い
る
。
最
高
額
は
五
〇
〇
匁
（
目
）
で
先
ほ
ど
述
べ
た
寛
文
三
年
の
禁
令
に
抵
触
し
な
い
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

『
御
用
雛
形
帳
』
の
内
容
を
統
計
的
に
見
る
と
（
帯
は
省
く
）、
生
地
は
一
七
三
領
中
、
綸
子
七
七
、
竜
紋
綸
子
一
五
、
竜
紋
一
、
縮
緬

雁
金
屋
資
料
に
み
る
江
戸
時
代
前
期
の
小
袖
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六
、
る
い
な
し
七
四
と
い
う
内
訳
に
な
る
。
帷
子
は
す
べ
て
「
る
い
な
し
」
と
あ
り
、
上
質
の
上
布
を
指
し
て
い
る
。
地
色
は
黒
紅
一
〇

三
、
白
五
七
、
赤
紅
九
、
浅
葱
九
な
ど
で
あ
り
、
小
袖
・
帷
子
と
も
に
圧
倒
的
に
「
黒
紅
」
が
多
い
。
意
匠
構
成
は
い
わ
ゆ
る
寛
文
小
袖

と
呼
ば
れ
る
、
肩
か
ら
裾
に
か
け
て
模
様
を
逆
「
Ｃ
」
の
字
あ
る
い
は
「
て
」
の
字
に
構
成
し
て
左
脇
に
余
白
を
つ
く
る
構
成
が
多
い
。

模
様
は
植
物
が
主
で
、
菊
が
多
く
、
次
ぎ
に
木
の
葉
や
唐
花
が
あ
り
、
藤
、
杜
若
な
ど
が
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
。
器
物
と
し
て
は
牛
車
の

車
輪
や
片
輪
車
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
流
水
や
波
と
組
み
合
わ
す
意
匠
が
見
ら
れ
る
。
他
に
は
筋
模
様
が
目
立
ち
、
細
長
い
葉
や
流

水
、
滝
、
竹
、
雪
な
ど
が
幾
重
も
並
べ
ら
れ
て
模
様
を
構
成
し
、
意
匠
に
動
感
を
与
え
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
敷
瓦
や
石
畳
、
網

目
、
籠
目
な
ど
を
割
り
付
け
た
例
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
割
り
付
け
模
様
も
袖
口
か
ら
裾
へ
か
け
て
置
か
れ
た
動
き
の
あ
る
模
様
と
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
で
全
体
と
し
て
躍
動
感
の
あ
る
意
匠
を
生
み
出
し
て
い
る
。
模
様
の
加
工
技
法
に
つ
い
て
は
、
絞
り
と
刺
繍
に
限
ら

れ
、
絞
り
は
ほ
と
ん
ど
が
鹿
の
子
絞
り
で
あ
り
、
刺
繍
は
紫
や
萌
葱
の
糸
を
用
い
る
ほ
か
、
金
糸
繍
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

六

復
元
に
向
け
て

『
御
用
雛
形
帳
』
は
資
料
濳
の
『
御
画
帳
』
と
と
も
に
、
寛
文
期
の
女
院
御
所
の
小
袖
の
実
際
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
関
西

学
院
大
学
ア
ー
ト
・
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
が
進
め
る
「
江
戸
時
代
の
小
袖
に
関
す
る
復
元
的
研
究
」
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
江
戸

時
代
前
期
を
代
表
す
る
小
袖
と
し
て
『
御
用
雛
形
帳
』
か
ら
復
元
小
袖
を
選
定
す
る
こ
と
に
し
た
。
選
定
条
件
と
し
て
は
東
福
門
院
の
小

袖
の
典
型
と
な
り
う
る
も
の
と
し
て
、
生
地
は
綸
子
、
地
色
は
黒
紅
を
含
む
こ
と
、
模
様
は
鹿
の
子
と
金
糸
の
刺
繍
に
よ
っ
て
寛
文
小
袖

の
特
色
を
よ
く
示
す
こ
と
と
し
た
。
そ
の
他
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
予
算
な
ど
も
考
慮
し
た
結
果
、
選
定
さ
れ
た
小
袖
が
図
７
で
あ
る
。
図

は
余
白
に
「
五
百
目

十
月
三
日

百
四
拾
九
番
」「
御
地
り
ん
ず
御
地
白
き
く
わ
金
し
や
ニ
て
べ
た
ぬ
い
も
じ
の
丸
金
し
や
む
ら
さ
き

い
と
に
て
ぬ
い
」
と
あ
り
、
小
袖
の
図
中
に
「
あ
さ
ぎ
か
の
こ
」「
く
ろ
べ
ニ
二
つ
ぶ
か
の
こ
」「
白
」
と
指
示
さ
れ
て
い
る
。
生
地
は
綸

雁
金
屋
資
料
に
み
る
江
戸
時
代
前
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の
小
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子
、
模
様
は
寛
文
小
袖
の
典
型
を
示
す
「
て
」
字
の
構
成
で
、
肩
に
か
か
る
波
は
浅
葱
の
鹿
の
子
、
そ
の
波
に
重
な
る
よ
う
に
菊
の
丸
文

を
連
ね
、
丸
文
の
な
か
に
は
「
山
」「
水
」
の
文
字
を
入
れ
る
。
菊
の
花
は
金
糸
、
な
か
の
文
字
は
紫
で
刺
繍
す
る
。
右
袖
か
ら
裾
に
か

け
て
弧
を
描
く
網
目
の
模
様
は
二
粒
鹿
の
子
に
し
て
黒
紅
に
染
め
、
肩
と
同
様
に
腰
か
ら
左
裾
へ
む
け
て
菊
の
花
を
刺
繍
す
る
。

完
成
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
図
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
で
制
作
し
た
（
図
８
）。
こ
の
小
袖
は
現
在
復
元
中
で
二
〇
〇
六
年
三

月
の
完
成
を
目
指
し
て
い
る
。

本
研
究
は
、
文
部
科
学
省
の
私
立
大
学
学
術
研
究
高
度
化
推
進
事
業
（
産
学
連
携
研
究
推
進
事
業
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
り
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
東

洋
美
術
研
究
セ
ン
タ
ー
東
洋
美
術
研
究
振
興
基
金
の
研
究
助
成
（
二
〇
〇
四
年
度
）
な
ら
び
に
関
西
学
院
大
学
個
人
特
別
研
究
費
（
二
〇
〇
四
年
度
）

の
助
成
を
得
た
。

註盧

関
西
学
院
大
学
文
学
部
創
立
七
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告

河
上
繁
樹
「
小
袖
の
復
元
に
お
け
る
人
文
科
学
の
役
割
」（『
人
文
論
究
』
第

五
四
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
四
年
）

盪

こ
れ
ら
の
資
料
は
昭
和
五
三
年
（
一
九
七
八
）
に
「
尾
形
光
琳
関
係
資
料

小
西
家
伝
来
」
と
し
て
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
現
在
は
京
都
国

立
博
物
館
と
大
阪
市
立
美
術
館
に
分
蔵
さ
れ
て
い
る
。

蘯

山
根
有
三
編
著
『
小
西
家
旧
蔵

光
琳
関
係
資
料
と
そ
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
二
年
）
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

盻

・
栗
本
佳
子
「『
雁
金
屋
注
文
帳
』
に
あ
ら
わ
れ
た
江
戸
時
代
初
期
の
衣
裳
文
様
」（『
史
論
』
第
七
集
、
一
九
五
九
年
）

・
伊
藤
敏
子
「
雁
金
屋
文
書
か
ら
み
た
慶
長
期
の
染
」（『
辻
が
花
』
講
談
社
、
一
九
七
二
年
）

・
西
本
周
子
「
雁
金
屋
衣
裳
図
案
帳
に
つ
い
て
」（『
美
術
史
』
一
一
三
号
、
一
九
八
二
年
）

・
塚
本
瑞
代
「
桃
山
か
ら
寛
文
の
小
袖
文
様
│
│『
雁
金
屋
雛
形
帖
』
を
中
心
と
し
て
│
│
」（『
昭
和
五
十
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
一
般
研

究
（
Ｂ
）
研
究
成
果
報
告
書
』
一
九
八
二
年
）

・
仲
町
啓
子
「
大
阪
市
立
美
術
館
保
管
『
雁
金
屋
雛
形
帖
』
三
冊
の
復
元
試
論
」（『
昭
和
五
十
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
一
般
研
究
（
Ｂ
）
研

究
成
果
報
告
書
』
一
九
八
二
年
）

雁
金
屋
資
料
に
み
る
江
戸
時
代
前
期
の
小
袖

一
五



・
塚
本
瑞
代
「「
雁
金
屋
雛
形
帖
」
に
つ
い
て
│
│
文
字
文
様
│
│
」（『
群
馬
県
立
女
子
大
学
紀
要
』
一
三
号
、
一
九
九
三
年
）

・
馬
場
ま
み
「『
雁
金
屋
東
福
門
院
御
用
呉
服
書
上
帳
』
に
関
す
る
研
究

そ
の
一

小
袖
に
み
る
文
様
・
加
工
技
法
等
の
分
析
お
よ
び
延
宝
期

の
服
飾
に
つ
い
て
」（『
風
俗
』
第
三
一
巻
第
四
号
、
一
九
九
三
年
）

・
同
「『
雁
金
屋
東
福
門
院
御
用
呉
服
書
上
帳
』
記
載
に
関
す
る
一
考
察
│
│
実
物
遺
品
資
料
と
の
対
比
を
通
じ
て
│
│
」（『
日
本
服
飾
学
会
誌
』

第
一
四
号
、
一
九
九
五
年
）

・
同
「『
雁
金
屋
東
福
門
院
御
用
呉
服
書
上
帳
』
に
関
す
る
研
究

そ
の
二

帷
子
に
み
る
文
様
・
加
工
技
法
等
の
分
析
お
よ
び
延
宝
期
の
服
飾

に
つ
い
て
」（『
風
俗
』
第
三
五
巻
第
三
号
、
一
九
九
六
年
）

・
森

理
恵
「
注
文
者
と
し
て
の
武
家
女
性
の
行
動
│
│
雁
金
屋
の
資
料
か
ら
わ
か
る
こ
と
│
│
」（
横
川
公
子
編
『
服
飾
を
生
き
る
│
│
文
化

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
│
│
』
科
学
同
人
、
一
九
九
九
年
）

・
同
「
雁
金
屋
『
慶
長
七
年
御
染
地
之
帳
』
に
み
る
衣
服
の
性
別
」（『
風
俗
史
学
』
改
題
九
号
、
一
九
九
九
年
）

・
花
房
美
紀
「
江
戸
時
代
前
期
の
小
袖
意
匠
に
お
け
る
「
嶋
」
文
様
の
変
遷
│
│
雁
金
屋
関
連
資
料
を
中
心
に
│
│
」（『
服
飾
美
学
』
三
四
号
、

二
〇
〇
二
年
）

・
同
「
雁
金
屋
関
連
資
料
に
お
け
る
小
袖
の
「
筋
」
文
様
に
つ
い
て
」（『
美
術
史
』
一
五
六
号
、
二
〇
〇
四
年
）

眈

資
料
漓
は
袋
綴
装
で
あ
り
、〔
六
オ
〕
は
表
紙
を
除
い
た
原
本
の
六
枚
目
の
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
同
様
に
〔
一
ウ
〕
は
一
枚
目

の
裏
を
示
す
。

眇

山
脇
悌
次
郎
『
事
典

絹
と
木
綿
の
江
戸
時
代
』
吉
川
弘
文
館

四
頁

二
〇
〇
二
年

眄
『
友
禅
ひ
い
な
が
た
』
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
復
刻
版
は
『
小
袖
模
様
雛
形
本
集
成

第
壱
巻
』（
学
習
研
究
社
、
一
九
七
四
年
）
に
所
収
、
復

刻
版
で
は
表
紙
を
除
い
た
一
〇
枚
目
の
表
に
「
そ
ぎ
も
や
う
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

眩
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
六

創
文
社

一
九
八
〜
一
九
九
頁

一
九
九
〇
年

眤

河
上
繁
樹
「
雁
金
屋
の
『
御
用
雛
形
帳
』
に
つ
い
て
」（『
花
洛
の
モ
ー
ド
』
京
都
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
一
年
）

│
│
文
学
部
教
授
│
│

雁
金
屋
資
料
に
み
る
江
戸
時
代
前
期
の
小
袖

一
六


