
1　明治期の東京における「娘大人形」について

【
論
文
】

明
治
期
の
東
京
に
お
け
る
「
娘
大
人
形
」
に
つ
い
て

―
女
性
に
よ
る
三
人
遣
い
の
人
形
浄
瑠
璃

細
田
　
明
宏

一
、
は
じ
め
に

女
性
の
人
形
遣
い
に
よ
る
人
形
浄
瑠
璃
と
し
て
は
、
乙
女
文
楽
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
乙
女
文
楽
は
、
特
殊
な
器
具
を

用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
三
人
遣
い
の
人
形
を
一
人
で
遣
う
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
昭
和
初
期
の
大
阪
で
成
立
し
た
。
現

在
で
も
伝
承
お
よ
び
上
演
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
独
特
な
機
構
を
用
い
る
操
法
で
あ
る
こ
と
や
、
若
い
女
性
を
起
用
し

て
全
国
的
に
興
行
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
。
昨
年
末
に
は
展
覧
会
「
乙
女
文
楽
―
開
花
か
ら
現
在

ま
で
」（
大
阪
大
学
総
合
学
術
博
物
館
、
二
〇
二
一
年
一
〇
月
一
八
日
か
ら
一
二
月
一
八
日
）
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
乙
女
文
楽
は
、
女
性
に
よ
る
人
形
浄
瑠
璃
の
第
一
号
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
乙

女
文
楽
以
前
に
も
女
性
に
よ
る
人
形
浄
瑠
璃
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
文
楽
座
な
ど
と
同
様
に
三
人
遣

い
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、「
娘
（
女
）
大
人
形
」「
娘
（
女
）
人
形
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
（
以
下
、
本
論
で
は
「
娘
大
人
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形
」
と
呼
称
す
る
）。
こ
の
場
合
の
大
人
形
と
は
、
人
形
芝
居
に
用
い
る
も
の
と
し
て
は
比
較
的
大
型
の
、
三
人
遣
い
の
人

形
の
こ
と
を
い
う
。
娘
大
人
形
は
明
治
か
ら
大
正
前
期
に
か
け
て
寄
席
を
中
心
に
上
演
さ
れ
て
お
り
、
一
部
で
は
よ
く
知
ら

れ
た
存
在
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

か
つ
て
の
東
京
で
娘
大
人
形
が
手
軽
に
楽
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
三
月
六
日
付
け

朝
日
新
聞
の
記
事
か
ら
も
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
同
月
四
日
の
午
後
一
〇
時
頃
に
東
京
・
芝
区
の
鋳
物
工
場
で

火
災
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
報
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
火
の
番
を
任
さ
れ
た
二
五
歳
の
男
性
従
業
員
（
鋳
物
職
）
が

こ
っ
そ
り
持
ち
場
を
離
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
。
そ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
彼
は
「
近
所
へ
牛
飯
を
食
ひ
に
出
掛
け

た
」
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
帰
途
、
同
区
金
杉
二
丁
目
の
寄
席
仙
波
亭
へ
入
り
、
娘
人
形（
1
）を
見
て
居
た
と
こ
ろ
」
で
火

災
の
発
生
を
知
っ
た
と
い
う
。
当
時
の
寄
席
に
お
け
る
娘
大
人
形
は
、
工
場
労
働
者
が
夕
食
後
に
ふ
ら
り
と
立
寄
る
よ
う

な
、
手
近
で
気
軽
な
芸
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
明
治
の
終
わ
り
頃
に
は
娘
大
人
形
の
人
気
は
下
火
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
大
正
期
に
は
興
行
が
途
絶
え
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
ん
に
ち
で
は
す
っ
か
り
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
娘
大
人
形
に
関
し
て
は
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
研
究
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
ま
と
ま
っ
た
形
で
紹
介
さ

れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
新
聞
や
雑
誌
の
記
事
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
娘
大
人
形
の
活
動

の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
一
部
の
新
聞
記
事
に
関
し
て
は
、
倉
田
喜
弘
編
『
明
治
の
演
芸
』
一
―
八
（
国
立
劇
場

調
査
養
成
部
芸
能
調
査
室
、
一
九
八
〇
―
八
七
）
お
よ
び
倉
田
喜
弘
編
『
東
京
の
人
形
浄
瑠
璃
』（
日
本
芸
術
文
化
振
興

会
、
一
九
九
一
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
あ
る
い
は
引
用
し
た
。
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二
、
坪
内
逍
遥
が
見
た
娘
大
人
形

明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
四
月
一
五
日
、
劇
作
家
・
評
論
家
の
坪
内
逍
遥
は
、
東
京
の
浅
草
公
園
を
散
策
中
に
偶
然
、

「
西
川
伊
三
郎
一
座
」
の
興
行
を
お
こ
な
う
芝
居
小
屋
を
見
掛
け
、
観
劇
し
た
。
そ
の
時
の
体
験
記
が
、
東
京
で
発
行
さ
れ

て
い
た
『
義
太
夫
雑
誌
』
誌
上
で
翌
月
発
表
さ
れ
て
い
る
（
逍
遥
生　

一
八
九
七　
「
浅
草
公
園
の
人
形
」『
義
太
夫
雑
誌
』

一
八
）。
五
代
目
西
川
伊
三
郎
（
一
八
四
四
―
一
九
〇
五
）
と
い
え
ば
、
東
京
を
中
心
に
活
躍
し
て
い
た
男
性
の
人
形
遣
い

で
あ
り
、
名
手
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
逍
遥
に
よ
れ
ば
、
浅
草
公
園
に
お
け
る
「
西
川
伊
三
郎
一
座
」
の
興
行

に
、
伊
三
郎
は
出
演
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
時
の
主
た
る
遣
い
手
は
女
性
だ
っ
た
と
い
う
。

つ
ま
り
逍
遥
が
見
た
の
は
娘
大
人
形
の
興
行
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
に
よ
る
『
義
太
夫
雑
誌
』
の
記
事
は
、
娘
大
人
形
の

興
行
の
実
態
を
伝
え
る
貴
重
な
記
録
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
長
文
で
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
全
文
を
引
用
す
る
こ
と
と
し
た

い
。
な
お
引
用
に
際
し
て
は
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
漢
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
、
か
ぎ
括
弧
な
ど
の
符
号
を
加
え
、
改

行
を
施
す
な
ど
し
て
い
る
（
全
て
の
引
用
に
お
い
て
同
様
）。

先
月
の
十
五
日
、
…
道
を
浅
草
に
取
り
…
散
歩
す
る
折
し
も
、
…
サ
ツ
と
降
り
出
す
春
雨
に
足
進
ま
ず
池ち

辺へ
ん

に
逡
巡

す
る
時
、
向
ひ
の
小
屋
に
西
川
伊
三
郎
一
座
と
し
て
人
形
興
行
の
小
屋
を
見
出
し
ぬ
。
こ
は
噂
に
は
聞き
い

た
れ
ど
い
か
な

る
景や
う
す況

に
や
見
ま
ほ
し
く
も
思
へ
ば
、
幸
な
る
雨
宿
り
と
木
戸
に
立
寄
り
大
前
二
銭
を
払
つ
て
内
に
入
り
、
桟
敷
代
、

火
鉢
、
布
団
、
各
一
銭
宛
下
足
代
五
厘
通
、
計
金
五
銭
五
厘
。

是
が
午
前
十
時
よ
り
午
後
五
時
迄
人
形
演
芸
十
幕
を
観
て
耳
目
を
楽
し
む
る
価あ
た
ひ

と
聞
て
「
余
り
に
廉や
す
ゝ
ぎ過
は
せ
ず
や
」
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と
考
へ
る
間
も
な
く
、
幕
が
明
け
ば
『
勢
州
阿
漕
浦
』
平
治
住
家
の
段
に
て
、
床
に
は
万
年
新
造
現
れ
て
弾
語
り
の
大

車
輪
。
人
形
の
方
も
同
じ
年
輩
の
婦を
ん
な人
に
て
出
使
い
な
る
が
、
丸
々
と
肥ふ
と

り
た
る
別
品
が
座ざ

頭が
し
ら

ら
し
く
、
之
に
亜つ

ぎ

て
痩や
せ

が
た
な
る
かが

巻
頭
の
人ひ

と物
ら
し
く
孰い
づ

れ
も
技げ

い芸
に
熟
し
て
一
見
の
価ね
う
ち値
は
十
分
に
あ
り
。

「
前
幕
に
は
女
の
弟
子
を
使
ひ
て
中
幕
以
後
西
川
一
座
の
男を
と
こ子
現
は
る
ゝ
こ
と
」
と
察
し
見
て
居
る
内
、
雨
は
益
々

本
降
り
と
な
り
て
迚
も
急
速
に
霽は

れ
べ
き
気け
は
ひ勢
も
見
え
ず
此
間
場
内
へ
雨や

ど舎
り
兼か
ね
て帯
の
見
物
押
込
み
、
大お
お
よ
そ凡
四
、五
百

は
あ
る
べ
き
天あ
た
ま窓
数
と
な
り
た
れ
ば
、
出
方
は
弥
い
よ
い
よ

勉
強
し
て
殆
ど
幕
無
し
位
の
有
様
、
五
斗
の
鉄
砲
場
、
貸
見
世
、

累
の
土
橋
、
鏡
山
御
殿
、
等
引
続
き
て
演
じ
出い
だ

せ
ど
、
余
が
鑑
定
は
外
れ
て
い
つ
も
年
若
の
別
品
の
み
。
男を
と
こ子
は
左
手

の
黒
ん
坊
に
あ
る
の
み
。
仍よ
つ

て
思
ふ
、「
初
め
に
余
り
廉や
す
ゝ
ぎ過
た
り
と
思
ひ
た
る
は
即
ち
此
組し
く
み織
な
れ
ば
な
る
べ
し
」。

こ
れ
は
恰あ
た
か

も
桃
の
屋
翁
が
婦
人
演
芸
者
の
奨
励
に
就つ
い

て
論
ぜ
ら
れ
た
る
組し
く
み織
を
歌
舞
伎
座
、
東
京
座
、
と
す
れ

は
、
是
は
丁
度
其
柳
盛
座
、
開
盛
座
、
位
に
必ひ
つ

的て
き

す
る
も
の
に
て
、
左と

に
右か
く

に
皆
女
子
の
み
を
以
て
し
た
る
は
妙
な

り
。
さ
れ
ど
い
つ
も
人
形
よ
り
は
床
の
太
夫
の
方
劣
り
居
れ
ば
引
立た
ゝ

ず
。
そ
れ
に
天
井
な
く
高
き
屋
根
裏
の
見
え
て
場

内
も
広
け
れ
ば
、
男
太
夫
が
出
て
語
る
も
声
の
通
ら
ざ
る
に
苦
し
む
な
ら
ん
其
構
造
、
女
太
夫
殺
し
と
も
申
た
き
程
な

り
。
そ
れ
等
は
人
気
の
付
く
に
随し
た
が

ひ
て
漸
次
改
良
す
れ
ば
良
か
ら
ん
。

土
地
柄
の
こ
と
と
て
見
物
の
出
入
劇は
げ

し
く
、
一
幕
二
幕
に
て
出
る
人
も
多
け
れ
ば
、
木
戸
銭
は
や
す
く
共
、
入い
り

換か
は

り

の
人
数
を
も
て
算
す
れ
ば
却か
へ
つ

て
他
の
人
形
座
及
ひ
寄
席
な
ど
に
も
劣
ら
ざ
る
べ
く
や
。
伊
三
郎
の
技
芸
を
見
ん
と
て

表
の
看く
わ
ん

版ば
ん

に
欺
か
れ
て
入
来
る
人
々
失
望
の
様
子
に
は
あ
れ
ど
、
女
な
が
ら
同
人
門
下
の
こ
と
と
て
能
く
達
者
に
使

ひ
回
せ
り
。
同
人
も
看
版
に
名
を
仮か

す
の
み
に
な
く
、
楽
屋
に
在
て
斡
旋
尽
力
す
る
に
非
れ
ば
、
斯
く
人
形
の
み
な
ら
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ず
人
間
が
働
か
ざ
る
な
ら
ん
。
今
は
試
験
中
の
興
行
と
し
て
、
是
よ
り
追
々
に
改
良
し
、
後の
ち

遂
に
西
川
一
座
の
定
小
屋

と
一
般
に
知
れ
渡
る
様
に
な
ら
ば
、
自
身
出
て
使
ふ
こ
と
は
勿
論
、
又
時
と
し
て
は
門
弟
女
子
の
み
に
人
気
の
あ
る
女

太
夫
を
付
け
て
興
行
す
る
も
亦
一
策
な
る
べ
し
。

余
傀あ
や
つ
り
ざ

儡
棚
の
衰
頽
を
痛を

し惜
む
こ
と
年
久
し
。
偶ふ

と然
今
日
春
雨
の
為
め
に
降
込
ら
れ
て
料は
か

ら
ず
こ
ゝ
に
爛
漫
た
る
こ
の

花
方
を
観
る
。
雲
に
も
紛
ふ
鬢び
ん
ぺ
ん辺
の
白
粉
、
春
色
濃こ
ま
や

か
な
る
光
景
、
真
に
愛
す
べ
し
。

こ
の
文
章
は
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
ま
ず
入
場
料
（
木
戸
銭
）
は
二
銭
で
あ
り
、
そ
れ
に
付
加
さ
れ
る
桟
敷
代

や
火
鉢
代
・
布
団
代
が
各
一
銭
、
下
足
代
が
五
厘
で
、
そ
れ
ら
を
合
計
し
て
も
五
銭
五
厘
と
安
価
で
あ
っ
た
。
上
演
は
午
前

一
〇
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
で
、
そ
の
間
に
一
〇
幕
も
の
演
目
を
上
演
し
た
。
具
体
的
な
演
目
は
、『
勢
州
阿
漕
浦
』
平
治

住
家
の
段
、「
五
斗
の
鉄
砲
場
、
貸
見
世
、
累
の
土
橋
、
鏡
山
御
殿
、
等
」
で
あ
る
。

入
場
者
は
、
雨
宿
り
を
も
目
的
と
す
る
者
も
い
た
た
め
か
、
四
、五
百
ほ
ど
と
か
な
り
の
人
数
に
の
ぼ
っ
た
。
一
幕
あ
る

い
は
二
幕
の
み
を
見
て
出
る
客
も
多
く
、
観
客
の
入
れ
替
わ
り
が
激
し
か
っ
た
と
い
う
。
入
場
者
の
多
く
に
と
っ
て
娘
大
人

形
は
、
じ
っ
く
り
観
劇
す
る
対
象
と
い
う
よ
り
は
、
手
軽
に
楽
し
む
娯
楽
だ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

演
者
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
床
を
勤
め
た
の
は
女
流
の
義
太
夫
節
浄
瑠
璃
、
い
わ
ゆ
る
娘
義
太
夫
で
あ
っ
た
。『
勢
州

阿
漕
浦
』
平
治
住
家
の
段
を
弾
き
語
り
し
た
演
者
は
「
万
年
新
造
」、
す
な
わ
ち
若
々
し
く
見
え
る
も
の
の
実
際
の
年
齢
は

見
た
目
よ
り
も
年
上
に
思
え
た
の
だ
ろ
う
。
逍
遙
は
太
夫
に
対
し
て
、「
い
つ
も
人
形
よ
り
は
床
の
太
夫
の
方
劣
り
居
れ
ば

引
立
ず
」
と
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
公
演
会
場
そ
の
も
の
が
、「
声
の
通
ら
ざ
る
」
構
造
と
な
っ
て
お
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り
、
太
夫
に
と
っ
て
は
決
し
て
好
ま
し
い
環
境
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
興
行
は
、「
西
川
伊
三
郎
一

座
」
と
い
う
名
前
だ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
人
形
に
主
眼
が
置
か
れ
て
お
り
、
浄
瑠
璃
は
従
属
的
な
立
場
に

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

人
形
操
り
は
、
一
体
の
人
形
を
三
人
が
操
作
す
る
三
人
遣
い
操
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
ま
た
出
遣
い
が
お
こ
な
わ
れ
、

中
心
的
な
遣
い
手
で
あ
る
主
遣
い
は
観
客
に
顔
を
見
せ
て
演
じ
た
。
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
の
人
形
遣
い
は
女
性
で
あ
り
、
男
性

は
黒
衣
姿
の
左
遣
い
が
い
た
の
み
だ
っ
た
と
い
う
。

人
形
遣
い
た
ち
は
「
能
く
達
者
に
使
ひ
回
せ
り
」
と
評
さ
れ
、
太
夫
と
は
対
照
的
に
そ
の
技
量
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
と

り
わ
け
『
勢
州
阿
漕
浦
』
平
治
住
家
の
段
に
出
演
し
て
い
た
二
人
の
遣
い
手
、
す
な
わ
ち
「
丸
々
と
肥
り
た
る
別
品
」
と

「
痩
が
た
な
る
」
人
物
は
、
い
ず
れ
も
「
技
芸
に
熟
し
て
一
見
の
価
値
は
十
分
に
あ
り
」
と
称
賛
さ
れ
て
い
る
。
な
お
彼
女

ら
は
そ
の
場
の
床
を
勤
め
た
「
万
年
新
造
」
と
同
年
配
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
に
「
年
若
の
別
品
」
も
出
演
し
て
い
た
。
一

座
は
、
ベ
テ
ラ
ン
か
ら
若
手
ま
で
の
人
形
遣
い
が
揃
っ
た
充
実
し
た
陣
容
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
逍
遙
は
、
遣
い
手
た
ち
の
技
芸
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
遣
い
手
た
ち
が
女
性
ば
か
り
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
も
、「
皆
女
子
の
み
を
以
て
し
た
る
は
妙
な
り
」
と
好
意
的
で
あ
る
。
規
模
が
そ
う
大
き
く
な
い
た
め
に
、

歌
舞
伎
で
い
う
大
芝
居
（「
歌
舞
伎
座
、
東
京
座
」）
で
は
な
く
小
芝
居
（「
柳
盛
座
、
開
盛
座
、
位
」）
に
相
当
す
る
と
し
て

い
る
が
、
改
良
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
西
川
一
座
の
定
小
屋
と
一
般
に
知
れ
渡
る
」
こ
と
も
可
能
だ
と
す
る
。
逍
遙

は
、
そ
の
後
の
「
西
川
伊
三
郎
一
座
」
の
活
動
に
大
い
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三
、
代
表
的
な
演
者

前
章
で
み
た
よ
う
に
、
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
四
月
一
五
日
に
浅
草
公
園
で
「
西
川
伊
三
郎
一
座
」
の
名
の
も
と
に

娘
大
人
形
の
興
行
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
時
に
初
め
て
娘
大
人
形
を
目
に
し
た
坪
内
逍
遥
は
、
こ
れ
を
「
試
験
中
の
興
行
」
だ

と
み
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
前
年
の
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
一
〇

月
一
三
日
付
け
の
万
朝
報
に
は
「
来
る
十
六
日
よ
り
昼
夜
二
回
、
両
国
回
向
院
に
於
て
西
川
伊
三
郎
門
下
の
女
人
形
遣
ひ

が
、
娘
義
太
夫
連
中
及
び
大
坂
初
登
り
数
名
を
加
へ
て
人
形
芝
居
を
興
行
し
、
大
切
に
は
伊
三
郎
も
出
勤
す
る
由
」
と
い
う

記
事
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
興
行
は
明
治
三
〇
年
の
浅
草
の
も
の
と
同
様
の
形
式
で
あ
る
。
当
時
、
伊
三
郎
門
下

の
女
性
の
人
形
遣
い
に
よ
る
同
種
の
興
行
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
実
際
か
な
り
の
頻
度
で
娘
大
人
形
の
興
行
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ

ら
の
多
く
は
寄
席
な
ど
で
の
小
規
模
な
興
行
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
娘
大
人
形
の
興
行
に
足
を
運
ぶ
人
は
一
定
程
度
は
い
た

は
ず
で
あ
る
が
、
広
範
囲
の
人
に
そ
れ
が
知
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
状
況
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
ら

「
傀あ
や
つ
り
ざ

儡
棚
の
衰
頽
を
痛を

し惜
む
こ
と
年
久
し
」
と
述
べ
る
逍
遙
が
娘
大
人
形
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
の
も
そ
の
よ
う
な
事
情

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
五
月
一
五
日
に
発
行
さ
れ
た
『
義
太
夫
雑
誌
』
三
〇
号
の
投
書
コ
ー
ナ
ー
に
は
、

「
婦
人
の
人て

す

り
形
使
は
何い

つ時
頃
よ
り
始
ま
り
し
も
の
に
や
、
斯
道
通
の
諸
君
垂
教
を
仰
ぐ
」
と
の
質
問
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

（
た
だ
し
こ
れ
に
対
す
る
答
え
は
見
当
た
ら
な
い
）。「
外
神
田
偶
狂
子
」
を
名
乗
る
投
書
の
主
は
、
娘
大
人
形
が
存
在
す
る
こ

と
は
知
っ
た
上
で
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
当
時
娘
大
人
形
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
の
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認
知
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
成
立
し
た
経
緯
な
ど
の
詳
し
い
情
報
が
広
く
知
ら
れ
る
ほ
ど
の
状
況
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を

示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

実
の
と
こ
ろ
、
娘
大
人
形
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
多
く
の
こ
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の

は
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
六
月
二
六
日
付
け
の
毎
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
五
代
目
西
川
伊
三
郎
の
聞
き
書
き
（
こ
た

ま
「
西
川
伊
三
郎
の
話
」）
で
あ
る
。
関
連
す
る
部
分
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

女
の
人
形
遣
ひ
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。
組
之
助
、
錦
之
助
な
ど
が
、
未
だ
に
寄
席
へ
出
て
居
り
ま
す
が
、
両
人
共
皆
私

の
弟
子
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
で
は
婆
の
方
へ
近
寄
っ
て
居
り
ま
す
が
、
新
造
の
頃
は
文
金
の
高
島
田
に
黒
紋
服
と
云

ふ
、
至
極
高
尚
な
打い
で
た
ち扮
で
、
人
形
を
遣
つ
た
か
ら
、
サ
ア
お
客
さ
ま
の
騒
ぎ
は
大
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
何ど

う

し
て
此
女
人
形
遣
ひ
を
起
し
た
か
と
申
し
ま
す
れ
ば
、
其
頃
名
古
屋
よ
り
女
人
形
遣
ひ
が
乗
込
む
と
云
ふ
噂
が
ご
ざ
い

ま
し
た
か
ら
、
私
は
大
き
に
心
配
致
し
、
一
番
鼻
を
明
し
て
遣
ら
う
と
思
っ
て
、
組
之
助
、
錦
之
助
の
両
人
を
始
め
て

島
原
の
近
源
へ
出
し
ま
し
た
。
是
が
抑
も
東
京
に
於
け
る
女
人
形
遣
ひ
の
根
源
で
ご
ざ
い
ま
す
。
其
時
私
は
両
人
に

申も
う
し

聞き

け
ま
す
に
は
、「
汝お
ま
い

達た
ち

は
女
の
事
で
あ
る
か
ら
、
何い

つ年
ま
で
も
芸
人
に
な
っ
て
居
る
訳
に
い
か
な
い
。
大た
い
て
い体
に

足
を
洗
っ
て
、
身
を
固
め
た
方
が
宜
い
」
と
云
っ
て
、
三
年
間
の
約
束
を
為
し
て
、
演や

ら
せ
始
め
た
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。
所
が
珍
し
い
か
ら
、
大
き
に
人
気
に
適
ひ
、
三
年
は
疎お
ろ
か

十
年
経
っ
て
も
、
容
易
に
廃
業
す
る
訳
に
い
か
な
く
な

り
ま
し
た
。
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こ
れ
に
よ
れ
ば
伊
三
郎
は
、
か
つ
て
「
名
古
屋
よ
り
女
人
形
遣
ひ
が
乗
込
む
」
と
い
う
噂
を
聞
き
、
そ
の
動
き
に
対
抗
す

る
た
め
に
弟
子
の
「
組
之
助
、
錦
之
助
の
両
人
」
を
新
富
町
（
通
称
島
原
）
の
寄
席
で
あ
る
「
近
源
」
へ
出
演
さ
せ
た
。
こ

れ
が
東
京
に
お
け
る
娘
大
人
形
の
始
ま
り
だ
と
い
う
が
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
一
〇
年
以
上
前
、
す
な
わ
ち
明
治
二
一
年
よ

り
も
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
初
は
三
年
間
の
み
の
予
定
だ
っ
た
が
、
珍
し
さ
も
手
伝
っ
て
「
大
き
に
人
気
に
適
」
っ
た
た

め
興
行
を
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特
に
組
之
助
や
錦
之
助
が
若
い
頃
は
、「
文
金
の
高
島
田
に
黒
紋
服
」
と
い
う
高
尚
で

優
美
な
髪
型
や
衣
裳
で
人
形
を
遣
っ
た
た
め
、「
お
客
さ
ま
の
騒
ぎ
は
大
し
た
も
の
」
と
い
う
状
況
だ
っ
た
と
い
う
。

伊
三
郎
の
発
言
は
裏
付
け
が
と
れ
な
い
た
め
、
事
実
を
ど
こ
ま
で
正
確
に
反
映
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
あ
く
ま

で
も
彼
の
目
か
ら
見
た
真
実
が
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
具
体
性
に
富
ん
で
お
り
貴
重
な
証
言
と
な
っ

て
い
る
。

興
味
深
い
の
は
、
自
身
の
弟
子
と
し
て
組
之
助
お
よ
び
錦
之
助
の
名
前
の
み
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
た
ち

は
、
伊
三
郎
の
女
性
門
弟
を
代
表
す
る
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
。
前
年
に
浅
草
公
園
で
お
こ
な
わ
れ
た
「
西
川
伊
三
郎
一
座
」

の
興
行
に
参
加
し
て
い
た
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

組
之
助
お
よ
び
錦
之
助
は
、
思
い
が
け
な
い
形
で
本
名
や
生
年
が
知
れ
る
。
ま
ず
組
之
助
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
二
年

（
一
八
九
九
）
一
〇
年
二
二
月
付
け
の
朝
日
新
聞
に
、
警
察
署
に
拘
留
さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
出
て
い
る（
2
）。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
お
さ
ら
い
の
名
目
で
手
ぬ
ぐ
い
を
配
っ
て
「
返
し
の
金
」
を
取
っ
た
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
と
い
う
。
金
銭
を
強
要
し

た
罪
に
問
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
記
事
中
に
「
数
名
の
弟
子
は
大
騒
ぎ
」
と
あ
る
の
で
、
組
之
助
自
身
も
弟
子
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
悪
意
が
感
じ
ら
れ
る
文
章
で
は
あ
る
が
、
記
事
の
一
部
を
引
用
し
よ
う
。
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人
生
五
十
の
通
相
場
を
越
し
て
も
、
尚
ほ
娘
人
形
と
い
ふ
看
板
打
つ
て
、
金
紋
の
肩
衣
に
赤
い
衣
裳
の
若
作
り
、
手

摺
の
上
の
早
替
り
よ
り
楽
屋
の
内
の
早
替
り
を
見
れ
ば
、
お
白
粉
の
落
る
と
共
に
娘
忽
ち
老
婆
と
変
ず
る
は
、
人
形
遣

ひ
西
川
組く
み

之の

助す
け

事
大お
ほ
か
は川
お
町
（
五
十
二
）
と
い
ふ
芸
人
な
り
。

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
西
川
組
之
助
は
本
名
を
大
川
お
町
と
い
い
、
東
京
・
神
田
区
五
軒
町
在
住
で
当
時
五
二
歳
だ
と
い

う
。
年
齢
か
ら
逆
算
す
る
と
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
七
）
ま
た
は
嘉
永
一
年
（
一
八
四
八
）
の
出
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

当
時
は
五
二
歳
で
あ
っ
た
が
、
娘
の
よ
う
な
若
々
し
い
装
い
を
し
て
「
娘
人
形
」
と
し
て
舞
台
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
。

錦
之
助
に
つ
い
て
は
、
自
宅
に
潜
ん
で
い
た
泥
棒
を
言
葉
巧
み
に
誘
導
し
て
逮
捕
に
至
ら
し
め
た
と
明
治
三
一
年

（
一
八
九
八
）
四
月
一
五
日
付
け
の
朝
日
新
聞
で
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
記
事
冒
頭
を
引
用
し
よ
う
。

下
谷
区
二
長
町
二
十
番
地
娘
人
形
遣
ひ
西
川
錦き
ん

之の

助す
け

こ
と
日へ

き置
お
幸か
う

（
二
十
八
）
が
一
昨
日
の
午
後
一
時
頃
、
抱
へ

車
夫
紋
太
郎
の
車
に
乗
つ
て
山
の
手
の
寄
席
を
回
り
、
同
四
時
頃
帰
宅
し
て
見
る
と
、
奥
な
る
六
畳
の
間
よ
り
見
馴
れ

ぬ
一
個
の
大
男
が
飛
出
せ
し
ゆ
ゑ
、
思
は
ず
オ
ヤ
と
驚
き
し
も
、
其そ

こ処
が
芸
道
不
思
議
の
尺か
ね

合
ひ
、
車
夫
紋
太
郎
に

配め
く
ば目
せ
し
な
が
ら
「
妾わ
た
し

へ
御
用
の
有
る
お
客
様
だ
か
ら
、
直す
ぐ

に
奥
へ
お
連
れ
申
し
て
下
さ
い
。
貴あ
な
た郎
御
遠
慮
な
さ
い

ま
す
な
」
と
舌
三
寸
に
て
操
り
置
き
、
自
分
は
忽
ち
日
高
川
の
清
姫
、
鬼
と
も
な
り
蛇
と
も
な
ら
ん
人に
ん

形ぎ
や
う

振ぶ
り

を
其
儘

の
勢
ひ
に
て
最
寄
の
派
出
所
へ
急
訴
せ
し
か
ば
、
巡
査
早
速
出
張
に
な
り
其そ
の

大
男
を
調
べ
し
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こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
西
川
錦き
ん

之の

助す
け

は
本
名
を
日へ

き置
お
幸こ
う

と
い
い
、
東
京
・
下
谷
区
二
長
町
在
住
で
当
時
二
八
歳
だ
と
い

う
。
年
齢
か
ら
逆
算
す
る
と
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
ま
た
は
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
出
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
伊
三
郎
と
同
様
に
、
東
京
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
男
性
の
人
形
遣
い
に
三
代
目
吉
田
国
五
郎
（
一
八
三
八
―

一
九
一
四
か
）
が
あ
る
。
国
五
郎
も
ま
た
名
手
と
し
て
伊
三
郎
と
並
び
称
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
が
、
彼
も
吉
田
国
之
助
と

い
う
女
性
を
弟
子
に
持
っ
て
い
た
。
国
之
助
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
六
月
一
五
日
付
の
い
ろ
は
新
聞
に

ゴ
シ
ッ
プ
記
事
が
出
て
い
る
。
記
事
の
冒
頭
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

近
頃
流は
や
る行
娘
大
人
形
の
一
座
へ
出
る
吉
田
国
の
助
（
十
八
）
は
木
挽
町
二
丁
目
十
番
地
に
住
、
旧
は
も
組
の
芋
頭
と

か
で
あ
っ
た
金
子
と
い
ふ
鳶
の
次
女
、
当
世
風
の
丸
ボ
チ
ャ
ゆ
ゑ
当あ
て
こ
み込
の
見
物
連
が
多
く
評
判
も
よ
か
っ
た

こ
の
記
事
か
ら
国
之
助
が
、
木
挽
町
在
住
の
金
子
と
い
う
鳶
職
の
娘
で
当
時
一
八
歳
で
あ
っ
た
こ
と
、
好
評
を
博
し
て
い

る
娘
大
人
形
一
座
に
出
演
し
て
い
た
こ
と
、
容
貌
が
目
当
て
の
「
見
物
連
が
多
く
評
判
も
よ
か
っ
た
」
こ
と
な
ど
が
わ
か

る
。と

こ
ろ
が
そ
の
三
年
後
の
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
六
月
一
〇
日
付
け
の
読
売
新
聞
で
は
、
国
之
助
と
そ
の
父
が
共
謀

し
て
詐
欺
を
働
い
た
と
し
て
捕
ま
り
、
親
子
と
も
重
禁
錮
（
現
在
の
懲
役
刑
に
相
当
）
に
処
せ
ら
れ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い

る
。
記
事
に
は
「
一
ト
こ
ろ
操
り
人
形
遣
ひ
吉
田
国
五
郎
の
門
人
と
な
り
、
芸
名
を
吉
田
国
之
助
と
名
乗
て
寄
席
へ
出
た
芝

森
元
町
金
子
房
次
郎
の
娘
お
浅
（
二
十
一
年
）」
と
あ
る
の
で
、
本
名
は
金
子
お
浅
で
あ
り
、
東
京
・
麻
布
区
芝
森
元
町
在
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住
で
当
時
は
二
一
歳
だ
っ
た
と
わ
か
る
。
年
齢
か
ら
逆
算
す
る
と
、
生
年
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
ま
た
は
三
年
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

以
上
に
お
い
て
、
伊
三
郎
門
下
の
西
川
組
之
助
お
よ
び
西
川
錦
之
助
、
国
五
郎
門
下
の
吉
田
国
之
助
を
み
た
が
、
次
章
で

検
討
す
る
よ
う
に
、
こ
の
三
人
は
明
治
中
期
か
ら
後
期
の
東
京
に
お
い
て
寄
席
へ
の
出
演
が
際
だ
っ
て
多
い
。
東
京
に
お
け

る
娘
大
人
形
の
人
形
遣
い
を
代
表
す
る
演
者
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
明
治
期
に
は
、
娘
義
太
夫
の
演
者
を
ラ
ン
ク
付
け
し
て
大
判
の
紙
に
記
し
た
番
付
が
し
ば
し
ば
発
行
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
、『
明
治
廿
六
年
改
正
新
版
・
東
京
娘
義
太
夫
見
立
番
付
』（
図
一
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
東
京
・
浅

草
の
地
本
問
屋
で
あ
っ
た
片
田
長
次
郎
が
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
に
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
徴
の
一
つ
は
、
紙

面
の
中
央
に
「
大
人
形
」
の
欄
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
娘
大
人
形
の
遣
い
手
が
数
名
記
さ
れ
て
い
る
が
、
上
段
中

央
に
西
川
組
之
助
、
そ
の
左
右
に
吉
田
国
之
助
お
よ
び
西
川
錦
之
助
が
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
番
付
に
お
い
て
も
、
こ
の
三

名
が
娘
大
人
形
の
代
表
的
演
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
な
お
次
章
で
み
る
よ
う
に
、
下
段
の
西
川
若
伊
三
お
よ

び
西
川
伊
呂
波
（
伊
呂
葉
）
も
娘
大
人
形
の
演
者
と
し
て
寄
席
に
出
演
し
て
い
る
（
豊
竹
岡
の
助
に
つ
い
て
は
不
明
）。

四
、
寄
席
に
お
け
る
興
行

前
章
で
み
た
よ
う
に
、
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
一
〇
月
一
三
日
付
け
の
万
朝
報
で
は
、「
西
川
伊
三
郎
門
下
の
女
人

形
遣
ひ
」
が
両
国
回
向
院
で
興
行
す
る
予
定
だ
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
新
聞
に
は
、
娘
大
人
形
の
興
行

を
予
告
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
の
う
ち
、
今
回
確
認
で
き
た
最
も
早
い
例
は
、
明
治
九
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図 1．『明治廿六年改正新版・東京娘義太夫見立番付』（倉田喜弘編 1984『明治の
演芸』5、国立劇場）。
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年
（
一
八
七
六
）
六
月
一
三
日
付
け
横
浜
毎
日
新
聞
の
記
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

東
京
新
富
町
の
近
源
亭
は
、
ま
た
よ
い
金
元
で
も
付
い
た
か
、
今
度
、
西
京
か
ら
女
の
人
形
使
ひ
を
七
人
と
道
具

方
、
三
味
線
引
と
も
都
合
二
十
四
、五
人
、
い
づ
れ
も
別
品
⽟
揃
を
呼
び
登
せ
、
当
二
十
日
過
に
は
大
入
り
に
成
る
と

申
升
。
此
人
形
の
大
き
さ
は
十
四
、五
の
子
供
ぐ
ら
ゐ
で
、
木
戸
銭
は
大
人
三
銭
、
子
供
一
銭
五
厘
で
、
直
段
に
し
て

は
面
白
か
ろ
う
と
の
評
判
〳
〵
。

新
富
町
の
近
源
亭
で
、
京
都
か
ら
呼
び
寄
せ
た
七
人
の
「
女
の
人
形
使
ひ
」
に
よ
る
興
行
を
お
こ
な
う
と
い
う
内
容
で
あ

る
。
京
都
の
人
形
遣
い
と
い
え
ば
、
そ
の
二
年
半
後
の
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
一
月
二
四
日
付
け
大
阪
新
聞
に
、「
心

斎
橋
筋
周
防
町
西
へ
入
る
梅
の
席
に
て
は
、
昨
二
十
二
日
よ
り
竹
本
段
⽟
、
同
三
吉
の
一
坐
に
て
始
め
る
人
形
は
、
西
京
下

り
の
女
人
形
遣
ひ
吉
田
小
⽟
の
一
坐
で
、
出
遣
ひ
、
早
替
り
な
ど
も
致
す
と
い
ふ
か
ら
、
サ
ア
面
白
か
ら
う
」
と
の
記
事
が

み
え
る
。
吉
田
小
⽟
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
九
年
の
七
人
の
「
女
の
人
形
使
ひ
」
は
、
あ
る
い
は
吉
田
小
⽟
の
一

座
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
女
性
の
人
形
遣
い
に
関
す
る
記
事
の
う
ち
、
東
京
以
外
の
も
の
は
こ
れ
し
か
確
認
で
き
な
か
っ

た
。
お
そ
ら
く
東
京
以
外
で
は
ほ
と
ん
ど
女
性
の
人
形
遣
い
は
発
展
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
近
源
亭
に
つ
い
て
は
、
そ
の
二
か
月
ほ
ど
後
の
明
治
九
年
八
月
二
日
付
け
郵
便
報
知
新
聞
で
、
次
の
よ
う
に
報
じ
ら

れ
て
い
る
。
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新
富
町
一
丁
目
の
割
烹
家
近
源
亭
で
は
…
新
工
風
の
大
人
形
を
目
論
見
、
遣
ふ
手
事
も
繊ほ
そ

々
た
る
子
女
の
み
に
て
、

竹
本
連
の
浄
瑠
璃
は
何
れ
も
別
品
の
⽟
揃
ひ
、
狂
言
の
大
名
題
は
『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』
二
段
目
よ
り
四
段
目
迄
、

「
車
引
の
段
」
金
枝
、「
佐
田
村
の
段
」
豊
久
、「
桜
丸
腹
切
の
段
」
芝
輔
、「
松
王
屋
敷
の
段
」
浪
家
寿
、「
寺
子
屋
の

段
」
京
寿
、
中
幕
の
前
に
一
寸
艶
物
で
『
桂
川
連
理
柵
』「
帯
屋
の
段
」
京
佐
渡
（
此
間
も
当
社
の
雑
報
へ
載
た
頗
る

別
品
）、
中
幕
は
『
源
平
布
引
滝
』「
松
波
検
校
琵
琶
の
段
」
京
枝
、
又
大
切
は
大
道
具
早
替
り
『
播
州
皿
屋
敷
』「
鉄

山
館
の
段
」
座
中
惣
出
な
り
。
又
人
形
遣
は
国
三
郎
、
網
枝
、
友
吉
、
芝
輔
、
金
八
、
富
士
松
、
寿
々
吉
、
豊
久
、
佐

渡
吉
、
其
外
許
多
あ
り
。
男
は
唯ひ
と

り
後
見
の
吉
田
金
糸
、
同
金
花
、
豊
松
国
八
の
三
人
の
み
で
、
弥
昨
一
日
よ
り
毎
日

午
前
十
時
か
ら
興
行
、
木
戸
は
一
人
僅
か
二
銭
八
厘
。

こ
の
記
事
で
は
、
近
源
亭
に
お
い
て
娘
義
太
夫
の
床
で
女
性
の
み
の
「
大
人
形
」
の
興
行
が
あ
る
が
、
そ
の
人
形
遣
い

は
、「
国
三
郎
、
網
枝
、
友
吉
、
芝
輔
、
金
八
、
富
士
松
、
寿
々
吉
、
豊
久
、
佐
渡
吉
」
な
ど
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
こ

の
国
三
郎
ほ
か
の
人
形
遣
い
に
つ
い
て
は
他
の
記
事
で
名
前
を
み
る
こ
と
が
な
い
た
め
詳
細
が
不
明
で
あ
り
、
人
形
遣
い
と

し
て
継
続
的
に
活
動
し
た
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
。
な
お
近
源
亭
と
い
え
ば
、
前
章
で
み
た
伊
三
郎
の
聞
き
書
き
に
お
い

て
、
東
京
で
の
娘
大
人
形
が
最
初
に
興
行
さ
れ
た
寄
席
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
が
、
そ
の
経
緯
は
伊
三
郎
の
発

言
内
容
と
は
食
い
違
い
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
明
治
九
年
の
近
源
亭
に
お
け
る
興
行
、
あ
る
い
は
明
治
一
二
年
の
吉
田
小
⽟
に
つ
い
て
は
、
情
報
が
乏
し

く
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
ほ
ど
な
く
し
て
、
組
之
助
や
国
之
助
、
錦
之
助
な
ど
に
つ
い
て
の
記
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事
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
前
述
）。
そ
の
中
に
は
興
行
を
予
告
す
る
内
容
の
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
明
治
一
八
年

（
一
八
八
五
）
二
月
一
日
付
け
読
売
新
聞
で
は
次
の
よ
う
に
、「
吉
田
国
之
助
の
連
中
」
が
娘
義
太
夫
に
よ
っ
て
興
行
す
る
予

定
だ
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

浜
町
の
東
華
楼
に
て
来
る
五
日
よ
り
興
行
す
る
人
形
芝
居
は
、
吉
田
国
之
助
の
連
中
に
て
「
太
功
記
」
の
押
通
し
。

浄
瑠
璃
は
竹
本
清
花
連
中
に
て
、
毎
日
午
前
十
時
よ
り
午
後
六
時
ま
で
と
極
り
、
三
日
目
毎
に
差
替
へ
。
早
替
り
、
見

台
抜
け
、
柱
抜
け
、
宙
乗
等
を
す
る
と
の
事
。

ま
た
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
一
〇
月
一
日
付
け
今
日
新
聞
に
は
、「
神
田
神
保
町
の
神
保
園
に
於
て
今
晩
よ
り
娘
操

り
人
形
の
輿
行
が
あ
り
ま
す
」
と
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
同
月
三
日
付
け
の
東
京
絵
入
新
聞
に
よ
れ
ば
、
そ
の
興

行
は
「
西
川
国
之
助
の
娘
大
人
形
」
な
の
だ
と
い
う
。

さ
ら
に
国
之
助
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
九
月
一
五
日
付
け
下
野
新
聞
に
栃
木
・
宇
都
宮
で
興
行
し
た

時
の
記
事
が
出
て
い
る
。

明
神
前
の
掛
小
屋
に
て
久
し
く
興
行
せ
し
吉
田
国
之
助
一
連
の
人
形
と
、
竹
本
染
子
、
鶴
沢
花
八
連
の
浄
瑠
璃
合
併

の
一
座
は
、
其
興
行
小
屋
を
暴あ
ら
し風

に
吹
き
壊
さ
れ
し
が
、
⺒
に
日
限
も
切
れ
し
か
ば
其
侭
⽌
め
様
か
と
は
思
ひ
し
が
、

非
常
の
喝
采
を
得
し
揚
句
に
小
屋
が
壊
れ
て
⽌や
め

た
な
ど
と
云
囃
さ
れ
て
は
、
第
一
か
る
⽯
の
旧
幕
面づ
ら

が
た
た
ぬ
と
の
奮
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発
に
て
更
に
日
延
を
な
し
、
昨
夜
よ
り
都
座
に
て
興
行
を
初
め
し
が
、
今

度
は
木
戸
銭
も
ヅ
ー
ッ
と
引
下
げ
、
大
人
一
銭
六
厘
、
小
人
一
銭
、
其

外
、
中
銭
は
一
切
い
ら
ず
と
の
触
込
み
な
れ
ば
、
又
相
変
ら
ず
大
入
な
る

べ
し
。
染
チ
ャ
ン
、
国
チ
ャ
ン
、
お
浦
山
吹
と
投
書
箱
の
中
よ
り
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
期
の
新
聞
に
は
娘
大
人
形
の
興
行
に
関
す
る
記
事
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
数
と
し
て
は
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
。

そ
こ
で
娘
大
人
形
の
全
体
像
を
つ
か
む
た
め
に
、
当
時
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
寄
席
の
出
演
者
予
告
記
事
（
細
田
二
〇
二
〇
）
を
調
べ
る
こ
と
と
し
た

い
。
寄
席
は
半
月
ご
と
に
出
演
者
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
た
め
、

い
く
つ
か
の
新
聞
は
読
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
「
寄
席
案
内
」
や
「
寄
席
出で

物も
の

」
な
ど
と
い
っ
た
見
出
し
の
下
に
、
各
寄
席
に
出
演
を
予
定
し
て
い
る
演
者

名
を
列
挙
し
た
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
二
）。

出
演
者
予
告
記
事
は
重
要
度
が
高
い
も
の
で
は
な
い
た
め
、
必
ず
し
も
毎
回

掲
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
分
割
掲
載
に
な
っ
た
り
、
記
事
の
ス

ペ
ー
ス
が
狭
か
っ
た
り
す
る
こ
と
も
多
い
。
時
に
は
欄
外
へ
の
掲
載
（
図
三
）

と
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
縮
刷
版
等
で
は
内
容
の
一
部
が
欠
け
て

図 2．明治 24年（1891）7月 29 日付け朝日新聞の「寄席出物」。日本橋区に「女人形西川小
伊勢」、神田区に「人形吉田国之助」、芝区に「人形西川小伊三郎」「女人形西川錦之助」
がみえる。
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し
ま
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
は
あ
る
が
、
全
体
的
な
傾
向
を
つ
か
む
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

出
演
者
予
告
記
事
に
掲
載
さ
れ
た
演
者
に
は
、「
女
人
形
国
之
助
」「
娘
大
人
形
錦
之
助
」
の
よ
う
に
種
目
名
が
付
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
で
娘
大
人
形
の
興
行
と
そ
の
演
者
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も

こ
の
方
法
に
は
限
界
が
あ
る
。
種
目
名
が
付
随
し
て
い
な
い
演
者
に
つ
い
て
は
娘
大
人
形
か
ど
う
か
の
判
断
が
で
き
な
い
こ

と
、
男
性
の
名
義
で
な
さ
れ
た
娘
大
人
形
の
興
行
（
前
掲
の
「
西
川
伊
三
郎
一
座
」）
が
漏
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
で
あ

る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
う
い
っ
た
ケ
ー
ス
は
そ
う
多
い
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
娘
大
人
形
の
全
体
的
な
様

相
を
知
る
上
で
大
き
な
障
害
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

調
査
の
対
象
と
し
た
の
は
読
売
新
聞
お
よ
び
東
京
朝
日
新
聞
で
あ
る
。
出
演
者
予
告
記
事
は
、
都
新
聞
な
ど
に
も
出
て
い

る
が
、
両
紙
は
掲
載
が
比
較
的
長
期
に
及
び
頻
度
も
高
い
。
掲
載
さ
れ
て
い
る
期
間
は
、
読
売
新
聞
が
明
治
一
八
年

（
一
八
八
五
）
の
一
月
か
ら
七
月
お
よ
び
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
二
月
か
ら
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）、
朝
日
新
聞
が

明
治
二
三
年
九
月
か
ら
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
一
月
で
あ
る
。

図
3
．
欄
外
に
掲
載
さ
れ
た
「
寄
席
案
内
」
の
例
。
明
治
31
年
（
1

8

9

8
）
9
月
15
日
付
け
読
売
新
聞
。
最
後
尾
に
「
西
川
錦
之
助
」
が
み
え
る
。
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そ
こ
で
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
の
一
月
か
ら
七
月
お
よ
び
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
九
月
か
ら
大
正
二
年

（
一
九
一
三
）
一
月
の
間
に
、
読
売
新
聞
お
よ
び
東
京
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
寄
席
の
出
演
者
予
告
記
事
に
掲
載
さ
れ
た

娘
大
人
形
の
興
行
を
抽
出
し
た
。
本
論
末
尾
の
表
一
は
、
そ
の
結
果
を
も
と
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
演
者
が
い
つ

ど
の
寄
席
で
興
行
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
一
覧
表
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
以
降
は
掲
載
の
頻
度

が
下
が
る
上
に
娘
大
人
形
の
興
行
が
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
、
表
一
か
ら
は
除
外
し
た
。
ま
た
両
紙
と
も
記
事
が
掲
載

さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
個
々
の
演
者
の
欄
を
設
定
せ
ず
、
全
体
を
グ
レ
ー
で
色
付
け
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

組
之
助
、
国
之
助
お
よ
び
錦
之
助
の
興
行
が
突
出
し
て
多
い
た
め
、
表
一
で
は
そ
の
三
者
以
外
の
演
者
を
「
そ
の
他
」
と

し
て
ま
と
め
て
い
る
。
演
者
名
に
つ
い
て
は
、
表
記
の
揺
れ
（「
国
の
助
」「
国
之
輔
」
な
ど
）
は
反
映
さ
せ
て
い
な
い
。
ま

た
種
目
名
や
「（
国
之
助
）
一
座
」「（
国
之
助
）
連
中
」
な
ど
、
演
者
名
以
外
の
要
素
は
省
略
し
た
。
な
お
、
ま
れ
に
二
つ

の
寄
席
で
同
一
の
演
者
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
掛
け
持
ち
な
ど
が
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る（
3
）が
、

そ
の
場
合
は
寄
席
を
二
行
に
並
べ
て
記
載
し
て
い
る
。

出
演
予
定
の
寄
席
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
区
名
あ
る
い
は
地
名
（
区
外
の
場
合
）
を
付
し
て
お
お
よ
そ
の
地
域
が
わ
か
る

よ
う
に
し
た
。
な
お
区
以
下
の
町
名
な
ど
は
省
略
し
た
。
ま
た
当
時
の
寄
席
は
通
常
、
半
月
で
演
者
が
入
れ
替
わ
る
の
で
、

ひ
と
月
を
上
・
下
の
二
つ
に
分
け
て
表
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
興
行
が
好
評
だ
っ
た
場
合
、
次
の
半
月
も
演
者
を
変
え
ず
に

そ
の
ま
ま
打
ち
続
け
る
場
合
が
あ
る
（「
日
延
べ
」
あ
る
い
は
「
打
ち
越
し
」
な
ど
と
い
う
）。
な
お
明
治
三
〇
年

（
一
八
九
七
）
一
月
は
、
皇
太
后
死
去
に
よ
り
一
二
日
か
ら
一
五
日
間
歌
舞
音
曲
停
⽌
と
さ
れ
て
寄
席
が
休
業
し
た
た
め
変
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則
的
な
編
成
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
表
一
に
は
全
部
で
五
〇
〇
の
寄
席
興
行
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
娘
大
人
形
の
興
行
が
継
続
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
内
訳
は
、
組
之
助
一
七
一
、
国
之
助
九
四
、
錦
之
助
一
七
三
、
そ
の
他
六
二
で
あ
る
。
出
演
者
予
告
記
事

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
娘
大
人
形
の
全
体
像
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
し
か
も
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
抽
出
漏
れ
な
ど
に
よ
り
こ
の
表
に
記
載
で
き
な
か
っ
た
興
行
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
調
査
対
象
と
し
た
出
演
者
予
告
記
事
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
興
行
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
実
際
に
は
、
こ
れ

よ
り
も
さ
ら
に
多
く
の
興
行
が
お
こ
な
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

次
に
年
代
に
よ
る
変
遷
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
前
半
お
よ
び
二
三
年
後
半
か
ら
三
三

年
（
一
九
〇
〇
）
前
半
ま
で
は
興
行
の
頻
度
が
高
く
、
ほ
ぼ
毎
日
い
ず
れ
か
の
寄
席
で
娘
大
人
形
の
興
行
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
間
、
少
な
く
と
も
一
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
組
之
助
、
国
之
助
、
錦
之
助
の
三
者
は
継
続
し
て

寄
席
に
出
演
し
て
い
る
。
し
か
も
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
か
ら
二
五
年
ま
で
は
、
そ
の
三
者
に
加
え
て
そ
の
他
の
演
者

に
よ
る
興
行
も
多
い
。
特
に
明
治
二
四
年
八
月
前
半
は
五
つ
、
明
治
二
五
年
八
月
前
半
は
六
つ
も
の
寄
席
で
同
時
に
興
行
が

お
こ
な
わ
れ
る
盛
況
ぶ
り
で
あ
る
。
明
治
一
八
年
後
半
か
ら
二
二
年
ま
で
の
状
況
が
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
二
〇
年
代
前
半

が
娘
大
人
形
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（
4
）。

一
方
で
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
後
半
か
ら
は
組
之
助
お
よ
び
国
之
助
の
名
前
が
消
え
、
錦
之
助
の
み
が
活
動
を
続
け

る
状
況
と
な
る
。
そ
の
錦
之
助
の
名
前
も
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
一
二
月
前
半
を
最
後
に
見
ら
れ
な
く
な
る
と
、
そ
れ

と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
西
川
浜
吉
の
活
動
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
全
体
と
し
て
み
る
と
、
明
治
三
三
年
後
半
か
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ら
は
興
行
の
頻
度
が
落
ち
て
お
り
、
娘
大
人
形
の
人
気
は
退
潮
期
を
迎
え
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
組
之
助
、
国
之
助
、
錦
之
助
の
三
者
が
息
の
長
い
活
動
を
続
け
る
一
方
で
、
そ
の
他
に
含
ま
れ
る
演
者
た
ち
は

浜
吉
を
除
き
、
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
以
降
に
は
あ
ま
り
名
前
が
出
て
こ
な
い
。
こ
こ
で
彼
女
た
ち
の
芸
名
に
注
目
し

よ
う
。
小
伊
三
郎
（
小
伊
三
）、
若
伊
三
、
伊
三
子
は
、
そ
の
芸
名
か
ら
判
断
す
る
に
伊
三
郎
門
下
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
伊
」

の
字
が
共
通
す
る
伊
呂
葉
も
そ
の
可
能
性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
浜
吉
を
除
く
「
そ
の
他
」
の
演
者
は
ほ
と
ん
ど
が
伊
三
郎
の

弟
子
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
第
三
章
に
引
用
し
た
伊
三
郎
の
言
葉
を
思
い
起
こ
そ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
東
京
に
お
け
る
娘
大
人
形
の
始
ま
り
は
、

弟
子
の
「
組
之
助
、
錦
之
助
の
両
人
」
を
寄
席
へ
出
演
さ
せ
た
こ
と
だ
っ
た
。
つ
ま
り
彼
に
従
え
ば
、「
組
之
助
、
錦
之
助

の
両
人
」
が
娘
人
形
の
第
一
世
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
坪
内
逍
遥
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
〇
年
に
「
西
川
伊
三
郎
一

座
」
の
名
で
興
行
し
た
娘
大
人
形
の
座
に
は
、「
技
芸
に
熟
し
」
た
ベ
テ
ラ
ン
の
他
に
「
年
若
の
別
品
」
も
出
演
し
て
い
た

（
第
二
章
）。
伊
三
郎
に
は
次
の
世
代
の
弟
子
た
ち
も
育
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
小
伊
三
郎
（
小
伊

三
）
や
若
伊
三
、
伊
三
子
、
伊
呂
葉
と
い
っ
た
演
者
は
伊
三
郎
門
下
の
第
二
世
代
に
当
た
り
、
明
治
二
〇
年
代
に
独
立
し
て

の
興
行
を
試
み
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
出
演
者
予
告
記
事
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
試
み
は
長
続
き
せ
ず
、
結
局

の
と
こ
ろ
第
二
世
代
の
演
者
た
ち
は
師
匠
や
先
輩
が
組
織
す
る
座
に
加
わ
っ
て
活
動
を
続
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
娘
大
人
形
の
人
気
が
そ
こ
ま
で
の
広
が
り
を
持
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
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五
、
音
楽
と
特
殊
演
出

前
章
で
は
、
明
治
期
に
娘
大
人
形
の
興
行
が
数
多
く
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
こ
で
次
に
、
娘
大
人
形
の

興
行
そ
の
も
の
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。

は
じ
め
に
娘
大
人
形
の
興
行
の
際
に
用
い
ら
れ
る
音
楽
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
明
治
三
〇
年

（
一
八
九
七
）
四
月
一
五
日
に
東
京
・
浅
草
公
園
の
「
西
川
伊
三
郎
一
座
」
は
娘
義
太
夫
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
た
（
第
二

章
）。
し
た
が
っ
て
そ
の
際
の
演
目
す
な
わ
ち
、『
勢
州
阿
漕
浦
』
平
治
住
家
の
段
、「
五
斗
の
鉄
砲
場
」（『
義
経
腰
越
状
』

泉
三
郎
館
の
段
）、「
貸
見
世
」（
不
明
。
質
見
世
〈『
染
模
様
妹
背
門
松
』
質
店
の
段
〉
の
誤
記
か
）、「
累
の
土
橋
」（『
薫
樹

累
物
語
』
土
橋
の
段
）、「
鏡
山
御
殿
」（『
加
賀
見
山
旧
錦
絵
』
長
局
の
段
）
な
ど
は
義
太
夫
節
で
上
演
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。さ

ら
に
新
聞
記
事
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
興
行
の
う
ち
音
楽
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
を
み
て
み
る
と
、
例
外
な
く
義

太
夫
節
を
用
い
て
い
る
。
ま
ず
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
東
京
・
近
源
亭
の
興
行
は
、
床
は
娘
義
太
夫
（「
竹
本
連
の
浄
瑠

璃
は
何
れ
も
別
品
の
⽟
揃
ひ
」）
で
あ
り
、
演
目
は
『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』
二
段
目
よ
り
四
段
目
迄
（
車
引
の
段
、
佐
田
村

の
段
、
桜
丸
腹
切
の
段
、
松
王
屋
敷
の
段
、
寺
子
屋
の
段
）、『
桂
川
連
理
柵
』
帯
屋
の
段
、『
源
平
布
引
滝
』
松
波
検
校
琵

琶
の
段
、『
播
州
皿
屋
敷
』
鉄
山
館
の
段
で
あ
る
（
八
月
二
日
付
け
郵
便
報
知
新
聞
、
前
掲
）。
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）

に
大
阪
・
梅
の
席
で
お
こ
な
わ
れ
た
興
行
も
、「
竹
本
段
⽟
、
同
三
吉
の
一
坐
」
と
あ
る
の
で
娘
義
太
夫
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
（
一
月
二
四
日
付
け
大
阪
新
聞
、
前
掲
）。
ま
た
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）、
東
京
・
東
華
楼
に
お
け
る
吉
田
国
之
助

の
興
行
は
、「
竹
本
清
花
連
中
」
の
浄
瑠
璃
で
「『
太
功
記
』
の
押
通
し
」
を
上
演
す
る
予
定
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
（
二
月
一
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日
付
け
読
売
新
聞
、
前
掲
）。
さ
ら
に
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
に
東
京
・
両
国
回
向
院
で
西
川
伊
三
郎
門
下
が
お
こ
な

う
興
行
は
、「
娘
義
太
夫
連
中
及
び
大
坂
初
登
り
数
名
を
加
へ
」
た
も
の
で
あ
っ
た
（
一
〇
月
一
三
日
付
け
万
朝
報
、前
掲
）。

と
こ
ろ
で
明
治
三
〇
年
四
月
一
五
日
の
興
行
に
お
い
て
は
、
人
形
が
主
で
浄
瑠
璃
は
従
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
第
二

章
）。
し
か
し
人
形
と
浄
瑠
璃
の
関
係
は
興
行
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
だ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
明
治
二
二
年

（
一
八
八
九
）
の
宇
都
宮
で
の
興
行
は
「
吉
田
国
之
助
一
連
の
人
形
と
、
竹
本
染
子
、
鶴
沢
花
八
連
の
浄
瑠
璃
合
併
の
一
座
」

（
九
月
一
五
日
付
け
下
野
新
聞
、
前
掲
）
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
い
わ
ゆ
る
二
枚
看
板
で
、
人
形
と
浄
瑠
璃
は
ど
ち
ら
が

主
あ
る
い
は
従
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
い
わ
ば
ど
ち
ら
も
主
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
浄
瑠
璃
が
主
体
と
な
る
一
座
に
人
形

が
加
わ
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
全
て
娘
義
太
夫
に
よ
る
興
行
で
あ
っ
た
が
、
後
で
改
め
て
取
り
上
げ
る
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
東
京
・
麻
布
娯

楽
館
で
の
興
行
は
「
床
の
麓
太
夫
」
と
あ
り
、
太
夫
は
男
性
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
六
月
一
〇
日
付
け
東
京
朝
日
新
聞
）。

し
た
が
っ
て
男
性
の
太
夫
と
組
ん
で
興
行
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
付
言
す
れ
ば
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
四
月

一
五
日
の
興
行
に
お
い
て
は
、
人
形
遣
い
に
も
男
性
が
混
じ
っ
て
い
た
（
第
二
章
）。
娘
大
人
形
と
い
っ
て
も
、
必
ず
し
も

女
性
だ
け
で
興
行
を
お
こ
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
実
際
の
と
こ
ろ
、
娘
大
人
形
は
娘
義
太
夫
と
組
ん
で
興
行
を
お
こ
な
う
こ
と
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
新
聞
記
事
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
娘
大
人
形
の
遣
い
手
は
娘
ら
し
さ
を
強

調
し
た
化
粧
や
髪
型
、
衣
裳
で
舞
台
に
立
ち
、
そ
れ
は
中
年
の
域
に
達
し
て
か
ら
も
同
様
だ
っ
た
。
ま
た
客
の
中
に
は
、
遣

い
手
の
容
貌
が
目
当
て
の
者
が
多
く
い
た
（
明
治
一
三
年
六
月
一
五
日
付
い
ろ
は
新
聞
、
前
掲
）。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
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は
、
従
来
娘
義
太
夫
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
娘
大
人
形
は
、
娘
義
太
夫
と
共
通
す
る
土

壌
に
生
ま
れ
育
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
娘
義
太
夫
の
番
付
の
中
に
娘
大
人
形
の
遣
い
手
が
登
場
す
る

こ
と
は
、
そ
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
ろ
う
（
図
一
『
明
治
廿
六
年
改
正
新
版
・
東
京
娘
義
太
夫
見
立
番
付
』、
第
四
章
）。

こ
の
よ
う
に
、
娘
大
人
形
と
娘
義
太
夫
の
人
気
の
あ
り
よ
う
に
は
共
通
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ

と
に
着
目
す
る
と
、
東
京
以
外
で
は
ほ
と
ん
ど
女
性
の
人
形
遣
い
が
発
展
し
な
か
っ
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
娘
義

太
夫
の
人
気
が
極
め
て
高
か
っ
た
東
京
に
し
て
は
じ
め
て
娘
大
人
形
の
興
行
も
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
は
い

え
娘
大
人
形
は
、
娘
義
太
夫
ほ
ど
の
人
気
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（
第
四
章
）。

次
に
人
形
遣
い
の
演
技
・
演
出
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
娘
大
人
形
は
し
ば
し
ば
、
早
替
り
や
見
台
抜
け
・
懐
抜
け
な
ど

が
売
り
物
と
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
大
阪
・
梅
の
席
で
の
興
行
で
は
「
早
替
り
な
ど
も
致
す

と
い
ふ
」
と
さ
れ
て
お
り
（
一
月
二
四
日
付
け
大
阪
新
聞
）、
明
治
一
八
年
の
東
京
・
東
華
楼
で
の
国
之
助
の
興
行
で
は

「
早
替
り
、見
台
抜
け
、柱
抜
け
、宙
乗
等
を
す
る
と
の
事
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
二
月
一
日
付
け
読
売
新
聞
）。

こ
れ
ら
は
特
殊
演
出
で
あ
り
、
早
替
り
は
一
瞬
で
人
形
を
持
ち
替
え
る
も
の
、
見
台
抜
け
・
懐
抜
け
は
太
夫
の
見
台
や
懐

か
ら
人
形
遣
い
が
出
入
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
仕
掛
け
に
工
夫
を
こ
ら
し
た
上
で
熟
練
の
技
を
見
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
観
客
の
意
表
を
突
い
て
楽
し
ま
せ
る
。
い
わ
ゆ
る
ケ
レ
ン
と
さ
れ
、
見
た
目
本
位
の
演
出
で
演
劇
の
本
道
で
は
な

い
と
し
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
特
殊
演
出
は
、
手
軽
な
娯
楽
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
た
娘
大
人

形
に
と
っ
て
、
観
客
を
引
き
つ
け
る
た
め
の
大
事
な
要
素
の
一
つ
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

寄
席
に
お
け
る
人
形
芸
で
は
し
ば
し
ば
こ
れ
ら
の
特
殊
演
出
が
目
⽟
と
さ
れ
て
き
た
。
名
人
と
し
て
知
ら
れ
た
吉
田
国
五
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郎
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
寄
席
に
出
演
し
た
際
の
ビ
ラ
に
は
「
早
か
わ
り
」
と
い
う
文
言
が
み
え
る
（
図
四
）。
広
川
清

は
、「
西
川
組
の
助
な
ど
云
ふ
女
の
人
形
遣
ひ
の
華
麗
な
…
刷
も
の
」（
広
川
一
九
六
三
、一
二
五
頁
）
を
手
に
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
と
い
う
。
娘
大
人
形
に
つ
い
て
も
国
五
郎
と
同
様
の
寄
席
興
行
ビ
ラ
が
作
成
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
寄
席
に
関
し
て
、
有
力
演
者
や
人
気
演
者
を
集
め
た
「
揃
い
」
と
い
う
刷
り
物
が
残
さ
れ
て
い
る
（
図
五
）
が
、
そ

れ
に
は
組
之
助
（「
西
川
組
之
輔
」）
も
登
場
し
て
い
る
。
組
之
助
が
当
時
の
寄
席
の
世
界
の
中
で
そ
れ
な
り
の
位
置
に
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
そ
こ
に
「
娘
大
人
形
、
早
か
わ
り
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
早
替
り
が
組
之
助
の

代
名
詞
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
も
の
だ

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
明
治
三
二
年

（
一
八
九
九
）
一
〇
月
一
二
日
付
け
朝
日
新
聞

の
記
事
（
前
掲
）
に
お
い
て
「
手
摺
の
上
の
早

替
り
よ
り
楽
屋
の
内
の
早
替
り
を
見
れ
ば
」
と

揶
揄
さ
れ
た
の
も
、
早
替
り
が
組
之
助
の
代
名

詞
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

さ
て
早
替
り
や
見
台
抜
け
・
懐
抜
け
な
ど
の

特
殊
演
出
で
あ
る
が
、
時
と
し
て
し
損
じ
て
し

ま
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
が
新
聞
に
面
白
お
か

し
く
書
き
立
て
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
ず

図 4．吉田国五郎の寄席興行ビラ（小沢愛圀 1943『世
界各国の人形劇』）。
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図 5．揃い（橘右近 1982『橘右近コレクション・寄席百年』）。上から 2段目・右から
2列目に「西川組之輔（助）」がみえる。
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明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
四
月
九
日
付
け
読
売
新
聞
に
は
、
東
京
・
盛
川
亭
で
国
之
助
が
お
こ
な
っ
た
興
行
の
「『
播
州

皿
屋
敷
』
奥
庭
」
に
お
い
て
、
見
台
抜
け
・
早
替
り
が
失
敗
に
終
わ
っ
て
無
様
な
格
好
と
な
り
、
観
客
か
ら
は
笑
い
声
が
上

が
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

本
⽯
町
三
丁
目
の
新
道
の
寄
席
盛
川
亭
へ
、
去
る
一
日
よ
り
人
形
芝
居
が
掛
り
、
二
、三
日
跡
の
ば
ん
、『
播
州
皿
屋

敷
』
奥
庭
の
狂
言
の
と
き
、
人
形
は
吉
田
国
之
助
と
い
ふ
別
品
の
新
造
が
遣
ひ
、
義
太
夫
は
鶴
沢
勘か
ん

子し

の
引
語
り
に

て
、
頓や
が

て
薄
ド
ロ
の
鳴
物
と
共
に
お
菊
の
幽
霊
が
現
は
れ
、
恨
み
の
数
々
陳の

べ
尽
し
て
消
え
失
せ
る
を
合
図
に
、
国
之

助
は
兼
ね
て
高
座
へ
穴
を
明
け
て
置
い
て
頭
か
ら
飛
び
込
み
、
早
替
り
に
て
三
平
の
人
形
を
遣
ふ
趣
向
で
、
勘
子
と
見

台
の
間
へ
飛
び
込
む
と
、
ど
う
し
た
機は
ず
み会
か
、
身
体
が
半
分
入
っ
た
限
り
で
、
胴
か
ら
下
は
倒さ
か
さ

ま
に
ニ
ヨ
ツ
キ
と

突
っ
立
て
居
て
入
ら
ぬ
ゆ
ゑ
、
見
物
は
ワ
イ
〳
〵
言
っ
て
囃
し
立
る
の
で
、
国
之
助
は
い
よ
い
よ
気
を
探
ん
で
両
足
を

バ
タ
〳
〵
踠も
が

い
て
居
る
ゆ
ゑ
、
勘
子
も
堪
り
兼
て
国
之
助
の
両
足
を
抱
へ
て
押
し
込
み
、
漸や
う

や
く
三
平
の
人
形
も
遣
ひ

終
っ
た
が
、
余
ほ
ど
を
か
し
か
っ
た
と
、
見
て
来
た
人
の
話
し
。

さ
ら
に
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
六
月
一
〇
日
付
け
東
京
朝
日
新
聞
に
は
、
西
川
浜
吉
が
懐
抜
け
を
し
よ
う
と
し
て
燭
台

を
倒
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
記
事
が
出
て
い
る
。

娘
人
形
西
川
浜は
ま
き
ち吉
が
先
夜
麻
布
娯
楽
館
で
大
ケ
レ
ン
に
『
廿
四
孝
』
を
出
し
、
床
の
麓
太
夫
の
懐ふ
と
こ
ろ中
か
ら
縫
ぐ
る
み
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狐
を
出
す
機は
ず
み会
に
燭
台
を
蹴
倒
す
。
其そ
の

火
が
太
夫
の
頭
へ
燃
え
つ
い
て
「
熱
い
〳
〵
」
の
大
騒
ぎ
は
狐
火
で
な
う
て
飛

ん
だ
怪あ
や
し

火び

。

こ
れ
ら
は
早
替
り
や
見
台
抜
け
・
懐
抜
け
を
試
み
た
演
者
が
、
不
幸
に
も
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
事
例
で
あ
る
。
演
者
に

と
っ
て
不
名
誉
な
か
た
ち
で
注
目
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
お
か
げ
で
こ
ん
に
ち
娘
大
人
形
の
演
技
の
一
端
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

娘
（
女
）
大
人
形
あ
る
い
は
娘
（
女
）
人
形
と
は
、
明
治
か
ら
大
正
前
期
に
か
け
て
寄
席
を
中
心
に
興
行
さ
れ
て
い
た
三

人
遣
い
の
人
形
芝
居
で
あ
る
。
本
格
的
な
演
劇
と
い
う
よ
り
は
、
手
軽
な
娯
楽
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
明

治
三
〇
年
に
娘
大
人
形
の
興
行
を
観
劇
し
た
坪
内
逍
遥
に
よ
れ
ば
、
入
場
料
は
廉
価
で
あ
る
も
の
の
遣
い
手
の
技
量
は
高

く
、
か
な
り
の
数
の
観
客
を
集
め
て
い
た
と
い
う
。
本
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
娘
大
人
形

に
つ
い
て
、
新
聞
や
雑
誌
の
記
事
か
ら
そ
の
実
態
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

娘
大
人
形
の
代
表
的
な
演
者
と
し
て
は
、
五
代
目
西
川
伊
三
郎
門
下
の
西
川
組
之
助
お
よ
び
西
川
錦
之
助
、
三
代
目
吉
田

国
五
郎
門
下
の
吉
田
国
之
助
が
あ
っ
た
。
新
聞
の
報
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
西
川
組
之
助
（
本
名
、
大
川
お
町
）
の
生
年

は
弘
化
三
年
（
一
八
四
七
）
ま
た
は
嘉
永
一
年
（
一
八
四
八
）、
西
川
錦
之
助
（
本
名
、
日
置
お
幸
）
の
生
年
は
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）
ま
た
は
三
年
（
一
八
七
〇
）、
吉
田
国
之
助
（
本
名
、
金
子
お
浅
）
の
生
年
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
ま
た
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は
三
年
で
あ
る
。

本
論
で
は
娘
大
人
形
興
行
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
、
読
売
新
聞
お
よ
び
東
京
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
寄
席

の
出
演
者
予
告
記
事
を
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
の
一
月
か
ら
七
月
お
よ
び
明
治
二
三
年

（
一
八
九
〇
）
九
月
か
ら
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
一
月
の
間
に
少
な
く
と
も
五
〇
〇
の
興
行
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
遺
漏
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
実
際
に
は
も
っ
と
多
く
の
娘
大
人
形
の
興
行
が
寄
席
で

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
調
査
か
ら
、
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
前
半
お
よ
び
二
三
年
後
半
か
ら
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
前
半
ま
で
は
興
行

の
頻
度
が
高
く
、
こ
の
間
は
ほ
ぼ
毎
日
い
ず
れ
か
の
寄
席
で
娘
大
人
形
の
興
行
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

中
で
も
明
治
二
〇
年
代
前
半
が
娘
大
人
形
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
明
治
三
三
年
後
半
か
ら
人
気
は
退

潮
期
を
迎
え
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
伊
三
郎
に
よ
れ
ば
、
伊
三
郎
門
下
の
第
一
世
代
は
組
之
助
お
よ
び
錦
之
助
で
あ
る
が
、
両
者
は
明
治
三
〇
年
代

ま
で
息
の
長
い
活
動
を
続
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
次
の
第
二
世
代
は
明
治
二
〇
年
代
に
独
立
を
試
み
る
も
長
続
き
せ

ず
、
結
局
は
師
匠
や
先
輩
が
組
織
す
る
座
に
加
わ
っ
て
活
動
を
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
娘
大
人
形
の
人
気
が

そ
こ
ま
で
の
広
が
り
を
持
ち
得
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
娘
大
人
形
は
義
太
夫
節
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
男
性
の
太
夫
と
も
共
演
し
て
い
る
も
の
の
、
多
く

は
娘
義
太
夫
と
組
ん
で
興
行
を
お
こ
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
娘
大
人
形
は
、
娘
ら
し
さ
を
強
調
し
た
化
粧
や
髪
型
、
衣

裳
や
、
容
貌
目
当
て
の
客
が
い
る
と
さ
れ
る
な
ど
、
娘
義
太
夫
と
の
共
通
点
が
多
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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娘
大
人
形
は
し
ば
し
ば
、
早
替
り
や
見
台
抜
け
・
懐
抜
け
な
ど
と
い
っ
た
特
殊
演
出
が
売
り
物
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら

は
観
客
の
意
表
を
突
い
て
楽
し
ま
せ
る
見
た
目
本
位
の
演
出
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
ケ
レ
ン
で
あ
る
。
手
軽
な
娯
楽
で
あ
っ
た

娘
大
人
形
に
と
っ
て
、
観
客
を
誘
引
す
る
大
事
な
要
素
の
一
つ
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

注（
1
）　

三
月
一
日
付
け
東
京
朝
日
新
聞
の
「
寄
席
案
内
」（
後
述
）
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
娘
人
形
西
川
錦
之
助
」
の
興
行
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
2
）　

同
年
一
二
月
一
四
日
付
け
の
読
売
新
聞
に
は
、「
久
し
く
休
席
し
居
た
る
西
川
組
之
助
は
来
初
席
よ
り
四
谷
金
沢
に
看
板
を
現
は
す
筈
」

（「
芸
人
消
息
」
組
之
助
の
再
勤
）
と
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
理
由
は
不
明
な
が
ら
長
期
に
わ
た
っ
て
寄
席
を
休
ん
で
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
あ
る
い
は
一
〇
月
の
事
件
が
尾
を
引
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
3
）　

明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
四
月
一
五
日
付
け
朝
日
新
聞
の
記
事
（
前
掲
）
で
西
川
錦
之
助
は
、
掛
け
持
ち
し
た
「
山
の
手
の
寄
席
」
を

人
力
車
で
回
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

（
4
）　

こ
の
時
期
に
、
東
京
府
下
の
芸
人
の
人
数
を
調
査
し
た
結
果
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
五
月
一
五
日
付

け
東
京
日
日
新
聞
の
記
事
で
は
「
操
人
形
」
は
「
男
三
一
人
、
女
二
四
人
」、
明
治
二
二
年
一
月
六
日
付
け
郵
便
報
知
新
聞
の
記
事
で
は
前
年

一
二
月
末
の
調
査
結
果
と
し
て
「
操
人
形
」
は
「
男
一
二
七
人
、
女
一
八
人
」
と
さ
れ
る
（
い
ず
れ
も
調
査
機
関
な
ど
は
記
載
な
し
）。
こ
の

二
四
人
あ
る
い
は
一
八
人
の
中
に
娘
大
人
形
の
遣
い
手
た
ち
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

参
考
文
献

小
沢
愛
圀　

一
九
四
三　
『
世
界
各
国
の
人
形
劇
』　

慶
応
出
版
社

倉
田
喜
弘
編　

一
九
八
〇
―
七　
『
明
治
の
演
芸
』
一
―
八　

国
立
劇
場

倉
田
喜
弘
編　

一
九
九
一　
『
東
京
の
人
形
浄
瑠
璃
』　

日
本
芸
術
文
化
振
興
会
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澤
井
万
七
美　

一
九
九
八　
「
近
代
東
京
の
人
形
遣
い
―
三
世
吉
田
国
五
郎
の
足
跡
そ
の
他
」、『
芸
能
史
研
究
』
一
四
一

澤
井
万
七
美　

二
〇
〇
六　
「「
東
京
文
楽
」
と
「
義
太
夫
人
形
座
」
―
四
世
吉
田
国
五
郎
と
吉
田
新
三
郎
の
足
跡
」、『
芸
能
史
研
究
』
一
七
三

橘
右
近　

一
九
八
二　
『
橘
右
近
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
寄
席
百
年
』　

小
学
館

広
川
清　

一
九
六
三　
「
吉
田
冠
十
郎
の
話
な
ど
」、『
三
つ
の
人
形
芝
居
』　

吾
妻
書
房

細
田
明
宏　

二
〇
二
〇　
「
寄
席
に
お
け
る
車
人
形
の
興
行
―
初
代
西
川
古
柳
と
吉
田
冠
十
郎
」、
八
王
子
市
教
育
委
員
会
編
『
八
王
子
車
人
形
調

査
報
告
書
』

付
記

　

本
研
究
は
帝
京
大
学
総
合
研
究
機
構
チ
ー
ム
研
究
助
成
金
お
よ
び
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費19K

00303

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
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表
一
、
寄
席
の
出
演
者
予
告
記
事
に
掲
載
さ
れ
た
娘
大
人
形
の
興
行

A
、
明
治
一
八
年
前
半

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

明治 18 年（1885）
1
上
京
橋
区
朝
日
亭

下
日
本
橋
区
高
麗
亭

品
川
・
山
ざ
き
亭

2
上
麹
町
区
万
よ
し

下

日
本
橋
区
扇
屋

3
上下

小
⽯
川
区
楽
笑
亭

神
田
区
今
新
亭

4
上下

本
郷
区
松
葉
亭

神
田
区
今
新
亭

5
上
本
所
区
⽯
か
は
亭

下

四
谷
区
喜
よ
し

6
上

京
橋
区
鶴
本
、

京
橋
区
内
山
亭

下

牛
込
区
岩
田
亭

本
所
区
都
川

西
川
小
伊
三
／
日
本
橋
区
扇
屋

7
上
日
本
橋
区
伊
勢
本

芝
区
仙
葉
亭

下
京
橋
区
朝
日
亭

本
所
区
梅
金
亭

日
本
橋
区
さ
く
ら
井
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B
、
明
治
二
三
年
か
ら
明
治
四
二
年
ま
で

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

明治 23 年（1890）
1
上
麹
町
区
山
本

四
谷
区
金
沢

芝
区
せ
ん
ば

西
川
小
伊
三
郎
／
品
川
・
佐
の
十

下
2
上下

3
上下

4
上下

5
上下

6
上下

7
上下

8
上下

9
上
深
川
区
桜
館

日
本
橋
区
久
浜
亭

下

京
橋
区
川
端
亭

芝
区
笑
福
亭

西
川
小
伊
三
郎
／
四
谷
区
金
沢

10
上
神
田
区
無
名
亭

日
本
橋
区
寿
亭

下
日
本
橋
区
大
ろ
じ

芝
区
山
崎
亭

11
上
深
川
区
寿
々
木

浅
草
区
広
本
、

本
所
区
松
本
亭

下
京
橋
区
築
地
亭

西
川
小
伊
三
郎
／
本
郷
区
喜
笑
亭

12
上
浅
草
区
寿
亭

芝
区
山
本
亭

神
田
区
大
黒
亭

下

四
谷
区
山
本
亭
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年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

明治 24 年（1891）
1
上

日
本
橋
区
寿
亭

西
川
小
伊
三
郎
／
芝
区
さ
の
十

下

深
川
区
寿
々
木

西
川
小
伊
三
郎
／
神
田
区
大
黒
亭

2
上
神
田
区
無
名
亭

神
田
区
松
枝
亭

西
川
小
伊
三
郎
／
深
川
区
桜
館

下

京
橋
区
青
柳
亭

西
川
小
伊
三
郎
／
芝
区
山
本
亭

3
上
日
本
橋
区
高
麗
亭

浅
草
区
丸
生
亭
、

浅
草
区
寿
亭

下
深
川
区
寿
々
木

本
郷
区
伊
豆
本

4
上

浅
草
区
⽯
浜
亭

下
浅
草
区
東
橋
亭

西
川
伊
呂
葉
／
日
本
橋
区
久
浜
亭

5
上

西
川
連
／
麹
町
区
万
長
亭

下

西
川
伊
呂
葉
／
本
所
区
喜
笑
亭

6
上
本
所
区
都
川
亭

浅
草
区
酒
恵
亭

西
川
伊
呂
葉
／
下
谷
区
吹
ぬ
き

下
浅
草
区
寿
亭

本
所
区
万
喜
亭

西
川
伊
呂
葉
／
神
田
区
無
名
亭

7
上
神
田
区
岩
井
亭

日
本
橋
区
寿
亭

下
下
谷
区
天
利
亭

浅
草
区
新
福
亭

西
川
小
伊
勢
／
京
橋
区
つ
る
仙

8
上
深
川
区
桜
館

神
田
区
無
名
亭

芝
区
せ
ん
ば

西
川
小
伊
勢
／
日
本
橋
区
久
浜
亭
、

西
川
小
伊
三
郎
／
芝
区
金
本

下
浅
草
区
寿
々
木

麹
町
区
万
長
亭

西
川
小
伊
勢
／
浅
草
区
寿
亭

9
上

西
川
小
伊
勢
／
小
⽯
川
区
初
音
亭
、

西
川
小
伊
三
郎
／
京
橋
区
築
地
亭

下

日
本
橋
区
寿
亭

浅
草
区
越
盛
亭

西
川
伊
呂
葉
／
芝
区
山
ざ
き

10
上
神
田
区
無
名
亭

赤
坂
区
万
年
亭

西
川
伊
呂
葉
／
深
川
区
桜
館

下
日
本
橋
区
高
麗
亭

11
上
深
川
区
蛇
の
目
亭

浅
草
区
⽯
浜
亭

神
田
区
日
本
亭

下
芝
区
小
金
井

芝
区
笑
福
亭
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年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

12
上
神
田
区
い
づ
み
亭

麹
町
区
万
長
亭

西
川
若
伊
三
／
神
田
区
今
川
亭

下

西
川
若
伊
三
／
本
郷
区
大
遊
美
亭

明治 25 年（1892）
1
上
深
川
区
寿
々
木

深
川
区
水
場

日
本
橋
区
寿
亭

む
す
め
人
形
／
品
川
・
さ
の
十

下
日
本
橋
区
高
麗
亭

千
住
町
越
盛
亭

2
上
神
田
区
無
名
亭

京
橋
区
築
地
亭

西
川
伊
呂
葉
／
深
川
区
桜
館

下

西
川
伊
呂
葉
／
本
郷
区
喜
笑
亭

3
上
芝
区
小
金
井
亭

本
郷
区
菊
坂
亭

下
谷
区
初
音
亭

西
川
伊
呂
葉
／
浅
草
区
丸
生
亭

下
深
川
区
蛇
の
目
亭

京
橋
区
川
端
亭

西
川
伊
呂
葉
／
深
川
区
三
づ
ば
亭

4
上

西
川
若
伊
三
／
本
所
区
改
良
亭
、

西
川
伊
呂
葉
／
浅
草
区
新
福
亭

下
浅
草
区
寿
亭

西
川
若
伊
三
／
本
所
区
都
川
亭
、

西
川
伊
呂
葉
／
芝
区
千
代
亭

5
上
麻
布
区
麻
布
亭

日
本
橋
区
久
浜
亭

西
川
若
伊
三
／
深
川
区
桜
館
、

西
川
伊
呂
葉
／
芝
区
伊
皿
子
亭

下
日
本
橋
区
大
ろ
じ

品
川
・
さ
の
十

西
川
若
伊
三
／
深
川
区
八
名
川
亭
、

西
川
伊
呂
葉
／
京
橋
区
祇
園
亭

6
上
下
谷
区
吹
抜
亭

芝
区
仙
波
亭

西
川
若
伊
三
／
京
橋
区
青
柳
亭
、

西
川
伊
呂
葉
／
浅
草
区
酒
恵
亭

下
赤
坂
区
万
年
亭

四
谷
区
山
本
亭

西
川
伊
呂
葉
／
深
川
区
寿
々
木

7
上

日
本
橋
区
寿
亭

西
川
若
伊
三
／
芝
区
千
代
亭
、

西
川
伊
呂
葉
／
深
川
区
桜
館

下
下
谷
区
天
利
亭

本
所
区
万
歳
亭

8
上
京
橋
区
祇
園
亭

麻
布
区
福
島
亭

西
川
若
伊
三
／
品
川
・
山
ざ
き
、

西
川
伊
呂
葉
／
麹
町
区
万
長
亭
、

吉
田
金
之
助
／
芝
区
金
本

下
浅
草
区
新
福
亭

芝
区
仙
波

深
川
区
八
名
川
亭
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年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

9
上
芝
区
千
代
亭

日
本
橋
区
久
浜
亭

本
所
区
改
良
亭

西
川
伊
呂
葉
／
本
郷
区
伊
豆
本

下
深
川
区
寿
々
喜

千
住
町
越
盛
亭

西
川
伊
呂
葉
／
京
橋
区
川
端
亭

10
上
日
本
橋
区
大
ろ
じ

神
田
区
今
川
亭

芝
区
笑
福
亭

下
芝
区
小
金
井

神
田
区
大
々
亭

11
上
麻
布
区
麻
布
亭

四
谷
区
山
本
亭

日
本
橋
区
⽯
三
亭

下
芝
区
栄
寿
亭

日
本
橋
区
寿
亭

京
橋
区
松
川
亭

12
上
神
田
区
無
名
亭

深
川
区
蛇
の
目
亭

京
橋
区
築
地
亭

下

下
谷
区
喜
鶴
亭

明治 26 年（1893）
1
上
深
川
区
常
磐
亭

麻
布
区
麻
布
亭

日
本
橋
区
寿
亭

下

京
橋
区
青
柳

2
上
日
本
橋
区
大
ろ
じ

浅
草
区
八
幡
亭

神
田
区
大
々
亭

下
本
郷
区
喜
笑
亭

神
田
区
今
川
亭

3
上
麹
町
区
万
長
亭

芝
区
笑
福
亭

下
浅
草
区
酒
恵
亭

4
上

日
本
橋
区
久
浜
亭

下
麻
布
区
麻
布
亭

5
上
赤
坂
区
万
年
亭

日
本
橋
区
寿
亭

下
日
本
橋
区
高
麗
亭

6
上
芝
区
小
金
井

下
本
郷
区
伊
豆
本

浅
草
区
長
⽟
亭

7
上

本
所
区
緑
亭

下
京
橋
区
祇
園
亭

四
谷
区
山
本
亭

日
本
橋
区
寿
亭

8
上
浅
草
区
新
福
亭

芝
区
笑
福
亭

下
神
田
区
岩
井
亭

京
橋
区
築
地
亭

神
田
区
大
々
亭



37　明治期の東京における「娘大人形」について

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

9
上
芝
区
愛
宕
亭

下
神
田
区
無
名
亭

10
上
深
川
区
常
磐
亭

下
日
本
橋
区
高
麗
亭

11
上下

芝
区
小
金
井

12
上
麹
町
区
万
長
亭

神
田
区
無
名
亭

下
芝
区
小
金
井
亭

明治 27 年（1894）
1
上
日
本
橋
区
大
ろ
じ

日
本
橋
区
寿
亭

下

本
郷
区
菊
岡
亭

芝
区
笑
福
亭

2
上
神
田
区
日
本
亭

神
田
区
大
々
亭

下
神
田
区
日
本
亭

四
谷
区
金
沢

3
上
浅
草
区
酒
恵
亭

芝
区
仙
波
亭

下
深
川
区
常
磐
亭

芝
区
千
代
本

4
上

京
橋
区
築
地
亭

芝
区
八
方
亭

下

神
田
区
小
川
亭

麻
布
区
麻
布
亭

5
上
京
橋
区
祇
園
亭

日
本
橋
区
寿
亭

深
川
区
三
ツ
木

下
神
田
区
無
名
亭

6
上
日
本
橋
区
高
麗
亭

京
橋
区
築
地
亭

赤
坂
区
琴
吹
亭

下
牛
込
区
和
良
店
亭

深
川
区
蔦
本

本
所
区
都
川
亭

7
上
神
田
区
日
本
亭

麹
町
区
万
長
亭

下
谷
区
天
利
亭

下
神
田
区
日
本
亭

芝
区
八
方
亭

8
上
神
田
区
市
場
亭

下
芝
区
七
福
亭



明治期の東京における「娘大人形」について　38

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

9
上
深
川
区
三
ツ
木

日
本
橋
区
寿
亭

下
神
田
区
小
松
亭

小
⽯
川
区
林
亭

10
上
日
本
橋
区
高
麗
亭

本
郷
区
喜
笑
亭

下
京
橋
区
祇
園
亭

11
上
芝
区
三
光
亭

芝
区
八
方
亭

下

芝
区
七
福
亭

12
上
浅
草
区
中
村
亭

芝
区
七
福
亭

下

明治 28 年（1895）
1
上
芝
区
七
福
亭

日
本
橋
区
寿
亭

下
神
田
区
市
場
亭

日
本
橋
区
寿
亭

2
上
神
田
区
日
本
亭

日
本
橋
区
高
麗
亭

下
神
田
区
日
本
亭

3
上

京
橋
区
松
柳
亭

芝
区
八
方
亭

下
下
谷
区
大
金
亭

本
所
区
改
良
亭

4
上
品
川
・
品
川
亭

四
谷
区
金
沢
亭

下
麻
布
区
麻
布
亭

四
谷
区
金
沢
亭
、

品
川
・
芳
十

5
上
京
橋
区
祇
園
亭

神
田
区
松
枝
亭

本
郷
区
喜
笑
亭
、

京
橋
区
祇
園
亭

下

京
橋
区
松
柳
亭

娘
大
人
形
一
座
／
赤
坂
区
琴
吹
亭

6
上

麹
町
区
万
長
亭

下
谷
区
天
利
亭

下
京
橋
区
松
柳
亭

赤
坂
区
万
年
亭

7
上
芝
区
新
金
沢

日
本
橋
区
寿
亭

下
芝
区
新
金
沢
、

深
川
区
常
磐
亭

神
田
区
岩
井
亭

日
本
橋
区
寿
亭



39　明治期の東京における「娘大人形」について

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

8
上
本
所
区
都
川
亭

下

四
谷
区
金
沢
亭

娘
大
人
形
一
座
／
赤
坂
区
琴
吹
亭

9
上
神
田
区
日
本
亭

芝
区
新
金
沢

下
芝
区
小
金
井

神
田
区
大
々
亭

10
上
神
田
区
小
松
亭

京
橋
区
松
柳
亭

下
本
所
区
都
川
亭

四
谷
区
金
沢
亭

芝
区
八
方
亭

11
上
神
田
区
松
本
亭

京
橋
区
新
富
亭

下

浅
草
区
金
生
亭
、

深
川
区
常
磐
亭

12
上下

明治 29 年（1896）
1
上
麹
町
区
万
長
亭

新
宿
・
堀
江
亭

日
本
橋
区
寿
亭

下

品
川
・
新
七
福
亭

2
上
神
田
区
日
本
亭

下
谷
区
鈴
木
亭

下
神
田
区
小
松
亭

京
橋
区
祇
園
亭

3
上

品
川
・
新
七
福
亭

下
四
谷
区
金
沢
亭

麻
布
区
麻
布
亭

4
上
芝
区
三
光
亭

下
神
田
区
日
本
亭

5
上
本
所
区
都
川
亭

下
浅
草
区
金
生
亭

神
田
区
神
田
亭

6
上
浅
草
区
新
福
亭

下

麹
町
区
万
長
亭

7
上

日
本
橋
区
寿
亭

下
深
川
区
常
磐
亭

神
田
区
神
田
亭

日
本
橋
区
寿
亭



明治期の東京における「娘大人形」について　40

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

8
上
本
所
区
都
川
亭

浅
草
区
中
村
亭

下
神
田
区
日
本
亭

9
上

麹
町
区
万
長
亭

下
京
橋
区
祇
園
亭

新
宿
・
堀
江
亭

神
田
区
大
々
亭

10
上
芝
区
三
光
亭

赤
坂
区
琴
吹
亭

麹
町
区
ふ
じ
本

下
下
谷
区
鈴
木
亭

浅
草
区
万
千
亭

西
川
伊
三
子
／
小
⽯
川
区
長
久
亭

11
上
神
田
区
松
本
亭

神
田
区
岩
井
亭

浅
草
区
中
村
亭

下
小
⽯
川
区
林
亭

神
田
区
小
松
亭

京
橋
区
松
柳
亭

12
上

京
橋
区
青
柳
亭

本
所
区
米
本

下

神
田
区
小
川
亭

明治 30 年（1897）
1
上
四
谷
区
金
沢
亭

新
宿
・
堀
江
亭

下
神
田
区
松
本
亭

京
橋
区
新
富
亭

芝
区
七
福
亭

小
鶴
・
伊
三
子
／
神
田
区
岩
井
亭

2
上
神
田
区
松
本
亭

京
橋
区
新
富
亭

芝
区
七
福
亭

下
神
田
区
松
本
亭

神
田
区
和
泉
亭

3
上
神
田
区
日
本
亭

四
谷
区
金
沢
亭

麻
布
区
仙
葉
亭

下
京
橋
区
朝
田
亭

本
所
区
緑
亭

紋
勝
・
小
鶴
・
伊
佐
子
／
新
宿
・
堀
江
亭

4
上
芝
区
小
金
井

京
橋
区
青
柳
亭

下
芝
区
栄
寿
亭

5
上

小
⽯
川
区
目
白
亭

下
浅
草
区
新
福
亭

下
谷
区
竹
の
内

6
上
下
谷
区
鈴
木
亭

下
神
田
区
和
泉
亭

四
谷
区
堀
江
亭

7
上

浅
草
区
万
千
亭

下



41　明治期の東京における「娘大人形」について

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

8
上
四
谷
区
金
沢
亭

麹
町
区
万
長
亭

芝
区
栄
寿
亭
、

四
谷
区
金
沢
亭

下
深
川
区
常
磐
亭

芝
区
春
日
亭

9
上

京
橋
区
新
富
亭

下

本
郷
区
菊
坂
亭

10
上
京
橋
区
祇
園
亭

下
小
⽯
川
区
初
音
亭

京
橋
区
青
柳
亭

11
上
神
田
区
和
泉
亭

赤
坂
区
二
山
亭

下
浅
草
区
寺
島

四
谷
区
金
沢
亭

12
上
麻
布
区
仙
波
亭

芝
区
仙
葉
亭

下

明治 31 年（1898）
1
上

赤
坂
区
二
山
亭

京
橋
区
新
富
亭
、

品
川
・
新
七
福
亭

西
川
伊
三
子
／
新
宿
・
堀
江
亭

下
下
谷
区
鈴
木
亭

芝
区
七
福
亭

2
上
京
橋
区
青
柳
亭

京
橋
区
青
柳
亭

下
神
田
区
日
本
亭

3
上下

本
所
区
米
本

浅
草
区
金
生
亭

4
上
本
郷
区
喜
笑
亭

下

新
宿
・
堀
江
亭

5
上
京
橋
区
祇
園
亭

新
宿
・
柏
亭

下
千
住
・
越
盛
亭

6
上

下
谷
区
竹
の
内

下

京
橋
区
新
富
亭

四
谷
区
金
沢
亭

7
上下

小
⽯
川
区
初
音
亭

本
所
区
米
本



明治期の東京における「娘大人形」について　42

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

8
上
神
田
区
和
泉
亭

赤
坂
区
万
年
亭

麻
布
区
麻
布
亭

下
深
川
区
鹿
長
亭

本
所
区
寺
島
亭

9
上
京
橋
区
青
柳
亭

下

芝
区
川
升
亭

10
上

赤
坂
区
三
楽
亭

下
赤
坂
区
二
山
亭

牛
込
区
⽯
本
亭

11
上

神
田
区
小
松
亭

下

京
橋
区
青
柳
亭

12
上下

新
宿
・
柏
亭

品
川
・
芳
十

明治 32 年（1899）
1
上
四
谷
区
金
沢
亭

京
橋
区
青
柳
亭

下
下
谷
区
鈴
木
亭

赤
坂
区
琴
吹
亭

2
上
赤
坂
区
二
山
亭

本
郷
区
喜
笑
亭

下
3
上
赤
坂
区
二
山
亭

下

四
谷
区
金
沢
亭

4
上
京
橋
区
青
柳
亭

下
深
川
区
鹿
長
亭

下
谷
区
竹
の
内

5
上
麹
町
区
万
長
亭

京
橋
区
新
富
亭

下

京
橋
区
青
柳
亭

6
上
京
橋
区
金
堀
亭

下

新
宿
・
堀
江
亭

神
田
区
和
泉
亭
、

神
田
区
日
本
亭

7
上

本
所
区
金
幸
亭

下
麹
町
区
都
亭

赤
坂
区
東
亭



43　明治期の東京における「娘大人形」について

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

8
上
本
郷
区
喜
笑
亭

芝
区
新
金
沢

下
赤
坂
区
万
年
亭

9
上

下
谷
区
吹
抜
亭

下

小
⽯
川
区
目
白
亭

10
上

麹
町
区
万
長
亭

下

京
橋
区
青
柳
亭

11
上

神
田
区
和
泉
亭

下

四
谷
区
金
沢
亭

12
上下

明治 33 年（1900）
1
上
四
谷
区
金
沢
亭

新
宿
・
柏
亭

新
宿
・
梅
ヶ
枝
亭

下
2
上
深
川
区
林
亭

下
赤
坂
区
二
山
亭

3
上
赤
坂
区
二
山
亭

芝
区
伊
皿
子
亭

千
住
・
越
盛
亭

下
品
川
・
芳
十

麹
町
区
万
長
亭

浅
草
区
金
龍
亭

4
上
本
所
区
米
本

四
谷
区
金
沢
亭

下

赤
坂
区
三
楽
亭

神
田
区
大
々
亭

5
上下

浅
草
区
金
龍
亭

赤
坂
区
二
山
亭

6
上下

芝
区
新
金
沢

7
上

神
田
区
白
梅
亭

下

芝
区
小
金
井
亭



明治期の東京における「娘大人形」について　44

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

8
上下

9
上

日
本
橋
区
大
ろ
じ
亭

下

赤
坂
区
喜
よ
し

10
上

牛
込
区
⽯
本
亭

下
11
上下

横
浜
・
新
富
亭

12
上下

明治 34 年（1901）
1
上下

本
所
区
金
花
亭

2
上下

3
上下

4
上

本
所
区
金
花
亭

下
5
上下

6
上下

赤
坂
区
青
山
亭

7
上

王
子
・
寿
亭

下



45　明治期の東京における「娘大人形」について

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

8
上

麻
布
区
仙
波
亭

下
9
上

西
川
浜
吉
／
麻
布
区
広
尾
亭

下

浅
草
区
長
寿
亭

西
川
浜
吉
／
八
王
子
・
王
子
◆
亭

10
上下

小
⽯
川
区
目
白
亭

11
上

本
郷
区
五
大
力
亭

下

千
住
・
高
島
亭

12
上下

明治 35 年（1902）
1
上

本
所
区
金
花
亭

下
2
上下

3
上下

4
上下

5
上下

6
上下

7
上下



明治期の東京における「娘大人形」について　46

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

8
上下

9
上下

10
上下

11
上下

12
上下

明治 36 年（1903）
1
上下

2
上下

3
上下

4
上下

5
上下

6
上下

7
上下



47　明治期の東京における「娘大人形」について

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

8
上下

9
上下

10
上下

11
上下

12
上下

明治 37 年（1904）
1
上下

2
上下

3
上下

4
上下

5
上下

6
上下

7
上下



明治期の東京における「娘大人形」について　48

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

8
上下

9
上下

10
上下

11
上下

12
上下

明治 38 年（1905）
1
上下

2
上下

3
上下

4
上下

5
上下

6
上下

7
上下



49　明治期の東京における「娘大人形」について

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

8
上下

9
上下

10
上下

11
上

芝
区
七
福
亭

下
12
上下

明治 39 年（1906）
1
上下

2
上下

3
上

西
川
浜
吉
／
芝
区
伊
皿
子
亭

下
4
上

西
川
浜
吉
／
本
所
区
上
万
亭

下
5
上下

6
上下

7
上下



明治期の東京における「娘大人形」について　50

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

8
上下

9
上下

10
上下

11
上下

12
上

赤
坂
区
松
栄
亭

下

明治 40 年（1907）
1
上

西
川
浜
吉
／
千
葉
・
堀
川
亭

下

西
川
浜
吉
／
芝
区
新
い
さ
ら
ご
亭

2
上下

3
上下

4
上下

5
上下

6
上

西
川
浜
吉
／
日
本
橋
区
豊
久
亭

下
7
上下



51　明治期の東京における「娘大人形」について

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

8
上下

9
上下

10
上下

11
上下

12
上下

明治 41 年（1908）
1
上下

2
上下

3
上下

4
上下

5
上下

6
上下

7
上下



明治期の東京における「娘大人形」について　52

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

8
上下

9
上下

10
上下

11
上下

12
上

西
川
浜
吉
／
赤
坂
区
綾
女
亭

下

明治 42 年（1909）
1
上下

2
上下

3
上

西
川
浜
吉
・
西
川
新
太
郎
／
麻
布
区
広
尾
亭

下
4
上下

西
川
浜
吉
／
赤
坂
区
綾
女
亭

5
上下

6
上下

7
上下



53　明治期の東京における「娘大人形」について

年

月

西
川
組
之
助

吉
田
国
之
助

西
川
錦
之
助

そ
の
他

8
上下

9
上下

10
上下

11
上下

12
上下


