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〉

臼
論
子
地
梅
樹
に
鳥
兜
文
様
小
袖

(
染
入

摺
匹
田

刺
繍

)

一
領

大
手
前
女
子
大
学
蔵

(
口
絵
V

　
}

切

畑

健

大
手
前
女
子
大
学
蔵

の
こ
の
小
袖

は
、
従
来
、
染
織
史
研
究
者

に
も
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
も

の
で
、
し

た
が

っ
て
近
世

の
小
袖
類
を
収
録
し
た
各

種

の
図

録
類

に
も
見
る
こ
と
は
で
き
な

か

っ
た
。

こ
こ
に
そ
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

生
地
ー
白
論
子
、
卍
字
繋
ぎ

に
蘭
菊
散
ら
し

の
地
文
様
。

働

仕
立
ー
小
袖
仕
立
。
裏
i
紅
絹
、

た
だ
し
寄
裂
。

α

法
量
ー
寸
法
表
参
照

文
様
ー

背
面

(
口
絵
)
1
右
裾
か
ら
立
ち
上

っ
た
満
開
の
梅
樹

が
背
中
央

で
左
右

の
袖
に
お
よ
ん
で
枝
を

ひ
ろ
げ

る
。
梅
花
は
入
重

と

一
重
を
取
り
ま
ぜ
、
さ
ら
に

大
小

に
配
慮
し
、
枝
先
に
蕾
を
そ
え
て

い
る
。
右
腰
と
左
裾

に
は
そ
れ
ぞ
れ
脇
縫
か
ら

の
ぞ
か
せ
る
よ
う
に
、
さ
し

か
け

た
日
除
障
子
の
趣
で
、
長
方
形

に
七
宝

つ
な
ぎ
を
ま
と
め
た
形
象
を
あ
ら
わ
し
、
あ

た
か
も
そ
れ
を
支
え
る
よ
う

に
細
柱

で
受
け
る
。
背
中
央

・
右
袖
が
か
り
と
左
袖
に
舞
楽

の
鳥
兜
を

梅
樹

の
上
文
様

と
し

て
配
し
て

い
る
。
左
脇
腰
部
分
に
わ
ず

か
な
空
間
を
取
り
、

こ
の
部
分
に
文
様
を
あ
ら
わ
す
の
を
控
え

る
。

ー
前
面

(挿
図
1
)
1
背
面
と
同
様

の
梅
樹

・
障
子

・
鳥
兜
で
構
成
さ
れ
る
が
、
当
期

の
小
袖
文
様

の
常

と
し
て
、
背
面

の
よ
う
に
構
成
は
整
わ
ず
前
面
は

雑
然
と
し
た
様
相
を
し
め
す
。

ま
た
こ
れ
も
通
例
な

が
ら
、
脇

の
部
分
で
背
面
と
絵
羽
文
様
と
は
な
ら
な

い
。
し
か
し
背
面

か
ら

と
に
か
く
繋

が
る
位
置

に
障
子
を
配
し
て

い
て
、
全
く
背
面
と
前

面
が
無
関
係

の
各

独
立
し
た
構
図
で
は
な

い
と
思
わ
せ
る
。

施

工
-
梅
樹

の
幹
や
枝

は
紅
摺
匹

田
。
花
を
摺
匹
田

(
一
重
)
と
刺
繍

(入
重
)

で
あ
ら
わ
す
。
摺
匹
田
は
紅

と
黒

か
と
見
え
る
ほ
ど
の
濃
藍
の
二
種

で
摺
り
詰

白
論
子
地
梅
樹
に
鳥
兜
文
様
小
袖

「
領

r

 

　　



白
論
子
地
梅
樹
に
鳥
兜
文
様
小
袖

一
領

め
る
。
刺
繍
処
理
も
二
種
で
比
較
的
幅
広

い
繍
切
り
中
陰

の
表
現

で
、
1
は
紅

で
花
弁
を
、
萌
葱
平
繍

で
花
粉
、
蘂

の
芯
を
金
駒
繍
と
紅

一
本
引
の
線
繍

で
あ
ら
わ
す
。
2
は
金

駒
繍
で
花
弁
を
綴
じ
あ
げ
、
花
弁
の
芯
や
花
粉

は
紅

の
平
繍
、
蘂
芯
は
金
駒
、
萌
葱

一
本
引

の
線
繍
。
小
梅
花

は
い
ず
れ
も
金
駒

繍
。
蕾
は
お
お
む
ね
紅
平
繍
で
、
金
駒
繍
を
加
え
る
。
な
お
細
枝

の
先
端
は
萌
葱
繍
切
り
。

日
除
障

子
と
思
え
る
形
象
は
、
七
宝

の
輪
違

い
部
分
を
墨

(
『
正
徳

ひ
な
形
』
1
西
川
祐
信
、
正
徳
三
年

〈
一
七

=
二
〉
刊
1

に

「紺

の
染
入
」
な
ど
と

あ
る
も

の
に
あ
た
る
か
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
で
は
墨

の
染
入
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
)
と
し
、
総
縁
と
七
宝

つ
な
ぎ
内

の
花
菱
を
紅
摺
匹
田
、
受
け
柱

を
ま
さ
に
紺

の
染
入
と
す
る
。
な
お
花
菱

の
い
く

つ
か
を
金
駒
詰
、
総
縁
を

の
ぞ

い
た
七
宝

の
輪
違

い
部
分

の
縁

と
そ
の
辻
に
金
駒
繍
を
加
え
て
い
る
。

鳥
兜
は
、
頂
か
ら
下
方

へ
記

せ
ば
、
そ

の
頂
部
分

は
濃
藍
摺
匹
田
、
立
上
り

の
ー
は
墨
染
入
に
萌
葱
唐
草
ま

つ
い
繍
。
立
上
り
2
は
紅
摺
匹
田
。
中
央

帯

は
金
駒
繍
。
鐙

の
ー
は
紅
摺
匹
田
。
2
は
墨
染
入

に
紅
菊
花
と
萌
葱
唐
草

の
刺
繍
。

3
は
濃
紺
摺
匹
田
。

4
は
墨
染
入

に
紅
菊
花
と
萌
葱
唐
草
繍
。
立

上
り

・
鍛

と
も
に
、
墨
染
入
の
部
分
は
そ
の
縁
に
、
金
駒
繍

に
よ
る
幅
広
の
縁
繍

い
を
加
え
て
い
る
。

な
お
色
糸
に
よ
る
刺
繍

は
す

べ
て
平
糸
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
金
糸
は
か
な
り
太
く
、

い
わ
ゆ
る
五
掛
け
ば
か
り
は
あ
る
と
見
ら
れ
、
金
色
は
上
質
。

期

ま

た
摺
匹

田
は
、
紅
の
場
合
は
弁
柄
色

の
細
線
で
そ

の
縁
を
括
り
、
紅
色

で
各
粒
中
心

の
点
を
打

つ
。
濃
藍

の
場
合
は
お
そ
ら
く
墨

の
仕
上
げ
線

で
処
理

α

さ
れ

て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
顕
著

で
は
な

い
。
墨
点
を
匹
田
の
芯
に
点
じ
る
。

時
代
-
江
戸
時
代
中
期

保
存
状
態
ー
当
期

の
例
と
し
て
は
比
較
的
良
好
。
た
だ
し
、
襟
山
部
分
に
か
な
り
着
用
さ
れ
た
こ
と
を
思
わ

せ
る
特
有

の
線
状

の
汚
損
が
、
襟
幅
中
央

の
折
れ
に

そ

っ
て
走

っ
て
い
る
。

こ
れ
も
通
例
な

が
ら
金
駒
繍
糸

の
、
特
に
線
表
現

の
部
分

で
綴
糸
の
脱
落

が
見
ら
れ
る
。
ま

た
裏
紅
絹
は
全
体

の
通
し
裏

で
は
な

く
、

異

っ
た
数
種

の
裂
地
を
用

い
て
い
る
。

な
お
裾

施
で
切
れ
、
裾
綿

(木
綿
綿

を
絹
綿

で
く
る
ん
で
い
る
)

の
の
ぞ

い
て

い
る
部
分
が
あ
る
。
表
地

の

表
面

で
は
槌
色
が
す
す
ん
で
い
る
が
、

ほ
こ
ろ

び
か
ら
う

か
が
え
る
裏
面
は
、
紅

・
萌
葱

が
鮮

や
か
で
当
初

の
色
を
推
考

さ
せ
る
。
な
お
袖

口
の
袖
に
紺

平
絹

地
唐
花
文
様

型
染
裂
を

つ
け
る
。

こ
の
裂
地
は
そ
れ
ほ
ど
古
く
は
見
え
な

い
。

こ
の

一
領

で
は
特

に
仕
立
て
替
え
さ
れ
て

い
る
の
に
注
目
さ
れ
る
。
仕
立
替
え
は
か

つ
て
の
は
ぎ
合
せ
痕
が
、
よ

ご
れ
と
し
て
残
存
し
て
い
る
こ
と
に

う

か
が
わ
れ
、
あ

る
時
期

の
寸
法

に
よ
れ
ば
か
な
り
小
柄
な
女
性

が
着
用
し
た
時

期
の
あ

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
仕
立
て
替
え
、
繰
り
廻
し
が
最
も
顕
著

T



で
あ
る
の
は
両
袖

の
左
右
が
入
れ
か
わ

っ
て
い
る
こ
と
で
、
し
た
が

っ
て
梅
や
鳥
兜
文
様
が
羽
絵
に
な
ら
な

い
。

ま
た
現
状

の
被

の
丸
も
当
初

の
形
で
は

な
く
、
そ
の
痕
跡

に
よ
れ
ば
当
然
な
が
ら
さ
ら
に
大
き
な
丸

で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
挿
図
2
は
現
状
の
袖
の
左
右
を
入
れ
か
え
た
復
原
図
。

一　

備
考
1
こ
の
文
様

の
梅

・
鳥
兜

・
障
子
の
組
合
せ
の
意
味

に
興
味
が
持

た
れ
る
。
そ
の
確
か
な
意
味
を
推
考
す

る
前

に
、
共
通
す
る
文
様
の
存
在
を
う

か
が

い
た

い
。

ひ
い
な
が
た
本

に
よ
れ
ば
、
正
徳
三
年

(
一
七

=
二
)
刊

の

『正
徳

ひ
な
か
た
』

(今
尾
和
雄
編

は
く
お
う
社
複
刻
)
に
、
「
野
郎
風
」
と
し
て

「梅

に
鳥

か
ぶ
と
の
も
や
う
」

(八
十
五
番
・
挿
図
3
)
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
も
そ
の
組
合

せ
の
意

味
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
正
徳
四
年
刊
行

の

『
雛
形
祇
園

林
』

(上
野
佐
江
子
編

『
小
袖
模
様
雛
形
本
集
成
』
学
習
研
究
社
)
に
は
そ

の
四
十
三

(挿
図
4
)
に

「
難
波

の
梅
」
と
題
し
て
、
満
開

の
梅
樹

に
能

の
悪

尉
面
、
鳥
兜

、
中
啓
、
天
冠
、
作
り
物
、
鍵
桶
な
ど
で
構
成
さ
れ
た
文
様
を
見
出
す
。

こ
れ
は
そ
の
も
と
と
な

っ
た
能
楽

の

「
難
波
」

(古
名

「
難
波
梅
」
)

に
よ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、

シ
テ

の
梅

の
精

(実
は
百
済

の
王
仁
)
が
詠
み
か
け
る

「難
波
津
に
咲
く
や
こ
の
花
」

(『
古
今
和
歌
集
』
序
)
、
す
な
わ
ち

鋤

梅
花
と
、
後
シ
テ
の
王
仁
の
唐
装
に
用
い
ら
れ
る
鳥
兜
と
を
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

q

こ
の
よ
う

に
こ
の

一
領

の
文
様
主
題
は
ほ
ぼ
明
ち
か
に
さ
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る

が
、
作
期
を
江
戸
時
代
中
期
と
す
る
理
由
を
明
ら
か

に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
ま
ず
生
地
の
輪
子

の
光
沢
の
豊

か
さ
に
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
現
今
の
よ
う
な
浅
薄

な
光
沢
で
は
な
く
、
重
み
や
深
さ
や
丸
味
や
な
め
ら

か
さ
な
ど
、
特
有

の
風
格
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
江
戸
時
代
初

・
前

・
中
期
の
小
袖
裂
に
共
通
す
る
。

次

に
文
様

の
構
図

で
あ
る
。
裾
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
梅
樹

の
大
構
図
、
背
の
側
で
は
特

に
帯
結
び
の
位
置
に
、
中
心
的
な
・王
題

で
あ
る
鳥
兜
を
配
し
て
い

る
の
は
、
当
期
な
ら
で
は
の
幅
狭

い
帯
や
結
び
方

の
特
色
を
う

か
が
わ
せ
る
。

施
工
は
摺
匹
田
と
刺
繍
を
主
と
し
、
染
入
を
併
用
す
る
が
、
特
に
刺
繍

は
太

い
色
糸

の
平
繍
を
主

と
し
た
重
厚
な
趣

に
や
は
り
太

い
金
糸
が
調
和
し
、

紅
の
多
用
も

こ
の
時
代
の
明
る
い
旺
盛
さ
を
よ
く
し
め
し
て
い
る
。
ま
た
摺
匹
田
の
頻
用
も
中
期

に
な

っ
て
俄
然
あ
き
ら
き
に
な
る
と

こ
ろ

で
あ
る
。
そ

れ
も
ま
た
、
こ
よ
な
き
平
明
な
華
や
か
さ
を
好

み
、
な
る
だ
け
早
く
、
あ
る
い
は
安
価

で
完
成
す
る
と
し
て
も
よ

い
か
も
し
れ
な

い
が
、
独
特

の
摺
匹
田

の
魅
力
を
重

用
し
た
時
代

の
特
色
を
う
か
が
わ
せ
る
。
し
か
し
、

こ
の

】
領

の
摺
匹
田
を

つ
ぶ
さ
に
う

か
が
う
と
、
例
え
ば
お
そ
ら
く
元
禄
期
を
中
心
と

白
論
子
地
梅
樹
に
鳥
兜
文
様
小
袖

一
領

r
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白
論
子
地
梅
樹
に
鳥
兜
文
様
小
袖

一
領

す

る
頃
か
と
思
え
る
小
袖

の
摺
匹
田
と
異
る
点
に
気
づ
く
。
す
な
わ
ち
元
禄
期

の
も

の
よ
り
、

一
段
と
鹿

の
子
の
粒

が
小
さ
く
な

っ
て
い
る
こ
と
で
、
そ

れ
は
例
え
ば
享
保
期
か
と
考
え
ら
れ
る
武
家
小
袖
に
見
る
摺
匹
田
の
、
細
か
く
整

っ
た
、
し
た
が

っ
て

一
種

の
冷
た
さ
や
繊
細
さ
か
ら
感
じ
ら
れ
る
ひ
弱

さ
を
特
色
と
す
る
場
合
を
想
起
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
諸
点
か
ら
、

こ
の
小
袖

の
作
期
は
、
享
保
ま
で
は
降
ら
な

い
に
し
て
も
、
元
禄
を

へ
だ
た

っ
た
時

期
で
あ

る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

ち
な

み
に

『
正
徳

ひ
な
形

』

の
前

掲

文
様

に
は

「
地
あ

さ
ぎ

ゆ

ふ
せ
ん

ぞ
め
」

い
ろ
く

小

色

入
L

み
す

は
ち
や
L

す

・
た
け
L

へ
り
も

へ
ぎ
L

と
注

記

が
あ

っ
て
、
友
禅
染
が
好
ま
れ
た
最
盛
期
は
す

で
に
過
ぎ
て

い
る
が
、
役
者

(野
郎
)

の
衣
服
に
柔
ら
か
な
染
技
が
華
や
か
さ
を
し
め
し
て
い
た
。
し

か
し
こ
の
小
袖
を
ほ
ぼ
同
じ
頃

と
考
え
る
と
、
き
わ
め
て
対
照
的
に
、
刺
繍
と
摺
匹
田
に
よ
る
古
風
さ
を
と
ど
め
た
も

の
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
先
に
文
様

の
条

で
述

べ
た
が
、
背
面
と
前
面

が
絵
羽
文
様

に
な
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
無
関
心
と
も

い
え
る
、
江
戸
時
代
初

・
前

・
中
期
の
小
袖

の
特
色
を
し
め
し

つ
つ
、
わ
ず
か
な
が
ら
江
戸
時
代
後
期
に
完
成
す
る
絵
羽
構
成

へ
の
興
味

の
存
在
や
、
表
現

へ
の
配
慮
が
看
て
と
れ
る
の
も
、
作
期
を

教
え
る
と
い
え
よ
う
。

吻

仕
立
替
え
さ
れ
た
こ
と
が
そ

の
よ
ご
れ

の
痕
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
う

か
が
え
る
ほ
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

の
時
期
に
よ
く
着
用
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
、
ま

q

た
別

の
感
動
が
得
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

寸

法

表
丈

一
四
七
・○
、

桁

五
九
・
八

後
身
幅

①

二
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