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春画と衣装

春
画
と
衣
装

鈴　

木　

堅　

弘　
　
　

は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
の
春
画
を
見
て
い
て
不
可
解
に
思
え
て
く
る
こ
と
の
一
つ
は
、
交

わ
る
男
女
が
衣
装
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
春
画
は
男
女
の
性
の
営
み
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、

男
女
が
裸
体
で
描
か
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
明
代
後
期
（
十

六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
）
以
降
の
中
国
春
画
に
は
衣
装
の
表
現
が
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
春
画
に
は
裸
体
が
少
な
く
、
む
し
ろ
華
麗
な

衣
装
を
身
に
つ
け
た
男
女
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
春
画
に
つ

い
て
は
、
色
事
を
行
う
男
女
が
と
も
に
衣
装
を
着
て
い
る
割
合
は
全
体
の
約
八

割
に
お
よ
び
、
さ
ら
に
女
性
に
関
し
て
は
約
九
割
が
衣
装
を
身
に
つ
け
て
い
る
）
（
（

。

　

春
画
に
衣
装
を
描
く
理
由
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
行
研
究
で
い
く
つ
か
の

重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
裸
体
を
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て

か
え
っ
て
性
の
営
み
へ
の
想
像
力
を
刺
激
し
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
紡
ぎ
出

す
）
（
（

」、
あ
る
い
は
「
裸
に
衣
装
を
着
せ
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
彩
な
情
景
を

演
出
し
、
多
彩
な
趣
向
を
眺
め
娯
し
む
こ
と
が
で
き
る
）
（
（

」、
ま
た
「
春
画
の
享

受
者
が
、
衣
装
か
ら
身
分
や
、
そ
の
場
の
状
況
、
男
女
関
係
な
ど
を
的
確
に
読

み
取
る
た
め
）
（
（

」
な
ど
が
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
の
研
究
と
は
異
な
る
新
た
な
見
解
を
示
し
て
み
た
い
。

　

も
っ
と
も
、
日
本
の
春
画
が
男
女
の
裸
体
を
ま
っ
た
く
描
い
て
こ
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
浮
世
絵
春
画
以
前
の
肉
筆
春
画
で
は
、
全
裸
の
男
女

の
取
り
組
み
が
多
く
描
か
れ
、
む
し
ろ
着
衣
の
性
交
図
は
少
な
い
。
そ
れ
が
菱

川
師
宣
以
降
（
十
七
世
紀
後
半
）
の
浮
世
絵
春
画
に
な
る
と
衣
装
を
着
た
ま
ま

の
性
交
図
が
数
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
時
代
か
ら
春
画
表
現
の
な

か
に
衣
装
を
描
く
要
素
が
加
わ
り
は
じ
め
る
）
（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
江
戸
時
代
の
春
画
に
は
な
ぜ
衣
装
が
描
か
れ
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た
の
か
、
そ
の
理
由
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
日
本
の
古
い
肉
筆
春

画
」
あ
る
い
は
「
中
国
春
画
」
と
も
異
な
る
、
浮
世
絵
春
画
の
独
自
の
特
徴
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

と
は
い
え
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
た
だ
漠
然
と
し
た
考
察
を
試
み
て
も
、
色

事
と
衣
装
を
結
び
つ
け
る
本
質
は
見
え
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
あ
る
観
点
に
し
ぼ
っ
て
こ
の
問
題
を
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
「
春

画
」
と
「
風
流
」
と
の
関
係
で
あ
る
。

　

日
本
文
化
に
お
け
る
「
風
流
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
義
は
じ
つ
に
広
い
。
た
と
え
ば
岡
崎
義
恵
の
「
風
流

の
思
想
」
に
よ
れ
ば
、「
風
流
」
の
根
本
的
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

優
れ
た
る
精
神
文
化
的
価
値
の
存
す
る
有
様
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

内
容
は
初
め
は
主
と
し
て
政
教
的
で
あ
つ
た
か
と
思
は
れ
る
が
、
更
に
廣

く
倫
理
的
・
美
的
価
値
の
領
域
に
及
び
、
そ
の
所
在
は
天
下
の
民
俗
・
特

定
の
個
人
・
自
然
物
・
藝
術
品
等
に
亙
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
）
（
（

。

　

岡
崎
の
説
に
よ
る
と
、「
風
流
」
と
は
単
に
芸
術
的
な
美
意
識
の
範
疇
に
止

ま
る
こ
と
な
く
、
日
本
人
の
生
活
文
化
や
精
神
世
界
の
な
か
に
深
く
と
け
込
ん

だ
意
識
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
風
流
の
伝
統
は
は
る
か

『
万
葉
集
』
の
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
、
平
安
期
に
は
和
歌
や
説

話
の
世
界
の
な
か
で
優
雅
を
嗜
好
す
る
「
み
や
び
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。

一
方
、
近
世
期
に
は
、
俳
諧
世
界
で
奢
侈
を
忌
避
す
る
「
わ
び
」・「
さ
び
」
と

し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
み
て
も
、「
風
流
」
の
意
義
は
じ
つ
に
広
い
。

　

ま
た
と
く
に
平
安
期
以
降
、「
風
流
」
は
人
工
的
な
創
作
物
を
飾
り
立
て
る

原
動
力
と
し
て
用
い
ら
れ
た
）
（
（

。
中
世
期
に
「
風
流
」
は
、
花
車
や
花
傘
を
豪
華

に
か
ざ
る
意
識
と
な
り
、
祭
礼
の
衣
装
、
山
鉾
の
装
飾
、
造
園
の
人
工
美
、
生

活
用
品
の
虚
飾
ま
で
、
そ
の
意
識
に
も
と
づ
い
て
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
「
か
ざ
り
」
と
し
て
の
「
風
流
」
を
考
え
る
な
ら
ば
、
春
画
・
艶

本
の
形
態
そ
の
も
の
が
す
で
に
多
く
の
飾
り
で
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
江
戸
時

代
の
春
画
は
、
贅
を
尽
く
し
た
装
丁
か
ら
細
密
な
多
色
刷
り
ま
で
、
艶
摺
、
空

摺
な
ど
多
様
な
技
法
を
駆
使
し
た
人
工
装
飾
で
彩
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
、「
風
流
」
の
原
義
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
風
流
」
へ
の

誘
い
の
な
か
に
は
つ
ね
に
「
好
色
」
の
意
識
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

中
国
唐
代
の
詩
歌
に
お
け
る
「
風
流
」
の
意
味
を
考
察
し
た
小
西
甚
一
に
よ
れ

ば
、「
風
流
を
構
成
す
る
要
素
は
琴
・
詩
・
酒
・
妓
の
四
つ
で
あ
り
、
音
楽
、

文
芸
、
佳
酒
、
美
女
の
参
加
す
る
場
で
愉
し
む
と
こ
ろ
に
風
流
が
存
在
す
る
」

と
結
論
づ
け
て
い
る
）
（
（

。
く
わ
え
て
小
西
は
、
こ
の
中
国
大
陸
で
用
い
ら
れ
た
風

流
の
四
要
素
が
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
書
物
を
通
じ
て
日
本
へ
流
入
し
、
平

安
期
に
和
歌
や
文
芸
を
た
し
な
む
知
識
人
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
四
要
素
が
「
好

色
」
の
意
味
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
し
て
い
る
）
（
（

。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
日
本
の
「
風
流
」
を
構
成
す
る
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「
か
ざ
り
」
と
「
好
色
」
の
側
面
に
注
目
し
、
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
が
両
者

を
結
ぶ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
検
証
す
る
。
ま
た
、
本
考
察
を
通
じ
て

日
本
文
化
に
通
底
す
る
「
風
流
」
の
意
識
が
、
江
戸
時
代
の
春
画
に
深
く
関
わ

っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
き
た
い
。

一　
「
春
画
」
と
「
風
流
」

　

風
流
と
好
色

　

わ
れ
わ
れ
が
普
段
、「
風
流
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
と
、
貴
人
た
ち
の

優
雅
な
遺
風
を
思
い
起
こ
し
、
あ
る
い
は
世
捨
て
人
の
「
わ
び
」「
さ
び
」
の

精
神
を
思
い
出
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
世
俗
を
離
れ
た
理
想
境
へ
の
「
風

流
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
日
本
文
化
史
に
お
け
る
長
い
歴
史
の
な
か
で
比
較
的
新

し
い
時
代
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
（（
（

。

　

さ
き
ほ
ど
の
く
り
返
し
に
な
る
が
、
日
本
文
化
に
お
け
る
「
風
流
」
の
意
味

は
、「
み
や
び
」「
か
ざ
り
」「
わ
び
」「
さ
び
」
な
ど
、
じ
つ
に
多
様
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
う
し
た
多
様
な
意
味
に
分
化
し
て
い
く
以
前
の
原
義
に
立
ち
戻
っ
て

み
る
な
ら
ば
、「
風
流
」
と
は
、
音
楽
を
奏
で
、
歌
を
詠
い
、
酒
興
を
愛
し
、

男
女
の
交
遊
を
た
の
し
む
「
色
事
の
世
界
」
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。

　

こ
う
し
た
風
流
の
イ
メ
ー
ジ
は
す
で
に
平
安
期
か
ら
中
世
期
に
か
け
て
漢
詩

や
和
歌
の
世
界
で
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
休
宗
純
に
よ
る

『
狂
雲
集
』
に
は
「
風
流
年
少
寵
尤
深
」（
風
流 

年
少 

寵 

尤
も
深
し
）
や
）
（（
（

、

「
雲
雨
風
流
事
終　

夢
閨
私
語
笑
慈
明
」（
雲
雨
風
流  

事
終
っ
て
後  

夢
閨
の
私
語  

慈
明
を
笑
う
）
（（
（

）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
「
風
流
」
と
は
、
あ
き
ら
か
に

「
好
色
」
の
意
味
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
「
風
流
」
と
「
好
色
」
を
つ
な
ぐ
イ
メ
ー
ジ
は
、
江
戸
前
期
の
時
代
に

浮
世
草
子
の
流
布
に
と
も
な
い
庶
民
層
ま
で
ひ
ろ
が
り
を
み
せ
る
。
と
く
に

「
風
流
」
と
「
好
色
」
を
結
び
つ
け
る
記
述
は
、
元
禄
期
前
後
（
十
七
世
紀
後

半
）
か
ら
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
は
じ
め
た
好
色
本
の
浮
世
草
子
の
な
か
に
数
多
く

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、『
男
色
十
寸
鏡
』（
貞
享
四
年 

一
六
八

七
）
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

伊
達
を
し
給
ふ
と
も
、
女
道
の
ふ
う
と
は
大
に
か
は
る
べ
し
。
其
品
は
い

ひ
も
つ
く
さ
れ
ず
。
心
を
つ
け
て
考
給
ふ
べ
し
。
い
ふ
に
お
よ
ば
ず
、
色

道
は
、
い
づ
れ
に
て
も
香き
や

車
風ふ

流
を
も
つ
て
の
交
ま
じ
わ
り

也
）
（（
（

。

　　

こ
こ
で
は
、
男
色
と
女
色
は
大
い
に
異
な
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
色
の
道

は
風
流
を
も
と
に
し
た
交
わ
り
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
男
色
者
の
た
し
な
み

を
教
示
し
た
内
容
で
あ
る
が
、
色
事
の
世
界
に
は
つ
ね
に
風
流
の
心
が
け
が
必

要
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
。

　

ま
た
同
時
代
の
浮
世
草
子
の
な
か
に
は
、
色
事
を
指
南
す
る
教
訓
事
項
と
し

て
「
風
流
」
の
概
念
を
も
ち
だ
す
記
述
が
ほ
か
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

『
好
色
袖
鑑
』（
天
和
二
年  

一
六
八
二
）
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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も
と
他
人
な
れ
ど
も
、
き（

奇

縁

）

え
ん
に
ひ
か
れ
て
夫
婦
と
な
る
。
さ
れ
ば
、
一

生
そ
ひ
は
つ
る
も
の
な
る
を
。
う
ま
れ
つ
き
は
さ
ら
な
り
。
先
其
こ
ゝ
ろ

ざ
ま
の
よ
し
あ
し
を
も
し
ら
ず
し
て
。
た
ゞ
人
の
い
ひ
な
し
を
し
る
べ
と

な
し
。
又
は
、
こ
ゝ
ろ
ざ
ま
、
う（

氏

）ぢ
す（

素

性

）

じ
や
う
に
も
か
ま
は
ず
。
た
ゞ
金

銀
に
め
く
れ
て
、
え
ん
を
む
す
び
な
ど
し
。
か
た
わ
。
お
ひ
女
房
な
ど
も

ち
て
。
わ
き
よ
り
あ
ざ
け
り
。
わ
ら
ふ
を
も
。
か
へ
り
み
ぬ
た
ぐ
ひ
も
あ

り
。
さ
て
〳
〵
か
な
し
く
、
む
ら
さ
き
心
に
あ
ら
ず
や
。
男
女
の
み
ち
は
、

ひ
と
へ
に
風
流
を
も
と
ゝ
し
）
（（
（

。

　

こ
の
記
述
は
夫
婦
の
色
事
に
対
す
る
教
示
事
項
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
金
銀

に
ひ
か
れ
て
婚
姻
す
れ
ば
他
人
か
ら
笑
わ
れ
、
男
女
の
道
は
ひ
と
え
に
風
流
が

大
切
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
風
流
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
行
為
を
示
す
の
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
と
に
か
く
男
女
の
色
道
に
は
「
風

流
」
の
意
識
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、『
人
倫
糸
屑
』（
貞
享

五
年  

一
六
八
八
）
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

世
上
に
淫
乱
は
多
く
し
て
、
色
好
は
す
く
な
し
。
わ
き
か
ら
興
が
さ
め
、

と
り
入
て
み
る
程
い
や
に
む
つ
と
す
る
女
な
ど
を
。
吾あ
が

仏
と
思
ひ
、
一
生

そ
ひ
は
つ
る
た
ぐ
ひ
は
、
更
に
色
の
諸
分
は
空や

人ぼ

介
。
是
人
情
を
備そ
な
へ。

風

流
と
い
ふ
わ
か
ち
に
い
た
ら
ぬ
処
也
）
（（
（

。

　

世
の
中
に
は
色
事
に
お
ぼ
れ
る
人
は
た
く
さ
ん
い
る
け
れ
ど
も
、
人
情
を
備

え
、
風
流
の
境
地
に
至
る
色
好
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ

で
も
「
風
流
」
の
具
体
的
な
行
為
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
と
に
か
く
色
道
に

は
「
風
流
」
の
境
地
に
至
る
必
要
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
江
戸
時

代
の
好
色
本
の
記
述
か
ら
、
当
時
の
人
び
と
が
「
風
流
」
と
「
好
色
」
を
つ
な

ぐ
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
浮
世
草
子
の
な
か
に
は
「
風
流
」
を
題
名
に
冠
し
た
好
色
本
も
数
多

く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
『
風
流
好
色
十
二
段
』（
元
禄
十
五
年  

一
七
〇
二
）、

『
風
流
日
本
荘
子
』（
元
禄
十
五
年  

一
七
〇
二
）、『
風
流
曲
三
味
線
』（
宝
永
三
年

一
七
〇
六
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
江
戸
前
期
の
時
代
に
は
「
風

流
」
の
言
葉
が
「
好
色
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、
こ
の
言
葉
が
し
だ
い
に
時
代

の
流
行
語
と
な
っ
て
い
く
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
好
色
本
が
ひ
ろ
く
世
に
行
き
わ
た
る
元
禄
期
前
後
（
十

七
世
紀
後
半
）
の
時
代
か
ら
世
俗
に
お
い
て
好
色
的
な
も
の
を
「
風
流
」
と
し

て
捉
え
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
）
（（
（

。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
浮
世
草
子
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
か
ら
盛
ん
に
摺

ら
れ
始
め
た
浮
世
絵
春
画
も
、
こ
う
し
た
世
相
の
文
化
傾
向
に
充
分
に
呼
応
し

た
に
ち
が
い
な
い
。
た
し
か
に
「
風
流
」
を
題
名
に
冠
し
た
浮
世
絵
春
画
も
数

多
く
見
ら
れ
、
江
戸
の
春
画
文
化
は
そ
の
始
ま
り
か
ら
す
で
に
「
風
流
」
と

「
好
色
」
を
つ
な
ぐ
意
識
の
う
え
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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風
流
を
描
い
た
春
画
と
は

　

と
こ
ろ
で
、
春
画
が
「
好
色
」
を
描
い
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

そ
の
一
方
で
、
は
た
し
て
本
当
に
「
風
流
」
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。

　

以
下
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
く
わ
え
て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
は
江
戸

時
代
の
春
画
の
タ
イ
ト
ル
に
注
目
し
た
い
。
江
戸
時
代
の
春
画
の
な
か
で
最
初

に
「
風
流
」
を
題
名
に
冠
し
た
も
の
は
、
菱
川
師
宣
に
よ
る
『
風
流
絶
暢
図
』

（
天
和
期  

一
六
八
一　

八
四
）
で
あ
る
。
こ
の
春
画
は
、
中
国
の
明
清
期
（
十
六

世
紀
半
ば　

十
七
世
紀
半
ば
）
の
杭
州
で
出
版
さ
れ
た
中
国
春
画
『
風
流
絶
暢

図
』
を
、
菱
川
師
宣
が
原
題
名
の
ま
ま
翻
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
挿
絵
は

師
宣
風
の
筆
致
で
あ
る
も
の
の
、
絵
の
構
図
や
内
容
は
明
板
原
本
と
ほ
ぼ
同
一

で
あ
り
、
画
図
上
部
に
詩
文
と
そ
の
日
本
語
訳
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
日
本
版
『
風
流
絶
暢
図
』
は
、
明
代
後
期
の
中
国
春
画
を
日
本
語
に
翻
訳

す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
日
本
で
同
書
の
版
木
を
つ
く
る
た
め
に
摺
ら
れ
た
と

い
え
よ
う
。

　

な
お
、
明
代
後
期
の
中
国
で
は
、
好
色
を
テ
ー
マ
に
し
た
絵
画
が
数
多
く
描

か
れ
、
好
色
秘
画
が
大
陸
の
文
人
の
あ
い
だ
で
た
い
へ
ん
に
流
行
し
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
中
国
版
原
本
『
風
流
絶
暢
図
』
の
序
文
と
各
詩
文
に
明
代
後
期
の

文
人
の
雅
号
が
多
数
署
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
）
（（
（

。
ち
な
み
に
、
明

代
後
期
の
大
陸
に
お
い
て
「
風
流
」
と
は
色
道
観
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
時
期

に
可
憐
に
し
て
華
や
か
な
中
国
春
画
が
数
多
く
描
か
れ
た
の
も
、
同
地
の
文
人

墨
客
が
好
色
世
界
に
憧
憬
を
抱
く
「
風
流
」
思
想
の
流
行
が
あ
っ
た
た
め
で
あ

る
）
（（
（

。

　

こ
う
し
た
中
国
大
陸
で
の
春
画
の
盛
行
に
と
も
な
い
、
同
時
代
の
日
本
の
文

人
や
絵
師
が
大
陸
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
好
色
秘
画
に
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
す

で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
）
（（
（

。
菱
川
師
宣
も
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
が
、

日
本
版
『
風
流
絶
暢
図
』
に
は
、
中
国
版
原
本
か
ら
直
接
引
用
し
た
と
思
わ
れ

る
序
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
題
名
に
「
風
流
」
の
言
葉
を
用
い
た
理
由

が
記
さ
れ
て
い
る
。

其
名
曰
風
流
絶
暢
付
之
美
剞

中
秋
始
落
成
苦
心
煩
思
殆
非
一
日
也
）
（（
（

（
其
の
名
曰
く
風
流
絶
暢
と
は
之
に
付
き
、

中
を
美
し
く
剞
む
、
秋
始
ま
り

落
成
し
、
苦
心
を
煩
わ
し
く
思
え
ば
殆
ど
一
日
非
ず
也
）

　

こ
こ
か
ら
、「
風
流
絶
暢
図
」
の
タ
イ
ト
ル
が
、
風
流
が
尽
き
な
い
の
は
閨

中
の
出
来
事
で
あ
り
、
こ
れ
を
美
し
く
版
木
に
刻
む
と
い
う
意
味
で
付
け
ら
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
そ
の
後
半
部
か
ら
、
秋
が
始
ま
る
頃
に
こ
の
本
が
で

き
あ
が
り
、
長
い
苦
心
か
ら
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
と
、
風
流
文
人
ら
し
い
憂

い
の
感
情
が
読
み
取
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
題
名
の
「
風
流
」
と
は
あ
き
ら

か
に
閨
中
の
秘
事
を
示
し
て
お
り
、「
風
流
」
と
い
う
言
葉
が
「
好
色
」
と
同

義
語
で
用
い
ら
れ
て
い
た
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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で
は
、
日
本
の
浮
世
絵
師
が
こ
う
し
た
大
陸
の
風
流
観
を
そ
の
ま
ま
受
け
入

れ
る
か
た
ち
で
春
画
を
描
い
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
証
が
必

要
で
あ
る
が
、
日
本
の
春
画
・
艶
本
に
も
「
風
流
」
の
言
葉
を
用
い
た
タ
イ
ト

ル
は
実
に
数
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
白
倉
敬
彦
氏
に
よ
る
『
絵
入
春
画
艶

本
目
録
』（
平
凡
社
）
を
参
考
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
風
流
」
の
言
葉
を
タ
イ

ト
ル
に
加
え
て
い
る
春
画
を
抽
出
し
て
み
た
。

　

作
品　

年
代　

絵
師
名　

版
元

『
風
流
絶
暢
図
』　

天
和
期
（
一
六
八
一　

八
四
）
頃　

菱
川
師
宣

『
風
流
連
三
味
線
』　

元
禄
十
七
年
（
一
七
〇
四
）
画
師
未
詳

『
風
流
足
分
舟
』
（
改
題
本
）
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
頃　

西
川
祐
信　

菊

屋
七
郎
兵
衛
板

『
風
流
御
長
枕
』　

宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
西
川
祐
信

『
風
流
三
幅
対
』　

宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
西
川
祐
信

『
風
流
色
図
法
師
』　

正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
頃　

西
川
祐
信　

八
文
字
屋

『
風
流
妹
背
川
』
（
改
題
本
）
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
西
川
祐
信　

八
文
字

屋
八
左
ヱ
門
板

『
風
流
色
八
景
』　

正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
西
川
祐
信　

菱
屋
治
兵
衛
板

『
風
流
み
づ
遊
』
（
改
題
本
）
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
頃　

西
川
祐
信

『
風
流
�
園
桜
』　

享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
頃　

川
枝
豊
信

『
風
流
色
蓍
』　

享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
西
川
祐
信　

谷
村
清
兵
衛
板

『
風
流
玉
の
盃
』　

宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
北
尾
雪
坑
斎
（
辰
宣
）
画
か

『
風
流
姫
か
ゞ
み
』　

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）（
西
川
祐
信
風
）

『
風
流
三
代
枕
』　

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
菊
川
秀
信

『
風
流
座
敷
八
景
』　

明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
頃　

鈴
木
春
信

『
風
流
艶
色
真
似
ゑ
も
ん
』　

明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
鈴
木
春
信　

西
村
永

寿
堂
板

『
風
流
江
戸
八
景
』　

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
頃　

鈴
木
春
信

『
風
流
色
長
者
』　

明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
頃　

西
川
祐
尹

『
風
流
十
二
季
の
栄
花
』　

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
礒
田
湖
龍
斎

『
風
流
相
生
守
十
二
支
』　

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
頃　

礒
田
湖
龍
斎

『
風
流
十
二
季
笑
』　

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
頃　

礒
田
湖
龍
斎

『
風
流
男
女
相
生
吉
凶
図
』　

安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
礒
田
湖
龍
斎

『
風
流
色
算
法
』　

安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
頃　

礒
田
湖
龍
斎

『
風
流
江
戸
十
二
景
』　

安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
頃　

礒
田
湖
龍
斎

『
風
流
四
季
の
友
』　

安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
頃　

北
尾
政
演

『
風
流
道
具
八
景
』　

安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
礒
田
湖
龍
斎

『
洛
東
風
流
姿
競
』　

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
頃　

有
楽
斎
長
秀

『
風
流
前
句
合
』　

文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
溪
斎
英
泉
画
か

『
風
流
東
飛
那
か
た
』　

文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
頃　

画
師
未
詳

『
風
流
色
季
寄
』　

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
歌
川
芳
信
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こ
の
表
か
ら
、「
風
流
」
と
い
う
言
葉
が
江
戸
時
代
を
通
じ
て
春
画
の
題
名

に
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
く
に
明
和
・
安
永
期
（
十
八
世
紀
後

半
）
に
入
る
と
、「
風
流
」
を
用
い
た
春
画
の
タ
イ
ト
ル
が
目
立
つ
よ
う
に
な

り
、
文
化
・
文
政
期
（
十
九
世
紀
前
半
）
を
過
ぎ
る
と
、
そ
う
し
た
タ
イ
ト
ル

の
春
画
は
減
少
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
春
画
の
タ
イ
ト
ル

に
「
風
流
」
を
用
い
た
絵
師
に
は
偏
り
が
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
、
西
川
祐
信
、

鈴
木
春
信
、
礒
田
湖
龍
斎
な
ど
が
「
風
流
」
の
言
葉
を
好
ん
で
使
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
先
に
浮
世
草
子
の
好
色
本
に
「
風
流
」
の
題
名
が
数
多
く
見
ら
れ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
江
戸
時
代
の
春
画
の
題
名
も
、
浮
世
草
子
の
盛
行
期
と

同
じ
時
期
か
、
あ
る
い
は
若
干
遅
れ
る
か
た
ち
で
、「
風
流
」
の
題
名
が
数
多

く
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
実
際
、
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
師
は
「
風
流
」
を
意
識
し
て
春
画
を

描
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
意
識
が
最
も
明
確
に

記
さ
れ
て
い
る
序
文
を
中
心
に
検
証
し
て
み
た
い
。

　

江
戸
時
代
の
春
画
に
は
、
と
く
に
序
文
や
跋
文
に
「
風
流
」
の
言
葉
が
用
い

ら
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
初
期
の
浮
世
絵
春
画
か
ら
そ
の
言
葉
を
数
多
く
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
菱
川
師
宣
の
春
画
『
今
様
枕
屛
風
』（
貞
享
二

年

一
六
八
五
）
の
序
文
（
上
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

今
様
枕
ひ
や
う
ぶ　

上

萬
の
遊
ひ
の
な
か
に
色
を
好
む
人
こ
そ
男
女
の
興
あ
ら
ん
た
め
な
り
、
女

に
ほ
ひ
な
く
お
も
は
せ
て
我
も
慰
ん
事
、
徳
に
背
せ
り
、
む
つ
ま
し
く
思

ふ
女
を
あ
ひ
す
る
は
徳
に
か
な
へ
り
抔
と
い
ひ
て
、
み
た
り
に
興
交
す
る

時
は
美
悪
の
女
、
娶
姑
の
た
け
き
争
ひ
ふ
か
し
、
是
を
あ
つ
か
ふ
寺
の
兒

童
、
顯
舞
の
野
老
の
情
を
も
捨
ず
、
又
は
初
心
の
救
ふ
た
よ
り
に
も
な
ら

ん
か
し
と
遊
興
の
気
形
を
風
流
に
畫
し
て
、
其
道
の
た
よ
り
に
も
な
ら
ん

か
し
と
い
ふ
て
序
ス
と
云
々

　

注
目
す
べ
き
は
こ
の
序
文
の
後
半
部
分
で
あ
る
。「
遊
興
の
気
形
を
風
流
に

畫
し
て
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
こ
の
春
画
は
色
事
の
か
た
ち
を
「
風
流
」
と
し

て
描
き
、
色
道
の
指
南
書
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ほ
か
に
も
、
菱
川
師
宣
の
春
画
『
花
の
さ
か
づ
き
』（
貞
享
四
年

一
六
八

七
）
の
跋
文
に
は
、「
右
此
枕
絵
者
菱
川
師
宣
と
い
ひ
し
畫
工
数
巻
書
し
な
か

に
も
珍
敷
風
流
を
ゑ
り
出
し
て
二
冊
に
な
し
令
板
行
者
也
」
と
記
さ
れ
て
お
り
）
（（
（

、

あ
る
い
は
菱
川
師
宣
の
春
画
『
ま
く
ら
絵
大
ぜ
ん
』（
天
和
二
年

一
六
八
二
）

の
跋
文
に
は
、「
其
風
流
な
る
事
を
し
ら
ず
、
是
を
あ
ら
た
め
ず
ん
ば
あ
る
べ

か
ら
ず
と
筆
曲
を
つ
く
し
）
（（
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
、
菱
川

師
宣
の
春
画
が
色
事
の
「
風
流
」
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

師
宣
以
後
に
も
、
い
く
つ
か
の
序
文
か
ら
春
画
を
描
く
際
の
絵
師
の
「
風

流
」
の
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
北
尾
重
政
は
春
画

『
艶
本
色
見
種
』（
安
永
六
年

一
七
七
七
）
の
序
文
で
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。
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序
色
見
へ
て
う
つ
ろ
ふ
物
は
世
の
中
の
人
の
こ
ゝ
ろ
の
花は
な

に
な
り
行
、
は
つ

春は
る

の
わ
ら
ふ
を
た
ね
は
何な
に

某が
し

が
工た
く
みな
る
筆
に
書
な
し
、
お
と
こ
女
の
さ
ま

〳
〵
な
る
姿
す
が
た

容か
た
ちを
そ
の
ま
ゝ
に
、
む
か
し
男お
と
この
風
流
に
も
似
る
と
書か
き

あ
ら

は
し
て
、
お
さ
な
き
人
の
わ
ら
ひ
の
た
ね
に
も
と
な
し
、
色い
ろ

見み

草く
さ

と
な
つ

け
初は
つ

春は
る

の
ゑ
ほ
う
み
や
げ
と
は
な
し
ぬ

　

こ
こ
に
は
、
男
女
の
色
事
の
様
々
な
姿
を
そ
の
ま
ま
に
、
む
か
し
男
の
「
風

流
」
に
似
せ
て
描
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
風
流
」
と
は
ど
の
よ

う
な
情
景
で
あ
る
の
か
、
文
面
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
が
、
北
尾
重
政
が
こ
の

春
画
を
描
く
と
き
に
「
風
流
」
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
有
名

絵
師
が
性
愛
を
風
流
と
し
て
描
く
意
図
か
ら
、
当
世
は
や
り
の
「
好
色
」
を

「
風
流
」
と
し
て
捉
え
る
世
俗
意
識
ま
で
も
透
か
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
林
美
一
の
『
江
戸
枕
絵
師
集
成

勝
川
春
章
』
に
よ
れ
ば
、
勝

川
春
章
の
春
画
『
會
本
何
賦
枕
』（
天
明
三
年

一
七
八
三
）
の
序
文
に
は
、
春

画
そ
の
も
の
が
「
風
流
」
の
文
物
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

　
　
　

會ゑ

本ほ
ん

何か

賦ぶ

枕ま
く
ら

　

序

賦ふ
す

は
臥ふ
す

の
和
訓
に
通
ひ
、
臥ふ
し

所ど

に
賦く
ば

る
ま
く
ら
畫ゑ

の
風
流
、
少き
む

娘す
め

の
木
枕

よ
り
、
つ
い
ち
よ
こ
〳
〵
の
肘ひ
ぢ

ま
く
ら
、
し
れ
た
ら
儘
の
草
ま
く
ら
、
互

に
高た
か

を
く
ゝ
り
枕
、
恋
し
い
時
の
文ふ
み

枕
、
つ
と
め
の
床
の
ぬ
り
枕
、
い
や

な
客
衆
の
長
枕
、
好す
い

た
客
に
は
短み
じ

夜か
よ

も
あ
か
ぬ
別わ
か
れの
か
こ
ま
く
ら
、
あ
る

ひ
は
傀お

じ

や

れ

儡
女
の
旅
ま
く
ら
、
夜つ

じ

き

み

渡
娘
な
ど
の
艸く
さ

ま
く
ら
、
趣
向
は
つ
き
ぬ

数か
ず

枕
の
中
に
、
新に
ゐ

の
一
字
は
賦ふ

し
も
の
ゝ
字
な
れ
ば
と
、
爰
に
も
ら
し
、

年ね
ん

々〳
〵

歳せ
い

々〳
〵

此
書ほ
ん

肆や

が
何か

賦ぶ

枕
と
題
す
る
こ
と
し
か
り
）
（（
（

　　

こ
の
序
文
は
勝
川
春
章
の
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
部
分
に
は
っ
き
り

と
「
寝
床
へ
配
る
枕
絵
（
春
画
）
の
風
流
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か

ら
、
春
画
自
体
が
す
で
に
風
流
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
春
画
」
と
「
風
流
」
の
関
係
に
つ
い
て
考

え
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
の
春
画
に
お
い
て
は
、
師
宣
、
重
政
、

春
章
の
序
文
が
記
す
よ
う
に
、「
好
色
な
る
も
の
」
と
「
風
流
な
る
も
の
」
を

重
ね
見
る
意
向
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
も
う
一
歩
進
め
て

考
え
れ
ば
、
そ
の
性
愛
表
現
の
背
後
に
は
、
色
道
を
絵
画
や
文
学
の
俎
上
へ
意

欲
的
に
引
き
上
げ
る
文
人
趣
味
の
風
流
観
が
横
た
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

　

た
だ
こ
う
し
た
感
覚
は
、
江
戸
や
上
方
の
都
市
社
会
な
か
で
書
物
を
通
じ
て

中
国
の
色
道
文
化
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で
醸
成
さ
れ
つ
つ
も
、
大
陸
的
な
閉
じ

た
好
色
世
界
の
範
疇
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
江
戸
時
代
の
春
画
は
、

「
風
流
」
と
い
え
ど
も
、
そ
の
内
側
に
破
顔
一
笑
の
表
現
を
含
み
、
あ
る
い
は

庶
民
生
活
の
幅
広
い
開
け
た
実
態
を
含
み
、
大
陸
の
好
色
文
化
と
は
異
な
る
独

自
の
性
愛
世
界
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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江
戸
時
代
の
絵
師
た
ち
と
風
流

　

も
ち
ろ
ん
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
「
風
流
」
の
言
葉
は
春
画
や
浮
世
草
子
の

な
か
だ
け
に
見
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
言
葉
は
、
浮
世
絵
師
た
ち
が
活

躍
し
た
時
代
に
は
す
で
に
庶
民
の
誰
も
が
知
っ
て
い
た
用
語
で
あ
り
、
春
画
以

外
に
も
絵
本
類
、
俳
諧
集
、
狂
言
本
な
ど
に
多
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
こ
の

言
葉
は
「
好
色
」
の
み
な
ら
ず
、「
み
や
び
」「
か
ざ
り
」「
わ
び
」「
さ
び
」
な

ど
、
ひ
じ
ょ
う
に
広
い
意
味
を
含
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
、
浮
世
絵
師
た
ち
は
そ

の
時
代
の
も
っ
と
も
新
鮮
な
話
題
や
風
俗
を
描
く
こ
と
を
旨
と
し
て
い
た
た
め

に
、
つ
ね
に
市
井
に
流
行
る
言
葉
や
文
物
を
い
ち
早
く
捉
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
英
一
蝶
が
「
四
季
絵
辞
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

近
頃
、
越
前
の
産
岩
佐
何
某
と
な
む
い
ふ
者
、
歌
舞
、
白
拍
子
の
時
勢
粧

を
お
の
づ
か
ら
う
つ
し
得
て
、
世
人
う
き
世
又
兵
衛
と
あ
だ
名
す
、
久
し

く
世
に
翫
ぶ
に
、
亦
房
州
の
菱
川
師
宣
と
云
者
、
江
府
に
出
て
梓
に
お
こ

し
、
こ
ぞ
つ
て
風
流
の
目
を
喜
ば
し
む
、
此
道
、
予
が
学
ぶ
所
に
あ
ら
ず

と
い
へ
ど
も
、
若
か
り
し
時
、
あ
だ
し
あ
だ
波
の
よ
る
べ
に
ま
よ
ひ
、
時

雨
朝
帰
り
の
ま
ば
ゆ
き
を
い
と
は
ざ
る
頃
ほ
ひ
、
岩
佐
、
菱
川
が
上
に

た
ゝ
ん
事
を
お
も
ひ
つ
　ゝ

よ
し
な
）
（（
（

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
菱
川
師
宣
は
江
戸
に
お
い
て
浮
世
版
画
を
描
く
こ
と
で
人

び
と
の
「
風
流
」
の
目
を
喜
ば
し
た
と
い
う
。
し
か
も
、
こ
こ
で
の
「
風
流
」

と
は
好
色
な
淫
風
が
漂
う
遊
里
や
芝
居
小
屋
の
悪
所
の
こ
と
で
あ
る
。
一
蝶
自

身
、
若
か
り
し
頃
、
そ
の
よ
う
な
世
俗
風
俗
の
賑
や
か
な
世
界
を
描
く
道
に
惹

か
れ
た
と
記
し
て
い
る
が
、
当
時
こ
う
し
た
場
所
は
、
新
た
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

や
享
楽
的
な
娯
楽
を
生
み
出
す
流
行
の
発
信
地
で
あ
っ
た
。
岩
佐
又
兵
衛
や
菱

川
師
宣
な
ど
の
浮
世
絵
師
が
描
い
た
の
は
、
ま
さ
に
悪
所
の
風
俗
で
あ
り
、
彼

ら
は
色
事
と
虚
飾
に
満
ち
た
遊
興
の
世
界
を
「
風
流
」
と
し
て
描
い
た
の
で
あ

る
）
（（
（

。

　

な
お
も
う
一
点
、
江
戸
時
代
の
「
風
流
」
に
つ
い
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
お
か
し
み
」
も
ま
た
「
風
流
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

江
戸
の
浮
世
絵
師
が
俳
諧
や
狂
歌
を
た
し
な
ん
で
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
滑
�
遊
戯
の
な
か
に
「
風
流
」
の
意
識
が
深
く
か
か

わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
郡
司
正
勝
が
「
風
流
と
や
つ
し
」

の
な
か
で
指
摘
し
て
い
る
）
（（
（

。
た
と
え
ば
『
俳
諧
増
補
提
要
録
』（
安
永
二
年

一

七
七
三
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

俳は
い

諧か
い

は
を
か
し
き
を
風ふ
う

流り
う

と
せ
り
、
寂さ
び

し
み
の
実じ
つ

を
旨
と
す
。
歌か

舞ぶ

伎き

狂き
や
う

言げ
ん

の
大お
ほ
ざ

晒ら
ひ

と
、
能
狂
言
の
を
か
し
み
を
味
ふ
べ
し
、
乞
食
袋
、
夜
の

柱
、
何
く
れ
と
な
く
意こ
ゝ
みを
附つ

け
ざ
れ
ば
得
が
た
き
道
ぞ
か
し
、
思
ふ
べ
し
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慎
む
べ
し
）
（（
（

　

こ
の
記
述
か
ら
俳
諧
で
は
「
お
か
し
さ
」
を
風
流
と
す
る
こ
と
が
わ
か
る
）
（（
（

。

　

ま
た
、「
お
か
し
な
も
の
」
と
「
風
流
な
る
も
の
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
見
方

は
書
画
の
ジ
ャ
ン
ル
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
大
岡
春
朴
『
画
本
手
鑑
』（
享

保
五
年
一
七
二
〇
）
の
「
鳥
羽
絵
」
の
項
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ

る
。

　

　
　

鳥
羽
絵

　

近
頃
よ
り
鳥
羽
絵
と
名
付
け
狂
画
を
専
ら
に
す
る
あ
り

古
へ
の
僧
正

に
よ
る
も
の
か

畜
獣
禽
鳥
は
風
流
な
ら
ず

た
だ
人
物
の
み
異
形
な
り

手
足
の
短
長

小
眼
大
口

人
躰
を
の
ぞ
き
風
流
を
こ
と
と
す

誠
に
五
月

雨
の
つ
れ
づ
れ

秋
の
夜
の
と
も
と
成
べ
き
物
は
是
な
ん
ま
さ
る
と
覚
ゆ

　

こ
こ
で
は
、
鳥
羽
絵
に
描
か
れ
た
動
物
描
写
が
「
風
流
」
な
の
で
は
な
く
、

滑
�
な
人
物
表
現
が
醸
し
出
す
「
お
か
し
さ
」
を
「
風
流
」
と
し
て
と
ら
え
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
浮
世
絵
師
た
ち
が
こ
の
感
覚
を
意
識
し
な
い
わ
け

が
な
い
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
気
の
利
い
た
「
見
立
て
」
や
機
知
に
富
ん

だ
「
洒
落
」
も
ま
た
「
風
流
」
で
あ
り
、
彼
ら
が
俳
諧
に
お
い
て
へ
た
な
洒
落

を
詠
め
ば
風
流
が
な
い
と
罵
ら
れ
、
浮
世
絵
に
お
い
て
上
手
な
見
立
て
を
描
け

ば
風
流
と
し
て
褒
め
称
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
お
か
し
み
」
の
表

現
が
で
き
る
か
、
で
き
な
い
か
、
そ
こ
に
江
戸
人
な
り
の
美
学
が
あ
り
、「
風

流
」
と
は
、
機
知
に
富
ん
だ
「
お
か
し
み
」
を
「
歌
」
や
「
絵
」
で
表
現
す
る

行
為
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

な
ら
ば
、
色
事
の
「
お
か
し
み
」
を
描
く
春
画
は
、
浮
世
絵
師
た
ち
に
と
っ

て
ま
さ
に
「
風
流
」
を
表
現
す
る
現
場
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

二　

春
画
の
衣
装
と
「
雛
形
本
」

　

風
流
と
し
て
の
衣
装

　

さ
て
、
い
よ
い
よ
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
の
問
題
に
迫
っ
て
み
た
い
。

　

さ
き
ほ
ど
明
代
後
期
の
中
国
春
画
と
江
戸
時
代
の
春
画
の
関
係
に
つ
い
て
触

れ
た
が
、
長
年
に
わ
た
り
日
本
の
春
画
を
研
究
し
て
き
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ

ン
は
、
双
方
の
特
徴
を
比
較
し
て
「
日
本
の
絵
師
は
、
人
物
と
性
器
の
描
写
に

加
え
て
、
着
物
な
ど
の
装
飾
的
な
も
の
に
力
を
い
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い

る
）
（（
（

。
こ
の
指
摘
は
非
常
に
重
要
な
視
座
を
含
ん
で
お
り
、
両
文
化
の
性
愛
表
現

が
同
じ
「
風
流
」
の
視
点
で
描
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
表
現
に
違
い
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
差
異
に
こ
そ
、
そ
の
文
化
独
自
の
傾
向
が
表
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
中
国
春
画
に
は
あ
ま
り
描
か
れ
ず
、
日
本
の
春
画

に
数
多
く
描
か
れ
て
き
た
衣
装
の
表
現
が
、
日
本
の
春
画
文
化
を
特
徴
づ
け
る

重
要
な
要
素
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
同
じ
「
風
流
」
と
い
う
観
点
に
立

ち
つ
つ
も
、
双
方
の
表
現
を
分
か
つ
分
岐
点
と
は
何
か
。
ひ
と
つ
考
え
ら
れ
る

の
は
、
日
本
の
「
風
流
」
に
は
「
好
色
」
の
ほ
か
に
「
か
ざ
り
」
の
意
識
を
含
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ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
春
画
に
は
衣
装
表
現
を
通

じ
て
「
か
ざ
り
」
の
精
神
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

日
本
文
化
に
お
け
る
「
風
流
」
と
「
か
ざ
り
」
の
歴
史
は
、
じ
つ
に
古
い
。

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
公
家
の
日
記
類
（『
中
右
記
』『
明
月
記
』）
に
は
、

「
風
流
」
の
言
葉
が
衣
装
の
装
飾
や
御
車
の
虚
飾
を
示
す
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
る
）
（（
（

。
と
く
に
こ
う
し
た
風
流
観
は
祭
礼
や
法
会
の
場
で
用
い
ら
れ
、
非
日
常

的
な
祠
祭
空
間
を
豪
華
な
山
鉾
や
華
美
な
花
笠
で
飾
り
、
人
び
と
の
目
を
楽
し

ま
せ
た
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
場
で
は
、
人
び
と
が
鬼
や
猩
々
の
異
装
で
着
飾
っ

た
仮
装
パ
レ
ー
ド
が
行
わ
れ
、
そ
こ
に
は
名
所
の
景
観
を
飾
っ
た
風
流
傘
が
舞

い
、
豪
華
な
小
袖
の
布
模
様
で
彩
ら
れ
た
山
車
が
町
中
を
練
り
歩
い
た
。
こ
の

風
流
祭
祀
の
伝
統
は
、
今
日
に
お
い
て
も
、
な
お
続
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

京
都
の
�
園
祭
や
地
方
の
民
俗
祭
祀
で
は
）
（（
（

、
祭
り
と
い
う
ハ
レ
の
空
間
を
非
日

常
へ
と
変
貌
さ
せ
る
演
出
と
し
て
、
能
狂
言
の
造
り
物
や
豪
華
絢
爛
な
織
物
の

「
か
ざ
り
」
で
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
ま
た
辻
惟
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た

日
本
の
「
か
ざ
り
文
化
」
の
母
体
に
は
つ
ね
に
「
風
流
」
の
意
識
が
あ
っ
た
と

指
摘
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

こ
う
し
た
意
識
は
、
日
本
の
文
化
史
の
う
え
で
は
い
つ
の
時
代
に
も
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
江
戸
時
代
は
、
衣
装
を
着
飾
る
こ
と
が
「
風
流
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、『
男
色
十
寸
鏡
』（
貞
享
四
年

一
六
八
七
）
に
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

　

　

伊
達
風ふ
　
り
う流

心
得
の
事

伊
達
風
俗
。
第
一
、
衣
装
の
模
様
ち
ら
し
が
た
な
ど
に
、
分わ
き

て
意こ
ゝ

得ろ
ゑ

有
べ

し
。
女
め
き
た
る
は
悪
し
、
ち
ら
し
つ
け
て
。
お
ほ
か
た
に
似
合
た
る
よ

り
も
。
く
す
ん
で
、
は
づ
れ
に
伊
達
を
し
た
る
は
、
見
る
に
あ
ら
ず
し
て

奥
深
し
）
（（
（

。

　

　

こ
こ
で
は
、「
風
流
」
の
心
得
と
し
て
、
衣
装
模
様
に
し
っ
か
り
と
気
配
り

し
、
地
味
だ
け
れ
ど
も
所
々
に
着
飾
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ

の
記
述
は
、
男
性
の
着
衣
に
関
す
る
心
得
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
同
じ
こ
と
が

女
性
の
着
衣
に
も
い
え
た
で
あ
ろ
う
。
当
時
は
、
衣
装
を
上
手
に
着
こ
な
す
こ

と
が
「
風
流
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
再
び
話
を
春
画
に
戻
し
た
い
。
前
章
に
て
江
戸
時
代
の
春
画
が
「
風

流
」
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
こ
と
を
検
証
し
た
が
、
な
ら
ば
当
然
、
そ
の
表
現

の
な
か
に
日
本
的
な
「
か
ざ
り
文
化
」
が
息
づ
い
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

さ
き
ほ
ど
、
日
本
の
春
画
の
特
徴
と
し
て
衣
装
表
現
の
多
様
さ
を
指
摘
し
た
が
、

ま
さ
に
こ
の
点
に
風
流
を
母
体
と
し
た
「
か
ざ
り
」
の
演
出
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

ま
た
じ
っ
さ
い
に
何
人
か
の
浮
世
絵
師
が
、
春
画
の
序
文
で
衣
装
模
様
や
家

具
装
飾
を
意
識
し
て
描
い
た
こ
と
を
打
ち
明
か
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
菱
川

師
宣
の
春
画
『
ま
く
ら
絵
大
ぜ
ん
』（
天
和
二
年

一
六
八
二
）
の
序
文
で
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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陰い
ん

陽や
う

和わ
が

合う

の
道
は
二ふ
た

神ば
し
らの
ま
く
ば
い
し
給
ひ
し
よ
り
、
此こ
の

来か
た

風ふ
う

土ど

に
生
□

も
の
此
み
ち
を
恋
な
ず
ま
ぬ
は
な
し
、
人
と
し
て
な
さ
け
に
頼た
よ

り
て
色
好

ま
ざ
□
□
し
、
見
よ
〳
〵
春
の
花
も
み
ち
の
秋
の
色
有
に
能
心
ま
よ
へ
り
、

人
間
の
露ろ

命め
い

北ほ
く

州し
う

に
千
年
も
み
な
こ
れ
か
り
の
た
の
し
み
と
た
わ
む
れ
遊あ
そ

ふ
、
糸い
と

竹た
け

の
其
品
を
う
た
ひ
ぐ
は
ん
八
六
五
□
□
ま
音を
と

を
高た
か

師し

の
濱は
ま

の
あ

た
な
身
に
そ
へ
引
な
ら
す
三さ

味み

線せ
ん

の
い
と
お
も
し
ろ
き
し
ら
べ
に
て
、
十

六
お
と
り
し
て
恋こ
ひ

慕し
と

ふ
と
も
多
は
色し
や

音う
を

糸ん
し

竹ち
く

の
道
よ
り
生
ず
、
こ
れ
□
よ

□
て
色し
き

紙し
ぎ

□や
う

に
其
品
々
と
を
絵
に
あ
ら
は
し
、
模も

様や
う

風ふ
う

流り
う

を
あ
ら
た
め
枕
ま
く
ら

絵ゑ

大だ
い

全ぜ
ん

と
題
し
て
、
い
く
世
の
慰
な
く
さ
みに

も
す
る
の
み

　

注
目
す
べ
き
は
こ
の
序
文
の
最
後
で
あ
る
。
こ
こ
で
師
宣
は
、
色
事
の
場
面

を
描
く
こ
と
で
世
相
の
「
模
様
風
流
を
あ
ら
た
め
」
と
高
々
と
宣
言
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
春
画
を
描
く
こ
と
で
世
の
中
に
新
た
な
衣
装
模
様
の
流
行
を
生

み
出
す
と
告
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
菱
川
師
宣
の
心
意
気
に
、
春
画
を
通
じ
て

流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
現
場
を
み
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の

は
、
当
世
を
代
表
す
る
浮
世
絵
師
が
春
画
を
描
く
に
あ
た
っ
て
「
風
流
」
を
母

体
と
し
た
「
か
ざ
り
」
の
演
出
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
ほ
か
に
も
、
絵
師
が
春
画
を
描
く
に
際
に
衣
装
表
現
を
意
識
し
た
記
述

を
い
く
つ
か
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
菱
川
師
宣
が
活
躍
し
た
時
代
か
ら

か
な
り
下
る
が
、
た
と
え
ば
、
歌
川
国
貞
の
春
画
『
今
様
三
體
志
』（
文
政
十

二
年

一
八
二
九
）
の
序
文
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

今
様
の
三
體
志
は
、
画
工
の
妙
を
活は
た
らか
し
て
、
真
行
草
の
三
交
を
見
せ
た

り
。
真
は
真
実
真
の
手
の
真
に
あ
ら
ず
。
詰
と
き
ま
り
の
真
に
し
て
、
麻

上
下
・
打
掛
姿
の
表
向む
き

を
画
け
る
の
み
。
行
は
行ぎ
や

義う
ぎ

を
す
こ
し
崩
し
て
、

霰あ
ら
れ小
紋
の
羽
織
を
着
流
し
、
ど
う
ふ
か
す
れ
ば
気
の
行
く
事
も
、
あ
る
行
き
や
う

に
譬
へ
し
な
り
。

　

こ
の
序
文
は
猿
猴
坊
月
成
に
よ
る
が
、
こ
こ
か
ら
こ
の
春
画
が
麻
上
下
、
打

ち
掛
け
、
霰
小
紋
の
羽
織
な
ど
の
衣
装
表
現
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ほ
か
に
も
、
春
川
五
七
の
春
画
『
会
本
手
事
之
発
名
』（
文
化
初
期
）

の
序
文
に
は
、
江
戸
よ
り
も
上
方
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
推
奨
し
て
描
い
た
と
記

さ
れ
て
い
る
。

　

予よ

が
此こ
の

會ゑ

本ほ
ん

を
も
の
し
て
直す
ぐ

よ
か
ら
ぬ
京き
や
う

女ぢ
よ

郎ら
う

を
寫う
つ

す
る
は
ひ
と
へ
に

今い
ま

め
か
し
た
る
江え

戸ど

繪ゑ
す

姿が
た

の
嫋た
を
や
かゝ

な
ら
で
悪あ
く

ら
し
き
を
は
ぶ
き
茲こ
ゝ

に
中な
か

頃ご
ろ

の
好よ

き
を
採
廼の

巳み 

さ
い
あ
れ
中な
か

〳
〵
に
目め

な
れ
ざ
れ
ば
流り
う

行か
う

に
お
く
れ

し
な
ど
い
ふ
べ
け
れ
ど 

京き
や

都う

の
女ぢ
よ

郎ら
う

の
良よ

き
模ふ

様り

を
識し

る
人ひ
と

は
し
る
な

る
べ
し

　　

こ
こ
で
序
文
の
作
者
は
、
こ
の
春
画
で
は
当
世
の
江
戸
で
流
行
っ
て
い
る
女



149

春画と衣装

性
の
姿
美
は
省
き
、
む
し
ろ
流
行
遅
れ
と
さ
れ
る
上
方
女
性
の
容
姿
を
紹
介
し

た
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
模
様
」
の
言
葉
に
「
ふ
り
」
と
い
う
読
み
仮
名
を

つ
け
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
言
葉
に
は
、
た
ん
な
る
上
方
女
性
の
気
品
や

仕
草
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
京
女
が
好
ん
だ
衣
装
模
様
と
い
う
意
味
も
含
ん
で

い
る
。
ま
た
こ
こ
か
ら
、
こ
の
時
代
か
ら
す
で
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
発
信
地
は

江
戸
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
一
方
、
上
方
の
衣
装
は
、
上
品
で
優
雅
で
は

あ
る
が
ど
こ
と
な
く
古
ぼ
け
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
も
う
一
点
、
春
画
そ
の
も
の
が
極
彩
色
に
飾
り
立
て
る
目
的
で
描
か
れ

た
こ
と
を
示
す
記
述
を
紹
介
し
た
い
。
溪
斎
英
泉
は
春
画
『
閨
中
紀
聞

枕
文

庫
』（
文
政
五
年　

天
保
三
年

一
八
二
二　

一
八
三
二
）
の
序
文
で
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

　

　

世よ

に
行
お
こ
な
はる

ゝ
笑わ
ら

本い
ぼ
んハ

圖づ

工こ
う

が
筆ふ
で

の
は
た
ら
き
に
ま
か
せ
、
其そ
の

交ま
じ

合わ
り

の

状か
た
ち

新あ
た
らし

き
を
�え
ら
み、

丹た
ん

青せ
い

の
彩
い
ろ
ど
りを

美び

を
尽つ
く

し
、
閲
け
み
す
る
も
の

者

春い
ろ
け情

を
催
も
よ
ほ
すこ

と
を
宗

と
せ
り

　　

こ
の
英
泉
の
記
述
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
江
戸
時
代
の
春
画
は
「
其そ
の

交ま
じ

合わ
り

の

状か
た
ち

新あ
た
らし

き
を
�え
ら
み」

す
な
わ
ち
色
事
の
新
し
い
方
法
を
紹
介
し
、「
丹た
ん

青せ
い

の
彩

い
ろ
ど
り 

を
美び

を
尽つ
く

し
」
て
美
し
く
飾
り
立
て
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
序
文
を
通
じ
て
、
浮
世
絵
師
た
ち
が
春
画
を
描
く
際
に
当
世
流
行

の
衣
装
模
様
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
は
色
事
の
描
出
に
お
い

て
も
、
性
愛
に
の
ぞ
む
主
人
公
た
ち
の
周
囲
を
か
ざ
る
衣
装
表
現
に
ま
で
気
配

り
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
春
画
表
現
の
デ
ィ
テ
ー
ル
の
深
さ
か
ら
、
江

戸
時
代
の
春
画
と
「
か
ざ
り
の
文
化
」
と
の
関
連
性
が
見
え
て
こ
よ
う
。

　　

春
画
と
雛
形
本

　

先
ほ
ど
、
菱
川
師
宣
の
春
画
『
ま
く
ら
絵
大
ぜ
ん
』
の
序
文
を
通
じ
て
、
当

時
の
春
画
が
新
た
な
流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
た
め
に
描
か
れ
た
こ
と

に
ふ
れ
た
。
と
は
い
え
、
江
戸
時
代
の
春
画
が
そ
の
役
割
を
全
面
的
に
担
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
庶
民
の
衣
生
活
の
先
導
役
を
担

っ
た
の
は
衣
装
模
様
の
図
案
を
描
い
た
「
雛
形
本
」
で
あ
る
。
と
く
に
こ
う
し

た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
情
報
誌
は
、
近
世
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
数
多
く
出
版
さ

れ
、
都
市
の
富
裕
町
人
を
中
心
に
彼
ら
の
服
飾
文
化
を
リ
ー
ド
し
て
い
っ
た
）
（（
（

。

　

た
だ
、
こ
う
し
た
「
雛
形
本
」
は
、
実
用
性
を
と
も
な
う
服
飾
デ
ザ
イ
ン
は

あ
ま
り
描
か
れ
ず
、
そ
の
多
く
は
実
際
に
衣
服
と
し
て
裁
縫
で
き
な
い
複
雑
な

模
様
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
「
雛
形
本
」
は
、
衣
装
模
様
を
通
じ
て
古

典
の
見
立
て
を
表
現
し
た
り
、
奇
抜
な
デ
ザ
イ
ン
で
洒
落
の
異
風
を
表
現
し
た

り
と
、
実
用
性
を
と
も
な
う
よ
り
も
、
見
た
目
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
を
優
先
す

る
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
も
「
雛
形
本
」
は
、
江
戸
時
代
の
「
か
ざ
り

文
化
」
を
支
え
る
支
柱
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
の
多
様
な
図
案
に
は
遊
び
心
を

ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
た
「
風
流
」
の
意
識
が
潜
ん
で
い
た
）
（（
（

。

　

そ
こ
で
、
江
戸
時
代
の
春
画
の
衣
装
表
現
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
ど
う
し
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て
も
避
け
ら
れ
な
い
の
が
、
同
時
代
に
描
か
れ
た
「
雛
形
本
」
と
の
関
連
性
で

あ
る
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
雛
形
本
の
模
様
図
案
と
春
画
の
衣
装
表
現

の
類
似
性
や
流
用
性
で
あ
り
、
春
画
の
衣
装
表
現
に
は
雛
形
本
の
デ
ザ
イ
ン
が

数
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
白
倉
敬
彦
氏

は
、
呉
服
屋
の
タ
イ
ア
ッ
プ
商
品
で
あ
っ
た
浮
世
絵
と
比
較
し
な
が
ら
春
画
に

も
同
じ
よ
う
な
機
能
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
当
世
流
行
の
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
と
の
結
び
つ
き
は
無
視
で
き
な
い
と
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
た
と
え
ば
江
戸
時
代
の
庶
民
の
あ
い
だ
で
流
行
し
た

「
柳
と
鞠
」
の
模
様
を
例
に
挙
げ
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
模
様
は
、
十
七
世

紀
後
半
の
雛
形
本
に
�
繁
に
描
か
れ
て
お
り
、
菱
川
師
宣
に
よ
る
雛
形
本
『
当

図２　川枝豊信『閨のくす玉』

図１　菱川師宣『当世早流雛形』

図３　宮川春水『百色初』

図４　西川祐信『情ひいな形』

（立命館大学アートリサーチセンター蔵）

世
早
流
雛
形
』（
天
和
四
年

一
六

八
四
）〔
図
１
〕
や
、
雛
形
本
『
友

禅
ひ
い
な
か
た
』（
貞
享
五
年

一

六
八
八
）
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
一
方
、
こ
の
「
柳
と
鞠
」

の
模
様
は
春
画
の
衣
装
表
現
に
も

�
繁
に
描
か
れ
て
お
り
、
た
と
え

ば
、
川
枝
豊
信
の
春
本
『
閨
の
く

す
玉
』（
享
保
十
二
年

一
七
二

七
）〔
図
２
〕
や
宮
川
春
水
の
春

本
『
百
色
初
』（
宝
暦
十
二
年

一



151

春画と衣装

七
六
二
）〔
図
３
〕
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
春

画
と
先
の
雛
形
本
の
刊
行
年
と
の
あ
い
だ
に
は
数
十
年
の

隔
た
り
が
あ
る
も
の
の
、
雛
形
本
で
紹
介
さ
れ
た
新
し
い

デ
ザ
イ
ン
が
ゆ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
市
井
へ
と
浸
透

し
、
そ
れ
を
春
画
が
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
同
じ
模
様
の
描
出
の
タ
イ
ム
ラ
グ
に
こ
そ
、

こ
の
模
様
が
世
俗
で
流
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
面
白
い
こ
と
に
、
春
画
で
は
、
こ
の
模
様
が
色

事
を
連
想
さ
せ
る
記
号
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
西
川
祐

信
に
よ
る
春
本
『
情
ひ
い
な
形
』（
正
徳
二
年

一
七
一

二
）
の
冒
頭
に
は
、「
柳
と
鞠
」
の
小
袖
模
様
が
雛
形
本

の
型
式
を
そ
の
ま
ま
転
用
し
た
か
た
ち
で
描
か
れ
て
い
る

が
〔
図
４
〕、
そ
の
模
様
に
狂
歌
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、

「
も模

様
や
う
は
思
は
く
に
ひ
つ
た
り
と

し
だ
り
柳や
な
ぎに

鞠ま
り

は

づ
み
の
よ
い
手
く
だ
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
歌
は
、
柳

の
ま
わ
り
で
「
弾
む
鞠
」
を
色
事
の
場
面
に
見
立
て
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
雛
形
本
に
多
く
描
か
れ
た
「
柳
と
鞠
」

の
模
様
が
、
春
画
の
舞
台
で
は
男
女
の
交
わ
り
を
示
す
記

号
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
春
画
と
雛
形
本
を
つ
な
ぐ
衣
装
模
様
は
、
ほ

か
に
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
菱
川
師
宣
の

図７　西川祐信『和楽色納戸』 図５　菱川師宣『まくら絵大ぜん』

図６　『新板小袖御ひいなかた』図８　西川祐信『正徳雛形』
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『
ま
く
ら
絵
大
ぜ
ん
』
の
な
か
に
、
六
月
土
用
干
し
の
最
中
に
、
そ
こ
の
女
房

が
昼
中
か
ら
裸
で
若
衆
と
む
つ
み
合
い
、
干
し
た
「
さ
く
ら
川
」
の
模
様
に
心

を
よ
せ
て
互
い
に
歌
を
詠
む
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
５
〕。
本
図
に
は
、

衣
桁
に
つ
る
し
下
げ
ら
れ
た
「
さ
く
ら
川
」
の
小
袖
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
模
様
が
雛
形
本
『
新
板
小
袖
御
ひ
い
な
か
た
』

〔
図
６
〕
に
描
か
れ
て
い
る
。
双
方
の
版
本
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
て
い

る
た
め
、
当
時
「
さ
く
ら
川
」
の
小
袖
模
様
が
流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
西
川
祐
信
の
春
本
『
和
楽
色
納
戸
』（
享
保
二
年

一
七
一
七
）

〔
図
７
〕
で
は
、「
か
す
み
梅
」
の
小
袖
を
着
た
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
同

じ
衣
装
模
様
が
同
絵
師
に
よ
る
雛
形
本
『
正
徳
雛
形
』（
正
徳
三
年

一
七
一

三
）〔
図
８
〕
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
み
て
い
く
と
、
春
画
と
雛
形
本
の
類
似
性
は
意
外
と
多
く
存
在
し
、

双
方
の
刊
行
年
も
等
し
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
し
た
衣
装
デ
ザ
イ
ン
が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
代
の
流
行
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
春
画
を
描
い
た
絵
師
の
な
か
で
、
同
時
に
雛
形
本
ま
で
描
い
て
い
る

絵
師
は
意
外
に
少
な
い
。
人
物
描
写
を
得
意
と
し
た
浮
世
絵
師
が
図
案
集
の
雛

形
本
に
筆
を
と
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
菱
川
師
宣
と
西
川

祐
信
が
春
画
と
雛
形
本
の
双
方
を
描
い
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
ふ
た
り

の
絵
師
に
絞
っ
て
、
春
画
と
雛
形
本
に
描
か
れ
た
衣
装
模
様
の
類
似
性
に
着
目

し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
は
菱
川
師
宣
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
絵
師
は
若
い
こ
ろ
縫
箔
師
と

し
て
江
戸
で
業
を
な
し
、
染
織
品
に
刺
繡
や
摺
箔
を
ほ
ど
こ
す
職
人
で
あ
っ
た
）
（（
（

。

そ
の
た
め
、
浮
世
絵
師
と
し
て
一
家
を
な
し
た
あ
と
も
、
浮
世
絵
の
衣
装
表
現

に
つ
い
て
は
と
く
に
気
を
つ
か
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
師
宣
は

『
小
袖
の
姿
見
』（
天
和
二
年

一
六
八
二
）
と
『
当
世
早
流
雛
形
』（
天
和
四
年

一
六
八
四
）
の
二
つ
の
雛
形
本
を
刊
行
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
絵
師
の
春
画
に

お
い
て
は
、
衣
桁
の
小
袖
模
様
や
掻
い
巻
き
の
柄
模
様
な
ど
、
人
物
の
衣
装
以

外
の
装
飾
描
写
も
多
種
多
様
で
あ
り
、
男
女
の
交
わ
り
を
彩
る
布
面
の
か
ざ
り

で
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
は
ま
ず
は
、
師
宣
が
描
い
た
「
雲
形
に
丸
六
曜
」
の
模
様
に
着
目
し
、

春
画
と
雛
形
本
の
類
似
性
を
検
証
し
て
み
た
い
。
こ
の
模
様
は
、
雛
形
本
『
小

袖
の
姿
見
』
で
は
、
女
性
の
立
ち
姿
の
背
面
を
か
ざ
る
衣
装
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
〔
図
９
〕。
一
方
、
同
様
の
模
様
が
、
師
宣
の
春
画
『
好
色
花
の
盃
』（
貞

享
四
年

一
六
八
七
）
に
も
見
ら
れ
、
奥
座
敷
で
殿
方
が
腰
元
に
仕
掛
け
る
場
面

に
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
模
様
は
菱
川

師
宣
に
よ
る
絵
本
『
岩
木
絵
つ
く
し
』（
天
和
三
年

一
六
八
三
）
の
な
か
に
も

描
か
れ
て
お
り
〔
図
（（
〕、
同
じ
「
雲
形
に
丸
六
曜
」
の
模
様
が
、
同
時
代
の

雛
形
本
、
春
画
、
絵
本
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
例
は
ほ
か
に
も
い
く
つ

か
み
ら
れ
、
た
と
え
ば
「
渦
」
の
模
様
は
、
菱
川
師
宣
の
雛
形
本
『
小
袖
の
姿

見
』〔
図
（（
〕、
春
画
『
好
色
花
の
盃
』〔
図
（（
〕、
絵
本
『
岩
木
絵
つ
く
し
』〔
図

（（
〕
に
描
か
れ
て
い
る
。
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図９　菱川師宣『小袖の姿見』

図12　菱川師宣『小袖の姿見』

図10　菱川師宣『好色花の盃』

図11　菱川師宣『岩木絵つくし』

図13　菱川師宣『好色花の盃』図14　菱川師宣『岩木絵つくし』
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な
お
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
菱
川
師
宣
の
二
つ
の
雛
形
本
『
小
袖
の
姿

見
』
と
『
当
世
早
流
雛
形
』
は
同
じ
版
元
　

形
屋
か
ら
出
版
さ
れ
て
お
り
、
さ

ら
に
春
画
『
好
色
花
の
盃
』、
絵
本
『
岩
木
絵
つ
く
し
』
も
共
に
　

形
屋
か
ら

出
版
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
同
じ
模
様
が
描
か
れ
た
雛
形
本
、
春
画
、

絵
本
が
す
べ
て
同
じ
版
元
か
ら
出
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
絵
を
す
べ
て
菱

川
師
宣
が
描
い
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、「
雪
輪
」
の
模
様
な
ど
に
も
同
じ
よ
う

な
例
が
み
ら
れ
る
。
同
一
の
模
様
が
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
た
が
っ
て
描
か
れ

る
の
は
偶
然
と
は
い
え
ず
、
そ
こ
に
は
有
名
絵
師
菱
川
師
宣
と
大
手
版
元
　

形

屋
三
左
衛
門
が
組
ん
で
新
た
な
流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
広
報
的
意
図

が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

　

ま
た
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
西
川
祐
信
に
も
い
え
る
。
こ
の
上
方
絵
師
は
、

『
正
徳
雛
形
』（
正
徳
三
年

一
七
一
三
）
と
『
西
川
ひ
な
形
』（
享
保
三
年

一
七

一
八
）
の
二
つ
の
雛
形
本
を
世
に
出
し
て
い
る
。
雛
形
本
は
江
戸
時
代
を
通
じ

て
お
も
に
上
方
で
出
版
さ
れ
、
こ
う
し
た
衣
装
の
デ
ザ
イ
ン
集
は
基
本
的
に
上

方
文
化
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
）
（（
（

。
そ
こ
で
西
川
祐
信
も
、
同
じ
模
様
を
雛
形

本
、
春
画
、
絵
本
に
描
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
水
葵
」
の
模
様
に
注
目
す
る

な
ら
ば
、
ま
ず
雛
形
本
『
正
徳
雛
形
』
に
は
背
面
の
小
袖
図
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
〔
図
（（
〕。
一
方
、
祐
信
の
春
本
『
濡
姿
逢
初
川
』（
享
保
七
年

一
七
二

二
）
で
は
、
こ
の
模
様
の
衣
装
を
着
た
女
性
が
踊
り
場
で
若
い
男
に
仕
掛
け
ら

れ
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。
さ
ら
に
、
祐
信
の
絵
本
『
百
人

女
郎
品
定
』（
享
保
八
年

一
七
二
三
）
で
は
、
豆
腐
茶
屋
の
店
先
で
「
水
葵
」

図16　西川祐信『濡姿逢初川』

図15　西川祐信『正徳雛形』

図17　西川祐信『百人女郎品定』
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の
衣
装
を
着
た
使
役
娘
が
描
か
れ
て
い
る
）
（（
（

〔
図
（（
〕。
こ
う
し
た
例
は
ほ
か
に

も
い
く
つ
か
見
ら
れ
、
た
と
え
ば
「
梅
と
石
懸
け
」
の
模
様
は
、
雛
形
本
『
正

徳
雛
形
』〔
図
（（
〕、
春
本
『
風
流
色
図
法
師
』（
正
徳
四
年

一
七
一
四
）〔
図
（（
〕、

絵
本
『
百
人
女
郎
品
定
』〔
図
（（
〕
に
描
か
れ
て
い
る
）
（（
（

。
ま
た
興
味
深
い
こ
と

に
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
版
本
が
「
八
文
字
屋
」
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
上
方
に
お
い
て
も
、
有
名
絵
師
西
川
祐
信
と
大
手
版
元
八
文
字
屋

八
左
衛
門
が
組
み
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
か
ら
市
井
の
流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
リ
ー

ド
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
春
画
に
衣
装
が
描
か
れ
た
理
由

を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
模
様
は
「
雛
形
本
」
や
「
絵

本
」
と
の
類
似
性
か
ら
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
メ
デ
ィ
ア
書
誌
と
同
じ
文
脈
で
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
春
画
に
お
い
て
も
、
当
世
は
や
り
の
小
袖

模
様
を
先
取
り
し
て
描
く
こ
と
で
、
時
代
の
流
行
を
つ
く
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌

と
し
て
の
機
能
を
は
た
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
で
な
け
れ
ば
、
雛
形
本
や
絵

本
に
描
か
れ
た
衣
装
模
様
が
、
あ
く
ま
で
も
裸
体
を
基
本
と
す
る
性
交
図
に
描

き
加
え
ら
れ
る
理
由
が
見
つ
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
当
時
の
春
画
の
読
み
手
は
、

男
女
の
性
交
図
の
み
に
注
視
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
周
辺
に
描
か
れ
た

衣
装
模
様
に
ま
で
し
っ
か
り
と
目
を
配
り
、
そ
こ
か
ら
世
相
で
は
や
る
流
行
フ

ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
読
み
取
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

図19　西川祐信『風流色図法師』

図18　西川祐信『正徳雛形』図20　西川祐信『百人女郎品定』
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雛
形
本
を
趣
向
に
し
た
春
画

　

と
こ
ろ
で
、
春
画
の
な
か
に
は
「
雛
形
本
」
そ
の
も
の
を
趣
向
と
し
て
扱
っ

た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
最
も
代
表
的
な
も
の
が
、
奥
村
政
信
に
よ
る
『
粟
島
雛

形
染
』（
寛
保
三
年

一
七
四
三
）
で
あ
る
〔
図
（（
〕。
こ
の
春
画
は
、
男
女
の
性

交
図
に
添
え
て
小
袖
の
背
面
図
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
図
案
と
同
じ
模
様
の

衣
装
を
着
た
女
性
が
戯
れ
て
い
る
。
雛
形
本
の
形
式
を
そ
の
ま
ま
性
表
現
に
パ

ロ
デ
ィ
化
し
た
も
の
で
、
奥
村
政
信
ら
し
い
奇
抜
な
趣
向
に
充
ち
た
春
画
で
あ

る
）
（（
（

。

　

ま
た
奥
村
政
信
と
い
え
ば
、
も
う
ひ
と
つ
雛
形
本
に
関
わ
る
春
画
を
描
い
て

い
る
。『
染
色
の
や
ま
・
閨
の
雛
形
』（
寛
保
二
年

一
七
四
二
）
で
あ
る
。
こ
の

春
画
は
、
大
判
版
画
の
十
二
枚
組
物
か
ら
な
り
、「
漆
絵
」
と
呼
ば
れ
る
彩
色

方
法
が
用
い
ら
れ
、
政
信
の
最
晩
期
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
春
画
は

雛
形
本
の
形
式
を
直
接
転
用
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
年
の
月
数
を
そ
れ
ぞ
れ

十
二
枚
の
版
画
に
あ
て
は
め
た
形
式
で
描
か
れ
て
お
り
、
絵
の
な
か
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
月
に
関
わ
る
狂
句
が
書
き
加
え
ら
れ
、
月
の
歳
事
に
ち
な
ん
だ
風
景

が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
春
画
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
は
、
絵
の
テ
ー
マ
で
あ

る
「
歳
事
」
と
人
物
の
衣
装
表
現
が
象
徴
的
に
関
連
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
第
十
図
の
「
神
無
月
」
で
は
、
縁
側
で
月
見
を
し
て
い
る
男
女
が
色

事
を
た
の
し
む
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
月
に
愧ハ
ヂ

芋
齟く
ふ

口
を
す
ぼ
め

け
り
」
の
狂
句
が
添
え
ら
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕
本
図
に
は
流
水
の
庭
先
に
は
紅

葉
が
描
か
れ
、
十
月
の
テ
ー
マ
に
ふ
さ
わ
し
い
晩
秋
の
風
景
を
表
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
照
さ
せ
る
か
た
ち
で
女

性
の
衣
装
に
は
秋
を
感
じ
さ
せ
る

「
光
琳
菊
」
の
模
様
が
描
か
れ
て

い
る
。
春
画
で
は
、
こ
う
し
た
衣

装
模
様
を
通
じ
て
季
節
感
を
表
現

す
る
方
法
は
よ
く
用
い
ら
れ
、
絵

師
は
画
中
の
何
気
な
い
事
物
や
装

飾
に
ま
で
絵
を
読
み
解
く
仕
掛
け

を
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、
雛
形
本
と
は

関
係
な
い
が
、
人
物
の
衣
装
の
草

花
模
様
か
ら
連
想
さ
れ
る
性
交
画

を
描
い
た
春
画
が
あ
る
。
小
松
屋

百
亀
の
『
枕
入
秘
曲

活
花
二
人

契
子
』（
明
和
六
年

一
七
六
九
）

が
そ
れ
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
か
の
こ
ゆ
り
」

と
題
し
た
絵
で
は
、
縁
側
で
居
眠

り
を
し
て
い
る
若
い
男
に
、「
か

の
こ
ゆ
り
」
の
振
袖
を
着
た
娘
が

「
目
の
さ
め
ぬ
う
ち
に
は
や
く
い

図21　奥村政信『粟島雛形染』
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れ
た
い
」
と
言
い
な
が
ら
上
か
ら
仕
掛
け
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る

〔
図
（（
〕。
ま
た
「
鉄
線
に
な
で
し
こ
」
と
題
し
た
絵
で
は
、「
鉄
線
」
の

家
紋
の
入
っ
た
衣
装
を
身
に
つ
け
た
三
味
線
の
師
匠
が
、
�
古
中
に
「
撫

子
」
の
振
袖
を
着
た
弟
子
の
娘
に
手
を
出
す
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図

（（
〕。
ほ
か
に
も
「
面
高
」「
姥
桜
」「
朝
顔
」「
牡
丹
」
な
ど
の
画
題
が
み

ら
れ
、
草
花
の
モ
チ
ー
フ
と
人
物
の
衣
装
模
様
が
関
連
づ
け
て
描
か
れ
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
草
花
を
画
趣
と
し
た
春
画
は
、
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
存
在
す

る
。
古
い
も
の
で
い
え
ば
、
十
六
世
紀
に
長
谷
川
派
の
絵
師
が
描
い
た
肉

筆
春
画
『
花
園
春
画
絵
巻
』
で
は
、
男
女
の
性
交
図
と
四
季
の
草
花
が
交

互
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
衣
装
表
現
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
が
、

も
っ
ぱ
ら
裸
体
の
男
女
が
咲
き
乱
れ
る
草
花
の
は
ざ
ま
で
戯
れ
て
い
る
。

ま
た
、
草
花
の
間
に
男
女
の
性
交
図
を
描
い
た
浮
世
絵
春
画
と
い
え
ば
、

菱
川
師
宣
の
『
花
の
木
ま
く
ら
』（
天
和
二
年

一
六
八
二
）
で
あ
る
。
こ

の
春
画
に
は
、
衣
装
表
現
も
み
ら
れ
、
絵
に
添
え
ら
れ
た
詞
書
き
に
は
画

題
の
草
花
に
ち
な
ん
だ
色
事
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
記
さ
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。

そ
の
ほ
か
同
種
の
形
式
の
春
画
は
、
杉
村
治
兵
衛
の
『
恋
の
草
花
』（
貞

享
二
年

一
六
八
五
）
や
、
月
岡
雪
鼎
の
『
四
季
画
巻
』（
明
和
後
期

一
七

六
八　

一
七
七
二
）
な
ど
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
小
松
屋
百
亀
は
『
枕
入
秘

曲

活
花
二
人
契
子
』
に
お
い
て
、
こ
の
形
式
を
応
用
し
、
画
題
で
あ
る

草
花
の
描
写
を
衣
装
模
様
で
見
立
て
た
新
た
な
趣
向
を
生
み
出
し
た
に
ち

図22　奥村政信『染色のやま・閨の雛形』図23　小松屋百亀『枕入秘曲　活花二人契子』

図24　小松屋百亀『枕入秘曲　活花二人契子』図25　菱川師宣『花の木まくら』
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が
い
な
い
。

三　

春
画
の
衣
装
と
模
様

　

春
画
の
衣
装
模
様
と
流
行

　

そ
れ
で
は
、
江
戸
時
代
の
春
画
に
は
実
際
ど
の
よ
う
な
模
様
が
描
か
れ
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
以
下
、
菱
川
師
宣
か
ら
喜
多
川
歌
麿
ま
で
の
作
品　

十
八
世
紀
に
刊
行
さ
れ
た
春
画
を
中
心
に　

に
描
か
れ
た
衣
装
模
様
の
種
類
別

の
年
代
統
計
の
結
果
を
報
告
し
た
い
。
た
だ
、
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
模
様
の

種
類
は
膨
大
な
数
に
及
ぶ
た
め
、
こ
こ
で
は
と
く
に
多
く
描
か
れ
た
模
様
に
限

っ
て
、
そ
の
数
量
を
数
え
て
み
た
。
ま
た
、
春
画
の
衣
装
表
現
が
ど
れ
だ
け
時

勢
の
流
行
に
影
響
を
受
け
て
き
た
の
か
を
知
る
た
め
に
、
総
体
の
数
量
を
年
代

順
に
並
べ
替
え
、
さ
ら
に
そ
れ
を
三
十
年
間
隔
の
ス
パ
ン
に
区
切
っ
た
画
数
を

表２　（（世紀の春画（画数）　年代別統計表

（（（（

（0（

（（（

（（（

（（（（ （（（（（（（（（（（（（（（（

（（（（

（（（

（（（（-（（（（

（（（（-（（（（

（（（（年以前

（（（（-（（（（

（（（（年以降

表３　（（世紀の春画　桜模様（男女）

（（（

（（

（（

（（

（（（（（（（（（（（（

（（

（（

（（（（-（（（（

（（（（-（（（（

（（（（年以前

（（（（-（（（（

（（（（年以降

表１　（（世紀の春画　着衣画の比率

着衣－男着、女着

着衣－男着、女裸

着衣－男裸、女着

着衣－男裸、男着

着衣－女裸、女着

着衣－男裸、女裸

（％
（％

（％
（％

（（％

（（％



159

春画と衣装

出
し
て
み
た
。

　

な
お
、
対
象
と
す
る
資
料
は
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
春
画
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
用
い
た
。
そ
の
中
か
ら
、
十
八
世
紀
に
活
躍
し
た
浮
世
絵
師
二

十
五
名
を
対
象
に
、
ひ
と
り
の
絵
師
に
対
し
て
約
五
作
品
ず
つ
を
目
安
に
取
り

上
げ
、
全
部
で
約
二
千
五
百
図
の
衣
装
模
様
の
統
計
を
試
み
た(（（

(

。
そ
の
結
果
、

春
画
に
お
け
る
着
衣
の
比
率
は
【
表
１
】
に
な
っ
た
。
ま
た
、
統
計
の
対
象
作

品
の
年
代
別
画
数
は
【
表
２
】
で
あ
り
、
一
枚
の
図
の
年
代
判
定
は
そ
の
作
品

の
刊
行
年
に
由
来
し
、
絵
の
な
か
の
性
交
を
行
う
男
女
に
限
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
衣
装
模
様
の
種
類
を
拾
い
上
げ
た
。

　
［
桜
］

　

ま
ず
は
「
桜
」
の
模
様
に
つ
い
て
で
あ
る
。
春
画
の
衣
装
模
様
の
な
か
で

「
桜
」
の
模
様
が
最
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、「
桜
」
に
関
す
る

模
様　

桜
の
家
紋
も
含
む　

は
約
二
千
五
百
図
の
内
で
二
百
十
八
図
（
男
女
合

わ
せ
た
総
数
）
に
描
か
れ
て
い
た
。
単
純
計
算
す
れ
ば
、
十
図
に
一
図
の
割
合

で
「
桜
」
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
二
百
十
八
図

を
年
代
順
に
並
べ
替
え
て
み
る
と
【
表
３
】
の
よ
う
に
な
る
。

　

こ
の
グ
ラ
フ
か
ら
、
春
画
で
は
「
桜
」
の
模
様
は
一
七
三
〇
年
以
前
に
も
か

な
り
の
数
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
総
量
の
約
半
分
が
一
七
三
〇
年

以
前
に
描
か
れ
て
い
る
。
統
計
の
対
象
作
品
の
年
代
別
画
数
【
表
２
】
と
比
較

し
て
み
て
も
、
一
七
三
〇
年
以
前
は
対
象
画
数
が
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
桜
」
の
模
様
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
年
代
で
の
桜
模
様

の
割
合
は
か
な
り
高
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
一
七
三
一　

六
〇
年
の
三
十
年
間

は
そ
の
数
を
急
激
に
減
ら
し
、
そ
の
後
、
ふ
た
た
び
盛
況
を
取
り
戻
す
と
い
う

傾
向
が
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
春
画
で
は
、「
桜
」
の
模
様
は
、
十
八
世

紀
を
通
し
て
つ
ね
に
描
か
れ
て
お
り
、
と
く
に
浮
世
絵
春
画
の
黎
明
期
か
ら
描

か
れ
続
け
た
定
番
の
衣
装
模
様
と
い
え
よ
う
。

　
［
鹿
子
］

　

次
に
、「
鹿
子
」
の
模
様
に
注
目
し
て
み
た
い
。「
鹿
子
」
と
は
、
絞
り
染
め

の
染
色
方
法
で
描
か
れ
た
模
様
の
こ
と
で
、
鹿
の
斑
点
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら

鹿
子
絞
り
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
ま
た
古
代
で
は
目
染
、
中
世
で
は
目
結
と
呼
ば

れ
て
い
た
。
こ
の
模
様
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
た
い
へ
ん
人
気
が
あ
り
、
総
鹿

子
の
小
袖
な
ど
は
贅
を
尽
く
し
た
衣
装
で
あ
っ
た
た
め
に
、
天
和
三
年
（
一
六

八
三
）
に
こ
れ
を
取
り
締
ま
る
禁
止
法
ま
で
発
せ
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
春
画
の

な
か
に
も
こ
の
絞
り
模
様
は
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
お
も
に
女
性
の
衣
装

に
用
い
ら
れ
て
お
り
〔
図
（（
〕、
一
方
、
男
性
の
衣
装
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら

れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
女
性
の
衣
装
に
限
っ
て
「
鹿
子
」
模
様

　

鹿
子
の
部
分
模
様
も
含
む　

の
画
数
を
調
べ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
模

様
の
総
数
は
百
三
十
三
図
で
あ
り
、
グ
ラ
フ
に
ま
と
め
る
と
【
表
４
】
の
よ
う

に
な
る
。
春
画
で
は
、
鹿
子
模
様
は
明
和
、
安
永
、
天
明
期
に
圧
倒
的
な
数
が

描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
年
代
は
ほ
ぼ
同
じ
数
量
で
あ
る
。
ま
た
『
反
古

染
』（
近
世
後
期
）
の
「
明
和
の
頃
、
惣
鹿
子
、
緋
鹿
の
子
、
古
手
返
し
」
が

流
行
る
と
い
う
記
述
）
（（
（

を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
春
画
の
衣
装
表
現
が
明
和
期
に
流
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行
し
た
鹿
子
模
様
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
江
戸
前

期
の
時
代
に
は
、
鹿
子
の
紋
所
は
「
風
流
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、

『
色
道
大
鏡
』（
延
宝
六
年

一
六
七
八
）
に
「
鹿か
の

子こ

紋も
ん

所ど
こ
ろ

風ふ
う

流り
う

な
り
、
自し

然ぜ
ん

に
着
ち
や
く

す
べ
し
。
鹿か
の

子こ

の
小こ

ち
ら
し
、
又
お
か
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。

　
［
光
琳
模
様
］

　

次
に
「
光
琳
模
様
」
に
注
目
し
て
み
た
い
。
光
琳
模
様
と
は
、
梅
、
松
、
菊
、

桐
な
ど
の
表
象
の
細
部
を
大
胆
に
省
略
し
、
そ
れ
ら
の
形
を
肥
痩
な
描
線
で
抽

象
的
に
と
ら
え
た
模
様
で
あ
る
。
こ
の
模
様
は
、
雛
形
本
に
数
多
く
描
か
れ
た

こ
と
か
ら
、
正
徳
期
か
ら
元
文
期
（
十
八
世
紀
前
半
）
に
か
け
て
町
人
女
性
を

中
心
に
流
行
し
始
め
た
）
（（
（

。
こ
の
模
様
は
春
画
に
も
数
多
く
見
ら
れ
、
お
も
に
女

性
の
衣
装
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
女
性
の
衣
装
に
限
っ
て
光
琳
模
様　

菊
、

梅
、
松
な
ど
す
べ
て
の
モ
チ
ー
フ
を
含
め
た
も
の　

の
数
を
調
べ
て
み
た
。
こ

表５　（（世紀の春画　光琳模様（女性のみ）

（（

（（

（

0

（（ （（（（（（（（（

（（

0

（（（（-（（（（

（（（（-（（（（

（（（（年以前

（（（（-（（（（

（（（（年以降

（（

図26　月岡雪鼎『女貞訓下所文庫』

表４　（（世紀の春画　鹿子模様（女性のみ）

（（（

（（

（（

（

（（ （（（（（（（（（（

（（

（（

（（（（-（（（（

（（（（-（（（（

（（（（年以前

（（（（-（（（（

（（（（年以降

（（（
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の
模
様
の
総
数
は
六
十
三
図
で
あ
り
、
グ
ラ
フ
に
す
る
と
【
表
５
】
の
よ
う
に

な
る
。
こ
こ
か
ら
春
画
で
の
光
琳
模
様
は
一
七
三
〇
年
以
降
か
ら
し
だ
い
に
増

え
始
め
、
明
和
、
安
永
、
天
明
期
頃
に
数
多
く
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
む

ろ
ん
、
こ
の
模
様
は
一
七
〇
〇
年
以
前
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
模

様
は
ち
ょ
う
ど
元
禄
期
か
ら
雛
形
本
に
描
か
れ
始
め
、
享
保
期
（
一
七
二
〇
年

代
）
に
一
大
ブ
ー
ム
が
沸
き
起
こ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
春
画
に
こ
の
流
行
が
反

映
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
模
様
が
一
七
三
〇
年
以
降
の
絵
に
た
く
さ
ん

描
か
れ
て
い
る
の
は
当
然
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
［
石
畳
］

　

も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
は
「
石
畳
」
の
模
様
で
あ
る
。
こ
の
模
様
は
二
色

タ
イ
ル
を
交
互
に
並
べ
た
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
を
し
て
お
り
、
別
名
「
市
松
模

様
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
歌
舞
伎
役
者
の
初
代
佐
野
川
市
松
が
寛
保
元
年
（
一

七
四
一
）
に
歌
舞
伎
『
高
野
心
中
』
で
大
当
た
り
を
と
っ
た
際
に
、
こ
の
模
様

の
衣
装
を
着
て
い
た
こ
と
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
石
畳
」
の

模
様
は
か
な
り
古
く
か
ら
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
歌
舞
伎
の
影
響
が
流
行
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
人
び
と
に
長
く
愛
用
さ
れ

た
模
様
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
春
画
で
は
、
こ
の
模
様
は
そ
れ
ほ

ど
�
繁
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
歌
舞
伎
の
趣
向
を
用
い
た
春
画
を
数
多
く

手
が
け
た
奥
村
政
信
が
と
く
に
好
ん
で
描
い
た
〔
図
（（
〕。
十
八
世
紀
の
春
画

に
お
け
る
石
畳
模
様
の
総
数
は
三
十
五
図　

男
女
合
わ
せ
た
総
数　

で
あ
り
、

全
体
的
に
や
や
少
な
い
も
の
の
、
グ
ラ
フ
に
す
る
と
【
表
６
】
の
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
か
ら
こ
の
模
様
が
、
一
七
三
一　

一
七
六
〇
年
代
に
集
中
し
て
描
か
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
初
代
佐
野
川
市
松
が
石
畳
の
衣
装
で
大
当
た
り

を
と
っ
た
時
期
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
お
り
、
春
画
が
そ
の
よ
う
な
世
俗
の
流
行
を

敏
感
に
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
［
縞
］

　

最
後
に
「
縞
」
の
模
様
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
江
戸
時
代
の
縞
模
様
は
、

前
期
ま
で
は
横
縞
が
主
流
で
、
縦
縞
は
遊
女
の
衣
装
に
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
あ

っ
た
。
そ
も
そ
も
縞
の
織
物
は
庶
民
の
も
の
で
あ
り
、
身
分
の
高
い
者
は
こ
の

模
様
の
衣
装
を
身
に
つ
け
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
中
期
を
過
ぎ
る
頃
に

な
る
と
、「
千
筋
」
や
「
よ
ろ
け
縞
」
な
ど
多
様
な
デ
ザ
イ
ン
が
登
場
し
、
身

分
を
越
え
て
愛
用
さ
れ
る
模
様
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
春
画
の
衣
装
表
現
に
も
、

じ
つ
に
多
様
な
縞
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。
し
か
も
、
縞
模
様
は
男

女
問
わ
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
回
は
男
女
別
に
わ
け
て
集
計
し
て
み

た
。
ま
ず
男
性
の
縞
模
様
の
総
数
は
四
百
五
十
一
図　

縞
、
筋
、
格
子
の
模
様

を
含
む　

で
あ
り
、
グ
ラ
フ
に
す
る
と
【
表
７
】
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
、

男
性
の
縞
模
様
は
明
和
、
安
永
、
天
明
期
の
画
図
に
圧
倒
的
に
多
く
描
か
れ
て

い
る
。
ま
た
、
一
七
〇
〇
年
以
前
の
春
画
に
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
こ

と
も
わ
か
る
。
一
方
、
女
性
の
縞
模
様
の
総
数
は
百
二
十
三
図　

縞
、
筋
、
格

子
の
模
様
を
含
む　

で
あ
り
、
グ
ラ
フ
に
す
る
と
【
表
８
】
の
よ
う
に
な
る
。

女
性
の
縞
模
様
は
男
性
に
比
べ
る
と
総
数
が
約
四
分
の
一
で
あ
る
た
め
、
春
画

に
限
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
模
様
は
男
性
の
衣
装
を
中
心
に
描
か
れ
た
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紋
・
菊
多
摺
、
そ
の
外
織
島
さ
ま
〴
〵
大
か
た
此
頃
迄
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
う
し
た
文
献
資
料
か
ら
も
、
安
永
、
天
明
期
頃
に
世
俗
で
縞
模
様
が
流
行
っ

て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
春
画
に
描
か
れ
た
模
様
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
春
画
の
衣
装

表
現
は
と
に
か
く
多
種
多
様
で
あ
り
、
ほ
か
に
も
「
井
枡
絣
」「
紗
綾
形
」「
観

世
水
」
な
ど
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

表７　（（世紀の春画　縞模様（男性のみ）

（（（

（（

（（

（

（（（ （（（（（（（（（（（（（

（（（
（（

（（（（-（（（（

（（（（-（（（（

（（（（年以前

（（（（-（（（（
（（（（年以降

（（ （（（（（（（（（

表８　（（世紀の春画　縞模様（女性のみ）
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（（（（年以降

（（（

表６　（（世紀の春画　石畳模様（男女）

（（

（（

（

0

（（ （（（（（（（（

（

0

（（（（-（（（（

（（（（-（（（（

（（（（年以前

（（（（-（（（（

（（（（年以降

（（（（

と
い
え
よ
う
）
（（
（

。
も
っ
と
も
、
女
性
の
縞
模
様
を
年
代
別
に
見
れ
ば
、
各
年
代
の

描
写
割
合
は
男
性
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
つ
ま
り
縞
模
様
は
、
女
性
の
衣
装
に

関
し
て
も
明
和
、
安
永
、
天
明
期
に
圧
倒
的
に
多
く
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、『
嬉
遊
笑
覧
』（
文
政
十
三
年

一
八
三
〇
）
に
よ
れ
ば
、「
安
永
・
天
明

の
頃
は
、
身
は
ゞ
広
く
借
り
着
し
た
る
が
如
し
。
染
色
は
ひ
は
茶
・
青
茶
・
紫

と
び
也
。
小
紋
・
縞し
ま

さ
ま
〴
〵
」、
あ
る
い
は
「
安
永
・
天
明
に
は
、
青
茶
小



163

春画と衣装

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
グ
ラ
フ
か
ら
見
え
て
き
た
結
論
を
い
え
ば
、「
春
画

の
衣
装
模
様
」
と
「
時
勢
の
流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
は
切
り
離
し
て
考
え

る
こ
と
は
で
き
ず
、
前
者
と
後
者
の
相
互
関
係
の
な
か
で
春
画
に
様
々
な

模
様
が
描
か
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
）
（（
（

。

　

浮
世
絵
師
と
春
画
の
衣
装
模
様

　

そ
れ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師
は
春
画
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
模
様
を

好
ん
で
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
に
、
代
表
的
な
絵
師
に
絞
っ
て
、

そ
の
衣
装
表
現
の
傾
向
に
迫
っ
て
み
た
い
。

　
［
菱
川
師
宣
］

　

こ
の
絵
師
の
春
画
に
つ
い
て
は
総
数
二
百
四
十
五
図
を
分
析
対
象
と
し
）
（（
（

、

そ
の
な
か
で
性
交
を
行
う
男
女
に
限
っ
て
衣
装
の
模
様
を
抽
出
し
て
み
た
。

な
か
に
は
い
く
つ
か
の
裸
体
も
含
ま
れ
る
が
、
男
性
の
衣
装
で
最
も
多
か

っ
た
の
が
「
桜
」
の
模
様
で
あ
る
。「
桜
」
の
模
様　

桜
模
様
が
一
部
で

も
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
含
む　

は
二
十
三
図
に
描
か
れ
て
お
り
、
菱
川

師
宣
が
春
画
で
描
い
た
男
性
衣
装
の
約
一
割
に
「
桜
」
の
模
様
が
描
か
れ

て
い
る
。
ま
た
次
に
多
か
っ
た
模
様
は
「
六
曜
」
で
あ
る
。
こ
の
模
様
は

十
七
図
に
描
か
れ
て
お
り
、
師
宣
が
こ
の
意
匠
を
好
ん
で
描
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
さ
ら
に
そ
の
次
が
「
無
地
」
の
衣
装
で
十
図
に
描
か
れ
て
い
た
。

　

一
方
、
女
性
衣
装
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
菊
」
の
模
様　

一
部
で
も

菊
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
含
む　

で
あ
る
。
こ
の
模
様
は
三
十
三

図28　鈴木春信『風流艶色まねゑもん』

図27　奥村政信『善悪占仕形道成寺』
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図
に
描
か
れ
て
お
り
、
師
宣
の
春
画
の
女
性
た
ち
は
「
大
菊
」「
半
菊
」
と
さ

ま
ざ
ま
な
菊
模
様
で
彩
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
次
に
多
か
っ
た
の
は
「
桜
」
の
模

様
で
、
こ
ち
ら
は
二
十
八
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
ま
た
師
宣
の
描
く
女
性
衣
装

に
は
「
流
雲
」
の
模
様
も
多
く
み
ら
れ
、
二
十
二
図
に
描
か
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
菱
川
師
宣
は
春
画
の
な
か
で
は
男
女
を
通
じ
て
「
桜
」

「
菊
」
な
ど
世
相
に
流
布
し
た
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
模
様
を
描
い
て
き
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　
［
西
川
祐
信
］

　

西
川
祐
信
に
つ
い
て
は
、
先
と
同
じ
方
法
で
、
総
数
二
百
四
十
五
図
の
春
画

を
分
析
し
た
。
そ
こ
で
男
性
衣
装
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
縞
模
様
」
で
あ
る
。

こ
の
模
様
は
二
十
八
図
に
描
か
れ
て
お
り
、
祐
信
の
春
画
に
描
か
れ
た
男
性
衣

装
の
約
一
割
が
こ
の
模
様
で
彩
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
次
に
多
か
っ
た
の
が
「
菱

形
」
の
模
様
で
二
十
三
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
次
に
多
い
の
は
「
六
曜
」
の
模

様
で
、
十
四
図
に
描
か
れ
て
い
た
。

　

一
方
、
女
性
衣
装
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
桜
」
の
模
様　

桜
模
様
が
一
部

で
も
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
含
む　

で
あ
る
。
こ
の
模
様
は
三
十
五
図
に
描
か

れ
て
お
り
、
祐
信
の
春
画
に
描
か
れ
た
女
性
衣
装
の
約
一
割
が
こ
の
模
様
で
あ

る
。
そ
の
次
に
多
か
っ
た
の
が
「
梅
」
の
模
様
で
二
十
七
図
に
描
か
れ
て
い
た
。

そ
の
次
が
「
菊
」
の
模
様
で
十
六
図
に
描
か
れ
て
い
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
西
川
祐
信
の
春
画
で
は
、
男
性
衣
装
に
は
「
縞
」
や
「
菱
」

な
ど
の
抽
象
的
な
柄
模
様
が
多
く
、
一
方
、
女
性
衣
装
に
は
「
桜
」「
梅
」

「
菊
」
な
ど
の
花
模
様
が
多
く
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
先
ほ
ど
の

菱
川
師
宣
の
衣
装
表
現
と
比
べ
て
み
る
と
、
西
川
祐
信
の
衣
装
表
現
は
男
女
の

性
差
で
は
っ
き
り
と
模
様
が
区
別
さ
れ
て
お
り
、
も
し
か
す
る
と
当
時
の
上
方

で
は
、
男
性
は
縞
模
様
、
女
性
は
花
模
様
と
す
る
の
が
常
識
で
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
）
（（
（

。

　
［
奥
村
政
信
］

　

奥
村
政
信
に
つ
い
て
は
、
総
数
百
六
十
四
図
の
春
画
を
分
析
し
た
。
そ
こ
で

男
性
衣
装
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
縞
模
様
」　

筋
模
様
を
含
む　

で
あ
る
。

こ
の
模
様
は
三
十
一
図
に
の
ぼ
り
、
当
時
は
上
方
の
み
な
ら
ず
江
戸
に
お
い
て

も
「
縞
模
様
」
が
男
性
衣
装
の
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
図
柄
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
ま
た
そ
の
次
に
多
か
っ
た
の
が
「
石
畳
」
の
模
様　

石
畳
模
様
が
一
部

で
も
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
含
む　

で
あ
る
。
こ
の
模
様
は
二
十
六
図
に
も
お

よ
び
、
政
信
が
春
画
に
お
い
て
こ
の
模
様
を
と
く
に
好
ん
で
描
い
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
な
お
、
政
信
の
春
画
に
は
歌
舞
伎
の
演
目
な
ど
の
趣
向
を
用
い
た

絵
が
多
い
た
め
、
石
畳
模
様
の
衣
装
が
特
定
の
役
者
を
示
す
記
号
と
し
て
描
か

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
女
性
衣
装
に
関
し
て
は
、
全
体
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
、「
光

琳
菊
」
の
模
様
が
最
も
多
く
、
八
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
次
が
や
は
り

「
石
畳
」
の
模
様
で
、
七
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
奥
村
政
信
は
春

画
の
女
性
衣
装
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
ひ
と
つ
の
模
様
に
偏
る
の
で
は
な
く
、

「
光
琳
菊
」
や
「
石
畳
」
な
ど
市
井
の
流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
幅
広
く
取
り
入
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れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
［
勝
川
春
章
］

　

勝
川
春
章
の
衣
装
表
現
に
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
絵
師
の
春
画
に
つ
い

て
は
総
数
百
四
十
一
図
を
分
析
し
た
。
そ
こ
で
男
性
衣
装
で
最
も
多
か
っ
た
の

が
「
幾
何
模
様
」
で
あ
る
。
こ
の
模
様
は
細
か
い
柄
や
小
さ
な
意
匠
を
衣
装
全

体
に
散
ら
し
た
も
の
で
、
二
十
九
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
次
に
多
か
っ
た

の
が
「
縞
模
様
」
で
、
二
十
四
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、
春
章
は
春

画
の
男
性
衣
装
に
関
し
て
抽
象
的
な
柄
模
様
を
好
ん
で
描
い
た
と
い
え
る
。

　

一
方
、
女
性
衣
装
に
関
し
て
は
、
こ
ち
ら
も
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
、

「
裾
模
様
」
が
最
も
多
く
、
十
三
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
次
に
多
か
っ
た

の
が
「
無
地
」
の
模
様
で
、
十
一
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
春
章
は
春
画
の
女
性

衣
装
に
関
し
て
は
豪
華
で
大
胆
な
具
象
模
様
は
ほ
と
ん
ど
描
か
ず
に
、
意
匠
を

ほ
ど
こ
さ
な
い
ス
ト
イ
ッ
ク
な
衣
装
を
好
ん
で
描
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し

た
傾
向
は
、
菱
川
師
宣
が
好
ん
で
描
い
た
花
模
様
の
大
柄
衣
装
と
は
ま
る
で
正

反
対
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
度
の
飾
り
を
敬
遠
す
る
衣
装
表
現
は
、
春
章
の

好
み
に
も
よ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
は
別
に
幕
府
か
ら
幾
度
と
な
く
出
さ
れ
た

奢
侈
禁
止
令
を
経
た
時
代
の
成
り
行
き
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
［
北
尾
重
政
］

　

こ
の
絵
師
の
春
画
に
つ
い
て
は
総
数
二
百
五
図
を
分
析
し
た
。
そ
こ
で
男
性

衣
装
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
春
章
と
同
じ
く
「
幾
何
模
様
」
で
あ
っ
た
。
こ
の

模
様
は
七
十
三
図
に
お
よ
び
、
重
政
の
春
画
に
描
か
れ
た
男
性
衣
装
の
約
三
割

を
し
め
て
い
る
。
そ
の
次
に
多
か
っ
た
の
が
「
縞
模
様
」
で
、
二
十
四
図
に
描

か
れ
て
い
た
。

　

一
方
、
女
性
衣
装
に
関
し
て
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
具
象
模
様
が
数
多
く
描

か
れ
て
お
り
、
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
雪
持
ち
笹
」
の
模
様
で
あ
る
〔
図
（（
〕。

こ
の
模
様
は
全
体
の
十
四
図
に
み
ら
れ
、
重
政
の
好
き
な
模
様
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
の
次
に
多
か
っ
た
の
が
「
流
水
に
面
高
」
の
模
様
で
、
全
体
の

九
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
ほ
か
に
も
重
政
は
春
画
の
女
性
衣
装
に
「
撫
子
」

「
蝶
」「
紅
葉
」「
菊
」
な
ど
の
草
花
模
様
を
数
多
く
描
い
て
お
り
、
春
章
の
よ

う
な
ス
ト
イ
ッ
ク
な
女
性
衣
装
は
あ
ま
り
描
か
な
か
っ
た
。

　
［
喜
多
川
歌
麿
］

　

最
後
に
、
喜
多
川
歌
麿
に
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
絵
師
の
春
画
に
つ
い

て
は
、
総
数
百
四
十
九
図
を
分
析
し
た
。
そ
こ
で
男
性
衣
装
で
最
も
多
か
っ
た

の
が
「
縞
模
様
」
で
あ
り
、
四
十
七
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
そ
の
次
に
多
か
っ

た
の
が
「
幾
何
模
様
」
で
二
十
五
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
「
無
地
」
の

衣
装
が
十
三
図
に
描
か
れ
て
い
た
。
歌
麿
の
春
画
に
描
か
れ
た
男
性
衣
装
は
、

抽
象
模
様
を
中
心
に
シ
ン
プ
ル
な
柄
が
多
く
、「
縞
模
様
」
が
か
な
り
多
く
描

か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
、
女
性
衣
装
に
関
し
て
は
、「
無
地
」
の
衣
装
が
最
も
多
く
、
二
十
七

図
に
描
か
れ
て
い
た
。
ま
た
注
目
す
べ
き
は
、
歌
麿
は
春
画
の
な
か
で
「
絞
り

模
様
」
の
女
性
衣
装
を
た
く
さ
ん
描
い
て
い
る
。
と
く
に
「
麻
の
葉
絞
り
」
と

「
貝
絞
り
」
が
多
く
〔
図
（（
〕、
双
方
あ
わ
せ
て
十
九
図
に
描
か
れ
て
い
る
。
春
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画
に
お
い
て
絞
り
の
大
柄
模
様
を
こ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
描
い
た
絵
師
は
ほ
か
に

お
ら
ず
、
白
地
の
浴
衣
に
紫
色
で
彩
ら
れ
た
「
麻
の
葉
絞
り
」
や
「
貝
絞
り
」

の
色
彩
美
が
歌
麿
の
春
画
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　　

こ
う
し
て
見
て
い
く
と
、
菱
川
師
宣
や
西
川
祐
信
が
活
躍
し
た
時
代
（
十
七

世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
前
半
）
は
、
春
画
に
お
い
て
も
、
寛
文
小
袖
や
元
禄
小

袖
の
流
れ
を
受
け
た
「
桜
」
や
「
菊
」
な
ど
の
大
柄
模
様
の
衣
装
が
好
ん
で
描

か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
勝
川
春
章
や
北
尾
重
政
が
活
躍
し
た
時
代

（
十
八
世
紀
後
半

明
和
期
か
ら
天
明
期
）
に
な
る
と
、
春
画
の
な
か
で
は
当
時
流

行
し
て
い
た
「
縞
模
様
」
や
「
幾
何
模
様
」
な
ど
の
抽
象
模
様
の
衣
装
が
好
ん

で
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師
の
模
様
に
対
す

る
好
み
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
結
果
を
通
じ
て
、
各
々
の
絵
師
が
春
画

を
描
く
に
あ
た
っ
て
そ
の
時
代
の
流
行
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
意
識
し
て
い
た
こ
と

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

の
絵
師
が
春
画
の
な
か
で
描
い
た
衣
装
模
様
か
ら
、
そ
の
時
代
の
庶
民
の
服
飾

生
活
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　　

春
画
の
衣
装
模
様
の
「
見
立
て
」
に
つ
い
て

　

春
画
の
衣
装
模
様
を
考
え
る
場
合
、
も
う
ひ
と
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
は
衣
装
模
様
の
「
見
立
て
」
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
江
戸
時
代
の

春
画
に
は
古
典
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
や
中
国
水
墨
画
の
見
立
て
が
た
く
さ
ん
描
か
れ

て
い
る
が
、
実
は
春
画
の
衣
装
模
様
の
な
か
に
も
「
見
立
て
」
や
「
趣
向
」
の

表
現
が
ふ
ん
だ
ん
に
含
ま
れ
て
い
る
。
と
く
に
十
八
世
紀
後
半
（
明
和
期
か
ら

天
明
期
）
に
活
躍
し
た
絵
師
の
春
画
に
は
、
古
典
や
歳
事
を
表
し
た
衣
装
表
現

が
目
立
ち
、
絵
の
中
に
何
気
な
く
描
か
れ
た
模
様
に
も
何
ら
か
の
意
味
が
込
め

ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
次
に
、
衣
装
の
「
見
立
て
」
に
つ
い
て
明
和
期
か
ら
天

明
期
の
春
画
を
中
心
に
分
析
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
は
、
春
画
の
衣
装
に
描
か
れ
た
草
花
模
様
の
「
見
立
て
」
で
あ
る
。
春

画
の
な
か
で
は
、
草
花
模
様
の
衣
装
が
そ
の
人
物
の
年
齢
や
立
場
を
表
し
て
い

る
こ
と
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
春
画
の
衣
装
に
よ
く
み
ら
れ
る
「
梅
」
の
模
様
に
注
目
し
た
い
。

実
際
に
春
画
の
詞
書
き
で
「
星
に
似
た
る
白
梅
の
す
が
た

是
ぞ
十
五
六
の
若

し
ゆ
じ
ま
ん

男
の
つ
ぼ
ミ
と
も
い
は
め

恋
を
ば
人
に
な
ら
ふ
も
の
か
や
」

（
西
川
祐
信
・
春
本
『
風
流
御
長
枕
』）、「
梅
は
雪
中
に
開
き
て

貞
操
の
色
を
露

は
し
」（
歌
川
国
貞
・
春
本
『
千
代
乃
詠
』）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
花
が
若
者

の
恋
の
芽
生
え
や
貞
操
感
を
表
す
記
号
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
「
梅
」
の
比
喩
表
現
は
春
画
の
衣
装
模
様
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
小
松
屋
百
亀
の
『
枕
入
秘
曲

活
花
二
人
契
子
』
に
「
一
重
切
未み

開か
い

紅こ
う

ニ
椿つ
ば
き」

と
題
し
た
絵
に
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
梅
模
様
の
振
袖
を
着
た

娘
が
椿
紋
の
羽
織
を
着
た
男
と
接
吻
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。

題
字
の
「
未
開
紅
」
と
は
、
咲
く
前
の
紅
梅
を
表
し
、
そ
こ
か
ら
娘
の
処
女
性

を
喩
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
画
中
に
琴
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら



167

春画と衣装

図31　小松屋百亀『枕入秘曲　活花二人契子』

図32　北尾政美『志めはじめ』

図33　北尾重政『今様風俗好女談合柱』

図29　北尾重政『今様風俗好女談合柱』

図30　喜多川歌麿『願ひの糸ぐち』
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�
古
中
に
男
師
匠
が
娘
に
仕
掛
け
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
、
隣
の
部
屋
で
は
娘
の

母
親
が
琴
の
音
を
聞
き
な
が
ら
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
る
。
春
画
で
は
、
梅
模
様

の
衣
装
は
若
い
男
女
の
恋
の
芽
生
え
を
示
す
場
面
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、

ほ
か
に
も
鈴
木
春
信
の
『
今
様
妻
鑑
』（
第
一
図
）
や
北
尾
重
政
の
『
吾
嬬
土

産
』（
第
三
図
）
な
ど
に
も
同
じ
梅
模
様
の
見
立
て
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

同
様
に
「
桜
」
の
模
様
も
、
若
者
の
初
々
し
さ
や
純
真
さ
を
表
す
比
喩
と
し

て
用
い
ら
れ
た
。
実
際
、
春
画
の
詞
書
き
に
も
「
十
三
四
の
む
す
め
こ
そ 

松ま
つ

間ま

の
さ
（
桜
）
く
ら
咲
そ
め
て

色
香
は
し
る
人
ぞ
し
る
や
」（
西
川
祐
信
春
本
『
風
流
御

長
枕
』）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
花
が
若
者
の
性
の
目
覚
め
を
示
す
記
号
と

し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
春
画
の
な
か
に
は
、
そ
う
し
た
意
味
の

「
桜
」
の
衣
装
模
様
が
い
く
つ
か
描
か
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
北
尾
政
美
の

『
志
め
は
じ
め
』（
刊
年
不
明
）
の
「
さ
く
ら
ま
ら
」
と
題
し
た
絵
で
は
、
桜
模

様
の
振
袖
を
着
た
十
三
四
歳
ほ
ど
の
男
女
が
自
ら
の
性
器
を
見
せ
合
う
場
面
が

描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。「
さ
く
ら
ま
ら
」
と
い
う
題
名
は
男
の
子
の
無
垢
な

男
根
を
示
し
て
お
り
、
男
女
の
桜
模
様
の
振
袖
が
色
に
目
覚
め
る
若
者
の
初
々

し
い
感
情
を
表
し
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
、「
撫
子
」
の
衣
装
見
立
て
に
も
注
目
し
た
い
。「
撫
子
」
は
古
来

か
ら
和
歌
の
掛
け
詞
と
し
て
「
愛
撫
す
る
子
」、「
愛
す
る
女
性
」
の
意
味
で
用

い
ら
れ
た
。
春
画
の
衣
装
表
現
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
意
味
で
撫
子
の
模
様

が
描
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
北
尾
重
政
の
『
今
様
風
俗
好
女
談
合
柱
』

（
安
永
六
年

一
七
七
七
）
に
は
、
奥
座
敷
で
若
い
男
が
撫
子
の
衣
装
を
着
た
娘

を
後
ろ
か
ら
仕
掛
け
て
い
る
絵
が
あ

る
〔
図
（（
〕。
そ
の
若
い
男
は
娘
を

愛
撫
す
る
よ
う
に
抱
き
か
か
え
、
彼

女
は
気
恥
ず
か
し
そ
う
に
男
の
腕
を

退
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

男
の
愛
撫
す
る
行
為
と
娘
の
衣
装
模

様
が
重
ね
ら
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
は
、

「
蔦
」
の
見
立
て
で
あ
る
。
こ
の
模

様
は
、
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
意
匠

の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
春
画
の
衣
装
に

も
�
繁
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
も
そ

も
「
蔦
」
と
は
ど
こ
に
で
も
絡
み
つ

く
こ
と
か
ら
、
人
に
絡
む
こ
と
で
栄

え
る
商
売
繁
盛
の
模
様
と
し
て
好
ま

れ
た
。
江
戸
時
代
に
多
く
の
戯
作
や

浮
世
絵
を
出
版
し
た
「
蔦
屋
」
の
屋

号
は
こ
の
意
味
に
由
来
す
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
春
画
で
は
、

鈴
木
春
信
の
春
画
『
風
流
艶
色
ま
ね

ゑ
も
ん
』（
第
二
十
三
図
）
の
「
か
ら

図34　北尾重政『新造　笑本色千鳥』
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ま
る
る
ほ
ど
心
よ
し
蔦
の
や
ど
」
の
記
述
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
蔦
」
は

男
女
が
絡
み
つ
く
色
事
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
北
尾
重
政
の

『
新
造　

笑
本
色
千
鳥
』（
安
永
七
、
八
年

一
七
七
八
、
七
九
年
）
に
は
、
色
好

き
の
中
年
男
が
「
蔦
」
の
衣
装
を
着
た
娘
に
絡
み
つ
く
場
面
が
描
か
れ
て
い
る

〔
図
（（
〕。
こ
の
絵
に
は
、
蔦
が
裏
庭
の
垣
根
に
絡
み
つ
く
状
景
も
描
か
れ
て
お

り
、「
蔦
」
の
衣
装
と
垣
根
の
蔦
を
重
ね
て
描
く
こ
と
で
、
中
年
男
の
し
つ
こ

い
絡
み
具
合
を
よ
り
い
っ
そ
う
引
き
立
て
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
蔦
状
の
植
物
で
春
画
の
衣
装
模
様
に
多
く
描
か
れ
て
い
る
の
は

「
朝
顔
」
で
あ
る
。
こ
の
花
に
つ
い
て
は
、
溪
斎
英
泉
が
春
本
『
春
情
指
人

形
』（
天
保
九
年

一
八
三
八
）
の
序
文
で
「
庭に
ハ

の
朝あ
さ

陣か
ほ

を
莟つ
ぼ
みに
画ゑ
が

き
、
種さ
ま

ヾ〴
〵

の

交と
ぼ
し接
に
労つ
か

れ
て
、
男な
ん

女に
よ

と
も
取と
り

乱ミ
だ

せ
し
末す
ゑ

に
至い
た
りて
、
朝あ
さ

顔が
ほ

の
花は
な

は
残の
こ
らず
開ひ
ら
いて
あ

り
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
朝
顔
の
開
花
を
男
女
の
交
わ
り
に
見
立
て

て
い
る
。
こ
れ
と
似
た
見
立
て
が
、
小
松
屋
百
亀
に
よ
る
春
画
『
枕
入
秘
曲

活
花
二
人
契
子
』
の
「
釣つ
り

花は
な

生い
け

ニ
朝
が
ほ
」
と
題
し
た
絵
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
絵
で
は
、「
朝
顔
」
の
衣
装
を
着
た
女
性
と
若
者
が
雷
の
鳴
る
窓
際
で
立

ち
合
い
な
が
ら
戯
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
女
性
が
蚊

帳
を
吊
る
紐
に
手
を
か
け
な
が
ら
若
者
に
抱
き
つ
く
仕
草
が
、
朝
顔
が
吊
り
紐

に
か
ら
ま
る
様
子
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
画
題
と
衣
装

模
様
の
関
連
に
加
え
て
、
そ
の
模
様
が
絡
み
合
う
男
女
の
仕
草
に
喩
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
春
画
の
衣
装
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
草
花
模
様
で
あ
る
が
、
ひ
じ
ょ

う
に
面
白
い
衣
装
模
様
の
見
立
て
絵
が
あ
る
の
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
一
つ
目
は
、
鈴
木
春
信
の
『
風
流
艶
色
ま
ね
ゑ
も
ん
』
の
第
二
図
で
あ

る
。
こ
の
絵
に
は
手
習
い
の
�
古
屋
の
二
階
で
総
髪
の
壮
年
の
師
匠
が
振
袖
娘

に
手
を
出
し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き

は
、
娘
の
振
袖
に
描
か
れ
た
「
椿
」
の
模
様
で
あ
る
。「
椿
」
は
散
る
際
に
、

突
然
、
赤
い
花
房
を
落
と
す
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
振
袖
娘
の
花
房　

女
性
器

　

が
落
ち
て
処
女
性
を
喪
失
す
る
意
味
を
表
し
て
い
る
。
な
に
げ
な
い
衣
装
表

現
で
は
あ
る
が
、
春
画
に
は
こ
う
し
た
細
か
な
部
分
に
ま
で
色
事
に
ま
つ
わ
る

見
立
て
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

　

次
は
、
礒
田
湖
龍
斎
の
『
風
流
十
二
季
の
栄
花
』（
安
永
二
年

一
七
七
三
）

の
第
一
図
で
あ
る
。
こ
の
絵
に
は
文
机
の
あ
る
部
屋
で
若
い
男
女
が
手
習
い
を

し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。
墨
を
す
る
少
年
が
文
机
に
寄
り

か
か
る
少
女
に
後
ろ
か
ら
仕
掛
け
て
お
り
、
そ
れ
を
障
子
の
穴
か
ら
何
者
か
が

覗
い
て
い
る
。
画
中
に
は
「
如
月
は
つ
午
や
け
ふ
を
初
め
の
さ
し
も
ぐ
さ
」
の

題
讃
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
初
午
」
と
は
二
月
最
初
の
午
の
日
の
こ
と
で
、「
さ

し
も
ぐ
さ
」（
指
焼
草
）
と
は
二
月
の
歳
事
で
あ
る
二
日
灸
を
示
し
て
い
る
。

「
今
日
の
初
め
の
指
焼
草
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
こ
の
少
女
が
初
体
験
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
）
（（
（

。
こ
こ
で
視
点
を
題
讃
か
ら
衣
装
へ
と
移
す
と
、
少
女
は
「
く

ち
な
し
模
様
」
の
振
袖
を
着
て
い
る
。「
く
ち
な
し
」
は
、
果
実
が
熟
れ
て
も

口
を
開
か
な
い
こ
と
か
ら
処
女
性
の
象
徴
と
さ
れ
た
花
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ

の
「
く
ち
な
し
」
の
衣
装
か
ら
色
事
に
目
覚
め
る
少
女
の
春
情
の
機
微
を
読
み



170

図39　月岡雪鼎『女令川趣文』図40　月岡雪鼎『女貞訓下所文庫』

図35　小松屋百亀『枕入秘曲　活花二人契子』図36　鈴木春信『風流艶色まねゑもん』

図38　礒田湖龍斎『風流十二季の栄花』 図37　礒田湖龍斎『風流十二季の栄花』



171

春画と衣装

取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
こ
の
絵
で
は
、
題
讃
の
み
な
ら
ず
、
少
女
の

衣
装
に
お
い
て
も
初
体
験
の
状
況
と
心
情
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、『
風
流
十
二
季
の
栄
花
』
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
面
白
い
衣

装
見
立
て
が
描
か
れ
て
い
る
。
第
九
図
の
「
菊
月
」（
九
月
）
の
絵
で
、
そ
こ

に
は
町
家
の
奥
座
敷
で
夫
婦
が
昼
寝
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
奉
公
人
の
若
衆
が

忍
び
込
み
、
背
後
か
ら
女
主
人
に
仕
掛
け
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。

題
讃
に
は
「
菊
月

寸す
ん

の
間
に
尺
を
越こ

へ
た
り
紅も
み
ぢ葉
鮒ぶ
な

」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

若
衆
を
「
鮒
」
に
喩
え
て
、
小
さ
い
鮒
が
ち
ょ
っ
と
の
間
に
成
長
し
て
、「
味

な
魚
」
に
な
る
紅
葉
鮒
に
見
立
て
て
い
る
。
そ
し
て
寝
入
る
男
主
人
の
衣
装
に

は
「
流
水
模
様
」
が
描
か
れ
て
お
り
、
紅
葉
鮒
の
と
れ
る
琵
琶
湖
の
湖
水
に
見

立
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
少
年
の
衣
装
に
「
　

模
様
」
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
若
者
を
鮒
に
喩
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
絵
で
は
題
讃

の
句
意
が
そ
の
ま
ま
衣
装
表
現
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
双
方
が
同
じ
意
図
の
見

立
て
で
描
か
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
色
事
を
楽
し
む
男
女
の
衣
装
が
そ
の
ま
ま
彼
ら
の
職
業
や

画
趣
を
示
し
て
い
る
例
を
紹
介
し
た
い
。
た
と
え
ば
、
月
岡
雪
鼎
の
春
本
『
女

令
川
趣
文
』（
明
和
八
年

一
七
七
一
）
で
は
、「
藝
子
」
と
題
さ
れ
た
絵
の
中
に
、

芸
者
娘
が
客
の
男
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
芸
者
娘
の
衣
装
で
あ
り
、
芸
事
を
象
徴
し
た
「
琴
柱
」

の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。「
琴
柱
」
と
は
、
琴
の
胴
の
上
に
置
き
、
弦
を
支

え
る
駒
の
こ
と
で
、
音
の
高
低
差
を
つ
け
る
調
整
器
具
で
あ
る
。
芸
者
に
は
縁

の
深
い
道
具
で
あ
る
た
め
に
、
藝
子
を
示
す
記
号
と
し
て
芸
者
娘
の
振
袖
に
描

か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
月
岡
雪
鼎
の
春
本
『
女
貞
訓
下
所
文
庫
』（
明

和
五
年

一
七
六
八
）
で
は
、「
五
月
」
の
歳
時
を
題
材
に
し
た
絵
の
な
か
で
、

粽
を
つ
く
る
女
性
の
衣
装
に
「
杜
若
」
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。「
杜
若
」

は
「
五
月
」
を
示
す
草
花
な
の
で
、
こ
の
女
性
の
衣
装
模
様
は
画
題
に
あ
わ
せ

て
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
画
趣
と
衣
装
模
様
が
関
連
し
て
描

か
れ
る
と
こ
ろ
に
春
画
の
趣
向
の
一
端
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
春
画
の
衣
装
表
現
な
か
に
は
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
説
話
や
物
語

を
見
立
て
た
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
北
尾
政
美
の
『
志
め
は
じ
め
』
に
は
、

男
女
が
岸
辺
で
色
事
に
ふ
け
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕。
こ
の
男
女

は
一
見
し
た
だ
け
で
は
ご
く
普
通
の
庶
民
の
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
書
き

入
れ
を
読
む
と
、
こ
の
男
女
が
安
珍
と
清
姫
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
な
れ

ば
、
画
中
の
水
面
は
安
珍
に
見
捨
て
ら
れ
た
清
姫
が
怒
り
狂
う
蛇
体
と
な
っ
て

渡
っ
た
日
高
川
で
あ
る
。
こ
の
春
画
は
「
道
成
寺
物
語
」
の
趣
向
を
取
り
入
れ

た
も
の
で
あ
り
、
女
性
の
衣
装
に
「
三
つ
　

」
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
女
性
が
清
姫
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
江
戸
時
代
の
春
画

に
は
「
道
成
寺
物
語
」
の
趣
向
を
取
り
入
れ
た
絵
が
い
く
つ
か
存
在
し
、
そ
の

す
べ
て
の
女
性
の
衣
装
に
　

模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
、
歌
舞
伎

の
影
響
か
ら
清
姫
と
い
え
ば
「
　

模
様
」
の
衣
装
と
い
う
決
ま
り
事
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
り
、
春
画
に
お
い
て
も
こ
の
こ
と
が
忠
実
に
守
ら
れ
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
勝
川
春
好
の
春
画
『
会
本
美
図
之
三
巻
』（
天
明
六
年
一
七
八
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六
）
に
古
い
説
話
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
衣
装
見
立
て
が
描
か
れ
て
い
る
。
勝
川

派
の
春
画
に
は
奇
怪
な
絵
が
数
多
く
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
絵
も
そ
の
な
か
の

ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
天
狗
が
流
雲
の
上
で
そ
の
長
い
鼻
を
利
用
し
て
女
性
と
一

戦
を
交
え
て
い
る
〔
図
（（
〕。
春
画
な
ら
で
は
奇
抜
な
表
現
で
見
る
者
を
笑
い

に
誘
う
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
女
性
の
衣
装
で
あ
る
。
そ
の
衣
装
に
は

「
輪
宝
」
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
天
狗
」
と
「
輪
宝
」
と
い
え

ば
『
是
害
房
絵
巻
』
の
説
話
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の

説
話
は
、
中
国
か
ら
是
害
房
と
い
う
天
狗
が
日
本
へ
渡
っ
て
き
て
、
日
本
の
高

僧
と
次
々
に
対
決
す
る
話
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
な
か
で
「
輪
宝
」
は
、
是
害

房
が
余
慶
と
い
う
僧
と
争
う
場
面
で
描
か
れ
る
。
高
僧
の
呪
術
で
現
れ
た
「
輪

宝
」
が
こ
の
天
狗
め
ざ
し
て
飛
来
し
て
く
る
。
こ
の
場
面
は
絵
巻
物
で
絵
画
化

さ
れ
て
お
り
〔
図
（（
〕、
お
そ
ら
く
勝
川
春
好
は
、
天
狗
と
一
戦
を
交
え
る
女

性
を
是
害
房
と
輪
宝
が
相
ま
み
え
る
場
面
に
見
立
て
て
、
女
性
の
衣
装
に
「
輪

宝
」
の
模
様
を
描
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
古
い
時
代
の
説
話
が
春
画

の
な
か
に
も
し
っ
か
り
と
溶
け
込
ん
で
お
り
、
そ
の
見
立
て
を
解
く
鍵
が
女
性

の
衣
装
に
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
春
画
に
描
か
れ
た
布
団
の
模
様
に
も
注
目
し
て
み
た
い
。
江
戸
時

代
の
春
画
に
は
布
団
や
掻
い
巻
き
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
模
様
に

は
衣
装
と
同
じ
よ
う
に
見
立
て
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

鈴
木
春
信
の
春
画
『
風
流
江
戸
八
景
』（
明
和
八
年

一
七
七
一
）
の
「
品
川
の

喜き

悦は
ん

」（
第
八
図
）
で
は
、
布
団
の
模
様
が
大
湖
の
水
面
に
見
立
て
ら
れ
て
い

図41　北尾政美『志めはじめ』

図42　勝川春好『会本美図之三巻』
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図43　『是害房絵巻』

図44　鈴木春信『風流江戸八景』

図45　勝川春章『会本新玉門発気』

る
〔
図
（（
〕。
こ
の
絵
は
、
中
国
の
伝
統
的
な
山
水
画
「
瀟
湘
八
景
」
の
画
題

の
ひ
と
つ
「
遠
浦
帰
帆
」
を
品
川
遊
廓
の
遊
女
と
客
に
見
立
て
た
も
の
で
、

「
遠
浦
帰
帆
」
と
は
中
国
の
洞
庭
湖
の
南
辺
に
位
置
す
る
瀟
湘
と
い
う
景
勝
地

で
、
そ
の
遠
い
浦
に
帆
掛
け
舟
が
帰
っ
て
い
く
情
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
こ
の
絵
で
は
、
客
が
裸
で
舟
形
を
つ
く
り
、
そ
の
上
に
遊
女
が
乗
り
、

箒
を
櫂
に
、
男
根
を
舵
と
し
て
、
船
頭
が
舟
を
漕
ぐ
情
景
に
見
立
て
て
い
る
。

そ
し
て
、
男
女
の
帆
掛
け
舟
の
下
に
は
「
青
海
波
」
の
模
様
の
布
団
が
敷
か
れ

て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
模
様
は
帰
舟
が
浮
か
ぶ
大
湖
の
水
面
を
表

し
て
い
る
。
春
画
で
は
、
こ
う
し
た
布
団
の
模
様
に
ま
で
「
見
立
て
」
を
取
り

入
れ
て
お
り
、
当
時
の
読
み
手
は
絵
師
が
仕
掛
け
た
そ
の
シ
グ
ナ
ル
を
丁
寧
に

読
み
解
い
て
い
く
こ
と
を
楽
し
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。

　

そ
の
ほ
か
、
勝
川
春
章
の
春
画
『
会
本
新
玉
門
発
気
』（
天
明
八
年

一
七

八
八
）
に
は
、
張
形
で
「
自
慰
を
す
る
女
性
」
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
（（
〕

が
、
そ
の
女
性
の
布
団
に
は
「
忍
摺
」
の
模
様
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「
忍
草
」
と
は
、
葉
の
裏
側
に
多
く
の
胞
子
を
つ
け
る
シ
ダ
植
物
の
こ
と
で

あ
り
、
子
孫
繁
栄
の
意
味
に
用
い
ら
れ
た
。
そ
こ
で
本
図
で
は
、「
子
ど
も

が
で
き
な
い
行
為
に
ふ
け
る
女
性
」
と
「
子
ど
も
を
た
く
さ
ん
つ
く
る
植
物

模
様
」
の
落
差
に
よ
っ
て
見
る
者
を
笑
い
に
誘
お
う
と
し
て
い
る
。
ま
た

「
忍
摺
」
は
、
恋
歌
に
お
い
て
相
手
を
偲
ぶ
意
味
に
用
い
ら
れ
た
。
本
図
で

も
、
女
性
が
枕
を
小
脇
に
抱
え
、
艶
書
を
開
き
、
自
慰
に
ふ
け
っ
て
い
る
姿

か
ら
、
相
手
を
想
い
偲
ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
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絵
の
布
団
模
様
か
ら
「
子
宝
に
恵
ま
れ
る
意
味
」
と
「
相
手
を
偲
ぶ
意
味
」
の

二
重
の
表
現
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
双
方
の
意
味
が
表
裏
関
係
に

描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　　

以
上
、
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
の
見
立
て
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
こ
う
し
た

例
は
ほ
か
に
も
い
く
つ
も
あ
る
が
、
絵
師
は
春
画
の
衣
装
に
様
々
な
見
立
て
を

描
き
、
何
げ
な
い
模
様
に
も
機
知
に
富
ん
だ
意
味
を
隠
し
込
ん
で
い
っ
た
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
こ
で
再
び
冒
頭
の
問
い
に
戻
ろ
う
。
な
ぜ
春
画
に
衣
装
が
描
か
れ
て
き
た

の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
考
察
を
終
え
た
今
、
こ
の
問
い
へ
の
視
座
が
開
け
て
き

た
に
ち
が
い
な
い
。

　

ま
ず
そ
の
理
由
の
一
点
目
は
、
江
戸
時
代
の
春
画
が
「
風
流
」
を
描
く
こ
と

を
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
風
流
」
と
い
え
ば
、
優
雅
で
高
貴
な
概
念

に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
好
色
性
を
多
分
に
含
み
、
さ
ら
に
日
本

文
化
独
特
の
「
か
ざ
り
」
の
意
識
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
こ
の
「
風
流
」
を

母
体
と
し
た
「
か
ざ
り
」
の
意
識
こ
そ
、
春
画
に
衣
装
を
描
か
せ
た
理
由
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。

　

そ
し
て
二
点
目
の
理
由
は
、
江
戸
時
代
の
春
画
に
は
新
た
な
流
行
を
生
み
出

す
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
と
し
て
の
機
能
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
春

画
と
雛
形
本
に
描
か
れ
た
類
似
模
様
を
比
較
す
る
な
か
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

双
方
は
同
じ
絵
師
に
よ
る
同
じ
版
元
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
共

通
す
る
デ
ザ
イ
ン
も
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
春
画
に
も
雛
形
本
と
同
じ

機
能
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
春
画
や
雛
形
本
は
、
当
世
流
行
り
の

衣
装
模
様
を
先
取
り
し
て
描
く
こ
と
で
、
江
戸
の
服
飾
文
化
を
支
え
る
担
い
手

と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
模
様
の
統
計
結
果
と

当
時
の
随
筆
な
ど
に
記
さ
れ
た
衣
装
の
流
行
に
関
す
る
記
述
を
照
ら
し
合
わ
せ

て
み
る
と
、
そ
の
内
容
と
傾
向
が
見
事
に
一
致
し
、
春
画
は
色
事
の
場
面
を
通

じ
て
庶
民
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
実
態
を
あ
る
が
ま
ま
に
描
い
て
き
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

さ
ら
に
三
点
目
の
理
由
は
、
春
画
の
衣
装
は
様
々
な
「
見
立
て
」
を
表
現
す

る
た
め
に
描
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
春
画
に
描
か
れ
た
衣
装
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
絵
師
が
才
知
と
工
夫
を
凝
ら
し
た
「
見
立
て
」
を
表
現
す
る
キ
ャ

ン
バ
ス
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
春
画
の
読
み
手
は
そ
の
キ
ャ
ン
バ
ス
に
隠
さ
れ
た

意
味
を
探
る
こ
と
を
楽
し
み
、
彼
ら
は
自
ら
の
知
識
や
経
験
か
ら
性
愛
表
現
に

隠
さ
れ
た
意
味
を
探
し
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
三
点
が
、
春
画
に
衣
装
が
描
か
れ
た
理
由
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
江
戸
時
代
の
春
画
に
は
、
こ
う
し
た
理
由
の
す
べ
て
に
共
通
し
て
、
色

事
を
多
彩
に
い
ろ
ど
る
「
か
ざ
り
」
の
意
識
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
意
識

は
男
女
の
性
愛
の
意
識
と
重
な
り
合
う
面
を
も
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
辻
惟

雄
氏
は
日
本
の
「
か
ざ
り
の
世
界
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
話
し
て
い
る
。
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か
ざ
り
の
世
界
の
本
質
は
蝶
の
よ
う
に
優
美
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
、

蛾
の
よ
う
に
お
び
た
だ
し
い
種
類
が
あ
っ
て
繁
殖
力
の
強
い
生
命
力
に
富

ん
だ
も
の
、
そ
れ
が
か
ざ
り
の
本
質
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は

人
間
の
本
能
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
滅
び
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
し
か
し
近
代
が
そ
れ
を
虚
飾
と
か
無
用
の
長
物
で
あ
る
と
し
て
虐

待
し
て
き
た
た
め
に
、
か
な
り
衰
弱
し
て
き
た
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
）
（（
（

。

　　

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
か
ざ
り
の
世
界
」
の
本
質
と
は
、「
繁
殖
力
の
強

い
生
命
力
に
富
み
」「
人
間
の
本
能
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
」「
近
代
が
そ
れ

を
虐
待
し
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
本
質
は
、
ど
こ
か
人
間
の
性

の
営
み
を
表
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
何
か
を
か
ざ
る
意
識
も
、
男
女
が

惹
か
れ
合
う
意
識
も
、
じ
つ
に
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
で
、
人
を
惑
わ
す
魅
惑
を
秘

め
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
「
性
愛
」
と
「
か
ざ
り
」
は
重
な
り
合
い
、
し
か

も
、
こ
の
ふ
た
つ
の
情
熱
は
春
画
の
世
界
で
よ
り
固
く
結
ば
れ
て
い
く
。

　

む
ろ
ん
、
こ
の
「
性
愛
」
と
「
か
ざ
り
」
は
「
風
流
」
と
い
う
概
念
を
母
体

に
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
概
念
に
は
「
笑
い
」
も
含
ま
れ
る
。
こ
こ
に
、

江
戸
時
代
の
春
画
の
本
質
が
秘
め
ら
れ
て
お
り
、
春
画
と
い
え
ば
大
胆
な
性
表

現
に
目
が
奪
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
そ
う
し
た
生
々
し
い
表
現
の
ま
わ

り
に
、
じ
つ
に
多
彩
な
「
風
流
」
の
側
面
が
あ
ま
た
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

注（
１
）　

初
期
（
元
禄
期
前
後
）
の
江
戸
春
画
か
ら
文
化
期
ま
で
の
約
百
年
間
に
刊

行
さ
れ
た
春
画
の
約
二
千
五
百
図
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
春
画
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
）
を
分
析
し
た
結
果
、
性
行
為
を
お
こ
な
う
男
女
の
着
衣

比
率
は
【
表
１
】（
本
文
一
五
八
頁
）
の
よ
う
な
結
果
と
な
っ
た
。

（
２
）　

田
中
優
子
「
春
画
の
隠
す
・
見
せ
る
」（『
浮
世
絵
春
画
を
読
む
（
上
）』

中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
五
頁
）

（
３
）　

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
、
一
八
四
頁

（
４
）　

石
上
阿
希
「
な
ぜ
衣
装
を
つ
け
た
ま
ま
な
の
か
」（『
春
画　

江
戸
の
絵
師

四
十
八
人　

』
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
年
、
四
〇
頁　

四
一
頁
）

（
５
）　

注
（
３
）
前
掲
書
、
一
七
八
頁

（
６
）　

岡
崎
義
恵
『
日
本
藝
術
思
潮　

第
二
巻
の
上
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
七
年
、

二
一
頁

（
７
）　

辻
惟
雄
『
奇
想
の
図
譜　

か
ら
く
り
・
若
冲
・
か
ざ
り
』
平
凡
社
、
一
九

八
九
年
、
二
二
五
頁

（
８
）　

小
西
甚
一
「
風
流
と
風
狂
」（『
日
本
文
学
と
仏
教 

第
五
巻
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
四
年
、
二
二
七
頁
）

（
９
）　

注
（
８
）
前
掲
論
文
、
二
三
三
頁　

二
三
五
頁

（
（（
）　

郡
司
正
勝
「
風
流
と
見
立
」（『
郡
司
正
勝
刪
定
集 

第
六
巻
』
白
水
社
、

一
九
九
二
年
、
二
四
三
頁　

二
四
五
頁
）

（
（（
）　
『
狂
雲
集
』（『
一
休
和
尚
全
集 

第
一
巻 

狂
雲
集
（
上
）』
平
野
宗
浄
訳
注
、

春
秋
社
、
一
九
九
七
年
、
三
三
四
頁
）

（
（（
）　

注
（
（（
）
前
掲
書
、
八
頁　

九
頁
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（
（（
）　
『
男
色
十
寸
鏡
』（『
近
世
文
芸
資
料

第
十
』
古
典
文
庫
、
一
九
六
八
年
、

二
七
九
頁
）

（
（（
）　

注
（
（（
）
前
掲
書
、
四
五
頁

（
（（
）　

注
（
（（
）
前
掲
書
、
二
五
一
頁

（
（（
）　

注
（
６
）
前
掲
書
、
三
二
六
頁　

三
三
四
頁

（
（（
）　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ
ン
「
師
宣
と
明
朝
の
名
作
艶
本
『
風
流
絶
暢
図
』
原

寸
複
刻
」（『
季
刊
浮
世
絵
六
四
』
画
文
堂
、
一
九
七
六
年
、
一
〇
九
頁　

一
一

一
頁
）

（
（（
）　

澁
井
清
『
初
期
板
畫
れ
ん
ぼ
ゑ
づ
く
し
』
ア
ソ
カ
書
房
、
一
九
五
四
年
、

二
一
頁　

二
四
頁

（
（（
）　

注
（
（（
）
前
掲
論
文
、
一
〇
九
頁

（
（（
）　

澁
井
清
編
『
元
禄
古
版
畫
集
英
』
古
版
畫
研
究
學
會
、
一
九
二
六
年

（
（（
）　

林
美
一
『
艶
本
研
究
師
宣
』
有
光
書
房
、
一
九
六
八
年
、
一
一
七
頁

（
（（
）　

注
（
（（
）
前
掲
書
、
一
〇
八
頁

（
（（
）　

林
美
一
『
江
戸
枕
絵
師
集
成

勝
川
春
章
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
一

年
、
一
二
一
頁

（
（（
）　
『
一
蝶
流
謫
考
』（
天
保
八
年

一
八
三
七
）（『
続
燕
石
十
種
〔
第
一
巻
〕』

中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
、
三
五
七
頁
）

（
（（
）　

ま
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
竹
洞
画
論
』（
享
和
二
年

一
八
〇
二
）
に

「
う
き
世
又
兵
衛
・
菱
川
・
西
川
が
輩
、
皆
当
世
風
流
の
姿
を
画
が
き
て
其
名

を
得
た
る
者
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

郡
司
正
勝
「
風
流
と
や
つ
し
」（『
郡
司
正
勝
刪
定
集 

第
六
巻
』
白
水
社
、

一
九
九
二
年
、
二
八
四
頁
）

（
（（
）　
『
俳
諧
増
補
提
要
録
』（『
俳
論
作
法
集
』
博
文
館
、
一
九
一
四
年
、
三
五

頁
）

（
（（
）　

ほ
か
に
も
評
判
記
『
た
き
つ
け
草
』（
延
宝
五
年

一
六
七
七
）
の
な
か
で

は
「
い
で
や
彼か

の
方か
た

相つ
き

応〴
〵

し
く
、
風お

流か

し
事こ
と

ど
も
数か
ぞ

へ
て
見
ん
」
と
、「
風

流
」
の
言
葉
を
「
お
か
し
き
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。

（
（（
）　

注
（
（（
）
前
掲
論
文
、
一
一
一
頁

（
（（
）　

佐
野
み
ど
り
『
風
流
・
造
形
・
物
語　

日
本
美
術
の
構
造
と
様
態
』
ス
カ

イ
ド
ア
、
一
九
九
七
年
、
五
六
頁

（
（（
）　

植
木
行
宣
「
小
袖
の
風
流
」（『
藝
能
史
研
究 

第
一
四
一
号
』
藝
能
史
研

究
會
、
一
九
九
八
年
、
一
一
五
頁　

一
二
一
頁
）

（
（（
）　

注
（
７
）
前
掲
書
、
二
二
三
頁　

二
二
四
頁

（
（（
）　

注
（
（（
）
前
掲
書
、
三
一
三
頁　

三
一
四
頁

（
（（
）　

丸
山
伸
彦
『
江
戸
モ
ー
ド
の
誕
生　

文
様
の
流
行
と
ス
タ
ー
絵
師
』
角
川

学
芸
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
一
一
六
頁

（
（（
）　

た
と
え
ば
、
雛
形
本
『
新
板
小
袖
御
ひ
い
な
か
た
』（
延
宝
五
年

一
六 

七
七
）
の
跋
文
で
は
「
今い
ま

亦ま
た

當た
う

世せ
い

の
風ふ
う

流や
う

を
あ
ら
た
め
老お
い

た
る
若わ
か

き
そ
れ
〴
〵

に
わ
か
ち
て
出
之
者
也
」
と
、
先
ほ
ど
の
春
画
『
ま
く
ら
絵
大
ぜ
ん
』
と
ほ
ぼ

同
じ
文
面
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
雛
形
本
『
友
禅
ひ
い
な
か
た
』

（
貞
享
五
年

一
六
八
八
）
の
序
文
で
は
「
今
様
の
香き
や

車し
や

な
る
物
数す

寄き

に
か
な
ひ

上
は
日
の
め
も
し
ら
ぬ
お
く
方
下
は
と
ろ
ふ
む
女
の
わ
ら
は
に
い
た
る
ま
で
此

風ふ
り

流ゆ
う

に
な
れ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
雛
形
本
『
新
選
當
流
相
生
雛
か

た
』（
正
徳
元
年

一
七
一
一
）
の
序
文
で
は
「
花く
わ
て
う
ふ
う
げ
つ

鳥
風
月
の
餘よ

情せ
い

華き
や

奢し
や

風ふ
う

流り
う

の

正た
ゞ

中な
か

を
う
つ
し
お
し
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
雛
形
本
」
が

「
風
流
」
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
（（
）　

注
（
３
）
前
掲
書
、
一
八
九
頁
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（
（（
）　
『
無
名
翁
随
筆
』（
天
保
四
年

一
八
三
三
）
に
「
吉
兵
衛
師
宣
は
、
若
年

の
時
よ
り
江
戸
に
移
り
居
し
て
、
縫
箔
師
を
業
と
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

丸
山
伸
彦
「
小
袖
雛
形
本
研
究
序
章
」（『
日
本
美
術
史
の
水
脈
』
ぺ
り
か

ん
社
、
一
九
九
三
年
、
七
三
六
頁
）

（
（（
）　

ほ
か
に
西
川
祐
信
の
春
本
で
は
、『
風
流
色
貝
合
』（
宝
永
八
年

一
七
一

一
）
や
『
風
流
御
長
枕
』（
宝
永
七
年

一
七
一
〇
）
に
「
水
葵
」
の
着
物
模
様

が
描
か
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

そ
の
ほ
か
、「
渦
水
と
石
懸
」
や
「
舟
橋
」
な
ど
の
着
物
模
様
が
西
川
祐

信
の
雛
形
本
と
春
画
に
同
時
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

そ
の
ほ
か
、
雛
形
本
の
趣
向
を
用
い
た
春
画
と
し
て
は
、
杉
村
治
兵
衛
に

よ
る
『
小
袖
も
や
う
ま
く
ら
絵
』（
天
和
二
年

一
六
八
二
）
が
あ
る
。
そ
の
タ

イ
ト
ル
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
衣
装
模
様
の
描
写
を
意
識
し
た
春
画
で
あ
り
、

当
世
流
行
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
西

川
祐
信
の
春
本
『
色
ひ
い
な
形
』（
宝
永
八
年

一
七
一
一
）
も
雛
形
本
や
絵
本

と
同
じ
よ
う
に
「
御
所
風
」「
侍
風
」「
百
姓
風
」「
町
風
」「
商
職
風
」
と
世
相

風
俗
の
様
子
を
職
種
や
身
分
に
分
け
て
描
い
て
い
る
。

（
（（
）　

な
お
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
春
画
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
嗜
好
の
偏
り
が
少
な
い
と
さ
れ
て

い
る
。
と
は
い
え
、
絵
師
に
よ
っ
て
は
五
作
品
に
満
た
な
い
数
量
し
か
所
蔵
さ

れ
て
な
い
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
五
作
品
以
下
で
も
分
析
の
対
象
に
加
え

た
。

（
（（
）　
『
反
古
染
』（
近
世
後
期
）（『
続
燕
石
十
種 

第
一
巻
』
中
央
公
論
社
、
一

九
八
〇
年
、
二
一
一
頁
）

（
（（
）　
『
色
道
大
鏡
』（
延
宝
六
年

一
六
七
八
）（『
新
版 

色
道
大
鏡
』
八
木
書
店
、

二
〇
〇
六
年
、
四
九
頁
）

（
（（
）　

長
崎
巌
「
江
戸
時
代
中
期
の
小
袖
意
匠　

小
袖
意
匠
に
お
け
る
元
禄
期
の

意
味　

」（『M
U
S
E
U
M
 
N
o
.417  

』
東
京
国
立
博
物
館
、
一
九
八
五
年
、
一

六
頁
）

（
（（
）　

ま
た
『
守
貞
謾
稿
』（
天
保
八
年　

嘉
永
六
年

一
八
三
七　

一
八
五
三
）

の
「
染
織
」
に
は
「
晴
服
、
男
子
ハ
縞
物
ヲ
専
ト
ス
。
女
子
ハ
、
小
紋
縞
ト
モ

ニ
縮
緬
ヲ
専
ト
ス
。（
中
略
）
男
服
藝
服
ニ
至
リ
テ
ハ
、
三
都
男
女
ト
モ
縞
物

ヲ
用
フ
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

な
お
一
点
、
春
画
に
お
け
る
裾
模
様
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
、「
帯
」
の
装
飾
が
ひ
じ
ょ
う
に
豪
華

に
な
り
、
そ
の
た
め
小
袖
の
模
様
は
帯
の
装
飾
を
目
立
た
せ
る
た
め
に
裾
の
ほ

う
へ
後
退
し
て
い
っ
た
。
江
戸
時
代
の
春
画
は
こ
う
し
た
「
裾
模
様
」
の
流
行

も
的
確
に
捉
え
て
お
り
、
明
和
、
安
永
、
天
明
期
以
降
の
春
画
に
こ
の
「
裾
模

様
」
の
衣
装
が
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
春
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
分
析
。

（
（（
）　

江
戸
時
代
の
衣
装
と
性
差
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
春
画
の
み
な
ら
ず
、
詳

細
な
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
森
理
恵
氏
は
『
桃
山
・
江
戸
の
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー　

描
か
れ
た
流
行
の
変
遷
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）

の
な
か
で
「
小
袖
・
振
袖
の
模
様
に
は
、
女
性
男
性
の
区
別
は
あ
ま
り
な
く
、

振
袖
と
小
袖
の
区
別
そ
の
も
の
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
っ
た
」（
一
二
五
頁
）
と

指
摘
し
て
い
る
。

（
（0
）　

早
川
聞
多
「
春
画
と
歳
事
」（『
浮
世
絵
春
画
を
読
む
（
上
）』
中
央
公
論

新
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
七
四
頁　

一
七
六
頁
）

（
（（
）　

辻
惟
雄
・
高
階
秀
爾
ほ
か「
日
本
を
か
ざ
る　

装
飾
に
み
る
日
本
の
心
」
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（『
日
本
の
美
学
』
第
一
八
号
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
二
年
、
五
九
頁
）


