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歌
川
広
重
の
浮
世
絵
「
東
海
道
五

十
三
次
」
や
弥
次
さ
ん
、
喜
多
さ
ん

が
面
白
お
か
し
く
旅
を
す
る
十
返
舎

一
九
の
「
東
海
道
中
膝
栗
毛
」
を
ご

存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
を

見
て
も
、
江
戸
時
代
の
人
々
が
旅
に

憧
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
ね
。

　

旅
を
す
る
に
は
、
菩ぼ

提だ
い

寺じ

や
役
人
、

大
家
が
発
行
す
る
通
行
手
形
が
必
要

で
し
た
が
、
寺
社
の
参
詣
な
ら
比
較

的
容
易
に
取
得
で
き
た
よ
う
で
す
。

　

当
時
は
寺
社
縁
起
や
名
所
図
会
な

ど
の
刊
行
物
が
広
く
出
回
っ
て
い
ま

し
た
し
、
伊
勢
神
宮
を
は
じ
め
と
し

て
神
社
を
紹
介
す
る
御お

師し

や
商
人
、

旅
芸
人
に
よ
る
情
報
も
豊
富
で
し
た
。

　

八
尾
で
も
伊
勢
参
り
や
金
毘
羅
参

り
が
盛
ん
で
、
伊
勢
神
宮
に
参
拝
し

た
記
念
の
お
か
げ
燈
籠
が
大
窪
に
、

金
毘
羅
宮
に
参
拝
し
た
記
念
の
燈
籠

が
植
松
、
老
原
、
本
町
、
東
本
町
、

久
宝
寺
な
ど
に
残
っ
て
い
ま
す
。

八
尾
は
金
毘
羅
燈
籠
が
多
い
で
す
が
、

大
坂
か
ら
の
出
発
地
は
淀
屋
橋
だ
っ

た
の
で
行
き
や
す
か
っ
た
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

　

伊
勢
参
り
は
遷せ

ん

宮ぐ
う

に
合
わ
せ
た
お

か
げ
参
り
が
有
名
で
す
。
大
窪
の
燈

籠
が
作
ら
れ
る
契
機
に
な
っ
た
文
政

13
年
（
１
８
３
０
年
）
の
お
か
げ
参

り
は
６
０
０
万
人
が
参
詣
し
た
と
言

わ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
と
き
に

は
女
性
や
子
ど
も
だ
け
で
無
断
で
参

る
「
ぬ
け
ま
い
り
」
な
ど
も
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
も
歓
楽
地
が
そ

ば
に
あ
り
、
当
時
の
川
柳
に
「
伊
勢

参
り　

大
神
宮
に
も
ち
ょ
っ
と
寄
り
」

と
あ
る
よ
う
に
、
湯
治
や
遊
び
が
主

で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

明
治
時
代
に
な
る
と
、
鉄
道
が
旅

の
主
役
に
な
り
ま
す
。
大
阪
で
は
明

治
７
年
に
大
阪—

神
戸
間
が
開
通
し
、

明
治
22
年
に
は
新
橋
ま
で
延
伸
し
ま

す
。
同
年
、大
阪
鉄
道（
現
在
の
Ｊ
Ｒ
）

の
八
尾
駅
が
作
ら
れ
、
明
治
41
年
に

国
有
化
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
大
正

13
年
に
は
大だ

い

軌き

鉄
道
（
現
在
の
近
鉄
）

が
布
施—

八
尾
間
を
開
通
し
、
旅
が

身
近
に
な
り
ま
し
た
。

▲植松の金毘羅燈籠


