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装
い

1

男
の
洋
服
～
犬
に
吠
え
ら
れ
る
～

文
明
開
化
は
ま
ず
日
本
人
の
外
見
を
変
え
て
い
く
。
江
戸
時
代
後
期
の
男
の
服
装
と
言
え
ば
、
武
士
で
は

裃
か
み
し
も

（
羽は

織お
り

袴は
か
ま
）、
平
民
は
小こ

袖そ
で
が
基
本
で
あ
っ
た
。
幕
末
に
な
っ
て
開
国
が
進
む
と
、
幕
府
は
長
州
征
伐
を
機
に
西

洋
式
の
軍
服
を
導
入
す
る
よ
う
に
な
る
。
最
後
の
将
軍
・
徳
川
慶よ
し
喜の
ぶ
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
か
ら
授
か
っ
た
フ
ラ
ン

ス
式
の
軍
服
を
着
て
、
さ
っ
そ
う
と
直
立
す
る
写
真
は
有
名
だ
。

一
方
、
諸
藩
も
同
様
の
動
き
を
見
せ
、
攘
夷
を
標ひ
ょ
う
榜ぼ
う
す
る
薩
摩
藩
の
海
軍
や
長
州
藩
の
奇
兵
隊
も
、
洋
式
の

軍
服
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
軍
服
は
基
本
ツ
ー
ピ
ー
ス
で
あ
り
、
上
着
は
袂た
も
と
の
な
い
筒つ
つ
袖そ
で
、
ズ
ボ
ン
は
袴
を
細

く
縛
っ
た
段
袋
（
ダ
ン
ブ
ク
ロ
）
が
使
用
さ
れ
た
。

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
暮
れ
、
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
の
直
前
に
勤
皇
軍
の
観
兵
式
が
京
都
で
行
わ
れ
た
時
、

伊
東
祐す
け
麿ま
ろ
率
い
る
薩
摩
海
軍
の
一
隊
が
イ
ギ
リ
ス
式
の
軍
装
（
フ
ラ
ン
ス
を
頼
っ
た
幕
府
に
対
し
、
薩
摩
藩
は
イ

ギ
リ
ス
の
支
援
を
受
け
て
い
た
）
で
登
場
す
る
と
、

「
そ
ん
な
姿
で
天
皇
の
御
前
に
出
る
と
は
け
し
か
ら
ん
」
と
い
う
声
が
、
強
硬
な
攘
夷
派
か
ら
上
が
っ
た
。

あ
わ
や
伊
東
は
切
腹
か
、
と
い
う
緊
迫
し
た
空
気
に
な
っ
た
が
、
王
政
復
古
の
主
導
者
の
一
人
で
あ
る
西さ
い
郷ご
う
隆た
か

盛も
り
が
出
て
き
て
、

「
ダ
ン
ブ
ク
ロ
が
悪
け
り
ゃ
、
洋
式
訓
練
は
も
っ
と
い
け
ま
い
」
と
一
喝
し
て
、
事
態
は
収
束
し
た
と
い
う
。

近
代
の
戦
争
は
総
力
戦
で
あ
り
、
戦
国
時
代
の
鎧よ
ろ
い

兜か
ぶ
と

姿
は
も
は
や
時
代
遅
れ
で
あ
る
こ
と
を
、
幕
府
も
諸

装い

藩
も
よ
く
承
知
し
て
い
た
わ
け
だ
。
実
際
、
鳥
羽

伏
見
の
戦
い
に
端
を
発
し
た
戊ぼ

辰し
ん
戦
争
で
は
、
新

政
府
軍
、
旧
幕
府
軍
と
も
洋
服
を
着
て
の
戦
い
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
般
男
性
の
洋
装
化
は
、
維
新
が

成
っ
た
後
も
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
。
明
治
政

府
は
、
開
化
政
策
の
一
環
と
し
て
、
明
治
四
年

（
一
八
七
一
）
八
月
九
日
、「
散
髪
制
服
略
服
脱
刀

随
意
ニ
任
セ
礼
服
ノ
節
ハ
帯
刀
セ
シ
ム
」
と
い
う

太
政
官
令
を
出
す
。

い
わ
ゆ
る
散
髪
脱
刀
令
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
散

髪
と
脱
刀
の
自
由
を
認
め
る
と
と
も
に
、
洋
服
を

着
て
も
い
い
よ
、
と
い
う
緩
い
お
触
れ
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
ま
だ
ま
だ
及
び
腰
の
者
が
多
か
っ

明治初期、帯刀時代の珍服装（宮武外骨「明治奇聞」）
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た
だ
ろ
う
。

翌
明
治
五
年
に
男
性
の
宮
廷
服
で
あ
る
大
礼
服
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宮
廷
服
風
の
も
の
に
定
め
ら
れ
、
そ
の
後
、

警
察
、
郵
便
、
鉄
道
、
官
庁
の
制
服
が
順
次
洋
服
に
な
る
と
、
よ
う
や
く
好
奇
心
旺
盛
な
者
や
新
し
も
の
好
き
か

ら
洋
装
化
が
進
ん
で
い
っ
た
（
洋
服
着
た
さ
に
鉄
道
員
の
希
望
者
が
増
え
た
と
い
う
話
も
あ
る
）。

も
っ
と
も
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
廃
刀
令
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
男
の
洋
服
姿
に
は
、
奇き

妙み
ょ
う
奇き

天て

烈れ
つ
な

も
の
も
多
か
っ
た
よ
う
だ
。
シ
ャ
ツ
と
ズ
ボ
ン
を
着
用
し
て
い
る
の
に
大
小
を
差
し
、
頭
は
チ
ョ
ン
マ
ゲ
で
下
駄

を
履
い
て
い
る
と
か
、
逆
に
頭
は
断
髪
、
足
元
は
靴
を
履
い
て
い
る
が
、
着
て
い
る
も
の
は
羽
織
袴
で
あ
る
と
か
。

動
物
の
進
化
に
例
え
る
な
ら
、
ク
ジ
ラ
に
な
り
か
け
の
カ
バ
、
コ
ウ
モ
リ
に
な
り
か
け
の
ネ
ズ
ミ
と
い
っ
た
と
こ

ろ
だ
ろ
う
か
。

明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
四
月
二
十
九
日
の
『
新
聞
雑
誌
』
は
、
そ
ん
な
様
子
を
「
珍
し
き
滑
稽
画
を
見
る

が
ご
と
し
」
と
嘲
笑
す
る
、
外
国
人
発
行
の
新
聞
（
独
逸
新
聞
）
の
記
事
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
九
年

（
一
八
七
六
）
七
月
六
日
の
『
東
京
曙
あ
け
ぼ
の
新
聞
』
に
は
、「
仙
台
辺
り
の
往
来
で
は
、
洋
服
を
着
た
者
を
見
か
け
る

と
、
た
ち
ま
ち
犬
が
吠
え
か
か
る
」
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。

当
時
の
犬
に
と
っ
て
も
、
洋
服
は
目
新
し
い
存
在
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
ら
が
吠
え
た
の
は
、
お
そ

ら
く
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。「
洋
服
を
着
た
者
」
の
風
体
が
相
当
怪
し
か
っ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。

2

女
の
洋
服
～
ア
ヒ
ル
が
文
庫
を
背
負
っ
た
よ
う
～

女
性
の
洋
装
化
は
、
男
性
に
比
べ
る
と
ほ
と
ん
ど
進
展
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
政
府
関
係
者
を
含
め
日
本

男
性
の
、
い
く
ら
文
明
開
化
と
は
い
え
、
女
は
や
は
り
和
風
が
い
い
と
す
る
女
性
観
が
あ
っ
た
ろ
う
し
、
教
育
機

会
の
少
な
か
っ
た
日
本
女
性
の
側
も
、
洋
服
に
対
す
る
抵
抗
感
が
強
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
ん
な
中
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
一
月
の
『
日に
ち
要よ
う
新
聞
』
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
出
て
い
る
。

「
稀け

有う

の
物
好
き
な
者
も
い
る
よ
う
で
、東
京
坂
本
町
の
芸
者
小
み
さ
の
妹
せ
い
ら
ん
は
、歳
十
四
ば
か
り
だ
が
、

中
国
風
の
剃て
い
頭と
う
に
洋
服
を
着
用
し
、
月げ
っ
琴き
ん
を
携
え
て
客
に
招
か
れ
、
酒
席
で
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
あ

る
人
の
句
。
人
ま
ね
に
芸
者
も
さ
る
の
歳
は
じ
め
」

前
後
し
て
、
京
都
、
長
崎
で
も
芸
者
が
洋
服
を
披
露
す
る
「
事
件
」
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、
洋
装
女
性
の
出
現

は
も
っ
ぱ
ら
水
商
売
関
係
に
限
定
さ
れ
た
よ
う
で
、進
取
の
精
神
に
富
ん
だ
女
性
の
出
現
と
い
う
よ
り
、オ
ー
ナ
ー

側
の
客
寄
せ
戦
略
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
後
も
一
般
女
性
は
ほ
と
ん
ど
洋
服
に
無
縁
で
あ
り
、
女
学
生
で
す
ら
洋
装
を
憚は
ば
か
っ
て
、
む
し
ろ
、
そ
れ

ま
で
は
日
本
男
性
の
服
装
で
あ
っ
た
袴
姿
を
流
行
ら
せ
た
。
た
だ
上
半
身
は
、
小
袖
な
ど
の
和
服
を
ベ
ー
ス
に
し

つ
つ
も
、
下
着
の
シ
ャ
ツ
や
シ
ョ
ー
ル
、
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
な
ど
さ
さ
や
か
な
洋
物
を
取
り
入
れ
、
お
し
ゃ
れ
を
楽

し
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

唯
一
、
明
治
十
年
代
後
半
の
鹿
鳴
館
時
代
に
、
上
流
階
級
の
日
本
女
性
が
バ
ッ
ス
ル
・
ス
タ
イ
ル
の
ド
レ
ス

装い
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で
舞
踏
会
に
登
場
す
る
。
バ
ッ
ス
ル
・
ス
タ
イ
ル
と
は
、

十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
流
行
し
た
本
格
的
な
西
洋
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
、

ウ
ェ
ス
ト
を
グ
ッ
と
絞
り
、
腰
の
後
ろ
の
ほ
う
だ
け
を

膨
ら
ま
せ
た
衣
装
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
女
性
の
体
形
や
所
作
に
こ
う
し
た
ド

レ
ス
は
馴な

染じ

ま
な
か
っ
た
。
内
股
で
尻
を
振
る
歩
き
方

が
チ
グ
ハ
グ
で
、
外
国
人
に
は
も
っ
ぱ
ら
不
評
。「
ア

ヒ
ル
が
文
庫
を
背
負
っ
た
よ
う
」
と
け
な
さ
れ
た
。

も
っ
と
も
、
鹿
鳴
館
で
の
夜
ご
と
の
舞
踏
会
は
、
不

平
等
条
約
の
解
消
に
向
け
た
国
策
の
一
環
で
あ
り
、
そ

れ
を
無
理
矢
理
背
負
わ
さ
れ
た
彼
女
た
ち
を
嘲
笑
す
る

の
は
酷
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
（
こ
の
時
期
、
政
府
要
人

3

散
切
り
～
吊
る
さ
れ
た
数
百
の
髷
～

文
明
開
化
を
象
徴
す
る
最
た
る
も
の
と
い
え
ば
、
何
は
さ
て
お
き
散ざ
ん
切ぎ

り
頭
で
あ
ろ
う
。「
散
切
り
頭
を
叩
い

て
み
れ
ば
、
文
明
開
化
の
音
が
す
る
」
の
フ
レ
ー
ズ
は
小
学
生
で
も
知
っ
て
い
る
。

「
半
髪
頭
（
チ
ョ
ン
マ
ゲ
）
を
叩
い
て
み
れ
ば
、
因い
ん

循じ
ゅ
ん
姑こ

息そ
く
の
音
が
す
る
。
総そ
う
髪は
つ
頭
を
叩
い
て
み
れ
ば
王
政
復

古
の
音
が
す
る
」
に
続
く
俗ぞ
く
謡よ
う
の
一
節
だ
。

さ
て
、
チ
ョ
ン
マ
ゲ
と
い
う
世
界
史
的
に
見
て
も
異
端
な
髪
形
は
、
戦
国
時
代
の
終
わ
り
に
始
ま
っ
た
ら
し
い
。

兜
を
か
ぶ
る
武
士
が
、
頭
が
蒸
れ
な
い
よ
う
に
月さ
か
代や
き
を
剃そ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
広
く

武
士
や
平
民
男
性
の
間
で
定
着
し
た
。

特
殊
な
風
習
だ
か
ら
こ
そ
、余
計
改
め
る
に
は
抵
抗
が
大
き
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。明
治
四
年（
一
八
七
一
）

八
月
九
日
に
散
髪
脱
刀
令
が
出
た
あ
と
も
、
チ
ョ
ン
マ
ゲ
の
断
髪
は
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
。

総
髪
は
幕
末
に
流
行
し
た
月
代
を
剃
ら
ず
に
後
ろ
で
束
ね
る
髪
形
で
、
頻
繁
に
髪
の
手
入
れ
を
す
る
経
済
的
余

裕
の
な
い
志
士
や
浪
人
な
ど
が
取
り
入
れ
た
。
坂
本
龍
馬
や
木
戸
孝た
か
允よ
し
、
大
久
保
利と
し
通み
ち
、
伊
藤
博ひ
ろ
文ぶ
み
、
近
藤
勇
い
さ
み

も
皆
総
髪
で
あ
る
。

総
髪
の
者
は
髪
形
が
中
途
半
端
な
だ
け
に
、
チ
ョ
ン
マ
ゲ
の
者
ほ
ど
に
は
断
髪
に
抵
抗
感
が
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
実
際
、
木
戸
、
大
久
保
、
伊
藤
ら
は
維
新
前
後
に
早
々
と
断
髪
し
て
い
る
（
冒
頭
の
俗
謡
は
、
布
告
の

三
ヵ
月
前
に
木
戸
孝
允
が
、
広
報
の
た
め
新
聞
に
載
せ
た
も
の
と
さ
れ
る
）。

も
女
は
和
風
が
良
し
、
と
ば
か
り
は
言
っ
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
）。

日
本
女
性
の
間
に
洋
装
が
広
ま
る
の
は
、不
幸
に
も
関
東
大
震
災
（
一
九
二
三
年
）
と
白
木
屋
大
火
（
一
九
三
二

年
）
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
多
く
の
和
服
女
性
が
犠
牲
に
な
っ
た
被
害
の
実
態
か
ら
、
ズ
ロ
ー
ス
の
着
用
を
含

め
た
、
災
害
に
対
応
し
や
す
い
洋
服
へ
の
転
換
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

装い

バッスル・スタイルの日本女性たち
（明治21年須藤南翠「緑蓑談」）
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し
か
し
、
断
髪
に
対
す
る
一
般
庶
民
の
抵
抗
は
根
強
く
、
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
三
月
に
は
敦つ
る
賀が

県
（
現
福

井
県
）
で
断
髪
脱
刀
令
に
反
対
す
る
一
揆
が
発
生
し
、
六
人
が
騒
乱
罪
で
死
刑
に
処
さ
れ
た
。
一
方
、
同
じ
三
月

に
明
治
天
皇
が
自
ら
断
髪
、
八
月
に
は
滋
賀
県
が
「
チ
ョ
ン
マ
ゲ
を
切
ら
な
い
者
に
税
金
を
か
け
る
」
と
い
う
布

告
を
出
し
た
。

同
年
九
月
、
岩
倉
具と
も
視み

率
い
る
使
節
団
が
欧
米
か
ら
一
年
十
ヵ
月
ぶ
り
に
帰
国
す
る
が
、
出
発
時
一
人
チ
ョ
ン

マ
ゲ
だ
っ
た
岩
倉
具
視
は
、
途
中
シ
カ
ゴ
で
断
髪
し
、
す
っ
き
り
し
た
散
切
り
頭
に
変
身
し
て
い
た
。
そ
ん
な
こ

ん
な
で
、
よ
う
や
く
散
切
り
頭
は
全
国
に
広
が
り
出
し
た
よ
う
で
あ
る
。

断
髪
を
請
負
う
散
髪
屋
と
し
て
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
早
く
も
「
西
洋
散
髪
司
」、「
西
洋
髪
刈
所
」
と

い
っ
た
看
板
が
横
浜
に
上
が
る
。
目
ざ
と
い
髪
結
屋
が
居
留
地
の
外
国
人
か
ら
洋
風
理
髪
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ん
で

い
た
の
だ
。

た
だ
、
そ
う
い
う
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
地
方
で
は
、
床
屋
の
技
術
力
不
足
で
様
々
な
「
珍
髪
形
」
を
誕
生
さ
せ

た
よ
う
だ
。
明
治
六
年
六
月
二
十
五
日
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
よ
る
と
、「
愛
知
県
下
で
は
散
髪
の
種
類
が
甚

だ
多
く
、
尋
常
散
髪
あ
り
、
坊
主
あ
り
、
四
隅
を
剃
っ
た
円
座
頭
あ
り
、
中
央
に
窓
し
た
河か
っ
童ぱ

頭
あ
り
、
前
頭
に

溝
筋
の
あ
る
曲き
ょ
く
突と
つ
頭
あ
り
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

ま
た
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
の
『
大
阪
絵
入
雑
誌
』
第
三
号
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

「
東
堀
下
大
和
橋
西
入
の
髪
結
床
で
は
、
切
っ
た
男
の
髷
を
数
百
個
吊
る
し
て
あ
る
そ
う
だ
が
、
開
業
し
て
か

ら
こ
こ
で
開
化
風
の
斬
髪
に
改
め
た
衆
生
の
黒
髪
か
、
あ
る
い
は
こ
の
ほ
ど
戦
地
へ
出
陣
し
た
抜
刀
隊
が
、
決

死
の
覚
悟
を
も
っ
て
こ
の
床
屋
で
一
度
に
断
髪
し
た
も
の
か
、

云
々
」

抜
刀
隊
と
は
、
西
南
戦
争
時
に
警
察
官
か
ら
の
選
抜
に
よ
り

編
成
さ
れ
た
白
兵
戦
部
隊
で
あ
る
。
記
事
で
は
、
こ
の
奇
妙
な

光
景
を
店
主
の
洒
落
心
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
、
散

切
り
頭
の
量
産
に
よ
っ
て
開
化
政
策
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
を

ア
ピ
ー
ル
す
る
招し
ょ
う
牌は
い
（
看
板
）
だ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
断
髪
の
副
産
物
と
し
て
流
行
し
た
も
の
に
帽
子

（
シ
ャ
ッ
ポ
と
呼
ば
れ
た
）
が
あ
る
。
髪
を
切
っ
て
頭
が
涼
し

く
な
っ
た
か
ら
、
と
い
わ
れ
る
が
、
頭
を
剃
る
月
代
の
ほ
う
が

よ
っ
ぽ
ど
涼
し
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

あ
る
い
は
、
散
切
り
頭
を
見
ら
れ
る
の
が
恥
ず
か
し
く
て
、「
照
れ
隠
し
」
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
か
と
思

い
き
や
、
石
井
研け
ん

堂ど
う

著
『
明
治
事
物
起
源
』
に
よ
る
と
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
天
皇
の
東
北
巡
幸
が
あ
っ

た
際
、
福
島
県
郡
山
で
開
拓
功
労
者
二
十
余
人
が
拝は
い
謁え
つ
に
及
ん
で
脱
帽
し
た
と
こ
ろ
、
チ
ョ
ン
マ
ゲ
の
者
が
数
名

い
た
と
い
う
（
帽
子
は
チ
ョ
ン
マ
ゲ
隠
し
の
た
め
？
）。

と
も
あ
れ
、
断
髪
の
普
及
に
伴
い
、
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
、
パ
ナ
マ
帽
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
帽
、
鳥と
り
打う
ち
帽
な
ど
多
種
多
様

な
帽
子
が
人
気
を
呼
ん
だ
。

装い

様々な散切り頭（「明治奇聞」）
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凌
雲
閣
～
日
本
初
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
釣
瓶
式
～

バ
ベ
ル
の
塔
の
時
代
か
ら
、
人
間
と
い
う
も
の
は
力
を
持
つ
と
、
や
た
ら
と
高
い
も
の
を
つ
く
り
た
が
る
生

き
物
の
よ
う
だ
。
西
洋
の
建
築
技
術
を
マ
ス
タ
ー
し
た
日
本
の
建
築
関
係
者
は
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）

十
一
月
、
東
京
浅
草
に
凌り
ょ
う
雲う
ん
閣か
く
と
い
う
、
十
二
階
建
て
で
高
さ
五
十
二
メ
ー
ト
ル
の
高
層
建
築
物
を
完
成
さ
せ

た
（
浅
草
十
二
階
と
も
呼
ば
れ
た
）。
十
階
ま
で
が
煉
瓦
造
り
、
十
一
、十
二
階
は
木
造
で
あ
っ
た
。

十
階
か
ら
十
二
階
が
眺
望
室
で
、
九
階
以
下
は
物
品
販
売
店
や
演
技
・
舞
踊
場
な
ど
が
占
め
、
眺
望
室
か
ら
は
、

東
京
の
半
分
と
遠
く
房
総
半
島
も
見
渡
せ
た
と
い
う
。

十
二
階
建
て
と
も
な
れ
ば
、
階
段
で
上
が
る
に
は
骨
が
折
れ
る
。
そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
昇

降
機
）
で
あ
る
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
一
八
五
八
年
に
ア
メ
リ
カ
で
実
用
化
さ
れ
て
い
た
が
、
日
本
で
は
こ
れ
が

初
お
目
見
え
で
あ
っ
た
。

一
階
か
ら
八
階
の
間
に
二
基
設
置
さ
れ
、
窓
付
き
で
入
り
口
を
除
く
三
方
に
は
、
座
布
団
を
敷
い
た
腰
掛
が
用

意
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
片
方
が
上
が
れ
ば
片
方
が
下
り
る
、
い
わ
ば
井
戸
の
釣
瓶
の
よ

う
な
方
式
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
証
明
す
る
川
柳
が
二
句
、『
明
治
事
物
起
源
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
乗
る
と
直
ぐ
持
ち
上
が
る
十
二
階　
　
　
　
　
柳
月
」

「
乗
る
と
下
か
ら
持
ち
上
が
る
十
二
階　
　
　
　
同
人
」

凌
雲
閣
は
世
間
の
関
心
を
大
い
に
集
め
、
開
業
最
初
の
日
曜
日
に
は
六
千
人
が
詰
め
か
け
た
と
い
う
。
と
こ
ろ

が
、
肝
心
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
開
業
後
故
障
が
多
く
、
警
視
庁
の
調
査
で
落
下
防
止
装
置
が
不
完
全
と
い
う
こ
と

で
、
翌
年
に
は
使
用
中
止
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
動
か
な
い
と
な
る
と
、
階
段
を
十
二
階
ま
で
歩
い
て
上
が
る
来
場
者
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は

な
い
。
そ
こ
で
、
階
段
を
の
ぼ
り
な
が
ら
楽
し
め
る
企
画
が
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
美
人
芸
者
百
名
の
写
真
に

よ
る
人
気
投
票
で
あ
っ
た
。
題
し
て
「
百
美
人
」。

四
階
か
ら
七
階
に
か
け
て
縦
横
二
尺
（
約
六
十
セ
ン
チ
）
余
り
の
写
真
を
展
示
し
、
来
場
者
が
好
み
に
応
じ
て

住・街

凌雲閣開業の新聞広告（明治23年）
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投
票
す
る
の
で
あ
る
（
開
票
結
果
は
写
真
の
肩
に
記
さ
れ
た
）。

い
わ
ば
ミ
ス
コ
ン
の
走
り
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の

企
画
は
ま
ん
ま
と
当
た
り
、
明
治
二
十
四
年
十
月
二
十
一
日
の
『
東

京
朝
日
新
聞
』
に
よ
る
と
、
一
位
に
な
っ
た
芸
者
を
巡
っ
て
、
某
局

長
と
某
議
員
の
間
で
身
請
け
競
争
が
発
生
す
る
ほ
ど
の
過
熱
ぶ
り
で

あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
十
月
十
三
日
の
『
郵

便
報
知
新
聞
』
は
、
凌
雲
閣
が
欠
陥
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
関
し
て
、
製

作
元
で
あ
る
東
京
電
灯
株
式
会
社
の
社
長
を
東
京
地
方
裁
判
所
へ
訴

え
た
と
報
じ
て
い
る
。
こ
の
頃
は
ま
だ
電
力
供
給
そ
の
も
の
が
不
安

定
な
時
期
で
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
登
場
は
時
期
尚
早
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

そ
ん
な
訴
訟
沙
汰
を
経
て
、
凌
雲
閣
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
大
正
三

年
（
一
九
一
四
）
に
復
活
す
る
が
、
同
十
二
年
（
一
九
二
三
）
九
月

一
日
の
関
東
大
震
災
で
、
凌
雲
閣
は
八
階
か
ら
上
が
倒
壊
、
残
っ
た

部
分
も
傾
い
た
た
め
、
陸
軍
工
兵
隊
に
よ
り
爆
破
解
体
さ
れ
た
。

18

奇
怪
な
人
造
富
士
～
暴
風
で
も
ろ
く
も
崩
れ
た
張
り
ぼ
て
展
望
所
～

凌
雲
閣
が
建
て
ら
れ
た
頃
は
望ぼ
う
楼ろ
う
建
築
の
ブ
ー
ム
で
、
大
阪
で
も
九
階
建
て
の
同
じ
凌
雲
閣
と
い
う
名
の
建
物

が
完
成
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
開
催
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
万
博
に
お

い
て
、
目
玉
施
設
と
し
て
建
設
さ
れ
た
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
が
、
入
場
者
数
二
百
万
人
を
記
録
す
る
大
盛
況
だ
っ
た
こ

と
の
影
響
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
（
実
際
、凌
雲
閣
は
開
業
前
か
ら
「
浅
草
に
エ
ッ
フ
ェ
ル
大
塔
」
と
宣
伝
さ
れ
た
）。

と
こ
ろ
で
、
浅
草
に
凌
雲
閣
が
で
き
る
少
し
前
の
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）、
同
地
に
寺
田
為
吉
と
い
う

香や

し
具
師
が
、
高
さ
三
十
二
メ
ー
ト
ル
の
木
造
の
人
造
富
士
を
築
い
て
い
る
。

為
吉
は
、
浅
草
五
重
塔
の
修
繕
中
に
、
足
場
を
利
用
し
て
一
銭
の
料
金
で
見
物
客
を
五
重
塔
に
登
ら
せ
て
い
る

の
を
見
て
、
は
た
と
閃
い
た
ら
し
い
。
東
京
市
内
を
一
望
で
き
る
展
望
所
を
、
し
か
も
天
下
の
霊
峰
富
士
を
模
し

て
造
れ
ば
、
絶
対
に
儲
か
る
と
踏
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
人
造
富
士
、
内
部
に
ら
せ
ん
階
段
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、「
老
幼
婦
女
」
も
楽
に
登
れ
た
ら
し
く
、
日
に

数
千
人
が
入
場
し
て
、
為
吉
は
思
惑
通
り
相
当
の
利
潤
を
得
た
。
し
か
し
、
如
何
せ
ん
木
や
竹
の
骨
組
み
に
石
灰

を
塗
っ
た
だ
け
の
「
張
り
ぼ
て
」
の
つ
く
り
だ
っ
た
の
で
、
二
年
後
の
暴
風
雨
で
ひ
と
た
ま
り
も
な
く
損
傷
し
、

撤
廃
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
と
い
う
。

被
災
し
た
人
造
富
士
の
姿
は
、「
白お

し
粉ろ
い
の
化
粧
を
洗
い
落
と
し
、
骨
を
露
わ
に
し
た
る
（
卒そ

塔と

婆ば

）
小
町
を
観

る
よ
り
凄
し
」
と
『
明
治
事
物
起
源
』
に
あ
る
。

住・街

凌雲閣のエレベーターの図（明治23年2月「工談雑誌」）
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