
 
 

浮
世
絵
展 

住
職 

平
田
真
純 

 

私
の
子
供
時
代
、
某
社
の
お
茶
漬
け
ふ
り
か
け
に
は
、
広
重

の
東
海
道
五
十
三
次
の
浮
世
絵
カ
ー
ド
が
一
枚
ず
つ
オ
マ
ケ
で

つ
い
て
い
ま
し
た
。
ま
だ
歴
史
や
芸
術
な
ど
に
興
味
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
な
ぜ
か
「
全
部
揃
え
た
い
な
」
と

思
っ
て
い
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
忘
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
数
十
年
後
に
待
乳
山
で
、
浮
世
絵
展
を
催
す
こ
と
に

な
る
因
縁
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

平
成
十
三
年
よ
り
二
年
毎
に
開
催
し
て
お
り
ま
す
「
浮
世
絵

展
」
も
、
今
年
の
開
催
で
四
回
目
を
迎
え
ま
す
。
今
回
は
待
乳

山
と
そ
の
周
辺
地
域
に
関
連
す
る
浮
世
絵
や
古
写
真
の
展
示
を

中
心
に
、
待
乳
山
を
挟
む
隅
田
川
と
山
谷
堀
の
上
流
に
も
ス
ポ

ッ
ト
を
当
て
、
現
代
の
東
京
で
は
感
じ
づ
ら
い
、
自
然
の
営
み

と
江
戸
の
町
の
共
栄
を
、
少
し
で
も
表
現
で
き
れ
ば
と
思
っ
て

い
ま
す
。
九
月
十
四
日
よ
り
十
月
六
日
ま
で
開
催
い
た
し
ま
す
。 

江
戸
時
代
の
浮
世
絵
を
鑑
賞
す
る
と
、
大
都
会
江
戸
で
あ
っ

て
も
、
四
季
の
変
化
を
通
じ
た
日
本
的
情
緒
や
、
海
川
山
な
ど

の
地
形
の
変
化
の
味
わ
い
、
ま
た
当
時
の
人
々
の
生
活
や
習
慣

へ
の
共
鳴
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
の
感
性
で
今
の
東
京
を
流
れ
る
河
川
な
ど
を
眺
め
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
気
づ
き
に
出
会
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。 

我
々
の
祖
先
は
、
日
々
の
生
活
の
中
で
、
目
の
前
の
自
然
か

ら
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
し
て
学
ん
で
き
ま
し
た
。

八
百
万

や

お

よ

ろ

ず

の
神
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
神
が
宿

る
と
い
う
発
見
は
そ
の
賜
物
で
す
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
に

仏
が
宿
る
と
い
う
大
乗
仏
教
の
確
固
た
る
思
想
が
後
ろ
盾
と
な

り
、
我
々
日
本
人
の
精
神
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

こ
れ
は
個
人
的
な
感
覚
で
す
が
、
概
し
て
日
本
人
の
哲
学
は
、

内
省
的
に
自
己
を
掘
り
下
げ
て
い
く
よ
り
も
、
事
象
か
ら
の
気

づ
き
を
重
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん

自
己
を
見
つ
め
る
の
も
大
切
な
仏
道
修
行
で
あ
り
、
周
り
の
状

況
変
化
に
流
さ
れ
る
だ
け
で
は
真
の
精
神
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、

本
来
、
自
己
と
他
者
・
他
物
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
見
つ
め
る
の
が

私
た
ち
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

浮
世
絵
時
代
の
優
雅
な
風
景
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
昨
今

の
地
球
上
は
…
、
否
、
宇
宙
空
間
に
ま
で
、
解
決
不
能
と
思
わ

れ
る
よ
う
な
問
題
で
満
ち
溢
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
日
本
人
と

し
て
歴
史
を
振
り
返
り
、
神
仏
に
教
え
を
乞
う
の
も
大
切
な
こ

と
と
思
い
ま
す
。 



待
乳
山
便
り 

畑
中
講 

報
告 

 

五
月
二
十
六
日
、
畑
中
講
の

大
般
若
法
要
を
執
り
行
い
ま
し

た
。
今
年
で
畑
中
講
は
四
十
五

回
目
を
迎
え
ま
し
た
。 

講
元
の
畑
中
秀
俊
さ
ん
は
二

代
目
に
な
り
ま
す
が
、
今
も
な

お
多
く
の
お
申
込
み
が
あ
り
、

今
年
も
お
よ
そ
百
名
の
お
申
込

み
が
あ
り
ま
し
た
。 

法
要
終
了
後
は
、
講
に
参
加
さ
れ
た
皆
様
と
住
職
で
記
念

撮
影
を
行
い
、
大
広
間
に
て
歓
談
さ
れ
ま
し
た
。 

 

落
合
史
明
様
よ
り
、
本
堂
脇
の
駐
車

場
の
門
の
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
を
ご
奉
納
、

設
置
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

よ
り
安
全
に
車
の
出
入
り
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  
 
 
 
 
 

三
月
七
日
、
大
関
紗
世
ち
ゃ
ん
の
お
宮

参
り
を
行
い
、
行
者
様
よ
り
ご
加
護
を
授

か
り
ま
し
た
。
尊
天
様
の
ご
加
護
で
健
や

か
に
成
長
さ
れ
る
こ
と
を
お
祈
り
し
て
お

り
ま
す
。 

 

七
月
御
縁
日
大
法
要
・
行
事
紹
介 

出
世
観
音
供
養
会 

七
月
十
七
日(

水)  

午
前
十
一
時 

 

講
金 

一
、
五
〇
〇
円 

七
月
十
七
日
、

出
世
観
音
供
養
会

を
執
行
い
た
し
ま

す
。 昭

和
九
年
、
境

内
周
辺
の
擁
壁
工

事
を
行
っ
た
際
、

土
中
よ
り
観
音
様

の
ご
尊
首
が
現
れ
ま
し
た
。 

そ
の
後
当
時
の
多
数
の
ご
信
徒
様
の
協
力
で
、
そ
の
素
晴

ら
し
い
ご
尊
首
に
ふ
さ
わ
し
い
ご
尊
体
が
作
ら
れ
ま
し
た
。 

以
来
現
在
に
至
る
ま
で
多
く
の
ご
信
徒
の
方
を
救
っ
て
く

だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
持
つ
観
音
様
と
の
ご
縁
を
深
め
、
皆

様
自
身
も
観
音
様
の
ご
尊
首
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
才
能
や

チ
ャ
ン
ス
を
得
て
い
た
だ
き
、
そ
の
上
で
ご
尊
体
を
お
造
り

す
る
か
の
よ
う
な
地
道
な
信
仰
、
精
進
を
辛
抱
強
く
続
け
て

い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
の
才
能
、
チ
ャ
ン
ス
に
ふ
さ
わ
し
い
出

世
が
待
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

そ
の
上
で
観
音
様
の
よ
う
な
心
を
も
っ
て
徳
を
積
ん
で
い

た
だ
け
れ
ば
尚
の
事
素
晴
ら
し
い
ご
利
益
を
い
た
だ
け
る
で

し
ょ
う
。 

 

常
香
講 

七
月
二
十
日(

土)  

午
前
十
一
時  

講
金 

一
、
五
〇
〇
円 

 

七
月
二
十
日
、
常
香
講
を
執
行
い
た
し
ま
す
。 

信
仰
に
お
い
て
身
を
清
め
る
と
い
う
事
は
あ
ら
ゆ
る
面
で

重
要
で
す
。 

身
を
清
め
る
こ
と
は
即
ち
心
を
清
め
る
こ
と
に
繋
が
り
、

そ
れ
に
よ
り
平
常
心
を
生
み
、
よ
り
充
実
し
た
信
仰
に
つ
な

げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

浴
油
祈
祷
の
際
に
も
、
行
者
は
ま
ず
沐
浴
を
し
て
体
を
清

め
清
浄
な
衣
を
ま
と
い
、
本
堂
に
入
り
門
前
に
お
い
て
香
湯

を
灌
ぎ
、
象
香
炉
の
煙
で
足
も
と
か
ら
清
め
ま
す
。
登
壇
後

の
作
法
に
お
い
て
も
、
塗
香
を
ま
と
い
香
炉
に
沈
香
を
く
べ

る
こ
と
か
ら
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
作
法
で
心
身
を
清
め
て
か

ら
実
際
の
ご
祈
祷
を
始
め
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
お
勤
め
で
は
心
身
を
清
め
る
と
い
う
行
為
を

非
常
に
大
切
に
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
お
香
を
用
い
る
こ

と
が
と
り
わ
け
多
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

信
仰
に
は
欠
か
せ
な
い
こ
の
お
香
を
常
香
講
で
は
お
供
え

し
、
祈
祷
を
い
た
し
ま
す
。 

 

常
香
講
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
身
を
清
め
る
こ
と
の
大
切

さ
を
改
め
て
意
識
し
日
々
の
信
仰
の
基
礎
と
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

象香炉 



 

  

九
月
に
開
催
さ
れ
る
浮
世

絵
展
、
今
回
の
テ
ー
マ
の
一

つ
で
あ
る
山
谷
堀
に
つ
い
て

お
話
を
し
ま
す
。 

山
谷
堀
は
石
神
井
川
か
ら

王
子
で
分
か
れ
、
音
無
川
を

通
り
隅
田
川
に
流
れ
る
水
路

で
し
た
。
現
在
は
暗
渠
と
な

り
埋
め
立
て
ら
れ
山
谷
堀
公

園
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

山
谷
堀
に
は
九
つ
の
橋
が
あ
り
、
隅
田
川
寄
り
か
ら
、

今
戸
橋
、
聖
天
橋
、
吉
野
橋
、
正
法
寺
橋
、
山
谷
堀
橋
、

紙
洗
橋
、
地
方
新
橋
、
地
方
橋
、
日
本
堤
橋
と
続
い
て
お

り
ま
し
た
。
現
在
は
親
柱
の
み
残
っ
て
お
り
ま
す
。
今
回

か
ら
数
回
に
分
け
て
、
下
流
か
ら
上
流
へ
案
内
し
た
い
と

思
い
ま
す
。 

江
戸
時
代
は
待
乳
山
で
お
参
り
し
、
天
狗
坂
を
下
っ 

        

て
い
く
と
最
初
の
橋
、
今
戸
橋
に
出
ま
し
た
。
下
に
は
船

着
き
場
が
あ
り
、
猪
牙
舟
な
ど
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
な
っ
て

お
り
ま
し
た
。 

当
時
は
「
今
戸
橋
上
よ
り
下

を
人
通
る
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど

舟
の
行
き
来
が
盛
ん
で
あ
っ

た
よ
う
で
す
。 

『
真
乳
沈
ん
で
梢
乗
り
込

む
今
戸
は
し
』
と
江
戸
時
代
の

粋
人
、
英
一
蝶
が
吉
原
に
遊
び

に
行
く
と
き
に
作
っ
た
小
歌

は
有
名
で
す
。 

今
戸
橋
界
隈
は
茶
屋
が
並
び
、
賑
わ
っ
て
お
り
ま
し
た
。

中
で
も
一
番
大
き
か
っ
た
の
は
、
今
戸
橋
を
渡
っ
て
す
ぐ

の
有
明
楼
で
す
。 

有
明
楼
は
女
店
主

お
菊
の
お
店
で
、
広
重

の
「
待
乳
山
夜
景
」
に

描
か
れ
る
女
性
と
推

察
さ
れ
て
い
ま
す
。 

彼
女
の
夫
の
歌
舞

伎
役
者
六
代
目
澤
村
宗
十
郎
の
ひ
孫
に
当
た
る
六
代
目
澤

村
田
之
助
さ
ん
は
、
当
山
と
の
ご
縁
が
深
く
、
当
山
昭
和

四
十
年
発
行
の
『
歓
喜
第
八
号
』
に
寄
稿
し
て
お
り
ま
す
。 

「
御
本
堂
に
上
が
り
、
た
だ
な
ん
と
な
く
手
を
合
わ
せ

た
だ
け
の
私
で
し
た
が
、
帰
り
際
に
丘
の
上
か
ら
隅
田
川

の
方
を
眺
め
ま
す
と
私
の
祖
父
七
代
目
沢
村
宗
十
郎
（
六

代
目
の
養
子
）
が
長
い
事
住
ん
で
い
た
と
い
う
屋
敷
跡
（
現

在
の
隅
田
公
園
）
を
一
目

に
見
渡
す
事
が
出
来
ま
し

た
。
俗
に
祖
父
の
事
を
「
今

戸
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
位

お
な
じ
み
深
い
土
地
で
す
。

…
院
の
古
い
方
達
に
う
か

が
う
と
祖
父
宗
十
郎
も
今

戸
に
住
ん
で
い
た
頃
は
必

ず
月
詣
り
に
来
て
い
た
と

か
。
沢
村
家
と
待
乳
山
の

つ
な
が
り
は
と
て
も
深
い

様
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。」 

き
っ
と
お
菊
さ
ん
も
夫
宗
十
郎
と
共
に
お
参
り
し
て
い

た
の
で
し
ょ
う
。 

 

ま
た
、
今
戸
橋
周
辺
で
は

広
重
の
浮
世
絵
の
よ
う
に
今

戸
焼
生
産
が
盛
ん
で
あ
り
ま

し
た
。 

 

多
く
あ
っ
た
窯
元
も
現
在

は
「
今
戸
焼 

白
井
」
一
軒

の
み
と
な
っ
て
お
り
、
歴
史

を
継
承
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

当
院
で
お
授
け
し
て
い
る

貯
金
箱
や
正
月
の
干
支
人
形

も
「
今
戸
焼 

白
井
」
の
今

戸
焼
で
す
。 

現在の今戸橋から見た山谷堀

 

戦前の今戸橋と待乳山聖天 

待乳山夜景 有明楼之景 

東京名勝図絵待乳山 

浮
世
絵
展
―
待
乳
山
・
隅
田
川
・
山
谷
堀
― 

令
和
元
年
九
月
十
四
日
～
十
月
四
日 

入
場
無
料 

 



 

 
七
月
行
事
予
定 

 

出
世
観
音
供
養
会 

七
月
十
七
日
（
水
）
午
前
十
一
時 

 
 
 
 
 

講
金 

一
、
五
〇
〇
円
也 

 

参
道
の
出
世
観
音
様
を
ご
供
養
い
た
し
、
特
に
学
業
・
芸
事
・
開
運
・
出
世
を
ご
祈
願
し
ま
す
。 

常
香
講
大
法
要   

七
月
二
十
日
（
土
） 

 

午
前
十
一
時 

 
 
 
 
 

講
金 

一
、
五
〇
〇
円
也 

 

ご
祈
祷
に
用
い
る
お
香
を
供
養
い
た
し
ま
す
。 

 朝 

ま 

い 

り 

会   

七
月
一
日
～
七
日 

 
 

午
前
八
時
か
ら
八
時
半 

 

会
費 

 
 

五
〇
〇
円
也 

都
合
の
よ
い
日
に
、
ご
参
加
く
だ
さ
っ
て
も
結
構
で
す
。 

日 

曜 

勤 

行 
 
 
 

七
月
十
四
日
（
日
） 

 
 
 
 
 
 

午
前
九
時 

 
 
 
 
 

 

参
加
費 

 
 

無 
 

料 

初
心
の
方
も
気
軽
に
ご
参
加
い
た
だ
け
る
お
つ
と
め
の
会
で
す
。 

写 

経 

の 

会 
 
 
 
 
 
 

七
月
十
四
日
（
日
） 

 
 
 
 
 

午
前
十
時
／
午
後
一
時 

会 

費 
 
 

五
〇
〇
円
也 

心
を
落
ち
着
か
せ
て
写
経
す
る
こ
と
で
、
日
常
を
離
れ
、
自
分
を
見
つ
め
直
し
ま
し
ょ
う
。 

午
後
は
空
い
て
い
ま
す
の
で
、
落
ち
着
い
て
写
経
が
行
え
ま
す
。 

 合
同
大
般
若
法
要 

七
月
二
十
五
日
（
木
） 

 

午
前
十
一
時 

 
 
 
 
 

法
要
料 

五
、
〇
〇
〇
円
也 

 

心
願
が
成
就
し
、
よ
り
一
層
の
御
加
護
を
頂
く
た
め
に
、
皆
さ
ん
と
ご
一
緒
に
お
上
げ
す
る
御
礼
の
法
要
で
す
。 

八
月
の
行
事  

御
縁
日
大
法
要 

灯
明
講 

 

八
月
二
十
日
（
火
） 

 

午
前
十
一
時 

 
 

講 

金
一
、
五
〇
〇
円
也 

 七
月
の
坐
禅
の
会
は
隅
田
川
花
火
大
会
と
重
な
る
た

め
中
止
と
な
り
ま
す
。 

皆
様
か
ら
の
ご
質
問
、
お
知
り
に
な
り
た
い
こ
と
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
ご
意
見

や
ご
質
問
はity

o
u

@
m

a
tsu

ch
iy

a
m

a
.jp

ま
で
メ
ー
ル
を
お
送
り
く
だ
さ
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