
歌
川
国
芳
「
木
曽
街
道
六
十
九
次
　
守
山
」
１
８
５
２
年

歌
川
国
貞
「
見
立
三
十
六
歌
撰
　
在
原
業
平
」
１
８
５
２
年

　
こ
れ
ま
で
、
八
戸
ク
リ
ニ

ッ
ク
街
か
ど
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

で
は
日
本
特
有
の
伝
統
木
版

画
を
幅
広
く
ご
紹
介
す
る
た

め
、
江
戸
か
ら
昭
和
初
期
ま

で
の
時
代
・
ジ
ャ
ン
ル
の
様

々
な
作
品
を
織
り
交
ぜ
な
が

ら
、
展
覧
会
を
行
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
一
連

の
シ
リ
ー
ズ
も
の
を
ま
と
め

て
ご
紹
介
す
る
機
会
は
、
昨

年
の
「
源
氏
物
語
」
ま
で
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
現
在
開
催
中
の
「
歌
川
国

芳
　
江
戸
の
ダ
ジ
ャ
レ
旅
」

は
、
国
芳
の
一
大
シ
リ
ー
ズ

「
木
曽
街
道
六
十
九
次
」
を

一
斉
公
開
す
る
と
共
に
関
連

作
品
も
展
示
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
中
で
も
古
典
を
題

材
に
し
た
作
品
を
２
点
ご
紹

介
し
ま
す
。

も
り

　
ま
ず
は
、
山
の
よ
う
な
盛

そ

ば

蕎
麦
を
食
べ
て
い
る
達
磨
を

描
い
た
作
品
。
「
山
」
の
よ

う
な
「
盛
」
蕎
麦
と
い
う
こ

と
で
、
ダ
ジ
ャ
レ
で
木
曽
街

道
の
「
守
山
」
と
い
う
宿
駅

に
こ
の
絵
を
描
い
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
蕎
麦
は
ヘ
ギ

と
い
う
木
の
器
に
盛
り
付

ふ

の

り

け
、
布
海
苔
を
つ
な
ぎ
に
使

っ
た
「
へ
ぎ
そ
ば
」
。
達
磨

大
師
は
、
「
面
壁
九
年
（
壁

に
向
か
っ
て
９
年
座
禅
し
悟

り
を
開
い
た
）
」
の
逸
話
が

あ
る
た
め
、
「
麺
」
と
「面
」、

「
へ
ぎ
」
と
「
壁
」
か
ら
配

役
は
達
磨
大
師
に
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
崇
高

な
対
象
を
、
俗
っ
ぽ
く
描
く

の
も
江
戸
文
化
の
好
み
で

す
。

　
続
い
て
も
う
一
枚
は
、
国

芳
の
兄
弟
子
で
浮
世
絵
史
上

最
も
売
れ
た
絵
師
・
歌
川
国

貞
の
作
品
。
京
都
清
水
寺
の

僧
・
清
玄
が
、
桜
姫
に
恋
し

堕
落
し
た
末
に
殺
さ
れ
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
怨
霊
は

な
お
も
桜
姫
を
苦
し
め
る
と

い
う
お
話
。
巧
妙
な
ぼ
か
し

で
不
気
味
な
雰
囲
気
を
出

し
、
背
景
に
は
清
玄
が
苦
し

め
た
桜
姫
に
見
立
て
る
様

に
、
暴
風
雨
に
乱
れ
散
る
桜

の
木
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
こ
の
作
品
に
は
、

在
原
業
平
の
和
歌
「
世
の
中

に
　
た
へ
て
桜
の
　
な
か
り

せ
ば
　
春
の
心
は
　
の
ど
け

か
ら
ま
し
」
（
こ
の
世
に
桜

が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
今
か

今
か
と
花
咲
く
日
を
待
ち
望

み
、
咲
け
ば
今
度
は
風
雨
に

散
ら
ぬ
か
と
憂
う
、
そ
ん
な

こ
と
な
く
、
心
穏
や
か
な
春

を
過
ご
せ
る
の
に
）
が
添
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

美
し
く
は
か
な
い
桜
の
花
を

賛
美
す
る
平
安
歌
人
の
歌

を
、
桜
姫
さ
え
い
な
け
れ
ば

穏
や
か
な
人
生
を
送
っ
て
行

け
た
の
に
と
、
心
狂
う
清
玄

の
気
持
ち
に
見
立
て
て
い
る

の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
見
立
て
は
、

日
本
文
化
に
お
い
て
伝
統
的

な
方
法
で
、
特
に
浮
世
絵
で

は
多
用
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

こ
れ
は
中
世
に
お
い
て
武
家

が
公
家
文
化
を
取
り
入
れ
た

よ
う
に
、
い
つ
の
時
代
も
新

た
な
文
化
の
担
い
手
が
、
自

分
た
ち
が
憧
れ
る
文
化
を
自

ら
の
趣
向
に
ア
レ
ン
ジ
し
取

り
込
ん
で
い
く
方
法
の
一
つ

に
も
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
取
り
込
ま
れ

た
表
現
が
独
自
の
様
式
を
持

っ
た
時
、
そ
こ
に
誰
も
が
確

認
で
き
る
ほ
ど
鮮
明
に
一
つ

の
文
化
が
立
ち
上
が
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
浮
世
絵
は
、
ま
さ
に
錦

の
如
く
鮮
や
か
に
江
戸
庶
民

を
染
め
た
美
意
識
・
文
化
の

表
れ
の
一
つ
で
し
た
。

　
何
か
を
別
の
何
か
に
変
換

す
る
こ
の
ダ
ジ
ャ
レ
や
見
立

て
が
、
古
典
文
化
を
題
材
に

し
た
時
、
そ
れ
は
文
化
を
継

承
す
る
機
能
も
持
ち
合
わ
せ

ま
す
。
古
代
よ
り
数
多
あ
る

お
話
の
中
か
ら
長
い
年
月
を

か
け
、
時
代
時
代
の
日
本
人

が
選
択
し
残
し
て
き
た
も

の
。
そ
こ
に
は
、
日
本
ら
し

さ
が
し
み
込
ん
で
お
り
、
浮

世
絵
も
江
戸
後
期
の
流
行
の

中
で
そ
の
役
割
を
確
実
に
担

っ
て
い
た
の
で
す
。

（
八
戸
ク
リ
ニ
ッ
ク
街
か
ど

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
学
芸
員
・

小
倉
学
）

　
※
「
歌
川
国
芳
　
江
戸
の

ダ
ジ
ャ
レ
旅
」
は
６
月
�
日

ま
で
。
問
い
合
わ
せ
は
同
ミ

ュ
ー
ジ
ア
ム
（
電
話
０
１
７

８
�
７
７
３
７
）
へ
。


