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は
じ
め
に

　
平
成
三
年
（
一
九
九
一
）、
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
と
ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所
の
共
催
で
行
っ
た
、
特
別
展

「
粧
い
の
文
化
史
～
江
戸
の
女
た
ち
の
流
行
通
信
～
」
に
合
わ
せ
て
作
成
し
た
図
録
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時

は
、
展
覧
会
が
終
わ
っ
て
も
活
用
し
て
頂
け
る
様
な
体
裁
で
作
っ
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　
そ
の
『
粧
い
の
文
化
史
』
を
二
十
四
年
ぶ
り
に
、
三
樹
書
房
の
ご
尽
力
で
『
江
戸
時
代
の
流
行
と
美
意
識　

装
い
の
文
化
史
』
と
し
て
出
版
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
回
は
、
江
戸
の
女
た
ち
の
流
行
通
信
と
い
う
女
性

に
限
っ
た
枠
を
と
り
は
ず
し
、
江
戸
時
代
の
男
性
の
装
い
に
も
触
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
化
粧
、
髪
型
、
衣

装
な
ど
を
見
る
と
、
あ
る
程
度
、
ど
の
よ
う
な
女
性
な
の
か
判
断
で
き
た
。
そ
れ
は
男
性
で
も
同
じ
で
あ
る
。

女
性
は
化
粧
、
髪
型
が
身
分
、
階
級
、
そ
し
て
、
年
齢
や
未
婚
・
既
婚
で
変
化
し
、
職
業
で
も
違
っ
て
い
た
。

ま
た
、
衣
装
や
き
せ
る
な
ど
装
身
具
ま
で
、
身
分
、
階
級
な
ど
で
違
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
違
い
を
、

浮
世
絵
、
小
袖
意
匠
、
喫
煙
具
、
化
粧
道
具
、
結
髪
雛
型
を
通
し
て
、
改
め
て
紹
介
し
た
い
。
今
見
て
も
、
輝

き
は
当
時
と
変
わ
ら
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
も
、
多
く
の
方
々
の
参
考
資
料
と
し
て
、
こ
の

本
も
長
く
お
手
元
に
置
い
て
頂
け
れ
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。

�

ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所　
村
田
孝
子
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第1章

江
戸
時
代
の
女
性
の
身
だ
し
な
み

江
戸
の
女
性
は
清
潔
好
き
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基
本
の
身
だ
し
な
み

洗
顔
か
ら
化
粧
ま
で

村
田
孝
子
◉
ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所

　
江
戸
時
代
の
女
性
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
身
だ
し
な
み
を
行
っ
て
い
た
の
か
。
基
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
見
て

み
よ
う
。

◈

歯
磨
き
と
洗
顔

　
江
戸
時
代
の
歯
磨
き
は
、
今
の
歯
ブ
ラ
シ
の
代
わ
り
に
柳
の
枝
で
つ
く
っ
た
房
楊
枝
と
、
房
州
砂
に
竜
脳
や

丁
子
、
白
檀
な
ど
の
香
料
で
香
り
つ
げ
を
し
た
歯
磨
粉
で
歯
を
磨
い
て
い
た
。
ま
た
、
江
戸
時
代
末
期
に
は
、

紅
を
加
え
た
紅
入
り
歯
磨
粉
な
ど
も
人
気
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
ち
な
み
に
房
楊
枝
や
歯
磨
粉
な
ど
は
、
楊
枝
屋

な
ど
で
売
っ
て
い
た
。

　
ま
た
、
洗
顔
は
、
石
鹸
の
か
わ
り
に
糠
や
洗
粉
が
使
わ
れ
た
。
赤
い
布
を
袋
に
し
た
糠
袋
（
紅
葉
袋
と
も
い

浮世四十八手
夜をふかして朝寝の手

溪斎英泉画
文政 4～ 5年（1821～22）頃

ポーラ文化研究所所蔵

タイトルの夜をふかして朝寝の手、というの
は、朝寝坊のこと。朝寝坊をしたのは、下の
女性で長い房楊枝に紅入り歯磨粉を付けてい
る。髪型は達磨返しで、上品ではないが、年
増や粋筋の女性も結った。
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う
）
で
、
そ
の
中
に
糠
や
洗
粉
を
入
れ
、
お
湯
の
中
で
ギ
ュ
ー
と
絞
っ
て
顔
や
襟
、
首
と
い
っ
た
と
こ
ろ
キ
ュ

キ
ュ
と
擦
り
、
そ
の
あ
と
お
湯
で
洗
い
落
と
し
た
。
洗
顔
な
ど
に
使
う
糠
は
、
銭
湯
で
も
売
っ
て
い
る
様
子
が

浮
世
絵
な
ど
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
糠
は
、
一
回
使
っ
た
ら
捨
て
る
の
が
普
通
で
、
銭
湯
で
糠
を
捨
て
て
い
る

様
子
、
そ
し
て
、
糠
袋
だ
け
持
ち
歩
い
て
い
る
女
性
の
姿
が
、
こ
れ
も
浮
世
絵
な
ど
に
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
洗
顔
に
使
っ
た
糠
は
タ
ン
パ
ク
質
や
脂
肪
を
含
ん
で
お
り
、
皮
膚
の
た
め
に
は
天
然
の
ク
リ
ー
ム

と
い
っ
た
役
割
も
果
た
し
て
い
た
よ
う
だ
。

◈

江
戸の
化
粧
水

　
歯
磨
き
、
洗
顔
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
化
粧
水
を
使
用
し
た
が
、
化
粧
水
で
有
名
だ
っ
た
の
が
、
花
露
屋
か
ら

発
売
さ
れ
て
い
た
「
花
の
露
」
と
、
式
亭
三
馬
が
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
売
り
出
し
た
「
江
戸
の
水
」
で

あ
っ
た
。「
花
の
露
」
は
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
井
原
西
鶴
が
書
い
た
『
好
色
一
代
男
』（
巻
二
）
に
、「
芝

神
明
の
前
の
花
の
露
屋
の
…
」
と
か
、（
巻
三
）
に
も
「
し
ぶ
り
か
は
の
む
け
た
る
女
は
心
の
ま
ゝ
昼
寝
し

て
、
手
足
も
あ
れ
ず
。
鼈
甲
の
さ
し
櫛
、
花
の
露
と
い
ふ
物
を
し
り
て
、
す
こ
し
匂
ひ
を
さ
す
事
、
…
」
と
書

か
れ
て
い
る
。
芝
増
上
寺
の
東
、
大
門
の
傍
ら
に
あ
っ
た
芝
神
明
前
の
「
花
露
屋
」
は
、
寛
永
の
末
、
喜
左
衛

門
（
喜
右
衛
門
と
も
）
と
い
う
江
戸
の
医
師
が
つ
く
っ
た
と
い
わ
れ
、
江
戸
初
期
か
ら
明
治
時
代
ま
で
続
い
た

化
粧
品
店
だ
っ
た
。「
花
の
露
」
は
当
初
、
化
粧
油
と
し
て
市
販
さ
れ
て
い
た
が
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
油
を

使
わ
な
い
化
粧
水
と
し
て
人
気
を
博
し
て
い
た
。
つ
く
り
方
は
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
に
出
さ
れ
た
総
合
美

容
読
本
『
都
み
や
こ
風ふ
う
俗ぞ
く
化け

粧わ
い
伝で
ん
』
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
原
料
は
茨
の
花
、
丁
子
、
片
脳
、
白
檀
で
つ
く
る
の

で
あ
る
が
、
顔
に
塗
れ
ば
光
沢
が
出
て
、
香
い
も
よ
く
、
き
め
を
細
か
に
し
、
顔
の
腫
物
を
い
や
す
、
と
効
能

を
う
た
っ
て
い
る
。
多
く
の
女
性
た
ち
に
愛
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
一
方
、
式
亭
三
馬
の
売
り
出
し
た
化
粧
水
「
江
戸
の
水
」
の
処
方
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
自
分
が
書
い

た
『
浮
世
風
呂
』（
一
八
〇
九
～
一
三
）
に
、「
●
ハ
イ
、
只
今
は
二
丁
目
の
式
亭
で
賣
ま
す　
▲
エ
ゝ
、
何
か

ネ
。
こ
の
ご
ろ
は
や
る
江
戸
の
水
と
や
ら
白
粉
の
よ
く
の
る
薬
を
出
す
内
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
…
」
と
、
宣
伝
を

し
て
い
る
。「
花
の
露
」
ほ
ど
歴
史
は
古
く
な
い
が
、
こ
ち
ら
も
、
意
外
と
人
気
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

◈

化
粧の
基
本

　
江
戸
時
代
の
化
粧
で
基
本
と
な
る
白
粉
と
紅
に
つ
い
て
は
、
第
２
章
女
の
装
い
の
髙
橋
雅
夫
氏
著
「
江
戸
の

薄
化
粧
」
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

　
こ
こ
で
は
、
女
性
の
結
婚
や
出
産
に
関
わ
る
化
粧
と
し
て
お
歯
黒
と
眉
剃
り
・
眉
作
り
な
ど
に
つ
い
て
紹
介

し
た
い
。

・
お
歯
黒

　
ま
ず
、
お
歯
黒
で
あ
る
が
、
日
本
で
一
番
古
い
化
粧
と
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
の
『
源
氏
物
語
』
や
『
堤

中
納
言
物
語
』
に
も
書
か
れ
、
成
人
（
十
二
歳
～
十
四
歳
）
し
た
女
性
が
お
歯
黒
を
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
お
歯
黒
は
化
粧
の
な
か
で
も
最
も
特
徴
的
な
も
の
と
な
り
、
黒
は
他
の

色
に
染
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
貞
女
の
し
る
し
と
さ
れ
、
結
婚
が
決
ま
る
と
お
歯
黒
を
し
た
。
お
歯
黒
は
鉄か
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と
も
い
い
、
原
料
は
、
五ふ

倍し

子の

粉こ

（
ヌ
ル
デ
の
木
に
で
き
る
虫
瘤
）
と
、
沸
か
し
た
お
歯
黒
水
（
酢
、
酒
、
米

の
と
ぎ
汁
に
折
れ
た
針
、
釘
な
ど
を
入
れ
て
つ
く
っ
た
）
で
、
こ
れ
を
交
互
に
歯
に
付
け
る
と
歯
が
黒
く
染
ま
っ

た
。
初
め
て
お
歯
黒
を
つ
け
る
時
は
、
鉄
漿
付
け
の
式
と
い
う
も
の
を
行
っ
た
。
親
類
縁
者
の
中
で
も
、
福
徳

な
女
性
に
鉄
漿
親
に
な
っ
て
も
ら
い
、
お
歯
黒
道
具
一
式
を
貰
っ
て
初
め
て
お
歯
黒
を
付
け
た
。

　
江
戸
時
代
の
お
歯
黒
は
地
域
な
ど
で
、
違
い
が
見
ら
れ
た
よ
う
だ
。
喜
田
川
守
貞
が
書
い
た
『
守
貞
謾
稿
』

（
一
八
七
三
～
五
三
）
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
後
期
の
京
坂
の
女
性
は
、
二
十
一
、二
歳
に
な
っ
た
ら
結
婚
し
て

い
る
人
は
も
ち
ろ
ん
、
未
婚
の
人
で
も
歯
を
染
め
る
。
し
か
し
、
髪
は
改
め
な
い
。
結
婚
し
て
妊
娠
五
ヶ
月
頃

に
髪
型
を
両
輪
髷
に
改
め
て
眉
を
剃
っ
た
。
ま
た
、
遊
女
及
び
芸
者
は
歯
を
染
め
た
。

　
か
た
や
江
戸
の
方
は
、
二
十
歳
未
満
で
結
婚
し
て
い
な
く
て
も
歯
を
染
め
て
い
る
者
が
多
い
。
ま
た
、
結
婚

し
て
い
て
も
、
い
な
く
て
も
歯
を
染
め
た
者
は
、
髪
型
を
丸
髷
に
し
て
眉
を
剃
っ
た
。
髪
型
を
改
め
、
眉
を
剃

る
こ
と
を
元
服
と
い
い
、
お
歯
黒
だ
け
で
は
半
元
服
と
い
っ
た
。
吉
原
で
は
、
遊
女
だ
け
が
客
の
一
晩
だ
け
の

妻
に
な
る
意
味
か
ら
歯
を
染
め
た
が
、
芸
者
は
染
め
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
武
家
の
新
婦
は
お
歯
黒
を
し
て
丸

髷
に
結
っ
た
が
、
二
十
三
、四
歳
に
な
ら
な
け
れ
ば
眉
は
剃
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
お
歯
黒
を
す

る
の
は
京
坂
よ
り
も
江
戸
の
方
が
早
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
に
京
坂
の
遊
女
、
芸
者
は
歯
を
染
め
た
が
、
江
戸

で
は
吉
原
の
遊
女
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
身
体
の
一
部
で
あ
る
歯
を
黒
く
染
め
る
行
為
が
長
く
続
い
た
の
だ
ろ
う
。
た
ぶ
ん
約
束

事
の
表
徴
に
用
い
て
き
た
こ
と
と
、
社
会
的
な
認
知
の
方
法
だ
っ
た
か
ら
で
、
こ
れ
は
一
環
し
て
変
化
し
な

か
っ
た
。
黒
と
い
う
色
の
性
質
と
同
じ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
大
き
な
理
由
は
歯
の
た
め
に
よ
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
鉄
漿
水
の
酢
酸
第
一

鉄
溶
液
は
、
歯
の
リ
ン
酸
カ
ル
シ
ゥ
ム
を
強
化
し
、
五
倍
子
粉
の
タ
ン
ニ
ン
は
歯
質
蛋
白
を
収
斂
さ
せ
、
歯
槽

膿
漏
を
予
防
す
る
。
二
つ
が
混
ざ
っ
た
タ
ン
ニ
ン
酸
第
二
鉄
溶
液
は
、
歯
の
表
面
を
覆
っ
て
歯
を
保
護
し
、
虫

歯
を
予
防
す
る
優
れ
た
化
粧
だ
っ
た
。

　
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
お
歯
黒
は
、
来
日
し
た
外
国
人
た
ち
の
目
に
奇
異
に
写
っ
た
こ
と
か
ら
、
明
治
三
年

（
一
八
七
〇
）
の
太
政
官
布
告
、
続
く
六
年
（
一
八
七
三
）
に
は
、
昭
憲
皇
太
后
が
率
先
し
て
止
め
ら
れ
た
の
を

機
に
、
徐
々
に
一
般
の
女
性
た
ち
も
止
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

・
眉
化
粧

　
江
戸
時
代
の
眉
化
粧
は
、
庶
民
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
の
あ
る
化
粧
の
一
つ
と
な
っ
て
い
く

が
、
そ
れ
は
室
町
時
代
に
成
立
し
た
武
家
故
実
（
昔
の
儀
式
、
法
制
、
服
飾
な
ど
の
規
定
・
習
慣
）
な
ど
か
ら
発

生
し
た
結
果
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
眉
化
粧
独
自
で
書
か
れ
た
も
の
は
見
当
た
ら
ず
、
わ
ず
か
に

殿
中
女
房
に
関
し
て
書
か
れ
た
『
大
上
臈
御
名
事
』（
一
五
八
九
）
や
、
婚
礼
に
つ
い
て
書
か
れ
た
『
嫁
入
記
』

に
記
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
女
性
の
教
養
書
な
ど
に
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。『
女
用
訓
蒙
図

彙
』（
一
六
八
七
）
に
、「
眉
は
貴
賎
お
し
な
べ
て
今
は
墨
を
ひ
く
な
り
。
是
遊
女
の
う
つ
し
な
り
…
」
と
あ
っ

た
り
、『
女
重
宝
記
』（
一
六
九
二
）
に
、「
眉
に
し
ん
を
い
る
ゝ
事　
霞
の
う
ち
に
弓
張
月
の
ほ
の
ほ
の
と
い

づ
る
こ
と
く
、
う
す
う
す
と
引
給
ふ
べ
し
。
墨
こ
く
ふ
と
き
ハ
、
い
や
し
く
て
六
地
ぞ
う
の
か
ほ
の
ご
と
し
。
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…
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
庶
民
の
眉
化
粧
は
上
流
階
級
の
よ
う
な
眉
を
剃
っ
て
額
に
別
の
眉
を
描
く
と
い
う
の
で
は
な
く
、
形
を
整

え
、
顔
形
に
あ
っ
た
描
き
方
を
す
る
よ
う
に
教
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
教
養
書
が
一
般
の
人
達
に
読
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
庶
民
の
生
活
が
経
済
的
に
も
文
化
的
に
も
向
上
し
、
武
家
礼
法
に
な
ら
っ
た
作
法
を
取

り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
眉
墨
は
、
油
煙
に
油
を
混
ぜ
た
も
の
や
、
摺
り
墨
な
ど
も
使
っ

た
。
若
い
女
性
は
、
顔
の
形
に
合
わ
せ
て
眉
を
描
い
た
。
短
い
顔
は
細
く
三
日
月
の
よ
う
し
、
長
い
顔
、
大
き

な
顔
に
は
少
し
太
め
に
し
た
。
下
ぶ
く
れ
の
顔
は
太
く
作
り
、
瓜
実
顔
に
は
少
し
薄
く
つ
く
っ
た
。

　
お
歯
黒
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
が
、
婚
約
す
る
と
歯
を
黒
く
染
め
た
。
こ
れ
を
半
元
服
と
い
い
、
子
供
が
出

来
る
と
眉
を
剃
っ
た
。
こ
れ
を
本
元
服
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
は
、
女
性

の
顔
を
見
れ
は
、
あ
る
程
度
の
年
齢
や
、
未
婚
、
既
婚
な
ど
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
眉
剃
り
・
眉
作
り
と
い
っ
た
化
粧
は
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
お
歯
黒
同
様
、
徐
々
に
姿
を
消
す
こ
と
に
な

る
。

�
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第2章

女
の
装
い

江
戸
時
代
に
花
ひ
ら
い
た
装
いの
文
化
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葉うた虎之巻
豊原国周画
大判錦絵

文久（1861 ～ 63）頃
ポーラ文化研究所所蔵

口に櫛をくわえた女髪結が遊女の髪を結いあげて
いる。これから髷をつくるところで、女髪結の腕
の見せどころである。遊女もきせるを手わたして
いる禿も一服している午後のひとときであろう。

髪
と
髪
飾
り

江
戸
時
代
の
髪
型

村
田
孝
子
◉
ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所

　
井
原
西
鶴
が
描
い
た
『
好
色
一
代
女
』（
一
六
八
六
）
の
中
に
、「
女
は
髪
か
し
ら

0

0

0

0

0

0

姿
の
う
は
も
り

0

0

0

0

へ
と
い
へ

り
」
と
あ
る
。
女
は
髪
か
た
ち
が
姿
の
上
で
一
番
大
事
な
も
の
と
い
う
諺
と
「
う
は
も
り
」
と
は
最
上
の
も
の

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
諺
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
生
き
て
い
た
。
そ
れ
は
女
性
の
髪
型
の
変
遷
を
み
れ
ば

一
目
瞭
然
で
、
美
し
さ
を
追
い
求
め
た
女
心
の
変
遷
で
も
あ
る
。

　
江
戸
時
代
は
、
女
性
の
髪
結
史
上
、
最
も
華
や
か
な
時
代
で
あ
り
、
そ
の
種
類
は
数
百
種
に
も
及
ん
だ
と
い

わ
れ
て
い
る
。
当
時
は
年
齢
や
職
業
、
地
域
や
身
分
、
階
級
、
ま
た
未
、
既
婚
な
ど
に
よ
っ
て
髪
型
が
違
っ
て

お
り
、
一
目
み
れ
ば
、
ど
こ
の
ど
ん
な
女
性
な
の
か
が
わ
か
っ
た
。

　
江
戸
時
代
以
前
の
髪
型
は
、
後
ろ
に
垂
ら
し
た
垂
髪
や
下
げ
髪
が
主
で
あ
っ
た
が
、
安
土
、
桃
山
時
代
に
な

る
と
徐
々
に
結
い
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
、
中
国
や
朝
鮮
と
の
往
来
が
頻
繁
で
あ
っ
た
た
め
か
、
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青楼七小町　玉屋内花紫
喜多川歌麿画

寛政 6～ 7年 (1749～95) 頃
千葉市美術館所蔵

燈籠鬢に貝髷、べっ甲の櫛、簪を挿している。燈籠
鬢のところを細い布切れであろう、縛っている。これ
は、風呂に入ったときや、顔を洗ったりしたとき、鬢が
崩れてこないようにしたものと考えられる。筆先を舐め
て、これから客に逢いに来てくれるように、手紙を書く
ところだろう。これも、遊女の仕事の一つである。

中
国
女
性
の
髷ま
げ
を
模
倣
し
た
と
思
わ
れ
る
唐
輪
髷
や
、
下
げ
髪
が
煩
わ
し
い
時
に
は
笄
に
髪
を
巻
き
つ
け
て
髷

を
結
ぶ
こ
と
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

　
江
戸
初
期
は
、
公
家
や
武
家
階
級
の
女
性
た
ち
は
依
然
と
し
て
垂
髪
だ
っ
た
が
、
女
歌
舞
伎
や
遊
女
な
ど
が

兵
庫
髷
や
島
田
髷
、
勝
山
髷
な
ど
を
結
い
始
め
、
い
ず
れ
も
そ
の
後
一
般
庶
民
に
ま
で
及
ん
で
い
っ
た
。

　
兵
庫
髷
は
寛
永
（
一
六
二
四
～
四
三
）
の
初
め
ご
ろ
唐
輪
髷
が
簡
略
さ
れ
て
生
じ
た
髷
で
、
名
称
の
由
来
と

し
て
は
、
摂
津
兵
庫
の
遊
女
か
ら
と
か
、
兵
庫
樽
（
片
手
桶
）
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
な
ど
と
い
わ
れ
て
い

る
。
最
初
は
遊
女
の
髪
型
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
は
一
般
の
女
性
も
結
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
元
禄
頃

に
な
る
と
流
行
お
く
れ
と
な
り
、
わ
ず
か
に
中
年
婦
人
の
間
で
結
わ
れ
る
髪
型
と
な
っ
た
。

　
島
田
髷
は
、
若
衆
髷
が
変
化
し
た
も
の
で
、
日
本
髷
の
代
表
的
な
髪
型
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
島
田
髷
は
東
海

道
島
田
宿
の
遊
女
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
の
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
髷
も
諸
説
が
あ
る
。
女
歌
舞
伎

の
島
田
花
吉
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
説
、
そ
し
て
歌
舞
伎
役
者
の
島
田
甚
吉
か
ら
流
行
し
始
め
た
と
い
う
説
、

ま
た
、
島
田
万
吉
か
ら
起
こ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
し
ま
り
よ
く
束
ね
る
意
の
シ
メ
タ
ガ
ネ
ル

の
略
転
と
い
う
説
が
あ
る
。
島
田
髷
も
い
ろ
い
ろ
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
、
江
戸
時
代
全
般
を
通
し
て

若
い
女
性
に
好
ま
れ
た
。

　
勝
山
髷
は
承
応
か
ら
明
暦
（
一
六
五
二
～
五
七
）
に
か
け
て
、
江
戸
吉
原
の
遊
女
勝
山
が
結
い
始
め
た
と
い

わ
れ
る
。
こ
の
髷
も
、
兵
庫
髷
や
島
田
髷
と
同
様
、
諸
説
が
あ
る
。
第
一
は
宝
永
（
一
七
〇
四
～
一
〇
）
の
初

め
大
坂
か
ら
勝
山
湊
と
い
う
若
女
形
が
江
戸
に
下
っ
て
髪
を
大
輪
に
結
び
、
こ
れ
を
勝
山
と
い
っ
た
。
第
二

に
、
勝
山
仙
列
と
い
う
俳
優
か
ら
起
こ
っ
た
。
第
三
に
、
勝
山
仙
州
と
い
う
俳
優
か
ら
と
い
う
も
の
で
あ
る
。　
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婦人たしなみ草
（三代）歌川豊国画

大判錦絵
弘化元年（1844）

ポーラ文化研究所所蔵

頭を下にさげて髪を梳いている姿は今では見られ
ない。肩に掛けているのは前垂れで、これから自
分で髪を結い上げるのだろう。元結やそれを切る
ハサミが見えている。

美人結髪図
歌川国芳画
角すり物

弘化（1844 ～ 48）頃
たばこと塩の博物館所蔵

女髪結が結いあげた髪を合
せ鏡で見ている。「今日は
本当によく結いあがってい
るネェ」などと言っている
のかもしれない。女髪結の
髪には、今まで使っていた
なで櫛がささっている。
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勝
山
は
、
着
物
の
丹
前
風
を
生
み
出
し
た
よ
う
に
斬
新
な
感
覚
の
持
ち
主
で
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
面
で
常
に
世
間
の

注
目
を
ひ
い
た
。
卑
し
か
ら
ぬ
身
分
の
出
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
い
、
屋
敷
風
、
す
な
わ
ち
下
げ
髪
を
曲
げ
て
輪

に
し
、
白
元
結
を
か
け
る
と
い
っ
た
工
夫
を
し
て
道
中
し
た
と
こ
ろ
大
流
行
し
た
。　

　
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
髷
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
遊
女
や
女
歌
舞
伎
か
ら
生
ま
れ
一
般
の
人
達
に
流

行
し
て
い
っ
た
が
、
反
対
に
上
流
階
級
か
ら
流
行
し
て
い
っ
た
髪
型
と
し
て
、
笄
髷
が
あ
げ
ら
れ
る
。
室
町
時

代
、
宮
中
の
女
官
た
ち
が
下
げ
髪
を
笄
に
巻
き
つ
け
て
上
に
あ
げ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
江
戸
時
代
の
貞
享
、
元
禄

（
一
六
六
四
～
一
七
〇
三
）
頃
、
民
間
に
流
行
し
て
一
般
に
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
笄
髷
、
初
め
は
笄
を
用
い
て
髷
に
結
ん
だ
も
の
の
総
称
で
あ
っ
た
が
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
、

総
称
で
あ
っ
た
笄
髷
も
個
々
の
形
に
添
っ
た
名
前
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
先
笄
、
両
手
と
い
っ
た
髷
が
そ
の

例
で
あ
る
。　

　
江
戸
時
代
初
期
の
髪
型
の
中
で
主
役
と
い
え
ば
髷
で
あ
っ
た
。
と
い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
日
本
髪
を
構
成
す

る
要
素
で
あ
る
前
髪
、
鬢び
ん

、
髱た
ぼ

、
髷
の
四
つ
が
ま
だ
完
全
に
独
立
す
る
形
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。

　
延
宝
（
一
六
七
三
～
八
〇
）
頃
か
ら
、
髱
が
少
し
づ
つ
長
く
な
り
、
元
禄
の
頃
に
な
る
と
、
う
し
ろ
へ
突
き

出
し
た
形
へ
と
変
化
し
、
流
行
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
鷗
髱
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
格
好
が
鷗
の
尾
羽
に
似
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
名
が
つ
い
た
。　

　
宝
永
に
な
る
と
髱
は
長
く
下
へ
引
き
出
す
よ
う
に
な
っ
た
が
、
享
保
（
一
七
一
六
～
三
五
）
の
中
頃
に
は
、

す
こ
し
短
め
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
享
保
の
終
り
頃
に
な
る
と
、
髱
差
し
と
い
う
小
道
具
が
工
夫
さ

兵庫髷
寛永～元禄
寛永の初めごろ、唐輪髷が簡略されて生じた
髷で、最初は遊女の髪型であったのが、のち
には一般の女性も結うようになった。しか
し、元禄ごろになると流行おくれとなり、わ
ずかに中年婦人の間で結われる髪型となった。

勝山髷
承応～明暦
寛永の初めごろ、唐輪髷江戸吉原の遊女勝山が結
い始めたといわれている。着物の丹前風を生み出
したように斬新な感覚の持主であり、また、卑し
からぬ身分の出であることも手伝い、屋敷風の髪
型を工夫して道中したところ大流行した。
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下げ髪
安土・桃山時代～江戸時代初期
「松浦屏風」に見られる髪型である。長く垂らした黒髪が賛美
された平安、鎌倉時代を経て、室町時代に至っては、一般庶民
の女性は思い思いに工夫し、働きやすいように処理していた。

玉結び
貞享～元禄
髪を背にたらし、その末端を折り返して
輪としたもの。髪の輪が上の方にあり大
きいものは下級、輪が小さく髪の先の方
で結ばれたのが品があるとされた。

唐輪髷
天正
十六世紀末から結われたこの髷は、中国
女性の髷を模倣したところから名付けら
れた。遊女や歌舞伎役者の頭上にゆった
り束ねられた髷は野性味ある雰囲気をも
ち、当時の風俗屏風に多く描かれている。

元禄島田髷
元禄
島田髷は日本髪の代表的な髪型のひ
とつ。「若衆髷」が変化したもので、
東海道島田宿の遊女から始まったと
いうのが通説である。鬢の一部と髱
が重なり、うしろへ長く突出した
「鷗髱」が流行し、一世を風靡した。
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主
な
参
考
文
献
（
は
活
字
本
を
意
味
す
る
）

『
射
和
文
化
史
』
射
和
村
教
育
委
員
会　
一
九
五
六

『
一
話
一
言
』
大
田
南
畝　
一
七
七
九
～
一
八
二
〇　
　
日
本
随
筆
大
成
別

巻　
吉
川
弘
文
館　
一
九
七
八
～
七
九

『
浮
世
絵
』
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
㈶
専
売
弘
済
会
一
九
八
四

『
浮
世
絵
と
喫
煙
具
』
㈳
専
売
事
業
協
会
一
九
六
七

『
浮
世
絵
に
見
る
江
戸
の
暮
ら
し
』
橋
本
澄
子
・
高
橋
雅　
夫
編　
河
出
書
房

新
社　
一
九
八
九

『
浮
世
風
呂
』
式
亭
三
馬　
一
八
〇
九
～
一
三　
　
日
本
古
典
文
学
大
系

六
三　
岩
波
書
店　
一
九
五
七

『
江
戸
買
物
獨
案
内
』
一
八
二
四
（
覆
刻
）
近
世
風
俗
研
究
会　
一
九
五
八

『
江
戸
看
板
図
譜
』
林
美
一　
三
樹
書
房　
一
九
七
七

『
江
戸
結
髪
史
』
金
沢
康
隆　
青
蛙
房　
一
九
六
一

『
江
戸
語
事
典
』
三
好
一
光
編　
青
蛙
房　
一
九
七
六

『
江
戸
の
粋　
東
都
文
物
往
来
』
別
冊
太
陽　
平
凡
社　
一
九
八
一

『
江
戸
の
デ
ザ
イ
ン
』
小
学
館　
一
九
七
七

『
江
戸
の
二
十
四
時
間
』
横
山
恵
一
編　
中
央
公
論
社　
一
九
八
〇

『
江
戸
繁
昌
記
』
寺
門
静
軒　
一
八
三
二
～
六　
　
東
洋
文
庫　
二
五
七　

二
七
六　
平
凡
社　
一
九
七
四
～
五

『
江
戸
武
家
事
典
』
稲
垣
史
生
編　
青
蛙
房　
一
九
七
六

『
江
戸
吉
原
図
絵
』
花
咲
一
男
編　
三
樹
書
房　
一
九
七
六

『
絵
本
時
世
粧
』
歌
川
豊
国　
一
八
〇
二

『
絵
本
江
戸
化
粧
志
』
花
咲
一
男
編　
近
世
風
俗
研
究
会　
一
九
五
五

『
絵
本
江
戸
紫
』
歌
川
豊
国　
一
八
〇
三

『
絵
本
御
伽
品
鏡
』
長
谷
川
光
信　
一
七
三
〇

『
絵
本
青
樓
美
人
合
』
鈴
木
春
信　
一
七
七
〇

『
絵
本
和
国
諸
職
絵
尽
』
菱
川
師
宣　
一
六
八
五

『
絵
本
十
寸
鏡
』
西
川
祐
信　
一
七
四
八

『
江
馬
務
著
作
集
第
四
巻
・
装
身
と
化
粧
』
江
馬
務　
中
央
公
論
社　

一
九
八
八

『
鉛
丹
及
び
鉛
白
と
鉛
屋
市
兵
衛
』
株
式
会
社
鉛
市
商
店　
合
資
会
社
萩
田
商

店　
一
九
三
九

『
お
伊
勢
ま
い
り
』
西
垣
晴
次　
岩
波
書
店　
一
九
八
三

『
岡
崎
智
予
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
紫
光
社　
一
九
七
八

『
白
粉
と
白
粉
商
』
土
居
保
太
郎
『
絵
入
工
芸
風
俗
』
所
収　
一
九
二
八

『
お
歯
黒
の
研
究
』
原
正
三　
人
間
の
科
学
者　
一
九
八
一

『
女
鏡
秘
伝
書
』
一
六
五
〇

『
女
重
宝
記
』
艸
田
寸
木
子
（
苗
地
丈
伯
）　
一
六
九
二

『
女
用
訓
蒙
図
彙
』
奥
田
松
柏
軒　
一
六
八
七　
　
家
政
学
文
献
集
成　
渡

辺
書
店　
一
九
七
〇

『
家
具
と
室
内
意
匠
の
文
化
史
』
小
泉
和
子　
法
政
大
学
出
版
局　
一
九
七
九

『
甲
子
夜
話
』
松
浦
静
山　
　
東
洋
文
庫
三
〇
六　
平
凡
社　
一
九
八
八

『
髪
』
高
橋
雅
夫
編　

NOW

企
画　
一
九
七
九

『
茅
窓
漫
録
』
茅
原
虚
斎　
一
八
三
三　
　
日
本
随
筆
大
成
一
期
二
二　
吉

川
弘
文
館　
一
九
七
六

『
嬉
遊
笑
覧
』
喜
多
村
信
節　
一
八
三
〇　
　
日
本
随
筆

　
大
成
別
巻　
吉
川
弘
文
館　
一
九
七
九

『
近
世
紅
花
問
屋
の
研
究
』
沢
田
章　
大
学
堂
書
店　
一
九
六
九

『
櫛
・
か
ん
ざ
し
』
岡
崎
智
予　
一
九
七
八

『
櫛
・
か
ん
ざ
し
展
図
録
』
岡
崎
智
予　
一
九
七
九

『
く
す
り
の
歴
史
』
岡
崎
寛
蔵　
講
談
社　
一
九
七
六

『
化
粧
』
久
下
司　
法
政
大
学
出
版
局　
一
九
七
五

『
化
粧
史
文
献
資
料
年
表
』
村
沢
博
人
・
津
田
紀
代
編　
ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所　

一
九
七
九

『
化
粧
眉
作
口
傳
』
水
嶋
卜
也　
一
七
五
六
、一
七
六
二

『
結
髪
雛
形
集
』（
江
戸
時
代
）

『
蒹
葭
堂
雑
録
』
暁
晴
翁
撰　
一
八
五
九　
　
日
本
随
筆
大
成
一
期
一
四　

吉
川
弘
文
館　
一
九
七
五

『
香
と
香
道
』
香
道
文
化
研
究
会
編　
一
九
八
九

『
香
道
』
杉
本
文
太
郎　
雄
山
閣　
一
九
八
四　
増
補
改
訂
版

『
香
道
の
作
法
と
組
香
』
蜂
谷
宗
由
監
修　
長
ゆ
き
編　
雄
山
閣
出
版　

一
九
七
八

『
香
道
へ
の
招
待
』
北
小
路
功
光　
宝
文
館　
一
九
六
九

『
香
道
─
歴
史
と
文
学
』
三
條
西
公
正　
淡
交
社　
一
九
七
一

『
香
料
─
日
本
の
に
お
い
』
山
田
憲
太
郎　
法
政
大
学
出
版　
一
九
七
八

『
き
せ
る
』
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館　
㈶
た
ば
こ
産
業
弘
済
会　
一
九
八
八

『
古
事
類
苑
』
三
一　
器
用
部　
一
九
〇
九　
吉
川
弘
文
館　
一
九
五
八

『
御
殿
女
中
』
三
田
村
鳶
魚　
春
陽
堂　
一
九
三
〇

『
骨
董
集
』
山
東
京
伝　
一
八
一
三
～
五

『
婚
禮
道
具
諸
器
形
寸
法
書
』『
婚
禮
道
具
圖
』
江
戸
時
代　
　
『
婚
禮
道
具

圖
集
』
所
収　
覆
刻
日
本
古
典
全
集　
現
代
思
潮
社　
一
九
七
八

『
西
鶴
全
集
』
上　
井
原
西
鶴　
　
日
本
古
典
文
学
大
系　
四
七　
岩
波
書

店　
一
九
五
七

『
賎
の
を
だ
巻
』
森
山
孝
盛　
一
八
〇
二

『
時
代
風
俗
考
証
事
典
』
林
美
一　
河
出
書
房
新
社　
一
九
七
七

『
洒
落
本
大
成
』
全
三
九
巻　
中
央
公
論
社　
一
九
七
八
～
八
八

『
春
色
梅
児
誉
美
』
為
永
春
水　
一
八
三
二
～
三
三　
　
日
本
古
典
文
学
大

系
六
四　
岩
波
書
店　
一
九
六
二

『
商
人
買
物
獨
案
内
』
一
八
三
三
（
覆
刻
）
近
世
風
俗
研
究
会　
一
九
六
二

『
職
人
尽
（
七
十
一
）
歌
合
』
一
七
四
四　
覆
刻
版
本
文
庫
三　
国
書
刊
行
会　

一
九
七
四

『
神
宮
御
師
資
料
内
宮
篇
』
皇
學
館
大
学
史
料
編
纂
所　
一
九
八
〇

『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
一
六
九
〇　
　
覆
刻
日
本
古
典
全
集　
現
代
思
潮
社　

一
九
七
八

『
図
絵
江
戸
お
ん
な
百
姿
』
花
咲
一
男
編　
一
九
七
六

『
図
説
大
江
戸
の
賑
わ
い
』
高
橋
雅
夫
編　
河
出
書
房
新
社　
一
九
八
七

『
図
説
広
告
変
遷
史
』
中
部
日
本　
東
京
中
日
新
聞
社　
一
九
六
一
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『
世
界
喫
煙
史
』
宇
賀
田
為
吉　
㈶
専
売
弘
済
会　
一
九
八
四

『
川
柳
江
戸
喫
煙
志
』
清
博
美　
太
平
書
屋　
一
九
九
〇

『
川
柳
・
雑
俳
か
ら
み
た
江
戸
庶
民
風
俗
』
鈴
木
勝
忠　
一
九
七
三

『
川
柳
吉
原
風
俗
絵
図
』
佐
藤
要
人
編　
至
文
堂　
一
九
七
三

『
続
飛
鳥
川
』
活
日
本
随
筆
大
成
二
期
一
〇　
吉
川
弘
文
館　
一
九
七
四

『
続
・
日
本
の
文
様
』
北
村
哲
郎　
源
流
社　
一
九
八
八

『
太
陽
』
特
集
化
粧
模
様　
平
凡
社　
一
九
八
五

『
太
陽
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
士
農
工
商
Ⅲ
職
人
』
平
凡
社　
一
九
七
九

『
太
陽
ス
ペ
シ
ャ
ル
香
り
の
世
界
』
平
凡
社　
一
九
八
七

『
た
ば
こ
入
れ
』
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館　
㈶
た
ば
こ
産
業
弘
済
会　

一
九
八
六　
　

『
煙
草
及
煙
管
考
』
西
沢
米
二
郎
（
仙
湖
）『
仙
湖
遺
稿
集
』　
一
九
二
〇

『
タ
バ
コ
の
歴
史
』
宇
賀
田
為
吉　
岩
波
書
店　
一
九
七
三

『
煙
草
文
化
誌
』
宇
賀
田
為
吉　
東
峰
書
房　
一
九
八
一

『
田
村
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
化
粧
道
具
と
髪
飾
り
』
田
村
伎
都
子　
一
九
八
二

『
中
陵
漫
録
』
佐
藤
成
裕　
一
八
〇
〇
～
二
六　
　
日
本
随
筆
大
成
三
期
三　

吉
川
弘
文
館　
一
九
七
六

『
千
代
田
城
大
奥
』
永
島
今
四
郎　
朝
野
新
聞
社　
一
八
九
二

『
貞
丈
雑
記
』
伊
勢
貞
丈　
一
七
八
四

『
道
具
か
ら
み
た
江
戸
の
生
活
』
前
田
久
太
郎　
ぺ
り
か
ん
社　
一
九
七
八

『
當
世
か
も
じ
雛
形
』
安
部
玉
腕
子　
一
七
七
九

『
徳
川
実
紀
』
国
史
大
系
編
修
会　
吉
川
弘
文
館　
一
九
八
一

『
浪
花
髪
鏡
』
三
蝶
斎
広
信
画　
宮
尾
し
げ
を
復
刻　
一
九
五
〇

『
浪
華
百
事
談
』
　
日
本
随
筆
大
成
三
期
二　
吉
川
弘
文
館　
一
九
七
六

『
匂
い
の
中
の
日
本
文
化
』
小
泉
武
夫　

NGS　
一
九
八
三

『
匂
ひ
・
香
り
・
禅
』〈
東
洋
人
の
知
恵
〉　
関
口
真
大　
日
貿
出
版
社　

一
九
七
二

『
日
本
結
髪
全
史
』
江
馬
務　
立
命
館
出
版
部　
一
九
三
六

『
日
本
結
髪
全
史
』
江
馬
務　
東
京
創
元
社　
一
九
五
三

『
日
本
史
小
百
科　
家
具
』
小
泉
和
子　
近
藤
出
版
社　
一
九
八
五

『
日
本
書
紀
』
舎
人
親
王
・
太
安
万
呂
他　
七
二
〇　
　
日
本
古
典
文
学
大

系
六
七
、六
八　
岩
波
書
店　
一
九
六
五
～
六
七

『
日
本
煙
草
考
』
神
田
孝
一　
㈶
た
ば
こ
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー　
一
九
八
八

『
日
本
の
髪
』
橋
本
澄
子　
三
彩
社　
一
九
六
七

『
日
本
の
髪
型
』
浜
時
次
郎　
女
性
モ
ー
ド
社　
一
九
六
五

『
日
本
の
化
粧
』
ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所
編
者　
　
一
九
八
九

『
日
本
の
女
装
』
吉
川
観
方　
人
形
師
範
会　
　
一
九
六
八

『
日
本
の
女
装
』
吉
川
観
方　
故
事
研
究
会　
　
一
九
七
六

『
日
本
の
美
術
』
三
調
度　
岡
田
譲
編　
至
文
堂　
　
一
九
六
六

『
日
本
の
美
術
』
二
三
結
髪
と
髪
飾
り　
橋
本
澄
子
編　
至
文
堂　
一
九
六
八

『
日
本
の
美
術
』
三
七
ガ
ラ
ス　
岡
田
譲
編　
至
文
堂　
一
九
六
九

『
日
本
の
美
術
』
四
二
和
鏡　
中
野
政
樹
編　
至
文
堂　
一
九
六
九

『
日
本
の
美
術
』
二
七
五
化
粧
道
具　
小
松
大
秀
編　
至
文
堂　
一
九
八
九

『
日
本
の
美
術
』
二
七
六
香
道
具　
荒
川
浩
和
編　
　
至
文
堂　
一
九
八
九

『
日
本
の
美
術
』
二
七
七
婚
礼
道
具　
灰
野
昭
郎
編　
至
文
堂　
一
九
八
九

『
日
本
袋
物
概
史
』
京
都
袋
物
協
同
組
合　
一
九
七
七

『
日
本
紅
之
研
究
』
羽
根
田
作
兵
衛　
小
町
紅
本
舗　
　
一
九
二
八

『
野
村
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
小
袖
屏
風
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館　
朝
日
新
聞
社　

一
九
九
〇

『
誹
風
柳
多
留
全
集
』
岡
田
甫
校
訂　
三
省
堂　
一
九
七
六
～
七
八

『
初
音
の
調
度
』
徳
川
美
術
館　
一
九
八
五

『
半
日
閑
話
』
大
田
南
畝　
　
日
本
随
筆
大
成
一
期
八　
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
五

『
版
本
』
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館　
㈶
た
ば
こ
産
業
弘
済
会　
一
九
九
〇

『
百
人
女
郎
品
定
』
西
川
裕
信　
一
七
二
三

『
武
江
年
表
』
斎
藤
幸
成　
一
八
四
九
～
五
〇　
　
東
洋
文
庫
一
一
六　

一
一
八　
一
九
七
六
～
七

『
紅
』
─
伊
勢
半
一
七
〇
年
史
─
澤
田
亀
之
助
編　
伊
勢
半　
一
九
五
九

『
本
朝
世
事
談
綺
』
菊
岡
沾
凉　
一
七
三
四　
　
日
本
随
筆
大
成
二
期
一
二　

吉
川
弘
文
館　
一
九
七
四

『
眉
之
事
』
江
戸
時
代

『
眉
の
文
化
史
』
津
田
紀
代
・
村
田
孝
子　
ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所　
一
九
八
五

『
三
田
村　
鳶
魚
江
戸
生
活
事
典
』
稲
垣
史
生　
青
蛙
房　
一
九
七
六

『
水
嶋
卜
也
秘
書
』
水
嶋
卜
也　
一
六
七
九

『
都
風
俗
化
粧
伝
』
佐
山
半
七
丸　
一
八
一
三

『
都
風
俗
化
粧
伝
』（
活
字
本
）
高
橋
雅
夫
校
注　
東
洋
文
庫
四
一
四　
平
凡
社　

一
九
八
二

『
最
上
紅
花
史
の
研
究
』
今
田
信
一　
飛
鳥
書
房　
一
九
七
二

『
最
上
紅
花
史
料
』
今
田
信
一　
日
本
常
民
文
化
研
究
所　
一
九
四
二

『
守
貞
漫
縞
』
喜
田
川
守
貞　
一
八
三
七
～
五
三

『
容
顔
美
艶
考
』
並
木
正
三
遺
稿　
浅
野
高
造
補
著　
一
八
一
九

『
用
捨
箱
』
柳
亭
種
彦　
一
八
四
一　
　
日
本
随
筆
大
成　
一
期
一
三　

一
九
七
五

『
娵
入
記
』
伊
勢
貞
陸　
　
群
書
類
従
第
二
十
三
輯
武
家
部　
続
群
書
類
従

完
成
会　
一
九
八
三

『
柳
庵
随
筆
』
栗
原
柳
庵　
一
八
二
〇　
　
日
本
随
筆
大
成
二
期
一
七　
吉

川
弘
文
館　
一
九
七
四

『
類
聚
近
世
風
俗
志
』（『
守
貞
謾
縞
』
の
活
字
本
）
魚
住
書
房　
一
九
七
〇

『
歴
世
女
装
考
』
岩
瀬
百
樹　
一
八
四
七

『
我
衣
』
曳
尾
庵　
一
八
二
五　
　
燕
石
十
種
第
一　
中
央
公
論
社　

一
九
七
九

『
和
漢
三
才
図
会
』
寺
島
良
安　
一
七
一
三　
　
東
京
美
術　
一
九
七
六
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1
7
2

1
7
3

お
わ
り
に

　
現
代
に
つ
な
が
る
日
本
人
の
生
活
風
俗
の
変
化
は
、
明
治
維
新
を
境
目
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
と
く
に
和

服
か
ら
洋
服
へ
と
日
本
人
の
装
い
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
、
戦
後
は
そ
の
ス
ピ
ー
ド
が
増
し
た
。
最
近
は
、
歌

舞
伎
へ
観
劇
に
行
く
女
性
が
和
服
で
装
う
姿
は
見
か
け
て
も
、
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
に
登
場
す
る

母
親
・
磯
野
フ
ネ
の
よ
う
に
、
日
常
生
活
で
和
服
を
着
て
仕
事
を
す
る
主
婦
の
姿
を
見
か
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
和
服
姿
で
町
中
を
歩
く
男
性
の
姿
を
見
か
け
る
こ
と
も
、
昭
和
の
時
代
と
比
べ
て
ず
い
ぶ
ん
と
減
っ

た
よ
う
に
思
う
。

　
ま
た
、
和
服
を
着
た
男
性
が
た
ば
こ
入
れ
を
提
げ
て
、
き
せ
る
を
用
い
て
た
ば
こ
を
吸
う
姿
も
見
ら
れ
な
く

な
り
、
結
婚
式
で
は
振
袖
に
文
金
高
島
田
で
も
、
頭
は
仕
上
が
っ
た
鬘
を
被
る
の
が
ふ
つ
う
で
、
地
毛
で
日
本

髪
を
結
う
女
性
な
ど
、
お
目
に
か
か
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
だ
ろ
う
。

　
本
書
は
〝
は
じ
め
に
〟
で
も
述
べ
た
通
り
、
江
戸
時
代
の
女
性
の
「
髪
と
髪
飾
り
」「
化
粧
」「
服
飾
」
を
テ

ー
マ
に
、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
）、
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
と
ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所
で
共
催
し
た
特
別
展

「
粧
い
の
文
化
史
～
江
戸
の
女
た
ち
の
流
行
通
信
～
」
の
図
録
に
掲
載
し
た
原
稿
を
基
に
訂
正
加
筆
し
、
江
戸

時
代
の
男
性
の
「
髪
型
」
や
「
服
飾
」
の
新
稿
も
加
え
て
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
図
す
る
と

こ
ろ
は
、「
江
戸
時
代
に
お
け
る
男
女
の
装
い
」
を
テ
ー
マ
に
、
日
本
人
の
装
い
に
関
す
る
流
行
と
美
意
識
の

変
遷
を
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
幕
末
ま
で
俯
瞰
し
な
が
ら
、
分
か
り
や
す
く
紹
介
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
も
と
よ
り
紙
面
の
制
約
か
ら
十
分
説
明
を
尽
く
せ
な
か
っ
た
箇
所
も
あ
る
が
、
本
書
を
手
に
取
っ
て
く
だ

さ
っ
た
読
者
に
は
、
ま
ず
は
入
門
書
と
し
て
活
用
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
個
別
の
事
項
に
つ
い
て
興
味
を
膨
ら
ま

せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
れ
に
ま
さ
る
喜
び
は
な
い
。

　
最
後
に
、
本
書
刊
行
に
当
た
っ
て
お
世
話
に
な
っ
た
三
樹
書
房
編
集
部
の
木
南
ゆ
か
り
氏
、
山
田
国
光
氏
に

対
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

�

た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館　
谷
田
有
史
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R
eference

◈

協
力
者
（
五
〇
音
順
・
敬
称
略
）

青
木
英
夫

青
木
美
智
子

佐
藤
光
信

長
島
保
子

林　
照
乃

八
木
敬
一

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

千
葉
市
美
術
館

公
益
財
団
法
人　
平
木
浮
世
絵
財
団　
平
木
浮
世
絵
美
術
館

百
楽
庵

公
益
財
団
法
人　
大
和
文
華
館

※
掲
載
に
つ
き
ま
し
て
は
、
権
利
者
の
方
々
に
ご
承
諾
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
一
部
、
手
を

つ
く
し
ま
し
た
が
権
利
者
が
不
明
な
た
め
、
ご
了
承
を
い
た
だ
け
ぬ
ま
ま
掲
載
を
い
た
し
ま
す
。

そ
の
方
々
の
肩
書
き
は
、
当
時
の
も
の
に
元
と
付
け
て
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。

　
お
心
あ
た
り
の
あ
る
方
は
、
三
樹
書
房
編
集
部
ま
で
ご
一
報
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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