
洒
落
本
に
見
る
染
織

十
八
世
紀
日
本
の
染
織
事
情

切

畑

健

変
化

に
と
ん
だ
日
本
染
織
史

に
お

い
て
、
近
世

の
染
織
は
社
会

の
細
部
構
造

の
複
雑
化
と
と
も

に
、
年
令

・
性
別

・
身
分

・
職
業
な
ど
の
各
場
面

に
お

い
て
の
細

分
化
が
こ
と
に
い
ち
ぢ
る
し
く
、
き
わ
め
て
細

や
か
な
展
開
を
し
め
し
た
。

近
世

の
各
期
が
し
め
す
染
織

の
具
体
的
な
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
ま
ず
伝
え
ら
れ
る
遺
品
に
よ
る
こ
と
が
第

一
で
あ
る
の
は
い
う
ま

で
も
な

い
。
し
か
し

染
織
遺
品
が
そ
の
脆
弱
な
素
材

の
特
色

か
ら
ほ
と
ん
ど
伝
在
し
な

い
こ
と
も
周
知

で
あ
る
。
た
だ
そ
の
初
期

の
桃
山
時
代

の
実
態
は
決
し
て
全
貌
が
明
ら
か
で
あ
る

と

い
う
の
で
は
な

い
が
、
特

に
上
層
社
会

に
お
け
る
服
飾
品
で

一
応

の
説
明
を
は
た
し
た
と
大
方
は
感
じ
て
い
る
。
続
く
江
戸
時
代
も
初
期

・
前
期

・
中
期

の
各
遺

品
を
通
じ
て
、
そ
の
特
色

の
典
型
的
な
部
分
を
取
り
上
げ
て
述

べ
、

こ
れ
も
ま
た

一
応
、
当
時

の
染
織
の
大
よ
そ
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
続
く
江
戸
時
代
後
期
は

い
う
ま

で
も
な
く
現
代

に
最
も
近

い
わ
け
で
、
遺

品
も
多
く
、
し
た
が

っ
て

「
般

に
は
生
活
と
と
も

に
あ
る
染
織
の
実
態

は
、

か
な
り
の
量
で
明
ら
か
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
に
相
異
な
い
。

し
か
し
実

際
の
と
こ
ろ
は
そ
う
で
は
な

い
。
例
え
ば

公
家
社
会

の
女
性
達
の
着
衣

(挿
図
1
)
、
あ
る

い
は
武
家
関
係

の
女
中

の
服
飾

(挿
図

2
)
な
ど
は
比
較
的

数
多

い
と
は

い
え
、
同
じ
公
武
と
は

い
え
、
男
子

の
場
合
は
と
て
も
比
較

に
は
な
ら
な

い
。
ま
し
て
庶
民
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
豪
商

と
よ
ば
れ
る
階
層

の
衣
料

(挿

図
3
)
が
伝

え
ら
れ
、
そ
の
中

で
も
婚
儀

に
着

用
さ
れ
た
も
の
な
ど
の
特
別
な
例
を
う
か
が
う

こ
と
が
出
来

る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
細
分
化
さ
れ
た
社
会

の
、
し

酒
落
本
に
見
る
染
織
ー
-卜
八
世
紀
H
本
の
染
織
事
情
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か
も
最

も
多
数
を
し
め
る
町
人

一
般
の
生
活
文
化

の
諸
相
を
う
か
が
わ
せ
る
資
料
と
し
て
の
染
織

と
い
う
こ
と

に
な
る
と
、
遺
例

の
乏
し
さ
は
極
端
で
あ

る
。
今
時
、

芸
能

に
用

い
ら
れ
る
も
の
が
、
何

を
も
と
に
新
調
さ
れ
る
の
か
、
思
え
ば

お
ぼ

つ
か
な

い
事
は
限
り
な

い
と

い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
不
完
全

な
状
態
を
補

う
手
段

が
あ
る
。
ま
ず
絵
画
な
ど

に
あ
ら
わ
さ
れ
た
風
俗
が
、
画
中
資
料
と

い
う
事

で
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
場
合

は
衣
服
な
ら
形
態

や
意
匠
、
着
装
を
め
ぐ

る
風
俗

・
習
慣
な
ど

の

一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
が
、
残
念
な
が
ら
施

工
や
素
材
の
実
態
を
知
る

こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た
文
献
中

に
染
織

に

つ
い
て
述

べ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

こ
の
場
合
は
画
中
資
料

に
比
し
て
諸
点
と
も

に
い
っ
そ
う
不
確
実

な

要
素
が
多

い
。
し
か
し
文
様

の
名
称
や
色
彩

の
様
子
、
ま
た
施

工
に
関
し
て
は
染

め
に
よ
る
の
か
織

に
よ
る
の
か
、
あ
る

い
は
繍
技

に
よ
る
処
理

か
な
ど
を
記
し
て

い
る

こ
と
が
あ
る

の
は
大

い
に
重
要
で
あ

る
。

こ
う
し
た
諸
点

を
ふ
ま
え

つ
つ
、

こ
こ
で
は
十

八
世
紀
後
半
を
中
心
と
し
た
染
織

の
様
相
を
文
献

に
さ
ぐ
り
少
し
で
も
遺
品
の
乏
し
さ
を
補

お
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
対
象
と
す
る
文
献
は
、

い
わ
ゆ
る
洒
落
本

(
『洒
落
本
大
成
』
中
央
公
論
社
)
に
限
る
こ
と
と
す
る
。
周
知

の
よ
う

に
洒
落
本
は
主

と
し
て
遊
里
の
島
原
や
吉
原

を
と
り
あ
げ

て

い
る
の
で
、

こ
こ
で
も
そ
の
特
殊
な
環
境
で
の
染
織

と
な
る
こ
と
は
否
定

で
き
な

い
。

ヨ

し
か
し
当
時

の
遊
里
は

い
わ
ば
庶
民
文
化

の
中
心
で
あ
り
、
そ

の
時
代

の
美
意
識

の
展
開
を
杢
先

し
た
場
所

で
あ
る
と
も

い
え
、
む
し
ろ
時
代
の
最
新

の

」
美
」

　

そ

の
も

の
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な

い
か
と
の
推
測
に
立

っ
て
、
文
中
資
料
を
検
討
す
る
こ
と

と
し
た

い
。

お
び
た
だ
し
い
数

(『
洒
落
本
大
成
』
は
全

二
十
九
巻
)
の
洒
落
本

か
ら
、

と
り
あ
え
ず

『古
今
吉
原
大
全
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
ほ
ぼ
年
次
を
追

っ
て
数
種
を
順

次
と
り
あ
げ

る
こ
と
と
す
る
が
、

こ
こ
で
は
風
俗
的
興
味

か
ら

の
観
察
も
ま
じ
え
て
、
十
八
世
紀
後
半

の
染
織

の
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
と
し
た

い
。

「
古
今
吉
原
大
全
」

(
『
洒
落
本
大
成
』
1
以
下
大
成

と
略
称
。
第

四
巻
。
明
和
五
年

〈
一
七
六
八
〉
奥
付
)

序

ほ
ん

だ

あ
か

し
た

ぎ

ぢ

し
ま

は

お
り

あ
せ
じ
み

ひ

又
く

る
人

は
。

本

田
あ

た

ま

に
ぎ
ん
ぎ

せ

る
。
垢

つ
い
た

れ

ど

も
。

八
丈

の
下
着

。

地

は
う

す
く

と

も

。

嶋

ち
り

め

ん

の
羽
織
。

汗
染

た
れ

ど
。
緋

ち

り

め
ん

の

〔
.・
Pこ

じ
ゆ
ば

ん

く

ろ

も
ん
ど
こ
ろ

禰
伴

。

黒

は

ぶ
た

へ
に
。
ぎ

よ

よ
う

ぼ

た
ん

は
。

お
さ
だ

ま

り

の
紋

所

。

は
か
た

の
嶋

の
お
び

。
花

い
ろ

の
く

つ
た

び

。

う
づ

ま

き

の
。

こ

つ
く

い
う

つ
た

る
。

ぎ
り

や
き
桐

の
日
よ

り
下

た

。

酒
落
本
に
見
る
染
織

卜
八
世
紀
日
本
の
染
織
暫
情



酒
落
本
に
見
る
染
織
-
十
八
世
紀
日
本
の
染
織
事
情
1

が
弩

いぬ
し
や
れ

こ
れ
は
我
護

と
名

の
る

「狗
洒
落
人
」
の
姿
で
あ
る
。
狗
洒
落
人
は
筆
者

の
邪
楡

で
、
見

せ
か
け
ば

か
り
の
通
人
気
ど
り
を

い
う

の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
そ
れ
だ
け
に

そ
の
着
衣
こ
そ
は
、
当
時

の
通
人
の
典
型
を
写
し
た
も
の
で
、
同
序

に
も
述

べ
る
よ
う
に
ま
さ
に

[
助
六
」
の
扮
装
を
意
識
し
て
い
る
。
現
在
も
舞
台

に
見

る
そ
の

役

の
仕
立
を
思

い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

に
同
人

の
言
と
し
て

「
と
か
く
今
の
風
」
で
あ
そ
ぼ
う
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
や
は
り
こ
の
風
俗
が

い
わ
ば
当

時
最
新
の
感
覚
を
映
し
て
い
る
こ
と
を
教
え
る
。
さ

て
注
目
さ
れ
る

の
は
表
着

の
黒
羽
二
重

で
あ
る
。
羽

二
重
と

い
う
張
り
の
あ
る
重

々
し
い
絹
地
は
、
む
し
ろ
遊

里
な
ど

の
軟
弱
な
風

に
は
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
考
え
ら
れ
る
の
と
は
異
り
、
以
下

の
よ
う

に
し
ば
し
ば
洒
落
本
中

に
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
尾
形
光
琳

の

奇
抜
な
趣
向
に

つ
い
て
後
述
す
る
よ
う
に
、

い
わ
ば
贅
の
極

み
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
又
そ
の
地
色

に
つ
い
て
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
黒
は
や
は
り
後

に
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
と
こ
ろ
で
、
当
時

の
色
彩

の
好

み
の
き
わ
だ

っ
た
特
色
を
し
め
す
と
い
え
よ
う
。
な
お
黒

に
つ
い
て
も
後
述
す
る
よ
う

に
や
は
り
光
琳

の

挿
話

が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

巻

之
三

ひ
や
う
こ
し
ま

だ

か
つ
や
ま

か
み

兵
庫
嶋
田
勝
山
の
髪
の
事

い

の

こ

ぎ

く
ろ
じ
ゆ

す

宝
永

三
年

十

月
十

一
日
。

玄

猪

の
も

ん
日

に
。

は

じ
め

て
道

中

す
。

う

わ
着
。

黒
縮

子

の
小
袖

に
。

い
も

せ
山

。

な
が

る

〉
川

の
。

う
す

ご

ほ
り
。

と

け
て

ぞ

い

え
い

ぬ
わ

と

ぐ
。
袖

は
ぬ
れ
け
る
。

と
い
ふ
。
み
つ

か
ら
詠
ぜ
し
歌
を
。
縫

せ
た
り
。

こ
れ
は
太
夫
勝
山
の
風
俗
で
、
宝
永
三
年

(
一
七
〇
六
)
と
あ

っ
て
十

八
世
紀
初
期

で
あ

る
が
、
や
は
り
黒
縮
子
の
小
袖

と
あ
る
の
に
注
目
さ
れ
よ
う
。
黒
を
尊
重

す
る
意
識
を
記
憶

に
お
さ
め
て
次

の
資
料
を
見
る
こ
と
と
し
よ
う
。

「
間
似
合
早
粋
」

(大
成
、
第

四
巻
。
明
和
六
年

〈
一
七
六
九
〉
序

)

〔り∴
こ

い

し
よ
う

と
う

せ
い

く

ろ

も

ん

つ
く

衣

漿

は
当
世
外

い
ろ
は
や
れ
と
も

つ
ま
る
所

は
黒
が
よ
し
そ
の
外

い
ろ
く

物
ず
く

べ
し
紋

は
壱
寸
五
分
6

二
寸
迄
思

ひ
よ
り
に
付

へ
し

い
か
ふ
か
は

っ
た
紋

し
ま

き

じ

ぶ
ん

か
た

む

よ
う

お
り
ふ
し

そ
め

う
ら

は
よ
ろ
し
か
ら
ず
嶋
る

い
は
あ
れ

こ
れ
と
着
る

へ
し
小
紋
は
自
分
こ
の
み
の
形
な
ら
で
は
無
用
也
折
節

は
よ
き
小
紋

の
は
や
ら
ぬ
先
を
心
が
け
て
染

さ
す

べ
し
裏

そ
で

く

へ
り

は

お
り

わ
る

み
じ

わ
き
さ
し

さ
す

は
お
も
て
の
取
合
見
は
か
ら
ひ
第

一
也
袖

口
の
江
戸

括
も
目
に
し
み
た
り
羽
織

も

い
か
う
長

き
は
悪
し

お
も
は
く
6
短

か
く
五
所
紋
脇
指
も

二
尺
よ
り
上
は
指

し
し
よ
う
さ
ま

つ
き

か
み
し
も

き

く

ふ
う

あ
ふ

き

つ
ね

ほ
ね

た
ち

う

へ

お
ふ
あ
ふ

き

き

れ
い
せ
ん

べ
か
ら
す
お
師
匠

様

の
や
う
に
て
わ
る
し
次

に
上
下
の
着

ふ
り
工
夫

す

へ
し
扇
子
は
常

の
拾

本
骨
十

二
立
が
よ
し
壱
尺
二
一二
寸

か
ら
上

の
大
扇
子
貴
嶺
扇
此
二



品
は
必
く

も
た

ぬ
が
よ
し

す
い

「早
粋
の
辞
」
と
項
を
立
て
た
部
分
で
、
「
粋

」
と

い
う
、
江
戸

で
は

「
い
き
」
と
よ

ぶ
、
き
わ
め
て
意
味
深
長
な
、
し
か
も
簡
単

に
は
そ
の
境

に
達

す
る
こ
と
の

む
ず
か
し

い
美
意
識

の
実
際
に

つ
い
て
諸
項
を

つ
ら
ね
た

↓
書

で
あ
る
。

粋
を
具
体
的

に
あ
ら
わ
す
着
衣

の
色

を

「
つ
ま
る
所
は
黒
が
よ
し
」

と
あ

る
の
は
、
す
で
に
前
書
で
も
述

べ
た
黒
色
好

み
を
さ
ら

に
明
確

に
す
る
。
日
本

の
染
織

史

に
お

い
て
黒
色
が
尊
重
さ
れ
た
時
期

を
ふ
り
返
え
る
と
、
平
安
時
代
後
期

に
思

い
到
る
。

そ
れ
は
男
子
式
正

の
束
帯

に
黒
砲

が
用

い
ら
れ
た

こ
と
に
明
ら
か
で
、

黒

の
も

つ
荘
重
な
特
長
が
注
目
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ

の
後
も
甲
冑
や
具
足
な
ど
に
も
黒
色
づ
く
め
が
見
ら
れ
る
が
、

い
ず
れ
も
黒

の
も

つ
強

さ
や
威

々
し
さ
が
戦

場

に
ふ
さ
わ
し
く
て
特
に
採

用
さ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、

い
ず
れ
も

こ
こ
に
述

べ
る
と
こ
ろ
の
粋
を
求
め
た
も

の
と
は
性
格
を
異
に
す
る
の
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

粋

(す

い

・
い
き
)
な
感
覚

を
前

面
に
お
し
出
し
た
黒
は
い
つ
頃
か
ら
そ
の
意
識
を
明
確

に
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は

[
粋
」
の
概
念
を
把
握
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
粋

に
つ
い
て
は
す
で
に
九
鬼
周
造

の
『
「
い
き
」
の
構
造
』
(岩
波
書
店

昭
和
五
十
四
年

)
が

こ
の
分
野

で
の
古
典
的
名
著

と
し
て
知

ら
れ
、
さ
ら
に
新
内
節
を
通
じ
て

{
い
き
」
を
明

ら
か

に
し
よ
う
と
し
た
関

光
三
の

『
"
い
き
"
の
源
流
-
江
戸
音
曲

に
お
け
る

"
い
き
"
の
研
究
』

(六
興
出
版

昭

和
六
十
年
)

が
特
色
を
し
め
す
。
そ
れ
ら
に
よ

っ
て
見
ら
れ
た

い
。

近
世

に
入

っ
て
黒
を
衣
服

に
と
り
あ
げ
る
の
は
、
桃
山
時
代
末
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期

の

い
わ
ゆ
る
慶
長
小
袖

(挿
図

4
)
に
顕
著

で
あ

る
。
黒

・
赤

・
白

・
藍

な
ど
の
染
分

け
地

は
特

に
そ
の
上

に
摺

っ
た
金
箔

の
小
文
様
が
豪
奢

に
き
わ
だ

つ
。
そ

の
傾
向

は
寛
永
期

に
も
う
け

つ
が
れ
、
特

に
黒
地
に
疋
田
鹿

の
子
が
盛

ん
に

採
用
さ
れ
た
。
寛
文
小
袖

の
わ
ず

か
な
遺
例
中

に
も
見
出
さ
れ
る
の
は
、
黒
地
が
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
を
教

え
る
し
、
寛
文
七
年

二

六
六
七
)
の

『
御

ひ
い
な

か
た
』
に
も
黒
紅

(挿
図

5
)
・憲
房
な

ど
の
名
称
で
見
出
さ
れ
る
。
地

の
空
間
を
充
分
生

か
そ
う
と
す
る
寛
文
小
袖

の
意
匠

に
は
、
黒
地
は
白
地
な
ど
と
並

ん
で
最
大
の
効
果
を
発
揮
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次

い
で
元
禄
期

の
華
麗
な
衣
服
に
も
黒
地
は
大

い
に
よ
ろ
こ
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
寛
文
意
匠
と
は

い
さ
さ

か

異
質
の
意
味

で
、
元
禄

の
意
匠

は
そ
の
豪
奢
な
特
色
を
黒
地

に
生

か
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
黒
地
が
そ
の
特
長
を
目
ざ
ま
し
く
し
め
し
た
近
世

の
服
飾
類

に
お
い
て
は
、
金
箔
が
き
わ
だ
ち
、
重
厚
な
金
糸

や
色
糸
繍
が
輝
き
、
型
を
用

い
た
摺

疋
田
が
よ
り

一
そ
う
明
確
な
形
象
を
表
現
し
、

い
ず
れ

の
場
合

に
も
人

々
を
、
目
く
る
め
く
思

い
に
さ
せ
る
の
が
特
色

で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
黒
は
、
そ

の

上

に
の
せ
ら

れ
る
華
麗
な
加
飾
が
き
わ
だ

つ
た

め
の
下
地
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

酒
落
本
に
見
る
染
織
1
十
八
世
紀
日
本
の
染
織
事
情
1
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酒
落
本
に
見
る
染
織

十
八
世
紀
H
本
の
染
織
事
情
i

晦

鰐
贈

辮
麟

撫

鍵

ほ
、擁

議
麟

雛
穰
騒

撚鐵

.

轟

・

遍

ガ嫉響

.
解
㌦

鍵 騨 躍, 、

挿図4慶 長小袖

、 藻

(染分論子地松皮菱段 に草花入子菱

つなぎ文様絞繍箔)

江戸時代初期 京都国立博物館蔵

ラ

給

ユ
ィ

の
あ

挿図5「 御ひいなかた」

寛文七年刊 江戸時代前期

 

し
か
し
、
洒
落
本
が
述

べ
る

「
つ
ま
る
所
は
黒
が
よ
し
」
と
す
る
黒
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
本
質
を
異

に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に

「
す

い

・
い
き
」

の
世
界

の
色
で
あ

っ
て
、
華
麗

・
豪
華
な
ど
と
す
る
形
容
と
は
次
元
を
異
に
す
る
の
で
あ
り
、
黒
は
黒
そ
の
も
の
が

い
わ
ば
・王
役

の
座
に
あ
る
も
の
で
、
た
と
え
何
ら
か
の

加
飾
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
む
し
ろ
逆

に
加
飾

が
黒
を
き
わ
だ

て
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
十

八
世
紀
後
半

の
黒
が
持

つ
独
自

の
意
味

の
誕
生
は
、

こ
の

時
期
を
持
た
ね
ば
な
ら
な

か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

に
つ
い
て
は
先

に
も

い
さ
さ
か
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
す

で
に
光
琳

の
逸
話

に
そ
の
先
駆
を
見

る
。

そ
れ
は
周
知

の
こ
と
で
あ
る
が
、

『翁
草
』

(神
沢
貞
幹

安
永
五
年

〈
一
七
七
六
〉
序

日
本
随
筆
全
集

一
五
)

の

蛸
○
内
蔵
介

の
世
盛

り
」
が
述

べ
る
と
こ
ろ

で
、
銀
座
役
人
中
村
内
蔵
介

の
妻
女
が
参
加
す
る
衣
裳
競

べ

(正
徳

か
ら
享
保
の
間
の

『諸
色
雛
形
花
見
車
』

に

」衣
装
く
ら
べ
の
東
山
」
の
記
述
が
あ

っ
て
、
こ

の
頃

に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
)
に
あ
た

っ
て
、
し
た
し
く
し

て
い
る
尾
形
光
琳
の
趣
向
を
入
れ
た
と
こ
ろ
、

つ
い
に
万
座

の
参
加
者
は
圧
倒

さ
れ
て
顔
色

を
失

っ
た
と

い
う
項

で
あ

る
。

光
琳

の
そ
の
趣
向
と
は
、
他

の
妻
室
が
華
麗

に
華
麗
を
重

ね
た
衣
裳
を
、

こ
こ
ぞ
と
ば
か
り

に
幾
度
も
取
り
替

え
て
着
飾

っ
た
の
と
は
異
り
、
幾
度
着
替
え
て
も

一6一
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つ
い
に
最
後

ま
で

「襲
帯
付
共

に
黒
羽
二
重

の
両
面

に
、
下

に
は
雪
の
如
く
な
る
白
無
垢
を
、
幾
重
も
重
ね
着
し
」
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
黒
色

の
持

つ

特
別
な
感
覚
、
す

な
わ
ち

「
粋
」
が
す
で
に
充
分

に
自
覚
さ
れ
て

い
た
と
考
え
た

い
。
そ
れ
は

一
切

の
文
様
を
廃
し
た
意
匠

で
、
ま
さ
に

『古
今
吉
原
大
全
』

『間
似

合
早
粋
』

の
両
書

が

「
粋
」
と
考
え
る
洗
練

の
極
致
そ

の
も

の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た

『古
今
吉
原
大
全
』
の
項

で
も

ふ
れ
た
が
、
羽
二
重

に
つ
い
て
も
、

『翁
草
』
が
こ
の
光
琳

の
意
表
を

つ
く
趣
向

に
つ
い
て
次

の
よ
う

に
考
証
す
る
の
に
耳
を

か
た
む
け
た

い
。

す
な
わ
ち

¶
元
来
羽
二
重

と
、
云
物
、
和
国
の
絹

の
最
上

に
て
、
貴
人
高
位

の
御
召
此
上

な
し
、
去
れ
ば
晴

の
会
故

に
、
羽
二
重

の
絶
品
を
以
て
、

衣
装
を
多
く
用
意

せ
し
事
、
蜀
江

の
錦

に
増

れ
る
能
き
物
数
寄
な
り
」
と
あ
る
と
こ
ろ
で
、
良
質

の
絹
糸
を
豊
富

に
用

い
て
織
成
し
た
羽
二
重

は
、
無
文
で
こ
と
さ

ら
と
り
た
て
る
ほ
ど
の
価
値
が
な

い
よ
う

に
見
え

つ
つ
、
ま

さ
に
知
る
人
ぞ
知
る
、
重

々
し
さ
や
底
深

い
高
雅
な
光
沢
を
し
め
し
て
い
る
。

こ
れ
も
ま
た

「粋
」
以

外
の
何

も
の
で
も
な
い
と

い
え
よ
う
。
天
性

の
芸
術
家
光
琳

に
し
て
行

い
得

た
、
時
代

を
は
る
か
に
超

え
た
営
為

に
感
動
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
後

に
も
黒
色
が
重
要
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
述

べ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
が
、
■
早
粋

の
辞
」
を
読

み
す
す
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。
注
目
さ
れ
る
の
は

い
ま

ひ

と

つ
粋

の
意
識

を
具
体
的

に
造
形
し
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る

(関

光

三
前
掲
書

)
縞
意
匠
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
黒
と
並
ん

で

■
嶋
る

い
は
あ
れ
こ
れ
と
着

る

へ
し
」

と
あ

っ
て
、
そ
の
位
置
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
現
今

で
も
粋
な
染
織

の
代
表
と
も

い
え
る
小
紋
染

に
つ
い
て
述

べ
て

い
る
の
は
興
味
深

い
。
鞘
小
紋

は
自
分
こ

の
み
の
形

な
ら
で
は
無
用
也
折
節

は
よ
き
小
紋

の
は
や
ら
ぬ
先
を
心
が
け
て
染
さ
す
べ
し
」
と
あ
る
の
に

一
段
と
興
味

が
持
た
れ
よ
う
。

近
世

の
遺
品
中

に
小
紋
染
を
見
出
す
の
は
す
で
に
上
杉
謙
信
着
用
と
伝
承

の
あ
る
お
び
た
だ
し

い
服
飾
類
中

(挿
図
6
)
で
あ
る
。
や
が
て
次
第

に
小
紋
染
の
技

術
が
向
上
し
た

こ
と
は
信
長

・
秀
吉

・
家
康

の
各

々
所
用
と
伝
え
る
そ
れ
ら
が
、
あ
た

か
も
順
を
踏
む
よ
う

に
上
達

し
た
染
技
を
し
め
す
の
に
う
か
が
え
る
。
さ
ら

に
先
述

の
慶
長
小
袖
に
は
小
紋
型
に
よ
る
き
わ
め
て
精
巧
な
、
多
彩
な
金
摺
箔
小
紋
が
あ
ら
わ
さ
れ
、

い
よ

い
よ
こ
の
染
技
術

の
発
達

ぶ
り
が
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て

つ
い
に
元
禄
十
三
年

(
一
七
〇
〇
)
の

『当
流
七
宝
常
盤
ひ
い
な
か
た
』
三
巻
の
、
中
下
巻
に
は
小
紋
図
が
お
び
た
だ
し
く
掲
載

さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た

(挿

図

7
)
。

こ
の
よ
う

に
小
紋
染

へ
の
傾
倒
は

い
よ

い
よ

い
ち
じ
る
し
く
な
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
「
早
粋

の
辞
」
で
は
い
っ
そ
う
小
紋
が
人
々
に
、
し
か
も
と

り
分
け
粋
を
目
ざ
す
人
々
に
浸
透
し
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
と
が
推
測

で
き
る
の
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
各
人
な
ら
で
は
の
小
紋

の
考
案
が
行
な
わ
れ
、

随
分
工
夫
を
こ
ら
し
た
も
の
が
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
片
鱗
は
山
東
京
伝
の

『小
紋
裁
』

(天
明
四
年

〈
一
七
八
四
〉
設
謙
焔
庫
善
本
叢
刊

近
世
編

3
洒
落

本
集
)
が
意
表

を

つ
く
さ
ま
ざ
ま

の
小
紋
を
集
め
て
い
る
の
に
う
か
が
え
る
。
ま
た
好
評
を
得
た
場
合
は
た
ち
ま
ち
に

一
般

に
真
似

ら
れ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
記

酒
落
本
に
見
る
染
織
…
十
八
世
紀
日
本
の
染
織
事
情
i
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太
夫花

紫

緋
ち
り
め
ん

に
黒

し

ゅ
す

の
打
か
け

に
て
客

の
ぞ
は

へ
居
る

亭
主

藤
右
衛
門

合
髪

の
五
分
下
ケ
あ
た
ま
黒

つ
む
ぎ

の
綿
入
着

て
出
る

王
汁
+化
后
〕
言
口

「
郭

中
奇

讃
」

(異

本

)

(大
成

、

四
巻
。

明
和

八
年

〈
一
七

七

一
〉

頃

か
)

響羅讐灘懸
纏 羅灘灘鑛鑛
犠鑛鱗灘 鑛 灘慧醗
羅鍵1鑛 羅籔羅講馨

醸蟹躍難騨難 購騨謙
挿図6小 紋文様帷子(部 分)上 杉謙信所用

桃山時代 上杉神社蔵

灘 難鱗灘
_._一 、,...ノ 『一 一 ＼

騰 謝
ほ ほ ヒ ノ ゆロ　 　

1＼コi耀 攣 懸
挿図7「 藻 常盤ひいなかた」

元禄十三年刊 江戸時代中期

通例のひいなかたの上欄に小紋意匠をあらわす。

8

▼

酒
落
本

に
見
る
染
織

十
八
世
紀
日
本

の
染
織
事
情



團
古
き
花
色

の
小
紋
椴
子

に

紫
ち
り
め
ん
の
引
し
ご
き
ふ
す
ま

の
あ
ち
ら
よ
り

大
坂

の
遊
里
を
舞
台

と
し
た
も

の
で
、
亭
主
は
や
は
り
黒
色

の
紬
姿

で
あ

る
。
太
夫
職
は
周
知

の
よ
う

に
最
高
位

の
遊
女

で
、
そ
の
贅

を
こ
ら
し
た
服
飾

は
人
々

の
眼
を

お
ど
ろ
か
し
、
あ

こ
が
れ
の
思

い
を
集
め
た
も
の
で
あ

る
。
ま

さ
に
彼
女
達

は
芝
居

の
役
者

と
並
ん
で
流
行

の
先
端

を
歩

む
人
達

で
あ

っ
た
。

か
つ
て
寛
文
期
以
前

の
島
原

の
太
夫

の
豪
勢
は
、
藤
本
箕
山

の

『色
道
大
鏡
』

(延
宝
六
年

〈
一
六
七
八
〉
野
間
光
辰
編
著

『完
本
色
道
大
鏡
』
友
山
文
庫

昭
和

か
た
ひ
ら

か

の

こ

ぬ
い
は
く

ふ
ち
は
く

三
十
六
年
)
に
述

べ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
太
夫
は

「
小
袖

・
帷
子

に
よ
ら
ず
、
ひ

っ
た
の
鹿
子
○
地
な
し
縫
薄

の
小
袖
○
縁
薄

の
小
袖

(略
)
○
無
紋
無
地
の

こ

も
ん
は
く

ち
よ
う
の

た
ん
か
け

び

ろ
う

ど

み
つ
か
さ
ね

お
な
じ
い
ろ

ヤつ
ら

む
ら
さ
き

紫

徽
斯
偽
"
惚
厭
峨
錯
℃
○
無
紋
白
小
袖

の
上
着

鰍
嗜
ひ
勧
階
就
鵬
扶
鍛
園
○

同

色

の
三

重

○
小
袖

の
裏

の
小
紋
箔
、
八

丈

(八
)
端
掛
○
天
驚
戎

の
小
袖
」
と
あ
る
よ

う
に
、
当
時
、
奢
修
禁
令

の
対
象
を
な
ろ
う
と
す
る
鹿

の
子
絞

り
や
繍
箔

の
重
厚

に
し
て
き
ら
め
く
華
麗
な
服
飾

に
よ

っ
て
、
ま
さ

に
太
夫
職

の
格
式
高

い
贅
を
し

め
し
た
。
ま
た
江
戸
時
代
中
期

の
太
夫

の
華
麗
な
服
飾

ぶ
り
は
井
原
西
鶴

の

『好
色

一
代
男
』
な
が
め
は
初
姿
、

に
と
ら
え
ら
れ
た
島
原
の
太
夫

の
道
中

の
衣
裳

に

う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち

「春

め
き
て
空
色

の
御
肌

つ
き
、
中

に
は
樺
濡
子

に
落
梅

(こ
ぼ
れ
梅
)

の
散
ら
し
、
上
は
緋
椴
子

に
五
色

の
切
附
、
羽
根
、
羽
子
板
、

か
た

と
ま

破
魔
弓
、
玉
光
を
飾
り
、
形

に
は
注
連
縄
、
譲
葉
、
思
葉
、
数

を
尽
し
、
紫

の
羽
織

に
紅
の
粋
紐

(く
け
ひ
も
)
を
結
び
下
げ
、
立
木

の
白
梅

に
名
を
鳴

く
鳥
を
宿

ぬ
め

ら
せ
、
抜
足
の
滑
り
道
中
」
と
あ

っ
て
、

い
わ
ば
絢
欄
た
る
五
彩

に
い
う
ど
ら
れ
た
古
伊
万
里

の
錦
手
磁
器
を
見
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
二
例

は
そ
れ
ぞ
れ
状
況
を

異

に
す
る
も
の
で
そ
の
ま
ま
単
純

に
比
較
は
出
来

な
い
が
、
と
に
か
く
各

々
の
時
代

の
特
色
を
彷
彿

さ
せ
る
華
や
か
さ

に
み
ち
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

『郭
中
奇

讃

(異
本
)
』
の
場
合
は
、
太
夫

の
衣
服

に
緋
、
黒
、
花
色
、
紫

な
ど

の
色

々
を
し
め
す
も
の
の
、
緋

は
黒
の
下
と
な
り
、
古
き
花
色

で
あ
り
し
て
、
や
は
り
ひ
と
ひ

ね
り
し
た
粋
な
染
織

の
世
界

で
あ

る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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「
遊
子
方
言
」

(大
成

、
第

四
巻
。
明
和
七
年
)

ほ
つ
た
ん

発
端

こ

は
る

や
な
ぎ

お
と
こ

お
ほ
ほ

ん

だ

は
つ
た
ん

は

お
り

は
ば

ほ
そ

お
び

ほ
そ

小
春

の
こ
ろ
柳
ば
し

で
三
十
四
五

の
男
。
す
こ
し
あ
た
ま
の
は
げ
た
。
大
本
多
大
び
た
い
。

八
端
が
け
と
見

へ
る
羽
織

に
。
幅

の
細

き
嶋

の
帯
む
な
だ

か
に
。
細

み

つ
か

く
ろ

は

ぶ
た

え

も
ん
ぎ
わ

こ

そ
で

ぎ

こ

も
ん

む

く

か
た
そ
で

ひ

 身
の
わ
き
ざ
し
柄
ま

へ
少
し
よ
ご
れ
。
黒
羽
二
重

の
紋
際
も
ち
と
よ
ご

れ
し
小
袖
。
あ
ゐ
着

は
小
紋
無
垢

の
。
片
袖
ち
が

ひ
の
や
う
に
見

へ
。

い
ろ
の
さ
め
た
緋

酒
落
奉
に
見
る
染
織

-
長
八
世
紀
日
本
の
染
織
事
情



酒
落
本
に
見
る
染
織
-
十
八
世
紀
日
本
の
染
織
事
情
1

ち
り
め
ん

は
ば

つ

き
ん

て

も
ち

は
な
か
み
ふ
く
ろ

こ

き
く

お
り

だ

縮
緬

の
じ

ゅ
ば

ん
。
は
き
に
く
そ
ふ
な
。
幅
び
ろ
の
ひ
く
下
駄
。
や
ま
お
か
頭
巾

か
た
手

に
持
。
鼻
紙

袋

は
な
し
と
見

へ
。
小
菊

の
四

つ
折

す
こ
し
出

し
か
け
。

わ
れ

ほ
か

い
う

か
う
ま
ん

ゆ
く

は

た

ち

ひ
と
が
ら

に
う

我
よ
り
外
に
色
男

は
な
し
と
。
高
慢

に
あ
た
り
を
。
き
ろ
く

と
見
ま
は
し
て
。
あ

て
ど
な
し
に
ぶ
ら
く

と
行
む
か
ふ
よ
り
。

二
十
才
ば

か
り
の
人
柄
よ
き
柔

わ

む

す

こ

り

つ
ば

く
ろ
ち
り
め
ん

わ
た

は

お
り

も
ん

た
ん

こ

し
ま

ぎ

お

な
ん

と

ち
や

り
や
う

こ

ま
く

は
か
ま

和
そ
ふ
な
子
息
。
わ
き
ざ
し
立
派
に
黒
縮
緬

の
綿
入
羽
織
。
五
ツ
紋
し
ろ
く

と
。
丹
後
嶋
の
小
袖
。
し
た
着
は
御
納
戸
茶
縮
緬

の
両
め
ん
。
號
珀
じ
ま
の
袴
。

ぞ
う

り

と
も

ふ

ろ

し
き

い
け
ば
な

あ
ふ

き

き
た

な
か
ぬ
き
草
履
を
は
き
。
供
に
か
ゐ
き
の
風
呂
敷
づ

〉
み
と
生
花
を
も
た
せ
扇

子
か
ざ
し
て
来
る

発
端
と

い
う
こ
と
で
登
場
人
物

の
風
躰

.
衣
服
な
ど
を
細
く
記
述
す
る
と

い
う
、
洒
落
本

の
体
裁
が
こ
こ
に
は
よ
う
や
く
整
う

の
が
う
か
が
え
る
。

さ
ら
に
人
物

の
性
格
、
す
な
わ
ち
三
十

四
五
の
男
は
自
称
通
人
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
知

っ
た
か
ぶ
り
を
す
る
の
で
あ
る
が
そ

の
実
は
懐
中
も
乏
し

い
遊
び
人
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
連

れ
に
な
る
若
者
は
初
心
者

で
、
自
称
通
人
か
ら
ほ
ど
の
よ

い
教
示
を
受
け
る
の
で
あ

る
が
、
最
後

に
は
む
し
ろ
遊
女

の
気
を
得

て
、

か
え

っ
て
通
人
が
赤
恥
を
か
く

こ
と
な
ど
が
見
ら
れ
、

こ
こ
で
は
こ
う
し
た
人
物

の
性
格

や
大
筋

の
展
開

に
も
典
型
が
完
成
し
た
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

で
に
気
づ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
も
黒
色

の
着
衣

が
基
本
的
な
色
彩
と
な
る
。
片
や
遊
里
通

い
の
衣
服

の
定
型
と
で
も

い
え
よ
う
黒
羽

二
重

の
紋
付
。

一
方
も
ま
た
縮
緬
と

い
う
素
材

の
異
る
点
は
あ
る
が
黒

の
羽
織
着

で
あ
る
。
先

に
も
し
ば

し
ば
見
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
な
お
後

に
も
度

々
登
場
す
る

「黒
」
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
き
わ
め
て
特
殊
な

染
料
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
黒
色
染
料

は
梅

に
し
ろ
五
倍
子

に
し
ろ
、
濱
榔
樹

に
し
ろ
そ
の
発
色

に
あ
た

っ
て
は
鉄
分
を
必
要
と
す
る

(吉
岡
常
雄

『
や
さ
し

い
植

物
染
料
入
門
』
紫
紅
社

昭
和
五
十

七
年

)
が
、
そ
の
鉄
分
が
繊
維
を
そ
こ
な
う
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
黒
染
の
絹
畠
は

一
般
に
保
存
状
態
が
は
な
は
だ
よ
く
な

た
て

い
し
特
有

の
臭
気

が
あ
る
。
そ
の
破
損
は
段
切
れ
や
経
切

れ
は

い
う
ま

で
も
な
く
、
大
仰

に
い
え
ば
裂
地
と

い
う
固
体
か
ら
、
た
だ
ち
に
気
体

に
化
し

て
空
気
中

に

散
り
失

せ
る
と
い
う
極
端
な
も
の
で
、
そ
れ
は
裂
地
や
染

の
新
古

に
か
か
わ
ら
な

い
。

こ
う
し
た
黒
染

は
し
た
が

っ
て
人

々
に
と

っ
て
は
困

っ
た
染
色

で
あ

っ
た
筈

で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
よ
う
に
洒
落
本
中

に
は
盛

ん
に
見
出
さ
れ
、
当
時
、
遊

里
の
み
な
ら
ず
、
黒
染
衣
服
着
用
が
大

い
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
登
場
人
物

の

一
人

で
あ
る

[
二
十
才
ば

か
り

の
人
柄
よ
き
柔
和
そ
ふ
な
息
子
」
は
遊
里

へ
通
う
人
物

で
は
な
く
、

い
わ
ば
上
層
町
人
の
日
常

の
、

し
か
し
い
さ
さ
か
は
改

っ
た
姿
を
と
ら
え
て

い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
着
衣
が
黒
縮
緬

の
綿
入
羽
織

と
い
う

こ
と
で
、
や
は
り
黒
色
好

み
が

】
般
に
も
見
ら

れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
は

一
般
人
と
は
い

っ
て
も

『守
貞
漫
稿
』

(喜

田
川
守
貞

嘉
永
六
年

〈
一
八
五
三
〉
序

東
京
出
版
同
志
会
)
に

「
貴
人

及
び
諸
武
士
医
者

は
黒
縮
緬

五
紋
付

曜
脳
励
麹
駅
縦
励
赫
豪
富

の
民
は
亦
用
之
」
と
あ

る
の
を
思

い
出
さ
せ
、

こ
の
若
者

の
身
分

が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
通
人

の
方

レ

は
問
着

に
小
紋
無
垢
で
、

こ
れ
は

『守
貞
漫
稿
』
に

「
表
裡
全
く
同
色

の
物
を
無
垢
と
云
也
」
と
あ

っ
て
、
表
裏
と
も
に
小
紋
文
様
の
間
着
と
知

ら
れ
る
。
■片
袖
ち
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が
ひ
」

は
そ
れ
ぞ
れ
左
右
の
袖

の
小
紋
文
様
が
異

っ
て

い
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
二
十
歳

の
子
息

は
黒
羽
織

に
重
ね
る
丹
後
嶋

の
小
袖
で
郡
内

(山
梨
県
北
お

よ
び
南
都
留
郡
地
方

の
格
子
文
様

の
絹
織
物
)
、
八
丈

(八
丈
島

か
ら
織
り
出
し
た
紬
)
上
田

(長
野
県
上
田
市

で
産
す
る
縞
紬
)
と
並

べ
て

(喜
多
村
信
節

『
嬉
遊

笑
覧
』
文
政
十
三
年

△

八
三
〇
〉
序

『
日
本
随
筆
大
成
』
本

成
光
舘
書
店
)
重
宝

さ
れ
た
着
衣
で
、
木
綿
縞
な
ど
と
は
異
る
さ
す
が

に

『守
貞
漫
稿
』

に
し
ば

し
ば

い
え
る
市
民
巨
戸
の
子
息

の
風
俗
を
と
ら
え
て

い
る
。
さ
ら

に
號
珀
じ
ま
の
袴
を
着
け
て
い
る
。
號
珀

は
経
糸

に
諸
撚
り
の
本
練
糸

、
緯

に
や
や
太

い
本
練
糸

を
用
い
て
密
度
高
く
平
織
り

に
織
り
あ
げ

た
も

の
で
、
そ
の
名

の
如

く
特
有
の
光
沢
が
美
し

い
。
意
匠

は
縞

と
あ

っ
て
袴

に
縞
は
通
例
で
あ
る
が
、
扇

か
ざ
す
と
い

う
記
述

と
と
も
に
ま
さ
に
育

ち
の
よ

い
若

い
美
男
を
彷
彿
さ
せ
る
。

「
辰
巳
之
園
」

(大
成
、
第

四
巻
。
明
和
七
年

く
一
七
七
〇
V

序
)

岡
場
所
深
川
を
舞
台

に
、
遊
客
連

の
や
り
と
り
が
き
わ
め
て
生
彩

に
と
ん
だ
会
話
調
で
描
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
ま
さ

に
洒
落
本

の
典
型
を
し
め
し
て
い
る
と

い

え
よ
う
。
登
場
す
る
人
物

の
衣
服

は
、
あ
た
か
も
各

々
の
性
格
を
も
表
現
す
る
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
、

い
よ

い
よ
洒
落
本

の
本
番
が
始
ま

っ
た
と

い
う
思

い
を
持
た

せ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
遊
里
と
は
い
え
吉
原
な
ど
の
見
得
と
格
式
を
重
ず
る
世
界
と
は
異
り
、
ま
さ
に
庶
民
感
覚

に
あ

ふ
れ
た
粋
の
世
界

で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
認

識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

は
る
か
ぜ

作
者
自
序

に
つ
い
で
す
ぐ

に
登
場
人
物

の
紹
介

が
あ
る
。
春
風
は
の
書
き
出

し
が
す

で
に
浮

か
れ
た
な
ま
め
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
、
昼
懸
獅
郎

の
催
露
り
、
嬬
鵬

な
か
ば

こ
ろ

か
や

ば

て
う

や
く

し

に
よ
ら
い

さ
ん
け
い

く
ん
じ
ゆ

半

の
頃
、
茅
場
丁
、
薬
師
如
凍
の
賑

や
か
な
参

詣
、
群
集

の
中

に
、

馨

鐸

の
熱

に
.
播

,の
褥

八
丈
壁

織
の
暮

鷹
鎌

の
・
灘

織
の
螂彫

影

餐

薪
三
つ
蛎

聲

や
が
露

の
・
秘
臓
罐

警

馨

に

あ
ら
ず
藻

塀
に
あ
ら
醇

先

ら
す
の
。
舞

嫌
藷

.
諜

は
鰐

纏
の
下
り
邸

驚

の
響

を
さ
し
三

静
勢
や
か
雛

に
・
既
を
撃

・

し

こ
ドつ

こ
れ
は
志
厚
と
名

の
る
遊
客

の
風
躰

で
あ
る
。

羽
織

は
深
川

の
芸
者
が
好
ん
で
著

用
す
る
八
丈
絹
で
、
や
は
り
黒
紬

の
小
袖

の
組
合
せ
で
あ
る
。
下
着
も
ま
た
八
丈

紬

の
変
り
縞
。
八
丈
縞

(紬
)

に
つ
い
て
は

『
守
貞
漫
稿
』
が

「
昔
は
専
ら
衆

用
す
る
歎
今

は
男
用
は
武
士
医
師
等
稀
に
着
之
也
婦
女
も
坊
間
稀
之
御
殿
女
中
上
輩

レ

し

の
褻
服
下
輩
は
晴
服
に
着
之
こ
と
専
ら
也
縞
種
々
あ
れ
ど
も
其
多
き
物
を
女
服
上
巻
御
殿
女
中
服
条
に
図
せ
り
色
は
茶
地
を
専
と
し
黄
地
次
之
茶
は
乃
ち
樺
色
也
」

レ

と
あ

る
。

漫
稿

が
書

か
れ
た
嘉

永

の
頃

に
は
す

で

に
八
丈

縞

は
武
家

女
中

の
着

衣

と
し

て
用

い
ら
れ

る

こ

と

と
な

っ
て

い
た

が
、

明
和

の
頃

に
は
、

こ

の
記
述

を

は

酒
落
本
に
見
る
染
織
-
十
.八
世
紀
日
本
の
染
織
事
情
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酒
落
本
に
見
る
染
織

十
八
世
紀
日
本
の
染
織
事
情
ー

じ
め
武
家

の
み
な
ら
ず
し
ば
し
ば
着
用
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
教
え
る

の
で
あ
る
。
ま
た
帯

に
用

い
る
八
反
掛
も
よ
く
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
も
八
丈
絹

の

一
つ
で
、
八

反
分

の
長
さ
に
整

え
て
織

る
と
こ
ろ
か
ら

こ
の
名
で
よ
ば
れ
る
と

い
う
。
あ
る
い
は

一
反

の
値
が
高
価
で
紬
の
八
反
分

に
あ
た
る
か
ら
と
も

い
う
。

こ
こ
で
は
立
横

縞

と
あ

っ
て
格
子
文
様
を
想
起

さ
せ
る
帯

で
、

一
般

に
現
今

で
は
帯
地
用
と
考
え
ら
れ
て
い
る
八
反
掛
で
あ
る
が
、
『遊
子
方
言
』
で
は
羽
織
と
あ

っ
て
、
必
ず
し
も

帯
地

に
限
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
は
染
織

で
は
な
い
が
、
す
で
に
先
引
の
諸
書

に
し
き
り

に
見
ら
れ
た

「
本
多
」
に

つ
い
て
も
触

れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
本
多

は
す
な
わ
ち
成

年
男
子
の
結
髪

で
あ
る
。
特

に
明
和

・
安
永

の
頃
に
流
行
し
た
こ
と
は
、

こ
れ
ら
洒
落
本
に
よ

っ
て
明
ら

か
で
あ
る
。
通
説

に
本
多
忠
勝
の
家
中
よ
り
始
め
た
の
で

こ
の
名
が
あ
る
と

い
う
が
、

一
大
流
行
し
、
し
か
も
遊
里
に
出
入
り
す
る
遊
客
が
ま
さ
に
粋

の
象
徴

の
よ
う
に
し

て
結

っ
た
の
が
明
和

・
安
永
の
頃
で
あ

っ
た
。
時

代
は

へ
だ
た
る
が

『
守
貞
漫
稿
』

に
は
こ
と
さ
ら
本
多
髭

の
諸
相
を
と
り
あ
げ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
安
永

二
年

(
一
七
七
三
)
の

『当
世
風
俗
通
』
を
引
用
し

て
、
そ
れ
に
極
上

の
息

子
風
と
し
て
記
述
す
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
原
本

に
よ

っ
て
当
時
大
流
行

の
本
多
髭

に
つ
い
て
う

か
が
う
こ
と
と
し
よ
う
。
も

っ
と
も

『
当
世

風
俗
通
』

(大
成
、
第
七
巻
)
は
こ
の
小
論
が
目
的

と
す
る
十

八
世
紀
後
半

の
染
織
事
情

に
お

い
て
も
き
わ
め
て
興
味
深
く
、

い
つ
れ
後

に
そ
の
面

か
ら
検
討
し
な
け

か

み

れ
ば

な
ら

な

い
。

と
り
あ

え
ず

そ

の

[
頭
髪

」

の
項

を
見

る

こ
と

と
す

る
。

こ
れ

ぞ
く
ば
く

め
く
り

く
ら
ま
へ

や
く
び
よ
う

き
ん
ぎ
よ

是
は
も
の
い
ひ
無
し
に
本
田
。
も

っ
と
も
若
干
髪
あ
り
い
わ
ゆ
る
。
兄
様
本
多
。
剥

本
多
。
蔵
前
本
多
。
五
分

さ
け
本
多
。
丸
ま
け
本
多
。
疫

病

本
多
。
金
魚
本

か
み
し
も
ち
や
く
よ
う

ひ
ん

な
を
く
わ
ん
ま

つ

づ

多
。
あ
ら
ま
し
左

の
こ
と
し
此
内

二
て
こ
の
み
に
し
た
か
ふ
し
か
し
。
上
下

着

用

の
と
き
は
中

二
て
品
よ
き
を
用

べ
し
猶

巻

末

に
小
図
を
あ
ら
わ
す

と
し
て
挿
図

(挿
図
8
)
を
掲
載
す
る
。
本
多

(田
)
髭
は
月
代
の
多
寡

に
か
か
わ
ら
ず
、
根

を
と

っ
て
も

い
わ
ゆ
る

「
い
ち
」

の
部
分
を
大
き
く

つ
ま
み
出
さ
ず

に
極
く
小

さ
く
元
結
し
、
そ
の
部
分
を

ふ
っ
く
ら
と
浮

か
し
上
げ

て
髪
末
を
頭
頂

に
反
え
し
て
い
る
。

こ
の
浮
か
し
た
と
こ
ろ
が
粋

と
観
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

『
辰
巳
之
園
』
の
志
厚
は
、
そ
の
本
多
で
も
な
く
、
茶
洗

(笙
)
坊

で
も
な
い
と
い
う
。
茶

笙
は
や
は
り

『守
貞
漫
稿
』
に
よ
れ
ば
若
年

の
坊
主
と
職

人
が
こ
の
風
で
あ
り
、
山
伏
に
は
前

に
髪
を
し
て
押
平
目
た
も

の
も
あ
る
と
い
う
。
図

(挿
図
9
)

に
よ
れ
ば
そ

の

「
い
ち
」
の
部
分

の
処
理
が
本
多
風
で
あ
る
と

い
き
ち

よ

ん

い
え

よ
う
。

そ
し

て
そ
れ

が
ま

た

「
男

女
好

」

で
あ

る
と

い
う

。

黎
を
。
楚

知

に
辮
。
鶯

鵡

の
。
無

の
少
し
よ
ご
れ
た
る
に
・
黒
禰
子

の
袖

。
に
・
幅

せ
ま
の
帯

に
小
短
大
小
を
・
落
指

に
さ
し
て
・
山
岡
頭
巾
を
・
横

(π

ひ

よ

り

き
た

に
か
む
り
。
日
和
下
駄
を
は
き
。
大
キ
な
る
顔

に
て
来
る
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こ
れ
は
如
雷

と
名
乗

る
知

っ
た
か
ぶ
り
の
遊
客
で
、
地
方
か
ら
江
戸

に
出

て
住

み
な
れ
た
と

い
う
人
体
で
あ
る
。
本
人

の
言
葉

に
も
あ
る
よ
う

に
、
岡
場
所
と
は

い

え
遊
里

へ
乗

り
込
む

に
は
、
こ
の
風
躰
で
は
見
得
が
張

れ
な

い
と

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
例

え
ば
黒
の
羽
織

の

一
枚
で
も
ほ
し

い
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
か
。

　

マ

ビ

　

頭
は
例

の
大
本
多
。
飛
八
丈
は
鳶

八
丈

で
い
わ
ゆ
る
黄

八
丈

の
小
袖
姿

に
山
岡
頭
巾

(挿
図

10
)
。
こ
の
頭
巾
は

『守
貞
漫
稿
』
に
図
を
収
載
し

¶
江
戸
の
武
士
専
用

之
八
丈
絹

の
黒
或
は
納
戸
茶
等
袷
也
黒
天
驚
絨
単

の
表
毛
あ
る
方
を
内

に
裡
を
表

に
出
し
用
ふ
も
あ
り
市
民
の
用
ふ
る
は
専
ら
八
丈
絹
也
縮
緬
は
こ
れ
に
製
せ
ず
」

と
江
戸
で
の
着
用
を
述

べ
て
い
る
。

寿之
fみ 傘 ・五 ・曝 李惣 来β

葡壕
ぽ ロ

誰
幽 圖づ

読 §4
1ジ、

葱

.∠
r

黙

鞭

・"

凝
黒
藁

.
灘

さ
ど

飛

冨
、挙
㌔
・賭

観

撒
惹

壕

・

鱈

、

型 、承 マ

・、

イ
ブ
～

＼
㍉

紀

嘱

顕
・
-

、

簸

挿図8「 当世風俗通」

蒔勢髪κ醐

 

酒

落

本

に
見

る
染

織

ー
彩

八

世

紀

巨
本

の
染

織

事
情

I
-

§
障

遡
鞭 ノ

 

」

玉

、

、

▲

挿 図9山 伏 の 結髪

丁守 貞漫 稿 』 よ り

挿図m山 岡頭巾

『守貞漫稿』より
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酒
落
本
に
見
る
染
織
-
十
八
世
紀
日
本
の
染
織
事
情
ー

　
マ
マ
　

　
マ
マ
　

御
国
衆

と
み

へ
て
。
花
色
小
袖

に
。
浅

黄

裏
を
付
。
洗

ひ
は
け
た
る
。
黄
む
く
の
下
着
。
黒

沙

綾

の
帯
に
。
郡
内
縞

の
袷
羽
織
に
。
海
黄
の
裏
を
附
。
袖
頭
巾
を

　
マ
こ

び
ら
く

と
か
む
り
。
尻
を
ち
ん
ば
し

ょ
り

に
し
て
。
き
木
綿

の
足
袋

に
。
わ
ら
草
履
を
は
き
大
小
を
閂
指
に
さ
し
て
。
も

へ
黄
羅

沙

の
。
柄
袋
を
掛

ケ
て
。

や

っ
て
来
た

の
は
新
五
左
衛
門

と
い
う
如
雷

の
同
国
人

で
あ
る
。

こ
れ
は
い
か
に
も

「
は

つ
の
出
府
」
と

い
う
な
り
な
の
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
如
雷
と

つ
れ
立

っ
て

深
川

へ
出

か
け
る
こ
と
と
な
る
が
、
ご
と
ご

と
に
地
方

の
風
が
あ
ら
わ
れ
、
如
雷
の
そ
れ
を
隠

そ
う
と
す
る
お
か
し

み
が
こ
の
二
人
つ
れ
の
眼
目
で
、

つ
い
に
女
に

振
ら
れ
て
帰
る
こ
と
に
な
る
。
新
五
左
衛
門
は
地
方
出
身
者
の
風
を
青
地

の
小
袖
、
さ
ら
に
青
地

の
裏
を

つ
け
た
尻
ば
し
ょ
り
、
洗
ざ
ら
し

の
黄

の
下
着
、
黒
帯
、

縞
物
袷
羽
織
な
ど

の
組
合
せ
で
あ
ら
わ
す
。
同

じ
縞
文
様

で
も
郡
内
縞

は
上
田
縞

な
ど
と
も

に
、
絹
織
物

な
が
ら
、
や
は
り
地
方
的
な
趣
が
粋
に
は

つ
な
が
ら
な

い

の
で
あ
ろ
う
。
丹
後

・
郡
内

・
上
田
と
並

べ
る
と
さ
す
が
に
丹
後
縞

は
都

に
近
く
洗
練
さ
れ
た
趣
が
あ

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
当
時

は
頭
巾
な
ど

の
覆
物

に
各

様
の
も
の
が
あ

っ
た
こ
と
は
大

い
に
興
味
深

い
。
こ
こ
で
は

「袖
頭
巾

」
が
見
ら
れ
る
。

『守
貞
漫
稿
』
に
も
採
録
す

る
が
、
今
世
は
女
子
の
専
用
と
あ
り
、
特

に
江

戸
で
は
男

子
は
不
用
之
也
と
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
御
国
衆

の
特
色
を
し
め
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

レ

レ

さ
ら

に
粋

と

は
対

極

に
存
在

す

る
と

い
え

る

よ
う
な

風
俗

の

一
群

が
登

場
す

る

。

ふう
て
い

お
た
い
め
う

か
つ
て
や
う
に
ん

な
ん
ど
ち
や

は
ぶ
た
え

こ
そ
で

あ
さ
護

ち
や
いろ

お
ひ

り
つ
ば

客

の
風

躰

は
。
御

大
名

の
。
勝

手
用

人

と
も

。

云

か

っ
こ
ふ

に

て
。

お
納

戸

茶
。

羽

二
重

の
。

小
袖

に
。

浅

黄

。

む
く

の
下
着

。
茶

色

の
帯

。
立
派

な

る
。
大

小

き
や
う
お

ふ

き

あ
わ

も
と
ゆ
ひ

し

か
く

ま
き

そ
う
ち
う
ろ
う

づ

き
ん

あ
と

か

つ

て
や
う
に
ん

に

て
、
京

扇

子
を

。

は

ち
さ

せ
。
髪

を
合

せ

ひ
ん

に
て
。

元
結

を
。

四
角

に
巻

。

宗
十

郎

頭
巾

を
持

来

る
。
跡

に

つ

〉
い
て
。
弐

人

来

る
。
是

は
勝
手

用

人

の
。

し
ま

わ
た
い
れ

ち

ぢ

ふ
き
ぬ

ひ
と

ふ
と

り

う

へ
だ

し
ま

あ
と
よ
り

圷
役
手
代
と
。
云
な
り
の
男
ふ
り
に
て
。
郡
内
縞

の
。
綿
入
羽
織

に
。
小
紋

の
秩
父
絹
の
小
袖
。
独
り
は
。
太
織

の
羽
織

に
。
上
田
縞

の
小
袖
。
は
る
か
跡
6
。

さ
ん
と
め

ぬ
の

こ

こ

は
く
し
ま

か
い

き

ふ

ろ

し
き

綾
留

の
布
子
に
。
小
伯
縞

の
帯
。
手
に
海
黄
縞

の
。
風
呂
敷
を
持
。

四
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に

/

一
、
青
味

の
あ
る
茶

の
羽
二
重
小
袖
、
浅
葱
無
垢

の
下
着
、
茶

の
帯

二
、
郡
内
縞
の
綿
入
羽
織
、
小
紋
秩
父
絹
小
袖

三
、
太
織

の
羽
織
、
上
田
縞

の
小
袖

四
、
絨
留

の
布
子
、
小
伯
縞

の
帯

な
ど
の
取
り
合
せ
の
着
衣
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
す
で
に
見
た
、
『
間
似
合
早
粋
』
の

「衣

類

は
当
世
外

い
、ろ
は
や
れ
と
も

つ
ま
る
所
は
黒
が
よ
し
」
と

い
う
認
識
が

一
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切
見
ら
れ
な

い
の
に
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
現
実

の
服
装
を
と
ら
え
て
い
る
の
に
相
異
は
な

い
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
心
底

に
は
ま
さ

に
地
方
出
身
者
や
武
家
達

を
野
暮
の
極
と
考
え
、
嘲
笑

し
よ
う
と
す
る
気
持

が
看

て
取
れ
る
の
も
事
実
で
あ

ろ
う
。

そ
れ
ら
の
染
織
品

の
内

の

い
く

つ
か

に
注
目
し
よ
う
。
小
紋
染

と
し
た
秩
父
絹

は
埼
玉
県
秩

父
地
方

か
ら
織
り
出
さ
れ
る
も

の
で
、
質
が
粗

い
。
主

と
し
て
花
色

染

と
し
て
裏
地
に
用

い
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
裂
地

に
施

さ
れ
た
本
来
粋
な
小
紋
染
も
あ
ま
り
効
果
が
な

い
と

い
わ
ん
ば

か
り
で
あ
る
。
ま
た
太
織

は
紬
な
ど
と
は
逆

に
経
糸

に
玉
糸
を
用

い
た
平
組
織

の
絹
で
、
や
は
り
素
朴
な
風
合

い
に
特
色
が
あ
る
。
上
田
縞

は
す
で
に
前
出
し
て

い
る
が
、

『守
貞
漫
稿

』
に
よ
れ
ば
、
「
武
家

は

上

田
島
等
光

り
あ
る
物
を
用

ひ
」
と
あ

っ
て
こ
れ
は
光
沢

に
と
む
点

に
特
長
が
あ

っ
た
。
し
か
し

こ
の
光

沢
は
む
し
ろ
野
暮

と
考
え
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
、
[富
民

は
上
田
島
等
光
あ
る
物
を
悼
る
」

の
で
あ
る
と

い
う
。

い
か
に
も
粋
を
目
す
遊
客
達

に
は
受
け
入
れ
ら
れ
そ
う
に
も
な

い
織
物

で
あ
る
。
な
お
最
後

に
従
う
下
男
風

濃

ー

ー

ー

・嘱

遷

、

ー

矯

τ

撫

、

蟻

噂

蟻
、繋
驚

・
.
鱗

肇
鑑

,
.

…

ー

轟

　

議

難

.

講
懸

、灘

講

騨
∵

鱒

・

榊

艶
。鳶

峯

♂
漿
勤

琢
邉.轟毎
態浮
㌔
乳
愁
嘆
箋馨
読
弩
亀
璽
尋
謡
蓼
讐

奪
霧

ー

・鵡

壕

舞
養

峯

篭
霧

薯

蒙

ー

夢
譲

・
、

・

認
響

摺

轡

,-

隷

、癬

、

く

ヴ

　

ぜ
　

賢

定

:

㌧

、∴

争

、

・

、

蟹

㌦

鱈

〆

,
穫

霧

難

難

驚蓑

雛

ー

篭

∵

購

鶴
ボ

.
翻

、翻

.
嚥
鶏
ノ

灘

却

-

,

。

・

ゼ

弓
、

悔
㌧

`

拡

藷
姦
㌦
穿
癬
護

ー

乳
馨

憾

9婁

く
襲
塗
衡ー

箪
ー

、妻

・墨

寄

、ー

耐

ト

歪

・
野

濠
卜

.
戸

・

・

顎

.
、

尊

、

桟

紀

艶

嵯
触
携
織
襲

診
慕

餐
残
墾

鍵
巻㌦
襲

～餐
籍

㌦
㍉

世

箒

穫
凄

く

勤

導
聾

喋

鞍

鍵
・夢績

唐

18

が

げ

れ

し

　

舜

餐

隷

嚢

忘

ー

糧

測

。

ー

瀞
ー

綱

ぎ

境

釜

套搬
甑ー

ワゑ

　

づ
タ

　

グ

セ
　

ル

ゑ

。

.
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酒
落
本
に
見
る
染
織
-
十
八
世
紀
日
本
の
染
織
事
情
1

の

一
人
は
桟
留
縞

の
布
子
を
著
て

い
る
と
あ
る
。
桟
留

は
イ
ン
ド
な
ど
外
来

の
織
物

で
別

に
唐
桟

と
よ
ば

れ
た
こ
と
は
周
知

で
あ
る
。

こ
の
織
物

に

つ
い
て
も

『守

貞
漫
稿
』
が
上
田
縞

に
つ
づ
け
て
、
き
わ
め
て
興
味
あ

る
記
述
を
の
せ
て

い
る
。
す
な
わ
ち

「富
民

は
上

田
島
等
光
あ

る
物
を
悌
る
に
似
て
唐
桟

(挿
図

11
)
等
を

専
と
す
外
見
木
綿

に
似

て
其
贋
貴
く
其
甚
し
き
は
上

田
島

の
五
六
倍
な
り
中
民
も
倣
之
て
今

は
専
ら
唐
桟
を
用
ふ
」
と
あ
る
部
分
で
あ

る
。
し

か
し

こ
の
下
男
が
そ

の
よ
う

に
高
価
な
舶
来
品
を
着
用
し
て

い
る
こ
と
に
不
審
を
持

つ
の
で
あ

る
が
、
さ
ら
に
同
書

の

つ
づ
く
記
述
で
納
得

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
■
又
唐
桟

の
模
造

の
物
も

　マ
ご

用
之

武

の
川
越
に
て
多
く
織
之
号
て
川
唐
と
云
川
越
唐
桟
織

の
署
言
也
」
と
い
う
。
本
来

の
唐
桟

は
木
綿

に
よ
る
縞
織
物

で
あ
る
が
、
ま
さ
に
絹
地

の
よ
う
な
優
雅

レ

レ

な
風
合

い
を
持
ち

つ
つ
、

一
方

こ
の
上
も
な
く
粋
な
趣
を
し
め
す
の
で
あ
る
。

以
上

は
洒
落
本

の
比
較
的
初
期

の
も
の
か
ら
順
次

と
り
あ
げ

て
、
染
織
史

の
貴
重
な
資
料

を
得

よ
う
と
し
た
も

の
で
、

い
る
。

こ
れ
ら
は
十
八
世
紀
後
半

を
中
心
と
し
た
、
し
か
も
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
遊
里
を
舞
台
と
し
た
も
の
で
あ

る
が
、

品
を
手
が
か
り
と
し
て
、
や
が
て
全
体
像
を
あ
ら
わ
す

に
違

い
な

い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

さ
ら
に
継
続

し
て
検
討
し
た

い
と
考
え
て

そ
の
時
代
を
象
徴

す
る
美
意
識
が
、
染
織
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