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こ
れ
ま
で
春
画
と
い
え
ば
、
性
表
現
を
扱
っ
た
絵
画
と
し
て
研
究
対
象
か
ら
除
外
さ

れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
こ
う
し
た
傾
向
は
し
だ
い
に
改
善
さ
れ
、
春
画
に
関
す

る
研
究
書
が
数
多
く
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
春
画
の
公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
大
学

や
研
究
所
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
春
画
研
究
の
進
展
を
受
け
て
、
今
回
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
春
画
・
艶
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
三
五
〇
〇
画
図
を
分
析
対
象
と
し
、
江

戸
春
画
に
描
か
れ
た
図
像
表
現
を
数
量
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
そ
の

方
法
と
し
て
、
一
枚
の
春
画
か
ら
「
性
描
写
の
有
無
」、「
性
交
者
の
性
別
」、「
性
交
者

の
立
場
（
男
性
）」、「
性
交
者
の
年
齢
（
男
性
）」、「
性
交
者
の
立
場
（
女
性
）」、「
性
交

者
の
年
齢
（
女
性
）」、「
第
三
者
の
有
無
」、「
第
三
者
の
立
場
」、「
第
三
者
の
年
齢
」、「
第

三
者
の
行
為
」、「
場
所
」、「
場
所
の
種
類
」、「
場
所
の
開
放
性
の
有
無
」
の
図
像
情
報

を
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
に
抜
き
出
し
、
そ
の
数
量
を
数
え
る
こ
と
で
、
春
画
に
描
か
れ
た
人

物
（
立
場
）、
性
別
、
場
所
な
ど
の
割
合
を
算
出
す
る
。
そ
の
こ
と
で
、
江
戸
春
画
に
描

か
れ
た
図
像
表
現
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
。

ま
た
春
画
は
性
表
現
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
誤
解
も
多
く
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ

フ
ィ
と
同
意
義
に
扱
わ
れ
た
り
、
男
色
画
や
手
淫
画
な
ど
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
本
考
察
で
は
、江
戸
春
画
の
特
色
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
で
、

こ
う
し
た
誤
解
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
解
い
て
い
き
、
こ
れ
ま
で
の
春
画
認
識
に
新
た
な
見

解
を
示
す
。

な
お
本
論
で
は
、
春
画
の
図
像
を
分
析
す
る
際
に
、
同
時
代
の
風
俗
画
や
随
筆
類
を
積

極
的
に
参
照
し
た
。
江
戸
春
画
に
は
当
時
の
生
活
風
景
が
あ
り
の
ま
ま
に
描
か
れ
て
お
り
、

春
画
表
現
を
通
じ
て
江
戸
時
代
の
色
恋
の
風
俗
を
読
み
解
く
こ
と
も
試
み
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
春
画　

浮
世
絵　

遊
女　

遊
廓　

江
戸
文
化　

ポ
ル
ノ　

デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

統
計　

図
像　

男
色

図
像
の
数
量
分
析
か
ら
み
る
春
画
表
現
の
多
様
性
と
特
色

―
江
戸
春
画
に
は
何
が
描
か
れ
て
き
た
の
か
―

総
合
研
究
大
学
院
大
学　

文
化
科
学
研
究
科　

国
際
日
本
研
究
専
攻　

鈴
木　

堅
弘

は
じ
め
に

図
像
の
数
量
分
析
の
方
法

一
．
春
画
に
描
か
れ
た
人
び
と

　

一
．一　

春
画
に
お
け
る
色
事
の
比
率

　

一
．二　

遊
女
と
地
女

　

一
．三　

春
画
の
な
か
の
男
た
ち

　

一
．四　

春
画
に
描
か
れ
た
人
び
と
の
年
齢

二
．
春
画
に
描
か
れ
た
脇
役
た
ち

　

二
．一　

春
画
表
現
に
お
け
る
第
三
者
の
存
在

　

二
．二　

第
三
者
の
立
場
と
年
齢

　

二
．三　

覗
き
と
手
淫

三
．
春
画
に
描
か
れ
た
場
所

　

三
．一　

性
交
者
が
描
か
れ
て
い
る
場
所

　

三
．二　

部
屋
と
野
外

　

三
．三　

春
画
の
開
放
性
の
表
現

お
わ
り
に



鈴木　図像の数量分析からみる春画表現の多様性と特色

20総研大文化科学研究

は
じ
め
に

近
年
、江
戸
時
代
の
春
画
が
学
術
の
う
え
で
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
春
画
と
い
え
ば
、
性
表
現
を
扱
っ
た
絵
画
と
し
て
研
究
の
対
象
か
ら
密
か

に
除
外
さ
れ
、
大
学
や
公
共
の
図
書
館
に
お
い
て
も
、
そ
の
所
蔵
す
ら
認
め
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
春
画
は
、
も
っ
ぱ
ら
個
人
愛
好
者
の
収
集
に
委
ね
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
、
彼
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
し
か
直
接
資
料
に
接
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
研
究
の
発
展
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
資
料
公
開
の
機
会
が
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
が
近
年
、
こ
う
し
た
状
況
は
し
だ
い
に
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
十
数

年
で
春
画
に
関
す
る
本
が
数
多
く
出
版
さ
れ
、
春
画
研
究
の
た
め
の
公
開
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
が
大
学
や
公
共
機
関
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
研

究
者
の
み
な
ら
ず
一
般
の
人
び
と
に
ま
で
容
易
に
春
画
に
接
す
る
機
会
が
設
け
ら

れ
、
十
分
な
資
料
調
査
が
行
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
男
女
の
局
部

を
塗
り
つ
ぶ
す
な
ど
の
修
正
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
資
料
全
体
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿

を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
昨
今
の
春
画
研
究

は
、
こ
れ
ま
で
の
春
画
の
公
開
を
目
的
と
し
た
資
料
紹
介
の
段
階
か
ら
、
す
で
に
公

に
さ
れ
て
い
る
膨
大
な
資
料
を
分
析
す
る
段
階
へ
と
進
ん
で
き
て
い
る
。

と
は
い
え
、こ
ん
に
ち
に
お
い
て
も
な
お
春
画
は
多
く
の
誤
解
に
晒
さ
れ
て
い
る
。

誰
も
が
自
由
に
そ
の
内
容
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と

し
て
奇
抜
な
表
現
や
大
胆
な
性
器
描
写
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
性

表
現
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
誤
解
も
多
く
、
そ
の
表
現
の
全
貌
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
な
く
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
と
同
意
義
に
扱
わ
れ
た
り
、
男
性
の
慰
み
物

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
今
回
、
す
で
に
公
開
さ
れ
て
い
る
春
画
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
膨
大
な
図
像
資

料
を
用
い
て
、「
江
戸
春
画
に
は
何
が
描
か
れ
て
き
た
の
か
」、
そ
の
表
現
を
数
量
と

し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
画
図

か
ら
「
性
交
者
の
立
場
」、「
性
交
者
の
年
齢
」、「
第
三
者
の
有
無
」、「
描
か
れ
た
場
所
」

な
ど
の
図
像
情
報
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
に
抜
き
出
し
、
そ
の
数
量
を
分
析
す
る
こ
と
で
、

春
画
表
現
の
実
態
に
迫
る
。
く
わ
え
て
本
論
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
て
導
き
出
さ
れ

た
数
値
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
春
画
表
現
の
意
図
を
探
り
出
し
て
い
く
。

た
と
え
ば
、
こ
う
し
た
図
像
の
数
量
分
析
を
用
い
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く

論
じ
ら
れ
て
き
た
「
春
画
は
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
論
争
に
一
定

の
見
解
を
示
す
こ
と
も
で
き
る
。

そ
も
そ
も
仏
語
の
「
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
」（pornographie

）
と
は
、
そ
の
語
源
を

た
ど
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ォ
ス
」（pornographos

）
に
由
来

す
る
。
こ
の
言
葉
は
「
娼
婦
・
売
春
婦
」
と
い
う
意
味
の
「porne

」
と
、「
書
く
」

と
い
う
意
味
の
「graphein

」
の
言
葉
が
重
ね
ら
れ
て
「
娼
婦
に
つ
い
て
書
く
こ
と
」

を
意
味
し
た
（
1
）。
こ
の
こ
と
か
ら
「
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
」
と
い
う
言
葉
を
語
源
的

に
直
訳
す
れ
ば
「
娼
婦
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
」
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ポ
ル

ノ
グ
ラ
フ
ィ
」
と
い
う
言
葉
に
は
「
性
行
為
を
表
現
し
た
も
の
」
と
い
う
一
般
的
な

認
識
の
ほ
か
に
、
そ
の
背
後
に
は
つ
ね
に
「
娼
婦
」
の
幻
影
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

ま
た
実
際
、
西
欧
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
記
述
に
お
い
て
「
娼
婦
」
は
と
り
わ
け

重
要
な
役
割
を
は
た
し
、
そ
の
表
現
ス
タ
イ
ル
の
多
く
は
娼
婦
が
語
り
手
と
な
る
回

想
録
で
あ
る
（
2
）。
そ
の
た
め
西
欧
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
に
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い

ほ
ど
娼
婦
が
登
場
し
、
こ
れ
ら
の
女
性
を
能
動
的
に
支
配
す
る
視
座
を
楽
し
む
表
現

構
造
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
春
画
で
は
「
娼
婦
」
が
描
か
れ
る
こ
と
が
少
な
い
と
言
わ
れ

て
い
る
。
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
春
画
に
登
場
す
る
女
性
の
多
く
は
一
般
女
性
で
あ
り
、

遊
女
が
登
場
す
る
割
合
は
全
体
の
一
割
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
3
）。
こ
の
点

に
関
し
て
本
論
で
も
春
画
に
描
か
れ
た
遊
女
の
割
合
を
算
出
し
て
み
る
つ
も
り
で
あ

る
。
も
し
か
り
に
春
画
に
遊
女
が
一
割
程
度
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
日
本

の
春
画
と
西
欧
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
を
同
意
義
に
扱
う
に
は
無
理
が
生
じ
よ
う
。
ま

し
て
や
「
娼
婦
」
が
不
在
の
表
現
か
ら
、
男
性
が
金
銭
や
権
力
に
よ
っ
て
女
性
を
支

配
す
る
表
現
構
造
を
見
出
す
の
は
難
し
い
。
つ
ま
り
、
春
画
の
図
像
の
数
量
分
析
を
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通
じ
て
遊
女
不
在
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
我
々
が
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
春
画
に
付
与
し
て
い
る
娼
婦
の
描
写
を
前
提
と
し
た
狭
義
な
ポ
ル
ノ

的
認
識
の
誤
解
を
と
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
江
戸
春
画
を
考
え
る
場
合
、
性
表
現
に
注
視
す
る
あ
ま
り
さ
ま
ざ
ま

な
誤
解
を
招
い
て
い
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
そ
う
し
た
誤
解
を
と
く
た
め
の
手
が

か
り
と
し
て
そ
の
表
現
の
全
貌
を
数
値
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

な
お
、
図
像
の
数
量
分
析
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
、
春
画
に
描
か
れ
た
図

像
を
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」（
質
的
情
報
）
と
し
て
抜
き
出
す
際
の
正
確
な
判
断
で
あ
る
。

春
画
に
は
文
字
情
報
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
く
、
画
中
に
描
か
れ
た
人
物
が

「
遊
女
」
な
の
か
、「
女
中
」
な
の
か
、
図
像
の
み
か
ら
で
は
判
断
で
き
な
い
も
の
も

多
く
含
ま
れ
る
。
そ
の
場
合
、
描
か
れ
た
人
物
の
関
係
性
、
場
所
な
ど
の
周
辺
情
報

を
考
慮
し
て
、
そ
の
人
物
の
立
場
を
総
合
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
4
）。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
よ
り
正
確
な
判
断
を
導
き
出
す
た
め
に
、
同
時
代
の
風
俗
画
と

春
画
の
比
較
検
討
や
、
江
戸
時
代
の
風
俗
誌
や
随
筆
類
の
参
照
を
お
こ
な
っ
た
。
江

戸
時
代
の
春
画
は
、
多
彩
な
人
物
が
お
り
な
す
生
活
風
景
が
あ
り
の
ま
ま
に
描
か
れ

て
い
る
だ
け
に
（
5
）、
描
か
れ
た
表
象
の
数
々
か
ら
当
時
の
色
恋
の
風
俗
を
読
み
解

い
て
い
く
こ
と
も
、
本
論
の
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

図
像
の
数
量
分
析
の
方
法

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
図
像
の
数
量
分
析
の
方
法
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
今
回
の
分
析
に
あ
た
っ
て
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
春
画
・
艶

本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
分
析
対
象
の
資
料
と
し
た
。
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の

春
画
・
艶
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
江
戸
時
代
の
春
画
を
網
羅
的
に
収
集
し
て
い
る
た
め

に
嗜
好
の
偏
り
が
少
な
く
、
そ
の
内
容
は
質
・
量
と
も
に
世
界
一
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
同
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
端
本
資
料
が
少
な
く
、
完
本
資
料
を
中
心
に
集
め
ら
れ

て
お
り
、
春
画
・
艶
本
の
数
量
分
析
を
行
う
上
で
よ
り
正
確
な
デ
ー
タ
を
抽
出
す
る

の
に
適
し
て
い
る
。

そ
こ
で
今
回
、
江
戸
前
期
か
ら
幕
末
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
春
画
・
艶
本
の
一
六
九

作
品
（
タ
イ
ト
ル
）
を
取
り
扱
い
、
そ
の
う
ち
の
す
べ
て
の
画
図
―
総
数
三
五
〇
〇

画
図
―
を
分
析
対
象
と
し
た
。
す
べ
て
一
次
資
料
を
用
い
て
分
析
し
、
同
セ
ン
タ
ー

が
作
成
す
る
「
春
画
・
艶
本
公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
っ
て
内
容
が
確
認
で
き
る

資
料
を
用
い
た
。
ま
た
絵
師
や
制
作
年
代
に
偏
り
が
な
い
よ
う
に
、
総
勢
四
四
名
の

絵
師
の
春
画
・
艶
本
を
対
象
に
分
析
を
行
い
、
ひ
と
り
の
絵
師
に
対
し
て
五
作
品
以

上
の
資
料
を
対
象
と
し
た
（
6
）。
ま
た
数
量
分
析
の
デ
ー
タ
を
算
出
す
る
に
あ
た
っ

て
、
分
析
者
の
恣
意
性
が
資
料
の
選
別
に
加
え
ら
れ
て
い
な
い
か
を
示
す
た
め
に
、

本
論
末
尾
に
今
回
の
数
量
分
析
で
用
い
た
春
画
・
艶
本
の
書
誌
情
報
を
掲
載
し
て
お

い
た
。

そ
れ
で
は
実
際
の
分
析
方
法
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
こ

れ
ら
の
春
画
・
艶
本
資
料
か
ら
一
枚
づ
つ
画
図
を
取
り
上
げ
、
そ
の
画
図
を
複
数
の

図
像
要
素
に
分
割
し
、
そ
の
図
像
要
素
を
一
つ
一
つ
文
字
化
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
、

西
川
祐
信
の
艶
本
『
艶
女
玉
寿
多
礼
』（
享
保
四
（
一
七
一
九
）
年
）
の
な
か
の
ひ

と
つ
の
絵
（
図
１
）
に
は
「
男
性
」、「
女
性
」、「
第
二
の
女
性
」
の
図
像
要
素
が
描

か
れ
て
お
り
、
書
き
入
れ
な
ど
の
文
字
情
報
や
人
物
の
髪
型
・
着
物
な
ど
の
図
像
情

報
か
ら
判
断
し
て
、こ
れ
ら
人
物
が
「
客
」、「
遊
女
」、「
禿
」
と
し
て
文
字
化
で
き
る
。

ま
た
こ
の
絵
に
は
、「
キ
セ
ル
」、「
銚
子
」、「
掻
巻
」、「
屏
風
」
な
ど
の
図
像
要
素

が
描
か
れ
て
お
り
、道
具
の
豪
華
さ
や
間
取
り
な
ど
か
ら
判
断
し
て
こ
の
場
所
を
「
遊

廓
」
と
し
て
文
字
化
で
き
る
。
さ
ら
に
、
人
物
や
場
所
だ
け
で
な
く
、
こ
の
画
図
の

場
面
状
況
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
図
像
要
素
の
関
係
性
を
考
え
る
こ
と
で
文
字
化

で
き
る
。
た
と
え
ば
、
襖
が
開
い
て
い
る
図
像
か
ら
こ
の
場
面
が
「
開
放
性
を
と
も

な
う
部
屋
」
と
し
て
文
字
化
で
き
る
。
ま
た
客
の
キ
セ
ル
に
火
を
点
け
る
禿
の
図
像

か
ら
、
こ
の
場
面
が
「
性
交
者
以
外
の
第
三
者
の
介
入
が
有
る
図
」
と
し
て
文
字
化

で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
ま
ず
一
枚
の
画
図
を
複
数
の
図
像
要
素
に
分
割
し
、
そ
の
図

像
の
一
つ
一
つ
に
ラ
ベ
ル
を
貼
り
、
文
字
情
報
へ
と
置
き
か
え
て
い
く
。

次
に
、
こ
う
し
て
一
枚
の
絵
か
ら
抜
き
出
し
た
文
字
化
し
た
図
像
を
各
カ
テ
ゴ



鈴木　図像の数量分析からみる春画表現の多様性と特色

22総研大文化科学研究

リ
ー
に
分
類
し
た
行
テ
ー
ブ
ル
に
並
べ
て
い
く
作
業
を
行
う
。
そ
し
て
、
こ
の
作
業

を
分
析
対
象
と
し
た
総
画
図
に
対
し
て
行
う
こ
と
で
、
膨
大
な
情
報
を
含
ん
だ
「
質

的
デ
ー
タ
」
の
表
を
作
成
す
る
（
図
２
）（
7
）。
な
お
、
今
回
の
分
析
に
お
い
て
は
、

テ
ー
ブ
ル
の
縦
軸
（
列
）
に
、「
性
交
性
別
」、「
性
交
者
の
立
場
（
男
性
）」、「
性
交

者
の
年
齢
（
男
性
）」、「
性
交
者
の
立
場
（
女
性
）」、「
性
交
者
の
年
齢
（
女
性
）」、「
性

描
写
の
有
無
」、「
第
三
者
の
有
無
」、「
第
三
者
の
立
場
」、「
第
三
者
の
年
齢
」、「
第

三
者
の
行
為
」、「
場
所
」、「
場
所
の
種
類
」、「
場
所
の
開
放
性
の
有
無
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
設
け
た
。
一
方
、
テ
ー
ブ
ル
の
横
軸
（
行
）
は
、
春
画
・
艶
本
に
お
け
る
一
枚
の

画
図
情
報
を
表
し
、分
割
し
た
図
像
の
文
字
情
報
だ
け
で
な
く
、「
作
品
名
」、「
絵
師
」、

「
制
作
年
代
」
な
ど
の
書
誌
情
報
と
も
連
結
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
質
的
デ
ー

タ
」
の
表
を
用
い
て
、
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
縦
軸
（
列
）
に
記
入
さ
れ
た
図
像
要
素
の

総
数
を
数
え
て
い
き
、
そ
の
割
合
を
算
出
す
る
（
8
）。

こ
う
し
た
手
順
を
経
る
こ
と
で
、
江
戸
春
画
に
は
い
っ
た
い
何
が
描
か
れ
て
き
た

の
か
、
そ
の
実
態
を
数
値
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

図 1

図 2



23 総研大文化科学研究

一
．
春
画
に
描
か
れ
た
人
び
と

一
．一　

春
画
に
お
け
る
色
事
の
比
率

一
般
的
に
春
画
と
い
え
ば
、
誇
張
さ
れ
た
男
性
器
や
歪
曲
し
た
体
位
が
そ
の
表
現

の
特
徴
と
さ
れ
、
す
べ
て
の
春
画
に
こ
う
し
た
性
描
写
が
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
の
春
画
に
関
し
て
い
え
ば
、
す
べ
て
の
画
図
に
性
描
写

が
描
か
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。『
江
戸
す
ゞ
め
』（
宝
永
元

（
一
七
〇
四
）
年
）
の
川
柳
に
「
浮
世
絵
も
先
づ
巻
頭
は
帯
解
か
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、

た
と
え
ば
春
画
組
物
の
巻
頭
に
は
帯
を
解
い
て
い
な
い
お
と
な
し
い
絵
が
描
か
れ
る

こ
と
が
あ
る
。
ま
た
三
冊
揃
い
の
艶
本
な
ど
で
は
、
各
巻
の
扉
絵
は
遊
女
や
町
女
の

大
首
絵
の
み
が
描
か
れ
て
お
り
、
ま
っ
た
く
性
描
写
を
含
ま
な
い
絵
も
い
く
つ
か
描

か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
回
、
江
戸
春
画
の
全
貌
を
知
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
初
め

に
〈
性
交
描
写
〉
と
〈
性
器
描
写
〉
が
含
ま
れ
る
画
図
―
性
描
写
の
画
図
―
の
割
合

を
算
出
し
て
み
た
（
図
３（

p. 52
参
照
））（
9
）。
結
果
は
、
江
戸
春
画
に
は
約
八
割
以
上

の
割
合
で
性
描
写
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
や
は
り
江
戸
時
代
の
春
画

は
性
愛
の
秘
戯
を
描
い
た
絵
で
あ
り
、
そ
の
最
大
の
特
徴
は
性
描
写
で
あ
る
と
い
え

る
。
た
だ
見
方
を
か
え
れ
ば
、
す
べ
て
の
春
画
に
性
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
春
画
・
艶
本
と
い
え
ば
大
胆
な
性
描
写
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、

そ
の
な
か
の
約
一
割
の
画
図
に
は
性
描
写
が
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、こ
う
し
て
抽
出
し
た
性
描
写
の
画
図
―
総
数
三
〇
一
七
画
図
―
を
対
象
に
、

性
戯
を
行
う
人
物
の
男
女
比
の
割
合
を
算
出
し
て
み
た
（
図
４（

p. 52
参
照
））。
実
際

に
江
戸
春
画
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
九
割
が
男
女
の
一
対
一
の
性
愛
画
で
あ

る
。
女
性
が
ひ
と
り
で
性
戯
に
ふ
け
る
手
淫
画
（
全
体
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
や
、
女

性
た
ち
の
み
で
性
交
に
ふ
け
る
合
淫
画
（
全
体
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
）
な
ど
は
、

春
画
全
体
の
割
合
か
ら
い
え
ば
ご
く
少
数
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
複
数
の
男

性
が
ひ
と
り
の
女
性
を
襲
う
よ
う
な
強
姦
画
も
極
端
に
少
な
く
（
全
体
の
一
パ
ー
セ

ン
ト
以
下
）、
こ
う
し
た
絵
が
江
戸
春
画
の
特
徴
と
し
て
扱
わ
れ
る
に
は
大
き
な
問

題
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
氏
は
『
春
画
―
片
手
で
読
む

江
戸
の
絵
』（
一
九
九
八
年
）
の
な
か
で
「
二
つ
の
性
が
対
立
的
な
も
の
と
さ
れ
、

性
が
相
対
立
す
る
も
の
の
衝
突
や
合
致
と
さ
れ
る
度
合
い
は
、
江
戸
春
画
の
場
合
、

た
と
え
ば
現
代
の
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
場
合
と
比
べ
て
、
弱
い
。」（
10
）
と
し
た

う
え
で
、
江
戸
春
画
の
特
色
と
し
て
同
性
愛
の
表
現
傾
向
を
上
げ
て
い
る
。
し
か
し

実
際
、
江
戸
春
画
を
統
計
的
に
把
握
し
て
み
る
と
、
同
性
愛
の
図
は
一
割
に
も
満
た

ず
、
九
割
が
異
性
愛
の
表
現
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
う
し
た
誤
解
は
、
江
戸
の
春
画
に
は
男
色
画
が
多
い
と
い
う
曲
解
へ
つ

な
が
っ
て
い
く
。
ス
ク
リ
ー
チ
氏
は
「
男
色
春
画
」（
二
〇
〇
八
年
）
の
な
か
で
「
男

が
他
の
男
と
交
わ
っ
て
い
る
場
面
は
春
画
で
は
普
通
で
あ
る
。」
と
し
て
（
11
）、
江

戸
春
画
に
お
け
る
男
色
画
へ
の
指
向
性
を
説
い
て
い
る
。
た
し
か
に
江
戸
春
画
の
な

か
に
は
菱
川
師
宣
『
若
衆
遊
伽
羅
之
縁
』（
延
宝
三
（
一
六
七
五
）
年
）
や
西
川
祐

信
『
男
色
山
路
露
』（
享
保
一
八
（
一
七
三
三
）
年
）、月
岡
雪
鼎
『
尻
穴
重
莖
記
大
成
』

（
明
和
二
（
一
七
六
五
）
年
）
な
ど
男
色
画
の
み
で
構
成
さ
れ
た
春
本
も
存
在
す
る
が
、

江
戸
春
画
を
総
体
的
に
み
た
場
合
、
男
色
画
が
描
か
れ
た
割
合
は
意
外
に
少
な
い（
12
）。

江
戸
春
画
に
お
い
て
男
／
男
の
性
描
写
は
全
体
の
一
割
に
も
満
た
ず
、
春
画
が
必
ず

し
も
男
色
画
ば
か
り
を
描
い
て
き
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
ま
た
上
方
と
江
戸
の
春

画
を
比
較
し
て
み
た
場
合
、
男
色
画
は
圧
倒
的
に
上
方
の
春
画
に
多
く
描
か
れ
て
お

り
、
坊
主
と
稚
児
、
師
匠
と
弟
子
、
客
と
陰
子
な
ど
表
現
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
豊

富
で
あ
る
。
と
は
い
え
上
方
の
男
色
画
も
、
十
八
世
紀
末
に
な
る
と
、
し
だ
い
に
同

じ
よ
う
な
図
柄
ば
か
り
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
新
し
い
趣
向
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
描

か
れ
な
く
な
る
。

一
方
、
江
戸
時
代
の
男
色
文
化
に
関
し
て
は
つ
ね
に
盛
行
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
時
勢
に
よ
り
盛
衰
を
く
り
返
し
、
江
戸
後
期
に
は
衰
退
し
は
じ
め
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て『
守
貞
謾
稿
』（
天
保
八（
一
八
三
七
）年
―
嘉
永
六（
一
八
五
三
）

年
）
に
は
、

す
で
に
慶
安
元
年
五
月
官
令
あ
り
て
、『
武
江
年
表
』
に
云
ふ
、
五
月
、
男
色
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を
無
躰
に
申
し
掛
け
若
衆
狂
す
る
こ
と
を
禁
ず
。
こ
の
時
、
何
某
鹿
蔵
と
云
へ
る

美
少
年
の
こ
と
に
付
、
騒
動
に
及
び
し
こ
と
、『
昔
々
物
語
』
に
云
へ
り
。
男
色

の
こ
と
、
こ
の
時
よ
り
止
み
、
寛
文
の
比
に
至
り
ま
た
行
は
れ
し
が
、
事
あ
り
て

止
み
た
る
由
、
同
書
に
云
へ
り
。（
中
略
）　

か
く
の
ご
と
く
、
当
時
ま
で
は
士
民

の
美
少
年
に
狂
せ
し
故
に
、
毎
時
騒
動
あ
り
し
を
官
禁
あ
り
し
な
り
。
愚
案
に
、

そ
の
比
よ
り
男
色
渡
世
の
者
出
で
来
た
る
か
。
し
か
し
年
々
衰
へ
、
遂
に
天
保
に

至
り
て
男
色
業
も
官
禁
あ
り
て
、
今
は
亡
び
た
り
。（
13
）

と
記
さ
れ
て
お
り
、
幕
府
の
度
重
な
る
男
色
業
の
規
制
に
よ
り
、
庶
民
の
男
色
へ
の

嗜
好
が
弱
ま
っ
て
い
く
よ
う
す
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
男
色
文
化
が
し
だ
い
に
衰
え
て
い
っ
た
状
況
と
、
春
画
に
お
け
る
男
色

画
の
衰
退
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、
世
相
で
男
色
が
流
行
る
時
期
（
江
戸

中
期
頃
ま
で
）
に
は
春
画
に
も
男
色
画
が
多
く
描
か
れ
、
一
方
、
世
相
で
男
色
が
衰

え
は
じ
め
る
時
期
（
江
戸
後
期
か
ら
幕
末
ま
で
）
に
は
春
画
に
男
色
画
が
描
か
れ
な

く
な
る
（
14
）。
こ
の
こ
と
か
ら
世
相
で
の
男
色
の
盛
衰
が
春
画
に
影
響
を
及
ぼ
し
た

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
（
15
）。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、春
画
を
総
体
的
に
見
た
場
合
、

男
色
画
が
描
か
れ
た
割
合
は
少
な
い
。

と
な
れ
ば
や
は
り
、
江
戸
春
画
の
最
大
の
特
徴
は
全
体
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
る
男
／
女
の
性
愛
図
で
あ
る
。
江
戸
春
画
の
本
質
を
読
み
解
く
鍵
は
男
女
和
合
の

表
現
傾
向
に
隠
さ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
た
だ
、
こ
の
本
質
を
捉
え
る
た
め
に

は
、
絵
師
た
ち
の
春
画
に
対
す
る
作
意
を
丁
寧
に
読
み
解
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
絵
師
や
作
者
が
春
画
を
描
く
際
に
意
識
的
に
男
／
女
の
性
愛
図
を
描

い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
春
本
の
序
文
を
ふ
た
つ
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
ひ
と

つ
目
は
、
西
川
祐
信
の
艶
本
『
色
ひ
い
な
形
』（
宝
永
八
（
一
七
一
一
）
年
）
の
序

文
で
あ
る
。

此
世せ
か
い界
へ
に
よ
つ
と
む
ま
れ
出
て
。
習な
ら
は
ず
し
て
学ま
な

び
聞き
か

ず
し
て
知し
る

は
色
の
道
。

是
人に

ん
げ
ん間
娯た
の

し
み
の
根こ
ん
げ
ん元
。
今
分ふ
ん
べ
つ別
し
て
見
る
ほ
ど
。
猶
此
遊
び
に
極き
は
まれ
り
。
上か
み

は

玉ぎ
ょ
く
で
ん殿
乃
手た
ま
く
ら枕
。
下し
も

は
草く
さ

の
床と
こ

に
石
の
枕
も
。
よ
し
や
嚊か
ゝ

さ
へ
あ
れ
ば
浮う
き

世よ

の
思

ひ
出
。
お
も
し
ろ
さ
は
さ
ら
に
か
は
る
事
な
く
。
豊ゆ
た
かに
す
め
る
民た
み

乃
竈か
ま
どの
。
鍋な
べ
じ
り尻

を
焼や
き

て
宿や
ど

ば
い
り
の
夕ゆ
ふ
べよ
り
。
こ
ち
の
人
と
い
は
る
ゝ
た
の
し
み
。
殿と
の

さ
ま
と
も

て
な
さ
る
ゝ
釣つ
り
よ
ぎ

夜
着
の
下し
た
ぶ
し臥
も
。
筵
む
し
ろ

屏び
や
う

風ぶ

の
透す
き

間ま

の
風
の
ふ
は
つ
く
所し
よ

作さ

は
お

な
じ
い
き
か
た
。
是
な
ん
う
ま
さ
は
蛸た
こ

じ
や
。
手て

足あ
し

の
働は
た
らき
鼻は
な

の
ひ
こ
め
く
あ
り

さ
ま
迄
。
其
真ま
こ
とを
う
つ
し
。
た
は
ふ
れ
の
あ
ま
り
に
物
好ご
の

み
あ
る
色い
ろ
び
と人
の
為た
め

。
男

女
遊ゆ
う
ら
く楽
の
姿
。
其
侭ま
ゝ

ひ
い
な
形が
た

に
し
て
。
世
に
ひ
ろ
む
る
も
の
な
ら
し

こ
こ
で
は
、
こ
の
春
本
の
目
的
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
楽
し
み
の
根
元
は

色
事
で
あ
り
、
貴
人
か
ら
庶
民
ま
で
色
事
の
お
も
し
ろ
さ
は
か
わ
る
こ
と
が
な
い
た

め
、
男
と
女
の
遊
楽
の
姿
を
そ
の
ま
ま
に
描
く
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
最
後
の
文

面
か
ら
、
男
女
の
性
愛
画
を
積
極
的
に
描
く
こ
と
で
世
に
色
事
の
楽
し
み
を
伝
え
よ

う
と
い
う
絵
師
の
作
意
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
う
一
つ
は
、
渓
斎
英
泉
に
よ
る
豆
本
仕
立
て
の
艶
本
『
相
生
交
合
』（
文
政
六

（
一
八
二
三
）
年
）
の
序
文
で
あ
る
。
こ
の
春
本
は
江
戸
春
画
が
円
熟
期
を
迎
え
た

時
期
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

笑
ふ
門か

と
に
は
福
来き
た

る
と
い
へ
る
諺
よ
り
、
目
出
度
は
つ
春
の
壽
に
は
、
わ
ら

ふ
こ
と
を
も
て
愛め
で

た
し
と
せ
む
か
、
黄
金
の
色
に
さ
く
花
の
、
福
壽
草
と
し
よ
び

な
せ
る
も
の
は
、
は
つ
春
花
の
魁
さ
き
が
けに
な
ん
、
其
お
か
し
き
限
り
な
る
も
の
は
、
男

女
の
情
状
を
画ゑ
か
きし
よ
り
、
ま
た
め
で
度た
き

物
は
あ
ら
じ
と
て
、
好こ
う
し
よ
く
さ
い

色
斎
が
筆
の
す
さ

び
の
二ふ
た
ま
き巻
を
も
て
、
人
に
あ
ぎ
と
を
解と
か

し
、
ふ
く
を
さ
づ
け
ん
と
い
ふ
書ふ
み

や
が
需
も
と
め

も
だ
し
か
た
く
、
こ
ゝ
に
は
し
か
き
す
る
も
の
に
な
ん
侍
り
き
（
16
）

こ
こ
で
は
、
笑
う
こ
と
を
も
っ
て
め
で
た
し
と
し
、
ま
た
限
り
な
く
お
か
し
い
も

の
は
男
女
の
色
事
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
、
絵
師
英
泉
が
書
屋
か
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ら
男
女
の
色
事
を
描
い
た
絵
よ
り
も
め
で
た
い
物
は
な
い
と
し
て
春
画
を
描
く
よ
う

に
依
頼
さ
れ
、
断
り
切
れ
ず
に
走
り
書
き
し
た
よ
う
す
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
男
女
の
性
愛
画
」
が
「
笑
い
」
と
「
縁
起
物
」

に
重
ね
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
絵
師
た
ち
は
人
び
と
に
福
を
授
け

る
目
的
で
春
画
を
描
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
双
方
の
序
文
は
ど
ち
ら
も
春
画
を
描
く
際
に
男
女
の
性
愛
画
を

描
く
こ
と
に
重
き
を
お
い
て
い
る
（
17
）。
も
ち
ろ
ん
江
戸
春
画
に
は
、
手
淫
画
も
、

男
色
画
も
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、絵
師
が
春
画
に
お
い
て
ま
ず
描
く
べ
き
は
「
男

女
和
合
」
の
表
現
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
春
本
の
序
文
や
、
男
女
の

性
愛
画
の
数
量
か
ら
は
っ
き
り
と
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
．二　

遊
女
と
地
女

そ
れ
で
は
次
に
、
江
戸
春
画
に
は
ど
の
よ
う
な
人
び
と
が
描
か
れ
て
き
た
の
か
、

見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
は
じ
め
に
、性
交
場
面
に
描
か
れ
た
女
性
の
立
場
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

先
行
研
究
で
は
、江
戸
春
画
に
登
場
す
る
女
性
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が「
地
女
」で
あ
り
、

「
遊
女
」
が
登
場
す
る
割
合
は
全
体
の
一
割
程
度
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
18
）。「
地
女
」

と
は
、
女
房
、
女
中
、
町
娘
な
ど
一
般
の
女
性
の
こ
と
で
あ
り
、
春
画
で
は
こ
う
し

た
素
人
の
女
性
が
色
事
の
主
役
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
江
戸
時
代
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
物
の
な
か
で
「
遊
女
」
と
「
地
女
」
の
比

較
が
な
さ
れ
、そ
の
優
劣
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、藤
本
箕
山
に
よ
る
『
色

道
大
鏡
』（
延
宝
六
（
一
六
七
八
）
年
）
の
「
雑
女
」
の
項
で
は
、

抑
そ
も
〳
〵

傾け
い
せ
い城
の
風ふ
う
ぞ
く俗
の
い
た
り
て
よ
ろ
し
き
と
、
よ
の
つ
ね
の
女に
よ
う
ぼ
う房の
初し
よ
し
ん心
に
て

見
ぐ
る
し
き
と
を
、
物
に
く
ら
ぶ
れ
は
、
黄わ
う
ご
ん金
と
青し
や
う
ど
う銅の
か
は
り
め
あ
り
。
町ま
ち
が
た方

に
て
も
、
た
ま
さ
か
に
風ふ
う
て
い躰
よ
く
様や
う
す子
お
も
し
ろ
き
女
あ
れ
ば
、
さ
て
も
見
ら
れ

ぬ
あ
り
さ
ま
や
。
悉し
つ
か
い皆
、
傾け
い
せ
い城
の
ご
と
く
な
る
は
と
そ
し
れ
り
。
傾け
い
せ
い城
の
風ふ
う
ぎ儀
あ

し
き
と
お
も
ひ
て
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
。
是
も
嫉し

つ
と妬
の
心
よ
り
出
た
る
過く
わ
ご
ん言
な
る
へ

し
。（
19
）

と
し
て
、
遊
女
と
町
女
房
の
風
躰
を
比
較
し
、
そ
の
容
姿
は
黄
金
と
青
銅
の
ご
と

く
違
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
た
ま
に
風
躰
の
良
い
女
性
が
い
た
と
し
て
も
、
町
方

の
女
房
た
ち
は
ま
る
で
遊
女
の
よ
う
だ
と
罵
る
。
こ
れ
は
そ
の
女
性
へ
の
嫉
妬
心
か

ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
町
女
房
を
悪
く
言
う
こ
と
で
、
逆
に
遊
女
の
風
儀

を
讃
え
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、
柳
沢
淇
園
の
『
ひ
と
り
ね
』（
享
保
九
（
一
七
二
四
）
年
）
に
も
同

じ
よ
う
な
見
方
が
記
さ
れ
て
い
る
。

先
（
ま
づ
）
地
女
は
し
つ
ね
つ
ふ
か
し
。
其
に
ほ
ひ
い
や
ら
し
き
は
へ
ぎ
は
よ
り
お
こ

り
て
、
内
ま
た
の
そ
と
に
は
び
こ
り
わ
た
り
、
彧
（
ゐ
く
ぜ
ん
）
然
と
し
て
肺
経
を
た
ゞ
ら
か
し
、

鼻
を
損
じ
、
女
郎
さ
ま
は
お
と
も
な
く
香
も
な
し
と
い
ふ
上
（
じ
や
う
て
ん
）
天
の
人
に
し
て
、
其

匂
ひ
緋
ぢ
り
め
ん
の
下
ひ
も
の
本
（
ほ
ん
）に
あ
り
が
た
く
、
松
柏
の
も
と
に
ま
ひ
、
蘭
園

の
う
す
〳
〵
と
し
た
る
所
を
め
ぐ
る
、
其
か
た
ち
至
極
忝
し
（
20
）

こ
こ
で
は
、
色
事
の
場
面
に
お
い
て
、
地
女
の
不
潔
さ
を
強
調
す
る
と
共
に
、
情

事
に
お
け
る
遊
女
の
優
美
さ
を
讃
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
書
物
で
は
、

一
方
的
に
遊
女
の
風
情
を
讃
え
、
地
女
の
実
態
を
醜
い
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。
た

だ
、
こ
う
し
た
遊
女
讃
美
の
見
方
は
、
箕
山
や
淇
園
の
よ
う
に
遊
廓
通
い
を
幾
度
も

く
り
返
し
て
き
た
色
道
通
人
の
非
俗
感
覚
で
あ
り
、
け
っ
し
て
一
般
庶
民
の
感
覚
で

は
な
い
（
21
）。

一
方
、
地
女
の
実
態
を
傾
城
の
風
情
と
同
等
に
扱
う
記
述
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
西
川
祐
信
の
艶
本
『
好
色
土
用
干
』（
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
）
の
「
枕
に

響
く
恋
の
鳴
戸
ハ
時
参
り
の
あ
く
し
や
う
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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「
色
道
の
う
ハ
も
り
か
ん
じ
ん
か
な
め
の
嶋
原
、
難
波
の
新
町
に
か
ぎ
り
て
、

外
の
遊
色
ハ
い
か
な
〳
〵
」
と
、
此
道
の
睟す
い

と
呼
れ
し
人
の
言
の
葉
、
ま
こ
と
の

契
り
義
理
を
張は
る

事
地
女
に
ま
さ
れ
り
、
し
か
ハ
あ
れ
ど
地
女
の
い
き
か
た
、
あ
り

原
の
な
り
平
、
源
氏
君
の
う
つ
ゝ
な
き
う
つ
せ
み
が
つ
れ
な
き
も
、
是
誠
の
心
に

や
（
22
）

契
り
の
義
理
深
さ
に
つ
い
て
遊
女
は
地
女
よ
り
も
勝
っ
て
い
る
が
、
地
女
の
生
き

様
に
も
、
遊
女
と
同
じ
よ
う
な
契
り
の
義
理
を
果
た
す
つ
よ
い
信
念
が
あ
る
と
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
地
女
の
色
事
に
傾
城
と
同
じ
よ
う
な
誠
実
さ
を
見
出
そ
う
と
し
て

い
る
。
そ
の
ほ
か
、渓
斎
英
泉
の
艶
本
『
和
合
淫
質
録
』（
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
）

に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
づ
客き
や
くの
方か
た

よ
り
へ
だ
て
が
あ
れ
ば　

傾け
い
せ
い城
の
心こ
ゝ
ろに
も
へ
だ
て
あ
り
て
興け
う

う
す

く　

興け
う

う
す
き
に
よ
り
て
女ぢ
よ
う
ろ郎
を
き
ら
い　

地ぢ
じ
よ女
を
こ
の
む
な
り
。
か
く
互た
が
いに
す

る
一い
ち
だ
ん段
に
な
り
て
は　

決け
つ

し
て
女ぢ
よ
う
ろ郎
と
思お
も

は
ず　

女に
よ
うぼ
う
妾て
か
けな
ど
の
心こ
ゝ
ろ
に
な
り
て    

交ま
じ
はる
と
き
は
傾け
い
せ
い城
も
地ぢ
じ
よ女
も
か
は
る
事こ
と

な
し
（
23
）

こ
の
記
述
で
は
、
ま
ず
客
の
方
か
ら
遊
女
を
疎
遠
に
す
る
と
、
遊
女
の
風
情
も
疎

か
に
な
り
、
そ
の
結
果
し
だ
い
に
地
女
を
好
む
よ
う
に
な
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
結

局
、
遊
女
と
の
交
わ
り
の
と
き
に
は
、
女
房
や
妾
と
思
う
心
で
交
わ
る
な
ら
ば
遊
女

も
地
女
も
か
わ
る
こ
と
は
な
い
と
記
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
記
述
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
春
画
・
艶
本
の
記
述
で
は
他
の
文
物
に

比
べ
て
地
女
が
遊
女
よ
り
も
優
遇
さ
れ
た
見
方
を
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

双
方
に
優
劣
の
差
は
な
く
、
そ
の
価
値
は
同
等
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
24
）。
こ

う
し
た
見
方
が
春
画
・
艶
本
の
特
徴
で
あ
る
な
ら
ば
、
江
戸
春
画
の
主
役
は
お
の
ず

と
地
女
と
な
ろ
う
。

そ
れ
で
は
さ
っ
そ
く
、江
戸
春
画
に
お
け
る
性
交
者
（
女
性
）
の
立
場
に
つ
い
て
、

そ
の
数
量
を
算
出
し
て
み
た
い
。

た
だ
そ
の
前
に
、「
遊
女
」
と
「
地
女
」
の
図
像
の
見
分
け
方
に
つ
い
て
触
れ
て

お
こ
う
。
と
く
に
江
戸
春
画
は
「
遊
女
」
と
「
地
女
」
の
判
別
が
難
し
く
、
画
図
を

一
見
し
た
だ
け
で
は
見
分
け
が
つ
か
な
い
こ
と
も
多
い
。
と
は
い
え
、
同
時
代
の
風

俗
画
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら「
遊
女
」と「
地
女
」の
描
か
れ
方
の
違
い
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
、
双
方
の
描
写
を
見
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
を
見
出
し
た
。

た
と
え
ば
、「
遊
女
」
と
「
地
女
」
の
見
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
の
ひ
と
つ
に
「
二
枚
櫛
」

の
有
無
が
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
江
戸
時
代
の
中
頃
ま
で
遊
女
は
二
枚
櫛
を
し
て
い

た
よ
う
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
『
守
貞
謾
稿
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

元
文
中
、遊
女
は
す
で
に
簪
か
ん
ざ
し

数
箇
を
差
し
、ま
た
二
枚
櫛
を
も
用
ひ
し
か
。『
吉

原
雑
記
』
に
曰
く
、
女
郎
の
風
俗
も
昔
は
紅
粉
、
白
粉
と
云
ふ
物
を
む
さ
き
こ
と

と
し
、
揚
屋
女
郎
の
薄
化
粧
だ
に
揚
屋
風
と
は
云
ひ
な
が
ら
、
卑
し
き
こ
と
に
云

ふ
な
し
。
髪
は
兵
庫
に
引
き
結
び
荒あ
ら
ぐ
し櫛
に
て
透
き
上
げ
、
爪つ
ま
べ
に紅
、
爪
か
く
し
の
草

履
、
地じ
お
ん
な女
と
違
ひ
奇
麗
な
る
を
女
郎
と
せ
し
に
、
今
の
風
は
髪
は
油
が
た
め
、
櫛

は
足あ
し
だ駄
の
歯
の
ご
と
く
な
る
を
二
、三
枚
さ
し
、
簪
と
て
色
々
模
様
を
し
た
る
七
、

八
本
さ
し
ち
ら
し
、
云
々
。（
25
）

こ
れ
は
『
吉
原
雑
記
』
を
も
と
に
元
文
期
前
後
（
一
七
三
六
―
四
一
）
の
遊
女
の

風
俗
を
考
証
し
た
も
の
だ
が
、
当
時
の
遊
女
は
地
女
と
は
異
な
り
、
二
、三
枚
櫛
を

さ
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
遊
女
の
身
な
り
は
春
画
の
図

像
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
川
祐
信
の
艶
本
『
諸
遊
芥
子
鹿
子
』（
宝

永
七
（
一
七
一
〇
）
年
）（
図
５
）
や
艶
本
『
風
流
三
幅
対
』（
宝
永
七
（
一
七
一
〇
）

年
）
に
は
「
太
夫
」
の
銘
記
と
共
に
二
枚
櫛
の
遊
女
が
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
遊

女
が
二
枚
櫛
を
さ
す
風
習
は
江
戸
時
代
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
守

貞
謾
稿
』
の
考
証
に
よ
れ
ば
、「
遊
女
二
枚
櫛
を
差
す
こ
と
、
あ
る
書
に
曰
く
、
昔
、

戦
国
に
首
実
検
の
時
は
必
ず
そ
の
辺
の
遊
女
を
招
き
て
首
を
洗
は
し
む
る
を
役
と
す
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る
な
り
。
櫛
を
二
枚
さ
す
、
そ
の
一
枚
は
首
洗
ひ
の
用
な
り
と
云
へ
り
（
26
）」
と
、

戦
国
の
世
に
遊
女
が
討
ち
取
ら
れ
た
首
の
髪
を
洗
い
研
ぐ
た
め
に
二
枚
の
櫛
を
さ
し

た
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
上
方
で
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
し
だ
い
に
遊
女
が

二
枚
櫛
を
さ
す
風
俗
も
失
わ
れ
て
い
き
、『
守
貞
謾
稿
』
に
よ
れ
ば
天
保
期
以
降
の

遊
女
の
風
俗
に
つ
い
て
「
今
世　

京
都
島
原
、
大
坂
瓢
箪
町
の
太
夫
・
天
神
の
扮　

髪
は
島
田
曲
を
専
ら
と
し
、
鬢び
ん

髩
〔
髱た
ぼ

〕
は
素
人
と
異
な
る
こ
と
な
く
、
ま
た
鬂
張

を
用
ひ
、
笄
こ
う
が
い・
簪
常
体
に
て
簪
前
後
の
左
右
各
三
ヶ
、
す
べ
て
十
二
本
ば
か
り
、
櫛

一
枚
を
専
ら
と
す
。
二
枚
は
稀
に
用
ふ
か
。（
27
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
28
）。

そ
の
ほ
か
、
衣
装
の
模
様
か
ら
も
「
遊
女
」
と
「
地
女
」
を
見
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
と
え
ば
、『
新
吉
原
略
説
』（
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
）
に
よ
れ
ば
、「
衣

服
も
、
昔
は
（
享
保
以
前
）
今
の
如
く
い
か
め
し
き
も
の
を
の
み
好
ま
ず
、
常
の
女

は
ぬ
ひ
箔
光
る
小
袖
を
き
た
る
ゆ
へ
に
、
遊
女
は
無
地
も
の
、
縞
類
を
き
た
り
（
29
）」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
前
期
の
遊
女
は
無
地
や
縞
模
様
の
衣
装
を
着
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
（
30
）。
そ
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
か
、
春
画
で
も
鈴
木
春
信
の
『
艶
色
風

流
真
似
ゑ
も
ん
』（
明
和
七
（
一
七
七
〇
）
年
）
に
は
、
遊
廓
の
場
面
に
登
場
す
る

遊
女
は
白
色
無
地
の
衣
装
で
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
江
戸
時
代
中
頃
ま
で
は
、
女
用
の
草
履
か
ら
「
遊
女
」
と
「
地
女
」
を
見
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
守
貞
謾
稿
』
で
は
、「
享
保
中
、女
用
草
履
、

つ
ま
か
く
し
と
云
ふ
あ
り
。
爪
隠
し
な
り
。
京
草
履
の
前
緒
を
短
く
し
て
、
前
緒
よ

り
前
を
長
く
し
、
上
に
反
ら
せ
て
足
指
を
覆
ふ
状
あ
り
。
故
に
名
と
す
。
娼
妓
の
み

こ
れ
を
用
ふ
。
正
民
婦
女
こ
れ
を
用
ひ
ず
雪
踏
を
用
ゆ
。（
31
）」と
記
さ
れ
て
い
る（
32
）。

こ
の
よ
う
に
、「
遊
女
」
と
「
地
女
」
を
見
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
は
い
く
つ
か
存
在

す
る
。
加
え
て
江
戸
春
画
に
は
遊
女
言
葉
な
ど
の
書
き
入
れ
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る

の
で
、
そ
う
し
た
文
字
情
報
と
図
像
情
報
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
双
方
の
区
別
を

行
っ
て
い
っ
た
（
33
）。

な
お
、
今
回
の
数
量
分
析
で
は
「
遊
女
」
と
「
地
女
」
の
区
別
だ
け
で
な
く
、「
地

女
」
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
細
か
く
「
庶
民
女
」、「
女
中
」、「
妾
」、「
芸
者
」、「
尼
」

図 5　西川祐信『諸遊芥子鹿子』（『季刊會本研究〔第８号〕』より転載）
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な
ど
に
分
類
し
て
い
っ
た
。
そ
の
際
に
、
た
と
え
ば
『
女
重
宝
記
諸
礼
鑑
』（
元
禄

一
五
（
一
七
〇
二
）
年
）（
図
６
）
や
『
百
人
女
郎
品
定
』（
享
保
八
（
一
七
二
三
）
年
）

の
風
俗
画
に
は
当
時
の
女
性
の
身
な
り
が
身
分
表
記
と
と
も
に
図
像
化
さ
れ
て
い
る

た
め
に
参
考
に
し
た
。
こ
う
し
た
資
料
を
用
い
て
当
時
の
女
性
の
身
分
に
関
す
る
衣

服
、
髪
型
、
容
姿
な
ど
の
一
般
認
識
を
確
認
し
、
春
画
の
図
像
と
比
較
し
な
が
ら
そ

こ
に
描
か
れ
た
人
物
の
立
場
を
判
断
す
る
に
い
た
っ
た
。
さ
ら
に
、
人
物
描
写
だ
け

で
な
く
、
描
か
れ
た
場
所
や
状
況
か
ら
性
交
者
の
立
場
を
割
り
出
し
た
。
そ
う
し
た

例
を
ひ
と
つ
上
げ
る
と
、
た
と
え
ば
『
色
道
大
鏡
』（「
妾
」
の
項
）
に
は
「
こ
れ
ら

の
類た
ぐ
ひに
は
、
居き
よ

を
別べ
つ
ご
う業
に
さ
だ
め
、
待し
ぢ
よ女
あ
ま
た
つ
け
て
、
ま
も
り
の
老ら
う
ふ夫
猶
あ
る

へ
し
。
衣い
ふ
く服
・
食し
よ
く
じ事
等と
う

に
倹け
ん
や
く約
を
こ
と
ゝ
せ
ず
、
ゆ
る
や
か
に
賂ま
か
な
ふ
へ
し
（
34
）」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
春
画
を
こ
の
記
述
か
ら
読
み
解
い
て
い
く
と
、
別
宅
で
豪
華
な
食

事
や
衣
装
が
描
か
れ
て
お
り
、
か
つ
老
婦
や
侍
女
な
ど
の
付
き
人
が
描
か
れ
て
い
れ

ば
、
そ
の
人
物
（
性
交
者
）
は
「
妾
」
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
江
戸
春
画
の
性
描
写
の
画
図
―
総
数
三
〇
一
七
画
図

―
を
対
象
に
、
性
交
を
行
う
女
性
の
立
場
を
割
り
出
し
て
み
た
（
図
７（

p. 52
参
照
））。

結
果
は
、「
庶
民
女
」
が
全
体
の
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
最
も
多
く
、次
に
「
娘
」

と
「
夫
婦
」
が
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
並
ん
だ
。
さ
ら
に
四
番
目
は
「
女
中
」
で
あ
り
、

全
体
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。「
遊
女
」
は
よ
う
や
く
五
番
目
に
入
り
、
全

体
の
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
今
回
の
分
析
で
は
、
遊
女
画
の
み
で
構
成
さ
れ
た

菊
川
英
山
の
『
絵
合
錦
街
抄
』（
文
化
一
二
（
一
八
一
五
）
年
）
な
ど
を
加
え
て
い

る
に
も
か
か
ら
ず
、
江
戸
春
画
に
遊
女
が
描
か
れ
た
割
合
は
一
割
に
も
満
た
な
い
。

ま
た
注
目
す
べ
き
は
、「
娘
」
や
「
女
中
」
よ
り
も
「
遊
女
」
が
描
か
れ
た
割
合
が

低
く
、
江
戸
春
画
に
お
け
る
「
遊
女
」
と
「
地
女
」
の
比
率
は
〈
一
〉
対
〈
九
〉
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果
か
ら
春
画
の
世
界
で
は
圧
倒
的
に
「
地
女
」
の
情
事
が
描

か
れ
て
き
た
が
わ
か
る
。

な
お
、
江
戸
春
画
が
「
地
女
」
を
積
極
的
に
描
い
て
き
た
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の

春
本
の
序
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、艶
本『
春
色
松
の
栄
』（
刊

年
不
明
）
の
序
文
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
世
間
に
在
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
。
み
な
程
よ
き
を
も
て
よ
し
と
す
。（
中
略
）

さ
れ
ば
男
女
の
情
態
は
勿
論
。
萬
事
程
に
あ
ら
ざ
れ
ば
克よ
く
しが
た
し
。
こ
ゝ
に
程
よ

し
と
い
ふ
畫ぐ
わ
じ
ん人
あ
り
て
。
奥
さ
ま
の
程
。
お
妾め
か
け
の
程
。
媳か
み
さ
んゝ

の
程
。
藝
者
の
程
。

女
郎
の
程
。
か
こ
ひ
女
の
程
。
地
色
の
ほ
ど
。
生
娘
の
ほ
ど
。
茶
や
娘
の
程
。
或

は
夜
鷹
の
程
ま
で
も
。
普あ
ま
ねく
そ
の
程
を
よ
く
穿う
が

ち
て
。
書
集
め
た
る
此
草
帋
。（
35
）

図 6　『女重宝記諸礼鑑』
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こ
の
序
文
で
は
、
世
間
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
男
女
の
情
態
を
描
く
と
宣
言
さ
れ
て

お
り
、
女
房
か
ら
夜
鷹
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
書
き
集
め
た
と
し
て
い
る
。
今
回
の

数
量
分
析
の
結
果
か
ら
み
て
も
、
こ
の
序
文
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な

男
女
の
情
態
を
描
く
こ
と
が
江
戸
春
画
の
指
向
と
考
え
ら
れ
る
。
春
画
表
現
は
同
時

代
の
玄
人
女
を
描
い
た
人
情
本
や
洒
落
本
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
も
江
戸
社
会
に

お
け
る
す
べ
て
の
階
層
の
女
性
を
描
く
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
表
現
が
「
遊
女
」

な
ど
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
春
画
に
「
地
女
」
が
多
く
描
か
れ
て
き
た
の
か
。
ま
ず
考
え
ら

れ
る
の
は
春
画
の
受
容
層
と
画
図
の
関
わ
り
で
あ
る
。
浮
世
絵
春
画
が
描
か
れ
始
め

た
当
初
は
、
そ
の
受
容
層
は
江
戸
の
武
家
階
級
が
多
か
っ
た
が
、
そ
の
後
し
だ
い
に

富
裕
な
町
人
層
へ
と
拡
が
っ
て
い
っ
た
。
江
戸
中
期
以
降
、
春
画
の
受
容
層
は
も
っ

ぱ
ら
町
人
層
と
な
り
、
巷
間
で
は
個
人
間
で
の
貸
し
借
り
な
ど
も
頻
繁
に
行
わ
れ
た

よ
う
で
あ
る
（
36
）。
そ
う
し
た
受
容
層
が
春
画
を
よ
り
身
近
に
感
じ
る
た
め
に
も
、

読
み
手
側
の
日
常
的
世
界
観
に
作
品
世
界
を
あ
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
春
画

に
地
女
が
数
多
く
描
か
れ
た
の
も
、
読
み
手
に
現
実
感
を
伝
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
江
戸
春
画
は
、
形
式
的
な
性
愛
世
界
の
み
を
描
写
す
る
こ
と

を
よ
し
と
せ
ず
、
多
彩
な
人
間
模
様
が
織
り
な
す
情
愛
の
場
面
を
描
く
こ
と
で
、
人

間
感
情
の
機
微
や
お
か
し
さ
を
積
極
的
に
表
現
し
た
。
こ
の
こ
と
は
西
川
祐
信
の
艶

本
『
風
流
三
幅
対
』
の
序
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

鉄て
つ
じ
よ杵
を
針は
り

に
せ
ん
と
昔む
か
しの
物
語
恋
す
る
と
い
ふ
も
し（

し

難

き

）

に
く
き
と　

こ
ゝ
ろ
を
な

し
と（
遂
ぐ
る
）

ぐ
る
こ
そ
実ま
こ
と
な
ら
め
傾
国
に
や
り
て
あ
り
野や
し
う刕
に
こ
ん
か
う
。
地ぢ
お
ん
な女
に

か（
家
屋
）

ほ
く
な
ど
風
の
さ
そ
ふ
妻つ
ま
と戸
の
お（
音
）と
を
も
ま
し
や
な
い
か
と
思
ふ
心
か
ら　

人

め
の
関せ
き

の
む
つ
か
し
き
所
も
あ
れ
ば
こ
そ
面お
も
し
ろ白
き
恋こ
ひ

と
い
ふ
字じ

も
あ
れ
か
し　

男

女
の
秘ひ
き
よ
く曲
に
さ
ま
〳
〵
の
傳で
ん
じ
ゆ受
を
知し
ら

し
む
る
は
情な
さ
けを
丸ま
る

め
て
恋
の
三さ
ん

幅ふ
く

對つ
い

と
名な
づ
け付    

い
か
な
る
う
ち
鼠ね
ず
みも
袖そ
で

に
な
つ
き
懐ほ
ゝ

に
入い
り

て
乳ち
ゝ

を
吸す

ふ
も
お
か
し

も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
性
愛
の
多
様
性
の
な
か
に
は
遊
女
と

の
恋
も
含
ま
れ
る
。
と
は
い
え
、
廓
の
世
界
は
江
戸
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
性

愛
の
場
面
の
一
部
分
で
し
か
な
い
。
そ
の
う
え
こ
の
世
界
は
類
型
化
し
た
虚
構
の
性

愛
を
楽
し
む
た
め
に
、
た
だ
恋
を
成
し
遂
げ
る
だ
け
な
ら
よ
い
が
、
恋
を
め
ぐ
る
人

間
感
情
の
変
化
に
は
乏
し
い
。
お
そ
ら
く
箕
山
や
淇
園
な
ど
の
色
道
通
人
た
ち
は
、

こ
う
し
た
つ
く
ら
れ
た
性
愛
遊
戯
を
優
雅
に
楽
し
む
こ
と
に
重
き
を
お
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
は
地
女
と
の
「
人
め
関
の
む
つ
か
し
き
所
の
あ
る
恋
」
の

よ
う
な
厄
介
な
人
間
感
情
を
含
む
日
常
の
性
愛
を
忌
避
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
江
戸
春
画
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
無
粋
な
日
常
の
性
愛
を
描
く
こ
と
に
重
き
を
お

い
た
。
い
う
な
ら
ば
江
戸
春
画
は
、
廓
の
よ
う
な
非
日
常
の
世
界
で
は
な
く
、
日
常

の
な
か
の
多
彩
な
人
間
模
様
が
織
り
な
す
性
を
め
ぐ
る
感
情
の
交
わ
り
―
実
直
さ
、

情
け
な
さ
、
煩
わ
し
さ
、
心
地
よ
さ
な
ど
―
を
面
白
お
か
し
く
描
く
こ
と
を
め
ざ
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
の
序
文
か
ら
読
み
取
れ
る
だ
け
で
な
く
、
江
戸
春
画

に
日
常
を
生
き
る
「
地
女
」
が
非
日
常
を
生
き
る
「
遊
女
」
と
比
べ
て
圧
倒
的
に
多

く
描
か
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
だ
ろ
う
（
37
）。

一
．三　

春
画
の
な
か
の
男
た
ち

そ
れ
で
は
一
方
、
江
戸
春
画
に
描
か
れ
た
男
性
た
ち
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
江
戸

春
画
が
人
間
感
情
の
交
わ
り
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
、
描
か
れ
た

男
性
た
ち
も
多
様
で
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
人
と
女
中
の
よ
う
な
分
限
を
越
え
た
色

事
や
、
間
男
と
女
房
に
よ
る
密
か
な
逢
い
引
き
な
ど
、
身
分
や
立
場
の
異
な
る
男
女

の
情
事
の
ほ
う
が
よ
り
様
々
な
人
間
感
情
を
表
現
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
、
菱

川
師
宣
の
艶
本
『
小
む
ら
さ
き
』（
延
宝
五
（
一
六
七
七
）
年
）
の
序
文
で
は
、
男

女
の
色
事
を
身
分
の
隔
た
り
な
く
書
き
集
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
れ
は
和
合
の
こ
と
わ
さ　

み
と
の
ま
く
は
ひ
し
給
ひ
し
よ
り
此
方　

さ
ん
屋

の
曙
に
至
迄　

お
こ
た
る
べ
き
道
な
ら
す　

然
る
を
ゆ
ふ
き
や
う
の
も
て
あ
そ
ひ
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と
み
る
時
は
悪
事
と
成　

又
天
地
か
い
ひ
や
く
の
根
元
と
み
る
時
は
そ
の
重
事
こ

う
ま
い
也　

か
る
が
ゆ
へ
に
侍
農
工
商
の
参
會
を
か
き
集
て　

是
を
出
す
（
38
）

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
色
事
を
遊
興
の
も
て
な
し
と
見
な
す
時
は
悪
事
と
な
り
、

ま
た
色
事
を
天
地
開
闢
の
根
元
と
見
な
す
時
は
善
事
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
士
農
工

商
の
情
事
を
か
き
集
め
て
、
色
事
の
す
べ
て
を
こ
こ
に
描
く
と
し
て
い
る
。
そ
の
ほ

か
葛
飾
北
斎
の
小
咄
艶
本
『
間
女
畑
』（
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
）
の
序
文
に
も

色
事
の
舞
台
で
は
士
農
工
商
の
身
分
な
ど
ま
っ
た
く
意
味
を
な
さ
な
い
こ
と
が
説
か

れ
て
い
る
（
39
）。

そ
れ
で
は
実
際
、
江
戸
春
画
に
は
士
農
工
商
を
越
え
た
色
情
が
描
か
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
江
戸
春
画
に
お
け
る
性
交
者
（
男
性
）
の
立
場
に
つ
い
て
、
そ
の
数
量

を
算
出
し
て
み
た
い
。

た
だ
今
回
も
、「
男
性
」
の
図
像
の
見
分
け
方
に
つ
い
て
多
少
触
れ
て
お
く
。

江
戸
春
画
に
描
か
れ
た
男
性
の
立
場
を
見
分
け
る
こ
と
は
女
性
の
立
場
を
見
分
け

る
以
上
に
難
し
い
。
と
く
に
江
戸
後
期
に
な
る
と
「
武
士
」
と
「
町
人
」
の
判
別
が

難
し
く
な
る
。
と
は
い
え
、
双
方
の
最
も
わ
か
り
や
す
い
相
違
点
は
刀
の
本
数
で
あ

る
。
江
戸
時
代
の
武
士
は
た
し
な
み
と
し
て
打
刀
と
脇
差
の
二
本
の
刀
を
差
す
風
習

が
あ
っ
た
。
一
方
、
町
人
は
帯
刀
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
外
出
時
の
防
具
と
し
て

刀
を
持
ち
歩
く
者
も
い
た
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
春
画
の
な
か
に
二
本
差
し
の
男

性
が
描
か
れ
て
い
れ
ば
「
武
士
」
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
一
刀
差
し

ま
た
は
無
刀
の
男
性
が
描
か
れ
て
い
れ
ば
「
町
人
」
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
、
春
画
に
お
い
て
は
、
武
士
が
二
本
差
し
を
し
た
ま
ま
情
事
に
お
よ
ぶ
場
面
は

少
な
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
枕
元
や
床
の
間
に
二
本
刀
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
描

か
れ
て
い
る
。

ま
た
も
う
ひ
と
つ
「
武
士
」
と
「
町
人
」
を
見
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
衣
装
模

様
の
違
い
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
武
家
諸
法
度
』
に
武
士
は
「
紫
む
ら
さ
き
あ
は
せ袷
紫む
ら
さ
き
う
ら裏
練ね
り

無む
も
ん紋
等と
う

の
小こ
そ
で袖
を
用も
ち
ゆ
る
事
を
ゆ
る
さ
ず
（
40
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
春
画

の
な
か
で
紫
色
の
袷
や
無
紋
の
小
袖
を
着
て
い
れ
ば
、
そ
の
人
物
は
「
武
士
」
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
紋
入
り
の
小
袖
を
着
て
い
れ
ば
そ
の
人
物
が
「
武
士
」

で
あ
る
可
能
性
が
高
ま
る
。

さ
ら
に「
武
士
」と「
町
人
」を
見
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
髪
型
が
考
え
ら
れ
る
。

『
守
貞
謾
稿
』
に
よ
れ
ば
「
武
士
」
は
「
髪
多
く
、髷
太
く
前
後
低
く
半
ば
を
高
く
す
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
一
方
、「
商
人
」
は
「
髪
す
く
な
く
髷
前
後
中
と
も
に
直
ぐ
」

と
記
さ
れ
て
い
る
（
41
）。
こ
の
こ
と
か
ら
江
戸
時
代
の
「
武
士
」
は
髪
の
毛
の
量
が

多
く
髷
の
半
ば
を
高
く
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
一
方
、「
商
人
」
は
髪
の
毛
が

少
な
く
髷
を
真
っ
直
ぐ
水
平
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
今
回
の
数
量
分

析
で
は
、
前
髪
を
剃
っ
て
い
な
い
男
性
に
関
し
て
は
、
武
家
や
町
家
を
問
わ
ず
、
す

べ
て
「
若
衆
」
と
し
て
考
え
た
（
42
）。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
江
戸
春
画
の
性
描
写
の
画
図
―
総
数
三
〇
一
七
画

図
―
を
対
象
に
、
性
交
を
行
う
男
性
の
立
場
を
算
出
し
て
み
た
（
図
８（

p. 52
参
照
））。

結
果
は
、「
庶
民
男
」
が
全
体
の
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
最
も
多
く
、
続
い
て
「
夫
婦
」

が
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
二
番
目
に
多
い
。
そ
の
次
が
「
若
衆
」
で
全
体
の
九
パ
ー
セ

ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
、「
武
士
」
は
六
番
目
で
あ
り
、
全
体
の
六
パ
ー

セ
ン
ト
で
あ
っ
た
（
43
）。
こ
う
し
て
み
る
と
春
画
に
描
か
れ
た
男
性
は
、
女
性
以
上

に
多
様
性
が
あ
り
、
士
農
工
商
の
身
分
差
に
よ
っ
て
描
き
分
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。

し
か
も
、
そ
の
立
場
は
数
量
的
に
見
て
も
均
等
に
割
り
振
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
男
性
の
場
合
は
「
夫
婦
」
の
図
像
の
割
合
が
多
い

こ
と
で
あ
る
。
江
戸
春
画
に
お
い
て
「
夫
婦
」
は
性
交
者
の
男
女
と
共
に
一
四
パ
ー

セ
ン
ト
と
高
い
数
値
を
示
し
て
お
り
、
定
番
の
絵
柄
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な

ぜ
江
戸
春
画
に
「
夫
婦
」
が
描
か
れ
て
き
た
の
か
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
先
ほ

ど
ふ
れ
た
春
画
が
日
常
生
活
の
性
愛
場
面
を
描
く
こ
と
に
重
き
を
お
い
て
い
た
点
が

上
げ
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
以
外
に
も
、
江
戸
時
代
の
人
び
と
の
「
性
愛
の
根
元
は

夫
婦
に
あ
る
」
と
い
う
認
識
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と

え
ば
、こ
の
認
識
に
つ
い
て
増
穂
残
口
は
『
艶
道
通
鑑
』（
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
）
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の
な
か
で
「
凡
お
よ
そ

人
の
道
の
起
〔
お
こ
〕り
は
、
夫
婦
よ
り
ぞ
始
〔
は
じ
〕ま
る
」
と
前
置
き
し
た
う
え
で
、

次
の
よ
う
に
記
す
。

男
女
の
形
〔
か
た
ち
〕
出
来
る
ま
で
は
造ざ
う
く
は化
の
妙め
う

に
し
て
、
交き
や
う
ご
う合
の
情
〔
な
さ
け
〕は
人
の
作さ
ご
う業
に
成

れ
ば
、
人に
ん
ど
う道
立（
た
つ
）ち
て
の
仏
法
・
神
道
、
老ろ
う

・
孔こ
う

・
荘そ
う

・
列れ
つ

な
り
。
然
〔
し
か
〕ら
ば
夫
婦
ぞ

世
の
根
源
と
知〔
し
〕れ
た
る
歟（
か
）。
そ
の
夫
婦
和く
わ

せ
ず
し
て
、一
日
も
道
あ
る
べ
か
ら
ず
。

道
な
け
ら
ば
誠ま
こ
と
な
し
。
誠ま
こ
と
な
け
れ
ば
世
界
は
立
（
た
た
）ず
。
件か
く

根
本
た
る
夫
婦
の
事
の

疎
〔
お
ろ
そ
〕か
に
成
（
な
り
ゆ
け
）
行
ば
、
道
も
誠ま
こ
と
も
な
く
な
り
て
、
後
は
考か
う

も
失〔
う
〕
せ
忠ち
う

も
絶た
へ

な
ん
ず
ら

ん
と
悲
〔
か
な
〕し
ゝ
。（
44
）

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
諸
学
の
根
源
は
夫
婦
の
性
愛
に
は
じ
ま
る
と
説
か

れ
て
い
る
。
交
合
の
情
は
〈
人
を
つ
く
る
作
業
〉
で
あ
り
、
人
が
こ
の
世
に
生
ま
れ

て
は
じ
め
て
、
仏
教
、
神
道
、
儒
学
な
ど
の
教
え
も
成
立
す
る
。
い
う
な
ら
ば
、
交

合
せ
ず
に
人
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
諸
学
の
教
え
な
ど
存
在
し
な
い
と
説
く
。
こ
う
し

た
「
夫
婦
和
合
」
の
性
愛
を
仏
教
・
神
道
・
儒
学
な
ど
の
諸
学
の
教
え
の
前
提
に
お

く
考
え
方
が
江
戸
時
代
の
中
頃
に
は
存
在
し
、
春
画
に
「
夫
婦
」
の
性
交
図
が
数
多

く
描
か
れ
て
い
る
事
実
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
江
戸
春
画
に
も
影
響
を
与
え

た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

一
．四　

春
画
に
描
か
れ
た
人
び
と
の
年
齢

と
こ
ろ
で
、
江
戸
春
画
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢
層
の
描
写
が
上
げ

ら
れ
る
。
江
戸
春
画
に
は
、
若
い
男
女
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
年
増
の
男
女
も
数
多

く
描
か
れ
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
稚
児
や
老
人
な
ど
も
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
す
で
に
先
行
研
究
で
説
か
れ
て
い
る
が
（
45
）、
今
回
、
ど
の
年
齢
層
の
描
写

が
最
も
多
い
の
か
、
描
か
れ
た
人
物
を
「
幼
年
」、「
若
年
」、「
青
年
」、「
壮
年
」、「
老

年
」に
区
分
け
し
、そ
の
数
量
を
算
出
し
て
み
た
。
ち
な
み
に
、『
陰
陽
師
調
法
記
』（
元

禄
四
（
一
七
〇
一
）
年
）
の
「
男
女
交ま
じ
わ
り合
年と
し
〳
〵々

の
数
の
事
」
に
よ
れ
ば
、「
男
二
十

歳
の
後
は
、
三
日
目
に
一
度
づ
つ
。
三
十
歳
の
後
は
、
五
日
目
に
一
度
。
四
十
歳
の

後
は
、
七
日
目
に
一
度
。
六
十
歳
の
後
は
、
み
だ
り
に
漏も
ら

す
べ
か
ら
ず
」
と
記
し
て

い
る
。
こ
の
記
述
に
従
う
な
ら
ば
、
江
戸
時
代
の
男
性
は
、
年
齢
が
増
え
る
に
し
た

が
っ
て
性
交
の
回
数
も
減
少
し
て
い
き
、
老
年
期
に
は
性
交
を
行
わ
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
基
準
は
あ
く
ま
で
も
調
法
記
の
目
安
で
あ
り
、
当
時
の

人
び
と
が
こ
の
基
準
を
忠
実
に
守
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
性
交
の
回

数
な
ど
年
齢
に
よ
っ
て
制
限
で
き
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

な
お
こ
こ
で
、
今
回
の
数
量
分
析
に
お
け
る
年
齢
区
分
の
基
準
に
つ
い
て
触
れ
て

お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、
女
性
の
性
交
者
の
場
合
、〈
振
袖
〉
を
身
に
つ
け
て
い
れ

ば
「
若
年
」
と
判
断
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
守
貞
謾
稿
』
の
次
の
記
述
が
参
考

と
な
る
。

ま
た
江
戸
土
民
の
処
女
、
大
略
十
歳
未
満
の
者
に
は
礼
褻
と
も
に
振
袖
を
着
す

こ
と
、
大
戸
よ
り
小
戸
に
至
り
こ
れ
を
用
ふ
。（
中
略
）

ま
た
古
よ
り
三
都
と
も
に
婦
は
振
袖
を
用
ひ
ず
。
少
女
の
み
こ
れ
を
用
ふ
。
し

か
り
と
い
へ
ど
も
、
す
で
に
嫁
し
て
あ
る
ひ
は
い
ま
だ
嫁
さ
ざ
る
者
も
、
歯
を
染

め
て
眉
い
ま
だ
剃
ら
ざ
る
（
京
坂
、
か
ほ
を
な
ほ
す
と
云
ひ
、
江
戸
に
て
半
元
服

と
云
ふ
）
新
婦
は
こ
れ
を
着
す
。（
46
）

こ
の
記
述
か
ら
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
〈
振
袖
〉
は
お
も
に
若
年
の
少
女
が
着
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
時
に
、
婚
姻
を
し
た
女
性
で
も
若
け
れ
ば
振
袖
を
着
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
遊
廓
の
世
界
で
も
、〈
振
袖
〉
は
京
坂
や
江
戸
を
問
わ
ず
、

十
四
、五
歳
以
下
の
娼
妓
に
用
い
た
よ
う
で
あ
る
（
47
）。
こ
れ
ら
の
記
述
を
踏
ま
え

て
今
回
、
春
画
の
な
か
で
振
袖
を
着
て
い
る
女
性
の
年
齢
を
「
若
年
」
と
定
め
、
そ

の
範
疇
を
お
お
よ
そ
一
六
歳
か
一
七
歳
ま
で
に
想
定
し
た
。
た
だ
、
若
干
の
例
外
も

あ
り
、
江
戸
後
期
に
な
る
と
年
増
芸
者
が
振
袖
を
着
る
と
い
う
習
俗
が
見
ら
れ
た
よ

う
で
あ
る
（
48
）。
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ま
た
春
画
に
お
け
る
女
性
の
〈
眉
を
剃
る
〉
の
描
写
も
、
そ
の
人
物
の
年
齢
を
判

断
す
る
基
準
と
な
る
。
た
と
え
ば
『
守
貞
謾
稿
』
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。江

戸
は
い
ま
だ
嫁
さ
ざ
る
、
す
で
に
嫁
す
る
女
も
歯
を
染
む
る
者
は
、
専
ら
髪

を
丸
曲
に
更あ
ら
ため
、
眉
を
剃
る
な
り
。
江
戸
も
武
家
の
新
婦
は
歯
を
黒
め
、
髪
を
丸

曲
に
結
べ
ど
も
眉
を
剃
ら
ず
、
二
十
三
、四
才
に
及
ん
で
始
め
て
眉
を
剃
る
。

京
坂
の
新
婦
も
し
二
十
一
、二
才
に
至
り
て
妊は
ら

ま
ざ
る
者
は
、
孕は
ら

ま
ず
と
い
へ

ど
も
曲
を
改
め
眉
を
剃
る
。（
49
）

こ
の
記
述
を
参
考
に
す
れ
ば
、
京
坂
や
江
戸
を
問
わ
ず
、〈
眉
を
剃
る
〉
女
性
の

年
齢
が
お
お
よ
そ
二
十
歳
以
上
と
判
断
で
き
る
。
ま
た
江
戸
時
代
に
は
婚
姻
の
有
無

に
関
わ
ら
ず
女
性
は
二
十
歳
を
過
ぎ
れ
ば
眉
を
剃
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
春

画
の
な
か
で
眉
を
剃
っ
て
い
る
女
性
が
描
か
れ
て
い
れ
ば
「
青
年
」
か
「
壮
年
」
と

判
断
し
た
。
た
だ
こ
ち
ら
も
若
干
の
例
外
が
あ
り
、
上
方
で
は
年
増
芸
子
な
ど
は

四
十
歳
以
上
に
な
っ
て
も
眉
を
剃
ら
な
い
習
慣
が
あ
っ
た
（
50
）。
ま
た
ほ
か
に
も
、

浮
世
絵
師
が
風
俗
画
を
描
く
場
合
、
美
人
風
に
描
く
目
的
で
眉
を
描
き
加
え
る
こ
と

が
あ
っ
た
（
51
）。
そ
の
た
め
図
像
に
よ
る
眉
の
有
無
で
そ
の
人
物
の
年
齢
を
推
察
す

る
と
き
は
慎
重
に
成
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、
春
画
に
は
歯
黒
の
女
性
が
頻
繁
に
描
か
れ
て
い
る
。
歯
黒
の
有
無
も
年
齢

を
判
断
す
る
基
準
と
な
る
。
一
般
的
に
歯
黒
の
女
性
は
「
女
房
」
と
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
、
そ
の
年
齢
は
「
青
年
」
か
「
壮
年
」
と
想
定
で
き
る
。
た
だ
、
江
戸
時
代

に
は
婚
姻
し
て
い
な
い
少
女
が
歯
を
黒
く
染
め
る
風
習
が
み
ら
れ
た
よ
う
で
、『
守

貞
謾
稿
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

今
世
も
前
に
云
へ
る
ご
と
く
歯
染
め
て
始
め
て
嫁
す
る
を
本
と
す
。
し
か
り
と

い
へ
ど
も
、
民
間
に
至
り
て
は
京
坂
の
女
二
十
歳
、
江
戸
は
二
十
未
満
の
少
女
も

い
ま
だ
嫁
さ
ず
し
て
歯
を
染
む
る
者
太は
な
はだ
多
し
。（
52
）

こ
の
よ
う
に
歯
黒
の
有
無
だ
け
で
は
、
そ
の
人
物
の
年
齢
は
特
定
で
き
な
い
。
と

は
い
う
も
の
の
、
春
画
に
は
歯
黒
の
女
性
が
数
多
く
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
年
増
女
性
で
あ
る
。
な
お
、
一
般
女
性
だ
け
で
な
く
、
遊
廓
の
女
性
た
ち
も
歯

を
黒
く
染
め
た
よ
う
で
あ
る
。『
守
貞
謾
稿
』
に
よ
れ
ば
、
京
坂
で
は
お
付
き
の
客

の
有
無
に
関
わ
ら
ず
一
五
、六
歳
で
必
ず
歯
を
黒
く
染
め
、
一
方
、
江
戸
で
は
吉
原

の
遊
女
は
歯
を
黒
く
染
め
た
が
、
天
保
以
降
、
岡
場
所
の
女
郎
は
歯
を
染
め
な
か
っ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
53
）。

こ
の
よ
う
に
女
性
の
図
像
に
関
し
て
は
そ
の
年
齢
を
見
分
け
る
の
に
い
く
つ
か
の

ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
男
性
の
図
像
に
関
し
て
は
年
代
に
よ
っ
て
服
装
や

装
飾
に
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
年
齢
を
見
分
け
る
の
は
難
し
い
。

た
だ
唯
一
、
前
髪
の
有
無
を
元
服
の
前
後
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
今
回
、
男
性

の
図
像
に
関
し
て
は
前
髪
を
剃
っ
て
い
な
い
人
物
を
元
服
前
の
「
若
年
」
と
判
断
し
、

月
代
や
髷
を
つ
く
る
人
物
を
元
服
後
の
「
青
年
」、「
壮
年
」
と
判
断
し
た
。
た
だ
江

戸
時
代
に
は
立
場
に
よ
っ
て
前
髪
を
剃
ら
な
か
っ
た
場
合
も
あ
り
、
医
師
や
山
伏
な

ど
は
総
髪
に
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
判
断
は
慎
重
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

な
お
、春
画
の
図
像
か
ら
年
齢
を
読
み
取
る
際
に
も
っ
と
も
難
し
い
の
が
「
青
年
」

と
「
壮
年
」
の
見
分
け
方
で
あ
る
。
男
女
を
問
わ
ず
難
し
く
、
今
回
の
数
量
分
析
で

最
も
苦
労
し
た
点
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
図
像
を
デ
ー
タ
化
す
る
際
に
必
ず
一
定
の

基
準
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
今
回
、
男
女
と
も
に
〈
首
筋
〉
や
〈
腹
ま

わ
り
〉
に
数
本
の
皺
が
寄
っ
て
い
る
場
合
は
「
壮
年
」
と
判
断
し
た
（
図
９
）・（
図
10
）。

と
く
に
首
筋
の
皺
は
年
増
女
性
を
表
現
す
る
目
的
で
描
き
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
、
こ
の
皺
の
線
に
よ
っ
て
二
重
顎
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
首
筋
に
ほ
と
ん

ど
皺
が
描
か
れ
て
い
な
い
場
合
は
「
青
年
」
と
判
断
し
た
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
年
齢
は
図
像
の
み
か
ら
判
断
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
春

画
で
は
〈
書
き
入
れ
〉
や
〈
詞
書
き
〉
の
文
字
情
報
か
ら
人
物
の
年
齢
を
読
み
取
る
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こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
今
回
の
数
量
分
析
で
は
、
ま
ず
文
字
情
報
か
ら
の
判

断
を
最
優
先
し
、
そ
れ
で
も
人
物
の
年
齢
が
読
み
取
れ
な
い
場
合
は
図
像
か
ら
判
断

す
る
に
い
た
っ
た
。

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
江
戸
春
画
の
性
描
写
の
画
図
―
総
数
三
〇
一
七
画

図
―
を
対
象
に
、
性
交
を
行
う
男
性
・
女
性
の
年
齢
を
算
出
し
て
み
た
（
図
11（

p. 53
参

照
））・（
図
12（

p. 53
参
照
））。
そ
の
結
果
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
男
女
と
も
に
ほ
と

ん
ど
同
じ
割
合
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
最
も
多
い
の
が
「
青
年
」
で
、
全
体
の
約

五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
半
分
を
し
め
て
い
る
。
つ
ぎ
に
多
い
の
が
「
壮
年
」
で
全
体
の

約
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
描
か
れ
て
い
る
。
意
外
に
少
な
い
の
が
「
若
年
」
で
男
女
と

も
に
十
数
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
江
戸
春

画
に
は
男
女
と
も
に
「
青
年
」・「
壮
年
」
の
年
齢
層
の
人
物
が
多
く
描
か
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、男
女
の
相
違
点
を
考
え
れ
ば
、男
性
は
女
性
に
比
べ
て
「
壮

年
」
の
年
齢
が
多
く
、「
若
年
」
の
年
齢
が
少
な
い
。
逆
に
、
女
性
は
男
性
に
比
べ

て
「
若
年
」
の
年
齢
が
多
く
、「
壮
年
」
や
「
老
年
」
の
年
齢
が
少
な
い
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
江
戸
春
画
で
は
女
性
の
方
が
早
熟
に
描
か
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
他
方
、
男

性
は
老
齢
に
描
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
た
だ
、
双
方
を
通
じ
て
や
は
り
多
い
の
が
青

年
期
の
男
女
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の『
陰
陽
師
調
法
記
』の
記
述
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

江
戸
春
画
は
日
常
生
活
の
な
か
で
最
も
盛
ん
に
性
交
を
行
う
年
齢
層
を
積
極
的
に
描

い
た
と
い
え
よ
う
。

二
．
春
画
に
描
か
れ
た
脇
役
た
ち

二
．一　

春
画
表
現
に
お
け
る
第
三
者
の
存
在

江
戸
春
画
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
〈
第
三
者
〉
の
描
写
が
考
え
ら
え
る
。〈
第
三
者
〉

と
は
、
春
画
の
な
か
で
性
行
為
を
す
る
男
女
以
外
に
描
か
れ
た
人
物
の
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
窓
か
ら
覗
き
を
し
て
い
る
人
物
や
（
図
13
）、
夫
の
浮
気
現
場
に
遭
遇

し
た
女
房
な
ど
で
あ
る
。
江
戸
春
画
に
は
、
こ
う
し
た
〈
第
三
者
〉
が
描
か
れ
る
こ

と
が
多
く
、
と
き
に
は
子
供
や
動
物
が
こ
の
役
割
を
担
う
こ
と
も
あ
る
。
春
画
表
現

図 9　葛飾北斎『喜能会之故真通』　　首の皺

図 10　鳥居清信『欠題艶本』　お腹の皺
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の
目
的
が
性
交
描
写
で
あ
る
な
ら

ば
、
な
に
も
そ
の
周
辺
に
余
計
な

人
物
を
描
か
な
く
て
も
よ
い
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
春
画
表
現
の
目
的

が
性
欲
処
理
の
慰
み
物
で
あ
る
な

ら
ば
、
な
お
さ
ら
〈
第
三
者
〉
の

描
写
は
不
要
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
江
戸
春
画
に

〈
第
三
者
〉
が
描
か
れ
て
き
た
の

か
。
先
行
研
究
で
は
〈
第
三
者
〉

の
描
写
の
理
由
と
し
て
「
笑
ひ
」

の
要
素
に
注
目
し
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
江
戸
春
画
に
は
し
ば
し
ば

子
供
が
登
場
す
る
が
、
性
愛
の
現

場
に
性
に
対
し
て
無
頓
着
な
子
供

を
持
ち
込
む
こ
と
で
「
笑
ひ
」
を

誘
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
54
）。

そ
の
ほ
か
江
戸
春
画
に
は
覗
く
者

が
描
か
れ
て
い
る
が
、
性
愛
の
現

場
に
他
人
の
情
事
を
熱
心
に
覗
く

人
物
を
描
き
込
む
こ
と
で
「
笑
ひ
」

を
誘
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
55
）。

こ
う
し
た
子
供
や
覗
く
者
は
性
愛

を
楽
し
む
男
女
か
ら
見
れ
ば
い
わ

ば
よ
そ
者
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
彼
ら
は
性
戯
を
楽
し
む
男
女

に
邪
魔
を
し
か
け
る
悪
戯
者
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
悪
戯
者
が
描
か
れ
る
の
は
ひ
と
つ
の
画
面
の
な
か
に

「
性
愛
に
従
事
で
き
る
者
」
と
「
性
愛
に
従
事
で
き
な
い
者
」（
第
三
者
）
を
同
時
に

描
く
こ
と
で
双
方
の
性
に
対
す
る
落
差
を
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
表
現

の
落
差
に
よ
っ
て
見
る
者
を
「
笑
ひ
」
に
誘
う
と
い
え
よ
う
。

一
方
、
江
戸
春
画
に
〈
第
三
者
〉
が
描
か
れ
る
理
由
と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
別
の

考
え
方
が
あ
る
。
そ
れ
は
鑑
賞
者
が
画
中
に
描
か
れ
た
〈
第
三
者
〉
に
感
情
移
入
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
春
画
に
た
び
た
び
覗
く
者
が
描
か
れ
る
の
は
、

春
画
の
鑑
賞
者
が
そ
の
覗
く
者
に
感
情
移
入
し
、
自
ら
の
覗
き
願
望
を
そ
の
描
写
人

物
が
代
行
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
絵
師
は
、
春
画
の
な
か

に
覗
く
者
を
描
き
、
鑑
賞
者
の
誰
し
も
が
性
愛
の
現
場
を
覗
き
見
る
感
覚
を
味
わ
え

る
手
立
て
を
つ
く
り
だ
し
た
と
す
る
（
56
）。
た
だ
、
こ
の
理
由
に
関
し
て
は
も
う
少

し
詳
し
い
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
江
戸
時
代
の
人
び
と
が
春
画
を
観
賞
す

る
際
に
そ
の
つ
ど
画
中
の
人
物
に
感
情
移
入
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
の

中
に
は
春
画
に
感
情
移
入
し
て
み
る
見
方
に
批
判
的
な
意
見
も
あ
り
、
春
画
は
ひ
と

つ
の
見
世
物
で
あ
っ
て
笑
い
と
い
う
客
観
性
に
依
拠
し
て
い
る
た
め
に
西
欧
か
ら
の

輸
入
で
あ
る
感
情
移
入
の
鑑
賞
法
に
は
向
か
な
い
と
し
て
い
る
（
57
）。
た
し
か
に
、

春
画
を
見
る
者
が
夫
婦
の
性
戯
の
傍
ら
で
無
邪
気
に
遊
ぶ
子
供
を
眺
め
、
そ
の
子
供

に
感
情
移
入
し
、
両
親
の
性
戯
を
覗
き
見
る
こ
と
を
追
体
験
す
る
者
が
い
よ
う
と
は

思
え
な
い
。
む
し
ろ
鑑
賞
者
は
子
供
が
夫
婦
の
性
戯
の
傍
ら
で
無
邪
気
に
遊
ん
で
い

る
状
況
を
俯
瞰
的
に
と
ら
え
、「
性
愛
に
の
め
り
込
む
夫
婦
」
と
「
性
愛
に
無
関
心

な
子
供
」
の
性
へ
の
執
着
の
落
差
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
笑
い
を
楽
し
ん
だ
に
ち
が
い

な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
江
戸
春
画
は
た
ん
に
男
女
の
交
わ
り
を
描
い
た
の
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
性
交
の
傍
ら
に
じ
つ
に
多
く
の
〈
第
三
者
〉
を
描
い
て
き
た
。

そ
れ
で
は
い
っ
た
い
〈
第
三
者
〉
は
ど
の
く
ら
い
の
割
合
で
描
か
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
今
回
の
数
量
分
析
で
は
、
江
戸
春
画
の
性
描
写
の
画
図
―
総
数
三
〇
一
七

画
図
―
を
対
象
に
、〈
第
三
者
〉
が
描
か
れ
る
割
合
を
算
出
し
て
み
た
（
図
14（

p. 53
参

図 13　北尾重政『吾嬬土産』
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照
））。
結
果
は
、
江
戸
春
画
に
は
〈
第
三
者
〉
が
約
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
描

か
れ
て
い
る
。
一
方
、
残
り
の
約
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
画
図
に
は
〈
第
三
者
〉
が
描

か
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
江
戸
春
画
は
必
ず
し
も
男
女
の
性
交
表
現
の

み
に
焦
点
を
絞
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
江
戸
春
画
の
約
四
割
の

画
図
に
〈
第
三
者
〉
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
春
画
表
現
の
目
的
が
男
女
の
性

描
写
以
外
に
も
何
か
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

こ
う
し
た
結
果
を
ふ
ま
え
て
江
戸
春
画
に
〈
第
三
者
〉
が
描
か
れ
た
理
由
を
考
え

て
み
る
と
、江
戸
春
画
は
「
男
女
の
性
交
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、そ
れ
に
加
え
て
「
男

女
の
性
交
を
め
ぐ
る
状
況
」
ま
で
も
表
現
の
目
的
と
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
り
に
春
画
表
現
の
目
的
を
「
男
女
の
性
交
」
の
み
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
約
四
割

の
春
画
に
〈
第
三
者
〉
が
描
か
れ
て
い
る
理
由
が
見
つ
か
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
春
画

表
現
の
目
的
を
「
男
女
の
性
交
を
め
ぐ
る
状
況
」
ま
で
広
げ
る
な
ら
ば
、〈
第
三
者
〉

の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
性
交
者
の
み
で
も
十
分
に
そ
の
状
況
は
表
現
で
き
る
。
つ
ま

り
江
戸
春
画
は
、
人
物
描
写
よ
り
も
、
状
況
描
写
に
重
点
を
お
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

江
戸
春
画
の
約
四
割
に
〈
第
三
者
〉
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
春
画

表
現
の
隠
さ
れ
た
目
的
も
見
え
て
こ
よ
う
。

二
．二　

第
三
者
の
立
場
と
年
齢

そ
れ
で
は
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
立
場
の
人
び
と
が
〈
第
三
者
〉
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
江
戸
春
画
の
性
描
写
の
画
図
―
総
数
三
〇
一
七
画
図
―
を

対
象
に
、〈
第
三
者
〉
の
立
場
の
割
合
を
算
出
し
て
み
た
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
春
画

に
は
じ
つ
に
様
々
な
〈
第
三
者
〉
が
描
か
れ
て
お
り
、
と
き
に
は
仙
人
や
化
物
ま
で

が
〈
第
三
者
〉
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
描
写
の
類
型
化
が
ひ
じ
ょ
う

に
難
し
く
、
パ
ー
セ
ン
ト
に
よ
る
算
出
が
で
き
な
か
っ
た
。

た
だ
、
そ
う
し
た
な
か
で
も
〈
第
三
者
〉
と
し
て
最
も
多
か
っ
た
の
が
「
女
中
」

で
あ
る
。〈
第
三
者
〉
の
「
女
中
」
は
、
総
数
に
対
し
て
一
一
二
画
図
に
描
か
れ
て

お
り
、
そ
の
他
と
比
べ
て
圧
倒
的
に
多
い
。
二
番
目
に
多
か
っ
た
の
は
「
庶
民
女
」

で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
総
数
に
対
し
て
五
四
画
図
で
あ
り
、「
女
中
」
の
約
半
分
ほ

ど
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
数
値
か
ら
も
、江
戸
春
画
の〈
第
三
者
〉に「
女

中
」
が
数
多
く
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
今
回
の
数
量
分
析
で
は
、
主
人

夫
婦
の
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
「
女
中
」
と
他
家
で
家
事
や
雑
用
を
す
る
「
下
女
」

の
区
別
を
厳
密
に
せ
ず
、
女
性
の
奉
公
人
を
す
べ
て
「
女
中
」
と
判
断
し
た
。
と
い

う
の
も
、
江
戸
春
画
に
お
い
て
は
「
女
中
」
と
「
下
女
」
の
判
別
が
つ
き
に
く
い
こ

と
が
多
く
、絵
柄
と
し
て
は
「
女
中
」
で
あ
る
の
に
じ
っ
さ
い
の
書
き
入
れ
に
は
「
下

女
」
と
記
さ
れ
て
い
る
例
も
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
（
58
）。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、〈
第
三
者
〉
に
「
女
中
」
が
多
く
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
問
い
に
明
確
な
答
え
を
出
す
の
は
難
し
い
が
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
春
画
に
お

け
る
日
常
性
の
描
写
が
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
に
は
女
中
を
雇
う
家
庭
が
か
な
り

あ
り
、
女
中
は
お
の
ず
と
主
人
夫
婦
の
性
の
現
場
に
遭
遇
す
る
機
会
も
多
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
江
戸
春
画
が
庶
民
の
日
常
生
活
を
描
い
た
こ
と
は
す
で
に
先
行
研
究
で
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
女
中
が
主
人
夫
婦
の
情
事
を
覗
き
見
る
日
常
性
を
そ
の
ま
ま
描

い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

そ
の
ほ
か
、〈
第
三
者
〉
に
「
女
中
」
が
多
く
描
か
れ
た
理
由
と
し
て
、
当
時
の
世

相
で
の
「
女
中
は
好
色
で
あ
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り
が
考
え
ら
れ
る
。
江
戸

時
代
に
は
川
柳
な
ど
を
通
じ
て
「
女
中
は
好
色
で
あ
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ
く
ら

れ
た
よ
う
で
、
女
中
や
下
女
は
夜
這
い
を
拒
ま
ぬ
と
い
う
言
い
ぐ
さ
が
ひ
ろ
く
世
間
に

知
れ
渡
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
59
）。
ま
た
江
戸
春
画
に
お
け
る
〈
第
三
者
〉
も
〈
覗
き
〉

や
〈
手
淫
〉
な
ど
好
色
な
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、「
女
中
」

が
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
格
好
の
素
材
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
江
戸
春
画
の
〈
第
三
者
〉
に
は
「
子
供
」
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
今
回

の
数
量
分
析
で
は
、〈
第
三
者
〉
の
「
子
供
」
は
総
数
に
対
し
て
二
九
画
図
に
描
か

れ
て
お
り
、
四
番
目
に
多
い
こ
と
に
な
る
。
く
わ
え
て
、〈
第
三
者
〉
に
「
赤
子
」

が
描
か
れ
た
も
の
が
一
三
画
図
あ
る
。「
赤
子
」
を
「
子
供
」
の
範
疇
に
加
え
る
な

ら
ば
、〈
第
三
者
〉
の
「
子
供
」
の
画
数
は
四
二
画
図
と
な
り
、
全
体
の
三
番
目
に
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多
く
な
る
。
江
戸
春
画
に
「
子
供
」
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
先
行
研

究
で
言
わ
れ
て
い
る
が
、そ
こ
で
春
画
に
「
子
供
」
が
描
か
れ
た
理
由
と
し
て
「
笑
ひ
」

の
趣
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
春
画
に
描
か
れ
た
「
子
供
」
に
は
お
も
に
ふ
た

つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
ひ
と
つ
は
男
女
の
性
交
を
傍
ら
か
ら
冷
や
か
す
悪
戯
者
の

場
合
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
男
女
の
性
交
に
ま
っ
た
く
気
づ
か
な
い
無
邪
気
者
の
場
合

で
あ
る
（
60
）。
前
者
に
つ
い
て
は
、
性
を
意
識
す
る
大
人
び
た
子
供
と
し
て
「
子
供
」

の
描
写
そ
の
も
の
か
ら
「
笑
ひ
」
を
導
き
出
す
。
一
方
、
後
者
は
、
性
の
快
楽
に
熱

中
す
る
男
女
と
性
の
快
楽
を
知
ら
な
い
子
供
を
同
一
画
面
に
描
く
こ
と
で
、
性
へ
の

執
着
の
落
差
か
ら
「
笑
ひ
」
を
つ
く
る
。
も
っ
と
も
、
子
供
が
性
の
現
場
に
闖
入
す

る
こ
と
じ
た
い
が
す
で
に
「
笑
ひ
」
を
演
出
す
る
趣
向
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
つ
ぎ
に
、
江
戸
春
画
に
描
か
れ
た
〈
第
三
者
〉
の
年
齢
に
つ
い
て
触
れ

て
お
き
た
い
。
さ
き
ほ
ど
性
交
者
の
年
齢
の
割
合
を
算
出
し
た
が
、同
じ
要
領
で
〈
第

三
者
〉
の
年
齢
の
割
合
を
算
出
し
て
み
た
（
図
15（

p. 53
参
照
））。
結
果
は
、や
は
り
「
青

年
」
と
「
壮
年
」
が
多
く
、
双
方
で
約
六
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
注
目
す
べ

き
は
「
子
供
」
の
年
齢
に
あ
た
る
部
分
で
あ
り
、「
幼
年
」（
赤
子
）
が
全
体
の
四
パ
ー

セ
ン
ト
も
描
か
れ
て
お
り
、「
少
年
」
が
全
体
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
も
描
か
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、「
幼
年
」
と
「
少
年
」
を
あ
わ
せ
た
年
齢
層
は
第
三
者
の
全
体
の
約

七
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
結
果
か
ら
、江
戸
春
画
の
第
三
者
に
は「
老
人
」

よ
り
も
む
し
ろ
「
子
供
」
を
多
く
描
い
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
．三　

覗
き
と
手
淫

と
こ
ろ
で
江
戸
春
画
に
は
、
第
三
者
の
行
為
と
し
て
〈
覗
き
〉
や
〈
手
淫
〉
が
描

か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
な
か
で
も
と
く
に
第
三
者
が〈
覗
き
〉を
す
る
表
現
が
目
立
つ
。

第
三
者
が
襖
の
隙
間
か
ら
性
交
者
を
覗
き
み
る
描
写
や
、
壁
に
開
け
ら
れ
た
覗
き
穴

か
ら
閨
房
を
覗
き
み
る
描
写
な
ど
が
あ
る
。
現
に
日
本
の
性
風
俗
を
研
究
す
る
欧
米

の
研
究
者
は
、
日
本
の
春
画
を
紹
介
す
る
文
章
の
な
か
で
中
国
秘
画
に
は
見
ら
れ
な

い
特
徴
と
し
て
引
き
戸
の
隙
間
か
ら
覗
き
見
を
し
て
い
る
傍
観
者
の
描
写
を
上
げ
て

い
る
（
61
）。

加
え
て
江
戸
春
画
に
特
徴
的
な
の
は
女
性
が
覗
き
を
す
る
場
面
が
数
多
く
描
か
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
図
16
）。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
お

り
（
62
）、
と
く
に
初
期
の
浮
世
絵
春
画
に
は
女
中
が
主
人
夫
婦
の
情
交
を
覗
き
見
る

場
面
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
回
、
江
戸
春
画
の
性
描
写
の
画
図
―
総
数

三
〇
一
七
画
図
―
か
ら
〈
第
三
者
の
覗
き
〉
が
描
か
れ
た
画
図
―
二
八
一
画
図
―
だ

け
を
抜
き
出
し
、そ
の
男
女
比
と
年
齢
の
割
合
を
算
出
し
て
み
た
（
図
17（

p. 54
参
照
））。

そ
の
結
果
、
江
戸
春
画
に
は
男
性
の
〈
覗
き
〉
よ
り
も
女
性
の
〈
覗
き
〉
の
方
が
圧

倒
的
に
多
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
女
性
の
覗
き
は
約
六
割
近
く
も
描

か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
男
性
の
覗
き
は
わ
ず
か
三
割
程
度
し
か
描
か
れ
て
い
な

い
。
ま
た
そ
の
表
現
の
傾
向
に
も
男
女
の
間
で
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
江

戸
春
画
に
描
か
れ
た
女
性
の
覗
き
は
、
自
己
の
性
欲
を
満
た
す
た
め
と
い
う
よ
り
も

他
人
の
性
へ
の
興
味
関
心
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
う
わ
さ
話
を
す
る
場
面
を
偶
然
盗

み
見
す
る
よ
う
な
日
常
生
活
の
点
景
を
描
い
た
も
の
が
多
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
江
戸

春
画
に
描
か
れ
た
男
性
の
覗
き
は
数
は
少
な
い
が
奇
抜
な
表
現
が
多
く
、
屋
根
の
上

か
ら
体
を
く
ね
ら
せ
て
閨
房
を
覗
く
者
な
ど
、
自
己
の
性
欲
を
満
た
す
た
め
の
変
態

行
為
を
描
い
た
も
の
が
多
い
。
わ
れ
わ
れ
が
〈
覗
き
〉
と
い
う
言
葉
か
ら
イ
メ
ー
ジ

す
る
嫌
ら
し
さ
は
も
っ
ぱ
ら
男
性
の
覗
き
の
描
写
に
み
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
「
の
ぞ
き
」
が
愚
か
な
男
性
の
軽
犯
罪
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は

明
治
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
の
風
俗
取
締
ま
り
の
な
か
で
男
女
混
浴
が
禁
止
さ

れ
、
そ
の
反
動
と
し
て
湯
屋
を
覗
く
男
性
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
現
れ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
「
の
ぞ
き
」
が
「
窃
視
症
」
と
し
て
病
気
と
扱
わ
れ
た
の
は
大
正
か
ら
昭

和
の
は
じ
め
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
お
よ
そ
こ
の
頃
か
ら
「
の
ぞ
き
」
が
犯
罪

や
病
気
と
し
て
人
び
と
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
63
）。
そ
の
た
め
江
戸
春
画

を
眺
め
る
際
に
、
ふ
だ
ん
わ
れ
わ
れ
が
「
覗
き
」
の
言
葉
か
ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
認
識

を
も
っ
て
そ
の
表
現
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
、
絵
師
た
ち
の
意
図
と
は
異
な
る
誤
解

を
生
み
か
ね
な
い
。
江
戸
春
画
に
覗
き
女
性
が
描
か
れ
た
の
は
、
た
ん
に
女
性
の
好
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色
性
を
強
調
す
る
た
め
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
女
性
の
覗
き
を
願
望
す
る
男
性
心
理

を
描
い
た
も
の
で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
、
当
時
の
日
常
生
活
に
お
い
て
男
性
よ
り
も

女
性
の
方
が
性
の
現
場
に
遭
遇
す
る
機
会
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば

女
中
な
ど
が
屋
敷
内
で
主
人
夫
婦
の
閨
房
の
横
を
偶
然
通
り
か
か
り
、
思
わ
ず
興
味

本
位
で
覗
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
日
常
的
リ
ア
リ
テ
ィ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え

る
方
が
よ
り
自
然
で
あ
る
。

一
方
、江
戸
春
画
に
は
第
三
者
の
行
為
と
し
て
〈
手
淫
〉
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
。

春
画
に
は
手
淫
そ
の
も
の
を
描
い
た
絵
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、
他
人
の
色
事
を

覗
き
な
が
ら
手
淫
に
ふ
け
る
人
物
も
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
特
徴
的
な

の
が
、
こ
う
し
た
表
現
に
少
年
少
女
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
（
図
18
）。
今
回
、

先
ほ
ど
と
同
様
に
〈
第
三
者
の
手
淫
〉
が
描
か
れ
た
画
図
―
五
五
画
図
―
だ
け
を
抜

き
出
し
、そ
の
年
齢
の
割
合
を
算
出
し
て
み
た
（
図
19（

p. 54
参
照
））（
64
）。
結
果
は
、「
青

年
」
と
「
壮
年
」
の
割
合
は
「
第
三
者
の
年
齢
」
の
割
合
と
ほ
ぼ
同
じ
の
三
五
パ
ー

セ
ン
ト
程
度
で
あ
る
の
対
し
て
、「
少
年
」
の
割
合
が
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
飛
び
抜

け
て
多
い
。
な
ぜ
少
年
少
女
が
第
三
者
の
手
淫
の
表
現
と
し
て
描
か
れ
た
の
か
、は
っ

き
り
と
し
た
理
由
を
見
つ
け
出
す
の
は
難
し
い
。
た
だ
ひ
と
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、

こ
う
し
た
奉
公
前
の
少
年
少
女
は
家
の
な
か
に
い
る
こ
と
が
多
く
、
自
ず
と
大
人
た

ち
の
性
の
現
場
に
接
す
る
機
会
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
少
年
少
女
は

性
に
目
覚
め
る
年
頃
で
は
あ
る
が
性
交
を
実
践
す
る
術
を
知
ら
ず
、
そ
の
性
欲
の
は

け
口
を
手
淫
に
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
が
描
か
れ
た
理
由
の
ひ

と
つ
に
「
笑
ひ
」
の
趣
向
が
考
え
ら
れ
る
が
、
と
同
時
に
、
そ
こ
に
は
当
時
の
日
常

的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
描
き
出
す
意
図
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

三
．
春
画
に
描
か
れ
た
場
所

三
．一　

性
交
者
が
描
か
れ
て
い
る
場
所

江
戸
春
画
を
考
え
る
う
え
で
と
て
も
重
要
な
要
素
と
し
て
〈
場
所
〉
の
問
題
が
あ

る
。
江
戸
春
画
に
は
、
閨
房
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
縁
側
、
風
呂
場
、
軒
先
、
路
上
、

図 16　西川祐信『風流色図法師』

図 18　司馬江漢『床すず免』
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船
上
、
蔵
中
な
ど
、
じ
つ
に
様
々
な
〈
場
所
〉
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
す

で
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
65
）、
性
を
め
ぐ
る
多
彩
な
場
所
の
表
現
は
江

戸
春
画
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
回
、
江
戸
春
画
に
は
ど
の
よ

う
な
場
所
が
多
く
描
か
れ
た
の
か
、
図
像
の
数
量
分
析
を
通
し
て
考
え
て
み
た
。
加

え
て
こ
の
検
証
を
通
し
て
、
春
画
に
は
野
外
で
の
性
交
図
が
多
い
の
か
、
あ
る
い
は

春
画
に
は
密
室
で
の
性
交
図
が
多
い
の
か
、
江
戸
春
画
の
場
所
の
表
現
に
対
し
て
一

定
の
見
解
を
示
し
て
い
き
た
い
。

な
お
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
と
く
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
春
画
に

は
遊
廓
図
が
多
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
先
ほ
ど
、
江
戸
春
画
に
遊
女
が
描
か
れ
た

割
合
を
算
出
し
た
が
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
江
戸
春
画
に
遊
廓
図
が
描
か

れ
た
割
合
は
一
割
程
度
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
と
は
い
え
、
先
行
研
究
で
は

江
戸
春
画
に
遊
廓
図
が
多
い
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
も
あ
り
（
66
）、
依
然
、
春
画
に

は
遊
廓
が
描
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
根
強
く
の
こ
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
春
画
を
多

く
手
が
け
た
絵
師
の
な
か
に
は
ま
っ
た
く
遊
廓
通
い
を
し
な
か
っ
た
者
も
い
た
よ
う

で
あ
る
。『
新
増
補
浮
世
絵
類
考
』（
弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
）
の
「
石
川
豊
信
」

の
項
に
よ
れ
ば
（
67
）、「
此
人
一
生
娼
門
酒
楼
に
遊
ば
ず
」
と
し
て
、絵
師
豊
信
は
ま
っ

た
く
遊
興
に
ふ
け
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
実
際
に
江
戸
春
画
に
遊
廓
図
が
ど
の
く
ら
い
描
か
れ
て
い
る
の
か
検
証

し
て
み
た
い
。
た
だ
そ
の
前
に
、
今
回
の
分
析
に
お
け
る
遊
廓
の
判
断
基
準
に
つ
い

て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
江
戸
春
画
に
は
場
所
の
特
定
が
ひ
じ
ょ
う
に
難
し
い
画
図

も
多
く
見
ら
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
書
き
入
れ
な
ど
か
ら
性
交
者
の
立
場
を
判
断
し
、

そ
こ
か
ら
描
か
れ
た
場
所
を
特
定
し
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
庶
民
家
と
遊
廓
を

見
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
も
い
く
つ
か
存
在
し
、
た
と
え
ば
遊
廓
や
岡
場
所
を
描
い
た
画

図
に
は
〈
二
階
部
屋
〉
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、

多
く
の
遊
廓
が
二
階
建
て
の
構
造
を
し
て
お
り
、
客
は
戸
口
を
く
ぐ
る
と
二
階
へ
上

が
り
、
二
階
の
小
部
屋
で
遊
女
と
楽
し
む
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
歌
川
国
麿
の
『
青
楼
鳥
瞰
図
』（
江
戸
後
期
）（
図
20
）
な
ど
、
当
時

図 20　歌川国麿『青楼鳥瞰図』（花咲一男『江戸吉原図絵』より転載）
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の
遊
廓
・
岡
場
所
（
吉
原
・
品
川
・
新
宿
）
の
俯
瞰
図
が
参
考
と
な
る
。
こ
の
浮
世

絵
で
は
、
遊
女
の
「
張
見
世
」
の
部
分
が
一
階
に
あ
り
、
階
下
は
お
も
に
下
働
き
を

す
る
人
び
と
の
生
活
空
間
で
あ
る
。
一
方
、
実
際
に
客
と
遊
女
が
遊
興
に
ふ
け
る
の

は
階
段
を
上
が
っ
た
二
階
の
小
部
屋
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
う
し
た
二
階
構
造
は

江
戸
の
遊
廓
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
江
戸
中
期
以
降
に
は
上
方
の
島
原

に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
二
階
建
て
を
し
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
都
名
所
図

会
』（
安
永
九
（
一
七
八
〇
）
年
）
の
挿
絵
（
図
21
）
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
当
時
の
出
会
茶
屋
に
つ
い
て
も
二
階
建
て
が
多
く
、『
守
貞
謾
稿
』
に
よ
れ

ば
「
こ
の
盆
屋
は
戸
口
を
入
れ
ば
直
に
二
階
に
上
る
段
梯
子
を
構
へ
た
り
。
二
階
に

は
昼
夜
と
も
に
大
小
蒲
団
と
枕
二
つ
は
席
ご
と
に
出
し
こ
れ
あ
り
。
当
家
の
者
、
み

だ
り
に
二
階
に
上
ら
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
68
）。
こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
の
遊
廓

や
岡
場
所
は
二
階
建
て
が
多
く
、
春
画
の
な
か
に
二
階
部
屋
が
描
か
れ
て
い
れ
ば
そ

こ
が
遊
廓
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

ま
た
こ
う
し
た
二
階
部
屋
の
入
り
口
に
草
履
が
脱
ぎ
捨
て
て
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
遊

廓
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。
当
時
の
遊
廓
で
は
廊
下
を
草
履
で
歩
い
た
よ
う
で

あ
り
、
各
部
屋
に
入
る
と
き
に
そ
の
草
履
を
脱
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
図
22
）。

そ
の
た
め
、
春
画
の
な
か
に
廊
下
に
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
た
草
履
が
描
か
れ
て
い
れ
ば
、

そ
の
場
所
が
遊
廓
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
図
23
）。

ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
遊
廓
を
見
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
遊
女
の
布
団
が
あ
る
。

江
戸
時
代
の
遊
廓
で
は
、
高
貴
な
遊
女
は
敷
布
団
を
三
枚
重
ね
て
使
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
歌
川
国
貞
の
『
吉
原
遊
郭
娼
家
之
図
』（
江
戸
後
期
）
の
吉

原
の
俯
瞰
図
（
図
24
）
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
『
守
貞
謾
稿
』
に

よ
れ
ば
、「
ま
た
上
妓
は
敷
布
団
三
枚
、
格こ
う
し子
女じ
よ
ろ
う郎
は
二
枚
、
下
妓
は
一
枚
な
り
」

と
記
さ
れ
て
お
り
（
69
）、
当
時
の
遊
女
は
そ
の
位
に
よ
っ
て
複
数
の
敷
布
団
を
使
い

分
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
遊
廓
の
「
三
布
団
」
は
馴
染
み
の
客
が
遊
女

へ
送
る
贈
答
品
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
春
画
の
な
か
に
「
三
布
団
」

が
描
か
れ
て
い
れ
ば
（
図
25
）、
そ
の
場
面
が
遊
廓
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

図 21　『都名所図会』（国立国会図書館蔵）

図 22　歌川国麿『青楼鳥瞰図』（花咲一男『江戸吉原図絵』より転載）

図 23　北尾重政　春本『新造　笑本色千鳥』
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さ
ら
に
遊
廓
を
見
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
重
要
な
の
は
「
一
分
台
」
や
「
二
朱

台
」
な
ど
の
食
膳
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
遊
廓
の
慣
習
と
し

て
、
客
は
酒
肴
を
注
文
し
、
酒
食
を
楽
し
み
な
が
ら
遊
興
に
ふ
け
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、『
守
貞
謾
稿
』
に
「
江
戸
は
吉
原
・
岡
場
所
・
宿
場
と
も

に
遊
里
妓
院
の
酒
肴
は
定
製
あ
り
。
吉
原
は
一
分
台
な
り
。
吉
原
も
銭
見
世
は
二
朱

台
な
り
。（
中
略
）
ま
た
岡
場
所
・
宿
場
等
は
通
例
二
朱
台
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い

る
（
70
）。
し
た
が
っ
て
春
画
の
な
か
に
豪
勢
な
一
分
台
な
ど
が
描
か
れ
て
い
れ
ば
、

そ
の
場
所
が
遊
廓
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
と
く
に
庶
民
家
と
遊
廓
の
判
別
に
重
点
を
お
き
、

江
戸
春
画
の
性
描
写
の
画
図
―
総
数
三
〇
一
七
画
図
―
を
対
象
に
場
所
の
割
合
を
算

出
し
て
み
た
（
図
26（

p. 54
参
照
））（
71
）。

結
果
は
、最
も
多
い
の
が
「
町
家
」
で
あ
り
、全
体
の
約
四
割
程
度
を
し
め
て
い
る
。

次
に
多
い
の
が
「
武
家
屋
敷
」
で
全
体
の
お
よ
そ
一
割
程
度
に
描
か
れ
て
い
る
（
72
）。

ま
た
「
遊
廓
」
は
予
測
通
り
全
体
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
で
あ
り
、
先
ほ
ど
の
遊
女

の
描
写
の
割
合
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
結
果
か
ら
、
江
戸
春
画
に
遊
廓
図
が
多

い
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
町
家
の
よ
う
な
一
般
庶
民
の
家
屋
が
多
く
描
か
れ
て
い
る

と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
、
江
戸
春
画
に
は
家
屋
の
内
外
を

問
わ
ず
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
春
画
で
は
江
戸

時
代
の
生
活
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
が
性
表
現
の
舞
台
と
な
っ
た
。

三
．二　

部
屋
と
野
外

つ
ぎ
に
江
戸
春
画
に
お
け
る
部
屋
の
内
外
の
表
現
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
江
戸

春
画
に
は
、
路
上
や
山
中
で
の
性
交
表
現
が
多
く
描
か
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
屋
外
の

表
現
が
特
徴
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
春
画
に
野
外
が
多
く
描
か
れ
た
印
象

に
は
日
本
の
性
文
化
に
対
す
る
自
由
奔
放
な
イ
メ
ー
ジ
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

と
く
に
西
欧
の
日
本
研
究
の
な
か
で
日
本
の
性
文
化
が
じ
つ
に
大
ら
か
で
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
う
し
た
見
方
は
日
本
の
浮
世
絵
や
春
画
に
対
す
る
誤
解

図 25　月斎峨眉丸　春本『艶本為久春』

図 24　歌川国貞『吉原遊郭娼家之図』（国立国会図書館蔵）
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か
ら
引
き
出
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
一
部
の
奇
抜
な
性
表
現
ば
か
り
を
取
り
上
げ
て
、

そ
の
表
現
が
日
本
の
性
文
化
の
実
態
を
そ
の
ま
ま
表
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
も
う
ひ
と
つ
、
日
本
の
性
文
化
が
自
由
奔
放
で
あ
る
印
象
を
与
え
る
理
由
に

民
俗
学
の
報
告
が
あ
る
。
民
俗
学
の
分
野
で
は
近
代
以
降
の
性
風
俗
に
関
す
る
詳
細

な
研
究
が
あ
り
、
地
方
の
村
落
で
は
山
中
の
お
堂
や
山
林
で
男
女
が
性
交
に
ふ
け
る

実
態
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
73
）。
こ
う
し
た
報
告
か
ら
、
日
本
の
性
民
俗
が
じ
つ
に

お
お
ら
か
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
野
外
で
の
性
交
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
て
い
る
。

江
戸
春
画
を
捉
え
る
場
合
、
ど
う
し
て
も
こ
う
し
た
先
入
観
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が

で
き
ず
、
お
の
ず
と
野
外
で
の
性
交
表
現
ば
か
り
が
印
象
に
残
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
今
回
、
江
戸
春
画
に
は
屋
内
で
の
性
交
表
現
が
多
い
の
か
、
そ
れ
と
も
屋

外
で
の
性
交
表
現
が
多
い
の
か
、
性
描
写
の
画
図
―
総
数
三
〇
一
七
画
図
―
を
対
象

に
そ
の
数
量
を
算
出
し
て
み
た
。
結
果
は
、
最
も
多
い
の
が
「
部
屋
」
で
の
性
交
表

現
で
あ
り
、
全
体
の
約
六
割
以
上
を
占
め
て
い
る
（
図
27（

p. 54
参
照
））。
そ
れ
に
比

べ
て
「
野
外
」
で
の
性
交
表
現
は
全
体
の
約
一
割
弱
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
江
戸
春
画
に
は
「
屋
外
で
の
性
交
表
現
」
は
あ
ま
り
描
か
れ
て
い
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
今
回
の
分
析
で
は
、〈
路
上
〉
や
〈
山
中
〉
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、〈
川
辺
〉、〈
浜
辺
〉、〈
田
畑
〉
な
ど
の
描
写
も
す
べ
て
「
野
外
」
の
範
疇

に
加
え
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
戸
春
画
に
お
け
る
屋
外
で
の
性
交
表
現
は
全
体

の
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
江
戸
春
画
の
特
徴
は
屋
内
で

の
性
表
現
に
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
も
う
ひ
と
つ
特
徴
的
な
の
は
、
江
戸
春
画
に
は
「
縁
側
」
の
表
現
が
多
い
こ

と
で
あ
る
。
縁
側
は
屋
内
と
屋
外
を
分
か
つ
境
界
部
分
で
あ
る
が
、
江
戸
春
画
で
は

こ
う
し
た
場
所
で
の
性
交
表
現
が
全
体
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
も
描
か
れ
て
い
る
。
も
し

か
す
る
と
、
春
画
に
野
外
が
多
く
描
か
れ
た
印
象
を
与
え
た
理
由
に
、「
縁
側
」
の

表
現
が
関
わ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
縁
側
は
一
概
に
屋
外
と
は
言
え
ず
、
あ

く
ま
で
も
家
屋
の
一
部
で
あ
る
。
た
だ
見
方
に
よ
っ
て
は
屋
外
と
同
じ
よ
う
な
印
象

を
あ
た
え
や
す
い
場
所
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
今
回
の
分
析
で
み
え
て
き
た
こ
と
は
、
春
画
は
江
戸
時
代
の
性
文

化
の
大
ら
か
な
部
分
ば
か
り
を
描
い
て
き
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
屋
内
で
の
性

交
表
現
」
の
よ
う
な
あ
り
き
た
り
の
場
面
を
描
い
て
き
た
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
屋

内
で
の
性
交
は
、
誰
で
も
性
に
対
し
て
何
か
し
ら
の
羞
恥
心
を
も
っ
て
お
り
、
あ
た

り
ま
え
の
行
動
認
識
で
あ
る
。
江
戸
の
性
文
化
が
自
由
奔
放
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、

江
戸
春
画
に
屋
内
の
性
交
表
現
が
多
く
描
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
性
交
を
秘
め
事
と
す

る
江
戸
人
の
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
．三　

春
画
の
開
放
性
の
表
現

も
う
ひ
と
つ
春
画
の
〈
場
所
〉
の
表
現
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
〈
秘
儀
性
〉

と
〈
開
放
性
〉
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
江
戸
春
画
に
は
西

欧
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
に
描
か
れ
る
よ
う
な
「
密
室
空
間
で
の
性
行
為
」
―
秘
儀
の
館

で
の
性
行
為
な
ど
―
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
春
画
は

そ
う
し
た
〈
秘
儀
性
〉
を
伴
う
場
所
よ
り
も
む
し
ろ
、
部
屋
の
窓
や
障
子
が
堂
々
と

開
い
て
い
る
な
ど
〈
開
放
性
〉
を
伴
う
場
所
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。
実
際
、
多
く
の
春
画
を
見
て
い
る
と
、
障
子
戸
を
開
け
た
ま
ま
性
戯
に
ふ
け

る
男
女
や
、
玄
関
先
の
戸
口
を
開
い
た
ま
ま
接
吻
す
る
男
女
な
ど
、「
開
放
空
間
で

の
性
行
為
」
が
よ
く
目
立
つ
（
図
28
）。

で
は
な
ぜ
、
江
戸
春
画
に
は
こ
う
し
た
開
放
空
間
が
多
く
描
か
れ
て
き
た
の
か
。

先
行
研
究
で
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
い
く
つ
か
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
は
、
江
戸
時
代
の
家
屋
に
は
物
理
的
に
密
室
空
間
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な

か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
74
）。
日
本
の
家
屋
は
、
私
的
な
空
間
と
公
的
な
空
間

を
厳
密
に
分
け
る
構
造
を
し
て
お
ら
ず
、
襖
や
屏
風
な
ど
で
か
ろ
う
じ
て
そ
の
よ
う

な
私
的
空
間
を
作
り
出
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
日
本
の
家
屋
に
は
秘
儀
性
を
帯
び
る

空
間
が
存
在
し
な
い
た
め
に
、
江
戸
春
画
に
は
密
室
空
間
よ
り
も
開
放
空
間
の
方
が

数
多
く
描
か
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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ま
た
も
う
ひ
と
つ
別
の
理
由
と
し
て
、
絵
師
の
独
創
性
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
ほ
ん
ら
い
男
女
の
性
行
為
は
公
に
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
当
人
た
ち
の

羞
恥
心
に
よ
り
密
室
空
間
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
通
念
を
あ
え
て

崩
す
目
的
で
春
画
に
開
放
空
間
を
描
い
た
と
し
て
い
る
。
絵
師
た
ち
は
よ
り
奇
抜
な

表
現
を
お
こ
な
う
た
め
に
、
性
表
現
の
舞
台
に
縁
側
や
バ
ル
コ
ニ
ー
を
描
い
た
と
し

て
い
る
（
75
）。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
理
由
の
ほ
か
に
、
当
時
の
生
活
習
慣
の
観
点
か
ら
も
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
江
戸
時
代
は
、
現
在
と
は
異
な
り
照
明
器
具
が
乏
し

か
っ
た
た
め
に
、
襖
戸
や
障
子
を
開
け
て
部
屋
に
外
光
を
取
り
込
ん
で
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
性
戯
を
お
こ
な
う
際
に
も
適
度
な
外
光
は
必
要
で
あ
り
、
か

り
に
真
夜
中
で
あ
っ
た
と
し
て
も
隣
室
の
灯
火
や
庭
先
の
月
光
を
室
内
に
取
り
込
む

必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
藤
本
箕
山
の
『
色
道
大
鏡
』
に
は
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

燈と
も
し
ひの
事
。
床と
こ
い
り入
ま
へ
に
、
霄よ
ひ

よ
り
た
て
た
る
蝋ら
う
そ
く燭
を
油あ
ふ
ら
ひ火
と
た
て
か
ふ
る
事
、

是こ
れ
さ
た
ま
定
れ
る
法ほ
う

也
。
敷し
き
ゐ居
を
隔へ
だ

て
て
、
寝ね

ま間
の
外
に
置を
く

へ
し
。
ふ
す
ま
の
障し
や
う
じ子
を
少
す
こ
し

ば
か
り
あ
け
て
、
燈
と
も
し
ひの
影か
げ

の
そ
む
き
た
る
よ
し
。（
76
）

こ
こ
で
は
夜
の
灯
火
の
作
法
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
燭
台
を
敷
居
を
隔
て
た

寝
間
の
外
に
置
き
、
ふ
す
ま
障
子
を
少
し
ば
か
り
開
け
て
、
灯
火
の
影
を
わ
き
へ
そ

ら
す
こ
と
が
良
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
を
参
考
に
す
れ
ば
、
江
戸
時
代
は
襖
戸

や
障
子
を
少
し
開
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
灯
火
を
上
手
に
室
内
へ
引
き
入
れ
る
工
夫
が

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
江
戸
春
画
に
襖
戸
や
障
子
を
少
し
開
け
た
描
写
が

多
い
の
も
、
こ
う
し
た
生
活
習
慣
を
そ
の
ま
ま
絵
に
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
江
戸
春
画
に
は
ど
の
く
ら
い
の
数
の
開
放
空
間
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
今
回
、
江
戸
春
画
の
性
描
写
の
画
図
―
総
数
三
〇
一
七
画
図
―
を
対
象
に

開
放
性
の
描
画
の
数
量
を
算
出
し
て
み
た
（
図
29（

p. 54
参
照
））。
な
お
、
一
概
に
開

放
空
間
と
い
っ
て
も
野
外
か
ら
屋
内
ま
で
そ
の
描
写
は
じ
つ
に
様
々
で
あ
る
。
そ
こ

で
今
回
の
分
析
で
は
、
野
外
の
描
写
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
屋
内
で
も
襖
戸
や
障
子

が
少
し
で
も
開
い
て
い
れ
ば
開
放
性
の
描
画
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
ま
た
言
い
換
え

る
な
ら
ば
、
屋
内
の
襖
戸
や
窓
が
す
べ
て
閉
ま
り
、
四
方
が
閉
じ
た
密
室
空
間
を
描

い
て
い
る
画
図
に
関
し
て
は
開
放
性
の
描
画
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。
そ
う
し
た
結

果
、
開
放
性
の
描
画
は
全
体
の
約
七
割
に
も
お
よ
び
、
一
方
、
開
放
性
の
な
い
描
画

は
全
体
の
一
割
に
も
満
た
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
江
戸
春
画
に
は
四
方
が
外

界
か
ら
遮
断
さ
れ
た
密
室
空
間
は
少
し
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
逆

に
江
戸
春
画
は
屋
内
の
襖
戸
や
障
子
を
開
け
た
開
放
空
間
を
描
く
傾
向
に
あ
り
、
同

じ
性
表
現
で
も
西
欧
秘
画
の
よ
う
な
秘
儀
性
を
強
調
す
る
描
写
で
は
な
く
、
ど
ち
ら

図 28　勝川春潮　『好色図会十二候』
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か
と
い
え
ば
開
放
性
を
強
調
す
る
描
写
が
多
い
。

も
っ
と
も
、
画
中
の
空
間
を
開
放
的
に
描
く
の
は
な
に
も
春
画
に
限
ら
れ
た
こ
と

で
は
な
い
。
江
戸
絵
画
で
は
「
浮
絵
」
な
ど
の
表
現
の
な
か
で
し
ば
し
ば
屋
内
で
も

屋
外
で
も
な
い
曖
昧
な
空
間
を
描
い
て
お
り
、
一
枚
の
絵
の
中
に
近
景
の
「
室
内
空

間
」
と
遠
景
の
「
室
外
風
景
」
を
共
存
さ
せ
た
構
図
が
数
多
く
見
ら
れ
る
（
77
）。
も

ち
ろ
ん
江
戸
春
画
も
こ
う
し
た
特
徴
か
ら
外
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
先
に

上
げ
た
勝
川
春
潮
の
『
好
色
図
会
十
二
候
』（
天
明
八
（
一
七
八
八
）
年
）
の
春
画

で
も
（
図
28
）、
夫
婦
の
室
内
情
事
に
加
え
て
、
円
窓
の
奥
に
は
室
外
風
景
の
〈
萩
〉

が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
で
も
、
近
景
の
性
愛
画
と
遠
景
の
萩
の
風
物
画
が
同
じ

構
図
の
な
か
に
共
存
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
鑑
賞
者
は
、
そ
の
視
線
を
近

景
の
男
女
の
遊
興
に
留
め
る
こ
と
な
く
、
窓
の
開
放
を
通
じ
て
そ
の
奥
の
外
景
に
ま

で
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
春
潮
の
『
好
色
図
会
十
二
候
』
は
一
二
ヶ
月
の
そ

れ
ぞ
れ
の
季
語
を
画
趣
と
し
た
組
み
物
で
あ
り
、
円
窓
の
な
か
の
〈
萩
〉
は
秋
の
画

趣
を
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
鑑
賞
者
は
、
開
い
た
窓
の
奥
に
描
か
れ
た
四
季
の
草
木

を
通
じ
て
、
こ
の
春
画
の
画
趣
や
季
語
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
近

景
と
遠
景
が
共
存
す
る
借
景
的
構
図
は
多
く
の
春
画
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
目
的

は
性
愛
画
で
は
直
接
表
現
す
る
こ
と
が
難
し
い
画
趣
や
季
語
を
外
景
と
し
て
描
く
こ

と
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
春
画
に
窓
や
障
子
を
開
け
る
表
現
が
数
多
く
描
か
れ
た

と
い
え
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
括
り
に
春
画
と
い
っ
て
も
、
描
か
れ
た
人
物
、

場
所
、
年
齢
な
ど
じ
つ
に
様
々
な
表
現
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
論
の
考
察

に
よ
っ
て
江
戸
春
画
の
表
現
傾
向
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
性
表
現
以
外
の
部
分

で
い
っ
た
い
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
よ
り
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え

よ
う
。

ま
た
こ
う
し
た
分
析
を
通
じ
て
、
た
と
え
ば
冒
頭
に
ふ
れ
た
「
春
画
は
ポ
ル
ノ
グ

ラ
フ
ィ
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
こ
と
が
で

き
る
。
江
戸
春
画
に
は
遊
女
が
全
体
の
一
割
程
度
し
か
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
春
画
を

「
娼
婦
」
の
意
味
を
含
む
「
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
」
の
概
念
に
当
て
は
め
て
考
え
る
こ

と
は
難
し
い
（
78
）。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
春
画
が
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
で
あ
る
の
か
ど

う
か
を
含
め
て
、
春
画
か
ら
江
戸
の
性
意
識
を
論
じ
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
た
。
こ

う
し
た
論
点
が
春
画
研
究
の
主
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
っ
た
の
も
、
ひ
と
え
に
、

多
く
の
人
び
と
が
江
戸
春
画
の
現
物
に
接
す
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

限
ら
れ
た
刊
行
物
や
一
部
の
情
報
の
み
で
春
画
を
捉
え
よ
う
と
し
た
結
果
、
ま
ず
何

が
描
か
れ
た
か
を
捉
え
る
ま
え
に
、
ど
の
よ
う
な
概
念
を
描
い
た
の
か
を
考
え
よ
う

と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
と
に
か
く
江
戸
春
画
に
は
何
が
描
か

れ
た
の
か
に
着
目
し
、
現
物
に
触
れ
る
こ
と
で
そ
の
実
態
を
徹
底
的
に
捉
え
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
図
像
の
観
点
か
ら
で
は
あ
る
が
、
春
画
表
現
の
実
態

を
示
す
こ
と
が
で
き
た
に
ち
が
い
な
い
。

最
後
に
、「
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
江
戸
春
画
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
多
様
な
表
現
を
描

い
て
き
た
の
か
」、
こ
の
大
き
な
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

ひ
と
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
江
戸
時
代
を
庶
民
と
し
て
生
き
た
浮
世
絵
師
の
画
業

へ
の
心
意
気
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
心
意
気
を
西
川
祐
信
の
言
説
か
ら
読
み
解

い
て
い
き
た
い
。
な
お
、
様
々
な
絵
師
が
祐
信
の
絵
を
手
本
と
し
た
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
こ
の
絵
師
の
心
意
気
は
そ
の
絵
筆
を
通
し
て
春
画
を
手
が
け
た
多
く

の
絵
師
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
渓
斎
英
泉
は『
無
名
翁
随
筆
』（
天
保
四（
一
八
三
三
）

年
）の
な
か
で「
西
川
祐
信
」に
つ
い
て「
春
画
は
此
人
よ
り
風
俗
大
に
ひ
ら
け
た
り
、

百
人
美
女
郎
と
て
、
雲
上
高
位
の
尊
き
よ
り
賤
の
い
や
し
き
迄
、
各
其
時
世
の
風
俗

を
写
し
、
画
き
分
た
り
」
と
記
し
て
い
る
（
79
）。
本
論
で
も
検
証
し
た
よ
う
に
春
画

に
は
身
分
の
高
い
人
か
ら
低
い
人
ま
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
多
様
な
人
物

が
お
り
な
す
風
俗
を
春
画
に
描
き
始
め
た
の
は
西
川
祐
信
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
ん
な
西
川
祐
信
が
世
相
の
風
俗
を
描
く
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
を
述
べ
た
文
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章
（「
畫
圖
廣
可
レ
盡
レ
類
事
」）
が
残
っ
て
い
る
。
や
や
長
文
に
な
る
が
引
用
す
る
。

上
古
の
絵
多
く
唐
畫
を
師
と
し
學
び
ぬ
れ
ば
、
唐
流
に
着
し
て
其
圖
す
る
所
、

皆
聖
賢
又
は
詩
人
仙
客
の
た
ぐ
ひ
の
み
に
し
て
、
本
朝
の
人
物
は
稀
な
り
。
た

ま
〳
〵
神
像
な
ど
を
畫
と
い
へ
ど
も
、
皆
唐
流
を
用
ひ
さ
な
が
ら
唐
土
天
竺
の
人

倫
の
ご
と
し
。
筆
法
又
唐
に
着
し
て
和
人
に
應
ぜ
ず
、
故
に
適
々
和
人
形
を
書
る

も
、
唐
め
き
て
精
神
こ
も
ら
ず
、
是
偏
な
る
に
非
ず
や
。
此
故
に
其
得
た
る
所
に

本
付
て
和
流
を
い
や
し
め
、
圖
形
を
な
す
に
も
唐
山
水
、
唐
耕
作
、
唐
子
遊
び
な

ど
、
皆
唐
に
歸
し
て
本
朝
を
捨
、
是
遠
く
他
の
國
を
信
じ
て
、
近
き
わ
が
國
を
い

や
し
む
る
の
心
な
ら
ず
や
。
唐
土
日
本
筆
法
別
な
る
に
は
あ
ら
ず
と
い
へ
共
、
す

こ
し
く
違
ふ
所
は
是
則
和
漢
水
土
の
異
な
る
が
故
な
り
。
本
朝
に
も
古
へ
よ
り
英

士
秀
才
な
き
に
し
も
あ
ら
ね
ど
、
古
人
其
人
物
を
圖
せ
ざ
れ
ば
世
人
見
る
こ
と
な

し
、
此
國
に
し
て
此
國
の
風
俗
を
見
識
せ
ば
豈
楽
し
か
ら
ざ
ら
ん
や
、
嘆
息
せ
ず

ん
ば
有
べ
か
ら
ず
。
予
専
ら
和
畫
に
心
を
入
て
ゑ
が
く
も
此
意
に
し
て
強
て
偏
に

は
あ
ら
ず
（
80
）

こ
こ
で
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
古
く
よ
り
こ
の
国
の
絵
師

は
、
そ
の
筆
法
を
中
国
か
ら
学
び
、
も
っ
ぱ
ら
唐
流
の
山
水
画
や
耕
作
画
な
ど
を
描

い
て
い
る
。
そ
れ
故
に
わ
が
国
の
画
風
を
い
や
し
み
、
他
国
の
流
儀
ば
か
り
を
重
ん

じ
る
。
ほ
ん
ら
い
筆
法
に
関
し
て
は
唐
流
も
和
流
も
違
い
は
な
い
。
異
な
る
の
は
絵

を
描
く
対
象
と
な
る
水
土
の
風
土
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
此
の
国
に
し
て
は
此
の
国
の

風
俗
を
見
知
ら
せ
ば
な
ん
と
楽
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。
自
ら
が
和
画
に
心
を
入
れ
て
描

く
の
も
こ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
西
川
祐
信
の
言
説
か
ら
自
ら
の
画
風
を
唐
流
の
画
業
と
の
対
比
の
な
か
で
確

立
し
て
き
た
意
地
の
よ
う
な
も
の
を
読
み
取
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
、

祐
信
が
知
ら
な
い
国
の
理
想
世
界
よ
り
も
自
ら
が
生
き
る
現
実
の
日
常
世
界
を
重
ん

じ
る
意
志
を
も
っ
て
画
業
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
現
実
の
日
常
世
界
に
お
い
て
性
を
め
ぐ
る
状
況
は
い
つ
の
時

代
も
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の
状
況
を
見
知
ら
せ
る
よ
う
に
描
く
と

な
れ
ば
、
自
ず
と
そ
の
表
現
も
多
様
と
な
ろ
う
。
日
本
の
春
画
が
、
西
欧
の
ポ
ル
ノ

グ
ラ
フ
ィ
と
も
、
あ
る
い
は
中
国
の
春
宮
秘
畫
と
も
異
な
る
の
は
こ
の
点
に
あ
る
。

祐
信
の
「
此
國
に
し
て
此
國
の
風
俗
を
見
識
せ
ば
豈
楽
し
か
ら
ざ
ら
ん
や
」
の
言
葉

が
示
す
通
り
、
ま
ず
第
一
に
現
実
の
日
常
世
界
を
描
く
と
い
う
志
向
が
、
江
戸
春
画

に
他
国
の
性
表
現
と
は
異
な
る
多
様
性
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

注（
1
） 

吉
沢
典
男
、
石
綿
敏
雄
『
外
来
語
の
語
源
』
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
、

五
八
九
頁
。

（
2
） 

キ
ャ
ス
リ
ン
・
ノ
ー
バ
ー
ク
「
リ
ベ
ル
タ
ン
売
春
婦
―
マ
ル
ゴ
か
ら
ジ
ュ
リ
エ
ッ

ト
に
い
た
る
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
・
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
に
お
け
る
売
春
婦
」
リ
ン
・

ハ
ン
ト
編
『
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
発
明
―
猥
褻
と
近
代
の
起
源
、
一
五
〇
〇
年

か
ら
一
八
〇
〇
年
へ
』
正
岡
和
恵
ほ
か
訳
、
あ
り
な
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、

二
三
五
頁
。

（
3
） 

早
川
聞
多
「
春
画
と
地
女
」『
浮
世
絵
春
画
を
読
む
（
下
）』
中
央
公
論
社
、

二
〇
〇
〇
年
、
一
二
一
頁
、
白
倉
敬
彦
「
春
画
に
お
け
る
人
間
色
模
様
」『
別

冊
太
陽　

続
春
画
―
色
模
様
百
態
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
八
年
、
二
頁
。

（
4
） 

な
お
今
回
、
図
像
を
判
断
す
る
際
に
、
先
行
研
究
で
翻
刻
・
紹
介
さ
れ
て
い
る

資
料
を
積
極
的
に
参
照
し
た
。
お
も
に
、
林
美
一
『
艶
本
研
究
』（
有
光
書
房
）、

林
美
一
『
江
戸
枕
絵
師
集
成
』（
河
出
書
房
新
社
）、
林
美
一
『
江
戸
春
秋
・
會

本
研
究
』（
未
刊
江
戸
文
学
刊
行
会
）、『
江
戸
枕
絵
名
品
選
』（
三
樹
書
房
）、『
浮

世
絵
秘
蔵
名
品
集
』（
学
習
研
究
社
）、『
江
戸
名
作
艶
本
』（
学
習
研
究
社
）、『
定

本
浮
世
絵
春
画
名
品
集
成
』（
河
出
書
房
新
社
）、『
春
画
と
肉
筆
浮
世
絵
』（
洋

泉
社
）、『
春
画
：
秘
め
た
る
笑
い
の
世
界
』（
洋
泉
社
）
な
ど
を
参
考
に
し
た
。

（
5
） 
白
倉
敬
彦
『
春
画
と
江
戸
風
俗
』
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
株
式
会
社
、

二
〇
〇
七
年
、
四
頁
。

（
6
） 

た
だ
し
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
春
画
・
艶
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
は

絵
師
に
よ
っ
て
は
五
作
品
に
満
た
な
い
冊
数
し
か
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
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あ
り
、
そ
の
場
合
は
五
作
品
以
下
で
も
分
析
の
対
象
に
く
わ
え
た
。

（
7
） 

図
像
の
数
量
分
析
の
方
法
に
関
し
て
は
、
山
田
奨
治
『
情
報
の
み
か
た
』（
弘

文
堂
、
二
〇
〇
五
年
、
一
三
〇
頁
―
一
四
四
頁
）
を
参
考
に
し
た
。

（
8
） 
今
回
、「
質
的
デ
ー
タ
」
の
統
計
に
関
し
て
「M

icrosoft E
xcel 2007

」
を
用
い
た
。

（
9
） 
そ
の
際
に
、
性
交
描
写
の
基
準
と
し
て
接
吻
、
添
い
寝
、
抱
擁
な
ど
の
比
較
的

穏
や
か
な
表
現
で
あ
っ
て
も
、
書
き
入
れ
な
ど
か
ら
判
断
し
て
男
女
の
性
愛
行

為
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
範
疇
に
加
え
た
。

（
10
） 

タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
『
春
画
―
片
手
で
読
む
江
戸
の
絵
』
高
山
宏
訳
、
講

談
社
、
一
九
九
八
年
、
五
二
頁
―
五
三
頁
。

（
11
） 

タ
イ
モ
ン
・
ス
ク
リ
ー
チ
「
男
色
春
画
」『
別
冊
太
陽　

続
春
画　

色
模
様
百
態
』

平
凡
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
一
二
頁
。

（
12
） 

西
川
祐
信
の
『
男
色
山
路
露
』（
享
保
一
八
（
一
七
三
三
）
年
）
は
、
現
在
、
国

際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
春
画
・
艶
本
公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
閲
覧
が
可

能
で
あ
る
。
た
だ
、
同
資
料
は
本
論
の
数
量
分
析
を
行
っ
て
い
る
際
に
同
セ
ン

タ
ー
の
春
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
分
析
後
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

へ
加
え
ら
れ
た
た
め
に
画
図
デ
ー
タ
を
数
量
分
析
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
同
資
料
を
数
量
分
析
に
反
映
さ
せ
た
と
し
て
も
春
画

全
体
に
お
け
る
男
／
男
（
男
色
）
画
の
割
合
は
一
〜
二
パ
ー
セ
ン
ト
上
昇
す
る

程
度
で
あ
る
。

（
13
） 『
守
貞
謾
稿
』（
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
―
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
）『
近

世
風
俗
志
（
守
貞
謾
稿
）
三
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
四
〇
四
頁
―

四
〇
五
頁
。

（
14
） 

た
と
え
ば
葛
飾
北
斎
な
ど
は
春
画
に
お
い
て
男
色
画
を
ま
っ
た
く
描
い
て
い
な

い
。
早
川
聞
多
『
浮
世
絵
春
画
と
男
色
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
八
年
、

七
二
頁
―
七
三
頁
よ
り
。

（
15
） 

白
倉
敬
彦
『
江
戸
の
男
色
―
上
方
・
江
戸
の
「
売
色
風
俗
」
の
盛
衰
』
洋
泉
社
、

二
〇
〇
五
年
、
一
三
四
頁
。

（
16
） 

渓
斎
英
泉
『
相
生
交
合
』（
文
政
六
（
一
八
二
三
）
年
）『
艶
本
研
究　

英
泉
』

林
美
一
、
有
光
書
房
、
一
九
六
六
年
、
七
八
頁
。

（
17
） 

ほ
か
に
も
渓
斎
英
泉
の
春
本
『
艶
説
秘
戯　

交
合
雑
話
』（
文
政
六
（
一
八
二
三
）

年
）
の
序
に
は
「
そ
も
如

こ
の
や
う
な斯
艶そ
う
し史
を
通な
づ
け稱
て
。
枕ま
く
ら
の
草そ
う
し紙
と
よ
び
来き
た

る
や
。
遠と
ふ

く
て
近ち
か

き
は
男な
ん
に
よ女
の
間な
か

と
。
清せ
い
し
や
う
な
ご
ん

少
納
言
の
作か
ゝ
れ
し
よ
り
。
し
か
と
な
ふ
る
か
不し
ら
ざ
れ知

ど
。
実げ

に
も
男な
ん
に
よ女
の
情じ
や
う
〳状〵
を
委く
わ
し
く
探さ
ぐ

り
深ふ
か

く
う
が
ち
て
。
写う
つ

す
姿す
が
た
の
絵え

づ
く
し

に
。
史ふ
み

の
其そ
の
な名
は
変か
わ
れど
も
。
み
な
こ
れ
大だ
い
ど
う
し
や
う
ゐ

同
小
異
の
み
。」
と
、
春
画
・
艶
本
は
、

そ
の
名
は
違
え
ど
も
、
み
な
男
女
の
情
愛
を
描
く
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
18
） 

註
（
3
）
前
掲
書
、
同
頁
。

（
19
） 

藤
本
箕
山
『
色
道
大
鏡
』（
延
宝
六
（
一
六
七
八
）
年
）『
新
版　

色
道
大
鏡
』

八
木
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
四
四
一
頁
。

（
20
） 

柳
沢
淇
園
『
ひ
と
り
ね
』（
享
保
九
（
一
七
二
四
）
年
）『
近
世
随
想
集
』
岩
波

書
店
、
一
九
六
五
年
、
三
六
頁
。

（
21
） 

早
川
聞
多
「
春
画
と
地
女
」『
浮
世
絵
春
画
を
読
む
（
下
）』
中
央
公
論
社
、

二
〇
〇
〇
年
、
一
二
六
頁
。

（
22
） 

西
川
祐
信
『
好
色
土
用
干
』（
享
保
六
（
一
七
二
一
）
年
）『
好
色
土
用
干　

西

川
祐
信
画
』
林
美
一
校
訂
、
有
光
書
房
、
一
九
七
五
年
、
八
二
頁
―
八
三
頁
。

（
23
） 

渓
斎
英
泉
『
和
合
淫
質
録
』（
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
）『
江
戸
の
情
事
の
た

の
し
み
か
た
問
答
集
〔
季
刊
浮
世
絵
八
二
別
冊
〕』
画
文
堂
、
一
九
八
二
年
、

五
九
頁
、
複
写
原
本
参
照
。

（
24
） 

そ
の
ほ
か
北
尾
重
政
の
艶
本
『
笑
本
春
の
曙
』（
安
永
元
（
一
七
七
二
）
年
）
の

「
有
が
た
き
物
」
の
項
に
は
「
女じ

や
う
ろ郎
も
地ぢ
も
の女
も
ち
ぎ
り
ふ
か
く
て
か
た
ら
ふ
男
お
と
こ

と
末す
ゑ

ま
で
中な
か

よ
き
事
か
た
し
」
と
し
て
遊
女
と
地
女
の
同
等
説
が
説
か
れ
て
い

る
。
な
お
詳
細
な
検
証
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
女
郎
・
地
女
の
優
劣
論

は
江
戸
初
期
の
出
版
界
の
重
大
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
三
対
一
致
・
不
一
致
論
争
に

倣
っ
た
可
能
性
も
示
唆
で
き
る
。

（
25
） 

註
（
13
）
前
掲
書
、
二
一
九
頁
。

（
26
） 

註
（
13
）
前
掲
書
、
二
一
六
頁
。

（
27
） 

註
（
13
）
前
掲
書
、
二
二
七
頁
。

（
28
） 

一
方
、
江
戸
後
期
の
吉
原
で
は
二
枚
櫛
の
風
俗
が
存
続
し
て
お
り
、『
守
貞
謾
稿
』

に
よ
れ
ば
「
江
戸
吉
原
遊
女
の
扮
は
、
京
坂
の
太
夫
・
天
神
よ
り
は
な
は
だ
華

な
り
。
江
戸
市
中
の
笄
は
、
当
時
は
な
は
だ
短
か
け
れ
ど
も
、
遊
女
の
笄
は
今

も
長
き
を
用
ひ
、
櫛
も
は
な
は
だ
大
形
な
る
を
二
枚
さ
し
、
簪
背
の
左
右
各
三

本
、（
中
略
）
簪
す
べ
て
十
二
本
さ
し
、
ま
た
は
櫛
の
伏
せ
ざ
る
や
う
に
、
前

よ
り
竪
に
一
、二
本
さ
す
も
あ
り
。」（
註
（
13
）
前
掲
書
、
二
三
〇
頁
―
二
三
一

頁
）
と
、
二
枚
櫛
に
十
二
本
簪
を
さ
す
遊
女
の
姿
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
29
） 『
新
吉
原
略
説
』（
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
）『
燕
石
十
種　

第
三
巻
』
中
央

公
論
社
、
一
九
七
九
年
、
三
二
六
頁
。

（
30
） 

ほ
か
に
も
『
守
貞
謾
稿
』
に
「『
昔
々
物
語
』
に
曰
く
、
遊
女
、
昔
は
紋
付
、
無
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地
、
島
類
を
着
た
り
。
常
の
女
と
風
俗
替
る
べ
き
た
め
な
り
」（
註
（
13
）
前

掲
書
、
二
一
三
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
31
） 『
守
貞
謾
稿
』（
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
―
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
）『
近

世
風
俗
志
（
守
貞
謾
稿
）
五
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
五
六
頁
。

（
32
） 
そ
の
ほ
か
鬢
型
や
曲
型
も
「
遊
女
」
と
「
地
女
」
を
見
分
け
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ

る
が
、
遊
廓
文
化
で
流
行
し
た
髪
型
が
す
ぐ
に
庶
民
層
へ
普
及
し
た
例
も
み
ら

れ
、
髪
型
の
み
で
「
遊
女
」
と
「
地
女
」
を
判
断
す
る
の
は
難
し
い
。

（
33
） 

な
お
、
今
回
の
数
量
分
析
で
は
、
統
計
を
よ
り
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
「
遊
女
」

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
細
分
化
せ
ず
、
江
戸
の
花
魁
（
太
夫
）・
格
子
・
端
女
郎
、
京

都
の
太
夫
・
天
神
・
端
女
郎
・
鹿
恋
に
加
え
て
、
岡
場
所
や
宿
場
町
の
女
郎
も

す
べ
て
「
遊
女
」
の
範
疇
に
加
え
た
。
た
だ
し
、
色
芸
者
、
夜
鷹
、
比
丘
尼
は
、

そ
の
範
疇
に
加
え
な
か
っ
た
。

（
34
） 

註
（
19
）
前
掲
書
、
四
四
四
頁
。

（
35
） 『
春
色
松
の
栄
』（
刊
年
不
明
）『
艶
本
研
究　

国
芳
』
林
美
一
、
有
光
書
房
、

一
九
六
四
年
、
一
五
九
頁
。

（
36
） 

白
倉
敬
彦
『
春
画
の
謎
を
解
く
』
洋
泉
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
七
頁
―
一
九
頁
。

（
37
） 

な
お
、
佐
伯
順
子
氏
は
春
画
に
遊
女
が
少
な
い
理
由
と
し
て
「
春
画
と
遊
女
」

（『
浮
世
絵
春
画
を
読
む
（
下
）』
中
央
公
論
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
四
三
頁
）
の

な
か
で
「
江
戸
の
遊
女
は
、
通
常
近
代
人
が
考
え
る
よ
う
な
「
性
欲
」
処
理
の

た
め
の
「
売
春
婦
」
と
し
て
の
役
割
の
み
を
担
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
そ
れ
以
外
の
要
素
―
歌
舞
音
曲
や
、
和
歌
、
香
、
花
、
茶
と
い
っ
た
売
春
以

外
の
芸
能
、
芸
道
を
た
の
し
む
た
め
に
存
在
し
た
」
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
38
） 

菱
川
師
宣
『
小
む
ら
さ
き
』（
延
宝
五
（
一
六
七
七
）
年
）『
元
禄
古
版
畫
集
英
』

澁
井
清
、
古
版
画
研
究
会
、
一
九
二
六
年
。

（
39
） 

葛
飾
北
斎
の
春
本
『
間
女
畑
』
の
序
に
は
、「
士
農
工
商
。
高
き
も
ひ
き
ゝ
も
。

に
が
む
し
も
。
豆
ば
な
し
に
は
。
腹
の
皮
。
よ
り
に
よ
つ
た
る
。
噺
の
た
ね
。

は
へ
そ
ろ
ふ
た
る
。
ひ
と
ま
き
の
。
作
者
も
よ
し
は
ら
雀
に
て
。
お
い
ら
ん
元

よ
り
地ぢ

も
の女
ま
で
。
た
ゝ
く
水く
ひ
な鶏
の
口
ま
め
や
。
筆
豆
鳥
の
書
集
め
た
る
也
、
猶

是
に
容
艶
の
姿
を
そ
へ
て
、
則
、
間ま

め女
畑ば
た
けと
題
す
る
も
、
ヤ
ツ
ハ
リ
ゆ
め
〳
〵
」

（『
艶
本
研
究　

北
斎
』
林
美
一
、
有
光
書
房
、
一
九
六
八
年
、
一
七
四
頁
）
と

記
さ
れ
て
い
る
。

（
40
） 

宝
永
期
の
「
武
家
諸
法
度
」
を
編
集
し
た
版
本
『
静
世
政
務　

武
家
諸
法
度
』（
天

明
四
（
一
七
八
四
）
年
）
の
原
文
を
参
考
に
し
た
。

（
41
） 『
守
貞
謾
稿
』（
天
保
八
（
一
八
三
七
）
年
―
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
）（『
近

世
風
俗
志
（
守
貞
謾
稿
）
二
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
三
五
頁
。

（
42
） 『
守
貞
謾
稿
』
に
よ
れ
ば
「
昇
平
の
初
め
頃
は
、
土
民
と
も
に
前
髪
あ
る
ひ
は

剃
り
あ
る
ひ
は
こ
れ
を
剃
ら
ず
。
今
世
は
土
民
と
も
元
服
後
必
ず
こ
れ
を
剃
る

を
風
俗
と
す
。
今
世
、
こ
れ
を
剃
ら
ざ
る
者
、
修
験
者
あ
る
ひ
は
京
坂
医
師
、

売
卜
者
等
の
み
。
士
農
工
商
こ
れ
を
剃
ら
ざ
る
者
あ
る
こ
と
こ
れ
な
し
。」（
註

（
41
）
前
掲
書
、
一
四
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
43
） 

グ
ラ
フ
の
項
目
と
し
て
「
客
」
は
「
遊
廓
の
客
」
を
表
し
、「
仕
事
人
」
は
「
商

人
・
職
人
」
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
手
代
や
丁
稚
は
区
別
す
る
こ
と
な
く
「
下
男
」

の
範
疇
に
加
え
た
。

（
44
） 

増
穂
残
口
『
艶
道
通
鑑
』（
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
）『
近
世
色
道
論
』
岩
波

書
店
、
一
九
七
六
年
、
二
一
〇
頁
。

（
45
） 

早
川
聞
多
『
春
画
の
見
か
た
―
一
〇
の
ポ
イ
ン
ト
―
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
八
年
、

三
二
頁
。

（
46
） 

註
（
13
）
前
掲
書
、
八
八
頁
。

（
47
） 『
守
貞
謾
稿
』
に
「
京
坂
の
十
四
、五
歳
以
下
の
歌
妓
遊
女
等
、平
日
こ
れ
を
用
ふ
。

江
戸
吉
原
の
新
造
と
云
ふ
娼
の
十
四
、五
以
下
こ
れ
を
用
ひ
、
振
新
と
云
ふ
。
そ

の
他
の
娼
妓
こ
れ
を
用
ふ
こ
と
稀
な
り
。」（
註
（
13
）
前
掲
書
、
八
八
頁
）
と

記
さ
れ
て
い
る
。

（
48
） 

白
倉
敬
彦
『
江
戸
の
春
画
―
そ
れ
は
ポ
ル
ノ
だ
っ
た
の
か
』
洋
泉
社
、

二
〇
〇
二
年
、
二
六
六
頁
―
二
六
七
頁
。

（
49
） 

註
（
41
）
前
掲
書
、
八
六
頁
。

（
50
） 『
守
貞
謾
稿
』
に
「
け
だ
し
京
坂
女
郎
、
年
長
じ
た
る
は
本
詰
、
一
名
前
帯
と

云
ひ
て
、
眉
を
剃
り
て
人
の
婦
妻
の
扮
に
す
。
芸
子
は
長
年
の
者
も
多
く
は
眉

を
剃
ら
ず
、
四
十
以
上
も
処
女
の
扮
に
近
く
、
婦
の
扮
は
稀
と
す
。」（
註
（
13
）

前
掲
書
、
二
九
一
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
51
） 『
守
貞
謾
稿
』
に
「
ま
た
俗
画
風
を
画
く
浮
世
画
師
と
云
ふ
も
の
、美
人
を
画
く
。

三
十
才
以
下
二
十
才
以
上
の
婦
、
今
世
風
必
ず
眉
を
剃
る
と
い
へ
ど
も
、
図
画

に
は
意
匠
を
も
つ
て
眉
を
描
く
。」（
註
（
41
）
前
掲
書
、
七
九
頁
）
と
記
さ
れ

て
い
る
。

（
52
） 

註
（
41
）
前
掲
書
、
八
五
頁
―
八
六
頁
。

（
53
） 『
守
貞
謾
稿
』
に
「
京
坂
は
官
許
・
非
官
許
と
も
に
、
遊
女
・
芸
子
と
も
に
必

ず
歯
を
黒
む
る
な
り
。
長
年
の
物
は
勿
論
、
十
一
、二
歳
の
者
と
云
へ
ど
も
、
か
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ね
つ
け
の
客
と
云
ひ
て
、
赤
飯
を
配
り
新
衣
を
調
へ
、
そ
の
他
種
々
の
費
を
与

ふ
客
あ
れ
ば
、
す
な
は
ち
歯
を
染
む
る
。
こ
れ
を
名
誉
と
す
る
こ
と
な
り
。
そ

の
客
な
き
時
は
十
五
、六
に
て
必
ず
歯
を
黒
む
る
。　

江
戸
遊
女
、
吉
原
は
歯

を
黒
め
、
駅
舎
お
よ
び
天
保
に
停ち

よ
う
じ止
あ
り
し
岡
場
所
の
女
郎
は
必
ず
白
歯
な
り
。

年
長
も
白
歯
な
り
。」（
註
（
41
）
前
掲
書
、
二
三
七
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
54
） 

早
川
聞
多
『
春
画
の
な
か
の
子
供
た
ち
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
四

頁
―
五
頁
。

（
55
） 

田
中
優
子
「
春
画
に
お
け
る
覗
き
」『
浮
世
絵
春
画
を
読
む
（
下
）』
中
央
公
論
社
、

二
〇
〇
〇
年
、
六
八
頁
。

（
56
） 

註
（
10
）
前
掲
書
、
一
七
〇
頁
―
一
七
一
頁
。

（
57
） 

註
（
55
）
前
掲
書
、
一
一
頁
。

（
58
） 

た
と
え
ば
「
女
中
」
の
絵
柄
と
し
て
、『
飛
鳥
川
』（
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
）

の
「
女
中
の
衣
類
は
惣
模
様
、
裾
模
様
も
腰
よ
り
下
に
染
、
当
世
の
様
に
裾
模

様
裏
模
様
抔
は
近
来
は
や
る
。
帯
の
幅
四
寸
八
分
古
法
の
処
、近
年
は
一
尺
は
ゞ

も
有
也
」（『
日
本
随
筆
大
成
〈
第
二
期
〉
一
〇
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、

六
頁
）
の
記
述
が
参
考
と
な
る
。

（
59
） 

註
（
21
）
前
掲
書
、
一
六
四
頁
―
一
六
五
頁
。

（
60
） 

註
（
54
）
前
掲
書
、
七
頁
。

（
61
） 

フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
Ｓ
・
ク
ラ
ウ
ス
『
日
本
人
の
性
生
活
』
に
よ
れ
ば
「
ベ
ル

ト
ル
ト
・
ラ
ウ
フ
ァ
ー
は
、
短
い
が
、
非
常
に
手
堅
い
論
文
の
な
か
で
日
本
の

春
画
を
扱
っ
て
い
る
。（
中
略
）
日
本
の
春
画
の
特
徴
は
、
体
位
が
空
想
に
あ

ふ
れ
、
多
様
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
中
国
の
絵
に
見
ら
れ
な
い
二

つ
の
特
徴
は
、
穴
と
引
き
戸
の
隙
間
を
通
し
て
好
奇
の
目
で
の
ぞ
い
て
い
る
傍

観
者
が
背
景
に
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
人
間
の
性
行
為
と
並
ん
で
、
動
物
、

と
く
に
猫
の
交
尾
の
絵
が
非
常
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。」（
フ

リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
Ｓ
・
ク
ラ
ウ
ス
『
日
本
人
の
性
生
活
』
安
田
一
郎
訳
、
青
土
社
、

二
〇
〇
〇
年
、
三
八
〇
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
62
） 

註
（
55
）
前
掲
書
、
二
〇
頁
。

（
63
） 

永
井
良
和
「
の
ぞ
き
」『
性
の
用
語
集
』
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
五
五
頁

―
一
五
六
頁
。

（
64
） 

な
お
、
今
回
の
数
量
分
析
に
お
い
て
、
第
三
者
の
手
淫
画
の
男
女
比
の
割
合
も

算
出
し
て
み
た
。
結
果
は
、「
男
性
」
が
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
、「
女
性
」
が
四
四
パ
ー

セ
ン
ト
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、「
男
性
・
女
性
」
が
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、「
異

人
」
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

（
65
） 

白
倉
敬
彦
「
場
所
を
選
ば
ぬ
色
恋
」『
別
冊
太
陽　

続
春
画　

色
模
様
百
態
』
平

凡
社
、
二
〇
〇
八
年
、
一
四
六
頁
―
一
四
七
頁
。

（
66
） 

註
（
10
）
前
掲
書
、
九
七
頁
。

（
67
） 

竜
田
舎
秋
錦
『
新
増
補
浮
世
絵
類
考
』（
弘
化
元
（
一
八
四
四
）
年
）『
日
本
随

筆
大
成
〈
第
二
期
〉
一
一
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
六
頁
。

（
68
） 

註
（
13
）
前
掲
書
、
三
〇
一
頁
。

（
69
） 

註
（
13
）
前
掲
書
、
一
〇
七
頁
。

（
70
） 

註
（
13
）
前
掲
書
、
二
九
六
頁
。

（
71
） 

今
回
の
数
量
分
析
で
は
、
統
計
を
よ
り
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
「
遊
廓
」
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
細
分
化
し
な
か
っ
た
。
本
来
、
遊
廓
と
は
建
物
で
は
な
く
地
域
を

示
す
言
葉
で
あ
る
が
、
遊
女
屋
、
岡
場
所
の
女
郎
屋
、
出
会
茶
屋
、
色
茶
屋
、

手
引
茶
屋
、
揚
屋
、
地
方
の
女
郎
屋
も
す
べ
て
「
遊
廓
」
の
範
疇
に
加
え
た
。

な
お
、
統
計
表
の
「
茶
屋
」
の
項
目
は
、
本
来
な
ら
ば
色
を
売
る
こ
と
を
目
的

と
し
な
い
「
茶
店
」
や
「
水
茶
屋
」
な
ど
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
72
） 

春
画
に
お
い
て
は
「
町
家
」
と
「
武
家
屋
敷
」
の
判
別
が
非
常
に
難
し
く
、
そ

の
区
別
が
あ
い
ま
い
な
図
像
も
多
か
っ
た
が
、
閨
房
に
置
か
れ
た
家
具
や
刀
な

ど
を
判
断
基
準
と
し
た
。
た
と
え
ば
、
画
中
に
「
御
厨
子
」
や
「
黒
棚
飾
」
な

ど
が
描
か
れ
て
い
れ
ば
、
こ
う
し
た
か
ざ
り
棚
は
武
家
階
級
の
嫁
入
り
道
具
と

し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
（
長
友
千
代
治
『
重
宝
記
の
調
方
記　

生
活
史
百

科
事
典
発
掘
』
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八
八
頁
）、
そ
の
場
所
が
武
家

屋
敷
で
あ
る
こ
と
を
推
測
で
き
る
。

（
73
） 

赤
松
啓
介
『
夜
這
い
の
民
俗
学
・
夜
這
い
の
性
愛
論
』
筑
摩
書
房
、二
〇
〇
四
年
、

六
五
頁
、
一
五
八
頁
、
二
一
二
頁
な
ど
。

（
74
） 

註
（
55
）
前
掲
書
、
一
三
頁
。

（
75
） 

芳
賀
徹
「PR

E
CA

R
IO

U
SN

E
SS O

F LO
V

E
, PLA

CE
S O

F LO
V

E

」『Im
aging/

R
eading 

E
ros

』T
he 

E
ast 

A
sian 

Studies 
Center 

Indiana 
U

niversity, 
B

loom
ington

、
一
九
九
六
年
、
九
八
頁
。

（
76
） 
註
（
19
）
前
掲
書
、
七
〇
頁
。

（
77
） 

稲
賀
繁
美
『
絵
画
の
東
方
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
九
六
頁
―

九
八
頁
。

（
78
） 

も
っ
と
も
「
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
」
と
い
う
言
葉
に
は
多
様
な
概
念
を
含
ん
で
い

る
。
そ
の
た
め
、
春
画
が
「
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
」
で
あ
る
の
か
を
論
じ
る
際
に
、
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娼
婦
の
描
写
の
有
無
で
そ
の
結
論
を
導
く
の
は
や
や
即
断
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。
た

と
え
ば
現
代
に
お
け
る
「
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
」
に
は
〈
男
性
の
慰
み
も
の
〉
と

い
う
意
味
も
含
ん
で
お
り
、
春
画
が
こ
う
し
た
側
面
に
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か

は
、
な
お
詳
細
な
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
今
回
の
分
析
だ
け
で
は
そ
こ
ま
で
は

判
断
で
き
な
い
。

（
79
） 

渓
斎
英
泉
『
無
名
翁
随
筆
』（
天
保
四
（
一
八
三
三
）
年
）『
燕
石
十
種
〈
第
三
巻
〉』

中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
、
二
八
七
頁
。

（
80
） 『
畫
本
倭
比
事
』（
寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年
）『
日
本
畫
論
大
観
』
坂
崎
坦
編
、

ア
ル
ス
、
一
九
二
七
年
、
七
四
頁
。

【
付
記
】
本
論
に
お
け
る
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
底
本
の
表
記
ど
お
り
に
再
現
し
た
。

た
だ
し
、
原
文
中
で
解
り
づ
ら
い
と
思
わ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
表
記
の
右
側

に
丸
括
弧
を
つ
け
て
私
に
補
っ
た
。
ま
た
翻
刻
文
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
引

用
先
の
原
文
を
そ
の
ま
ま
に
記
し
た
。

　

ま
た
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
統
計
お
よ
び
デ
ー
タ
の
算
出
に
関
し
て
齊
藤

晋
さ
ん
か
ら
ご
教
示
を
頂
い
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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【
図
像
分
析　

対
象
資
料　

一
覧
表
】

絵
師
名

書
名

画
数

刊
行
年
（
和
暦
）

刊
行
年
（
西
暦
）

菱
川
師
宣

今
様
枕
屏
風

14

貞
享
二
年

一
六
八
五

菱
川
師
宣

好
色
花
の
盃

26

貞
享
四
年

一
六
八
七

菱
川
師
宣

好
色
い
と
柳

47

延
宝
八
年

一
六
八
〇

菱
川
師
宣

花
の
小
か
く
れ

38

貞
享
二
年

一
六
八
五

菱
川
師
宣

若
衆
遊
伽
羅
之
縁

25

延
宝
三
年

一
六
七
五

菱
川
師
宣

小
む
ら
さ
き

16

延
宝
五
年

一
六
七
七

菱
川
師
宣

男
女
相
性
和
娯
縁

25

延
宝
六
年

一
六
七
八

菱
川
師
宣

絵
本
ま
く
ら
絵
大
全

54

天
和
二
年

一
六
八
二

杉
村
治
兵
衛

絵
本
恋
の
丸
は
だ
か

21

延
宝
九
年

一
六
八
一

杉
村
治
兵
衛

欠
題
艶
本

12

貞
享
元
年

一
六
八
四

鳥
居
清
信

欠
題
組
物

12

宝
永
五
年

一
七
〇
八

西
川
祐
信

色
ひ
い
な
形

22

宝
永
八
年

一
七
一
一

西
川
祐
信

艶
女
色
子
日

7

享
保
五
年

一
七
二
〇

西
川
祐
信

艶
色
華
靨

11

享
保
前
期

一
七
一
六
〜
二
五

西
川
祐
信

和
楽
色
納
戸

30

享
保
二
年

一
七
一
七

西
川
祐
信

艶
女
玉
寿
多
礼

13

享
保
四
年

一
七
一
九

西
川
祐
信

風
流
色
図
法
師

20

正
徳
四
年

一
七
一
四

西
川
祐
信

夫
婦
双
乃
岡

14

正
徳
四
年

一
七
一
四

西
川
祐
信

風
流
色
貝
合

18

宝
永
八
年

一
七
一
一

西
川
祐
信

風
流
色
蓍 

2

享
保
一
八
年

一
七
三
三

西
川
祐
信

翠
簾
の
内

27

享
保
四
年

一
七
一
九

西
川
祐
信

大
開
中
心
好
色

22

刊
年
不
明

刊
年
不
明

西
川
祐
信

床
農
春
雨

6

享
保
五
年

一
七
二
〇

西
川
祐
信

風
流
み
づ
遊

9

享
保
五
年

一
七
二
〇

西
川
祐
信

色
道
談
合
草

5

享
保
五
年

一
七
二
〇

西
川
祐
信

風
流
思
ひ
の
？
？

14

刊
年
不
明

刊
年
不
明

西
川
祐
信

西
川
筆
の
海

25

刊
年
不
明

刊
年
不
明

西
川
祐
尹

色
長
者

35

明
和
八
年

一
七
七
一

川
嶋
信
清

艶
女
萩
の
露

10

享
保
二
年

一
七
一
七

川
嶋
信
清

上
方
風
艶
本

21

刊
年
不
明

刊
年
不
明

川
嶋
信
清

好
色
三
の
里

38

刊
年
不
明

刊
年
不
明

川
嶋
信
清

好
色
松
の
香

49

享
保
元
年

一
七
一
六

川
嶋
信
清

風
流
妹
背
川

12

享
保
三
年

一
七
一
八

奥
村
政
信

閨
の
雛
形

11

寛
保
二
年

一
七
四
二

奥
村
政
信

夢
想
頭
巾

46

宝
永
期

一
七
〇
四
〜
一
一

奥
村
政
信

志
道
軒
恋
の
謎
裸
百
貫

12

寛
延
元
年

一
七
四
八

奥
村
政
信

篠
田
伝
授
の
玉
七
色
狐

手
習
鑑

24

寛
延
元
年

一
七
四
八

奥
村
政
信

艶
好
虎
之
巻
（
内
）

33

延
享
四
年

一
七
四
七

奥
村
政
信

善
悪
占
仕
形
道
成
寺

37

延
享
四
年

一
七
四
七

石
川
豊
信

閨
の
錦

9

宝
暦
一
一
年

一
七
六
一

石
川
豊
信

色
系
図

20

寛
延
三
年

一
七
五
〇

石
川
豊
信

好
色
春
の
風

18

宝
暦
七
年

一
七
五
七

石
川
豊
信

色
つ
ば
な

19

寛
延
二
年

一
七
四
九

石
川
豊
信

欠
題
艶
本
Ⅰ

11

刊
年
不
明

刊
年
不
明

石
川
豊
信

欠
題
艶
本
Ⅱ

8

刊
年
不
明

刊
年
不
明

月
岡
雪
鼎

女
大
楽
宝
開

25

宝
暦
元
年

一
七
五
一

月
岡
雪
鼎

女
貞
訓
下
所
文
庫

34

明
和
五
年

一
七
六
八

月
岡
雪
鼎

艶
色
夢
伝
授

34

安
永
末
年

一
七
八
一

月
岡
雪
鼎

会
本
夜
水
交

14

刊
年
不
明

刊
年
不
明

月
岡
雪
鼎

艶
道
日
夜
女
宝
記

39

明
和
元
年

一
七
六
八

宮
川
春
水

百
色
初

46

宝
暦
一
二
年

一
七
六
二

川
枝
豊
信

風
流
祇
園
桜

12

享
保
一
五
年

一
七
三
〇

川
枝
豊
信

美
会
姿
鏡

6

刊
年
不
明

刊
年
不
明

川
枝
豊
信

閨
の
く
す
玉

48

享
保
一
二
年

一
七
二
七

竹
原
春
朝
斎

枕
童
子
抜
差
万
遍
玉
莖

31

天
明
年
間

一
七
八
一
〜
八

竹
原
春
朝
斎

笑
本
邯
鄲
枕

38

安
永
八
年

一
七
七
九

竹
原
春
朝
斎

於
荘
玉
開

25

寛
政
七
年

一
七
九
五

小
松
屋
百
亀

活
花
二
人
契
子

24

明
和
六
年

一
七
六
九

小
松
屋
百
亀

古
今
枕
大
全

7

明
和
六
年

一
七
六
九

小
松
屋
百
亀

欠
題
艶
本

8

刊
年
不
明

刊
年
不
明

鈴
木
春
信

今
様
妻
鑑

33

明
和
八
年

一
七
七
一

鈴
木
春
信

艶
色
真
似
ゑ
も
ん

24

明
和
七
年

一
七
七
〇

司
馬
江
漢

艶
道
増
か
ゞ
み

18

安
永
二
年

一
七
七
三

司
馬
江
漢

床
す
ゞ
免

30

安
永
元
年

一
七
七
二

磯
田
湖
龍
斎

十
ニ
季
の
栄
花

12

安
永
二
年

一
七
七
三

磯
田
湖
龍
斎

咲
本
色
春
駒

11

安
永
三
年

一
七
七
四

磯
田
湖
龍
斎

色
物
馬
鹿
本
草

56

安
永
七
年

一
七
七
八

磯
田
湖
龍
斎

艶
色
花
の
瀧

25

安
永
三
年

一
七
七
四

北
尾
重
政

吾
嬬
土
産

12

安
永
二
年

一
七
七
三

北
尾
重
政

艶
本
色
見
種

26

安
永
六
年

一
七
七
七

北
尾
重
政

好
女
談
合
柱

28

安
永
六
年

一
七
七
七

北
尾
重
政

笑
本
春
の
曙

27

安
永
元
年

一
七
七
二

北
尾
重
政

笑
本
雙
か
岡

17

安
永
九
年

一
七
八
〇

北
尾
重
政

笑
本
色
千
鳥

27

安
永
七
年

一
七
七
八

北
尾
重
政

笑
本
開
謌
僊

35

明
和
七
年

一
七
七
〇

北
尾
重
政

遊
色
妹
背
種

33

安
永
三
年

一
七
七
四

北
尾
政
演

泰
佳
郎
婦
寐

26

天
明
元
年

一
七
八
一

北
尾
政
演

欠
題
艶
本

10

天
明
二
年

一
七
八
二

北
尾
政
美

艶
道
極
秘
伝

30

天
明
元
年

一
七
八
一

北
尾
政
美

志
め
は
じ
め

33

刊
年
不
明

刊
年
不
明

北
尾
政
美

禿
菊

24

天
明
八
年

一
七
八
八

北
尾
政
美

鴛
鴦
の
嶼

24

天
明
六
年

一
七
八
六

北
尾
政
美

艶
色
倭
瞿
麦

27

安
永
九
年

一
七
八
〇
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北
尾
政
美

咲
本
魂
胆
枕

45

天
明
六
年

一
七
八
六

北
尾
政
美

欠
題
艶
本

21

刊
年
不
明

刊
年
不
明

勝
川
春
章

姿
名
鏡

20

安
永
二
年

一
七
七
三

勝
川
春
章

艶
保
夢
志
知
婦
集

8

寛
政
二
年

一
七
九
〇

勝
川
春
章

番
枕
陸
の
緑

31

天
明
四
年

一
七
八
四

勝
川
春
章

会
本
腎
強
喜

30

寛
政
元
年

一
七
八
九

勝
川
春
章

会
本
華
最
美
人

22

安
永
五
年

一
七
七
六

勝
川
春
章

会
本
新
玉
川
発
気

20

天
明
八
年

一
七
八
八

勝
川
春
章

会
本
何
賦
枕

10

天
明
三
年

一
七
八
三

勝
川
春
好

会
本
美
図
之
三
巻

26

天
明
六
年

一
七
八
六

勝
川
春
潮

艶
図
美
哉
花

16

天
明
七
年

一
七
八
七

勝
川
春
潮

艶
本
千
夜
多
女
志

11

天
明
六
年

一
七
八
六

勝
川
春
潮

会
本
男
妓
沙
乃
浮
寝

9

寛
政
元
年

一
七
八
九

勝
川
春
潮

会
本
和
良
怡
副
女

14

天
明
八
年

一
七
八
八

勝
川
春
潮

好
色
図
会
十
二
候

11

天
明
八
年

一
七
八
八

勝
川
春
潮

笑
本
連
理
枝

27

寛
政
二
年

一
七
九
〇

勝
川
春
英

御
覧
男
女
姿

24

寛
政
元
年

一
七
八
九

寺
沢
昌
次

愛
生
枕

25

安
永
五
年

一
七
七
六

寺
沢
昌
次

穴
埋
之
志
真

6

安
永
七
年

一
七
七
八

北
尾
雪
抗
斎

笑
本
春
の
に
し
き

9

明
和
期

一
七
六
四
〜
七
二

北
尾
雪
抗
斎

赤
ベ
キ
ノ
賦

13

明
和
八
年

一
七
七
一

鳥
居
清
長

色
道
十
二
番

12

天
明
四
年

一
七
八
四

鳥
居
清
長

時
よ
う
十
二
鑑

12

天
明
五
年

一
七
八
五

鳥
居
清
長

欠
題
艶
本

24

刊
年
不
明

刊
年
不
明

喜
多
川
歌
麿

艶
本
幾
久
の
露

15

天
明
六
年

一
七
八
六

喜
多
川
歌
麿

艶
本
床
の
梅

12

寛
政
一
二
年

一
八
〇
〇

喜
多
川
歌
麿

艶
本
多
歌
羅
久
良

9

寛
政
一
二
年

一
八
〇
〇

喜
多
川
歌
麿

艶
本
婦
多
柱

9

享
和
二
年

一
八
〇
二

喜
多
川
歌
麿

会
本
笑
上
戸

18

享
和
三
年

一
八
〇
三

喜
多
川
歌
麿

会
本
美
津
埜
葉
那

26

享
和
二
年

一
八
〇
二

喜
多
川
歌
麿

会
本
恋
濃
男
娜
巻

9

寛
政
一
一
年

一
七
九
九

喜
多
川
歌
麿

絵
本
君
が
手
枕

12

享
和
二
年

一
八
〇
二

喜
多
川
歌
麿

願
ひ
の
糸
ぐ
ち

13

寛
政
一
一
年

一
七
九
九

喜
多
川
歌
麿

色
能
知
功
佐

26

寛
政
一
〇
年

一
七
九
八

歌
川
豊
国

絵
本
お
つ
も
り
盞

25

文
政
九
年

一
八
二
六

歌
川
豊
国

幾
夜
物
語

5

文
政
七
年

一
八
二
四

歌
川
豊
国

逢
夜
鴈
之
声

26

文
政
五
年

一
八
二
二

歌
川
国
貞

泉
湯
新
話

24

文
政
一
〇
年

一
八
二
七

歌
川
国
貞

吾
妻
源
氏

21

天
保
八
年

一
八
三
七

歌
川
国
貞

上
方
恋
修
行

27

文
政
一
〇
年

一
八
二
七

歌
川
国
貞

二
世
紫
浪
花
源
氏

9

天
保
八
年

一
八
三
七

歌
川
国
貞

風
俗
三
国
志

15

天
保
元
年

一
八
三
〇

歌
川
国
貞

正
写
相
生
源
氏

24

嘉
永
四
年

一
八
五
一

歌
川
国
貞

偽
紫
女
源
氏

19

刊
年
不
明

刊
年
不
明

歌
川
國
虎

今
様
年
雄
床

24

文
政
一
〇
年

一
八
二
七

歌
川
國
虎

色
女
男
思

25

文
政
八
年

一
八
二
五

歌
川
國
虎

恋
相
撲
四
十
八
手

6

文
政
七
年

一
八
二
四

歌
川
国
芳

逢
見
八
景

11

天
保
四
年

一
八
三
三

歌
川
国
芳

華
古
与
見

21

天
保
六
年

一
八
三
五

歌
川
国
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The Diversity and Characteristics of  Shunga Expression 

Observed from a Quantity Analysis of  the Pictures
—What has been painted to Edo Shunga—

SUZUKI, Kenkou

The Graduate University for Advanced Studies, 
School of  Cultural and Social Studies, 

Department of  Japanese Studies 

Heretofore, Shunga has been marginalized and excluded from academic research in favor of  nature paintings. 

Recently, however, numerous book of  research on Shunga have been published, and databases of  Shunga have 

been established in universities and research institutes.

This paper analyzes 3500 picture fi gures of  the Shunga collections that are kept by the International Research 

Center for Japanese Studies and utilizes quantity analysis to examine the picture fi gures expressed in Shunga.

Shunga is an often misunderstood form of  artistic expression. For instance, there is a common 

misunderstanding that Shunga is the same as pornography and often depicts homosexual acts. This paper 

attempts to correct such misunderstandings by illuminating the characteristics of  Edo Shunga.

As the daily lives of  ordinary people were often depicted in the Shunga of  the Edo period, this paper also 

discusses the culture and customs in the Edo period by analyzing the Shunga of  the era.

Key words: Shunga, Ukiyoe, Prostitute, Japanese Erotic Art, Edo Culture, Pornography, Database, Statistics 

Iconology, Homosexuality



鈴木　図像の数量分析からみる春画表現の多様性と特色
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図 3　性描写の有無

図 4　性描写の性別

図 7　性交者の立場（女性）

図 8　性交者の立場（男性）
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図 15　第三者の年齢

図 14　第三者の有無

図 11　性交者の年齢（男性）

図 12　性交者の年齢（女性）



鈴木　図像の数量分析からみる春画表現の多様性と特色
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図 17　〈覗き〉をする第三者の性別

図 29　開放性の有無
図 27　性交者が描かれている場所

図 26　性交者が描かれている場所の種類

図 19　〈手淫〉をする第三者の年齢


