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一

﹃
歴
世
女
装
考
﹄
刊
行
に
関
わ
る
謎

江
戸
深
川
の
木
場
で
質
商
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
山
東
京
山
︵
一
七
六
九

～
一
八
五
八
︶
は
︑
著
名
な
戯
作
者
京
伝
を
兄
に
持
ち
︑
彼
自
身
も
長
く
戯
作

の
世
界
で
活
躍
を
続
け
た
︒
江
戸
戯
作
界
に
お
け
る
重
要
な
作
者
の
一
人
で
あ

る
︒さ

て
︑
京
山
は
︑﹃
歴
世
女
装
考
﹄
前
編
︵
四
巻
四
冊
︶
と
い
う
考
証
随
筆

も
編
纂
し
て
い
る
︒
同
書
は
︑
弘
化
四
年
︵
一
八
四
七
︶
に
成
り
︑
女
装
に
関

す
る
起
源
・
種
類
・
名
称
の
由
来
・
変
遷
を
︑
遺
品
・
文
献
・
古
画
に
基
づ
き

な
が
ら
考
証
す
る
︒
現
在
︑
翻
刻
が
日
本
随
筆
大
成
等
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の

で
︑
容
易
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒
当
時
の
女
性
の
風
俗
・
慣
習
等
を
知
る
上

で
は
︑
必
読
文
献
と
い
え
る
︒

実
は
︑﹃
歴
世
女
装
考
﹄
刊
行
に
関
わ
っ
て
は
︑
い
く
つ
も
の
謎
が
あ
る
︒

具
体
的
に
示
せ
ば
︑
ま
ず
︑

�

京
山
著
作
の
広
告
に
お
い
て
︑
繰
り
返
し
近
刻
と
さ
れ
な
が
ら
も
︑
な

か
な
か
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
︒

京
山
は
︑
弘
化
四
年
か
ら
二
十
八
年
前
の
文
政
二
年
︵
一
八
一
九
︶
に
︑
狂
歌

師
の
鹿
津
部
真
顔
に
賛
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
︑
女
性
の
装
い
に

関
す
る
考
証
を
開
始
す
る
も
の
の
︑
三
度
の
火
災
に
遭
い
︑
収
集
し
た
資
料
の

多
く
を
失
う
︒
刊
行
の
遅
延
に
こ
の
被
災
が
影
響
し
て
い
る
と
い
う
推
測
は
可

能
だ
が
︑
そ
れ
以
外
の
理
由
は
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒

�

菅
原
裕
之
の
序
と
京
山
の
附
言
が
弘
化
四
年
の
も
の
で
︑
巻
末
に
も

﹁
弘
化
四
年
丁
仲
秋
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
現
在
︑
諸
本
の
中
に
同
年

刊
と
確
定
で
き
る
も
の
が
見
出
せ
な
い
︒

弘
化
四
年
刊
の
京
山
﹃
教
草
女
房
形
気
﹄
に
も
︑
口
上
と
し
て
﹁
京
山
作
に
て

歴
世
女
装
考
と
申
す
美
濃
紙
本
︑
四
冊
出
板
仕
候
︒
⁝
⁝
女
中
は
こ
と
さ
ら
読

山
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万
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み
見
給
ふ
べ
き
本
也
︒
右
い
づ
れ
の
本
屋
に
も
あ
り
﹂
と
あ
る
が
︑
安
政
二
年

︵
一
八
五
五
︶
版
よ
り
も
先
行
す
る
版
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
︒

�

後
編
の
予
定
が
あ
っ
た
こ
と
は
︑
前
編
に
見
え
る
記
述
か
ら
う
か
が
え

る
も
の
の
︑
刊
行
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
︒

な
ぜ
後
編
が
刊
行
を
み
な
か
っ
た
の
か
︑
こ
の
経
緯
も
わ
か
な
い
︒
そ
し
て
︑

最
も
気
に
な
る
の
は
︑
安
政
二
年
刊
の
京
山
﹃
琴
声
美
人
録
﹄
十
二
編
中
の
序

文
に
よ
れ
ば
︑
京
山
の
友
人
の
言
葉
と
し
て
︑﹁
か
ね
て
き
ゝ
た
る
︑
女
装
考

は
某
の
翁
が
ち
か
ら
を
そ
へ
て
梓
行
に
か
ゝ
り
し
と
き
ゝ
ぬ
﹂
と
あ
る
が
︑

�

｢某
の
翁
﹂
が
誰
だ
っ
た
の
か
︒

こ
れ
ま
た
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
京
山
が
︑
長
い
時
間
を
か
け
て
編
集
・
刊
行
し
た
﹃
歴
世
女
装

考
﹄
は
︑
い
く
つ
も
の
謎
を
含
ん
だ
書
な
の
で
あ
る
︒
今
回
︑﹁
某
の
翁
﹂
を

ま
ず
特
定
し
︑
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
﹃
歴
世
女
装
考
﹄
に
絡
む
謎
を
解
き
明
か

し
な
が
ら
︑
同
書
に
関
す
る
認
識
を
深
め
︑
か
つ
当
時
に
お
け
る
出
版
状
況
に

つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
︒

二

京
山
書
簡
三
通

こ
こ
で
︑
明
治
期
刊
行
の
﹃
手
紙
雑
誌
﹄
に
注
目
す
る
︒﹃
手
紙
雑
誌
﹄
は
︑

明
治
三
十
七
年
︵
一
九
〇
四
︶
三
月
創
刊
︑
同
四
十
三
年
十
月
終
刊
︑
全
九
巻

六
十
五
号
︑
全
頁
数
四
千
強
︑
当
時
お
よ
び
江
戸
時
代
の
書
簡
と
そ
れ
ら
の
書

簡
に
関
連
す
る
論
考
を
多
数
収
録
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
国
立
国
会
図
書
館
・
大
阪
府
立
図
書
館
等
に
も
全
冊
が
揃
っ
て
お

ら
ず
︑
昭
和
六
十
二
年
に
︑
ゆ
ま
に
書
房
か
ら
︑
﹃
名
家
書
簡
資
料
集
﹄
全
十

巻
と
し
て
改
め
て
出
版
さ
れ
る
が
︑
﹁
本
書
は
︑﹃
手
紙
雑
誌
﹄︵
明
治
三
十
七

年
～
同
四
十
三
年
︑
有
楽
社
︑
後
に
手
紙
雑
誌
社
︶
よ
り
︑
書
簡
及
び
書
に
関

す
る
資
料
を
抄
出
し
編
集
し
た
も
の
﹂
な
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
収
録
さ

れ
て
い
な
い
部
分
が
あ
る
︒

幸
い
︑
愛
知
県
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
に
全
冊
揃
っ
た
状
態
で
所
蔵
さ
れ
い
て
い

る
︒
よ
っ
て
︑
今
回
は
岩
瀬
文
庫
所
蔵
本
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
︒

﹃
手
紙
雑
誌
﹄
第
二
巻
第
一
号
に
︑
次
の
よ
う
な
京
山
書
簡
を
写
真
付
で
翻

刻
し
掲
載
す
る
︒

尊
墨
奉
拝
見
候
︒
愈
々
御
光
賀
被
為
在
奉
寿
候
︒
陳
ば
拙
作
蛛
の
糸
巻
︑

先
日
松
平
周
防
守
様
御
聞
伝
へ
被
遊
候
と
て
︑
千
葉
葛
野
と
申
す
歌
よ
み

︵
周
防
候
よ
り
御
出
入
私
学
友
︶
を
以
︑
被
仰
越
候
間
︑
入
御
覧
し
も
︑

は
や
御
下
り
に
も
相
成
候
や
と
葛
野
へ
︵
銀
座
四
丁
目
也
︶
取
に
遣
し
候

処
︑
御
定
り
に
相
成
候
と
の
御
事
ゆ
ゑ
︑
い
ま
だ
返
り
不
申
候
様
申
越
候
︒

御
返
し
に
相
成
候
や
う
御
さ
い
そ
く
の
上
︑
下
り
次
第
︑
も
た
せ
さ
し
上

可
申
候
︒
兼
て
御
約
束
の
女
装
考
草
稿
本
は
︑
鍋
島
様
よ
り
帰
り
居
候
へ

ど
も
︑
不
遠
板
本
の
初
穂
を
入
御
覧
申
候
ま
ゝ
︑
蛛
の
糸
巻
名
代
に
も
と

存
候
へ
共
︑
さ
し
上
不
申
候
︒
女
装
考
追
々
板
本
の
校
合
見
せ
に
参
り
申

山
東
京
山
と
万
屋
和
助

一
七
九



候
︒
其
度
々
に
は
深
川
の
方
を
ふ
し
を
が
み
申
候
︒
此
事
い
つ
は
り
に
候

は
ゞ
八
幡
宮
御
ば
つ
蒙
る
べ
し
︒
あ
な
か
し
こ
︒
謹
言
︒

三
月
二
十
五
日

こ
の
書
簡
の
記
述
︑
特
に
﹁
女
装
考
追
々
板
本
の
校
合
見
せ
に
参
り
申
候
︒
其

度
々
に
は
深
川
の
方
を
ふ
し
を
が
み
申
候
︒
此
事
い
つ
は
り
に
候
は
ゞ
八
幡
宮

御
ば
つ
蒙
る
べ
し
﹂
は
重
要
で
あ
る
︒﹃
歴
世
女
装
考
﹄
の
支
援
者
が
︑
深
川

に
い
た
こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
人
物
に
対
し
て
京
山
は
非
常
に
感
謝
の
念
を
抱
い

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

そ
し
て
︑
右
の
書
簡
に
つ
い
て
は
︑
次
の
よ
う
な
解
説
も
加
え
て
い
た
︒

⁝
⁝
今
こ
の
書
に
よ
り
て
察
す
る
に
︑
そ
の
著
﹁
女
装
考
﹂
を
出
す
に
当

り
て
︑
深
川
木
場
万
和
翁
の
尽
力
を
受
け
し
か
ば
︑
京
山
之
れ
を
徳
と
し

て
﹁
深
川
の
方
を
ふ
し
を
が
む
﹂
ま
で
に
有
難
か
り
し
も
の
と
見
え
た
り
︒

⁝
⁝

す
な
わ
ち
︑﹃
歴
世
女
装
考
﹄
の
謎
の
支
援
者
を
﹁
深
川
木
場
万
和
翁
﹂
と
説

明
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
残
念
な
が
ら
︑
そ
の
根
拠
が
提
示
さ
れ
て
い

な
い
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
段
階
で
は
︑
そ
の
指
摘
の
正
否
が
確
定
で
き
な
い
︒

で
は
︑﹁
深
川
木
場
万
和
翁
﹂
と
は
︑
誰
な
の
か
︒
か
つ
て
︑
森
鷗
外
﹃
寿

阿
弥
の
手
紙
﹄︵
岩
波
書
店
﹃
鷗
外
歴
史
文
学
集
第
四
巻
﹄︑
二
〇
〇
一
年
刊
︶

を
読
ん
だ
折
に
﹁
万
和
﹂
の
名
を
見
た
こ
と
を
思
い
出
し
︑
改
め
て
確
認
し
た

と
こ
ろ
︑﹁
万
和
﹂
に
関
す
る
記
述
が
見
出
せ
た
︒

今
の
老
人
の
細
君
は
木
場
の
万
和
の
女
で
す
︒
里
親
の
万
屋
和
助
な
ん
ぞ

も
︑
維
新
前
の
金
持
の
番
附
に
は
幕
の
内
に
這
入
つ
て
ゐ
ま
し
た
︒

﹁
万
和
﹂
は
︑﹁
万
屋
和
助
﹂
を
略
し
た
言
い
方
と
判
明
す
る
︒

﹃
手
紙
雑
誌
﹄
に
は
︑
先
に
あ
げ
た
書
簡
に
続
け
て
︑
次
の
よ
う
な
書
簡
も

掲
載
す
る
︒

愈
以
筆
硯
万
福
奉
祥
賀
候
︒
過
日
者
木
場
翁
の
御
恩
恵
之
程
︑
先
生
迄
御

礼
申
上
度
︑
且
亦
御
風
聴
か
た
〴
〵
参
上
い
た
し
︑
ゆ
る
〳
〵
拝
晤
難
有

奉
存
候
︒
其
節
御
語
ら
ひ
申
上
候
青
目
一
籠
も
た
せ
さ
し
上
申
候
︒
何
卒

御
一
筆
添
へ
ら
れ
︑
此
者
へ
被
仰
付
︑
老
君
へ
奉
り
度
候
︒
御
精
進
日
を

の
ぞ
き
候
ゆ
ゑ
︑
延
引
に
お
よ
び
候
︒
千
ひ
ろ
の
海
の
深
き
御
恵
を
︑
あ

り
が
た
く
奉
存
候
︒
心
の
底
を
磯
物
の
蜆
貝
︑
一
と
す
く
ひ
に
御
く
み
わ

け
奉
希
候
︑
謹
言
︒

卯
月
十
五
日

当
賀

京
山

交
山
先
生

尚
々
翁
君
よ
り
被
命
候
画
帖
三
枚
御
届
可
被
下
候
︒
尊
堂
諸
君
へ
よ
ろ

し
く
奉
願
候
︒
軽
少
な
が
ら
一
種
先
生
へ
呈
し
候
︒
御
笑
留
可
被
下
候
︒

万
々
奉
期
拝
顔
候
︒

宛
先
の
交
山
は
︑
画
家
の
松
本
交
山
︵
一
七
八
四
～
一
八
六
六
︶
で
あ
る
︒
交

山
は
︑
も
と
も
と
深
川
八
幡
境
内
の
茶
屋
松
本
の
主
人
で
あ
っ
た
が
︑
店
は
弟

山
東
京
山
と
万
屋
和
助

一
八
〇



図� 萬屋老君宛京山書簡（西尾市岩瀬文庫所蔵『手紙雑誌』から転載)

に
譲
り
︑
谷
文
晃
の
門
人
に
な
り
︑

酒
井
抱
一
と
も
交
流
を
持
つ
︒
交
山

は
京
山
と
も
親
し
く
︑
京
山
の
著
作

に
︑
交
山
の
名
が
度
々
見
え
る
︒
右

の
書
簡
文
中
に
﹁
木
場
翁
の
御
恩

恵
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
も
﹃
歴
世
女
装

考
﹄
へ
の
援
助
を
指
す
と
推
測
す
る

こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑

﹃
集
古
﹄︵
昭
和
五
年
一
月
号
︶﹁
松

本
交
山
の
図
様
︵
三
︶﹂
に
も
︑

⁝
⁝
其
頃
木
場
に
屈
指
の
材
木

商
が
あ
っ
て
︑
そ
の
先
代
交
山

の
彩
毫
を
愛
賞
し
た
因
み
に
寄

り
︑
代
が
か
は
り
て
も
同
じ
交

山
贔
屓
⁝
⁝

と
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
右
の
書

簡
で
﹁
翁
君
よ
り
被
命
候
画
帖
三
枚

御
届
可
被
下
候
﹂
と
い
っ
た
部
分
と

も
よ
く
対
応
す
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
こ
の
段
階
で
﹃
歴

世
女
装
考
﹄
の
支
援
者
は
︑
深
川
の
中
で
も
木
場
丁
に
い
た
こ
と
が
確
実
に
な

り
︑
そ
の
土
地
柄
か
ら
い
っ
て
︑
そ
の
商
売
は
材
木
商
と
推
測
さ
れ
る
︒

し
か
し
︑﹁
万
屋
﹂
か
は
︑
ま
だ
わ
か
ら
な
い
︒
さ
ら
に
検
証
を
進
め
る
︒

﹃
手
紙
雑
誌
﹄
第
六
巻
第
一
号
掲
載
の
書
簡
︵
図
�
︶
︑

新
春
之
慶
賀
万
福
申
納
候
︒
御
全
家
様
愈
御
清
祥
無
為
在
御
鶴
昇
御
重
歳

奉
寿
候
︒
御
慶
申
上
候
段
︑
意
外
之
延
引
申
訳
無
︑
別
紙
に
申
上
候
︒
何

分
に
も
怠
慢
之
至
︑
御
海
恕
可
被
下
候
︒
御
伺
之
し
る
し
迄
︑
休
意
之
段
︑

御
笑
易
奉
希
︑
猶
奉
期
拝
晤
候
︒
謹
言
︒

正
月
廿
七
日

京
山

万
屋
老
君

猶
々
春
寒
い
ま
だ
難
去
︑
老
枯
は
別
て
難
凌
万
端
失
礼
御
儀
許
可
被
下
候
︒

当
年
九
十
の
春
に
逢
申
候
ゆ
ゑ
︑
す
り
物
入
貴
覧
申
候
︒
春
も
を
り
〳
〵

は
例
の
御
酒
宴
︑
御
重
歳
︑
千
秋
万
歳
奉
寿
候
︒

右
の
書
簡
は
︑
京
山
が
﹁
九
十
﹂
の
年
つ
ま
り
安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶
の
も

の
と
確
定
で
き
︑
か
つ
宛
先
が
﹁
万
屋
老
君
﹂
と
あ
り
﹁
万
屋
﹂
と
京
山
の
繋

が
り
を
明
確
に
示
す
︒

以
上
か
ら
︑
先
に
あ
げ
た
﹃
手
紙
雑
誌
﹄
の
指
摘
︱
﹃
歴
世
女
装
考
﹄
の
支

援
者
は
万
屋
和
助
で
あ
る
︱
は
︑
正
し
い
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

で
は
︑
改
め
て
万
屋
和
助
に
関
連
す
る
情
報
を
年
代
順
に
三
点
示
す
︒

山
東
京
山
と
万
屋
和
助

一
八
一
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ま
ず
︑
釈
敬
順
﹃
十
方
庵
遊
歴
雑
記
﹄︵
﹃
江
戸
叢
書
﹄
巻
の
七
︹
江
戸
叢
書

刊
行
会
︑
一
九
六
四
年
刊
︺
収
録
︶
第
五
編
下
三
十
三
﹁
久
永
町
天
満
の
花
王

映
紅
﹂
に
︑

東
都
深
川
久
永
町
と
い
ふ
処
は
︑
正
覚
寺
橋
の
川
筋
凡
十
町
余
り
東
に
し

て
猪
の
堀
に
隣
り
︑
と
こ
ろ
〴
〵
に
材
木
問
屋
住
宅
し
︑
⁝
⁝
久
永
町
と

は
い
へ
ど
更
に
町
形
に
は
あ
ら
で
︑
川
添
の
蔵
屋
敷
に
似
た
り
︑
既
に
川

向
に
目
立
つ
構
は
長
さ
二
町
余
も
あ
ら
ん
︑
万
や
和
助
と
か
や
い
え
る
材

木
問
屋
也
︑
土
地
に
て
は
万
和
と
呼
て
深
川
木
場
一
ば
ん
の
身
上
一
切
の

品
手
厚
く
仕
入
所
持
す
と
か
や
⁝
⁝

と
あ
る
︒
敬
順
は
︑
江
戸
近
郊
を
巡
り
︑
そ
の
折
々
に
見
聞
し
た
こ
と
を
記
録

し
て
い
る
︒
文
化
十
一
年
に
初
編
を
︑
そ
れ
以
後
︑
順
次
書
き
進
み
︑
文
政
十

二
年
に
五
編
を
成
す
︒
右
の
記
述
は
︑
文
政
︵
一
八
一
八
～
一
八
三
〇
︶
後
期

こ
ろ
の
も
の
と
推
定
で
き
る
︒
万
屋
和
助
は
︑
そ
の
当
時
﹁
深
川
木
場
一
ば
ん

の
身
上
﹂
と
い
う
世
間
の
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒

次
に
︑
先
に
あ
げ
た
鷗
外
﹃
寿
阿
弥
の
手
紙
﹄
に
︑﹁
万
屋
和
助
な
ん
ぞ
も
︑

維
新
前
の
金
持
の
番
附
に
は
幕
の
内
に
這
入
つ
て
ゐ
ま
し
た
﹂
と
あ
っ
た
の
で
︑

幕
末
こ
ろ
の
長
者
番
付
を
調
査
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
弘
化
三
年
︵
一
八
四
六
︶

刊
﹃
新
板
大
江
戸
持
○
長
者
鑑
﹄
︵
東
都
正
源
堂
板
︑
東
京
都
立
中
央
図
書
館

特
別
文
庫
室
蔵
︑
図
�
︶
の
西
の
前
頭
二
十
六
枚
目
で
﹁
万
屋
和
助
﹂
は
掲
載

さ
れ
て
い
た
︒
江
戸
全
体
で
も
︑
五
十
番
目
前
後
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で
あ
り
︑
木

山
東
京
山
と
万
屋
和
助

一
八
二



場
で
万
屋
よ
り
上
位
は
東
の
前
頭
二
十
四
枚
目
の
天
満
屋
六
兵
衛
だ
け
で
あ
る
︒

弘
化
︵
一
八
四
四
～
一
八
四
八
︶
期
に
お
い
て
も
︑
木
場
で
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の

豪
商
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒

さ
ら
に
︑
嘉
永
七
年
︵
一
八
五
四
︶
五
月
︑
幕
府
が
江
戸
中
の
富
裕
な
商
人

に
御
用
金
を
命
じ
た
際
の
記
録
︱
国
立
国
会
図
書
館
蔵
﹃
用
金
上
納
帳
﹄
︱
に

注
目
す
る
︒
深
川
の
材
木
商
た
ち
も
︑
上
は
千
五
百
両
︑
下
は
五
十
両
︑
そ
れ

ぞ
れ
御
用
金
を
出
し
て
い
る
︒

金
千
二
百
両

深
川
木
場
丁

万
屋
和
助

金
七
百
両

同
所
平
野
丁

水
戸
屋
次
郎
左
衛
門

金
五
百
両

同
所
木
場
丁

柳
屋
庄
兵
衛

金
三
百
両

同
所
島
田
丁

鹿
嶋
屋
清
吉

金
千
五
百
両

同
所
島
田
丁

鹿
嶋
屋
清
左
衛
門

金
千
両

同
所
島
田
町

太
田
屋
徳
九
郎

金
五
百
両

同
所
三
好
町

遠
州
屋
太
右
衛
門

(以
下
略
︶

千
両
を
超
え
て
の
納
金
は
︑
三
名
し
か
お
ら
ず
︑
そ
の
中
に
万
屋
が
含
ま
れ
る
︒

つ
ま
り
︑
深
川
の
代
表
格
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

右
の
三
つ
の
証
拠
を
踏
ま
え
︑﹃
歴
世
女
装
考
﹄
刊
行
を
支
え
た
万
屋
和
助

は
︑
文
政
期
か
ら
嘉
永
期
に
か
け
て
︑
江
戸
に
お
け
る
著
名
な
材
木
問
屋
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒

三

東
條
琴
台
宛
京
山
書
簡

︱
版
元
の
ト
ラ
ブ
ル

︱

﹃
手
紙
雑
誌
﹄
を
読
み
進
め
て
い
く
中
で
︑
第
八
巻
二
・
三
合
同
号
掲
載
の

京
山
書
簡
が
気
に
な
っ
た
︒
そ
の
書
簡
は
︑
幕
府
か
ら
咎
め
を
受
け
た
国
学
者

の
東
條
琴
台
を
慰
め
る
内
容
だ
が
︑
そ
の
中
で
た
ま
た
ま
﹃
歴
世
女
装
考
﹄
刊

行
に
言
及
し
て
い
る
︒

⁝
⁝
老
拙
年
齢
御
尋
に
付
申
上
候
︒
当
年
八
十
四
歳
︑
一
事
も
な
し
得
た

る
事
な
く
︑
む
な
し
く
犬
馬
の
齢
い
と
〳
〵
愧
し
く
奉
存
候
︒
⁝
⁝
拙
作

歴
世
女
装
考
の
義
御
尋
被
下
候
所
︑
公
許
相
済
︑
す
は
ら
や
伊
八
へ
投
じ

置
候
︒
然
る
に
若
主
人
放
蕩
に
て
水
戸
の
出
店
に
謫
せ
ら
れ
︑
其
外
種
々

混
雑
の
事
に
て
上
梓
遅
滞
い
た
し
候
へ
ど
も
︑
当
年
は
開
板
に
取
掛
る
よ

し
に
候
⁝
⁝

嘉
永
五
子
年
閏
二
月
七
日
の
燈
下

琴
台
先
生

右
の
書
簡
か
ら
︑
嘉
永
五
年
︵
一
八
五
二
︶
の
時
点
で
︑
﹃
歴
世
女
装
考
﹄
刊

行
に
関
し
て
︑
ま
っ
た
く
京
山
に
責
任
の
な
い
︑
版
元
の
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
が
︑
そ
の
後
の
記
述
が
等
閑
視
で
き
な
い
︒
も
し
︑
弘
化
四
年

︵
一
八
四
七
︶
に
初
版
が
出
来
て
い
て
刊
行
し
て
い
た
な
ら
ば
︑
刊
記
部
分
に

手
直
し
す
る
程
度
で
︑
後
刷
を
す
れ
ば
済
む
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
時
点
で
︑﹁
当

年
は
開
板
に
取
掛
る
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
を
︑
い
っ
た
い
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い

山
東
京
山
と
万
屋
和
助

一
八
三



の
だ
ろ
う
か
︒

確
か
に
︑
安
政
二
年
︵
一
八
五
五
︶
版
﹃
歴
世
女
装
考
﹄
に
は
︑
須
原
屋
が

版
元
の
一
人
に
名
を
連
ね
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
弘
化
四
年
に
は
刊
行
で
き
ず
︑

延
び
延
び
と
な
り
︑
そ
れ
に
須
原
屋
の
ト
ラ
ブ
ル
も
加
わ
り
︑
結
局
︑
安
政
二

年
に
や
っ
と
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ま
で
弘
化

四
年
版
が
発
見
で
き
な
か
っ
た
理
由
は
︑
こ
の
よ
う
に
推
定
す
れ
ば
︑
腑
に
落

ち
る
︒

そ
し
て
﹃
歴
世
女
装
考
﹄
の
後
編
が
刊
行
で
き
な
か
っ
た
理
由
も
連
動
し
て

推
定
可
能
と
な
る
︒
前
編
の
初
版
が
弘
化
四
年
に
出
て
い
た
と
な
る
と
︑
な
ぜ

そ
れ
以
降
︑
京
山
が
他
界
す
る
間
の
︑
十
一
年
間
に
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
︑

と
疑
問
に
思
う
︒
京
山
は
︑
嘉
永
二
年
に
﹃
庭
訓
朝
顔
物
語
﹄
シ
リ
ー
ズ
を
始

め
て
い
る
な
ど
活
動
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
︑
右
の
疑
問
が
深
ま
る
︒
だ
が
︑

﹃
歴
世
女
装
考
﹄
前
編
の
初
版
刊
行
が
安
政
二
年
に
ま
で
ず
れ
込
ん
で
い
た
と

す
れ
ば
︑
八
十
七
歳
に
な
っ
て
い
た
京
山
に
残
さ
れ
た
時
間
的
余
裕
は
︑
も
は

や
三
年
し
か
な
く
︑
後
編
が
刊
行
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
不
自
然
で
は
な
く

な
る
︒

四

営
利
出
版
と
い
う
壁

こ
こ
ま
で
の
検
証
に
よ
っ
て
︑
冒
頭
で
提
示
し
た
﹃
歴
世
女
装
考
﹄
刊
行
に

関
わ
る
謎
は
︑
ほ
ぼ
解
明
で
き
た
︒

不
明
だ
っ
た
支
援
者
は
︑
深
川
木
場
で
一
︑
二
を
争
っ
た
豪
商
万
屋
和
助
で

あ
り
︑
前
編
の
初
版
は
安
政
二
年
刊
行
と
推
定
で
き
︑
後
編
が
未
刊
に
終
わ
っ

た
理
由
も
初
版
刊
行
の
ず
れ
込
み
に
そ
の
主
な
要
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

し
か
し
︑

京
山
著
作
の
広
告
に
お
い
て
︑
繰
り
返
し
近
刻
と
さ
れ
な
が
ら
︑
な
か
な

か
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
︒

こ
の
こ
と
の
説
明
に
つ
い
て
︑
火
災
の
影
響
と
し
た
だ
け
で
は
︑
や
は
り
不
十

分
で
あ
ろ
う
︒

改
め
て
︑﹃
歴
世
女
装
考
﹄
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
書
だ
っ
た
か
を
考
え
た

い
︒
同
書
は
︑
営
利
出
版
に
は
不
向
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
思
う
︒
版

元
た
ち
は
︑﹃
歴
世
女
装
考
﹄
の
出
版
を
躊
躇
︑
も
っ
と
は
っ
き
り
い
え
ば
嫌

が
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

京
山
﹃
歴
世
女
装
考
﹄
は
︑
丁
寧
な
考
証
を
行
っ
て
お
り
︑
客
観
的
に
評
価

す
れ
ば
︑
良
書
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
し
か
し
利
潤
を
求
め
る
立
場

の
版
元
の
眼
で
見
れ
ば
︑
丁
寧
な
考
証
を
行
っ
て
い
る
た
め
に
︑
編
集
に
手
間

が
か
か
り
︑
断
続
的
に
修
正
変
更
の
必
要
も
出
て
き
て
し
ま
い
︑
し
か
も
︑
女

性
の
風
俗
な
ど
を
扱
う
以
上
︑
適
切
な
画
証
を
正
確
に
提
示
す
る
こ
と
が
不
可

欠
と
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
編
集
・
刊
行
に
は
︑
手
間
と
時
間
が
避
け
ら
ず
︑
費

用
が
か
さ
む
こ
と
は
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

さ
ら
に
︑
版
元
と
し
て
は
︑
費
用
と
と
も
に
︑
経
営
判
断
上
︑
重
視
す
る
こ

山
東
京
山
と
万
屋
和
助

一
八
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と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
も
ち
ろ
ん
売
れ
行
き
で
あ
る
︒﹃
歴
世
女
装
考
﹄
は
︑

丁
寧
な
考
証
を
行
っ
て
お
り
︑
そ
の
内
容
を
草
稿
で
確
認
す
れ
ば
︑
価
値
が
あ

る
と
判
断
し
︑
お
そ
ら
く
刊
行
す
れ
ば
︑
あ
る
程
度
は
売
れ
る
と
思
っ
た
か
も

し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
売
れ
行
き
に
関
す
る
不
安
は
︑
な
か
な
か
払
拭
で
き
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

こ
こ
で
︑
文
政
十
二
年
︵
一
八
二
九
︶
十
月
十
九
日
付
の
京
山
書
簡
︵﹃
山

東
京
山
書
簡
集
﹄︹﹃
鈴
木
牧
之
全
集
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
三
年
刊
︺︶
を

示
す
︒
鈴
木
牧
之
に
宛
て
た
も
の
で
︑
雪
国
の
風
俗
を
考
証
し
説
明
し
た
﹃
北

越
雪
譜
﹄
に
関
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
︒

⁝
⁝
さ
て
お
も
へ
ら
く
北
越
雪
談
と
い
た
し
︑
絵
入
よ
み
本
五
冊
と
し
て
︑

雪
の
故
事
︑
古
歌
な
り
と
考
を
加
へ
︑
出
板
い
た
さ
ん
と
存
付
候
は
亡
兄

の
趣
向
に
て
候
へ
ど
も
︑
よ
み
本
に
て
は
手
重
く
相
成
︑
雑
費
も
余
程
か

か
り
︑
作
も
む
つ
か
し
く
候
故
︑
つ
い
〳
〵
延
引
い
た
し
候
事
に
候
︒
当

時
草
双
子
の
な
り
ゆ
き
を
考
る
に
︑
よ
き
時
節
と
存
候
間
︑

北
越
雪
談
を
︑

越
後
塩
沢

秋
月
庵
牧
之
作

越
後
国
雪
物
語
全
八
冊

東
都

山
東
京
山
校
合

歌
川
国
貞
画

右
之
通
草
双
紙
に
い
た
し
出
板
仕
候
は
ゞ
︑
う
れ
可
申
か
と
存
候
︒
御
冬

こ
も
り
の
内
︑
御
著
述
被
成
候
は
ゞ
い
か
ゞ
に
御
座
候
や
︒
右
に
付
貴
君

よ
り
御
雑
費
等
一
切
相
掛
け
申
間
敷
候
︒

つ
ま
り
︑﹃
北
越
雪
譜
﹄
に
関
し
て
︑
手
間
・
時
間
・
費
用
︑
そ
し
て
売
れ
行

き
を
考
え
︑
草
双
紙
︵
こ
こ
で
は
合
巻
の
こ
と
︶
に
し
て
は
ど
う
か
︑
と
勧
め

て
い
る
︒
こ
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
︑
考
証
で
は
︑
内
容
的
に
優
れ
て
い
て
も
売

れ
行
き
が
不
安
だ
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
︑
京
山
﹃
歴
世
女
装

考
﹄
に
も
当
て
は
ま
る
問
題
で
あ
る
︒

五

豪
商
と
出
版

近
世
後
期
︑
出
版
業
は
大
い
に
発
展
し
て
い
る
︒
一
見
︑
書
籍
の
刊
行
が
容

易
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
︑
想
像
し
て
し
ま
う
が
︑
事
は
そ
れ
程
単

純
で
は
な
く
︑
仮
に
良
書
で
あ
っ
て
も
︑
営
利
出
版
の
枠
組
み
の
中
で
︑
手

間
・
時
間
・
費
用
・
売
れ
行
き
が
計
算
さ
れ
︑
刊
行
が
敬
遠
さ
れ
て
し
ま
う
場

合
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
﹃
歴
世
女
装
考
﹄
刊
行
に
紆
余
曲
折
が
生
じ
た
理

由
の
一
つ
に
︑
営
利
出
版
の
壁
の
存
在
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

﹃
歴
世
女
装
考
﹄
が
︑
こ
の
壁
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
︑
正
し
く
万
屋
和
助

の
支
援
を
必
要
と
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
豪
商
の
関
与
に
よ
っ
て
︑
良
書
が
世

に
出
た
こ
と
に
な
る
︒

従
来
︑
作
者
・
作
品
に
注
意
が
集
中
し
が
ち
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
周
辺

の
状
況
に
も
一
層
の
関
心
を
払
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
︒

浮
世
絵
の
分
野
で
︑
大
久
保
純
一
氏
﹃
浮
世
絵
出
版
論
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑

山
東
京
山
と
万
屋
和
助

一
八
五



二
〇
一
三
年
︶﹁
�

錦
絵
出
版
と
ス
ポ
ン
サ
ー
﹂
が
︑

⁝
⁝
幕
末
期
に
好
事
家
の
出
資
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
錦
絵
が
相
当
の
点

数
に
上
る
と
い
う
可
能
性
は
︑
錦
絵
は
出
版
資
本
で
あ
る
版
元
の
企
画
の

も
と
で
生
み
出
さ
れ
る
営
利
商
品
で
あ
る
と
い
う
原
則
的
な
理
解
と
は
別

に
︑
幕
末
期
に
お
け
る
錦
絵
出
版
の
複
雑
な
背
景
を
考
え
さ
せ
る
材
料
と

も
な
る
だ
ろ
う
︒

と
し
て
︑
営
利
目
的
を
追
及
し
た
場
合
に
は
出
版
し
づ
ら
か
っ
た
は
ず
の
豪
華

版
の
浮
世
絵
が
︑
幕
末
に
登
場
し
た
事
例
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
注
目
す
べ

き
指
摘
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹁
国
語
と
国
文
学
﹂
二
〇
一
四
年
五
月
特
集
号
﹁
近
世
後
期
の
文
学

と
芸
能
﹂
に
は
︑
拙
稿
﹁
山
東
京
伝
と
川
喜
田
夏
蔭

︱
化
粧
品
広
告
の
作
者

と
注
文
主

︱
﹂・
早
川
由
美
氏
﹁
十
九
世
紀
伊
勢
商
人
の
文
芸
活
動

︱
長

井
五
鈴
と
川
喜
田
石
水
の
出
版
活
動
か
ら

︱
﹂
も
載
る
︒
今
後
も
︑
川
喜
田

家
に
関
連
し
て
︑
新
た
な
資
料
の
発
見
が
期
待
さ
れ
る
︒
そ
れ
ら
の
発
見
に
よ

っ
て
︑
従
来
の
認
識
を
改
め
る
必
要
も
出
て
こ
よ
う
︒

近
世
後
期
︑
豪
商
が
出
版
に
ど
う
関
わ
っ
た
の
か
は
︑
こ
れ
ま
で
以
上
に
注

意
を
払
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

︹
付
記
︺

資
料
の
閲
覧
・
掲
載
を
許
可
い
た
だ
い
た
国
立
国
会
図
書
館
・
西
尾
市
岩
瀬

文
庫
・
東
京
都
立
中
央
図
書
館
に
対
し
深
謝
い
た
し
ま
す
︒

山
東
京
山
と
万
屋
和
助

一
八
六


