
山
姥
と
怪
童
丸

丹
波

コ
レ
ク
シ

ョ
ン
の

「足
柄
」
を
中
心

に
し
て

田

川

邦

子

一

「
足
柄
の
伝
承
と
文
学
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
共
同
研
究
を
行

っ
た
お
り
、
私

が
分
担
し
た
の
は
、
近
世

・
江
戸
時
代
で
、
い
ち
応
研
究
報
告
の
小
論
を
ま
と

〈注

-
〉

め
た
。
し
か
し
そ
れ
を
も

っ
て
全
て
が
終

っ
た
と

い
う
感
じ
が
し
な
か

っ
た

の

は
、
や
り
残
し
の
部
分
を
抱
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
報
告
の
小
論
を

「未
完
」

と
し
た
の
も
そ

の
た
め
で
あ

っ
た
。

そ
の
と
き
は
、
与
え
ら
れ
た

「伝

承
と
文
学
」
と

い
う
枠
を
意
識
し

つ
つ
、

ひ
と
通
り
の
文
献
資
料
に
は
目
を
通

し
、
仲
間
た
ち
と

一
緒
に
何
回
か
現
地
調

査
も
行

っ
た
。
し
か
し

一
方
で
、
実
際
に
自
分
が
や

っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の

枠
を
と
う
に
は
み
出
し
、
対
象
は
絵
草
子
、
浮
世
絵

へ
と
拡
大
し
、
簡
単
に
は

整
理
の
つ
か
な

い
も
の
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

時
間
は
限
ら
れ
、
発
表
誌
の
紙
幅

の
都
合
も
あ
り
、
取
り
敢
ず
意
識
し
て

「伝
承
と
文
学
」
の
枠
内
に
と
ど
ま
り
、

い
ち
応

の
締
め
括
り
は

つ
け
た
の
だ

け
れ
ど
、
以
来
残
り
の
部
分
に

つ
い
て
は
、
自
分
な
り
に
な
ん
と
か
整
理
を

つ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
小
論
は
そ
の
た
め
に
筆
を
執

っ

た
も

の
で
あ
る
。

一
連
の
過
程
で
改
め
て
感
じ
て
来

た
の
は
、
江
戸
文
化
と

い
う
も
の
の
性
格

に
つ
い
て
で
あ
る
。
入
ロ
を

「伝
承
」
「
文
学
」
と
、
こ
ち
ら

の
都
合

で
決
め

て
か
か

っ
て
も
、
出
ロ
は
ど
ち
ら
方
面
に
抜
け
出
る
の
か
分
ら
な

い
と
こ
ろ
が

あ
り
、
入
幡
の
森
の
や
ぶ
知
ら
ず

の
よ
う
な
も

の
で
、
出
口
を
求
め
て
彷
徨

い

歩
く
な
か
で
、
道
草
ば
か
り
を
喰

い
、

つ
い
に
は
当
初
の
目
的
も
、
は

っ
き
り

し
な
く
な

っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
文
学
、
演
劇
、
芸
能
、
絵
草
紙
、
絵
画
と

い
う
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る

ジ
ャ
ン
ル
は
循
環
し
て
い
て
混
然

一
体
で
あ
り
、
そ
の
総
体
が
江
戸
文
化
そ
の

も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
言
わ
ず
も
が
な
で
、
何
も
今
さ
ら
強
調
す
る
ほ
ど
の
こ

と
で
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
か
つ
て
司
馬
江
漢
の
思
想
や
行
動
に
つ
い
て
、
興

味
を
持

っ
た
折
、
気
が
付

い
た
ら
、
南

蛮
美
術
の
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
を
観
る
た
め

に
、
神
戸
市
立
の
博
物
館
に
、
二
日
間
釘
づ
け
に
な

っ
て
い
た
こ
と
を
改
め
て

思

い
起
す
。

江
漢
は
画
家
で
も
あ
る
か
ら
、
当
然
の
成
り
行
き
か
も
し
れ
な

い
が
、
こ
の

と
き
初
め
て
、
鎖
国
時
代
と
は
い
っ
て
も
、
江
戸
時
代
が
厳
密
な
意
味
で
、
本

当
に
鎖
国
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
、
大

い
に
疑
問
を
持

っ
た
も
の
で
あ
る
。
浮
世

絵
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
絵
画
は
、
遠
近
法
や
写
実
的
手
法
な
ど
を
、
西
洋
美

術
や
、
中
国
美
術
に
学
び
、
そ
の
内
容
を
多
彩
豊
富
に
し
て
来
た
と
い
う
、
歴

史
的
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
江
漢

の
場
合
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
今
度
の
調

査
で
も
、
や
は
り
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
た
。

(1)



二

今
回
の
美
術
探
訪
は
、
神
戸
で
は
な
く
横
浜
で
あ

っ
た
。
横
浜

の
県
立
博
物

〈
注
2
>

 館
に
は
、
「丹
波

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

が
所
蔵
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
は
、
「足
柄
」

を
テ
ー
マ
に
整
理
さ
れ
る
、
浮
世
絵

七
〇
点
ほ
ど
が
含
ま
れ
る
。

早
速
許
可
を
戴
き
、
二
日
間
を
費

し
て
丹
念
に
鑑
賞
し
、
写
真
も
撮
ら
せ
て

い
た
だ

い
た
。

こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
浮
世
絵
は
、
江
戸
時
代
寛
政
期
か
ら
明
治
中
期
頃
ま

で
の
、
お
よ
そ

一
〇
〇
年
間
に
わ
た

る
作
品
で
、
そ
の
多
く
は
文
化
年
間
か
ら
、

幕
末
に
集
中
し
て
い
る
。
作
者
は
国
芳
、
芳
年
、
芳
艶
、
国
貞
、
初
代
広
重
な

ど
を
は
じ
め
、
二
十
余
名
で
、
無
款

の
作
品
も
数
点
あ
る
。

「足
柄
」
に
ま

つ
わ
る
、
古
く
て
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
A
・新
羅
三
郎
義
光

に
よ
る
。
豊
原
時
秋

へ
の
、
笙
の
笛

の
秘
曲
伝
授

の
話
が
あ
る

(『古
今
著
聞

集
』
『時
秋
物
語
』
)
。

コ
レ
ク
シ

ョ
ン
に
は
、
そ
の
物
語
を
絵
画
化
し
た
作
品

一
点
が
含
ま
れ
る
が
、
他

の
全
て
は
、
金
時

・
山
姥
伝
説

の
絵
画
化
作
品
で
あ

る
。
江
戸
時
代

の
後
半
期
、
「足
柄

」
と
い
え
ば
金
時

で
、
両
者
は
深

い
繋
り

を
も

っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
改
め
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
「
丹
波

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

に
は
、
金
太
郎
絵
、
ま
た
は
山
姥

・
金
時

絵
を
多
く
残
し
た
、
江
戸
時
代
中
期

の
浮
世
絵
大
家
、
清
長
と
歌
麿

の
作
品
が

含
ま
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
で
こ
の
小
論
は
、
「丹
波

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

の
作
品

を
中
心
に
し
て
、
こ
れ
に
含
ま
れ
な

い
絵
に
つ
い
て
は
、
他

の
美
術
全
集
な
ど

か
ら
補

い
つ
つ
、
進
め
る
こ
と
に
し
た
。

金
時

.
金
太
郎
絵
を
、
画
題
か
ら
分
類
す
れ
ば
、
次
の
三
種
類
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

ま
ず
第

一
は
、
金
時

一
人
が
描
か
れ
る
も
の
。
第
二
は
金
時
と
山
姥
の
母
子

が
、

一
緒
に
描
か
れ
る
も
の
。
三
番
目
に
金
時

・
山
姥
母
子
が
、
足
柄
山
中
で

頼
光
主
従
と
出
会
う
、
そ
の
出
会

い
の
場
面
を
描
く
も
の
が
あ
る
。

ま
ず
金
時

(公
時
、
金
太
郎
、
快
童
丸
、
怪
童
丸
な
ど
。
そ
の
時

々
で
呼
称

は
い
ろ
い
ろ
変
化
す
る
)

一
人
が
描
か
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
ま
た

い
ろ

い
ろ
な
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

最
も
多

い
の
が
、
獣

(け
だ
も
の
)
を
相
手
に
格
闘
を
す
る
図
柄
で
、
こ
れ

は
実
に
多
く
の
絵
師
た
ち
が
手
が
け
て
い
て
宀
種
類
も
多

い

(図

1
、
図

2
)
。

獣
は
熊
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
猪
と
熊

(〈注
3
>

図

3
)
・
大
鷲
と
熊

(図
4
)
な
ど

窪
↓

と

い
う

の
も
あ
る
。
武
器
を
手
に
す
る
と
き
は
、
鉞

(ま
さ
か
り
)
で
あ
る
。

「怪
童
丸
」
乏

い
う

の
は
、
古
く
か
ら
呼
ば
れ
て
き
た
金
時
の
幼
名

で
、
怪

力
に
恵
ま
れ
た
、
異
形
の
童
子
を
意
味
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
人
間

の
子
で
は

な
く
、
山
中
に
育

つ
神

の
子
で
あ
る
か
ら
、
特
殊
能
力
を
備
え
、
熊
の
よ
う
な

猛
獣
を
、
組
み
総

る
、」
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
鉞
を
肩
に
か

ミ

熊
に

ま
た
が
る
図

(図
5
)
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
安
定
感
も
あ
り
、
も

っ
と

も

一
般
的
で
原
型
的
図
柄
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。

次
に
獣
を
相
手
に
、
幼
稚

(お
さ
な
)
遊
び
を
す
る
図
が
あ
る

(図
6
、
図

7
)
。
遊
び
の
相
龕

態

兎
、
猿
な
ど
、
お
よ
そ
山
中

の
獣
は
何
で
も
描
か

れ
る
が
、
小
鬼

(図
8
)
、
烏
天
狗
な
ど
と
い
う
の
も
あ
る
。
・

『前
太
平
記
』
に
は
、
怪
童
丸
を
、
母

の
山
姥
が
赤
龍

(雷
神
)
と
相
感
し

て
、
妊
娠
し
た
子
だ
と
書
い
て
い
る
。

つ
ま
り
雷
神
の
子

で
あ
る
か
ら
、
同
じ

雷
の
子
の
小
餽
琵
も
戯
れ
、
ま
た
雷
神

の
持
ち
道
具
で
あ
る
、
太
鼓
を
叩
い
て

遊
ぶ
図
柄

(図
9
)
も
、
考
案
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

金
時
の
衣
裳
は
、
裸
に
鬱

の
腹
掛
け
が
通
り
相
場
に
な

っ
て
い
る
が
、
錦
絵

で
は
立
派
な
衣
裳
を
纏
う
も

の
の
方
が
ず

っ
と
多

い
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
国
芳

の
描
く
よ
う
に
、
全
裸

の
金
時
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
絵
師
た
ち

の
美
意
識
は
、

裸
に
鬱
の
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
を
許
さ
な
か

っ
た
に
違

い
な
い
の
だ
。

そ
の
衣
裳
は
、
白
黒

の
太

い
格
子
や
市
松
模
様
な
ど
、
大
人
の
着
る
大
柄
模

様
を
、
子
供
の
金
時
に
着
せ
、
力

の
横
溢
を
誇
示
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
他

(2)



図1芳 乕(丹 波 コ レクシ ョン) 図2春 亭(丹波コレクション)

図4春 朗(丹 波コレクション) 図5清 長

図3春 章

脚

…

図6国 芳(丹波コレクション) 図7国 芳(丹波コレクション) 図8清 長

(3)



離

図9清 長

 

に
宝
尽
し
や
、
「壽
」
字

の
散
ら
し
模
様
な
ど
、
め
で
た
尽
し
の
絵
柄
も
多
く
、

こ
の
種
の
絵
画
が
、
男
の
子
の
誕
生

や
節
句
な
ど

の
祝
儀
に
際
し
、
買

い
求
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

生
活
文
化
の
向
上
に
併
せ
て
、
子
供
の
健
や
か
な
成
長
を
祈
る
、
家
族
や
親

た
ち

の
期
待
や
願
望
が
こ
め
ら
れ
、
そ
の
背
後
に
は
、
成
熟
し
て
来
た
江
戸
市

民
た
ち

の
、
素
直
な
生
活
感
情
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
が
金
太
郎
絵
が
愛
好
さ

れ
た
本
当

の
理
由
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
感
情
を
、
特
に
集
中
的
に
表
現
し
て
、
質

の
高

い
作
品
を
残
し

て
い
る
の
が
清
銀
鮪

あ
る

(図
5
、

図
8
、
図
9
)
。
彼
は
決
し
て
山
姥
を
描

か
な
か

っ
た
と
い
う
。
そ
こ
に
或
る
種

の
片
寄
り
と
、
潔
癖
感
を
感
じ
る
の
だ

が
、
男
性
原
理
が
支
配
す
る
江
戸
の
中
期
社
会
が
、
そ
れ
な
り
に
安
定
し
、
健

全
で
あ

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

異
形

の
自
然
児
怪
童
丸
は
、
本
来
は
髪
も
結
わ
ず
、
肌
は
朱
色
と
決
ま

っ
て

い
る
が
、
国
芳
の
描
く

一
連
の
金
時
絵
は
、
こ
と
に
肌
の
朱
色
が
濃
く
、
そ
の

光
沢
と
筋
肉

の
隈
取
り
を
示
す
た
め

に
、
薄
色

の
ピ
ン
ク
が
あ
し
ら
わ
れ
る
。

髪
も
結
わ
ず
、

一
糸
も
纏
わ
ぬ
自
然
児
さ
な
が
ら
の
出
で
立
ち
で
あ
る
。
市
民

の
生
活
的
、
文
化
的
期
待
を
負
わ
さ
れ
、
厚

い
高
価
な
衣
裳
を
着
せ
ら
れ
て
、

図10国 芳(丹 波 コレクション)

 

と
も
す
れ
ば
装
飾
的
に
な
り
が
ち
な
金
時
絵
は
、
国
芳
に
よ
り
、
再
び
自
然

の

中
に
と
り
戻
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

裸
で
無
心
に
遊
ぶ
子
供
は
、
力
が
こ
も
り
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
て
い
る
が
、

例
え
ば
図
10
の
、
子
熊
と
戯
れ
る
金
太
郎
の
眼
は
、
丸
々
と
し
て
愛
嬌
を
湛
え
、

何
か
日
本
人
離
れ
が
し
て
い
る
。
今
迄
の
日
本

の
子
供
絵
に
は
な
か
っ
た
眼
で

あ
る
。
彼
が
描
く

「忠
臣
蔵
十

一
段
目
夜

討
図
」

の
、
洋
風

の
吉
郎
邸

や
、

「東
都
三

ツ
股
の
図
」
の
、
雲
に
紛
れ
る
焚
火

の
煙
の
彼
方
に
望
見
す
る
、
遠

近
法
に
依
る
微
細
な
風
景
点
描
な
ど
、
洋
風
と
日
本
風
の
融
合
が
、
こ
の
金
太

郎

の
表
情
に
も
宿

っ
て
い
る
よ
う
だ
。

金
時

の
み
が
描
か
れ
る
画
題
の

一
つ
に
、
こ
れ
も
端
午

の
節
句
用
と
思
わ
れ

る
、
「
鯉
と
金
太
郎
」
図
が
あ
る
。
鯉
を
掴
み

一
緒
に
滝
上
り
を
す
る
、
金
時

の
絵
で
あ
る
。
「大
願
成
就
有

ヶ
滝
縞
」

(国
芳
)
は
、
画
中
画
で
あ
る
か
ら
別

に
し

て
、
秀
麿

(文
化
年
間

図
11
)
、
北
渓

(天
保
年
間

図
12
)
、
国
芳

(同

図
13
)
、
芳
艶

(嘉
永
年
間
)
、
芳
年

(明
治
10
年
代
)

の
五
点
が
、
丹

波

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
あ
る
。
ど
れ
も
面
白
い
図
柄

で
あ
る
が
、
国
芳
の
作
品

は
、
こ
と
に
有
名
だ
。
鯉
は
巨
大
で
、
彼
が
得
意
と
す
る
奇
想
感
に
溢
れ
、
滝

水

の
濃
紺
と
、
怪
童
丸

の
肌

の
赤
色

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
、
充
実
感
が
あ
り
、

(4)



図13国 芳(丹 波 コ レクション)図12北 渓(丹 波 コレクション)鹵τデ莠麿(丹 波コレクジヨン)

画
面
い
っ
ぱ

い
の
図
柄
に
力
が
こ
も
る
。

画
中
の
左
下
に
、

せ
き
り
ゃ
う

つ
う
ず

み

は
ら
み
し
こ

も

う

ゆ
う

む
そ

う

う

ば

む

ち

ゅ

う

く
わ
い
ど
う
ま
る

あ
し
が
ら
や
ま

怪
童
丸
は
父
な
く

、
足
柄
山

の
老
婆
夢
中

に
赤
龍
と
通
る
と
見

て
孕
子
な
り
と
そ
。
猛
勇
無
双
、

蘂

塩
晦
ひ
場
爨

晞
と
名
の
り
・
爨

君
の
そ
の
.一.痘
、
歡
鄙

が
」
薦

欝
撚
釐

に
お
よ
び
、

た

い
い
ん

後
に
あ
し
が
ら
山
に
退
隠
す

と
、
金
時

の
生

い
立
ち
、
経
歴
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は

『前
太
記
』

の
、
巻
十
六

「頼
光
朝
臣
上
洛
事

附
酒
田
公
時
事
」

の
記
述
内
容
と
、
軌
を

一
に
し
て
い
る
。
幕
末

の
伝
奇
文
学
、
奇
想
的
絵
画

の
大
流
行

の
中
に
、
怪
童
丸
は
再
び
、
原
初

の
イ
メ
ー
ジ
を
回
復
し
た
と
い
え
る
。

最
後

に
、
金
太
郎
絵

に
も
見
立

て
の
趣
向

が
と
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
記
し
て
お
き
た

い
。
国
芳

の

「金
太
郎
尽
関
羽
見
立
」
は
、
金
太
郎
を
関
羽
に
見
立
て
、
書
物
を
片
手
に
持
た
せ
て
い
る
が
、
そ
の
書
物

に
は

「
む
か
し
昔
」
と
あ
る
。
芳
艶
の

一
連

の

「金
太
郎
尽
」

の

「九
月
」

の
部
に
は
、
金
太
郎
が
熊
で

は
な
く
、
黒
色

の
大
牛
に
乗
り
、
横
笛
を
吹

い
て
い
る
。
菊
と
川
の
流
れ
を
あ
し
ら

い
、
笛
吹
童
子

の
見

立

て
絵
で
あ
る

(図
14
)

最
後
は
五
代
目
岩
井
半
四
郎
の
芝
居
絵

(図
15
)

で
あ
る
。
天
保
年
間
の
も
の
で
、
「く
わ

い
童
丸
」
は

鉞
に
手
拭
を
か
け
て
持
ち
、
踊

っ
て
い
る
。

図14芳 艶(丹 波 コレクション)

図15国 貞(丹 波 コレクション)
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図16無 款(丹 波 コレクション)

図17英 山(丹 波 コレクション)

図18英 山(丹 波 コレクション)

三

 

「山
姥
と
金
太
郎
」
絵
に
は
、
自

然
の
中
、

つ
ま
り
足
柄
山
中
と
思
わ
れ
る

所
に
生
活
す
る
姿
を
描
く
も

の

(図

16
)
、
日
常
生
活

の
中
に
、
母
子
像
を
捉

え

る
も

の

(図
17
)
、

こ
れ
に
金
太
郎
絵
独
特

の
祝
儀
性
を
加
味
す
る
も

の

(図
18
)
、
そ
れ
に
芝
居
絵
が
あ
る

(嵐
音
吉
と
尾
上
紋
二
郎

の
舞
台
姿

図
19
)
。

〈
こ
主
9
〉の
画
題
を
好
ん
で
取
り
上
げ
、
生
涯
四
十
点
前
後

の
作
を
残
し
た
と

い
わ

れ
る
絵
師
に
歌
麿
が
あ
る
。
歌
麿

の
絵
は
、
丹
波

コ
レ
ク
シ

ョ
ン
に
は
含
ま
れ

な
い
が
、
や
は
り
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

清
長
は
そ
の
金
太
郎
絵
に
、
決
し

て
山
姥
を
出
さ
な
か

っ
た
。

一
方
、
す
ば

ら
し
く
魅
力
的
な
山
姥
を
描
い
た
歌
麿
は
、
決
し
て
金
太
郎
だ
け
を
描
か
な
い
。

こ
の
画
題
の
選
択
の
違

い
に
、
二
人

の
絵
師
の
個
性
と
、
少
し
大
袈
裟
に
な
る

が
、
思
想
の
違

い
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
清
長
は
家
父
長

的
で
あ
り
、
歌
麿
は
ひ
た
す
ら
母
を
恋
慕
す
る
、
孤
独
な
感
情
に
と
ら
わ
れ
過

ぎ
て
い
る
と

い
う
よ
う

に
。
金
太
郎
絵
が
、
江
戸
時
代

の
中
期
頃
、
そ
れ
ぞ
れ

の
絵
師

の
内
面
生
活

の
領
域
に
、
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
生
か
さ
れ
、
創
造
さ

れ
た
こ
と
に
興
味
は
尽
き
な
い
。

〈注
銑
し
か
に
、
歌
麿

の

「山
姥
と
金
太
郎
」
絵

の
あ
る
種

の
も
の

(図
20
、
図

21
)
に
は
、
特
別
の
雰
囲
気
が
漂
う
。
し
か
し
浮
世
絵
全
体
を
見
渡
せ
ば

(と

い
っ
て
も
、
私
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
作
品
を
見

て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
)
、

こ
の
種

の
作
品
が
醸
し
出
す
微
妙
な
雰
囲
気
は
、
浮
世
絵
本
来

の
も
の
と
気
付

く
の
で
あ
る
。
多
く
の
絵
師
が
手
掛
け
て
い
る

「枕
絵
」
は
、
浮
世
絵
の
中
で

か
な
り

の
部
分
を
占
め
て
お
り
、
歌
麿
も
ま
た
枕
絵
を
、
そ
れ
も
非
常
に
優
れ

た
も
の
を
沢
山
残
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

「山
姥
と
金
太
郎
」
絵
は
、
そ
の
枕

絵
の
図
柄
か
ら
解

い
た
方
が
分
り
や
す
い
性
質
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
上

野
千
鶴
子
は
、
歌
麿

の
こ
れ
ら
の

「
山
姥
と
金
太
郎
」
絵
を
評
し
て
、
「
母
子

〈注
11
>

相
姦
の
図
」
で
あ
る
と
断
言
し
た
。

歌
麿

の

「山
姥
と
金
太
郎
」
絵
の
中

に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
男
女

の

〈性
〉

の
暗
部
に
降
り
立

つ
こ
と
で
、
絵
解
き
が
可
能
に
な
る
も
の
を
含
む
こ
と
を

つ

け
加
え
る
。

こ
こ
で
山
姥
に
つ
い
て
も
う
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
金
時

の
み
が
描
か
れ
る
絵
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、

山
姥

の
み
が
単
独
で
描
か
れ
る
も
の
を

(芝
居
絵
を
除
き
)
私
は
ま
だ
見
た
こ

(6)



歌麿図21

 

麿図20

と
が
な

い
。
山
姥
は
必
ず
子
供

(童
子
)
を
伴
う
こ
と
、
少
く
と
も
近
世
に
な

っ
て
か
ら
は
、
こ
れ
は
約

束
事

に
な

っ
て
い
た
よ
う
だ
。
と

い
う

こ
と
は
、
山
姥
は

〈母
性
〉
そ
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

例
外
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
「
山
姥
と
金
太
郎
」
を
描
く
と
き
、
多
く
の
絵
は
、
山
姥
を
中
心
に
構
想
が
練

ら
れ
て
い
る
の
を
感
じ
る
。
画
家

の
思

い
は
山
姥
に
集
中
す
る
の
で
あ
り
、
山
姥
あ

っ
て
の
金
太
郎
と

い

う

こ
と
に
な
る
。
母
性
は
聖
母
や
慈
母
と
は
限
ら
な
い
。
醜

い
母
親
、
冷
酷
な
母
親
、
恐
し

い
母
親
も
あ

る
わ
け
で
、
山
姥
像

の
本
質

は
、
そ
れ
ら
の
全
て
を
引
き
受
け
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
て
行
く
と
こ
ろ
に
そ

の
特
徴
が
あ
る
。

歌
麿

の
山
姥
絵

の
あ
る
も
の
は
、
あ
ま
り
に
も
母
子
が

一
体

で
あ
り
過
ぎ
る
と

こ
ろ
に
、
問
題
が
あ
る

の
だ
が
、
生
活
的
場

で
の
母
子

一
体

の
風
俗
は
、
絵
師
が
好
ん
で
扱
う
画
題
と
し
て
は
ご
く

一
般
的
な
も

の
で
、
江
戸
市
民
に
広
く
愛
好
さ
れ
た
と
思
う
。
江
戸
時
代
の
中
期
に
は
、
特
に
こ
の
種

の
作
品
が
多

い
。

し
か
し
後
に
掲
げ
る
、
国
貞

の
三
枚
続
き

の
大
錦

(図

29
)

の
、
中
央

の
山
姥

の
よ
う

に
、
緊
密
な

一

体
感
に
乏
し
く
、
山
姥
が
独
自

の
存
在
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
が
現
わ
れ
る
の
は
気

に
な
る
。
実
際
に
は

ま
だ
見
る
機
会
に
恵
ま
れ
な

い
が
、
辻
惟
雄
が

『奇
想

の
系
譜
』

に
紹
介
す
る
、
長
沢
芦

雪
の

「
山
姥

〈注

6
>

図
」
は
、
さ
ら
に
奇
怪
醜
悪
で
あ
る
。
絵
馬
と
し
て
奉
納
し
た
も
の
だ
け
に
、
浮
世
絵
と
は
異
な
り
、
日

常

の
次
限
を
超
え
て
い
る
。
し
か
し
妖
怪
で
も
鬼
女
で
も
な
く
、
や
は
り
こ
の
世

の
老
女
で
あ
る
。
恨
み

の
こ
も
る
眼

つ
き
、
朽
ち

て
い
て
も
、
昔
日
の
栄
華
を
思
わ
せ
る
重
厚
な
衣
裳
。
作
者
は
老

い
た
小
野
小

町
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

コレクション)無款

図22『 金時一代記』(5ウ)

(都立中央図書館)
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図23『 四天わう」(8オ)

(都立中央図書館)

図25『 足柄山子持山姥』(1オ)

(都立中央図書館)

図24『 きんときおさなたち』(5ウ)

(都立中央図書館)
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原
初
的
な
恐
し

い
山
姥
像
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
な
る
べ
く
壊
わ
さ
な

い
よ
う

に

努
め
て
い
る
も
の
に
、
明
和
、
安
永

、
天
明
期
に
出
版
さ
れ
た
、
子
供
向
き
の

〈注

13
>

絵
草
子

・
黒
本
が
あ
る
。
『金
時
稚
立
剛
士
雑
』
は
、
出
版
年
代
は
不
明
で
あ

る
が
、
近
松
門
左
衛
門

の

『嫗
山
姥
』

の
絵
草
子
化

で
あ
る
た
め
、
山
姥
は
安

達
原
の
鬼
女
像
に
近

い
。
し
か
し
そ

の
子
が

「怪
童
丸
」
で
は
な
く

「金
太
郎
」

な
の
は
、
「金
太
郎
」
絵

の
普
及
な
ど
に
よ

っ
て
生
じ
た
、
江
戸
市
民
の
好
み

の
傾
向
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

〈注
14
>

(明
和
九
年

黒
本
)
の
山
姥
絵

(図
22
)
は
、
鬼
女
で

『金
時

一
代
記
』

〈
注
15
>

は
な
い
が
醜
女

で
あ
る
。
刊
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
や
は
り
黒
本

『四
天
わ
う
』

〈注
16
>

の
山
姥
も
、

い
か

つ
い
醜
女
で
あ
る

(図
23
)
。
『金
時
幼
稚
立
』

(安
永
六
年

"

図27貞 秀(丹 波 コ レクション)

黒
本
)
の
山
姥

(図
24
)
は
、
煙
管
を
片
手
に
煙
草
を
燻
す
の
は
如
何
に
も
当

世
風
で
あ
る
が
、
顔
立
は
恐
し
い
鬼
女

で
あ
る
。
こ
の
三
冊
の
黒
本
で
は
、
金

時
は
い
ず
れ
も

「く
わ

い
ど
」
ま
た
は

「く
わ

い
ど
う
」
と
な

っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
同
じ
安
永
年
間
に
出
版
さ
れ
た
草
子
で
も
、
黄
表
紙
の

『足
柄

〈
注
17
>

山
子
持
山
姥
』

(安
永
四
年

鳥
居
清
経
絵
)

の
山
姥
絵

(図
25
)
は
、
ま
こ

と
に
当
世
風
美
人
で
あ
る
。
作
者
は

山
う
ば
と

い
へ
ば

お
そ
ろ
し
き
や
う
に
お
も

へ
ど
も

や
う
が
ん
び
れ
い

に
し
て

そ

の
う

つ
く
し
き
事

瀬
川
菊
三
郎
が
ぶ
た
い
が
ほ

な
ど
と
記
し
て
い
る
。

鳥
居
家
は
浮
世
絵
師
の
な
か
に
も
、
芝
居
絵
と
特
別
な
関
係
を
持

つ
家
な

の

で
、
こ
の
書
き
方
は
理
解
で
き
る
が
、
大
人
の
嗜
好
に
投
じ
て
流
行
し
た
黄
表

図26芳 年(丹 波 コレクション)

(9)



図28芳 員(丹 波 コレクション)

紙
が
、
山
姥
を
当
世
風

の
美
女

に
仕
立
て
あ
げ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
山
姥
ら
し
さ
は
、
肩
に
掛
け

る
木

の
葉
を
綴
り
合
わ
せ
た
衣
裳
で
表
現
さ
れ
、
帯
は
前
結
び
に
、
遊
女

の
粋
な
立
ち
姿
で
あ
る
。
こ
う

な
る
と
、
そ
の
子
は
当
然
、
⑨

の
腹
掛
け
を
し
た

「金
太
郎
」
と

い
う
こ
と
に
な

っ
て
く
る
。

最
後
に
、
丹
波

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
、
政
田
屋
版
、
大
錦

一
枚
絵
の
、
芳
年
作

「山
姥
と
怪
童
丸
」

(文
久

三
年

図
26
)
を

つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
幕
末
に
は
、
こ
の
よ
う
な
山
姥
絵
も
描
か
れ
た
と
い
う
、
何

よ
り
証
拠
の

一
品
で
あ
る
。
あ
き
ら
か
に
西
洋
絵
画
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
古
来
の
恐
し

い
山
姥
像
は
、

こ
こ
で
は
聖
母

マ
リ
ア
に
変
身
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

金
太
郎
絵

の
第
三
の
図
柄
と
し
て
、
「足
柄
」

の
幻
想
的
風
景
を
背
景
に
、
山
姥
、
金
時
、
頼
光
、
渡
辺

綱
な
ど

の
人
物
を
配
し
た
も
の
が
あ
る
。
山
姥
、
金
時

の
母
子
が
、
源
頼
光

の

一
行
と
山
中
に
出
会

い
、

金
時
は
頼
光
の
家
来
に
な
る
と

い
う
、
伝
奇
性
に
富
む
物
語
を
場
面
化
し
た
図
柄
で
あ
る
。

こ
の
図
柄

に
も
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ

エ
ー
シ

ョ
ン
が
あ

る
。
丹
波

コ
レ
ク
シ

ョ
ン
に
は
、
国
芳
、

芳
艶
、
国
貞
、
貞
秀
、
周
延
、
芳
員
、
そ
れ
に
無
款
の
も
の
を
含
め
計
八
点
が
収
め
ら
れ
る
。
ほ
と
ん
ど

が
三
枚
続
き

の
大
錦
絵
で
、
製
作
年
代
は
幕
末
で
天
保
、
安
政
期
に
集
中
す
る
。

こ
の
中
に
団
扇
絵
が

一
点
あ
る

(図
27
)
。
天
保
末
期

の
、
貞
秀
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
種
の
も
の
と
し

て
は
時
期
が
早
く
、
構
図
的
に
優
れ
て
い
る
の
で
、
高
く
評
価
さ
れ

て
よ
い
作
品

で
あ
る
。
遠
景
に
富
士

と
湖
、
中
近
景

に
滝
と
川

の
流
れ
を
配
し
、
団
扇
絵
に
相
応
し
く
、
三
態

の
水
で
画
面
を
囲
み
、
涼
し
さ

を
演
出
す
る
工
夫
が
あ
る
。
金
時
は
高

い
丸
木
橋
の
上
に
、
鉞
を
手
に
熊
と
格
闘
、
そ

の

一
匹
が
空
中
に

倣
り
出
さ
れ
る
の
を
、
母

の
山
姥
が
風
車
を
片
手
に
微
笑
を
浮
か
べ
、
下
か
ら
見
守

っ
て
い
る
。
遠
景
に

は
弓
矢
を
手
に
し
た

一
人
の
武
士
が
立
ち
、
こ
れ
も
遥
か
彼
方
の
金
太
郎
に
注
目
し
て
い
る
。

団
扇
絵
で
あ
る
か
ら
画
面
は
小
さ

い
が
、
そ
こ
に
仮
想

の

「足
柄
」
風
景
を
構
成
、
三
人
物
を
巧
み
に

配
置
し
て
、
伝
奇
物
語

の
劇
的
瞬
間
を
描
い
て
い
る
。
ア
イ
デ
ア
も
構
成
も
優
れ
た
作
品
で
あ
る
。

貞
秀

の
団
扇
絵
を
、
三
枚
続
き
の
大
錦
に
置
き
直
し
た
と
も
見
ら
れ
る
の
が
、
安
政
四
年
、
ゑ
び
す
や

版
の
、
芳
員

の
作
品

(図
28
)

で
あ
る
。
視
点
、
構
図
は
団
扇
絵
と
同
工
で
あ
る
が
、
細
部

の
工
夫

に
は

大
き
な
違

い
が
見
ら
れ
、
そ
の
違

い
が
団
扇
絵
と
は
全
く
別
の
印
象
を
与
え
て
い
る
。

遠
景
は
や
は
り
富
士
山
。
湖
水
が
無

い
分
、
空

の
広
が
り
が
大
き

い
。
そ
の
大
空
に
突
出
す
る
高

い
岩

(10)
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山
で
は
、
金
時
が
大
木
を
両
手
に
熊
と
格
闘
、
熊
が
空
中
に
投
げ
出
さ
れ
る
瞬
間
を
、
右
手
前
近
景

の
源

頼
光
主
従

の

一
行
が
望
見
す
る
と

い
う
、
団
扇
と
同
工
の
趣
向
で
は
あ
る
が
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
構
図

で
あ
る
。
右
上
に
は

「
源
頼
光
足
柄
山
に
て
坂
田
公
時
を
抱
た
ま
ふ
図
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
正
式

の
画
題

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

公
時
に
向
き
合
う
反
対
側

の
、
空
中
に
突
出
す
る
奇
岩
に
は
、
ト
部
末
武
が
い
て
、
ほ
ぼ
画
面
の
中
央

を
占
め
て
い
る
。
よ
く
見
れ
ば
、
源
頼
光
、
臼
井
義
太
郎
、
渡
辺
源
治
綱

の
他
に
も
、
お
供

の
従
者
が
七
、

八
人
は

い
て
、
頼
光
の
供
揃
え
は
結
構
豪
勢
で
あ
る
。

一
方
山
姥
は
、
左
上

の
樹
木

の
上
に
、
小
さ
く
描

か
れ
る
だ
け
だ
。

つ
ま
り
扇
団
絵
で
は
、
近
景
に
大
き
く
描
か
れ
、
中
心
を
占
め
て
い
た
山
姥
は
、
三
枚

続
の
錦
絵
で
は
、
遠
景
中
に
退
く

の
で
あ
る
。
代
り
に
団
扇
絵
で
は
、
遠
景
中
に

一
人
佇
む
武
人
が
、
三

枚
続
き
で
は
近
景
に
せ
り
出
し
、
人
数
も
増
え
て
い
る
。
頼
光
主
従

に
力
点
を
置
く
こ
と
で
、
団
扇
絵
に

あ

っ
た
伝
奇
性
、
幻
想
性
は
か
す
み
、
〈歴
史
〉
が
大
き
く
せ
り
出
し
て
来
る
仕
掛
け
で
あ
る
。
風
景

へ
の

視
点
と
構
成
、
趣
向

の
立
て
方
は
同
工
で
も
、
双
方
の
絵

か
ら
受
け
る
印
象
、
語
り
か
け
て
く
る
も
の
は

ず

い
分
異

っ
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
と
い
る
の
で
あ
る
。

山
姥
、
公
時
母
子
が
、
足
柄
山
で
頼
光
主
従
と
運
命
的
出
会

い
を
す
る
と

い
う
、
伝
奇
的

シ
ー
ン
の
場

面
作
り
は
、
貞
秀
を
は
じ
め
と
す
る
幕
末

の
浮
世
絵
師
た
ち

の
錦
絵

に
よ
り
、
ほ
ぼ
終
局
的
地
点
に
達
し

た
と

い
っ
て
よ

い
。
そ
れ
は
遠
近
法
を
取
り
入
れ
、
全
体
を
大
き
く
眺
め
渡
す
鳥
瞰
風
の
構
図
に
よ
る
奇

想
的
な

〈足
柄
〉
風
景
を
背
景
に
、
も

っ
と
も
印
象
的
に
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
出
会
い
場
面

の
全

て
が
、
こ
の
よ
う
な
構
図
の
中
に
描
か
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。

図
29
は
、
や
は
り
三
枚
続
の
大
錦
で
、
文
政
年
間
と
推
定
さ
れ
る
国
貞

の
絵
で
あ
る
。
「怪
童
丸
」
「
山

姥
」
「源
次
綱
」
の
三
人
を
、

一
枚
宛
で
大
き
く
描
き
、
人
物
本
位
の
構
図
に
な

っ
て
い
る
。
特
に
中
央
に

位
置
す
る
、
怪
童
丸

の
着
物
を
繕
う
山
姥
図
が
問
題
で
、
小
熊
や
小
猿
を
身
近
に
置
き
、
艶
麗
で
凄
味
の

あ
る
年
増
女

の
イ
メ
ー
ジ

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
山
姥

の
描
き
方
を
す
れ
ば
、
金
太
郎
は
や
は
り

「怪
童

丸
」

の
方
が
相
応
し
い
の
で
あ
る
。

「怪
童
丸
」
と

い
う
古

い
呼
び
名
は
、
江
戸
時
代

の
中
期
頃
か
ら
、
「金
太
郎
」
に
代
わ

っ
た
よ
う

に

一

般
に
は
思
わ
れ
て
い
る
が
、
決
し
て
そ
う

で
は
な

い
。
そ
れ
は
幕
末
ま
で
生
き

つ
づ
け
、
伝
奇
小
説
や
奇

想
絵
画

の
流
行

の
中
で
、
大
巾
に
復
活
を
遂
げ
る
傾
向
に
あ

っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
同
時
に

「
山
姥
」
次
第

(ll)
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と

い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
鬼
女

か
ら
当
世
風
の
美
女

の
問
を
、
さ
ま
ざ
ま
に
揺
れ
動
く
山
姥
像

の
イ
メ
ー

ジ
に
つ
ら
れ
て
、
金
時
も

「怪
童
丸
」
で
あ

っ
た
り
、
「金
太
郎
」
で
あ

っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
二
重

の

呼
称
を
最
後
ま
で
持
ち

つ
づ
け
た

の
が
、
い
か
に
も
近
世
的
で
あ
る
と

い
え
る
。

最
後
に
、
頼
光
金
時
出
会

い
の
絵
に
も
、
見
立
て
趣
向

の
も

の
が
あ
る
の
を
、
つ
け
加
え
て
お
く
(図
30
)。

越
嘉
版

の
三
枚
続
の
大
錦

で
、
芳
艶
の

「頼
光
足
柄
山
入
之
図
」

(文
久
元
年
)

で
あ
る
。
怪
童
丸
が
滝

に
打
た
れ
、
祈
念
し
て
い
る
の
が
変

っ
た
趣
向

で
、
お
そ
ら
く
修
験

の
行
者

に
見
立
て
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

根
底
に
は
、
荒
行
を
す
る
文
覚
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
文
覚
は
頼
朝
と
は
深
い
関
係
を

有
す
る
、
歴
史
上
の
怪
人
物

で
あ
る
。
そ
し
て
近
世
庶
民

の
意
識
で
は
、
頼
光
と
頼
朝
は
共
に
源
氏

の
謫

流
で
、

一
直
線
に
繋
が
る
別
格
の
武
人

・
貴
種

で
あ

っ
た
。
金
時
物
語
が
有
名

に
な

っ
た
の
も
、
彼
が
頼

光
の
家
来
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

見
立
て
の
趣
向
を
こ
ら
し
、
謎
解
き
を
楽
し
む
の
は
、
江
戸
文
化
で
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
行
き
渡

っ
て

い
た
が
、
浮
世
絵
に
も
実
に
こ
の
種

の
趣
向
を
こ
ら
し
た
も

の
が
多

い
。
そ
れ
が
足
柄
の
出
会

い
の
場
に

も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
新
趣
向
を
出
す

の
に
苦
心
し
た
絵
師
た
ち
の
労
苦

の
程
を
、
改
め

吻

て
思
い
や

っ
た
の
で
あ
る
。

注 注
21

注 注
43

『文
芸

論
叢

』

31
号

(
一
九

九

五
年

三
月
)

丹
波
恒

夫

が
収

集

し
た

コ
レ
ク

シ

ョ
ン
。
江

戸

か
ら
箱

根

ま

で
、
そ

の

土

地

々
々

に
因

む
絵

画

を
集

め

て

い
る
。

「
足

柄
」

に
関

す

る
も

の
は

浮

世
絵

だ
け

で
あ

る

が
、
そ

の
他

は
浮

世
絵

以
外

の
も

の
も
含

む

。

神
奈

川
県

立
博

物
館

編
集

『
浮
世
絵

名

品

5

0
0
選
』

よ
り
転

載

。

鉞

は
大

型

の
斧

(お

の
)

で
、

木
を

伐

る

の
に
用

い
る
道

具

で
あ

る

が
、

古

代

中

国

で

は
兵

器

、

刑

具
と

し

て
重

要

で

あ

っ
た

。

『前

太

平

記

』

に
記

す
公

時

の
出

生
譚

を

は
じ

め
、
彼

が
手

に
す

る
武
器

の
鉞

な

ど
に



注 注 注 注
8765

注 注
109

注 注
1211

 

注

13

よ
り

、
金

時

の
イ

メ
ー

ジ

の
背

景

に

は
、

中
国

的
な

も

の
が
潜

み
隠

れ

て

い
る
よ
う

に
思
わ

れ

る
。

注

3
に
同

じ
。

注

3
に
同

じ
。

注

3
に
同

じ
。

吉

田

暎
夫

『
浮
世

絵

師

と
作

品

1
』

(緑

園

書
房

)

所
収

の

「歌

川

派

の
全

貌
」
。

『浮

世
絵

事
典
』

の

「山

姥
」

の
項

に

よ
る
。

図

20

『秘

蔵
浮

世
絵

大
観

7

ギ

メ
美
術

館
』

(講
談

社
)
。

図

21

『浮

世
大

系

5

歌

麿
』

(集

英
社
)
。

「江

戸

の
母

子
姦
」

(朝

日
新

聞
社

刊

『
大
江

戸
曼

陀
羅
』
)
。

寛

政
九
年

に

、
長
沢
芦

雪

が
安
芸

の
厳

島
神

社

に
奉
納

し

た

「
山
姥

図
」
。

辻
惟

雄

『奇
想

の
系

譜
』

(美

術
出

版
社

)

に
詳

し

い
。

黒

本
。

国
立

台
湾

大
学

蔵

。
国

立
資

料
館

の

マ
イ

ク

ロ

フ
ィ

ル
ム
に

よ

る

。
複

写
不

可
。

注 注 注 注
17161514

二 三 黒 五
冊 巻 本 巻

、 、 、 、

黒
本
。
東
京
都
立
中
央
図
書
館

東
京
誌
料
。

刊
年
不
明
。
東
京
都
立
中
央
図
書
館

東
京
誌
料
。

黒
本
。
刊
年
不
明
。
東
京
都
立
中
央
図
書
館

東
京
誌
料
。

黄
表
紙
。
東
京
都
立
中
央
図
書
館

加
賀
文
庫
。

こ
の
小
論
を
ま
と
め
る
に
際
し
、
左
記
の
…機
関
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
。

神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館

東
京
都
立
中
央
図
書
館

特
別
文
庫
室

国
立
国
文
学
資
料
館

貴
重
な
文
献
や
資
料
の
閲
覧
、
撮
影
、
複
写
そ
し
て
小
論

へ
の
掲
載
を

お
許
し
下
さ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
お
名
前
を
記
し
、
厚
く
御

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

(13)
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