
25 ｜ イズメ　

は
じ
め
に

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
洛
中
洛
外
図
屛
風
甲
本
（
以
下
、
歴
博
甲
本
と
略
称
）
の
左
隻
第
五
扇
、
小
川
通
か
ら
誓
願

寺
通
へ
東
に
折
れ
た
す
ぐ
の
路
上
に
、
母
親
で
あ
ろ
う
女
性
が
子
ど
も
に
授
乳
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
1
）。
母

親
は
右
膝
を
立
て
て
座
り
込
み
、
や
や
前
か
が
み
の
姿
勢
で
左
の
乳
房
を
子
ど
も
に
吸
わ
せ
て
い
る
。
子
ど
も
は
、
大
き
な
籠

の
中
に
入
っ
た
ま
ま
、
顔
を
上
げ
て
お
乳
を
飲
ん
で
い
る
。
子
ど
も
が
入
っ
て
い
る
こ
の
籠
が
イ
ズ
メ
で
あ
り
、
れ
っ
き
と
し

た
育
児
用
具
な
の
で
あ
る
。

留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
イ
ズ
メ
が
、
そ
れ
ま
で
の
中
世
絵
画
に
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
十
六
世
紀

に
制
作
さ
れ
た
初
期
洛
中
洛
外
図
、
お
よ
び
同
時
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
名
所
図
屛
風
に
お
い
て
初
め
て
描
か
れ
る
図
像
な

の
で
あ
る
。

は
た
し
て
イ
ズ
メ
は
、
中
世
末
期
に
登
場
し
た
育
児
用
具
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
風
俗
図
屛
風
に
描
か
れ
た
イ
ズ
メ
か
ら

ど
ん
な
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
考
え
て
み
た
い）

1
（

。

イ
ズ
メ―

中
世
末
期
の
風
俗
図
屛
風
に
描
か
れ
た
育
児
用
具

斉
　
藤
　
研
　
一
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一
　
イ
ズ
メ
と
は

ま
ず
、
イ
ズ
メ
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う）

2
（

。

祖
父
江
孝
男
氏
ら
に
よ
る
調
査
報
告
に
よ
れ
ば
、
イ
ズ
メ
は
、
島
根
・
鳥
取
・
広
島
県
を
西
限
と
し
て
、
東
北
・
北
陸
地
方

を
中
心
に
東
日
本
に
お
い
て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た）

3
（

。

本
稿
で
は
「
イ
ズ
メ
」
と
い
う
名
称
を
用
い
る
が
、
呼
称
は
地
方
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
東
北
地
方
で
は
エ
ヂ
コ
、
イ
ジ

コ
、
イ
ズ
メ
、
北
陸
地
方
で
は
ツ
グ
ラ
、
イ
ズ
メ
、
イ
ズ
ミ
と
呼
ば
れ
る
ほ
か
、
福
井
・
岐
阜
・
愛
知
・
長
野
県
で
は
ツ
ブ

ラ
、
イ
ズ
ミ
、
ク
ル
ミ
、
滋
賀
県
で
は
フ
ゴ
、
広
島
県
で
は
エ
ン
ボ
、
ホ
ゴ
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。
ち
な
み
に
、
イ
ズ
メ
は

「
飯
詰
」
の
こ
と
で
、
飯
櫃
を
保
温
の
た
め
に
入
れ
る
藁
製
の
容
器
で
あ
る
飯
詰
の
転
用
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
り
、
エ
ヂ
コ
に

「
嬰
児
籠
」
の
字
が
当
て
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。

材
質
に
つ
い
て
は
、
藁
製
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
板
材
を
箱
状
に
組
ん
だ
ハ
コ
イ
ズ
メ
や
、
竹
材
で
籠

状
・
箱
状
に
編
ん
だ
カ
ゴ
イ
ズ
メ
や
タ
ケ
イ
ズ
メ
が
あ
る
（
図
2
）。
ま
た
、
檜
製
の
曲
物
で
胴
を
漆
塗
り
に
し
た
イ
ズ
メ
や
、

欅
、
杉
、
桜
な
ど
の
樹
皮
を
へ
ぎ
と
っ
て
曲
げ
、
底
は
板
材
で
碁
盤
目
状
に
組
ん
だ
イ
ズ
メ
、
あ
る
い
は
結
桶
を
転
用
し
た
イ

ズ
メ
な
ど
も
知
ら
れ
る
。
比
較
的
身
近
な
素
材
を
用
い
た
、
多
様
な
材
質
の
イ
ズ
メ
が
存
在
し
た
よ
う
だ）

4
（

。

大
き
さ
は
、
藁
製
の
イ
ズ
メ
の
場
合
、
お
よ
そ
高
さ
三
〇
〜
四
〇
セ
ン
チ
、
口
径
は
五
〇
〜
六
〇
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

子
ど
も
は
、
早
け
れ
ば
七
夜
の
後
、
つ
ま
り
生
後
七
日
目
ぐ
ら
い
か
ら
、
イ
ズ
メ
か
ら
は
い
出
て
一
人
で
歩
き
始
め
る
よ
う
に

な
る
数
え
年
二
歳
頃
ま
で
、
そ
の
中
に
入
れ
て
育
て
ら
れ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
三
、四
歳
頃
ま
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
く
、

な
か
に
は
自
分
で
イ
ズ
メ
に
出
入
り
す
る
子
ど
も
も
い
た
と
い
う
。

イ
ズ
メ
の
中
に
は
、
子
ど
も
を
尻
ま
く
り
さ
せ
、
足
を
投
げ
出
す
か
、
胡
座
を
か
く
よ
う
な
格
好
で
座
ら
せ
て
入
れ
た
。
そ
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し
て
、
蒲
団
や
ボ
ロ
（
古
布
）
で
腰
の
周
囲
を
巻
く
よ
う
に
包
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
脇
に
詰
め
る
な
ど
し
た
り
し
て
、
座
り
を

よ
く
さ
せ
た
。

子
ど
も
は
、
イ
ズ
メ
の
中
に
入
っ
た
ま
ま
排
泄
を
す
る
。
イ
ズ
メ
の
底
に
は
、
籾
殻
、
藁
し
べ
、
筵
、
灰
、
モ
グ
（
藻
草
）

な
ど
が
敷
き
重
ね
ら
れ
、
小
便
を
吸
収
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
子
ど
も
は
、
お
尻
に
布
（
お
し
め
）
を
あ
て
が
う
こ
と
も

あ
る
が
、
藁
な
ど
の
上
に
直
接
座
ら
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
場
合
、
モ
グ
な
ど
は
一
日
に
数
回
取
り
替
え
、
水

洗
い
し
て
乾
か
し
、
再
使
用
さ
れ
て
い
た
。

な
お
、
イ
ズ
メ
に
は
持
ち
手
が
付
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、
持
ち
運
び
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
帯
な
ど
を

通
し
て
子
ど
も
の
肩
に
掛
け
、
イ
ズ
メ
か
ら
は
い
出
な
い
よ
う
縛
り
押
さ
え
る
た
め
の
フ
ッ
ク
の
よ
う
に
使
用
す
る
も
の
で
も

あ
っ
た
（
図
3
）。

こ
う
し
た
イ
ズ
メ
が
、
主
に
農
村
に
お
い
て
広
く
使
わ
れ
、
東
北
地
方
で
は
、
昭
和
三
十
年
代
頃
ま
で
普
通
に
使
用
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）

5
（

。

重
要
な
こ
と
は
、
イ
ズ
メ
が
必
要
と
さ
れ
た
生
活
条
件
で
あ
ろ
う
。
イ
ズ
メ
に
入
れ
ら
れ
た
子
ど
も
は
、
日
中
、
台
所
や
寝

間
な
ど
に
一
人
放
置
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
母
親
を
は
じ
め
、
家
族
は
農
作
業
の
た
め
に
出
払
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
そ

し
て
母
親
は
、
イ
ズ
メ
の
子
ど
も
に
乳
を
与
え
る
た
め
、
農
作
業
の
合
間
に
何
度
か
家
に
戻
っ
た
。
時
に
は
、
イ
ズ
メ
を
田
畑

ま
で
持
っ
て
い
き
、
目
の
届
く
と
こ
ろ
に
置
い
て
お
く
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

つ
ま
り
、
母
親
が
農
作
業
に
従
事
し
て
子
守
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
そ
の
母
親
の
代
り
に
子
守
を
す
る
家
族
も
い

な
い
（
祖
父
母
も
農
作
業
に
従
事
し
て
い
た
り
、
年
長
の
兄
弟
も
い
な
か
っ
た
り
）
と
い
っ
た
状
況
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
育

児
用
具
が
、
イ
ズ
メ
な
の
で
あ
る
。

子
ど
も
に
と
っ
て
は
拘
束
用
具
と
も
い
え
る
イ
ズ
メ
だ
が
、
子
守
を
し
て
い
る
余
裕
の
な
い
母
親
に
と
っ
て
は
、
子
ど
も
が
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ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
危
な
い
も
の
に
手
を
出
し
た
り
し
な
い
よ
う
、
危
険
防
止
の
た
め
の
安
全
器
具
と
い
う
意
味

が
あ
っ
た）

6
（

。

よ
っ
て
、
母
親
が
家
に
居
て
も
家
事
で
手
が
離
せ
な
い
よ
う
な
時
に
は
、
子
ど
も
は
イ
ズ
メ
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
。
イ
ズ
メ

は
、
揺
り
籠
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
イ
ズ
メ
の
下
に
「
ゴ
ロ
ン
ボ
」
と
呼
ば
れ
る
木
の
棒
や
火
吹
竹
な
ど
を
差

し
入
れ
て
、
揺
さ
ぶ
り
あ
や
し
た
ほ
か
、
最
初
か
ら
揺
さ
ぶ
り
や
す
い
よ
う
に
、
底
を
鍋
底
状
に
ふ
く
ら
ま
せ
て
作
っ
た
イ
ズ

メ
も
あ
る
。
ま
た
、
イ
ズ
メ
を
梁
か
ら
吊
る
し
て
ぶ
ら
下
げ
、
揺
り
動
か
し
て
使
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

つ
ま
り
イ
ズ
メ
は
、
日
常
的
に
子
守
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
生
活
条
件
・
家
族
環
境
が
生
み
出
し
た
、
手
軽
な
育
児
用
具

な
の
で
あ
る）

7
（

。
二
　
初
期
洛
中
洛
外
図
に
描
か
れ
た
イ
ズ
メ

さ
て
、
十
六
世
紀
に
制
作
さ
れ
た
初
期
洛
中
洛
外
図
に
は
、
こ
の
イ
ズ
メ
の
描
写
が
計
八
か
所
に
見
ら
れ
る
。
歴
博
甲
本
に

二
か
所
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
模
本
（
以
下
、
東
博
模
本
と
略
称
）
に
三
か
所
、
そ
し
て
米
沢
市
上
杉
博
物
館
所
蔵
本
（
以

下
、
上
杉
本
と
略
称
）
に
三
か
所
で
あ
る）

8
（

。
そ
れ
ぞ
れ
の
描
写
に
番
号
を
付
し
、
以
下
、
そ
の
番
号
に
よ
っ
て
述
べ
て
い
き

た
い
（
表
参
照
）。

イ
ズ
メ
①
は
、
土
御
門
通
と
正
親
町
通
と
の
間
、
室
町
通
り
の
路
上
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
傍
ら
に
立
つ
幼
い
子
ど
も

が
、
イ
ズ
メ
の
子
ど
も
の
相
手
を
し
て
い
る
（
図
4
）。
子
ど
も
と
比
べ
て
イ
ズ
メ
の
口
径
が
広
く
、
ち
ょ
こ
ん
と
入
っ
て
い

る
と
い
っ
た
様
相
で
あ
る
。

イ
ズ
メ
②
は
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
場
面
で
あ
る
（
図
1
）。
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イ
ズ
メ
③
は
、
北
小
路
の
北
、
堀
川
に
面
し
て
建
つ
店
棚
の
入
口
に
置
か
れ
て
い
る
（
図
5
）。
子
ど
も
は
、
前
髪
だ
け
を

剃
り
残
し
た
髪
型
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。
顔
は
隠
れ
て
見
え
な
い
が
、
店
内
で
店
番
を
し
て
い
る
人
が
、
子
ど
も
の
親
で
あ
ろ

う
か
。

イ
ズ
メ
④
は
、「
西
京
」
と
思
わ
れ
る
構
え
を
築
い
た
村
落
の
木
戸
を
く
ぐ
っ
た
右
側
、
藁
葺
屋
根
の
家
の
前
の
路
上
に
置

か
れ
て
い
る
（
図
6
）。

イ
ズ
メ
⑤
は
、
小
川
通
の
東
、
一
条
通
の
北
に
あ
る
町
屋
の
裏
庭
に
描
か
れ
る
も
の
で
、
母
親
で
あ
ろ
う
女
性
が
、
今
ま
さ

に
イ
ズ
メ
の
中
の
子
ど
も
に
お
乳
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
（
図
7
）。
女
性
の
姿
勢
な
ど
、
図
像
と
し
て
は
イ
ズ
メ
②
に
酷

似
す
る
。

イ
ズ
メ
⑥
は
、
粟
田
口
の
木
戸
を
く
ぐ
っ
た
、
藁
葺
屋
根
の
家
の
前
の
路
上
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
イ
ズ
メ
②
・
⑤
と

同
様
、
授
乳
し
て
い
る
場
面
と
思
わ
れ
る
（
図
8
）。
ほ
か
の
イ
ズ
メ
の
子
ど
も
と
異
な
り
、
こ
の
子
ど
も
だ
け
は
衣
服
を
着

て
お
ら
ず
、
裸
の
よ
う
に
見
え
る
。
生
ま
れ
て
間
も
な
い
子
ど
も
な
の
だ
ろ
う
か
。

イ
ズ
メ
⑦
は
、
深
泥
ヶ
池
畔
の
鞍
馬
口
の
木
戸
を
く
ぐ
っ
た
、
や
は
り
藁
葺
屋
根
の
家
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
（
図
9
）。

イ
ズ
メ
①
と
同
様
に
、
傍
ら
の
子
ど
も
が
イ
ズ
メ
の
子
ど
も
の
相
手
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。

イ
ズ
メ
⑧
は
、
禅
昌
院
の
北
側
の
塀
際
の
路
上
に
描
か
れ
る
（
図
10
）。
背
後
に
立
つ
女
性
が
母
親
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ズ
メ

③
と
同
様
、
子
ど
も
は
前
髪
を
剃
り
残
し
た
髪
型
で
、
右
手
を
イ
ズ
メ
の
外
に
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ち
な
み
に
道
の

北
側
の
家
は
、
藁
葺
屋
根
の
家
で
あ
る
。

初
期
洛
中
洛
外
図
に
描
か
れ
て
い
る
イ
ズ
メ
は
、
以
上
の
八
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
イ
ズ
メ
が
描
か
れ
て
い
た
場
所
に
つ
い

て
は
、
諸
本
（
歴
博
甲
本
・
東
博
模
本
・
上
杉
本
）
に
共
通
す
る
特
定
の
場
所
と
い
う
も
の
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
と
イ

ズ
メ
に
つ
い
て
も
、
今
の
と
こ
ろ
固
有
の
関
連
（
そ
の
場
所
に
イ
ズ
メ
が
描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
）
は
確
認
で
き
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図7　イズメ⑤　東博模本（左隻第5扇）

図1　イズメ②　歴博甲本（左隻第5扇）

図2　竹製のイズメ

図4　イズメ①　歴博甲本（右隻第5扇）

図5　イズメ③　東博模本（左隻第4扇）

図3　紐で固定された子ども

図6　イズメ④　東博模本（左隻第5扇）
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図10　イズメ⑧　上杉本
� （左隻第2扇）

図8　イズメ⑥　上杉本（右隻第3扇）

図9　イズメ⑦　上杉本（左隻第1扇）

表　初期洛中洛外図屛風に描かれた「イズメ」

イズメ 隻 扇 描かれている場所 傍らにいる人

図4 ① 歴博甲本 右 5 室町通り 路上 子ども

図1 ② 〃 左 5 誓願寺辻子 路上 女性 授乳

図5 ③ 東博模本 左 4 堀川 入口前 ―

図6 ④ 〃 左 5 西京の集落 入口前 ―

図7 ⑤ 〃 左 5 一条通り北側 裏庭 女性 授乳の姿勢

図8 ⑥ 上杉本 右 3 粟田口の集落 路上 女性 授乳

図9 ⑦ 〃 左 1 鞍馬口の集落 路上 子ども

図10 ⑧ 〃 左 2 禅昌院の塀脇 路上 女性

― ― 歴博乙本 ― ―
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な
い
。
画
面
の
季
節
表
現
と
イ
ズ
メ
と
の
関
わ
り
も
、
特
に
な
い
よ
う
で
あ
る
。

全
体
の
描
写
数
が
少
な
い
の
で
何
と
も
い
え
な
い
が
、
洛
外
の
描
写
が
二
つ
（
イ
ズ
メ
⑥
・
⑦
）
あ
り
、
と
も
に
上
杉
本

で
、
同
じ
よ
う
に
京
の
七
口
を
出
た
地
点
に
描
い
て
い
る
こ
と
に
は
、
何
か
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

八
つ
の
イ
ズ
メ
は
、
い
ず
れ
も
屋
外
に
置
か
れ
て
い
る
。
洛
中
洛
外
図
の
俯
瞰
し
た
構
図
上
、
部
屋
の
奥
に
置
か
れ
た
イ
ズ

メ
を
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
イ
ズ
メ
を
「
見
せ
る
た
め
」
に
、
故
意
に
屋
外
に
描
い
た
と
も
理
解
で
き
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
イ
ズ
メ
は
農
作
業
を
し
て
い
る
場
所
の
近
く
な
ど
、
親
の
目
の
届
く
屋
外
に
置
か
れ
て
使
用

さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
町
屋
の
入
口
脇
に
置
か
れ
、
道
行
く
人
々
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
状
態
で
使
用

さ
れ
た
と
し
て
も
、
お
か
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。

次
に
、
イ
ズ
メ
の
傍
ら
に
い
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
母
親
で
あ
ろ
う
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
自
然
な
こ
と
と
し
て
、
留

意
す
べ
き
は
、
二
つ
の
場
面
（
イ
ズ
メ
①
・
⑦
）
に
見
え
る
子
ど
も
の
姿
で
あ
る
。
イ
ズ
メ
の
子
ど
も
に
ち
ょ
っ
か
い
を
出
し

て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
親
に
代
わ
っ
て
子
守
を
し
て
い
る
年
長
の
子
ど
も
の
姿
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

少
な
く
と
も
イ
ズ
メ
の
傍
ら
に
、
大
人
の
男
性
（
父
親
）
の
姿
は
な
い
。

八
つ
の
場
面
の
う
ち
、
三
つ
は
授
乳
の
場
面
（
イ
ズ
メ
②
・
⑤
・
⑥
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
構
図
が
似
て
い
る
。
そ
も
そ

も
、
イ
ズ
メ
に
子
ど
も
を
入
れ
た
ま
ま
授
乳
す
る
姿
勢
に
不
自
然
さ
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

子
ど
も
を
胸
に
抱
い
て
授
乳
す
る
女
性
像
は
、
し
ば
し
ば
中
世
の
絵
巻
に
点
景
と
し
て
描
写
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
少
な
く

と
も
狩
野
派
に
お
い
て
は
粉
本
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う）

9
（

。
例
え
ば
イ
ズ
メ
②
（
図
1
）
は
、
伝
狩
野
元
信
筆
『
酒
飯
論
絵
巻
』

（
文
化
庁
蔵
）
に
描
か
れ
て
い
る
授
乳
す
る
女
性
の
図
像
（
図
11
）
と
酷
似
す
る）

10
（

。
イ
ズ
メ
の
子
ど
も
に
授
乳
す
る
様
子
は
、

図
像
の
転
用
に
よ
る
現
実
離
れ
し
た
光
景
で
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
は
、
イ
ズ
メ
の
子
ど
も
に
授
乳
す
る
時
は
、
子
ど
も
を
イ
ズ
メ
か
ら
出
さ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
授
乳
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
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母
親
が
、（
A
）
両
膝
を
折
っ
て
腰
を
伸
ば
し
て
授
乳
す
る
方
法
（
こ
の
姿
勢

を
奥
能
登
地
方
で
は
「
エ
ン
ツ
ク
バ
イ
」
と
い
う
）
と
、（
B
）
正
座
し
て
イ

ズ
メ
の
縁
に
つ
か
ま
り
、
寄
り
か
か
っ
て
授
乳
す
る
方
法
と
が
あ
る
と
い
う）

11
（

。

子
ど
も
を
イ
ズ
メ
に
入
れ
た
ま
ま
授
乳
す
る
様
子
は
、
実
際
に
存
在
し
た
光
景

な
の
で
あ
る
。

前
者
（
A
）
の
姿
勢
が
、
図
12
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
母
親
が
、
イ
ズ
メ
に

入
っ
た
子
ど
も
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
よ
う
に
し
て
授
乳
し
て
い
る
。
後
者
（
B
）

の
方
法
は
、
仕
事
に
疲
れ
た
母
親
に
と
っ
て
、
一
時
の
休
息
の
姿
勢
で
あ
っ
た

と
も
い
わ
れ
る
。
藁
製
の
イ
ズ
メ
に
は
、
手
前
の
縁
が
低
く
な
っ
て
い
る
も
の

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
子
ど
も
を
イ
ズ
メ
に
入
れ
た
ま
ま
授
乳
し
や
す
い
よ
う

に
作
ら
れ
た
工
夫
な
の
だ
そ
う
だ
。

初
期
洛
中
洛
外
図
に
描
か
れ
た
イ
ズ
メ
の
授
乳
の
様
子
は
、
強
い
て
言
う
な

ら
後
者
（
B
）
に
近
く
、
一
般
的
な
授
乳
の
図
像
・
構
図
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、

現
実
に
あ
り
得
た
姿
勢
を
描
い
て
い
る
と
判
断
し
て
お
き
た
い
（
実
際
に
は
、

イ
ズ
メ
の
子
ど
も
は
、
ほ
ぼ
後
ろ
向
き
の
姿
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
）。

ま
た
、
路
上
で
の
授
乳
に
つ
い
て
は
、「
見
せ
る
た
め
」
と
い
う
表
現
上
の

作
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
な
お
、
町
屋
の
裏
庭
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
人
の
行

き
交
う
店
棚
の
入
口
前
で
あ
っ
て
も
、
人
目
を
憚
る
こ
と
な
く
授
乳
が
行
わ
れ

る
こ
と
は
、
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
の
近
代
日
本

図11　『酒飯論絵巻』（文化庁所蔵）図12　イズメに入れたままでの授乳
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の
社
会
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
光
景
だ
っ
た
は
ず
だ
。

三
　
イ
ズ
メ
の
中
の
か
ぐ
や
姫

イ
ズ
メ
の
起
源
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
興
味
深
い
事
例
が
あ
る
。
図
13
を
見
て
み
よ
う
。
竹
籠
に
入
っ
た
一
人
の
少
女
が
描

か
れ
て
い
る
。
少
女
と
竹
籠
と
の
隙
間
に
は
白
い
布
が
詰
め
ら
れ
て
お
り
、
見
た
目
に
は
、
明
ら
か
に
イ
ズ
メ
に
入
れ
ら
れ
た

子
ど
も
で
あ
る
。
こ
の
少
女
は
、
か
ぐ
や
姫
で
あ
る
。

『
竹
取
物
語
』
は
、『
源
氏
物
語
』「
絵
合
」
の
巻
に
お
い
て
「
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
」
と
も
よ
ば
れ
、
す
で
に
平
安

中
期
に
は
絵
巻
と
し
て
も
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
存
す
る
最
古
の
完
本
は
、
時
代
を
大
き

く
降
っ
た
天
正
二
十
年
（
一
五
九
二
）
書
写
の
天
理
大
学
図
書
館
本
（
武
藤
本
）
で
あ
り
、
奈
良
絵
本
や
絵
巻
な
ど
、
絵
入
り

の
作
品
と
も
な
る
と
、
い
ず
れ
も
十
七
世
紀
以
降
の
近
世
に
制
作
さ
れ
た
作
品
し
か
伝
わ
ら
な
い）

12
（

。

天
理
大
学
図
書
館
本
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
竹
の
中
に
三
寸
ば
か
り
の
小
さ
な
子
ど
も
を
見
つ
け
た
竹
取
の
翁
は
、
そ
の
子
ど

も
を
家
に
連
れ
て
帰
り
、
妻
に
預
け
、
と
て
も
小
さ
い
の
で
「
こ
（
籠
）
に
入
れ
て
」
育
て
た
と
あ
る
。
図
13
は
、
竹
取
の
翁

夫
婦
に
大
切
に
育
て
ら
れ
て
い
る
、
か
ぐ
や
姫
の
様
子
な
の
で
あ
る）

13
（

。

か
ぐ
や
姫
が
入
っ
て
い
た
「
こ
（
籠
）」
を
イ
ズ
メ
で
あ
る
と
指
摘
し
た
の
は
、
菅
江
真
澄
（
一
七
五
四
〜
一
八
二
九
）
で

あ
る
。
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
木
曽
路
か
ら
歩
き
始
め
、
同
六
年
（
一
七
八
六
）
ま
で
東
北
地
方
を
周
遊
し
た
際
の
写
生

帳
『
粉
本
稿
』
に
は
、
真
澄
が
描
い
た
イ
ズ
メ
の
ス
ケ
ッ
チ
と
文
章
が
書
き
残
さ
れ
て
い
る
（
図
14
）。

わ
ら
は
を
や
し
な
ふ
に
、
し
な
の
に
て
は
い
ち
め
、
く
る
み
桶
、
み
ち
の
お
く
に
て
い
ち
こ
と
い
ふ
も
の
に
い
れ
ぬ
、
是
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図14　菅江真澄『粉本稿』（大館市立栗盛記念図書館所蔵）

図15�『竹取物語絵巻』上巻
� （諏訪市博物館所蔵）

図13　『竹取物語絵巻』上巻
� （東京大学所蔵）
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は
竹
取
物
語
に
い
ふ
、
い
と
を
さ
な
け
れ
は
、
は
こ
に
入
て
や
し
な
ふ
、
又
一
本
に
、
い
と
を
さ
な
け
れ
は
、
こ
に
入
て

や
し
な
ふ
と
あ
り
も
、
か
ゝ
る
こ
と
に
や
、（
＊
私
的
に
読
点
を
付
し
た
）

十
八
世
紀
後
半
に
、
イ
ズ
メ
が
信
濃
地
方
で
は
「
い
ち
め
」
あ
る
い
は
「
く
る
み
桶
」、
東
北
地
方
で
は
「
い
ち
こ
」
と
そ

れ
ぞ
れ
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ス
ケ
ッ
チ
に
は
、
何
重
に
も
布
に
く
る
ま
れ
た
子
ど
も
が
、
頑
丈
そ
う
に
編
ま
れ
た

イ
ズ
メ
の
中
に
入
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
イ
ズ
メ
の
下
に
は
三
本
の
丸
い
木
の
棒
が
敷
か
れ
て
お
り
、
前
述
し
た

よ
う
に
、
イ
ズ
メ
を
揺
り
動
か
す
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
写
生
帳
に
は
、
イ
ズ
メ
の
ス
ケ
ッ
チ
と
と
も
に
、
子
ど
も
が
お
し
っ
こ
を
し
て
濡
ら
し
た
衣
類
を
、
囲
炉
裏
の
上
に
組

ん
だ
「
八
足
」
に
覆
い
掛
け
て
乾
か
す
様
子
も
描
き
添
え
ら
れ
て
い
る
。

『
竹
取
物
語
』
に
戻
ろ
う
。
か
ぐ
や
姫
が
ど
ん
な
容
器
に
入
れ
て
育
て
ら
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
諸
本
の
詞
書
を

比
較
し
て
み
る
と
、「
こ
（
籠
）
に
入
れ
て
養
う
」
の
ほ
か
、「
は
こ
（
箱
）
に
入
れ
て
養
う
」、「
て
は
こ
（
手
箱
）
に
入
れ
て

養
う
」
と
い
う
異
同
が
あ
る
。
一
方
、
絵
巻
を
は
じ
め
と
す
る
絵
入
り
諸
本
の
当
該
場
面
を
見
て
み
る
と
、
か
ぐ
や
姫
が
、
①

竹
籠
に
入
っ
て
い
る
も
の
（
図
13
）、
②
小
さ
な
箱
に
入
っ
て
い
る
も
の
（
図
15
）、
③
塗
桶
に
入
っ
て
い
る
も
の
、
④
容
器
に

は
入
ら
ず
座
敷
に
座
る
も
の
（
や
や
成
長
し
た
時
点
の
姿
か
）、
と
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る）

14
（

。

こ
の
よ
う
に
、
か
ぐ
や
姫
が
入
る
容
器
は
様
々
に
描
か
れ
る
が
、
実
際
に
ハ
コ
イ
ズ
メ
や
桶
型
の
イ
ズ
メ
が
存
在
し
た
こ
と

を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
描
か
れ
た
こ
れ
ら
の
容
器
も
ま
た
、
イ
ズ
メ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
絵
画
化
さ
れ
た
近
世
の
か
ぐ

や
姫
は
、
イ
ズ
メ
に
入
れ
て
育
て
ら
れ
た
子
ど
も
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

イ
ズ
メ
の
起
源
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
、
か
ぐ
や
姫
の
事
例
は
示
唆
的
で
あ
る
。「
野
山
な
る
竹
を
と
り
て
、
よ
ろ
づ
の
事
」

に
使
っ
て
い
た
竹
取
の
翁
に
と
っ
て
、
竹
籠
は
常
に
身
近
に
存
在
す
る
生
活
用
具
で
あ
る
。
年
老
い
た
夫
婦
が
、
子
育
て
の
一
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助
と
し
て
竹
籠
を
活
用
す
る
こ
と
は
、
ご
く
自
然
な
成
り
行
き
で

あ
っ
た
ろ
う
。
イ
ズ
メ
の
起
源
は
、
案
外
、
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
籠
を
育
児
用
具
と
し
て
利
用

す
る
こ
と
は
、
自
然
発
生
的
と
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
イ
ズ
メ

の
起
源
は
か
な
り
遡
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
描
写
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
か
。『
遊
行

上
人
縁
起
絵
』
巻
三
第
一
段
に
は
、
尾
張
国
甚
目
寺
で
行
わ
れ
た
施

行
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
諸
本
に
よ
っ
て
図
様
に
差
異
が
見
ら

れ
る
場
面
で
は
あ
る
が
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
本）

15
（

に
は
、
施
し

図16　『遊行上人縁起絵巻』巻3
� （Image:�TNM�Image�Archives）

を
受
け
る
乞
食
・
非
人
の
輪
の
中
に
、
女
性
と
子
ど
も
の
姿
が
見
え
る
（
図
16
）。

子
ど
も
は
、
地
面
に
置
か
れ
た
籠
の
中
に
入
れ
ら
れ
、
顔
だ
け
を
外
に
出
し
、
傍
ら
に
座
る
母
親
で
あ
ろ
う
女
性
か
ら
食
事

を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
籠
に
は
脚
が
付
い
て
お
り
、
笈
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
ま
た
ま
食
事
を
す
る
際
に
子
ど
も
を

笈
の
中
に
入
れ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
常
的
に
笈
に
入
れ
て
連
れ
歩
い
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

籠
状
の
容
器
は
、
い
つ
で
も
育
児
用
具
に
成
り
得
る
の
だ
。

四
　
イ
ズ
メ
の
あ
る
社
会

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ズ
メ
は
、
十
六
世
紀
に
制
作
さ
れ
た
風
俗
図
屛
風
に
お
い
て
初
め
て
描
か
れ
る
。
イ
ズ
メ
の
起

源
が
時
代
を
大
き
く
遡
る
の
で
あ
れ
ば
、
で
は
、
な
ぜ
イ
ズ
メ
は
中
世
絵
画
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。
幼
い
子
ど
も
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を
お
ん
ぶ
し
た
母
子
の
姿
や
、
授
乳
の
場
面
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
な
が
ら
、
イ
ズ
メ
を
描
く
こ
と
だ
け
が
排
除
さ
れ
た
と
は

考
え
に
く
い
。

こ
れ
は
推
測
で
し
か
な
い
が
、
イ
ズ
メ
が
イ
ズ
メ
と
し
て
、
つ
ま
り
、
例
え
ば
生
活
用
具
で
あ
る
籠
の
二
次
的
な
利
用
で
は

な
く
、
固
有
の
育
児
用
具
と
し
て
成
立
し
、
急
速
に
普
及
し
始
め
た
の
が
、
中
世
末
期
の
十
六
世
紀
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
と
く
に
初
期
洛
中
洛
外
図
に
描
か
れ
た
イ
ズ
メ
は
、
洛
中
洛
外
図
と
い
う
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
・
ジ
ャ
ン
ル
の
成
立
と
あ

い
ま
っ
て
、
そ
う
し
た
社
会
の
動
向
を
敏
感
に
反
映
し
て
描
き
込
ま
れ
た
図
像
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
確
か
な
こ
と
は
、
十
六
世
紀
に
は
、
少
な
く
と
も
京
都
近
郊
に
お
い
て
イ
ズ
メ
が
存
在
し
、
そ
し
て
、
イ
ズ

メ
を
必
要
と
す
る
社
会
が
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
イ
ズ
メ
の
使
用
は
、
家
族
の
中
に
子
守
を
す
る
人
手
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
起
因
し
た
。
直
接
的
に

は
、
母
親
が
農
作
業
な
ど
に
従
事
し
、
子
守
を
し
て
い
る
時
間
を
確
保
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
初
期
洛

中
洛
外
図
に
描
か
れ
た
イ
ズ
メ
は
、
十
六
世
紀
の
京
都
お
よ
び
そ
の
近
郊
に
お
い
て
、
母
親
が
多
く
の
時
間
を
何
ら
か
の
労
働

に
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
中
世
社
会
よ
り
も
、
女
性
（
母
親
）
が

担
う
労
働
の
役
割
の
重
要
性
が
増
し
た
、
あ
る
い
は
増
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う）

16
（

。

近
世
後
期
を
対
象
と
し
た
考
察
で
は
あ
る
が
、
堕
胎
や
間
引
き
が
行
わ
れ
た
動
機
の
一
つ
に
、
家
族
農
耕
に
お
け
る
労
働
力

の
確
保
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る）

17
（

。
言
う
ま
で
も
な
く
、
出
産
・
育
児
に
よ
る
女
性
の
労
働
力
の
損
失
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
の
だ
。
育
児
の
在
り
方
は
、
家
族
の
、
と
く
に
女
性
（
母
親
）
の
労
働
の
問
題
と
、
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
で
興
味
深
い
の
が
、
太
田
記
念
美
術
館
所
蔵
「
洛
外
名
所
図
屛
風
」（
六
曲
一
双
）
と
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所

蔵
「
東
山
名
所
図
屛
風
」（
六
曲
一
隻
）
に
描
か
れ
た
イ
ズ
メ
で
あ
る
。
初
期
洛
中
洛
外
図
と
同
じ
十
六
世
紀
の
成
立
で
、
両



39 ｜ イズメ　

作
品
に
は
共
通
の
粉
本
の
存
在
が
推
測
さ
れ
て
お
り
、
イ
ズ
メ
が
描
か
れ
て

い
る
四
条
河
原
の
場
面
に
つ
い
て
も
、
両
者
の
図
様
は
酷
似
し
て
い
る）

18
（

。

後
者
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
「
東
山
名
所
図
屛
風
」
を
見
て
み
よ

う
（
図
17
）。
鴨
川
の
西
岸
に
三
軒
の
家
が
建
ち
並
び
、
河
原
近
く
に
は
布

が
干
さ
れ
、
女
性
ば
か
り
四
人
と
、
子
ど
も
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
①
イ

ズ
メ
に
入
っ
た
子
ど
も
と
、
そ
の
傍
ら
に
し
ゃ
が
む
、
お
そ
ら
く
母
親
で
あ

ろ
う
女
性
、
②
黒
い
前
掛
け
を
着
け
、
桶
を
頭
に
載
せ
た
女
性
、
③
裸
の
子

ど
も
、
④
井
戸
端
で
水
汲
み
を
す
る
女
性
、
⑤
井
戸
の
傍
ら
の
石
敷
き
の
場

所
で
、
足
も
と
に
置
か
れ
た
桶
に
手
を
差
し
伸
べ
る
女
性
で
あ
る
。
イ
ズ
メ

は
家
の
前
の
屋
外
に
置
か
れ
て
お
り
、
中
の
子
ど
も
は
、
白
い
布
に
く
る
ま

れ
て
い
る
よ
う
だ）

19
（

。

下
坂
守
氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、「
生

葉
染
め
」
に
よ
っ
て
藍
染
め
を
す
る
青
屋
の
作
業
風
景
で
あ
り
、
女
性
た
ち

は
河
原
者
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
女
性
と
子
ど
も
だ
け
が
描
か
れ
て
い

図17　「東山名所図屛風」第6扇
� （国立歴史民俗博物館所蔵）

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
青
屋
が
女
性
の
職
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る）

20
（

。

京
都
と
い
う
都
市
の
急
激
な
発
展
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
忙
し
く
働
く
青
屋
の
女
性
（
母
親
）
た
ち
の
姿
を
描
い
て

い
る
と
し
た
の
な
ら
、
イ
ズ
メ
の
あ
る
風
景
と
し
て
、
実
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

都
市
に
お
け
る
女
性
労
働
と
い
う
視
点
か
ら
、
も
う
一
つ
イ
ズ
メ
の
図
像
を
紹
介
し
た
い
。
十
七
世
紀
初
期
の
成
立
と
さ
れ

る
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
所
蔵
「
四
条
河
原
遊
楽
図
屛
風
」（
二
曲
一
双
）
の
左
隻
に
描
か
れ
た
、
茶
屋
に
置
か
れ
て
い
る
イ
ズ
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舗
に
通
っ
て
茶
屋
を
営
ん
で
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
子
ど
も
は
毎
日
こ
こ
に
連
れ
て
来
ら
れ
、
母
親
が
仕
事
を
し
て
い
る
間
、

ず
っ
と
イ
ズ
メ
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
が
浮
か
ん
で
こ
よ
う
。

東
博
模
本
に
描
か
れ
て
い
る
イ
ズ
メ
③
（
図
5
）
は
、
店
棚
の
入
口
前
に
置
か
れ
て
い
た
。
店
の
中
に
居
る
人
は
、
子
ど
も

の
母
親
で
あ
ろ
う
か
。
な
ら
ば
、
こ
こ
に
も
働
く
母
親
（
女
性
）
の
姿
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
ズ
メ
は
農
村
で
使
用
さ
れ
て
い
た
印
象
が
強
い
が
、
決
し
て
農
家
に
使
用
が
限
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
十
六
世

紀
の
京
都
と
い
う
、
都
市
の
光
景
の
中
に
も
イ
ズ
メ
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
は
、
十
分
に
注
意
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

先
に
本
稿
で
は
、
女
性
の
労
働
力
の
重
要
性
が
増
す
と
と
も
に
、
イ
ズ
メ
が
十
六
世
紀
に
急
速
に
普
及
し
始
め
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
し
た
が
、
中
世
末
期
の
社
会
に
お
い
て
、
イ
ズ
メ
の
普
及
は
、
農
村
よ
り
も
む
し
ろ
都
市
部
に
お
い
て
、
よ
り
顕

図18　「四条河原遊楽図屛風」左隻
� （静嘉堂文庫美術館イメージアーカイブ／DNPartcom）

メ
で
あ
る
（
図
18
）。

白
い
着
物
を
着
た
子
ど
も
が
布
に
く
る
ま
れ
て

イ
ズ
メ
に
入
っ
て
お
り
、
左
手
の
親
指
を
し
ゃ

ぶ
っ
て
い
る
よ
う
な
仕
草
を
し
て
い
る
。
手
前

で
竪
杵
を
搗
く
赤
い
前
垂
れ
を
し
た
女
性
が
母
親

で
、
茶
を
点
て
て
い
る
の
は
、
手
伝
い
を
し
て
い

る
年
長
の
子
ど
も
で
あ
ろ
う
か
。
建
物
が
ほ
ぼ
片

流
れ
の
屋
根
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
の

場
所
に
お
け
る
茶
店
と
し
て
の
営
業
は
恒
常
的
で

あ
っ
て
も
、
居
住
場
所
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

住
居
は
他
所
に
あ
り
、
日
々
、
こ
の
河
原
の
店
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著
だ
っ
た
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

子
育
て
の
あ
り
方
は
、
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
と
く
に
母
親
で
あ
る
女
性
と
、
さ
ら
に
は
社
会
の
様
相
と
密
接
に
関

わ
っ
て
い
る
。
初
期
洛
中
洛
外
図
を
は
じ
め
と
す
る
風
俗
図
屛
風
に
描
か
れ
た
イ
ズ
メ
の
図
像
は
、
実
に
さ
さ
や
か
な
描
写
で

は
あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
と
て
も
大
き
い
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

重
要
な
問
題
が
二
つ
、
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

一
つ
目
の
問
題
は
、
初
期
洛
中
洛
外
図
な
ど
に
描
か
れ
て
い
る
イ
ズ
メ
が
、
当
時
、
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

イ
ズ
メ
の
呼
称
の
一
つ
に
「
い
ず
み
」
が
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
の
「
い
ず
み
【
箍
】」
の
項
に
は
、

（「
飯
詰
」
の
意
か
）
乳
児
を
入
れ
て
眠
ら
せ
る
か
ご
。
い
ず
め
。
い
ず
み
き
。
揺
籃
（
よ
う
ら
ん
）。

と
あ
る
。
続
け
て
『
書
言
字
考
節
用
集
』（
元
禄
十
一
年
〈
一
六
九
八
〉
序
・
享
保
二
年
〈
一
七
一
七
〉
刊
）
巻
七
・
器
材
に

あ
る
記
載
を
引
用
し
て
い
る
。

箱區
　〔

イ
ヅ
ミ

字
彙
〕
竹
器
以テ息ル二
小
児ヲ一
者
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「
箱區
」
と
い
う
漢
字
に
「
イ
ヅ
ミ
」
の
読
み
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
イ
ズ
メ
を
指
す
語
句
と
し
て
確
認
で
き
る
早
い
例
で 

あ
る）

21
（

。
ま
た
、
前
掲
し
た
十
八
世
紀
後
半
に
書
か
れ
た
菅
江
真
澄
『
粉
本
稿
』
に
は
、「
い
ち
め
」「
く
る
み
桶
」「
い
ち
こ
」
の
名

称
が
見
え
た
。

そ
し
て
、
十
九
世
紀
初
め
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
国
語
辞
書
『
俚
諺
集
覧
』
に
は
、「
つ
ぐ
ら
」
が
立
項
さ
れ
て
お
り
、

今
越
後
信
濃
の
あ
た
り
嬰
児
を
入
る
、
藁
に
て
作
た
る
物
を
つ
ぐ
ら
と
云
、
大
き
さ
二
尺
斗
、
底
に
丸
竹
を
渡
し
着
て
左

右
に
動
き
欹
や
う
に
作
る
な
り
、
西
土
に
て
坐
車
と
も
坐
籃
と
も
云
も
の
也
。

と
あ
る
。
新
潟
・
長
野
県
地
方
で
藁
製
の
イ
ズ
メ
が
「
つ
ぐ
ら
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
や
、
イ
ズ
メ
の
下
に
竹
筒
を
入
れ
、

揺
ら
し
て
使
用
し
た
こ
と
な
ど
も
わ
か
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
中
世
末
期
〜
近
世
初
期
に
お
い
て
イ
ズ
メ

が
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い 

な
い）

22
（

。
二
つ
目
の
問
題
は
、
イ
ズ
メ
の
図
像
が
、
近
世
の
風
俗
画
に

引
き
継
が
れ
る
こ
と
な
く
消
え
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
精
査

で
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
近
世
の
洛
中
洛
外
図
に
イ

ズ
メ
は
描
か
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

十
七
世
紀
前
半
の
制
作
と
さ
れ
る
泉
屋
博
古
館
所
蔵
「
扇
面

図19　「扇面散・農村風俗図屛風」
左隻（泉屋博古館所蔵）
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散
・
農
村
風
俗
図
屛
風
」（
四
曲
一
双
）
の
左
隻
に
、
農
家
の
夕
顔
棚
の
前
で
、
上
半
身
裸
の
女
性
が
、
イ
ズ
メ
に
入
っ
て
い

る
子
ど
も
に
乳
を
与
え
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
19
）。
そ
の
ほ
か
に
管
見
で
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
伝
円
山
応
瑞

筆
「
四
季
耕
作
図
襖
絵
」（
泉
涌
寺
所
蔵
）
に
描
か
れ
た
イ
ズ
メ
に
入
っ
た
子
ど
も
を
確
認
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い）

23
（

。

そ
し
て
、
イ
ズ
メ
の
問
題
に
は
続
き
が
あ
る
（
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
）。
捨
て
子
を
誡
め
る
近
世
の
教
諭
書
や
、
捨
て
子

が
描
か
れ
た
読
本
の
挿
絵
な
ど
を
見
て
み
る
と
、
捨
て
子
は
籠
に
入
れ
て
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
見
た
目
で
は
、
そ
の
籠
は
イ
ズ

メ
と
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
か
な
い
。
捨
て
子
が
蜜
柑
籠
に
入
れ
て
捨
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
蜜
柑
籠
」
は

捨
て
子
の
異
称
で
あ
っ
た
と
い
う
。
育
児
用
具
で
あ
る
イ
ズ
メ
と
捨
て
子
の
容
器
と
は
、
表
裏
一
体
な
の
で
あ
ろ
う
か

）
24
（

。
稿

を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

注（
1
） イ
ズ
メ
の
図
像
に
つ
い
て
、〈
子
ど
も
史
〉
の
視
点
か
ら
最
初
に
見
解
を
述
べ
た
の
は
、
黒
田
日
出
男
氏
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
黒

田
氏
は
、
子
ど
も
に
よ
る
「
子
守
り
労
働
」
と
の
関
連
で
、
イ
ズ
メ
の
図
像
の
登
場
は
「
大
人
た
ち
の
「
労
働
」
の
仕
方
や
性
別
・

老
若
の
分
業
や
社
会
的
分
業
に
お
け
る
大
き
な
変
動
・
変
化
」
を
「
象
徴
的
に
示
す
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
た

（
黒
田
日
出
男
『﹇
絵
巻
﹈
子
ど
も
の
登
場
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
九
年
）。
小
稿
は
、
黒
田
氏
の
指
摘
に
示
唆
を
受
け
て
い
る
。

（
2
） 事
典
の
項
目
や
展
覧
会
図
録
の
解
説
な
ど
を
除
く
と
、
主
に
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。

 

柳
田
國
男
「
つ
ぐ
ら
児
の
心
」「
村
の
生
活
史
を
語
る
　
日
本
の
揺
籃
イ
ズ
メ
の
話
」（『
柳
田
國
男
全
集
』
29
、
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
二
年
。
初
出
は
い
ず
れ
も
一
九
三
四
年
）、
宮
本
常
一
「
子
ど
も
を
ま
も
る
も
の
」（『
宮
本
常
一
著
作
集
8
　
日
本
の
子

供
た
ち
・
海
を
ひ
ら
い
た
人
び
と
』
未
来
社
、
一
九
六
九
年
。
初
出
は
一
九
五
七
年
）、
祖
父
江
孝
男
・
須
江
ひ
ろ
子
・
村
上
泰

治
「
エ
ジ
コ
に
関
す
る
文
化
人
類
学
的
研
究
―
分
布
及
地
域
的
変
異
に
つ
い
て
―
」（『
人
類
学
雑
誌
』
六
六
―
二
、一
九
五
七

年
）、
祖
父
江
孝
男
「
エ
ジ
コ
に
つ
い
て
―
そ
の
分
布
と
人
類
学
的
意
義
―
」（『
小
児
科
診
療
』
二
一
―
七
、一
九
五
八
年
）、
須

江
ひ
ろ
子
「
エ
ジ
コ
に
関
す
る
文
化
人
類
学
的
研
究
―
宮
城
県
の
エ
ジ
コ
使
用
地
域
に
お
け
る
調
査
―
」（『
人
類
学
雑
誌
』
六
六

―
三
、一
九
五
八
年
）、
須
江
ひ
ろ
子
「
日
本
に
お
け
る
育
児
様
式
の
研
究
―
長
野
県
村
の
育
児
様
式
に
就
い
て
―
」（『
民
族
学
研



文学部論叢 №144 ｜ 44

究
』
二
四
―
三
、一
九
六
〇
年
）、
大
藤
ゆ
き
「
イ
ヅ
ミ
と
子
守
」（『
児
や
ら
い
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
六
七
年
）、
天
野
武
「
ツ
ブ

ラ
（
育
児
民
具
）
の
呪
術
性
―
加
賀
・
能
登
の
場
合
―
」（『
民
具
マ
ン
ス
リ
ー
』
五
―
五・
六
、一
九
七
二
年
）、
天
野
武
「
産
育
習

俗
の
一
側
面
―
加
賀
・
能
登
の
育
児
民
具
の
場
合
―
」（『
日
本
民
俗
学
』
九
三
、一
九
七
四
年
）、
原
ひ
ろ
子
・
我
妻
洋
「
乳
児
期

の
養
育
担
当
者
と
「
エ
ジ
コ
」」（『
ふ
ぉ
る
く
叢
書
1
・
し
つ
け
』
弘
文
堂
、
一
九
七
四
年
）、
柳
田
國
男
・
橋
浦
泰
雄
「
イ
ヅ
ミ
・

コ
ビ
タ
ナ
」（『
産
育
習
俗
語
彙
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
五
年
）、
直
江
広
治
「
農
民
の
子
（
一
）」（
石
川
松
太
郎
・
直
江
広
治
編

『
日
本
子
ど
も
の
歴
史
3 

武
士
の
子
・
庶
民
の
子
（
上
）』
第
一
法
規
出
版
、
一
九
七
七
年
）、
徳
永
幾
久
「
産
育
に
関
す
る
生
活
史

的
研
究
1
―
山
形
県
に
お
け
る
明
治
・
大
正
期
の
い
づ
め
に
つ
い
て
―
」（『
農
村
文
化
論
集
年
報
』
一
、一
九
七
八
年
）、
小
泉
和
子

「
い
ず
み
・
ゆ
り
か
ご
」（『
日
本
史
小
百
科
　
家
具
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
〇
年
）、
小
泉
和
子
「
道
具
が
語
る
生
活
史
4
・
い
ず

み
」（『
週
刊
朝
日
百
科 

日
本
の
歴
史
34
・
宇
宙
と
人
類
の
誕
生
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
六
年
）、
横
山
浩
司
「
つ
ぐ
ら
の
こ
と
」

（『
子
育
て
の
社
会
史
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
六
年
）、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
「
子
育
て
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
北
陸
の
民
俗
』
五
、

一
九
八
八
年
）、
斎
藤
た
ま
「
産
育
と
わ
ら
」（『
わ
ら
の
民
俗
誌
』
論
創
社
、
二
〇
一
一
年
）、
阿
部
和
子
ほ
か
「
近
現
代
日
本
に
お

け
る
育
児
行
為
と
育
児
用
品
に
み
ら
れ
る
子
育
て
の
変
化
に
関
す
る
一
考
察
」（『
人
間
生
活
文
化
研
究
』
二
四
、二
〇
一
四
）。

（
3
） 前
掲
註
（
2
）
祖
父
江
・
須
江
・
村
上
「
エ
ジ
コ
に
関
す
る
文
化
人
類
学
的
研
究
―
分
布
及
地
域
的
変
異
に
つ
い
て
―
」。
ま
た
、

前
掲
註
（
2
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
「
子
育
て
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
に
お
け
る
天
野
武
氏
の
発
言
に
よ
れ
ば
、
イ
ズ
メ
に
類
す
る
用

具
は
宮
崎
県
ぐ
ら
い
ま
で
分
布
し
て
お
り
、
南
方
に
も
揺
籠
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
。

（
4
） 宮
崎
清
「
ワ
ラ
の
生
活
用
具
」（『
図
説
・
藁
の
文
化
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
）
に
は
、
様
々
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
た
藁
製

の
イ
ズ
メ
の
ス
ケ
ッ
チ
が
掲
載
さ
れ
る
。
ま
た
、
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
編
『
祈
り
・
忌
み
・
祝
い
―
加
賀
・
能
登
の
人
生
儀
礼

―
』（
展
覧
会
図
録
、
一
九
九
三
年
）
に
は
、
杉
材
の
ハ
コ
イ
ズ
メ
と
ク
レ
イ
ズ
メ
（
結
桶
型
）
の
ほ
か
、
欅
の
生
木
の
皮
を
剥
ぎ

取
っ
て
乾
燥
さ
せ
た
曲
物
型
の
ケ
ヤ
キ
カ
ワ
イ
ズ
メ
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
埼
玉
県
立
博
物
館
編
『
子
育
て
の
原
風
景
―
カ
ミ

の
子
か
ら
ム
ラ
の
子
へ
―
』（
展
覧
会
図
録
、
一
九
九
四
年
）
も
参
照
。

（
5
） 現
在
は
、
主
に
東
北
地
方
や
新
潟
県
地
方
の
民
芸
品
と
し
て
イ
ズ
メ
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ズ
メ
に
入
っ
た
子
ど
も
の
姿
を
デ

ザ
イ
ン
し
た
も
の
で
、
山
形
県
庄
内
地
方
の
「
い
づ
め
こ
人
形
」
が
よ
く
知
ら
れ
る
ほ
か
、
こ
け
し
や
土
人
形
な
ど
も
あ
る
。

（
6
） 子
ど
も
の
下
半
身
を
す
っ
ぽ
り
と
埋
め
て
し
ま
う
イ
ズ
メ
は
、
防
寒
対
策
と
し
て
も
利
便
が
あ
り
、
寒
い
時
に
は
頭
の
上
か
ら
布
を

被
せ
く
る
め
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。



45 ｜ イズメ　

（
7
） イ
ズ
メ
の
弊
害
に
つ
い
て
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
動
き
で
き
な
い
イ
ズ
メ
の
子
ど
も
は
、
種
々
の
受
難
に
も
あ
っ
て

い
た
よ
う
で
、
母
乳
の
匂
い
の
た
め
か
蝿
に
た
か
ら
れ
た
り
、
時
に
は
ネ
ズ
ミ
に
か
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、

日
の
当
ら
な
い
場
所
に
長
時
間
一
人
で
放
置
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
く
る
病
の
原
因
と
さ
れ
た
り
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
形
成
へ
の
影

響
が
指
摘
さ
れ
た
り
、
ま
た
、
発
育
へ
の
影
響
、
直
接
的
に
は
歩
行
開
始
時
期
の
遅
れ
な
ど
、
医
学
的
な
見
地
か
ら
も
問
題
視
さ
れ

た
。
と
く
に
長
い
間
イ
ズ
メ
が
使
わ
れ
続
け
た
東
北
地
方
の
農
村
部
で
は
、
保
健
・
医
療
問
題
の
焦
点
の
一
つ
に
取
り
上
げ
ら
れ
、

子
育
て
に
お
け
る
イ
ズ
メ
使
用
の
是
非
が
問
わ
れ
た
。

 

菊
地
浩
「
嬰
児
籠
と
育
児
」（『
助
産
婦
雑
誌
』
一
―
六
、
一
九
五
二
年
）、
同
「
嬰
児
籠
の
乳
幼
児
発
育
に
及
ぼ
す
影
響
」（『
公

衆
衛
生
』
一
二
―
一
、一
九
五
二
年
）、
大
牟
羅
良
「
岩
手
の
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
の
生
活
史
　
エ
ジ
コ
（
嬰
児
籠
）
の
中
で
三
ヵ
年
」

（『
岩
手
の
保
健
』
四
五
、一
九
五
六
年
）、
村
上
泰
治
「
東
北
日
本
の
育
児
様
式
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」（『
年
報
社
会
心
理
学
』
二
、

一
九
六
一
年
）、
吉
長
真
子
「
戦
後
岩
手
の
農
村
保
健
運
動
に
お
け
る
乳
幼
児
死
亡
問
題
と
嬰
児
籠
―
『
岩
手
の
保
健
』
誌
の
分
析

か
ら
―
」（『
東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
育
学
研
究
室 

研
究
室
紀
要
』
三
〇
、
二
〇
〇
四
年
）
ほ
か
参
照
。

（
8
） 初
期
洛
中
洛
外
図
は
四
点
存
在
す
る
が
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
乙
本
に
イ
ズ
メ
の
描
写
は
な
い
。

（
9
） 榊
原
悟
『
日
本
絵
画
の
見
方
』（
角
川
選
書
、
二
〇
〇
四
年
）。
佐
野
み
ど
り
「
絵
巻
に
見
る
風
俗
表
現
の
意
味
と
機
能
」（『
風
流 

造
形 

物
語
』
ス
カ
イ
ド
ア
、
一
九
九
七
年
。
初
出
は
一
九
九
一
年
）
も
参
照
。
な
お
、
子
ど
も
に
授
乳
す
る
女
性
の
図
像
は
、
母

子
の
姿
と
し
て
の
象
徴
的
な
意
味
合
い
を
も
つ
と
考
え
る
。

（
10
） 歴
博
甲
本
と
『
酒
飯
論
絵
巻
』（
文
化
庁
蔵
）
の
制
作
年
代
は
、
同
じ
十
六
世
紀
前
半
と
さ
れ
る
。
同
絵
巻
の
図
様
が
狩
野
派
以

外
の
絵
師
の
作
品
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
（
並
木
誠
士
『
日
本
絵
画
の
転
換
点 

酒
飯
論
絵
巻
』
昭
和
堂
、

二
〇
一
七
年
）、
図
1
と
図
11
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
未
考
。

（
11
） 前
掲
註
（
2
）
天
野
「
産
育
習
俗
の
一
側
面
―
加
賀
・
能
登
の
育
児
民
具
の
場
合
―
」。

（
12
） 徳
田
進
『
竹
取
物
語
絵
巻
の
系
譜
的
研
究
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
）、
中
野
幸
一
編
『
奈
良
絵
本
絵
巻
集
1
・
竹
取
物
語
』（
早

稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
七
年
）、
曽
根
誠
一
「『
竹
取
物
語
』
の
絵
画
の
世
界
」（
曽
根
誠
一
ほ
か
編
『
竹
取
物
語
の
新
世
界
』

武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
参
照
。

（
13
） 東
京
大
学
所
蔵
本
、
江
戸
時
代
前
期
。
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に
土
佐
広
道
・
広
澄
（
住
吉
如
慶
・
具
慶
父
子
）
が
絵
を
描
い
た

と
す
る
識
語
が
あ
る
が
、
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
上
原
作
和
ほ
か
編
『
か
ぐ
や
姫
と
絵
巻
の
世
界
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
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参
照
。

（
14
） 磯
部
祥
子
「
竹
取
物
語
総
説
」、
同
「
竹
取
物
語
絵
巻
」
各
作
品
解
題
（
国
文
学
研
究
資
料
館
・�

e C
hester Beatty Library 

共
編

『
チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ィ
　
絵
巻
絵
本
解
題
目
録
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）、
曽
根
誠
一
「
元
禄
五
年
絵

入
版
本
『
竹
取
物
語
』
第
一
図
「
か
ぐ
や
姫
の
養
育
」
を
読
む
」（『
花
園
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
四
四
、二
〇
一
二
年
）
参
照
。

 

「
こ
（
籠
）」
と
「
は
こ
（
箱
）」
の
差
異
は
、
本
文
に
「
い
と
を
さ
な
け
れ
は
、
こ
に
入
れ
て
や
し
な
ふ
」
と
あ
り
、
直
前
の
「
は
」

に
引
か
れ
て
「
は
こ
」
と
い
う
理
解
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
東
京
大
学
所
蔵
本
の
本
文
に
は
「
は
こ
」
と
あ
り
、
絵
の

描
写
と
は
一
致
し
な
い
。

（
15
） 江
戸
時
代
後
期
に
狩
野
養
信
一
門
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
模
本
。
鎌
倉
時
代
後
期
成
立
の
原
本
の
模
本
（「
藤
沢
道
場
古
縁
起
」）

を
、
さ
ら
に
忠
実
に
写
し
た
作
品
と
さ
れ
る
。

（
16
） 長
島
淳
子
「
近
世
の
農
業
労
働
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（
黒
田
弘
子
・
長
野
ひ
ろ
子
編
『
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
み
る
日
本

の
歴
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
ほ
か
参
照
。

（
17
） 太
田
素
子
「
家
族
農
耕
と
少
子
化
へ
の
意
志
の
発
生
―
会
津
藩
産
子
養
育
制
度
関
係
史
料
を
手
が
か
り
に
―
」（
比
較
家
族
史

学
会
編
『
比
較
家
族
史
研
究
』
第
九
号
、
一
九
九
四
年
）、
同
『
子
宝
と
子
返
し
―
近
世
農
村
の
家
族
生
活
と
子
育
て
―
』（
藤

原
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）、
大
藤
修
「
小
経
営
・
家
・
共
同
体
」（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
日
本
史
講
座 

第
六

巻
・
近
世
社
会
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）、
長
島
淳
子
「
小
農
の
「
家
」
経
営
と
子
ど
も
の
養
育
」（『
歴
史
評
論
』

六
八
四
、二
〇
〇
七
年
）
ほ
か
参
照
。

（
18
） 京
都
文
化
博
物
館
編
『
京
を
描
く
―
洛
中
洛
外
図
の
時
代
―
』（
展
覧
会
図
録
、
二
〇
一
五
年
）
の
作
品
解
説
を
参
照
。

（
19
） 当
該
場
面
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
絵
画
史
料
か
ら
女
性
労
働
を
読
む
」（
総
合
女
性
史
学
会
ほ
か
編
『
女
性
労
働
の
日
本
史
』
勉
誠

出
版
、
二
〇
一
九
年
）
で
も
触
れ
た
。
な
お
太
田
記
念
美
術
館
所
蔵
「
洛
外
名
所
図
屛
風
」
の
場
面
に
は
、「
四
て
う
の
あ
お
や

（
四
条
の
青
屋
）」
の
墨
書
が
あ
り
、
イ
ズ
メ
は
、
藁
葺
屋
根
の
家
の
屋
内
の
土
間
に
置
か
れ
、
母
親
で
あ
ろ
う
傍
ら
の
女
性
が
授
乳

す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
20
） 下
坂
守
「
中
世
「
四
条
河
原
」
考
―
描
か
れ
た
「
四
て
う
の
あ
お
や
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
中
世
寺
院
社
会
と
民
衆
』
思
文
閣
出

版
、
二
〇
一
四
年
。
初
出
は
二
〇
〇
九
年
）。

（
21
） 中
田
祝
夫
・
小
林
祥
次
郎
『
書
言
字
考
節
用
集
の
研
究
並
び
に
索
引
』（
風
間
書
房
、
一
九
七
三
年
）。『
字
彙
』
は
、
明
の
梅
膺
祚
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が
万
暦
四
十
三
年
（
一
六
一
五
）
に
編
集
し
た
漢
字
字
典
。

（
22
） 上
笙
一
郎
「〈
エ
ジ
コ
〉
と
そ
の
語
源
」（『
日
本
児
童
史
の
開
拓
』
小
峰
書
店
、
一
九
八
九
年
。
初
出
は
一
九
八
二
年
）
参
照
。
な

お
、
上
氏
も
言
及
し
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店
）
の
「
つ
ぐ
ら
」
の
項
に
も
記
載
さ
れ
る
次
の
和
歌
が
あ
る
。

 

　
山
が
つ
の
つ
ぐ
ら
に
ゐ
た
る
わ
れ
な
れ
や
心
せ
ば
さ
を
な
げ
く
と
思
へ
ば

 

平
安
時
代
後
期
の
歌
人
・
源
俊
頼
（
一
〇
五
五
〜
一
一
二
九
）
の
自
撰
歌
集
『
散
木
奇
歌
集
』
雑
部
上
に
所
収
さ
れ
る
和
歌
で
あ

る
。
口
語
訳
す
れ
ば
、

 

　 

山
賤
（
猟
師
や
き
こ
り
な
ど
）
が
住
む
よ
う
な
粗
末
な
家
の
「
つ
ぐ
ら
」
に
居
た
と
き
の
自
分
だ
な
あ
。
心
の
狭
さ
を
歎
い
て

思
っ
た
の
は
。

 

と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

 

こ
こ
に
詠
ま
れ
た
「
つ
ぐ
ら
」
が
問
題
と
な
る
。『
俚
言
集
覧
』（
十
九
世
紀
初
め
）
で
は
、
イ
ズ
メ
と
解
釈
し
て
和
歌
を
紹
介
し
て

い
る
。『
貞
丈
雑
記
』（
十
八
世
紀
後
半
）
は
、「
田
舎
に
て
は
、
狭
き
家
に
つ
ぐ
ら
を
し
き
て
す
む
な
り
」
と
し
、
筵
（
敷
き
物
）

の
よ
う
な
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。『
散
木
奇
歌
集
』
の
注
釈
書
『
散
木
弃
謌
集
標
註
』（
序
・
一
八
五
〇
年
）
で
は
、
土
を
つ
き
あ

げ
て
床
の
よ
う
に
し
た
「
土ツ

グ
ラ座

」
の
こ
と
だ
と
い
う
説
を
紹
介
す
る
。
仮
に
「
つ
ぐ
ら
」
が
イ
ズ
メ
を
指
す
と
な
る
と
、
十
二
世
紀

初
め
に
「
つ
ぐ
ら
」
と
呼
ば
れ
る
イ
ズ
メ
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
突
出
し
て
古
い
史
料
と
な
り
、
イ
ズ
メ
と
理
解
す
る
こ
と
に
は

躊
躇
す
る
。
つ
ま
り
、
和
歌
の
意
味
は
、「（
幼
少
期
に
）
狭
い
つ
ぐ
ら
に
入
っ
て
い
た
」
で
は
な
く
、「
狭
い
家
の
つ
ぐ
ら
に
座
っ

て
暮
ら
し
て
い
た
」
と
解
釈
し
て
お
き
た
い
。

 

関
根
慶
子
・
古
屋
孝
子
『
散
木
奇
歌
集
　
集
注
篇
　
下
巻
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
23
） 岩
手
県
中
部
で
、
近
世
末
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
「
供
養
絵
額
」
の
多
く
に
イ
ズ
メ
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
付

言
し
て
お
く
。
遠
野
市
立
博
物
館
『
供
養
絵
額
―
残
さ
れ
た
家
族
の
願
い
―
』（
遠
野
市
立
博
物
館
、
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
24
） 塚
本
学
「
江
戸
の
み
か
ん
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
四
、一
九
八
四
年
）。

図
版
・
写
真
の
所
蔵
、
転
載
元

図
1
・
4
　「
紙
本
著
色
洛
中
洛
外
図
屛
風
（
歴
博
甲
本
）」
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵

図
2
　
民
俗
学
研
究
所
編
『
日
本
民
俗
図
録
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
五
年
）
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図
3
　
坪
井
洋
文
ほ
か
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
　
第
10
巻
・
家
と
女
性
』（
小
学
館
、
一
九
八
五
年
）

図
5
・
6
・
7
　 「
洛
中
洛
外
図
屛
風
（
復
元
模
写
）」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
模
写 

　
　
　（
原
本
は
、「
洛
中
洛
外
図
屛
風
（
模
本
）」
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）

図
8
・
9
・
10
　 「
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
屛
風
」
米
沢
市
上
杉
博
物
館
所
蔵

　
　
　『
洛
中
洛
外
図
大
観
・
上
杉
家
本
』（
小
学
館
、
一
九
八
七
年
）

図
11
　
愛
知
県
美
術
館
編
『
自
然
を
め
ぐ
る
千
年
の
旅
』（
展
覧
会
図
録
、
二
〇
〇
五
年
）

図
12
　
須
藤
功
編
『
写
真
で
み
る
日
本
生
活
図
引
　
第
1
巻
・
た
が
や
す
』（
弘
文
堂
、
一
九
八
八
年
）

図
13
　
上
原
作
和
ほ
か
編
『
か
ぐ
や
姫
と
絵
巻
の
世
界
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
二
年
）

図
14
　『
粉
本
稿
』
大
館
市
立
栗
盛
記
念
図
書
館
「
真
崎
文
庫
」
所
蔵

図
16
　「
一
遍
上
人
絵
伝
（
藤
沢
道
場
本
）（
模
本
）」
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵

 

（
二
〇
二
〇
年
十
二
月
二
十
八
日
受
理
、
二
〇
二
一
年
一
月
九
日
採
択
）


