
は
じ
め
に

日
本
の
江
戸
時
代
に
描
か
れ
た
春
画
・
艶
本
の
な
か
で
、
世
界
中
の
芸
術
家

や
評
論
家
を
、
恍
惚
と
愛
欲
の
幻
想
の
な
か
へ
引
き
ず
り
込
ん
だ
一
画
が
あ
る
。

葛
飾
北
斎
の
「
蛸
と
海
女
」《『
喜き
能の
会え
之の
故こ
真ま
通つ
』》
で
あ
る
（
図
１
）。

北
斎
の
「
蛸
と
海
女
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
十
九
世
紀
後
半
の
時
代
に
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
へ
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
作
品
の
怪
奇
的
か
つ
情
欲
的
な
表
現
が
、

当
時
の
西
欧
社
会
の
文
壇
や
画
壇
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
た
。
そ
の
西
欧

人
の
衝
撃
の
大
き
さ
を
、
彼
ら
の
言
説
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と

え
ば
、
北
斎
に
つ
い
て
の
著
作
を
記
し
た
エ
ド
モ
ン＝

ド＝

ゴ
ン
ク
ー
ル
は
蛸

の
情
事
に
溺
れ
る
海
女
の
姿
に
快
楽
死
の
境
地
を
見
い
だ
し
、
あ
る
い
は
フ
ラ

ン
ス
の
人
文
学
者
ロ
ジ
ェ＝

カ
イ
ヨ
ワ
は
、
蛸
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
著
作

の
な
か
で
、
こ
の
画
に
描
か
れ
た
悲
壮
な
好
色
性
に
注
目
し
、
そ
の
恐
怖
と
忘

我
の
表
現
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る１

）
。
な
か
で
も
、
十
九
世
紀
後
半
の
パ
リ
で
名

の
知
ら
れ
た
耽
美
派
小
説
家
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
は
、
こ
の
画
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
言
説
を
の
こ
し
て
い
る
。

ぼ
く
の
知
っ
て
い
る
、
も
っ
と
も
美
し
い
版
画
は
実
に
怖
ろ
し
い
。
そ
れ

は
蛸
に
の
し
か
か
ら
れ
た
日
本
の
女
で
あ
る
。
浅
ま
し
い
動
物
は
吸
盤
で

乳
房
を
吸
い
、
口
を
さ
ぐ
り
、
一
方
で
は
首
が
下
腹
部
を
す
す
る
。
ピ
エ

ロ
の
よ
う
に
長
い
鉤
鼻
の
女
の
顔
を
ひ
き
つ
ら
せ
た
激
し
い
不
安
と
苦
痛

の
表
情
、
と
同
時
に
、
そ
の
額
や
固
く
と
ざ
し
た
死
人
の
よ
う
な
眼
か
ら

に
じ
み
出
る
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
喜
び
は
素
晴
ら
し
い２

）
。

こ
の
よ
う
に
、
近
代
化
の
渦
中
に
置
か
れ
て
い
た
当
時
の
西
欧
人
は
、
北
斎

画
の
「
蛸
と
海
女
」
に
つ
い
て
、
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
が
混
淆
す
る
神
秘
的
な

海
女
に
か
ら
み
つ
く
蛸
の
系
譜
と
寓
意

北
斎
画
「
蛸
と
海
女
」
か
ら
み
る
春
画
表
現
の
「
世
界
」
と
「
趣
向
」

鈴

木

堅

弘
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表
象
と
し
て
、
耽
美
主

義
の
幻
想
性
の
な
か
で

讃
美
し
た
。
ま
た
彼
ら

は
、
こ
う
し
た
死
を
も

予
感
さ
せ
る
陵
辱
的
な

怪
奇
表
現
が
、
脱
西
欧

化
・
脱
近
代
化
の
文
化

嗜
好
に
裏
打
ち
さ
れ
た

異
国
趣
味
を
満
足
さ
せ

る
表
現
で
あ
る
が
ゆ
え

に
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
結
果
、
北

斎
の
「
蛸
と
海
女
」
は
日
本
の
春
画
・
艶
本
文
化
を
代
表
す
る
一
画
と
な
り
、

さ
ら
に
は
、
北
斎
の
名
声
が
西
欧
社
会
に
広
が
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
画
を
北
斎

自
身
の
独
創
性
に
由
来
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
作
品
と
し
て
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
。

今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
北
斎
の
「
蛸
と
海
女
」
は
、
性
的
な
怪
奇
表
現
の
ひ

な
形
と
し
て
世
に
知
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
画
に
は
、
こ
う
し
た
西
欧
人
の
眼
差
し
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
、

そ
の
魅
力
が
潜
ん
で
い
る
。
彼
ら
の
よ
う
に
神
秘
的
な
性
表
現
の
み
に
注
視
し

た
だ
け
で
は
、
北
斎
が
「
蛸
と
海
女
」
の
画
図
に
込
め
た
多
彩
な
寓
意
的
世
界

は
見
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
画
の
魅
力
を
さ
ぐ
る
に
は
、
西
洋
か
ら
東
洋

を
遠
望
す
る
神
秘
的
な
眼
差
し
だ
け
で
な
く
、
北
斎
が
生
き
た
時
代
に
立
ち
返

っ
て
、
そ
の
時
代
を
生
き
た
人
び
と
と
同
じ
目
線
に
立
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
人
び
と
が
北
斎
画
の
「
蛸
と
海
女
」
に
何
を
見
て
い
た
の
か
、
そ

の
よ
う
な
目
線
に
立
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
北
斎
が
こ
の
画
に
込
め
た
多
彩
な

寓
意
的
世
界
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
論
に
お
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
人
び
と
と
同
じ
目
線
に
立
つ
た
め

に
、
同
時
代
の
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
な
ど
で
用
い
ら
れ
た
「
世
界
」
と
「
趣
向
」

と
い
う
表
現
技
法

表
現
の
構
図

を
用
い
て
、
北
斎
の
「
蛸
と
海
女
」

（
図
１
）
に
描
か
れ
た
寓
意
的
世
界
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。
ま
た
こ
う
し

た
画
図
の
表
現
構
成
の
読
み
解
き
を
通
じ
て
、
春
画
・
艶
本
文
化
の
性
表
現
の

み
に
注
視
し
て
き
た
従
来
の
言
説
と
は
異
な
る
、
あ
ら
た
な
春
画
・
艶
本
の
見

方
を
示
し
て
み
た
い
と
お
も
う
。

こ
こ
で
、
本
論
の
考
察
の
流
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず

は
じ
め
に
「
蛸
と
海
女
」
の
モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
た
画
系
譜
に
つ
い
て
ふ
り
返

っ
て
み
た
い
。
こ
の
考
察
を
通
じ
て
、
北
斎
画
が
近
世
絵
画
史
に
散
見
で
き
る

「
蛸
と
海
女
」
の
モ
チ
ー
フ
表
現
の
一
端
と
し
て
描
か
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
は
そ
の
画
図
か
ら
、
中
世

期
よ
り
受
け
継
が
れ
る
説
話
伝
承
を
参
考
に
し
て
、「
世
界
」
を
構
成
す
る
表

現
要
素
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。
一
方
、「
趣
向
」
の
読
み
解
き
に
つ
い
て

は
、
近
世
期
の
巷
間
に
流
布
し
た
奇
談
・
民
話
を
参
考
と
し
、「
趣
向
」
を
構

成
す
る
表
現
要
素
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
よ
う
に
、
北
斎

図１ 葛飾北斎「蛸と海女」（『喜能会之故真通』）
（『江戸名作艶本５葛飾北斎』〔学習研究社 1996年〕より転載）
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画
を
中
心
と
し
た
「
蛸
と
海
女
」
の
画
図
を
「
世
界
」
と
「
趣
向
」
の
表
現
要

素
に
分
解
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
既
存
の
物
語
や
巷
間
の
民
談
を
当
て
は
め

て
み
る
こ
と
で
、
江
戸
時
代
の
人
び
と
が
「
蛸
と
海
女
」
の
画
図
の
ウ
ラ
に
何

を
見
て
い
た
の
か
、
彼
ら
の
鑑
賞
眼
の
世
界
へ
分
け
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

な
お
、
北
斎
画
の
「
蛸
と
海
女
」
に
限
ら
ず
、
近
世
期
の
春
画
・
艶
本
表
現

か
ら
「
世
界
」
と
「
趣
向
」
の
構
図
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
春

画
・
艶
本
の
創
作
志
向
が
歌
舞
伎
、
浄
瑠
璃
、
戯
作
本
な
ど
の
同
時
代
の
芸

能
・
文
芸
表
現
と
非
常
に
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
表
現
ジ
ャ
ン
ル
を
跨
ぐ
よ
う
な
広
角
的
な
視
野
か
ら
日
本
の
春
画
・

艶
本
を
眺
め
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
性
表
現
以
外
に
も
、
じ
つ
に
多
彩

な
文
化
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
春
画
・
艶
本
を
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
断
定
し
、
男

女
の
性
表
現
の
解
釈
に
固
執
し
た
見
方
を
批
判
的
に
捉
え
直
す
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
。一

蛸
と
海
女
が
描
か
れ
た
図
像

１

「
世
界
」
と
「
趣
向
」

そ
こ
で
ま
ず
は
じ
め
に
、「
世
界
」
と
「
趣
向
」
の
定
義
に
つ
い
て
述
べ
て

お
き
た
い
。

「
世
界
」
と
「
趣
向
」
は
、
近
世
期
の
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
な
ど
の
芸
能
分
野

で
、
そ
の
作
品
世
界
を
構
成
す
る
た
め
の
重
要
な
演
出
理
念
で
あ
っ
た
。
と
は

い
え
、
こ
う
し
た
理
念
は
芸
能
分
野
に
限
る
も
の
で
は
な
く
、
戯
作
を
は
じ
め

と
し
た
文
芸
分
野
に
も
多
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た３

）
。
特
に
こ
の
演
出
理
念
は
、

近
世
期
を
通
じ
て
、
浮
世
草
子
、
黄
表
紙
、
洒
落
本
、
読
本
な
ど
へ
波
及
し
、

「
笑
ひ
」
を
と
も
な
う
戯
作
文
芸
の
表
現
技
法
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
。

本
論
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
演
出
理
念
の
浸
透
範
囲
を
さ
ら
に
広
げ
、
浮

世
絵
や
春
画
・
艶
本
の
分
野
ま
で
も
そ
の
範
疇
に
組
み
込
ん
で
考
察
し
て
い
き

た
い
。

そ
れ
で
は
「
世
界
」
と
「
趣
向
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
理
念
で
あ
る

の
か
、
ま
ず
は
「
世
界
」
の
定
義
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、

「
世
界
」
に
つ
い
て
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』（
岩
波
書
店
）
で
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
用
語
。
脚
本
の
執
筆
に
当
た
っ
て
、
筋
や
事
件
を
展

開
さ
せ
る
た
め
の
枠
組
な
い
し
時
代
背
景
と
し
て
利
用
さ
せ
る
、
既
知
の

伝
説
・
物
語
・
先
行
作
、
も
し
く
は
一
定
の
人
物
群
を
い
う
。

【
効
果
】
人
々
に
親
し
ま
れ
た
正
史
や
稗
史
を
世
界
と
し
て
設
定
し
、

人
々
を
容
易
に
劇
の
中
に
誘
い
込
む
と
と
も
に
、
そ
の
安
定
し
た
枠
組
の

助
け
を
か
り
て
、
思
い
切
り
大
胆
に
新
奇
な
趣
向
を
働
か
せ
、
劇
の
内
容

を
複
雑
に
し
た
り
、
劇
の
状
況
に
意
外
性
を
与
え
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ

た４
）

。
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こ
の
解
説
文
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、「
世
界
」
と
は
、
人
び
と
に
親
し
ま

れ
た
既
存
の
伝
説
や
物
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
「
太
平
記
」
の

世
界
、「
忠
臣
蔵
」
の
世
界
、「
源
氏
物
語
」
の
世
界
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
「
世

界
」
と
は
、
既
知
の
物
語
世
界
の
首
尾
一
貫
し
た
プ
ロ
ッ
ト
を
用
い
た
「
作
品

の
中
心
支
柱
」
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
作
品
の
縦
軸
を
構
成
す
る

「
世
界
」
は
、
そ
の
作
品
の
読
み
手
が
す
で
に
知
り
得
て
い
る
内
容
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
奇
抜
な
「
趣
向
」
の
導
入
に
も
動
じ
な
い
「
お
決
ま
り
型
」
と
い

う
安
定
性
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
方
、「
趣
向
」
に
つ
い
て
は
、『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』（
明
治
書
院
）

に
記
さ
れ
た
つ
ぎ
の
項
目
が
参
考
と
な
る
。

芸
術
ま
た
は
遊
芸
等
で
、
味
わ
い
や
面
白
み
が
出
る
よ
う
に
凝
ら
す
工

夫
。
俳
諧
で
は
句
作
以
前
の
段
階
で
の
、
作
品
の
構
想
や
具
体
的
組
み
立

て
方
の
工
夫
を
い
い
、
演
劇
で
は
作
品
全
体
を
縦
に
通
す
中
心
の
筋
を

「
世
界
」
と
呼
ぶ
の
に
対
し
、
こ
れ
に
新
し
く
加
え
る
奇
抜
な
横
筋
の
工

夫
を
「
趣
向
」
と
い
う
。（
中
略
）
い
わ
ば
既
成
の
固
定
化
し
た
「
世
界
」

に
、
新
し
い
興
趣
を
も
た
ら
す
の
が
「
趣
向
」
で
、
狂
言
作
者
の
苦
心
も

そ
こ
に
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
「
趣
向
」
は
戯
作
作
家
達
に
と
っ
て
も
重

大
な
関
心
事
で
あ
っ
た５

）

す
な
わ
ち
「
趣
向
」
と
は
、
奇
を
衒
う
奇
抜
な
表
現
で
あ
り
、
と
同
時
に
、

そ
の
作
品
に
対
し
て
新
し
い
気
韻
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。「
世
界
」
が
作
品
を
構
成
す
る
う
え
で
固
定
化
さ
れ
た
安
定
性
を
示
す
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
逆
に
「
趣
向
」
は
自
由
な
発
想
を
許
さ
れ
た
独
自
性
を
示

す
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
鶴
屋
南
北
の
『
東
海
道
四
谷
怪
談
』
で
は
、
そ

の
「
世
界
」
は
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
物
語
世
界
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に

思
わ
れ
な
い
ほ
ど
に
、
当
時
の
巷
間
に
流
布
し
た
「
小
仏
小
平
の
咄
」
や
「
隠

亡
堀
に
心
中
し
た
男
女
咄
」
な
ど
の
奇
談
・
民
話
が
「
趣
向
」
と
し
て
随
所
に

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
趣
向
」
は
、
時
世
の
人
情
に
か
な
い
、

ま
た
自
由
自
在
に
し
て
可
笑
し
み
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
時
代
の
流
行
に

合
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た６

）
。
し
た
が
っ
て
「
趣
向
」
は
、
作
品
の

縦
軸
で
あ
る
「
世
界
」
に
対
し
て
「
横
や
り
」
と
も
い
え
る
横
軸
の
構
成
要
素

を
示
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
近
世
期
の
演
劇
作
者
や
戯
作
者
な
ど
は
、
動
き
の
な
い
「
世
界
」
よ

り
も
、
動
き
の
あ
る
「
趣
向
」
の
ほ
う
に
、
創
作
志
向
の
重
点
を
お
い
た
よ
う

で
あ
る７

）
。
歌
舞
伎
、
浄
瑠
璃
、
戯
作
、
浮
世
絵
な
ど
江
戸
時
代
の
文
化
表
現
は
、

つ
ね
に
作
者
と
読
者
の
共
犯
協
力
関
係
の
う
え
で
成
り
立
ち
、
作
者
が
創
作
し

た
意
図
を
読
者
が
探
り
出
す
と
い
う
関
係
性
の
う
え
で
、
作
品
が
愉
し
ま
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
作
者
は
、
そ
の
表
現
か
ら
思
い
付
く
読
者
の
共
通

認
識

ひ
と
つ
の
「
世
界
」

を
予
測
し
、
そ
う
し
た
認
識
を
い
く
つ
か

の
新
奇
な
話
題

複
数
の
「
趣
向
」

に
よ
っ
て
裏
切
っ
た
り
、
変
化
さ
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せ
た
り
す
る
こ
と
で
、
読
み
手
に
新
た
な
感
興
を
お
こ
さ
せ
た
。
も
ち
ろ
ん
読

者
の
ほ
う
も
、
自
ら
の
認
識
を
裏
切
る
よ
う
な
機
知
に
富
ん
だ
作
品
を
求
め
、

新
奇
な
「
趣
向
」
を
不
動
の
「
世
界
」
に
組
み
込
む
手
腕
を
持
っ
て
し
て
、
作

者
の
才
能
を
評
価
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
近
世
期
の
演
劇
作
者
や
戯
作
者
は
、
読
者
の
期
待
を

い
か
に
裏
切
る
か
、
あ
る
い
は
読
者
の
情
感
を
い
か
に
刺
激
す
る
か
、
そ
の
よ

う
な
感
興
を
引
き
お
こ
す
新
た
な
「
趣
向
」
を
考
え
る
こ
と
に
表
現
者
と
し
て

の
本
領
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
春
画
・
艶
本
の
表
現
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
春
画
・
艶

本
の
作
者
は
、
読
み
手
に
新
た
な
感
興
を
お
こ
す
趣
向
作
為
を
意
識
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
世
後
期
の
美
人
画
絵
師
・
渓
斎
英

泉
が
艶
本
『
春
情
指
人
形
』（
天
保
九
年
〔
一
八
三
八
頃
〕）
の
序
文
で
記
し
た

言
説
が
参
考
と
な
る
だ
ろ
う
。
英
泉
は
、
古
今
の
春
画
を
比
較
し
て
、「
古
い

春
画
に
は
男
女
の
情
交
の
傍
ら
で
朝
顔
が
残
ら
ず
咲
い
て
い
る
情
態
を
描
い
て

い
る
の
に
」
と
記
し
た
あ
と
で
、
当
世
の
春
画
・
艶
本
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

况ましてや

笑わら
画ひゑ
を
和わじ
印るし
な
ん
ぞ
と
洒
落
し
や
れ

て
呼よび
な
す
冊さう
子し
な
ん
ど
ハ

書
肆
ふ
ミ
や

が

好このミに
任まか
す
れ
バ

急きふ
案あん
を
旨むね
と
し
て

趣しゆ
向かう
をう
鑿がつ
遑いとまも
あ
ら
ず

東え
都ど
の

青
楼
く
る
わ

の
遊あそびの
体てい
を

浪
花
な
に
ハ

堀ほり
江へ

の
芸げい
子こ

立だて
に
傚なら
ひ

彼の

開ぼ
ゞ
八はち
が
指ゆび
人にん

形ぎやう
優いう
美び
の
字じ
音おん
で
表へう
題だい
に
号なづけし
侭まゝ
に

其
図
そ
の
づ

の
上うへ
に
せ
り
ふ
を
誌しる
し
て

口くち
画ゑ
に
換かゆ
る
の
類
たぐひなんぞ

巧たくミの
縁ゆゑ
故よし
あ
ら
ん

夫それ
是これ
を
査さつ
し
た
ま
へ
と８

）

こ
こ
で
英
泉
は
、「
和
印
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
春
画
・
艶
本
に
つ
い
て
批
判

的
に
捉
え
て
い
る
。
当
世
の
春
画
・
艶
本
は
、
書
籍
屋
の
要
望
に
従
う
ば
か
り

に
安
易
な
表
現
を
本
望
と
し
、
新
し
い
「
趣
向
」
を
考
え
出
す
こ
と
も
で
き
ず
、

江
戸
の
廓
で
の
遊
戯
を
浪
花
の
芸
子
に
倣
っ
て
描
い
て
い
る
、
と
酷
評
し
て
い

る
。
英
泉
が
活
躍
し
た
天
保
期
（
十
九
世
紀
後
半
）
は
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な

草
紙
屋
が
こ
ぞ
っ
て
新
た
な
春
画
・
艶
本
を
刊
行
す
る
出
版
メ
デ
ィ
ア
の
盛
行

期
に
あ
た
り
、
読
者
の
情
感
や
感
興
を
刺
激
す
る
機
知
な
「
趣
向
」
を
作
品

「
世
界
」
に

つ
ゆ
と
り
が
、
作
者
側
に
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
英
泉
は
、
古
き
春
画
の
創
作
ス
タ
イ
ル
に
立
ち
戻
る
べ
く
指
人
形
と
名
づ
け

た
艶
本
を
上
梓
し
、
こ
こ
に
描
い
て
み
せ
た
台
詞
や
画
図
に
は
ど
の
よ
う
な
巧

み
な
趣
向
作
為
が
あ
る
の
か
、
さ
あ
読
者
よ
、
探
し
て
み
た
ま
え
と
、
そ
の
序

文
に
意
気
込
み
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
序
文
か
ら
、
作
者
が
読
者
に
自
ら
の
創

作
意
図
を
探
ら
せ
る
表
現
者
の
趣
向
主
義
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と

同
時
に
、
近
世
期
の
春
画
・
艶
本
の
作
者
が
「
趣
向
」
を
意
識
し
て
作
品
を
描

い
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
英
泉
の
序
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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２

北
斎
の
「
蛸
と
海
女
」

と
こ
ろ
で
、
北
斎
の
「
蛸
と
海
女
」
は
西
洋
絵
画
の
よ
う
な
一
枚
の
独
立
し

た
画
で
は
な
い
。
こ
の
画
は
、
北
斎
筆
に
よ
る
艶
本
『
喜
能
会
之
故
真
通
』

（
文
化
十
一
年
〔
一
八
一
四
〕）
に
描
か
れ
た
一
枚
の
挿
絵
で
あ
る
。
本
論
に
お

い
て
は
、「
蛸
と
海
女
」
の
画
図
を
考
察
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
艶
本
の
他

の
挿
絵
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
機
会
が
な
い
。
と
は
い
え
、「
蛸
と
海

女
」
の
画
図
は
、
あ
く
ま
で
も
艶
本
『
喜
能
会
之
故
真
通
』
を
構
成
す
る
挿
絵

の
ひ
と
つ
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
艶
本
の
書
誌
的
な
側
面
に
も
少
し
ば
か
り
触

れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

艶
本
『
喜
能
会
之
故
真
通
』
は
文
化
十
一
年
の
春
に
刊
行
さ
れ
た
色
摺
半
紙

本
三
冊
で
あ
る
。
画
図
に
つ
い
て
は
、
一
巻
に
扉
絵
と
後
扉
絵
を
含
め
て
九
図

が
描
か
れ
て
お
り
、
三
巻
と
も
に
同
じ
構
成
で
あ
る
。
各
巻
の
扉
絵
に
は
大
首

の
美
人
画
が
描
か
れ
、
中
ほ
ど
に
そ
れ
ぞ
れ
テ
ー
マ
が
異
な
る
春
画
を
七
図
挟

み
込
み
、
巻
末
の
後
扉
絵
に
は
画
面
一
杯
に
男
女
の
性
器
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
艶
本
の
構
成
は
、
喜
多
川
歌
麿
の
艶
本
『
絵
本

笑
上
戸
』（
享
和
三
年
〔
一
八
〇
三
〕）
の
ス
タ
イ
ル
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る

た
め
、
歌
麿
の
先
行
作
な
ど
を
参
考
に
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る９

）
。
ま
た
、
上
巻
の
画
図
は
ほ
と
ん
ど
が
北
斎
筆
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
中

巻
、
下
巻
は
「
蛸
と
海
女
」
な
ど
の
一
、
二
図
を
除
き
、
そ
れ
以
外
の
大
部
分

は
北
斎
派
の
門
人
が
代
筆
し
て
い
る
。
画
図
の
テ
ー
マ
も
「
屋
形
船
で
の
逢

瀬
」
や
「
炬
燵
で
の
戯
れ
」
な
ど
、
春
画
・
艶
本
表
現
と
し
て
は
定
石
的
な
モ

チ
ー
フ
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
こ
の
艶
本
の
序
文
は
北
斎
自
身
の
筆
で

は
な
く
、
弟
子
の
渓
斎
英
泉
が
代
筆
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る10

）
。
な
お
下

巻
に
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
構
図
の
絵
が
二
図
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
版

元
の
要
請
に
応
え
て
急
い
で
作
画
し
た
よ
う
す
が
窺
え
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
艶
本
『
喜
能
会
之
故
真
通
』
は
、
春
画
・
艶
本
と
し
て
は
比

較
的
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
作
品
形
態
を
も
つ
、
江
戸
後
期
に
描
か
れ
た
枕
絵
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

３

蛸
と
海
女
が
描
か
れ
た
図
像
の
系
譜

と
こ
ろ
で
、
冒
頭
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
多
く
の
西
欧
人
は
こ
の
「
蛸
と
海

女
」
を
北
斎
の
独
創
性
が
生
み
出
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
作
品
と
し
て
扱
っ
て
き

た
。
と
こ
ろ
が
じ
つ
は
、
こ
の
「
蛸
と
海
女
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
決
し
て

北
斎
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
表
現
で
は
な
い
。
江
戸
時
代
の
絵
画
文
化
を
通
観
し
て

み
れ
ば
、
じ
つ
に
多
彩
に
「
蛸
と
海
女
」
を
描
い
た
浮
世
絵
や
春
画
に
出
会
う

こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
春
画
・
艶
本
の
分
野
に
お
い
て
は
、
す
で
に
先
行
の
研
究
で
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、「
海
女
に
か
ら
み
つ
く
蛸
」
の
図
像
は
北
斎
画
が
成
立
す
る

以
前
に
す
で
に
二
図
ほ
ど
が
世
に
出
ま
わ
っ
て
い
た11

）
。
も
っ
と
も
早
い
時
期
に

刊
行
さ
れ
た
の
が
、
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
の
北
尾
重
政12

）
に
よ
る
艶
本
『
謡

曲
色
番
組
』（
墨
摺
半
紙
本
三
冊
）
の
挿
絵
で
あ
る
（
図
２
）。
こ
の
艶
本
は

「
謡
曲
」
の
テ
ー
マ
を
そ
れ
ぞ
れ
性
秘
画
に
読
み
替
え
た
も
の
で
、
各
巻
に
八
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点
の
挿
絵
が
あ
り
、
合
計
で
二
十
四
点
の
謡
曲
の
主
題
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
う

し
た
な
か
「
海
女
に
か
ら
み
つ
く
蛸
」
の
画
図
は
、
謡
曲
『
海
人
』
を
春
画
調

に
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
こ
の
艶
本
で
は
、

「
女
郎
花
」
や
「
七
人
猩
々
」
な
ど
謡
曲
の
お
馴
染
み
の
テ
ー
マ
が
つ
ぎ
つ
ぎ

と
性
表
現
に
顚
倒
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
後
江
戸
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
、
こ
の
「
海
女
に
か
ら
み
つ
く
蛸
」
の

主
題
が
評
判
を
よ
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
刊
行
さ

れ
た
勝
川
春
潮

生
没
年
不
明
）
の
艶
本
『
艶
本
千
夜
多
女
志
』（
墨
摺
半
紙
本
三

冊
）
に
よ
っ
て
同
様
の
画
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
艶
本
は
、
狐
狸
と
女
性

の
情
事
を
描
い
た
獣
姦
画
や
、

「
鬼
の
念
仏
」
の
手
淫
を
描

い
た
滑
稽
画
な
ど
怪
奇
的
な

性
表
現
が
数
多
く
み
ら
れ
、

春
画
・
艶
本
に
お
け
る
怪
異

表
現
を
考
え
る
う
え
で
貴
重

な
資
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

な
お
、
北
斎
は
「
蛸
と
海

女
」
の
画
図
を
描
く
に
あ
た

っ
て
、
あ
き
ら
か
に
こ
れ
ら

二
画
を
参
考
に
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
と
く
に
春
潮
画

《『
艶
本
千
夜
多
女
志
』》
と
北
斎
画
は
、「
岩
場
で
大
蛸
が
海
女
に
か
ら
み
つ

き
」、「
海
女
は
蛸
ど
も
に
接
吻
を
求
め
ら
れ
」、「
小
蛸
が
大
蛸
の
援
軍
を
し
て

い
る
」
点
な
ど
、
図
像
の
素
材
、
画
面
構
成
の
上
で
、
多
く
の
類
似
点
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
艶
本
の
刊
行
年
代
か
ら
考
え
て
、
重
政
画
や
春
潮
画
の
方
が
北
斎

画
よ
り
も
先
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、
北
斎
が
こ
れ
ら
の
二
画
を
参
考
に
し

て
「
蛸
と
海
女
」
の
作
画
を
試
み
た
と
十
分
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
一
方
、
浮
世
絵
の
世
界
に
お
い
て
「
蛸
と
海
女
」
の
モ
チ
ー
フ
は

ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
見
す
る
限
り
に
お
い
て
、
も
っ

と
も
早
い
時
期
に
「
蛸
と
海
女
」
の
モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
た
の
は
、
山
本
義
信

（
生
没
年
不
明
・
宝
暦
期
活
躍
）
に
よ
る
『
海
女
』（
細
紅
摺
絵
）（
図
３
）
で
あ

る
。
こ
の
作
品
は
、
お
よ
そ
延
享
期
か
ら
宝
暦
期
に
描
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
て

お
り
、
磯
で
腰
巻
き
を
絞
る
海
女
と
、
そ
の
後
方
で
岩
場
か
ら
海
女
を
う
か
が

う
蛸
が
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
絵
は
「
あ
ぶ
な
絵
」
と
し
て
描
か
れ

た
た
め
に
、
蛸
と
海
女
の
か
ら
み
は
描
か
れ
て
い
な
い
。「
あ
ぶ
な
絵
」
と
は
、

享
保
の
改
革
に
と
も
な
う
美
人
画
・
性
秘
画
の
禁
圧
政
策
に
よ
っ
て
女
性
の
裸

体
美
が
描
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
絵
師
た
ち
が
苦
肉
の
策
と
し
て
女
性
の
生

活
風
俗
を
描
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
女
絵
で
あ
る13

）
。
そ
の
た
め
、
日
常
生
活
の

な
か
で
人
目
に
裸
体
を
さ
ら
す
こ
と
の
多
か
っ
た
「
海
女
」
や
「
湯
上
が
り

女
」
な
ど
が
好
ん
で
描
か
れ
た
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
「
あ
ぶ
な
絵
」
の
制
作
を

通
じ
て
、
浮
世
絵
に
描
か
れ
る
海
女
は
、
そ
の
後
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
磯
で
濡
れ

図２ 北尾重政「蛸と海女」（『謡曲色番組』）
（『絵入春画艶本目録』〔平凡社 2007年〕より転載）
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た
腰
巻
き
を
絞
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
上
半
身
を
露
わ
に
し

て
腰
巻
き
を
絞
る
行
為
そ
の
も
の
が
「
海
女
」
を
示
す
記
号
と
な
っ
て
い
っ
た
。

ま
た
、
こ
う
し
た
あ
ぶ
な
絵
に
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
錦
絵
の
創
始

者
・
鈴
木
春
信
が
「
蛸
と
海
女
」
を
描
い
た
柱
絵
判
錦
絵
を
描
い
て
い
る
。
明

和
六
年
（
一
七
六
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
海
女
』
で
あ
る
（
図
４
）。
こ
の
絵
に

つ
い
て
は
「
磯
で
腰
巻
き
を
絞
る
海
女
」
や
「
岩
場
の
陰
か
ら
海
女
を
見
つ
め

る
蛸
」
な
ど
、
義
信
画
の
「
蛸
と
海
女
」
と
の
類
似
点
も
数
多
く
指
摘
で
き
る
。

は
た
し
て
春
信
が
義
信
画
を
参
考
に
し
て
こ
の
絵
を
描
い
た
の
か
、
そ
の
影
響

関
係
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
が
、
富
裕
町
人
た
ち
に
よ
る
俳
諧
連
歌
会
を

模
し
た
錦
絵
の
絵
解
会
な
ど
で
、
こ
の
春
信
画
が
画
図
の
典
拠
を
当
て
る
遊
戯

に
用
い
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば

柱
絵
で
は
あ
る
が

、
こ
の
ふ
た
つ
の

作
品
の
あ
い
だ
に
な
ん
ら
か
の
因
果
関
係
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
蛸
が
裸
体
の
海
女
を
窺
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
す
で
に
近
松
門
左
衛
門
の

『
平
家
女
護
島
』（
初
演
享
保
四
年
〔
一
七
一
九
〕）
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
俊

寛
が
、
桐
島
の
漁
夫
の
娘
、
千
鳥
と
い
う
海
女
か
ら
生
業
の
よ
う
す
を
聞
く
場

面
に
描
か
れ
て
い
る
。

ゆ
ふ
波
に
か
は
い
や
女
の
丸まる
裸はだか
腰
に
浮う
け
桶をけ

手
に
は
鎌かま

千ち
尋ひろ
の
底

の
波
間
を
わ
け
て
海み
松る
布め
刈か
る

若
布
わ
か
め

荒
布
あ
ら
め

あ
ら
れ
も
な
い
裸はだ
身かみ
に

鱧はも
が
ぬ
ら
付
き

鯔ぼら
が
こ
そ
ぐ
る

がざみが
つ
め
る

餌ゑ
か
と
思
う
て
小
鯛
こ
だ
ひ

が
乳ちち
に
食
ひ
付
く
や
ら

腰
の
一
重
が
波
に
浸ひた
れ
て
肌はだへも
見
え
透す
く

壺つぼ

か
と
心
得

蛸たこ
め
が
臍へそ
を
う
か
ゞ
ふ14

）

こ
れ
は
、
浄
瑠
璃
世
界
に
よ
る
表
現
で
は
あ
る
が
、
裸
体
の
海
女
が
海
底
に

巣
く
う
魔
物
た
ち
か
ら
侵
害
を
受
け
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
末
尾
に
、

海
女
の
臍
を
う
か
が
う
蛸
の
表
象
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う

な
浄
瑠
璃
表
現
と
、
義
信
画
・
春
信
画
の
「
蛸
と
海
女
」
の
関
連
性
に
つ
い
て

は
不
明
瞭
な
点
も
多
い
が
、「
腰
の
一
重
が
波
に
浸ひた
れ
て
肌はだへも
見
え
透す

く

壺つぼ

か
と
心
得

蛸たこ
め
が
臍へそ
を
う
か
ゞ
ふ
」
と
い
う
描
写
な
ど
は
、
義
信
画
の
「
腰

巻
き
を
絞
る
海
女
を
岩
場
で
う
か
が
う
蛸
」
の
図
像
と
重
な
る
表
現
で
あ
り
、

図３ 山本義信「海女」（『あぶ
な絵（上巻）』〔緑園書房1962
年〕より転載）

図４ 鈴木春信「海女」
（東京国立博物館蔵・『青春の浮
世絵師 鈴木春信－江戸のカラ
リスト登場』〔千葉市美術館他
2002年〕より転載）
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双
方
の
類
似
性
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ち
な
み
に
「
壺
か
と
心
得
」
と

は
「
蛸
壺
の
心
得
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
こ
で
は
「
壺
」
は
、
海
女

の
女
性
器
の
こ
と
を
象
徴
し
て
お
り
、
そ
の
「
壺
」
を
う
か
が
い
狙
う
蛸
の
エ

ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
状
況
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
話
を
浮
世
絵
に
戻
す
が
、
こ
の
よ
う
に
義
信
画
か
ら
春
信
画
へ
の
モ

チ
ー
フ
の
移
行
が
推
測
さ
れ
る
「
蛸
と
海
女
」
の
画
系
譜
は
、
さ
ら
に
明
和
期

か
ら
天
明
期
に
か
け
て
役
者
絵
な
ど
で
世
に
知
ら
れ
た
浮
世
絵
師
・
勝
川
春
章

の
画
図
に
ま
で
続
い
て
い
く
。
勝
川
春
章
は
中
判
錦
絵
に
お
い
て
「
蛸
と
海

女
」
の
モ
チ
ー
フ
《『
鮑
取
り
の
海
女
に
絡
む
大
蛸
』》
を
描
い
て
い
る
（
図

５
）。
こ
の
春
章
の
画
を
し
て
は
じ
め
て
、
蛸
と
海
女
が
か
ら
み
始
め
る
の
で

あ
る
が
、
蛸
が
鮑
を
持
つ
海
女
の
足
首
に
申
し
訳
な
さ
そ
う
に
巻
き
つ
く
表
象

で
は
、
ま
だ
春
画
・
艶
本
に
お
け
る
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
好
色
表
現
に
ま
で
は

至
っ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
画
図
に
お
い
て
、
義
信
画
や
春
信
画
に
描

か
れ
た
よ
う
な
蛸
と
海
女
の
空
間
的
距
離
が
一
気
に
縮
ま
っ
た
と
い
え
る
。
い

う
な
ら
ば
、
春
章
の
画
を
し
て
は
じ
め
て
、
浮
世
絵
に
描
か
れ
た
「
蛸
」
と

「
海
女
」
が
絡
み
合
う
の
で
あ
る
。
こ
の
表
象
に
お
い
て
、
春
画
・
艶
本
の

「
蛸
と
海
女
」
の
妖
艶
な
性
表
現
が
成
立
す
る
一
歩
手
前
ま
で
接
近
し
た
と
い

え
よ
う
。

そ
し
て
こ
の
「
蛸
と
海
女
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
そ
の
後
、
浮
世
絵
の
舞
台
か

ら
春
画
・
艶
本
の
舞
台
へ
転
じ
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
先
述
し
た
よ
う

に
そ
の
後
、
天
明
元
年
に
重
政
画
《『
謡
曲
色
番
組
』》
が
描
か
れ
、
春
潮
画

《『
艶
本
千
夜
多
女
志
』》、
北
斎
画
《『
喜
能
会
之
故
真
通
』》
と
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と

「
蛸
と
海
女
」
の
モ
チ
ー
フ
が
春
画
・
艶
本
に
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
春
画
・
艶
本
に
お
い
て
「
蛸
と
海

女
」
を
描
い
た
絵
師
た
ち
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
勝
川
春
章
と
何
か
し
ら
の
接

点
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
春
潮
と
北
斎
は
、
春
章
の
直
弟
子
筋

に
あ
た
る
。
春
潮
は
、
そ
の
筆
風
は
鳥
居
清
長
の
美
人
画
に
近
似
し
て
い
る
が
、

も
と
も
と
は
春
章
の
弟
子
で
あ
り
、
北
斎
の
兄
弟
子
に
当
た
る
。
ま
た
北
斎
も
、

安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
に
「
勝
川
春
朗
」
と
し
て
浮
世
絵
界
に
デ
ビ
ュ
ー
し

て
以
来
、
春
章
の
弟
子
筋
と
し
て
、
こ
の
号
を
約
十
五
年
間
に
わ
た
り
使
い
つ

づ
け
た
。

他
方
、
北
尾
重
政
は
勝
川
春
章
の
親
し
い
画
人
仲
間
で
あ
り
、
両
者
で
共
作

し
た
草
紙
本
『
青
楼
美
人
合
姿
鏡
』
な
ど
が
い
く
つ
か
上
梓
さ
れ
て
い
る
。
ま

図５ 勝川春章「鮑取りの海女に絡む大蛸」（『浮
世絵ベベールコレクション（上巻）』〔日本経済新
聞社 1976年〕より転載）
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た
春
画
・
艶
本
の
分
野
で
は
、
安
永
二
年
（
一
七

七
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
艶
本
『
さ
か
り
の
花
の
久

し
き
栄

姿
名
鏡
』
が
ふ
た
り
の
合
作
と
し
て
世

に
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
双
方
の
筆
風
は

極
め
て
類
似
し
て
お
り
、
美
人
画
の
人
物
表
現
な

ど
は
、
春
章
画
な
の
か
、
そ
れ
と
も
重
政
画
な
の

か
、
判
断
が
難
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
を
通
じ
て
、
春
画
・
艶
本
に
描

か
れ
た
「
蛸
と
海
女
」
の
モ
チ
ー
フ
を
考
え
て
み

る
な
ら
ば
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
勝
川
派
の
範
疇
の

な
か
で
描
か
れ
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の

こ
と
か
ら
勝
川
春
章
の
「
蛸
と
海
女
」
の
作
画
が
、

春
画
・
艶
本
に
お
い
て
「
蛸
と
海
女
」
の
画
図
を

描
か
せ
る
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味

で
も
、
勝
川
春
章
の
「
蛸
と
海
女
」
は
、
そ
の
モ

チ
ー
フ
が
浮
世
絵
か
ら
春
画
・
艶
本
へ
と
そ
の
舞

台
を
移
行
さ
せ
る
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
る

作
品
で
あ
る
。
ま
た
図
像
表
現
に
関
し
て
も
、
春

章
の
「
蛸
と
海
女
」
の
表
象
は
、「
あ
ぶ
な
絵
」

の
よ
う
な
艶
の
あ
る
美
人
画
か
ら
、
春
画
・
艶
本

表
１
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の
よ
う
な
色
事
を
描
く
性
秘
画
へ
と
移
る
、
ま
さ
に
そ
の
過
渡
期
の
位
置
に
あ

た
る
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
「
蛸
と
海
女
」
の
画
系
譜
を
図
式
化
し
て
み
る
と
、
お

お
よ
そ
表
１
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
江
戸
時
代
に
活
躍
し
た
絵
師
た
ち
に
と
っ
て
は
、

「
蛸
」
と
「
海
女
」
の
図
像
的
な
組
み
合
わ
せ
そ
の
も
の
が
す
で
に
、
新
奇
な

可
笑
し
み
を
与
え
る
「
趣
向
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
春
画
・
艶
本
に
「
蛸
と
海
女
」
が
描
か
れ
る
時
期
に
並

行
し
て

あ
る
い
は
そ
れ

以
降
に

、
大
判
錦
絵
の

分
野
で
も
「
蛸
と
海
女
」
の

モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
お
も
な
作
品
を
挙
げ
れ

ば
、
歌
川
豊
国
の
『
あ
わ
び

を
見
て
』（
制
作
年
不
明
）、

歌
川
国
芳
の
『
玉
葛
』（
天

保
十
四
年
〔
一
八
四
三
〕
以

降
）、
楊
洲
周
延
の
『
海
女

と
蛸
』（
明
治
前
半
？
）
な
ど

が
あ
る
。
美
人
画
、
風
物
画
、

源
氏
絵
に
お
い
て
「
蛸
と
海
女
」
の
モ
チ
ー
フ
が
、「
主
題
」
と
し
て
で
は
な

く
「
趣
向
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
こ
う
し
た
趣
向
作
為
の
構
図
を
も
っ
と
も
端
的
に
示
し
た
作
品

と
し
て
、
歌
川
芳
員
の
『
東
海
道
五
十
三
次
内
（
由
井
）』（
嘉
永
六
年
〔
一
八

五
三
〕）
が
あ
る
。
こ
の
小
判
錦
絵
は
、
東
海
道
の
宿
場
街
を
描
い
た
街
道
絵

の
な
か
の
一
枚
で
あ
る
が
、
近
世
後
期
に
な
る
と
、
こ
の
手
の
風
景
画
は
手
垢

が
つ
く
ほ
ど
数
多
く
描
か
れ
た
。
芳
員
の
『
東
海
道
五
十
三
次
内
』
も
、
そ
う

し
た
街
道
絵
の
型
式
に
則
っ
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
場
街
に
伝
わ
る
民

談
・
奇
談
・
名
物
を
も
と
に
し
た
「
趣
向
」
を
描
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

「
小
田
原
」
で
は
河
童
の
表
象
が
描
か
れ
、「
亀
山
」
で
は
見
越
し
入
道
の
玩
具

が
描
か
れ
て
い
る
。
と
く
に
「
由
井
」
を
描
い
た
錦
絵
で
は
、
由
井
の
浜
で
複

数
の
海
女
が
大
蛸
に
襲
わ
れ
る
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
（
図
６
）、「
蛸
と
海

女
」
の
モ
チ
ー
フ
が
「
趣
向
」
と
し
て
街
道
絵
に
描
か
れ
る
例
を
そ
こ
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
じ
っ
さ
い
に
「
蛸
と
海
女
」
の
モ
チ
ー
フ
が
「
由

井
」
を
主
題
と
し
た
街
道
絵
に
「
趣
向
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
た
め
に
は
、

「
由
井
」
と
「
蛸
と
海
女
」
の
あ
い
だ
に
何
か
し
ら
の
関
係
性
が
成
立
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
世
期
に
記
さ
れ
た

地
誌
類
に
、
そ
の
ヒ
ン
ト
が
か
く
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
浅
井
了
意
の
仮

名
草
子
『
東
海
道
名
所
記
』（
万
治
三
年
〔
一
六
六
〇
〕）
の
「
由
井
」
の
項
に

は
「
い
や
し
き
あ
ま
の
し
ほ
や
き
な
れ
ば

し
り
申
さ
ぬ
よ
と
て

過
ゆ
き
た

り
」
と
記
さ
れ
て
お
り15

）
、
あ
る
い
は
『
東
海
道
名
所
図
会
』（
寛
政
九
年
〔
一
七

図６ 歌川芳員「由井」（『東海道五十三次内』）
（『妖怪曼陀羅』〔国書刊行会 2007年〕より転載）
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九
七
〕）
に
は
「
こ
の
ほ
と
り
の
賤
女
出
汐
を

み

あ
る
は
鮑
拾
ふ
体

風

流
に
し
て
奇
観
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る16

）
。
こ
う
し
た
「
由
井
」
に
ま
つ
わ
る

叙
述
は
、
芳
員
の
時
代
よ
り
も
や
や
以
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
人
び
と

は
こ
れ
ら
の
文
献
記
述
を
通
じ
て
由
井
の
浜
に
は
貧
し
い
海
士
や
海
女
が
生
活

し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
得
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
地
誌
類
の

民
間
へ
の
伝
播
が
、
し
だ
い
に
そ
の
土
地
の
名
所
・
旧
跡
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
作

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
徐
々
に
文
献
世
界
を
飛
び
出
し
て
、
絵
画

文
化
に
お
い
て
も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
例
を
春
画
・
艶
本
に
見
る

な
ら
ば
、
恋
川
笑
山
の
『
旅
枕
五
十
三
次
』（
嘉
永
期
〔
一
八
四
八
｜
五
四
〕）
で

あ
る
。
こ
の
艶
本
の
「
由
井
」
の
項
で
は
、
海
浜
で
鮑
を
捕
る
海
女
が
登
場
し
、

そ
の
海
女
と
男
性
の
情
事
が
描
か
れ
て
い
る17

）
。

同
様
に
絵
師
芳
員
も
、
由
井
の
浜
に
は
海
女
が
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
知

り
得
た
う
え
で
、
街
道
絵
と
い
う
「
世
界
」
に
「
蛸
と
海
女
」
の
モ
チ
ー
フ
を

「
趣
向
」
と
し
て
織
り
交
ぜ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
他
に
も
「
蛸
と
海
女
」
に
関
わ
る
浮
世
絵
は
い
く
つ
か
存
在
す

る
が
、
近
世
期
に
描
か
れ
た
同
種
の
図
像
を
私
見
す
る
限
り
に
お
い
て
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
し
、
そ
れ
を
制
作
年
代
順
に
並
べ
る
と
表
２
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
「
蛸
と
海
女
」
の
モ
チ
ー
フ
に
絞
っ
て
、
そ
の
画
系
譜
を
通
観

し
て
み
る
な
ら
ば
、
春
画
・
艶
本
に
描
か
れ
た
「
蛸
と
海
女
」
が
、
決
し
て
性

表
現
に
閉
じ
た
世
界
の
な
か
だ
け
で
描
か
れ
て
き
た
表
象
で
は
な
い
こ
と
が
わ

か
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
浮
世
絵

あ
ぶ
な
絵
・
美
人
画

な
ど
の
絵
画
文

化
と
の
積
極
的
な
関
わ
り
合
い
の
な
か
で
創
り
出
さ
れ
て
き
た
表
現
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
北
斎
画
の
「
蛸
と
海
女
」
に
つ
い
て
考
え

て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
画
は
絵
師
の
独
創
性
に
由
来
し
て
描
か
れ
た
の
で
は
な

く
、
そ
こ
に
写
し
出
さ
れ
た
虚
構
の
表
象
は
、
図
像
の
伝
達
、
表
現
舞
台
の
移

行
、
絵
師
の
師
弟
関
係
な
ど
、
近
世
絵
画
史
の
大
き
な
潮
流
の
な
か
で
し
だ
い

表
２

作
品
名

絵
師
名

刊
行
年

技
法
判
型

ジ
ャ
ン
ル

蛸
と
海
女
の
絡
み

『
海
女
』

山
本
義
信

延
享
か
ら
宝
暦
期

細
紅
摺
絵

あ
ぶ
な
絵

×

『
海
女
』

鈴
木
春
信

明
和
六
年
（
一
七
六
九
）

柱
絵
判
錦
絵

柱
絵

×

『
鮑
取
り
の
海
女
に
絡
む
大
蛸
』
勝
川
春
章

不
明

中
判
錦
絵

錦
絵

△

『
謡
曲
色
番
組
』

北
尾
重
政

天
明
元
年
（
一
七
八
一
）

墨
摺
半
紙
本

艶
本

○

『
艶
本
千
夜
多
女
志
』

勝
川
春
潮

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）

墨
摺
半
紙
本

艶
本

○

『
喜
能
会
之
故
真
通
』

葛
飾
北
斎

文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）

色
摺
半
紙
本

艶
本

○

『
あ
わ
び
を
見
て
』

歌
川
豊
国

不
明
（
改
巳
五
）

大
判
二
枚

錦
絵

×

『
海
女
と
蛸
』

渓
斎
英
泉

文
政
期

半
紙
本
端
本

艶
本

○

『
玉
葛
』

歌
川
国
芳

天
保
十
四
年
以
降

大
判

錦
絵

×

『
玉
取
り
』

歌
川
国
芳

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）

大
判
三
枚

錦
絵

×

『
竜
宮
玉
取
姫
之
図
』

歌
川
国
芳

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

大
判
三
枚

錦
絵

×

『
東
海
道
五
十
三
次
内
由
井
）』
歌
川
芳
員

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

小
判
錦
絵

錦
絵

×

『
海
女
と
蛸
』

楊
洲
周
延

明
治
前
半
？

大
判
錦
絵

錦
絵

△

『
海
女
と
蛸
』

月
岡
芳
年

明
治
前
半
？

肉
筆
絵

肉
筆
画

○

『
海
女
と
蛸
』

正
治

明
治
前
半
？

彫

根
付

○
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に
形
づ
く
ら
れ
て
い
き
、
ま
た
そ
の
一
端
で
勢
い
よ
く
描
出
さ
れ
た
も
の
に
す

ぎ
な
い
だ
ろ
う
。

二

「
世
界
」
と
し
て
の
「
海
女
の
珠
取
り
」
の
説
話

１

謡
曲
『
海
人
』
と
春
画
・
艶
本
に
描
か
れ
た
「
海
女
」
た
ち

ず
い
ぶ
ん
と
前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
さ
っ
そ
く
北
斎
画
の

「
蛸
と
海
女
」
か
ら
「
世
界
」
と
「
趣
向
」
の
構
図
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ

う
。そ

こ
で
ま
ず
は
こ
の
画
に
お
け
る
「
世
界
」
と
は
な
に
か
を
考
え
て
み
た
い
。

画
図
は
演
劇
や
文
学
と
異
な
り
、
そ
の
作
品
世
界
の
形
象
は
少
数
に
限
ら
れ
て

い
る
た
め
に
、
そ
の
限
定
さ
れ
た
情
報
量
の
な
か
で
時
間
的
要
素
を
含
ん
だ
物

語
性
を
読
み
取
る
の
は
難
し
い
。
と
は
い
え
、
作
者
や
読
者
が
そ
の
作
品
か
ら

ど
の
よ
う
な
物
語
世
界
を
読
み
取
っ
て
い
た
の
か
、
彼
ら
の
認
識
の
よ
う
す
を

知
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
現
に
当
時
の
春
画
・
艶
本
の
読
者
は
、
性
表
現

の
背
後
に
「
源
氏
物
語
」
や
「
伊
勢
物
語
」
な
ど
の
物
語
世
界
を
読
み
取
り
、

描
か
れ
た
秘
画
が
自
分
の
認
識
と
ど
れ
だ
け
ズ
レ
て
い
る
か
を
愉
し
ん
だ
。

と
は
い
え
、
北
斎
画
の
「
蛸
と
海
女
」
か
ら
既
存
の
物
語
世
界
を
抽
出
す
る

た
め
に
は
、
ま
ず
は
そ
の
画
図
の
典
拠
と
さ
れ
る
重
政
画
《『
謡
曲
色
番
組
』》

か
ら
読
み
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

重
政
画
の
「
蛸
と
海
女
」
は
、
謡
曲
『
海
人
』
の
モ
チ
ー
フ
を
春
画
調
に
パ

ロ
デ
ィ
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
浮
世
絵
師
の
あ
い
だ
で
、
鈴
木
春
信

の
作
品
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
謡
曲
の
主
題
を
連
想
さ
せ
る
見
立
て
錦
絵
を
描
く

ス
タ
イ
ル
が
流
行
し
た
。
重
政
の
『
謡
曲
色
番
組
』
も
、
そ
う
し
た
文
化
的
な

流
行
の
な
か
で
描
か
れ
た
と
い
え
よ
う
。

画
面
の
中
央
に
は
蛸
と
海
女
の
絡
み
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は

「
竜
宮
の
玉
殿
」、「
珠
」、「
利
剣
」、「
千
尋
の
縄
」、「
縄
を
引
く
人
び
と
の
船
」

の
表
象
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
２
）。
こ
れ
ら
は
読
み
手
に
、
謡
曲
『
海
人
』

の
「
海
女
が
竜
宮
か
ら
宝
珠
を
盗
み
出
す
場
面
」
を
連
想
さ
せ
る
記
号
的
要
素

で
あ
る
。
そ
し
て
作
者
は
、
読
者
が
連
想
す
る
既
知
の
場
面
を
蛸
と
海
女
が
絡

み
合
う
シ
ー
ン
に
読
み
替
え
る
こ
と
で
、
春
画
と
し
て
の
「
笑
ひ
」
を
演
出
し

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
海
底
で
の
蛸
と
海
女
の
戯
れ
も
知
ら
ず
に

春
画
表

現

、
船
上
で
は
人
び
と
が
「
な
に
か
も
ち
や
げ
る

持

ち

上

げ

る

）

や
う
に

よ

う

に

）

な
は

縄

）

が

う
ご
き

動

き

）

ま
す
」
と
、
海
女
の
救
出
に
四
苦
八
苦
す
る
よ
う
す

既
知
表
現

が
い
っ
そ
う
笑
い
を
誘
う
。

春
画
・
艶
本
が
「
笑
ひ
」
の
文
化
と
共
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
先

行
の
研
究
で
く
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
が18

）
、
そ
の
「
笑
ひ
」
を
味
わ
う
た
め

に
、
こ
の
画
図
の
背
後
に
謡
曲
『
海
人
』
の
作
品
世
界
を
十
分
に
読
み
取
っ
て

い
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
春
画
・
艶
本
の
読
者
は
、
謡
曲
『
海

人
』
の
物
語
が
画
図
の
「
世
界
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
か
ら
「
笑
ひ
」
を

引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
北
斎
の
「
蛸
と
海
女
」
を
眺
め
て
み
る
な
ら
ば
、

こ
の
画
が
重
政
画
の
よ
う
な
「
世
界
」
を
、
そ
の
表
現
の
背
後
に
控
え
さ
せ
て
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い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
北
斎
画
も
重
政
画
同
様
に
、
そ
の

表
現
の
目
的
は
「
笑
ひ
」
に
あ
り
、
重
政
画
か
ら
そ
の
図
像
興
趣
を
借
用
し
た

と
す
る
な
ら
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
た
だ
北
斎
画
は
、
重
政
画
に
比
べ
て

「
世
界
」
の
読
み
取
り
が
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
北
斎
画
は
重
政
画
よ
り
も
後

年
に
描
か
れ
た
作
品
で
あ
り
、
先
行
す
る
画
図
を
そ
の
ま
ま
借
用
す
れ
ば
「
お

っ
か
ぶ
せ
」
と
し
て
安
易
な
表
現
の
烙
印
を
押
さ
れ
、
読
者
か
ら
非
難
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
北
斎
は
、
謡
曲
『
海
人
』
を
連
想
さ
せ
る
記
号
的
要
素
を
直
接
用
い

て
、
そ
の
「
世
界
」
を
春
画
調
に
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
い
な
い
。

と
は
い
え
、
北
斎
の
「
蛸
と
海
女
」
か
ら
、
重
政
画
同
様
の
「
世
界
」
を
読

み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
ヒ
ン
ト
が
図
像
に
添
え
ら
れ
た

詞
書
き
に
記
さ
れ
て
い
る
。

い
つ
ぞ
ハ
〳
〵
と

ね
ら
い

狙

い

）
す
ま
し
て
ゐ
た
か
い
が
あ
つ
て

け
う

今
日
）

と

い
ふ
け
う

今
日
）

と
う
〳
〵

と
ら
ま
へ
た

捕

ら

ま

え

た

）

ァ

て
も
む
つ
く
り

む

っ

く

り

）

と
し
た

い
ゝ

良
い
）

ぼ
ゝ

ぼ
ぼ
）

だ

い
も

芋

）

よ
り
は
な
を

な
お
）

こ
う
ぶ
つ

好

物

）

サ
ァ
〳
〵

す
つ
て

吸

っ

て

）
〳
〵

す
い

吸
い
）

つ
く
し
て

尽

く

し

て

）

た
ん
の
ふ

堪

能

）

さ

せ

て

か

ら

い
つ
そ

い

っ

そ

）

り
う
ぐ
う

龍

宮

）

へ

つ
れ
て
い
つ
て

連

れ

て

い

っ

て

）

か
こ
つ
て

囲

っ

て

）
お
こ
う
ス

こ
こ
で
北
斎
は
、
海
女
に
か
ら
み
つ
く
蛸
に
「
い
っ
そ
竜
宮
へ
連
れ
て
行
っ

て
囲
っ
て
お
こ
う
」
と
語
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
蛸
の
語
り
に
こ
そ
、
こ
の
画
図

か
ら
重
政
画
同
様
の
「
世
界
」
を
連
想
さ
せ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
る
。
北
斎
の

描
い
た
図
像
か
ら
で
は
、
な
に
ひ
と
つ
「
竜
宮
」
と
の
関
わ
り
を
示
唆
で
き
な

い
が
、
こ
の
詞
書
を
読
む
こ
と
で
は
じ
め
て
、
こ
の
画
図
の
背
後
に
「
竜
宮
」

の
世
界
が
控
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
台
詞
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
海
女

に
か
ら
む
蛸
は
、
竜
宮
へ
彼
女
を
誘
う
龍
王
の
眷
属
か
、
あ
る
い
は
龍
王
自
身

で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
北
斎
自
身
、
こ
の
画
を
制
作
す
る
に
あ
た
っ
て
重
政
画
の
表
現
を

借
用
し
た
こ
と
を
読
者
に
悟
ら
せ
る
た
め
に
、
わ
ざ
と
「
竜
宮
」
に
関
わ
る
詞

書
を
加
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
読
者
は
先
行
す
る
重
政

画
を
知
り
得
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
そ
の
画
に
謡
曲
『
海
人
』
の
「
世
界
」
が
控

え
て
い
た
こ
と
も
承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
北
斎
の
作
意
を
十
分
に

く
み
取
っ
た
う
え
で
、
こ
の
絵
の
ト
リ
ッ
ク
を
愉
し
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。
も

し
仮
に
こ
れ
ら
の
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
蛸
に
よ
る
「
い
っ
そ
竜
宮
へ
連
れ

て
行
っ
て
囲
っ
て
お
こ
う
」
と
い
う
台
詞
の
可
笑
し
み
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き

な
い
。

作
者
の
作
意
と
読
者
の
読
み
が
ひ
と
つ
の
画
図
を
通
じ
て
一
致
し
、
描
か
れ

た
表
象
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
認
識
を
互
い
に
共
有
で
き
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
そ

の
図
像
を
愉
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
者
と
読
者
の
あ
い
だ
に
抱
か
れ
る

共
通
認
識
こ
そ
、
ま
さ
に
演
劇
や
戯
作
の
表
現
方
法
で
用
い
ら
れ
た
「
世
界
」

の
理
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

北
斎
は
、
春
画
表
現
に
お
い
て
性
的
情
感
を
助
長
さ
せ
る
た
め
に
執
拗
な
ま

で
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
詞
書
き
を
記
す
が
、
そ
う
し
た
性
擬
音
語
の
く
り
返
し
の
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な
か
に
、
北
斎
が
そ
の
画
に
込
め
た
「
世
界
」、
す
な
わ
ち
「
竜
宮
」
に
ま
つ

わ
る
物
語
世
界
の
シ
グ
ナ
ル
を
見
つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

海
女
の
珠
取
り
説
話

そ
れ
で
は
謡
曲
『
海
人
』
か
ら
導
か
れ
る
「
世
界
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
物
語
で
あ
ろ
う
か
、
こ
こ
で
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
く
と
に
し
よ
う
。

た
め
し
に
謡
曲
『
海
人
』
の
内
容
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

時
の
大
臣
藤
原
房
前
は
亡
き
母
の
追
善
の
た
め
に
讃
岐
国
の
志
度
浦
を
従
者
と

と
も
に
訪
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
ひ
と
り
の
海
女
に
出
逢
い
、
む
か
し
こ
の

浦
で
海
中
か
ら
宝
珠
を
取
り
上
げ
た
咄
を
聞
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
海
女
が

語
る
に
は
、
唐
土
か
ら
興
福
寺
へ
贈
ら
れ
た
三
つ
の
宝
の
う
ち
、
宝
珠
だ
け
が

海
上
を
運
搬
す
る
途
中
で
龍
王
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
藤
原
淡
海
公

と
い
う
御
方
が
、
龍
王
か
ら
宝
珠
を
奪
い
返
す
た
め
に
身
を
や
つ
し
て
志
度
浦

に
や
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
淡
海
公
は
、
そ
の
浦
の
海
女
と
契
り
を
結
び
、
御
子

を
儲
け
た
。
そ
の
御
子
こ
そ
房
前
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
藤
原
淡
海
公
は
、

そ
の
子
を
世
継
ぎ
と
す
る
か
わ
り
に
、
海
中
に
あ
る
竜
宮
か
ら
奪
わ
れ
た
宝
珠

を
取
り
戻
し
て
ほ
し
い
と
海
女
に
依
頼
す
る
。
海
女
は
そ
の
頼
み
を
受
け
る
べ

く
、
千
尋
の
縄
を
腰
に
つ
け
、
利
剣
を
手
に
持
ち
、
海
の
な
か
へ
と
潜
っ
て
い

っ
た
。
そ
し
て
竜
宮
か
ら
宝
珠
を
盗
み
取
り
、
海
上
へ
逃
れ
よ
う
と
す
る
、
ま

さ
に
そ
の
時
に
、
怖
ろ
し
い
龍
王
が
海
女
に
襲
い
か
か
っ
た
。
海
女
は
龍
王
と

の
壮
絶
な
格
闘
の
末
、
利
剣
で
自
ら
の
乳
の
下
を
か
き
切
り
、
そ
こ
に
珠
を
押

し
込
め
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
船
上
に
て
千
尋
の
縄
を
引
き
あ
げ
て
み
る
と
、

す
で
に
海
女
の
命
は
失
わ
れ
て
い
た
。
た
だ
乳
の
下
に
宝
珠
が
隠
さ
れ
て
お
り
、

彼
女
の
命
と
引
き
替
え
に
珠
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

語
り
手
の
海
女
は
、
そ
の
潜
女
こ
そ
自
分
自
身
で
あ
る
と
告
白
す
る
。
母
と
し

て
、
あ
る
い
は
幽
霊
と
し
て
、
房
前
の
前
に
現
れ
た
海
女
は
、
そ
の
語
り
を
終

え
る
と
彼
の
目
の
前
か
ら
消
え
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
房
前
は
亡
き
母
の
霊
を

弔
う
た
め
に
荘
厳
な
供
養
を
お
こ
な
っ
た
。

な
お
、
謡
曲
『
海
人
』
の
物
語
は
、
先
行
の
研
究
に
よ
っ
て
、
幸
若
舞
曲

『
大
織
冠
』
と
の
物
語
性
の
類
似
と
差
異
が
指
摘
さ
れ
て
い
る19

）
。
現
に
『
謡
曲

拾
葉
抄
』（
明
和
九
年
〔
一
七
七
二
〕
刊
）
に
は
、
謡
曲
『
海
人
』
に
つ
い
て

「
世
に
大
織
冠
物
語
と
い
へ
る
古
き
草
紙
あ
り
、
此
謡
は
彼
の
物
語
を
以
て
作

る
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
謡
曲
『
海
人
』
が
幸
若
舞
曲

『
大
織
冠
』
の
「
テ
キ
ス
ト
」

古
き
草
紙

を
も
と
に
し
て
創
作
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
の
研
究
の
上
で
は
両
作
品
の
内
容

や
設
定
に
つ
い
て
多
く
の
差
異
が
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
直
接
的
な
繫
が
り
は

否
定
さ
れ
て
い
る20

）
。
と
は
い
え
、
同
時
に
謡
曲
『
海
人
』
と
幸
若
舞
曲
『
大
職

冠
』
が
同
根
の
海
女
の
珠
取
伝
承
か
ら
創
り
出
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
近
代
的
な
研
究
分
析
が
行
わ
れ
て
い
な
い
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
両
作
品

が
庶
民
感
覚
あ
る
い
は
大
衆
認
識
に
お
い
て
近
し
い
存
在

同
一
的
な
作
品

で
あ
っ
た
こ
と
は
『
謡
曲
拾
葉
抄
』
の
叙
述
か
ら
推
測
で
き
よ
う
。
と
な

れ
ば
、
幸
若
舞
曲
『
大
職
冠
』
の
テ
キ
ス
ト
の
「
竜
宮
の
場
面
」
を
引
用
し
て
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お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

海
女
も
出
立

（いで）たち
を
構
へ
け
り
（
身
ご
し
ら
え
し
た
）。
五
色
の
綾
を
も
っ
て

身
を
纏
ひ

（まと）
、
夜
光
の
玉
を
額ひたひに
当
て
、
布ぬの
綱
の
端
を
腰
に
つ
け
、
鉄かね
よ
き

刀
わ
き
ば
さ
み
、
波
間
を
分
け
て
つ
っ
と
入
る
。
た
と
ひ
男（な
子んし）の
身
な
り

と
も
、
一
人
海
へ
入
ら
ん
こ
と
は
、
毒
の
魚
、
竜
、
亀
、
大
蛇
の
恐
れ
も

あ
る
べ
き
に
、
申
さ
ん
や
（
ま
し
て
）、
女
の
身
と
あ
っ
て
、
一
人
海
へ

入
る
事
は
、
類
たぐひ

少
な
き
心
か
な
。〔
数
千
万
里
の
海
路
を
過
ぎ
、
竜
宮
の

都
に
着
く
。
夜
光
の
玉
に
照
ら
さ
れ
て
、
暗
き
所
は
な
か
り
け
り
。
こ
と

さ
ら
〕
見
置
き
た
り
し
道
な
れ
ば
、
迷
ふ
べ
き
に
て
候
は
ず
。
竜
宮
の
宝

殿
に
あ
が
め
置
く
水
晶
の
玉
、
思
ひ
の
ま
ま
盗
み
取
っ
て
、
腰
に
付
け
た

る
約
束
の
布
綱
を
引
け
ば
、
船
中
の
人
々
、「
あ
は
、
約
束
こ
こ
な
り
」

と
、
て
ん
で
に
綱
を
引
き
に
け
り
。
海
女
は
、
勇
み
て
潜
け

（かづ）
ば
、
上
よ
り

も
、
い
と
ど
引
き
上
ぐ
る
。
今
は
か
う
よ
と
思
ふ
所
に
、
玉
を
守まぼ
る
小
竜

王
、
此
の
由
を
見
付
け
、
跡あと
を
求
め
て
追
ふ
事
は
、
只
、
三みつ
羽ば
の
征そ
矢や
を

射
る
ご
と
し
。
既
に
は
や
、
こ
の
綱
残
り
少
な
く
見
え
し
時
、
船
中
の

人
々
、「
あ
は
や
、
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
は
。
取
り
上
げ
よ
」
と
下
知
す
る

に
、
海
女
の
跡
に
つ
い
て
、
一
つ
の
大
蛇
追
う
て
来
る
。
た
け
は
十
丈
ば

か
り
に
て
、
鰭ひれ
に
剣
を
は
さ
み
た
て
、
眼まなこは
只
、
夕
日
の
水
に
映うつ
ろ
ふ
ご

と
く
な
り
。く
紅れなゐの
ご
と
く
な
る
舌
の
先
を
振
り
た
て
、
隙すき
間ま
な
く
追
っ
か

く
る
。（
中
略
）

船
中
の
人
々
左ゆん
手で

右
手
め
て

に
す
が
っ
て
、「
こ
は
い
か

に
」
と
て
、
止とど
め
け
り
。
す
で
に
は
や
、
此
の
綱
残
り
少
な
く
見
え
し
時
、

大
蛇
走
り
か
か
っ
て
、（
情なさけ）な
く
も
か
の
海
女
の
、
二
つ
の
足
を
け
ち
ぎ

れ
ば
（
食
い
ち
ぎ
っ
た
の
で
）、
水
の
泡あは
と
ぞ
消
え
に
け
る
。
空
し
き
死
骸

を
取
り
上
げ
、
諸
人
の
中
に
是
を
置
き
、
一
度
に
わ
っ
と
叫
ぶ
。
鎌
足
御

覧
じ
て
、「
玉
は
取
り
得
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
に
、
二
世
の
機き
縁えん
は
尽
き
果
て
ぬ
。

胸
の
間
に
傷
有
り
。
大
蛇
の
裂
け
る
の
み
な
ら
ず
」
と
、
怪
し
め
御
覧
あ

り
け
れ
ば
、
此
の
傷
の
中
よ
り
も
、
水
晶
の
玉
出
で
さ
せ
給
ふ
。21

）

唱
い
と
し
て
の
謡
曲
と
、
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
た
幸
若
舞
曲
を
比
較
し
て
み
る

と
、
や
は
り
物
語
の
言
語
化
と
い
う
知
見
し
や
す
い
形
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い

る
た
め
に
、
舞
曲
の
方
が
細
部
ま
で
よ
り
綿
密
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
描
か

れ
て
い
る
。
珠
取
り
の
海
女
と
珠
を
護
る
小
龍
王
（「
大
蛇
」）
と
の
交
戦
の
場

面
で
は
、
そ
の
生
死
を
か
け
た
壮
絶
な
格
闘
シ
ー
ン
が
目
の
前
に
浮
か
ぶ
よ
う

で
あ
る
。
当
時
の
舞
曲
は
、
こ
の
海
女
と
大
蛇
の
戦
い
を
躍
動
感
溢
れ
る
舞
い

で
情
熱
的
に
演
じ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
謡
曲
と
幸
若
舞
曲
を
物
語
を
彩
る
素

材
要
素
（「
記
号
」）
を
抜
き
出
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、「
刀
を
手
に
し
て
潜

る
海
女
」、「
縄
を
引
き
あ
げ
る
船
中
の
人
び
と
」、「
腰
に
付
け
た
る
約
束
の
布

綱
」、「
宝
殿
に
あ
が
め
置
く
水
晶
の
珠
」
と
、
様
々
な
類
似
点
を
見
つ
け
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
両
作
品
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
芸
能
文

化
史
の
な
か
で
姉
妹
関
係
を
示
す
演
目
と
し
て
、
人
び
と
に
認
知
さ
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
。
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ま
た
、
こ
こ
で
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
が
、
こ
れ
ら
の
海
女
物
語
に
関

す
る
描
写
要
素
が
す
べ
て
重
政
画
の
「
蛸
と
海
女
」
に
お
い
て
図
像
化
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
逆
に
、
重
政
画
の
「
蛸
と
海
女
」
の
「
世
界
」

は
、
謡
曲
『
海
人
』
に
留
ま
ら
ず
、
幸
若
舞
曲
『
大
職
冠
』
に
ま
で
そ
の
範
疇

を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
海
女
と
宝
珠
の
ド
ラ
マ
は
、
先
達
の
研

究
に
よ
っ
て
、
中
世
よ
り
続
く
「
海
女
の
珠
取
伝
承
」
と
い
う
説
話
世
界
の
流

れ
を
引
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る22

）
。
そ
の
主
な
も
の
と
し
て
、
鎌
倉

末
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
志
度
寺
縁
起
』《
第
二
巻
「
讃
州
志
度
道
場
縁

起23
）

」》
が
研
究
者
の
あ
い
だ
で
注
目
を
集
め
て
き
た
。
こ
の
讃
岐
国
志
度
寺
に

ま
つ
わ
る
寺
院
建
立
の
由
来
譚
は
、
ま
さ
に
面
向
不
背
の
宝
珠
に
関
わ
る
海
女

の
伝
説
で
あ
る
。
中
国
唐
の
高
宗
皇
帝
か
ら
贈
ら
れ
た
面
向
不
背
の
珠
が
志
度

沖
で
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
藤
原
不
比
等
は
志
度
に
来
て
、
海
女
に
頼

ん
で
海
中
か
ら
そ
の
珠
を
取
り
戻
し
て
も
ら
っ
た
。
し
か
し
海
女
は
命
を
落
と

し
た
の
で
、
そ
の
追
善
供
養
の
た
め
に
当
寺
を
建
立
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ

の
縁
起
譚
は
『
志
度
寺
縁
起
絵
図
』（
南
北
朝
時
代
初
期
）
と
し
て
絵
画
化
さ
れ

て
お
り
、
讃
岐
の
観
音
霊
場
の
ひ
と
つ
で
あ
る
志
度
寺
で
は
古
く
か
ら
唱
導
の

た
め
の
絵
解
説
法
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
な
お
、
当
世
に
お
い
て
も
、
こ
の
縁

起
譚
に
ま
つ
わ
る
海
女
の
墓
が
志
度
寺
に
は
遺
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
こ
の
唱
導
伝
流
が
、
さ
ら
に
時
代
を
経
る
こ
と
で
興
福
寺
の
春
日

神
社
の
唱
導
活
動
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
か
ら
謡
曲
『
海
人
』
や
幸
若
舞
曲
『
大

職
冠
』
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る24

）
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
海
女
が
海
底
へ
宝
珠
を
取
り
に
行
き
、
宝
珠

を
護
る
龍
王
と
争
い
、
そ
し
て
命
を
落
と
す
、
と
い
う
珠
取
物
語

ド
ラ
マ

を
中
心
に
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
文
化
表
現
史
を
通
観
し
て
い
け

ば
、『
志
度
寺
縁
起
』（
鎌
倉
末
期
）
↓
興
福
寺
縁
起
（
中
世
後
半
）
↓
謡
曲

『
海
人
』・
幸
若
舞
曲
『
大
職
冠
』（
近
世
前
半
）
↓
艶
本
『
謡
曲
色
番
組
』
↓

北
斎
画
の
「
蛸
と
海
女
」
と
、
中
世
か
ら
近
世
末
期
に
か
け
て
の
時
代
を
、
そ

の
表
現
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
タ
テ
に
貫
く
「
海
女
の
珠
取
伝
承
」
と
い
う
ひ
と

つ
の
「
世
界
」
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

３

海
女
の
珠
取
り
の
説
話
の
図
像

そ
れ
で
は
一
方
、
近
世
の
図
像
史
に
お
い
て
「
海
女
の
珠
取
伝
承
」
は
ど
の

よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
に
『
志
度
寺
縁
起

絵
図
』（
絹
本
画
軸
六
幅
）
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
中
世
期
の
絵
解
図
で
は
、
海

中
に
漂
う
海
女
の
姿
し
か
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
海
女
と
龍
王
が
宝
珠
を
奪
い
合

う
シ
ー
ン
は
図
像
化
さ
れ
て
い
な
い
。
中
世
の
絵
解
図
の
よ
う
な
寺
社
勧
進
を

目
的
と
し
た
唱
導
段
階
で
は
、
ま
だ
こ
の
シ
ー
ン
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
志
度
寺
縁
起
』
に
は
「
龍
王
惜ヲシン
デ

玉
ヲ

成ナシ
イカリ
ヲ

追ヲツ
テ

海ア

人マ
ヲ

切
ル

四
支シ
ヲ

、
海ア
人マ

忽
タチマチ

死シ
ス

」
の
文
言
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
面
が

図
像
化
さ
れ
る
の
は
お
そ
ら
く
幸
若
舞
曲
『
大
職
冠
』
が
成
立
し
た
後
の
室
町

後
期
か
ら
桃
山
時
代
で
あ
ろ
う
。「
海
女
の
珠
取
り
伝
承
」
の
語
り
場
が
、
寺
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社
縁
起
を
中
心
と
し
た
唱
導
活
動
か
ら
舞
曲
や
謡
曲
な
ど
の
芸
能
活
動
へ
変
遷

し
て
い
く
過
程
の
な
か
で
、
海
女
と
龍
王
が
宝
珠
を
奪
い
合
う
ハ
イ
ラ
イ
ト
シ

ー
ン
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
そ
の
場
面
の
図
像
化
の
流
れ

の
な
か
で
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
は
い
え
、
中
世
末
期
の
時
代
に
お
い
て
も
、
な
お
「
図
像
」
は
物
語
を
語

り
伝
え
る
た
め
の
補
助
的
な
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
近
世
を
迎
え
、
語
り
と
し
て
の
物
語
は
し
だ
い
に
文
字
を
失
い
は
じ
め
、

徐
々
に
視
覚
世
界
だ
け
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
近
世
前

期
に
入
り
、
既
存
の
物
語
世
界
（「
源
氏
物
語
」「
伊
勢
物
語
」「
御
伽
草
子
」）
を

絵
巻
や
屛
風
絵
に
描
く
物
語
絵
が
し
だ
い
に
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
状
況
か

ら
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
物
語
絵

視
覚
表
現

の
流
行
こ
そ
が
、
口
承
や
文
字
に
頼
ら
な
く
て
も
図
像
と
し
て
そ
の
プ
ロ

ッ
ト
を
理
解
で
き
る
共
通
認
識
が
人
び
と
の
あ
い
だ
に
浸
透
し
て
き
た
こ
と
を

物
語
っ
て
お
り
、
そ
の
絵
巻
や
屛
風
絵
の
担
い
手
が
貴
族
階
級
だ
け
で
な
く
富

裕
町
人
を
は
じ
め
と
し
た
庶
民
階
級
に
ま
で
広
が
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
文

化
史
に
お
け
る
「
世
界
」

テ
キ
ス
ト
に
依
ら
な
い
物
語
の
共
通
認
識

の
確
立
を
見
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
唱
導
表
現
↓
芸
能
表
現
↓
絵
画
表
現
の
流
れ

の
な
か
で
、
海
女
の
珠
取
物
語
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
シ
ー
ン
は
絵
巻
や
屛
風
絵
の
舞

台
で
劇
的
に
視
覚
化
さ
れ
て
い
っ
た
（
図
７
）。
こ
の
結
果
、
近
世
前
期
の
段

階
で
す
で
に
、
こ
の
場
面
は
「
刀
を
手
に
し
て
潜
る
海
女
」、「
縄
を
引
き
あ
げ

る
船
中
の
人
び
と
」、「
海
女
を
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
龍
王
」
と
い
う
物
語
的
な

「
世
界
」
を
裏
切
ら
な
い
定
石
化
し
た
記
号
的
要
素
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
江
戸
時
代
も
中
期
に
差
し
か
か
る
と
、
こ
の
場
面
の
浮
世
絵
へ
の
展

開
が
行
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
海
女
と
龍
王
の
場
面
が
奥
村
政
信
や
田
中

益
信
に
よ
っ
て
「
浮
絵
」
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
浮
絵
」
は
一
枚

版
画
で
あ
る
以
上
、
そ
の
絵
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
物
語
的
な
時
間
軸

は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
当
時
、
そ
の
浮
絵
を
手
に
し
た
人

び
と
は
、
す
で
に
そ
の
場
面
が
幸
若
舞
曲
や
謡
曲
で
お
な
じ
み
の
海
女
の
珠
取

物
語
の
見
せ
場
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
表
象
か
ら
お
の

図７「大職冠図」（ケルン東洋美術館蔵）
（『秘蔵日本美術大観8』〔講談社 1992年〕より転載）
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ず
と
物
語
的
な
時
間
軸
を
割
り
出
し
、
そ
の
絵
を
理
解
し
た
と
い
え
よ
う
。
す

な
わ
ち
こ
の
あ
た
り
で
、
テ
キ
ス
ト
を
離
れ
た
図
像
表
現
と
し
て
の
「
海
女
の

珠
取
り
伝
承
」
の
「
世
界
」
が
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
海
女
と
龍
王

が
宝
珠
を
奪
い
合
う
シ
ー
ン
を
図
像
化
し
た
画
図
を
制
作
年
代
順
に
な
ら
べ
て

み
る
と
表
３
の
よ
う
に
な
る
。

こ
と
に
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
に
お
け
る
「
世
界
」
の
演
出
が
、「
動
き
の
な
い
」

常
識
的
表
現
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
そ
の
定
義
は
そ
の
ま
ま
「
海
女
の
珠
取

り
伝
承
」
の
図
像
表
現
に
も
当
て
嵌
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の

図
像
群
は
、
中
世
よ
り
続
く
物
語
世
界
を
け
っ
し
て
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
く
、

戯
作
や
艶
本
の
演
出
に
比
べ
て
極
め
て
ス
ト
イ
ッ
ク
な
表
現
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
れ
ら
の
正
統
的
な
絵
画
表
現
は
、
戯
作
や
艶
本
と
は
異
な
り
、「
笑
ひ
」

の
演
出
を
目
的
に
し
て
い
な
い
た
め
に
「
趣
向
」
を

つ
必
要
が
な
い
か
ら
で

あ
る
。
太
古
よ
り
つ
づ
く
物
語
の
「
世
界
」
を
美
し
く
描
き
出
す
だ
け
で
事
足

り
た
と
い
え
よ
う
。

４

海
女
の
珠
取
り
の
「
世
界
」
と
「
笑
ひ
」

で
は
こ
こ
で
、
海
女
の
珠
取
物
語
が
狂
歌
や
笑
咄
な
ど
の
滑
稽
譚
へ
展
開
し

て
い
く
事
例
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
ょ
う
。

ま
ず
は
狂
歌
か
ら
で
あ
る
。
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
｜
四
四
）
に
編
ま
れ
た

『
仁
勢
物
語
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
狂
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

玉たま
殿どの
を
海あ
人ま
の
寄よ
り
つ
ゝ
盗ぬす
め
れ
ど

竜たつ
が
追お
ひ
来き
て
食く
は
ん
と
ぞ
思おも
ふ25

）

こ
の
狂
歌
が
詠
ま
れ
た
時
代
は
、
幸
若
舞
曲
『
大
職
冠
』
や
謡
曲
『
海
人
』

が
盛
ん
に
演
じ
ら
れ
、
か
つ
海
女
の
珠
取
物
語
の
絵
巻
物
や
屛
風
絵
が
た
く
さ

ん
制
作
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
狂
歌
は
、
そ
う
し
た
芸
能

や
絵
画
表
現
の
流
行
性
と
連
動
し
な
が
ら
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
り
、
既
存
の
珠
取

伝
承
の
「
世
界
」
を
滑
稽
表
現
の
舞
台
で
顚
倒
さ
せ
た
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
古
朴
な
伝
承
世
界
を
ひ
ね
る
こ
と
で
「
笑
ひ
」
を
演
出
す
る
「
遊

び
」
は
、
ま
ず
俳
諧
や
狂
歌
な
ど
か
ら
始
ま
り
、
し
だ
い
に
そ
の
表
現
の
場
を

表
３

作
品
名

絵
師
名

制
作
年
代

形
態

所
蔵

『
志
度
寺
縁
起
絵
図
』

無
款

不
明

南
北
朝
時
代
初
期

絹
本
画
軸
六
幅

志
度
寺

『
大
職
冠
絵
巻
』

藤
原
行
長
印

室
町
時
代
後
期
〜
桃
山
時
代

巻
子
一
巻

大
英
図
書
館

『
大
職
冠
図
屛
風
』

山
本
元
休

江
戸
時
代
前
期

六
曲
一
双

ア
シ
ュ
モ
リ
ア
ン
美
術
館

『
大
職
冠
図
』

無
款

江
戸
時
代
前
期

全
十
二
枚

ケ
ル
ン
東
洋
美
術
館

『
大
職
冠
』

重
賢

十
七
世
紀
中
頃

巻
子
全
三
巻

ス
ペ
ン
サ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

『
舞
の
本
絵
巻
』

無
款

不
明

寛
文
期
か
ら
元
禄
期

巻
子
全
六
巻

チ
ェ
ス
タ
ー
・
ビ
ー
テ
ィ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

『
浮
絵
龍
宮
玉
取
之
図
』

奥
村
政
信

元
文
期
か
ら
寛
延
期

横
大
判
紅
絵

ベ
ル
ギ
ー
王
立
美
術
館

『
玉
取
り
龍
宮
の
て
い
』

田
中
益
信

不
明

横
大
判

神
戸
市
立
博
物
館

『
面
向
不
背
珠
』

鳥
居
清
満

不
明

黒
本
全
五
巻

国
立
国
会
図
書
館

『
龍
宮
珠
と
り
』

鳥
居
清
重

不
明

柱
絵

不
明

『
玉
取
女
』

勝
川
春
亭

文
化
・
文
政
頃

続
物
一
枚

ナ
ー
プ
ル
ス
テ
ク
博
物
館
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草
紙
本
、
浮
世
絵
、
春
画
・
艶
本
な
ど
の
舞
台
に
ま
で
広
げ
て
い
っ
た
。

な
お
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
に
編
ま
れ
た
『
銀
葉
夷
歌
集
』
に
は
、
す

で
に
既
存
の
珠
取
伝
承
の
世
界
を
離
れ
て
「
海
女
」
と
「
蛸
」
の
絡
み
を
連
想

さ
せ
る
狂
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

本
よ
り
も
生
死
の
海
を
離
ね
は

あ
ま
の
手
に
入
た
こ
の
入
道26

）

こ
の
狂
歌
の
背
後
に
海
女
の
珠
取
物
語
の
「
世
界
」
が
控
え
て
い
る
の
か
、

こ
の
描
写
か
ら
で
は
判
断
で
き
な
い
が
、「
海
女
」
と
「
蛸
」
の
絡
み
を
示
唆

す
る
表
現
例
と
し
て
は
、
最
も
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
憶
測
で
は
あ
る
が
、「
海
女
」
と
「
蛸
」
を
重
ね
た
滑
稽
表
現
は
ま

ず
は
じ
め
に
こ
の
よ
う
な
雑
俳
文
化
か
ら
生
ま
れ
、
そ
の
後
、
こ
う
し
た
狂
歌

の
趣
致
を
借
用
す
る
か
た
ち
で
、「
蛸
と
海
女
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
あ
ぶ
な

絵
や
浮
世
絵
が
描
か
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
滑
稽
表
現
の
趣
意
が

俳
諧
・
狂
歌
な
ど
の
詩
文
表
現
か
ら
風
俗
画
・
浮
世
絵
な
ど
の
視
覚
表
現
へ
移

行
す
る
流
れ
は
日
本
近
世
の
文
化
的
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
大
胆
な
発
想
で

は
あ
る
が
、
も
し
か
す
る
と
春
画
・
艶
本
の
滑
稽
表
現
の
源
流
は
俳
諧
・
狂
歌

な
ど
の
雑
俳
文
化
の
戯
作
精
神
に
求
め
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
狂
歌
が
詠
わ
れ
た
そ
の
後
に
、
こ
ん
ど
は
海
女
の

珠
取
物
語
の
「
世
界
」
が
笑
咄
の
舞
台
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
貞
享
四

年
（
一
六
八
七
）
刊
行
の
笑
咄
集
『
鹿
の
巻
筆
』
に
は
、「
湯
屋
の
海
士
」
と

題
し
た
滑
稽
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
笑
咄
は
、
謡
曲
『
海
人
』
や
幸
若

舞
曲
『
大
職
冠
』
の
プ
ロ
ッ
ト
を
そ
の
ま
ま
借
用
し
、
そ
の
舞
台
を
「
千
尋
の

海
底
」
か
ら
「
湯
屋
」
に
転
換
し
た
パ
ロ
デ
ィ
話
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

暮
ら
し
む
き
豊
か
な
大
臣
と
呼
ば
れ
る
男
が
い
た
。
こ
の
男
は
色
事
を
好
み
、

つ
ね
に
り
ん
玉
（
淫
具
）
を
持
ち
歩
い
て
い
た
。
あ
る
日
の
こ
と
、
湯
屋
へ
出

向
い
た
お
り
に
、
大
切
な
り
ん
玉
を
盗
ま
れ
な
い
よ
う
に
手
拭
い
に
繰
み
な
が

ら
湯
壺
に
入
っ
て
い
た
。
す
る
と
そ
の
男
は
、
う
っ
か
り
そ
の
玉
を
湯
の
な
か

へ
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
失
態
を
嘆
き
悲
し
ん
だ
男
は
、
自
ら

が
雇
い
育
て
た
「
あ
ま
〳
〵
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
少
女
に
、
次
の
よ
う
に
頼
む
。

う
ち
に
か
い
そ
だ
て
の
十
四
五
な
る
女おんなの
童わらはあ
り
し
に
、
い
ま
だ
名
も

つ
け
ず
、「
あ
ま
〳
〵
」
と
の
み
よ
び
し
に
、
是
を
ふ
か
く
た
の
み
、「
此

湯ゆ
壺つぼ
の
中
へ
、
面めん
妖よう
不ふ
思し
議ぎ
の
玉
を
落おと
し
た
り
。
あ
わ
れ
取と
り
得ゑ
た
ら
ば
、

汝なんぢ、
わ
れ
が
夫ふ
妻さい
に
せ
ん
」
と
い
ゝ
け
れ
ば
、「
や
す
き
ほ
ど
の
事
な
り
。

し
か
し
夜よる
は
見み
へ
が
た
し
。
ま
た
、

晝ひる
女
の
身
に
て
大
ぜ
い
の
男
入
こ

（いり）

み
の
う
ち
へ
入
た
ら
ば
、
よ
も
そ
の
ま
ゝ
は
かへ

す
ま
じ
。
い
か
ゞ
」
と
思おも

ひ
わ
づ
ら
へ
ば
、
此
人
申
や
う
、「
さ
ら
ば
、な
汝んじ
裸はだかに
て
、
湯ゆ

具ぐ

に
此
繩なわ

結ゆ
い
つ
け
よ
。
夫おつとそ
と
に
ひ
か
へ
た
り
と
お
も
ひ
な
ば
、
さ
の
み
人
の
よ

も
せ
ま
じ
」
と
、
か
た
く
契けい
約やく
定さだ
め
つ
ゝ
、「
も
し
、
か
の
玉たま
を
取と

り
得ゑ

た
ら
ば
、
此
繩なわ
を
動うご
か
せ
。
我
爰
元

（ここ）
に
て
ひ
か
ん
」
と
て
、
上あが
り
場ば
に
ひ
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か
へ
居い
る27

）
。

こ
う
し
て
少
女
は
、
大
勢
の
男
た
ち
が
い
る
湯
壺
に
入
る
。
こ
こ
で
海
女
の

珠
取
物
語
に
描
か
れ
た
海
獣
ど
も
が
湯
壺
に
つ
か
る
男
た
ち
に
見
立
て
ら
れ
て

い
る
部
分
が
お
も
し
ろ
い
。
そ
の
少
女
は
湯
壺
の
中
で
男
た
ち
に
襲
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
の
で
、
湯
具
に
縄
を
付
け
さ
せ
、
そ
の
縄
を
動
か
し
て
助
け
を
求

め
る
よ
う
手
配
を
整
え
る
。
そ
し
て
少
女
は
湯
壺
か
ら
玉
を
取
り
戻
す
の
で
あ

る
が
、そ

の
ひ
ま
に
約やく
束そく
の
繩なわ
を
動うご
か
せ
ば
、
そ
の
人
喜よろこび
、
引ひ
き
出だ
し
た
り
。

さ
れ
ど
も
強つよ
く
引ひ
き
た
る
ゆ
へ
に
、
上あが
り
場ば
に
て
胸むね
を
や
う
つ
て
、
五ご
體たい

も
す
く
み
う
ち
ふ
し
ぬ
。
か
の
人
嘆なげ
き
の
た
ま
ふ
や
う
、「
玉
も
い
た
づ

ら
に
な
り
、
主
も
む
な
し
く
な
り
た
り
」
と
、
と
も
に
う
ち
ふ
し
給
ふ
と

き
、
か
の
あ
ま
息いき
の
下した
に
て
申
や
う
、「
わ
が
臍へそ
の
あ
た
り
を
見
た
ま
へ
」

と
い
ふ
。
げ
に
も
臍へそ
の
下
に
穴あな
あ
り
。
か
の
穴あな
よ
りか
光うみ
明やう
赫かく
奕やく
た
る
玉
を

と
り
い
だ
し
て
、
か
の
あ
ま
も
や
う
〳
〵
介かい
錯しやくし
、
つ
い
に
身
う
け
し
て

女
房
に
せ
ら
れ
た28

）
。

と
、
こ
の
笑
咄
は
終
わ
る
。
最
後
に
「
あ
ま
」
が
生
き
返
り
、
そ
の
男
の
妻

と
な
る
部
分
な
ど
は
舞
曲
や
謡
曲
と
は
異
な
る
大
団
円
の
結
末
で
あ
る
。
少
女

が
顚
倒
し
て
虫
の
息
と
な
る
場
面
な
ど
は
、
海
女
の
珠
取
物
語
の
愁
嘆
場
を
知

り
得
て
い
れ
ば
こ
そ
、
湯
屋
で
の
哀
惜
の
状
況
が
よ
り
い
っ
そ
う
滑
稽
に
感
じ

ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
笑
咄
（『
鹿
の
巻
筆
』「
湯
屋
の

海
士
」）
は
、
海
女
の
珠
取
物
語
と
い
う
「
世
界
」
を
「
湯
屋
」
と
い
う
「
趣

向
」
で
顚
倒
さ
せ
た
滑
稽
表
現
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
演
出
方
法
は
重
政
画

《『
謡
曲
色
番
組
』》
を
は
じ
め
と
す
る
「
蛸
と
海
女
」
の
春
画
・
艶
本
表
現
と

同
じ
文
法
文
脈
上
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
な
れ
ば
、『
鹿
の
巻
筆
』
の

成
立
年
代
か
ら
考
え
て
、
こ
の
笑
咄
は
同
主
題
の
艶
本
表
現
の
先
駆
的
な
作
品

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う29

）
。

５

「
海
人
」
と
「
珠
」
の
神
話
的
世
界

と
こ
ろ
で
、『
志
度
寺
縁
起
』
の
系
譜
を
引
く
海
女
の
珠
取
物
語
は
、
じ
つ

は
太
古
よ
り
続
く
「
海
人
」
と
「
珠
」
に
関
わ
る
神
話
伝
承
の
傍
系
の
ひ
と
つ

に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
す
で
に
先
行
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る30

）
。
死
の
運
命
に

あ
る
海
人
が
海
底
か
ら
宝
珠
を
奪
い
取
る
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
、
す
で
に
『
日
本

書
紀
』（
七
二
〇
年
成
立
）
に
記
さ
れ
て
い
る31

）
。
そ
の
神
話
を
要
約
す
る
と
、
以

下
の
よ
う
に
な
る
。
九
月
の
こ
ろ
、
天
皇
（
允
恭
帝
）
は
淡
路
島
で
猟
を
行
わ

れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
幾
多
の
獣
を
目
に
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
猟
で
は
一
頭

も
仕
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
天
皇
は
猟
を
中
止
し
、
占
い
を

催
し
、
獣
が
獲
れ
な
い
理
由
を
神
に
尋
ね
た
。
す
る
と
嶋
の
神
か
ら
、「
獣
を

獲
り
た
け
れ
ば
、
赤
石
の
海
底
に
あ
る
真
珠
を
我
に
祀
れ
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、

こ
と
ご
と
く
獣
を
獲
ら
せ
て
や
ろ
う
」
と
の
託
宣
が
あ
っ
た
。
さ
っ
そ
く
天
皇

33

海女にからみつく蛸の系譜と寓意



一
行
は
在
地
の
白
水
郎
（
海
人
）
を
集
め
、
海
底
へ
真
珠
を
取
り
に
行
く
者
を

募
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
赤
石
の
海
は
と
て
も
深
い
た
め
、
誰
一
人
海
底
に
至
る

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
す
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
男
狭
磯
と
い
う
白
水
郎
だ

け
が
潜
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
声
が
上
が
り
、
そ
の
白
水
郎
が
腰
に
縄
を
つ

け
て
海
底
へ
潜
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
白
水
郎
は
海
面

に
上
が
り
「
海
の
底
に
大
き
な
鮑
が
あ
り
、
そ
の
処
が
光
っ
て
い
る
」
と
皆
に

伝
え
た
。
す
る
と
皆
が
「
嶋
の
神
が
求
め
る
珠
は
そ
の
鮑
の
中
に
あ
る
か
も
し

れ
な
い
」
と
言
っ
た
の
で
、
白
水
郎
は
ふ
た
た
び
潜
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

大

を
抱
い
て
海
面
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
男
狭
磯
は
、
そ
の

後
す
ぐ
に
息
絶
え
、
波
の
上
で
命
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
そ
の
大

を

割
く
と
な
か
か
ら
真
珠
が
現
れ
、
そ
の
珠
を
嶋
の
神
に
祀
る
と
、
獣
が
獲
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
人
び
と
は
男
狭
磯
の
死
を
悲
し
み
、
そ
の
墓
を
つ

く
り
手
厚
く
葬
っ
た
。

こ
の
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
に
は
、
海
女
が
竜
宮
か
ら
宝
珠
を
奪
う
シ
ー
ン

や
、
海
女
が
龍
王
と
争
う
場
面
な
ど
は
い
っ
さ
い
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
貴
人

が
海
人
に
珠
取
り
の
難
儀
を
依
頼
し
、
そ
れ
を
決
行
し
た
海
人
が
亡
く
な
る
と

い
う
「
海
女
の
珠
取
り
伝
承
」
の
元
型
プ
ロ
ッ
ト
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
海
女
と
宝
珠
に
ま
つ
わ
る
神
話
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
、

『
日
本
書
紀
』
の
允
恭
帝
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り

も
遥
か
太
古
に
太
平
洋
周
辺
に
分
布
し
て
い
た
海
洋
民
族
の
神
話
伝
承
の
世
界

ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
、
海
女
の
珠
取
伝
承
の

起
源
探
し
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
話
を
江
戸
時
代
に
戻
す
。

な
お
、
近
世
期
に
お
い
て
、
こ
の
神
話
的
世
界
観
が
、
そ
の
ま
ま
草
紙
本
に

表
現
さ
れ
た
例
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に

刊
行
さ
れ
た
『
絵
本
女
貞
木
』
に
は
、
西
川
祐
信
画
に
よ
る
「
海
女
の
鮑
取

り
」
の
画
図
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
８
）。
し
か
も
そ
の
詞
書
き
に
は
、『
日
本

書
紀
』
の
允
恭
帝
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
描
か
れ
て
い
る
。

淡あわ
路ぢ
嶋しま
に
て
い

允んぎ
恭やう
帝

御み
狩かり
の
時とき

え
も
の
な
か
り
し
か
ば
卜うら
兆かた
あ
り

け
る
に

嶋しま
の
神かみ
託たく
宣せん
し
て

此
海かい
底てい
に
玉たま
あ
り

是これ
を
我われ
に
ま
つ
り
給

わ
く

え
も
の
を
多をゝ
く
あ
た
へ
ん
と
有
し
に
よ
り
（
中
略
）
其
夫をつ
男とお
狭さ
涕し

を
こ
ろ
さ
ん
と
の
願
ひ
し
か
ば

妻つま
こ
れ
を
な
げ
き
て

千
尋
ち
ひ
ろ

の
海かい
底てい
に

入
り
て

大おゝ
あはびを

取とり
あ
が
り
て

息いき
た
え
た
り

其その
内うち
に
明めい
珠しゆ
有
〳
〵
と

な
り

夫をつとの
た
め
に
身
を
す
て
た
る
貞てい
心しん

い
や
し
き
身み
に
は
い
み
じ
か

り
し
女
な
り
と
ぞ32

）

こ
の
こ
と
か
ら
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
た
神
話
的
世
界
が
よ
り
元
型
に
近

い
か
た
ち
で
近
世
期
の
草
紙
本
に
描
か
れ
、
太
古
の
物
語
が
江
戸
時
代
に
お
い

て
も
な
お
画
工
文
化
を
通
じ
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
事
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
ほ
か
に
も
近
世
期
の
随
筆
集
『
煙
霞
綺
談
』（
安
永
二
年
〔
一
七
七
三
〕）

に
も
、
同
種
の
内
容
の
神
話
物
語
が
記
さ
れ
て
い
る33

）
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
物
語
を
記
号
的
要
素
に
分
類
し
て
そ
の
一
部
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を
取
り
だ
し
て
み
る
と
、「
男
女
と
も
に
褌
姿
」「
縄
を
つ
け
た
海
人
が
潜
る
」

「
海
女
が
鮑
を
取
る
」「
そ
の
日
暮
ら
し
の
生
活
」
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
と
く

に
「
海
女
が
鮑
を
取
る
」
と
い
う
記
号
的
要
素
な
ど
は
、
先
に
見
た
勝
川
春
章

の
『
鮑
取
り
の
海
女
に
絡
む
大
蛸
』（
図
５
）
の
図
像
要
素
を
思
い
起
こ
さ
せ

る
。
た
と
え
ば
、
鈴
木
春
信
に
し
て
も
、
勝
川
春
章
に
し
て
も
、
近
世
中
頃
の

江
戸
の
浮
世
絵
師
は
み
な
、
そ
の
作
風
を
上
方
の
西
川
祐
信
の
画
図
に
倣
っ
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
祐

信
が
太
古
の
神
話
物
語
を
図
像
化
し
、
そ
の
視
覚
化
さ
れ
た
表
象
を
そ
の
ま
ま

春
信
や
春
章
が
図
像
と
し
て
受
け
継
い
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
近
世
前
期
ま
で
は

口
頭
伝
承
も
し
く
は
文
献
記
述

に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
た

神
話
世
界
が
、
祐
信
あ
た
り
か

ら
図
像
表
現
と
し
て
民
衆
に
伝

承
さ
れ
る
第
三
の
形
態
が
芽
生

え
た
と
い
え
よ
う34

）
。
そ
こ
に
は

版
本
の
技
術
向
上
と
草
紙
本
の

民
間
普
及
が
深
く
関
わ
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
が
、
長
編
物
語

を
描
い
た
絵
巻
物
と
は
異
な
り
、

短
編
の
神
話
や
説
話
が
民
間
レ

ベ
ル
に
浸
透
す
る
と
き
に
、
視

覚
表
現
も
そ
の
伝
承
形
態
と
な
り
う
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ち
な
み
に
、
勝
川
春
章
が
「
海
女
と
蛸
」（
図
５
）
の
作
画
に
あ
た
っ
て
、

「
海
女
と
鮑
」
の
図
像
要
素
を
西
川
祐
信
の
画
（
図
８
）
か
ら
記
号
的
に
受
け

継
ぎ
、
と
同
時
に
「
海
女
と
蛸
」
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
鈴
木
春
信
の
画

（
図
４
）
に
倣
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
北
尾
重
政
の
「
蛸
と
海
女
」《『
謡
曲
色

番
組
』》
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
春
章
画
の
「
蛸
と
海
女
」
に
お
い
て
す
で
に
、

太
古
よ
り
続
く
「
海
女
の
珠
取
り
伝
承
」
の
神
話
的
世
界
と
、
近
世
的
な
「
蛸

と
海
女
」
の
諧
謔
モ
チ
ー
フ
が
結
合
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

三

人
を
取
る
蛸

１

人
を
取
る
蛸
の
咄

そ
れ
で
は
一
方
、
春
画
・
艶
本
の
「
蛸
と
海
女
」
に
お
け
る
「
趣
向
」
と
は

な
に
か
を
考
え
て
み
た
い
。
先
ほ
ど
も
記
し
た
よ
う
に
北
斎
画
《『
喜
能
会
之

故
真
通
』》
は
、
重
政
画
《『
謡
曲
色
番
組
』》
の
趣
意
と
形
象
を
借
用
し
て
描

か
れ
た
と
推
測
で
き
る
た
め
に
、
先
に
み
た
海
女
の
珠
取
物
語
の
「
世
界
」
に

さ
ま
ざ
ま
な
「
趣
向
」
を

っ
た
手
柄
は
、
北
斎
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
重
政

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
ひ
と
り
の
絵
師
の
作
品
の
み
を
考
察
の
対

象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
重
政
画
か
ら
北
斎
画
ま
で
の
「
蛸
と
海
女
の
絡
み
」

が
描
か
れ
た
春
画
・
艶
本
表
現
の
「
趣
向
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
滑
稽
と
洒
落
は
「
趣
向
」
の
産
物
で
あ
る
が
、
歌
舞
伎
に
し
て

も
、
戯
作
に
し
て
も
、
作
品
の
タ
テ
軸
を
構
成
す
る
「
世
界
」
が

ひ
と
つ

図８ 西川祐信画『絵本女貞木』（東北大狩野文庫蔵）
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で
あ
る
の
に
対
し
て
、
作
品
の
ヨ
コ
軸
を
構
成
す
る
「
趣
向
」
は

複
数

存

在
す
る
。
と
く
に
読
本
な
ど
の
長
編
小
説
の
場
合
は
物
語
の
展
開
が
進
む
に
つ

れ
て
、
新
奇
な
「
趣
向
」
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
導
入
さ
れ
、
既
存
の
認
識
で
成
り
立

つ
「
世
界
」
を
狂
わ
せ
な
い
程
度
に
そ
の
軸
を
揺
ら
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
読
者
は
、
作
者
の
仕
組
ん
だ
複
数
の
「
趣
向
」
を
見
抜
く
こ
と
を
愉
し
ん

だ
。
彼
ら
は
お
の
れ
の
見
識
や
経
験
を
駆
使
し
て
、
作
者
が
そ
の
作
品
に
仕
掛

け
た
「
趣
向
」（
ヨ
コ
軸
）
を
探
ろ
う
と
努
力
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
う
し
た
「
趣
向
」
の
理
解
は
謎
解
き
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
作
者
が

自
ら
そ
の
答
え
を
提
示
す
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
仮
に
作
者
が
趣
向
作
意
を
暴

露
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
野
暮
な
行
為
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
江
戸
時
代
の
読
者
の
目
に
な
っ
て
、

春
画
・
艶
本
の
「
蛸
と
海
女
」
に
描
か
れ
た
メ
タ
言
語
と
し
て
の
「
趣
向
」
を

見
抜
い
て
み
た
い
と
お
も
う
。
た
だ
し
「
趣
向
」
が
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
含

ん
だ
秘
さ
れ
た
意
図
で
あ
る
以
上
、
そ
の
作
品
の
「
趣
向
」
の
認
定
は
憶
測
の

範
疇
を
出
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
こ
と
だ
け
は
ま
ず
初
め
に
断
っ
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
実
際
に
春
画
・
艶
本
の
「
蛸
と
海
女
」
の
「
趣
向
」
を
探
り

出
し
て
い
こ
う
。

ま
ず
最
初
に
そ
の
候
補
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
の
が
、
先
述
し
た
「
蛸
と
海

女
」
の
画
図
群
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
こ
の
「
蛸
」
と
「
海
女
」
の
組
み
合
わ

せ
そ
の
も
の
が
す
で
に
「
趣
向
」
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
お
り
、
た
と
え
ば

重
政
画
《『
謡
曲
色
番
組
』》
は
、
謡
曲
『
海
人
』
の
「
世
界
」
に
、
義
信
画
・

春
信
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
蛸
と
海
女
」
の
モ
チ
ー
フ
を
「
趣
向
」
と
し
て

用
い
た
と
推
測
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
う
少
し
複
雑
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
江
戸
時
代
の
人
び
と
は
「
蛸
」
を
人
を
襲
う
怪
物
と
し
て
イ

メ
ー
ジ
し
て
き
た
。

現
に
、
近
世
期
に
お
い
て
「
人
を
取
る
蛸
」
の
奇
談
が
描
か
れ
た
図
像
が
い

く
つ
か
存
在
す
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
黄
表
紙
『
鮹
入
道
佃
沖
』（
天
明

五
年
〔
一
七
八
五
〕）
の
挿
絵
に
見
ら
れ
る
（
図
９
）。
こ
の
画
図
は
喜
多
川
歌

麿
の
筆
に
よ
る
も
の
だ
が
、
佃
沖
の
漁
師
が
大
蛸
に
肝
を
吸
い
取
ら
れ
る
場
面

が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
詞
書
き
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

む
か
し

昔

）

つ
く
だ
嶋

佃

嶋

）

の
を
き

沖

）

に

大
き
な
る
た
こ

蛸

）

あ
り
て

り
や
う
し

漁

師

）

の

ふ
ね

舟

）
を
め
か
け

め

が

け

）

人
を
す
い
こ
み

吸

い

込

み

）

き
も

肝

）
を
と
り
て

取

り

て

）
く
ひ
け
る

喰

い

け

る

）

此
事
た

び
〳
〵
に
て

あ
ま
た

数

多

）
の
り
や
う
し

漁

師

）
き
も

肝

）
を
ぬ
か
れ

抜

か

れ

）
け
れ
ば

そ
の
う
ち

は
り
や
う

漁

）

に
出
る
も
の
な
く

つ
く
だ
じ
ま

佃

嶋

）

の
身
つ
ぎ

継
ぎ
）

な
く

大
き
に

な
げ
き

嘆

き

）
け
る35

）

こ
こ
で
、
大
蛸
が
漁
師
を
襲
い
、
人
の
肝
を
取
っ
て
食
べ
る
と
い
う
。
こ
の

よ
う
な
奇
談
が
ま
こ
と
し
や
か
に
市
井
に
流
布
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
本
草
書
の
以
下
の
記
述
が
参
考
と
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え

ば
『
本
朝
食
鑑
』（
元
禄
十
年
〔
一
六
九
七
〕）
に
は
「
大
者
八
九
尺
、
及
一
二

36



丈
、
若
斯
者
長
足
巻

取
人

、
入

水
而
食
」
と
記
さ
れ
て
お
り36

）
、『
大
和
本

草
』（
宝
永
六
年
〔
一
七
〇
九
〕）
に
は
「
諸
州
ニ
テ
大
ダ
コ
人
ヲ
ト
ル
事
ア
リ
」

と
記
さ
れ
て
い
る37

）
。
こ
の
虚
構
と
も
い
え
る
「
蛸
」
の
認
識
が
、
江
戸
時
代
の

食
物
図
鑑
に
記
さ
れ
る
こ
と
で
、
当
時
の
人
び
と
は
そ
の
奇
談
を
そ
の
ま
ま
真

実
と
し
て
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
の
ほ
か
、
と
く
に
興
味
深
い
の
が
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
に
刊
行

さ
れ
た
『
日
本
山
海
名
産
図
会
』
の
「
章
魚
」
に
関
す
る
叙
述
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
、﹇

章た

魚こ
﹈

（
省
略
）

又
北
国
邊
の
物
至
て
大
な
り
。
大
抵
八
九
尺
よ

り
一
、
二
丈
に
し
て
や
や
も
す
れ
ば
人
を
巻
き
て
取
て
食
ふ
。
其
足
の
疣

ひ
と
の
肌
膚
に
あ
た
れ
ば
血
を
吸
う
こ
と
甚
は
だ
急
に
し
て
、
乍
ち
斃
る
。

犬
鼠
猿
馬
を
捕
る
に
も
亦
然
り38

）
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
北
国
周
辺
に
い
る
大
蛸
は
、
人
を
巻
い
て
取
っ
て
食
べ

る
と
い
う
。
さ
ら
に
血
を
吸
い
取
り
、
犬
や
馬
な
ど
の
動
物
ま
で
捕
ら
え
る
と

い
う
。
ま
っ
た
く
化
物
の
よ
う
な
「
蛸
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
項

目
で
お
も
し
ろ
い
の
が
、
そ
の
挿
絵
で
あ
る
（
図
10
）。「
越
中
滑
川
之
大
蛸
」

と
記
さ
れ
た
挿
絵
に
は
、
川
で
漁
を
す
る
漁
師
が
漁
船
ご
と
大
蛸
に
襲
わ
れ
る

シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
川
に
大
蛸
が
い
る
こ
と
自
体
が
虚
構
な

の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、
こ
の
挿
絵
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
は
、
一

枚
の
画
の
な
か
に
「
虚
構
と
し
て
の
日
常
」（
上
部
）
と
「
実
像
と
し
て
の
日

常
」（
下
部
）
が
同
時
に
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
雲
の
表
象
を
仕
切
板
と

し
て
、
上
部
に
は
大
蛸
と
争
う
漁
師
の
勇
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
下
部
に
は
旅

図９ 喜多川歌麿画 『鮹入道佃沖』
（国立国会図書館蔵）

図10 『日本山海名産図会』（『近世歴史資料集成
第二期第一巻』 科学書院 1992年>より転載）
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人
が
行
き
交
う
日
常
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
上
部
の
場
面
で
は
、
大
蛸

の
足
が
漁
師
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
一
方
、
下
部

の
場
面
で
は
、「
酒
蛸
」
の
店
先
に
そ
の
切
断
さ
れ
た
蛸
の
足
が
つ
り
下
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
街
道
沿
い
の
店
の
軒
先
に
吊
ら
れ
た
蛸
の
足
が
漁

師
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
た
物
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
虚
実
の
事
柄
が
混
在
し
た
見
識
が
諸
文
献
に
堂
々
と
記
載
さ
れ

る
こ
と
が
近
世
文
化
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、「
人
を
取
る
蛸
」
の
認
識

に
つ
い
て
は
、
本
草
書
の
記
述
が
先
か
、
そ
れ
と
も
巷
間
に
流
布
し
た
伝
聞
が

先
か
、
そ
の
辺
り
の
事
情
は
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、

大
蛸
は
人
や
動
物
を
襲
い
、
そ
の
血
や
肝
を
好
ん
で
吸
い
取
る
と
い
う
記
述
の

多
さ
か
ら
、
こ
う
し
た
伝
聞
・
奇
談
が
、
江
戸
時
代
の
庶
民
の
あ
い
だ
で
広
が

っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る39

）
。

さ
て
、
話
を
「
人
を
取
る
蛸
」
の
図
像
表
現
に
戻
す
が
、
極
め
て
単
純
に
黄

表
紙
の
図
像
《『
鮹
入
道
佃
沖
』》
と
、
春
画
・
艶
本
の
図
像
《「
蛸
と
海
女
」》

を
比
較
し
た
場
合
、
そ
の
違
い
は
そ
こ
に
性
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
で

あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
春
画
・
艶
本
の
「
蛸
と
海
女
」
の
画
図
か
ら
性
的
表
現

を
抜
き
取
れ
ば
、
双
方
の
図
像
は
と
も
に
「
人
を
取
る
蛸
」
の
咄
を
図
像
化
し

た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
、
そ
の
「
人
を
取
る
蛸
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
蛸
」
に
付
随
し
た
奇
怪

な
る
イ
メ
ー
ジ
を
通
り
越
し
、
烏
滸
者
と
し
て
人
を
奪
う
「
笑
ひ
」
の
対
象
と

な
る
。
た
と
え
ば
名
所
図
の
名
手
で
あ
っ
た
上
方
の
竹
原
春
潮
斎
は
『
鳥
羽
絵

欠
び
留
』（
初
版
享
保
五
年
〔
一
七
二
〇
〕）
と
い
う
版
本
に
、
ま
な
板
の
う
え
の

蛸
が
逆
に
板
前
を
奪
お
う
と
す
る
戯
画
を
描
い
て
い
る
（
図
11
）。
ほ
か
に
も

蛸
が
人
に
取
り
付
く
戯
画
は
『
滑
稽
浪
花
名
所
』
な
ど
の
錦
絵
に
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
人
を
取
る
蛸
」
の
奇
談
が
市
井
に
流
布
す
る
こ
と
で
、
化
物

と
し
て
の
蛸
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
く
り
出
さ
れ
、
そ
の
一
方
で
図
像
表
現
の
上
で

は
、
化
物
と
し
て
の
蛸
を
道
化
者
の
蛸
に
顚
倒
さ
せ
る
こ
と
で
「
笑
ひ
」
を
演

出
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
近
世
期
の
蛸
に
ま
つ
わ
る
図
像
表
現
史
の
流
れ
の
な
か
か
ら
春

画
・
艶
本
の
「
蛸
と
海
女
」
を
眺
め
て
み
れ
ば
、
黄
表
紙
や
鳥
羽
絵
と
同
様
の

文
脈
か
ら
、
当
時
、
巷
間
に
流
布
し
た
「
人
を
取
る
蛸
」
の
奇
談
を
「
趣
向
」

と
し
て
取
り
扱
い
、
そ
の
「
趣
向
」
を
物
語
世
界
に

つ
際
に
、
人
を
取
る
蛸

の
殺
戮
行
為
を
女
人
と
戯
れ
る
蛸
の
性
行
為
に
転
換
す
る
こ
と
で
、
春
画
・
艶

図11 竹原春潮斎画『鳥羽絵欠び留』（東北大狩
野文庫蔵）
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本
的
な
性
表
現
の
「
笑
ひ
」
を
演
出
し
た
と
い
え
よ
う
。

２

女
を
取
る
蛸
の
咄

さ
て
、
こ
こ
ま
で
は
「
人
を
取
る
蛸
」
の
咄
の
図
像
表
現
へ
の
展
開
に
つ
い

て
見
て
き
た
が
、
次
に
、
こ
の
奇
談
的
要
素
が
浮
世
草
子
の
な
か
に
描
か
れ
て

い
る
例
を
見
て
み
た
い
。
西
鶴
の
後
継
者
と
さ
れ
る
北
條
團
水
の
『
色
道
大

鼓
』（
貞
享
四
年
〔
一
六
八
七
〕「
巻
五
・
女
房
三
人
の
行
衛
」）
に
大
き
な
蛸
入
道

が
女
性
を
連
れ
去
る
民
間
奇
談
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
先
達
の
研
究
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る40

）
。
以
下
、
そ
の
内
容
を
記
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

遠
江
の
国
に
、
住
鍬
祖
父
と
い
う
男
が
い
た
。
夫
婦
が
楽
に
暮
ら
す
以
上
の

蓄
え
は
な
く
、
六
十
歳
に
な
っ
た
が
、
前
の
女
房
は
ふ
た
り
と
も
ど
こ
か
へ
い

っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
三
人
目
の
女
房
も
、
男
が
畑
に
出
て
い
る
あ
い
だ
に

ど
こ
か
へ
消
え
て
し
ま
っ
た
。
住
鍬
祖
父
は
悲
し
み
、
同
じ
里
の
男
た
ち
が
、

松
明
を
焚
い
て
海
辺
を
捜
し
歩
い
た
。
そ
し
て
、
本
文
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

榎ゑ
の
潟かた
の
岸きし
根
に
。
か
な
し
や
と
女
の
声
た
つ
る
を
聞
て
。
其
方
を
尋
ね

見
る
に
。
七
尺
ば
か
り
の
入
道
女
を
脇わき
に
は
さ
み
て
逃にげ
行
を
。
あ
た
り
に

声
合
せ
て
頼
み
。
十
四
五
人
熊くま
手
棒ぼう
山
拐あふこも
つ
て
た
ゝ
き
ふ
せ
。
ま
づ
女

を
と
り
か
へ
し
見
れ
ば
か
た
息いき
に
な
つ
て
。
前
わ
た
り
は
や
子
を
産うみ
し
程

そ
こ
ね
て
か
な
し
。
気
付
水
の
ま
せ
て
や
う
〳
〵
に
引
た
て
。
さ
て
此
入

道
を
よ
く
見
れ
ば
海
に
す
む
大
蛸たこ
な
り41

）
。

な
ん
と
大
蛸
が
、
そ
の
女
房
を
奪
い
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
図
12
）。
里

人
は
そ
の
蛸
を
棒
で
叩
き
殺
そ
う
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
と
き
住
鍬
祖
父
が
こ

れ
ま
で
の
女
房
も
お
前
の
仕
業
か
と
入
道
に
問
え
ば
、
い
ま
ま
で
奪
い
取
っ
た

女
の
数
を
答
え
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
蛸
は
里
人
に
よ
っ
て
伐
ち
捨
て
ら
れ
、

そ
の
場
所
に
い
ま
蛸
塚
が
の
こ
る
と
い
う
。
最
後
は
、
民
間
に
流
布
す
る
「
蛸

塚
」
の
由
来
譚
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
が
、
浮
世
草
子
が
リ
ア
リ
ズ
ム
を
演

出
す
る
た
め
に
市
井
に
流
布
す
る
民
談
を
創
作
世
界
に
用
い
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
蛸

に
付
随
す
る
好
色
的
な
イ

メ
ー
ジ
が
こ
の
よ
う
な
民

間
奇
談
を
生
み
出
し
た
の

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
故
事

譚
が
『
色
道
大
鼓
』
と
い

う
世
上
の
色
事
を
テ
ー
マ

に
し
た
浮
世
草
子
に
挿
入

さ
れ
て
い
た
、
ま
さ
に
こ

の
点
に
こ
そ
、
春
画
・
艶

本
（「
蛸
と
海
女
」）
の
趣

向
作
意
の
源
流
を
見
る
の

図12 北條團水 『色道大鼓』（『北條團水集 第一巻』〔古典文庫
1980年〕より転載）

39

海女にからみつく蛸の系譜と寓意



で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
浮
世
草
子
と
春
画
・
艶
本
が
、
単
に

「
大
蛸
が
女
性
を
奪
う
」
と
い
う
意
味
レ
ベ
ル
の
類
似
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ

れ
ら
の
民
間
奇
談
を
「
趣
向
」
と
し
て
用
い
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
創
作

意
図
や
表
現
構
成
に
お
い
て
も
非
常
に
似
通
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
仮

に
春
画
・
艶
本
が
そ
の
創
作
意
図
と
し
て
『
色
道
大
鼓
』
の
挿
話
を
用
い
た
と

し
て
も
、
こ
れ
ら
の
民
間
奇
談
が
「
蛸
と
海
女
」
の
画
図
に
「
趣
向
」
と
し
て

用
い
ら
れ
た
表
現
構
造
は
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。

３

性
器
と
し
て
の
蛸

も
っ
と
も
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、「
蛸
」
そ
の
も
の
が
つ
ね
に
好
色
的

な
イ
メ
ー
ジ
を
と
も
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
好
色
本
（
浮
世
草
子
等
）
的

文
芸
様
式
か
ら
春
画
・
艶
本
的
図
像
様
式
へ
性
の
表
現
の
流
行
が
移
り
変
わ
る

ち
ょ
う
ど
交
接
点
に
あ
た
る
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
好
色
訓
蒙
図
彙
』（
吉
田

半
兵
衛
画

貞
享
三
年
〔
一
六
八
六
〕）
に
は
、「
章
魚
開
」（
た
こ
つ
び
）
な
る
一

項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
書
物
は
『
訓
蒙
図
彙
』

（
中
村

斎
）
の
博
物
学
的
な
図
鑑
形
式
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
「
性
」
に
関
す

る
百
科
事
典
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
「
章
魚
開
」
な
る
女
性
器
が
絵
入
り
で
紹

介
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
女
性
器
を
「
蛸
」
に
見
立
て
た
よ
う
で
、
吸

い
つ
く
よ
う
な
女
性
器
を
「
蛸
」
や
「
蛸
壺
」
と
言
い
表
し
た
。

じ
っ
さ
い
に
春
画
・
艶
本
の
な
か
に
は
「
蛸
開
」
や
「
蛸
な
す
び
」
と
い
う

言
葉
が
女
性
器
の
隠
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
渓
斎
英
泉
の
艶

本
『
絵
本
美
多
礼
嘉
見
』（
文
化
十
二
年
〔
一
八
一
五
〕）
に
は
、
女
性
器
を
次

の
よ
う
に
形
容
し
て
い
る
。

〔
蛸たこ
毬ぐり
児じ
〕

多た
子こぎ
玉よく
門
は
世よ
に
云いう
巾きん
着ちやくぼ
〳
〵
の（に）
類るひ
す

毛け
も
ほ
ど
よ

く
は
へ
出いで

常つね
にう
温るおいあ
つ
て

熱ねつ
気き
つ
よ
く

塵ま
物ら
を
入い
れ
る
時とき
は

い

ぼ
の
如ごと（く）の
者もの

多お
くゝ

有あつ
て

ま
ら
を
吸すい
込こむ

深
突

ふかくつく
時とき
は

小
宮
こ
つ
ぼ

ひ
ら

き
て

亀かり
頭あたはに
お
〳
〵
い
か
ぶ
さ
る
上
品

しやうもの
也なり
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そ
の
ほ
か
、
川
嶋
信
清
の
艶
本
『
好
色
松
の
香
』（
刊
年
不
明
）
に
は
「
是

は
飯いゝ
蛸だこ
と
い
ふ
も
の
に
て

後ご
家け
の
海かい
中ちう
に
く
い

喰
い
）

付つき
居ゐ
た
り
け
り

こ
れ
ぞ
蛸たこ

開
の
は
じ
め
な
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り43

）
、
歌
川
国
芳
の
艶
本
『
葉
奈
伊
嘉
多
』

（
天
保
三
年
〔
一
八
三
二
〕）
に
は
「
ど
う
も
ゑ
も
い
は
れ
ぬ

云

わ

れ

ぬ

）

妙みやう
〳
〵
開かい
ゆ
へ
（ゑ）

眼め
が
さ
め
た
ら

醒

め

た

ら

）
ま
ゝ
の
皮かハ
と
二
三
遍べん
出だ
し
入いれ
す
る
と
中なか
指ゆび
が
勘かん
甚ぢん
の
所ところへ
吸すひ
付つい

て
ぬ
け

抜
け
）

ぬ
ゆ
へ（ゑ）
さ
て
こ
そ
蛸たこ
開つび
一いち
物もつ
で
は
こ
ら
へ
て
は
居ゐ
ら
れ
ぬ
は
づ（ず）」
と

の
記
述
も
み
ら
れ
る44

）
。
こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
に
は
、「
蛸
」
そ
の
も
の
が

「
女
性
器
」
を
示
す
「
記
号
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

「
蛸
」
は
粘
液
を
伴
う
そ
の
柔
軟
な
姿
態
か
ら
、
古
今
和
洋
問
わ
ず
、
好
色

性
を
象
徴
す
る
生
き
物
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る45

）
。
こ
う
し
た

「
蛸
」
と
「
性
」
が
重
な
る
普
遍
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
る
背
景
に
は
、

や
は
り
「
蛸
」
に
備
わ
る
吸
引
性
の
生
物
機
能
が
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
実
見
で
き
る
蛸
の
機
能
が
男
性
器
を
引
き
込
ん
で
し
ま
う
女
性
器
の
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イ
メ
ー
ジ
と
容
易
に
結
び
つ
き
、「
蛸
」
が
女
性
器
を
示
す
「
記
号
」
と
し
て

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
「
蛸
」
に
は
、
巷

談
・
民
話
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
・
馬
・
牛
ま
で
も

み
込
ん

で
し
ま
う
怪
奇
的
な
イ
メ
ー
ジ
も
備
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
男
性
器
を
引
き

込
む
女
性
器
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
巷
談
・
民
話
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た

吸
引
恐
怖
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
り
合
い
、
そ
の
結
果
、「
蛸
開
」
な
る
虚
構
の

表
象
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
な
れ
ば
、「
蛸
開
」
と
は
世
俗
に
蔓
延
す
る
「
蛸
」
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー

ジ
が
共
同
幻
想
的
に
凝
固
す
る
こ
と
で
つ
く
り
出
さ
れ
た
性
・
怪
折
衷
の
「
記

号
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

四

蛇
が
蛸
に
な
る
咄

１

海
女
を
追
い
か
け
る
「
大
蛇
」

先
ほ
ど
、
ひ
と
つ
の
作
品
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
「
趣
向
」
が
存
在
す
る
と

述
べ
た
。
既
存
の
作
品
か
ら
「
趣
向
」
を
探
る
行
為
と
は
、
あ
る
事
柄

巷

談
・
物
語
・
記
事
・
事
象
な
ど

が
、
そ
の
作
品
に
と
っ
て
「
趣
向
」
で
あ

る
可
能
性
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
趣
向
」
探
し
は
、
ひ
と
つ
の

実
態
・
実
証
の
把
握
で
は
な
く
、
そ
の
作
品
に
込
め
ら
れ
た
「
趣
向
」
の
可
能

性
を
広
角
的
に
検
証
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、「
趣
向
」
を
探

る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
も
ま
た
多
様
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
江
戸
時
代
の
人
び
と

も
、
ひ
と
つ
の
作
品
に
お
い
て
作
者
が
意
図
し
た
趣
向
作
意
を
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
読
み
解
く
こ
と
を
愉
し
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
近
世
中
期
の
江

戸
町
人
文
化
に
お
い
て
、
皆
で
錦
絵
の
創
作
意
図
を
さ
ぐ
る
見
立
絵
解
会
が
流

行
し
た
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

そ
こ
で
先
に
、
春
画
・
艶
本
の
「
蛸
と
海
女
」
の
趣
向
性
に
つ
い
て
「
人
を

取
る
蛸
」
の
奇
談
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
ほ
か
の
巷
談
・
民
話

が
「
趣
向
」
と
し
て
含
ま
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
考
察
へ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
ま
ず
は
幸
若
舞
曲
『
大
職
冠
』
の
次
の

部
分
に
注
目
し
て
み
た
い
。
こ
の
舞
曲
テ
キ
ス
ト
の
「
海
女
が
玉
殿
か
ら
宝
珠

を
奪
い
取
る
場
面
」
で
は
、「
玉
を
守まぼ
る
小
竜
王
、
此
の
由
を
見
付
け
、
跡あと
を

求
め
て
追
ふ
事
は
、
只
、
三みつ
羽ば
の
征そ
矢や
を
射
る
ご
と
し
。
既
に
は
や
、
こ
の
綱

残
り
少
な
く
見
え
し
時
、
船
中
の
人
々
、「
あ
は
や
、
ほ
の
か
に
見
ゆ
る
は
。

取
り
上
げ
よ
」
と
下
知
す
る
に
、
海
女
の
跡
に
つ
い
て
、
一
つ
の
大
蛇
追
う
て

来
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
海
女
を
襲
う
怪
物
が
、

竜
宮
を
司
る
大
龍
王
（「
龍
神
」）
で
は
な
く
、
玉
殿
の
宝
珠
を
守
衛
す
る
小
龍

王
で
あ
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
小
龍
王
は
「
大
蛇
」
と
し
て
言
語
表
現
化

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
大
職
冠
』（
テ
キ
ス
ト
）
の
物
語
世
界
で
は

海
女
を
追
走
し
た
怪
物
が
、
小
龍
王
と
し
て
の
「
蛇
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。こ

の
大
蛇
が
海
女
に
迫
る
言
語
表
現
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、

先
に
紹
介
し
た
大
職
冠
図
屛
風
や
絵
巻
の
図
像
の
読
み
解
き
に
関
わ
っ
て
く
る
。

こ
れ
ら
の
図
像
表
現
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
怪
物
の
姿
を
二
本
角
が
あ
り
、
長
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い
髭
を
持
ち
、
鱗
に
覆
わ
れ
た
「
龍ドラ
神ゴン
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
描
い
て
い
る
（
図

７
）。
た
だ
し
、
そ
の
「
龍ドラ
神ゴン
」
な
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が

「
龍
」
と
い
う
言
葉
か
ら
連
想
で
き
る
範
疇
で
の
認
識
で
し
か
な
い
。
果
た
し

て
江
戸
時
代
の
人
び
と
が
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
図
像
を
「
龍ドラ
神ゴン
」

と
し
て
認
識
し
て
い
た
か
は
や
や
疑
わ
し
い
。
と
い
う
の
も
、
江
戸
期
の
百
科

事
典
『
和
漢
三
才
図
会
』（
正
徳
五
年
〔
一
七
一
五
〕）
に
は
「
龍
蛇
部
」
で

「
然
モ

龍
蛇
本
一
類
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に46

）
、
江
戸
時
代
は
「
龍
」
も

「
蛇
」
も
同
種
の
生
き
物
と
し
て
一
括
り
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ほ
か
に
も
古
今
の
典
籍
か
ら
諸
国
の
怪
談
・
奇
談
を
集
め
た
『
大
和
怪
異
記
』

（
宝
永
五
年
〔
一
七
〇
八
〕）
の
「
龍
屋
敷
よ
り
あ
が
る
事
」
の
項
で
は
、「
か
の

蛇
、
終
に
竹
の
す
え
よ
り
一
尺
ば
か
り
、
ひ
ら
〳
〵
と
は
な
れ
の
ぼ
る
と
み
え

し
よ
り
、
黒
雲
た
ち
ま
ち
お
ほ
ひ
雨
ふ
り
風
は
げ
し
け
れ
ば
、
み
る
べ
き
や
う

も
な
く
し
て
戸
を
た
て
て
内
に
い
る
。
し
ば
ら
く
有
て
雨
風
や
み
し
と
き
、
近

隣
よ
り
使
を
つ
か
は
し
て
、「
足
下
の
屋
敷
よ
り
、
た
ゞ
い
ま
龍
あ
が
り
ぬ
。

家
内
別
条
な
き
や
」
と
と
ふ
」
と
し
て
、
小
さ
な
蛇
が
屋
敷
下
か
ら
黒
雲
と
と

も
に
昇
天
し
て
龍
と
な
る
咄
が
記
さ
れ
て
い
る47

）
。

現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
「
龍
」
と
「
蛇
」
を
明
確
に
区
別
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
て

い
る
が
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
百
科
事
典
の
こ
れ
ら
の
記
述
を
参
考
に
す
る

限
り
、「
龍
」
の
言
語
化
に
あ
た
っ
て
「
蛇
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
逆
に
「
蛇
」
の
言
語
化
に
あ
た
っ
て
「
龍
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
い
え
よ

う
。
ひ
る
が
え
っ
て
言
え
ば
、
一
般
に
わ
れ
わ
れ
が
想
い
描
く
「
龍
」
の
イ
メ

ー
ジ
の
表
象
も
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
「
蛇
」
と
い
う
語
彙
か
ら
連
想
さ
れ

る
認
識
の
も
と
で
図
像
化
さ
れ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、『
大
職
冠
』
が
描
か
れ
た
屛
風
図
や
絵
巻
を
眺
め

て
み
る
な
ら
ば
、『
大
職
冠
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
玉
殿
を
守
護
す
る
「
大
蛇
」

（
小
龍
王
）
と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
海
女
を
追
う
怪
物

の
表
象
は
「
大
蛇
」
と
い
う
言
葉
を
視
覚
的
に
図
像
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
怪
物
の
表
象
は
竜
宮
を
司
る
「
龍
神
」（
大
龍
王
）

を
描
い
た
も
の
で
は
な
く
、
玉
殿
の
宝
珠
を
守
る
「
大
蛇
」（
小
龍
王
）
を
描

い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
視
座
は
次
節
で
記
す
「
蛸
」
と
「
蛇
」
が
重
ね
ら
れ

て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
変
相
奇
談
の
趣
向
性
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

２

蛇
が
蛸
に
な
る
咄

と
こ
ろ
で
、
貞
門
派
の
俳
人
荻
田
安
静
が
世
俗
に
流
布
す
る
怪
談
・
奇
談
を

集
め
そ
の
弟
子
が
公
刊
し
た
『
宿
直
草
』（
延
宝
五
年
〔
一
六
七
七
〕）
と
い
う

雑
談
集
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
蛸
も
恐
ろ
し
き
も
の
な
る
事
」（
巻
五
の
六
）

と
題
し
た
「
蛸
」
と
「
蛇
」
が
争
う
咄
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
咄
で
は
、

「
蛇
」
が
松
の
木
に
絡
み
つ
き
尾
を
海
面
に
浸
し
て
「
蛸
」
を
釣
ろ
う
と
す
る

が
、
か
え
っ
て
蛸
の
腕
の
引
力
で
海
へ
引
き
込
ま
れ
る
状
況
が
臨
場
感
あ
ふ
れ

る
筆
致
で
記
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
こ
の
争
い
は
「
蛇
の
運
の
尽
き
、
纏
ひ
し

松
が
枝
、
元
よ
り
折
れ
て
木
共
に
海
中
に
入
る
。「
あ
は
」
と
云
ひ
し
が
、
し
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ば
し
は
松
も
浮
き
沈
み
せ
し
が
、
蛇
は
終つい
に
揚
が
ら
ず
。
稍やや
し
て
枝
の
み
浮
き

て
果
て
ぬ
」
と48

）
、「
蛸
」
の
勝
利
と
な
る
。
ま
た
こ
の
咄
に
は
、
佐
賀
藩
鍋
島

家
の
何
某
の
語
り
と
し
て
「
三
尺
ば
か
り
の
蛇へび
、
半
分
程
海
へ
つ
か
り
居
た
る

が
、
何
時
い
つ

の
間
に
か
手て
長なが
蛸
に
な
り
て
入
り
ぬ
。
そ
れ
よ
り
蛸
を
食く
は
ず
」
と
、

「
蛇
」
が
「
蛸
」
に
な
る
変
相
奇
談
が
紹
介
さ
れ
て
い
る49

）
。

も
っ
と
も
、
こ
の
蛇
蛸
化
身
譚
は
織
豊
期
の
末
に
編
ま
れ
た
『
義
残
後
覚
』

（
文
禄
五
年
〔
一
五
九
六
〕）
の
「
大
蛸
の
事
」
に
す
で
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
先
行
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
お
り50

）
、『
宿
直
草
』
の
叙
述
も
、
こ
の
豊
臣
秀

次
の
お
伽
衆
が
編
ん
だ
雑
話
集
を
参
考
に
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
「
蛸
化
す
る
蛇
」
の
咄
は
、
近
世
期
に
お
い
て
比
較
的
よ
く
知

ら
れ
た
変
相
奇
談
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
和
漢
典
籍
や
本
草
学
の
書
物
に
も
記
載

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、『
和
漢
三
才
図
会
』（
正
徳
五
年
〔
一
七
一
五
〕）
の

「
石
距
」
に
は
「
ク

蛇チナハ
入
テ

江

海
二

変
ス

石
距
ニ

人
有
リ

見
タ
ル

其
半
変
ナ
ル
ヲ

者

故
多

食
ヘ
ハ

則
今
為
」
と
記
さ
れ
て
お
り51

）
、
あ
る
い
は
『
重
修
本
草
綱
目
啓
蒙
』（
享

和
三
年
〔
一
八
〇
三
〕）
で
は
「
雲
州
及
讃
州
ニ
テ
ハ
石
距
ハ
蛇
ノ
化
ト
コ
ロ
ト

云
フ

蛇
化
ノ
コ
ト
若
州
ニ
多
シ
。

前
ニ
テ
ハ
イ
ヽ
ダ
コ
ノ
九
足
ナ
ル
者
は

蛇
化
ト
云
。
八
足
ノ
正
中
ニ
一
足
ア
ル
ヲ
云
」（
巻
之
四
十
「
章
魚
」）
と
記
さ

れ
て
い
る52

）
。
そ
こ
に
は
「
蛸
化
す
る
蛇
」
の
咄
が
あ
た
か
も
博
物
誌
学
の
見
識

と
し
て
各
項
目
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
知
識
化
し
た
奇
談
が
、
江
戸
の
知
識
人
た
ち
の
勉
学
趣
味
を
通

じ
て
、
本
草
書
か
ら
随
筆
集
へ
と
引
き
継
が
れ
る
。
近
世
期
の
随
筆
類
に
は
、

こ
の
「
蛸
化
す
る
蛇
」
の
咄
が
じ
つ
に
様
々
な
と
こ
ろ
に
記
さ
れ
て
い
る
。

た
め
し
に
そ
の
な
か
の
二
例
ほ
ど
を
紹
介
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
『
閑
田
耕

筆
』（
寛
政
十
一
年
〔
一
七
九
九
〕）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

章タ
魚コ
の
内
に
、
あ
る
ひ
は
蛇
の
化
す
る
も
の
有
と
い
ふ
。
あ
る
人
の
話
に
、

越
前
に
て
大
巖
に
ふ
れ
て
尾
を
裂サキ
き
た
る
が
、
つ
ひ
に
脚
に
成
た
り
。
其

間
、
時
を
う
つ
せ
し
と
い
へ
り
し
。
又
使
し
僕
も
彼
国
の
者
に
て
、
是
は

山
よ
り
小
蛇
あ
ま
た
下
り
来
て
水
際
に
漬ヒタ
り
、
小
石
に
ふ
れ
、
漸
々
に
化

し
て
水
に
入
た
り
と
い
ひ
き
、
彼
辺
に
て
は
折
々
有
事
な
ら
し53

）
。

ま
た
、
曲
亭
馬
琴
の
『

園
小
説
』（
文
政
八
年
〔
一
八
二
五
〕）
に
は
、
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
と
き
蛇
は
、
岩
角
に
し
は
〴
〵
そ
の
身
を
う
ち
つ
け
し
を
、
い
と
あ

や
し
と
見
る
程
に
、
蛇
の
尾
は
、
忽
に
い
く
す
ぢ
に
か
裂
け
た
る
が
、
そ

の
ほ
と
り
の
海
水
は
た
ち
ま
ち
黄
色
に
な
り
し
と
ぞ
。
さ
り
け
れ
ど
も
驚

き
お
そ
れ
ず
、
猶
し
も
取
り
な
逃
が
し
そ
と
て
、
終
に
う
ち
殺
し
て
け
り
。

扨
引
き
あ
げ
て
よ
く
見
る
に
、
そ
の
蛇
、
既
に
蛸
に
変
じ
裂
け
た
る
処
は
、

足
に
な
り
て
イボ

さ
へ
は
や
く
い
で
来
た
る
に
、
頭
も
は
じ
め
の
蛇
に
似
ず
。

俄
に
ま
ろ
く
ふ
く
だ
み
て
、
さ
な
が
ら
蛸
に
異
な
ら
ず
。（「
蛇
化
し
て
為

蛸54
）

」）
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ほ
か
に
も
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、『

埃
随
筆
』『
中
陵
漫
録
』『
倭
訓
栞
』

『
想
山
著
聞
奇
集
』
な
ど
の
随
筆
集
・
雑
話
集
に
は
同
種
の
咄
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

本
来
は
巷
間
に
流
布
す
る
話
題
で
あ
っ
た
は
ず
の
奇
談
・
怪
談
が
、
本
草
書

の
記
述
を
通
じ
て
博
物
誌
学
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
噂
話

が
あ
た
か
も
真
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
知
識
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の

合
理
化

さ
れ
た
知
識
を
近
世
期
の
学
者
や
文
人
た
ち
が
享
受
し
、
自
ら
の

著
作
に
叙
述
す
る
こ
と
で
、
ふ
た
た
び
人
び
と
の
脳
裏
に
確
か
な
る
事
実
と
し

て
浸
透
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ

と
で
、「
蛸
」
と
「
蛇
」
は
重
ね
ら
れ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

で
あ
る
な
ら
ば
、
春
画
・
艶
本
の
「
蛸
と
海
女
」
が
描
か
れ
た
近
世
後
半
の

時
代
に
は
、
す
で
に
「
蛸
化
す
る
蛇
」
の
咄
は
、
い
わ
ば
民
衆
の

常
識

と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
誰
も
が
知
っ
て
い
る
巷
説
で
あ
り
、

か
つ
江
戸
の
人
び
と
が
好
ん
だ
万
物
変
化
の
変
相
奇
談
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の

話
題
が
「
趣
向
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
た
め
に
は
、
あ
と
は
戯
作
者
や
浮
世
絵

師
た
ち
の
巧
妙
な
機
知

テクニツク
を
待
つ
だ
け
で
よ
か
ろ
う
。

３

小
龍
王
か
ら
蛸
へ
の
「
笑
ひ
」

そ
れ
で
は
、
そ
の
戯
作
者
や
浮
世
絵
師
た
ち
の
巧
妙
な
機
知

テクニツク
と
は
何
か
。

「
蛸
化
す
る
蛇
」
の
咄
が
、
春
画
・
艶
本
「
蛸
と
海
女
」
の
「
趣
向
」
と
な
る

プ
ロ
セ
ス
を
探
り
出
し
て
み
た
い
と
思
う
。

先
に
、
幸
若
舞
曲
『
大
職
冠
』
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
海
女
を
追
い
か
け

る
小
龍
王
が
「
大
蛇
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
ま
た
、

近
世
前
期
の
大
職
冠
図
屛
風
群
に
描
か
れ
た
海
女
を
襲
う

怪
物

の
図
像
が
、

そ
の
テ
キ
ス
ト
の
「
大
蛇
」
と
い
う
言
葉
を
表
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も

述
べ
た
。

そ
こ
で
、
大
職
冠
図
群
の
画
図
（
図
７
）
と
、
た
と
え
ば
重
政
画
の
「
蛸
と

海
女
」《『
謡
曲
色
番
組
』》（
図
２
）
を
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、
両
画
図
の
最

も
顕
著
な
差
異
は
、
海
女
を
襲
う

怪
物

が
、「
大
蛇
」
で
あ
る
の
か
、
そ

れ
と
も
「
蛸
」
で
あ
る
の
か
、
そ
の
違
い
で
あ
る
。

こ
の
違
い
が
表
現
の
顚
倒
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
「
笑
ひ
」

が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
大
蛇
」
↓
「
蛸
」
へ
の
パ
ロ
デ
ィ
化

が
絵
師
の
偶
然
の
思
い
つ
き
で
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
、
春
画
・

艶
本
表
現
の
魅
力
が
潜
ん
で
い
る
。
絵
師
た
ち
は
、
よ
り
高
度
な
「
笑
ひ
」
を

演
出
す
る
た
め
に
「
大
蛇
」
↓
「
蛸
」
へ
の
イ
メ
ー
ジ
の
転
換
を
お
こ
な
っ
た

が
、
そ
の
転
換
の
根
拠
と
し
た
の
が
、
先
に
紹
介
し
た
「
蛸
化
す
る
蛇
」
の
変

相
奇
談
で
あ
っ
た
。
し
か
も
彼
ら
は
、
そ
の
奇
談
を
海
女
の
珠
取
り
伝
承
の

「
世
界
」
を
揺
る
が
す
「
趣
向
」
と
し
て
自
ら
の
画
中
に
埋
め
込
ん
だ
と
い
え

よ
う
。

こ
の
、「
蛸
と
海
女
」
の
春
画
か
ら
「
蛸
化
す
る
蛇
」
の
奇
談
を
「
趣
向
」

と
し
て
見
抜
い
た
と
き
、
そ
の
鑑
賞
者
は
春
画
・
艶
本
に
付
随
す
る
性
表
現
の
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「
笑
ひ
」
に
加
え
て
、
さ
ら
に
絵
師
の
巧
み
な
趣
向
作
意
を
見
抜
く
と
い
う
知

的
遊
戯
の
快
楽
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
仮
に
そ
の
「
趣
向
」
が
絵
師
の
意

図
に
反
し
て
深
読
み
の
産
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
江
戸
の
知
識
人
た
ち
は
何

食
わ
ぬ
顔
を
し
て
、
自
ら
の
慧
眼
を
誇
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
と
「
趣
向
」
の

付
き
合
い
方
は
、
あ
く
ま
で
も
「
典
拠
で
あ
る
可
能
性
の
示
唆
」
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
考
証
学
な
ど
を
駆
使
し
て
、
作
者
の
仕
掛
け
た
意
図
を
探
り
当
て
た

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
絵
師
た
ち
は
そ
の
可
能
性
を
鑑
賞
者
に
気
づ
か
せ
る
た

め
の
様
々
な
細
工
を
ほ
ど
こ
し
た
。
こ
う
し
た
絵
師
と
鑑
賞
者
の
「
趣
向
」
を

め
ぐ
る
共
犯
関
係
の
な
か
で
、「
蛸
と
海
女
」
の
春
画
は
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。

あ
え
て
、
こ
れ
ら
の
画
図
か
ら
絵
師
の
独
創
性
を
探
り
出
す
な
ら
ば
、
先
行
す

る
大
職
冠
図
屛
風
の
図
像
を
性
秘
画
に
顚
倒
さ
せ
る
際
に
、「
人
を
取
る
蛸
」

や
「
蛸
化
す
る
蛇
」
な
ど
の
巷
談
・
奇
談
を
「
趣
向
」
と
し
て
用
い
た
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。

現
代
人
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
古
い
画
図
か
ら
こ
う
し
た
「
趣
向
」
の

可
能
性
を
探
る
の
は
じ
つ
に
骨
の
折
れ
る
作
業
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
江
戸
時

代
の
人
び
と
は
、
む
し
ろ
そ
の
骨
の
折
れ
る
作
業
を
積
極
的
に
愉
し
ん
だ
で
あ

ろ
う
。
彼
ら
は
持
ち
前
の
知
的
好
奇
心
を
駆
使
し
て
、
絵
師
が
仕
組
ん
だ
巧
妙

な
手
口
を
得
意
気
に
な
っ
て
探
し
続
け
た
。
そ
し
て
絵
師
の
作
意
に
気
づ
い
た

と
き
、
彼
ら
は
そ
の
枕
絵
の
至
高
の
愉
し
み

「
笑
ひ
」

を
味
わ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。

な
お
補
足
す
る
と
、「
蛸
と
海
女
」
の
春
画
が
描
か
れ
る
は
る
か
以
前
に
、

す
で
に
龍
王
と
蛸
は
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
落
語

の
原
点
と
も
い
わ
れ
る
安
楽
庵
策
伝
の
『
醒
睡
笑
』（
元
和
九
年
〔
一
六
二
三
〕）

に
は
、
次
の
よ
う
な
笑
咄
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

海
邊
の
者
山
家
に
聟
を
も
ち

音
信
に
蛸タコ
と
辛ニ
螺シ
と
蛤ハマ
利クリ
と
三
色
を
も
た

せ
や
り
た
り

其
文
を
よ
む
者
な
く

三
色
を
見
知
り
た
る
も
な
し

文
を
は

物
知
り
の

出
家
を
頼
み
て
き
け
や
と
て

わ
さ
と
遠
路
を
行
て
見
せ
け

れ
は
打
う
な
つ
き
て
い
ふ
様

何
も
音
信
の
物
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
そ

三
色
迄
候
へ
共

其
物
を
も
見
知
ら
ぬ
ま
ゝ
是
へ
持
て
参
り
た
り
と
い
へ

は

一
目
見
む
と
て
見
れ
は

山
賤カツ
よ
り
も
猶
お
と
れ
り
去
と
も
口
は
か

し
こ
く
て

文
を
ひ
ろ
け
聟
殿
へ
申

む
す
め
の
大
切
さ
に

龍
王
の
へ

の
こ
根
こ
き
に
し
て
十
は
か
り

鬼
の
き
く
ぶ
し
三
十
斗

手
こ
ろ
の
つ

ふ
て
百
斗
り
三
い
ろ
と
も
に
山
海
の

物
と
そ
よ
み
け
る
（「
無
智
の
僧55

）
」）

江
戸
幕
府
が
誕
生
し
て
し
ば
ら
く
し
た
時
代
に
、
す
で
に
笑
咄
の
な
か
で

「
蛸
」
は
「
龍
王
の
男
根
」
と
し
て
人
び
と
に
笑
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
考
察
を
通
じ
て
、
北
斎
画
か
ら
遡
れ
る
「
蛸
と
海
女
」
の
春
画
表
現

に
つ
い
て
眺
望
し
て
き
た
。

本
論
に
お
い
て
は
、
近
世
期
の
芸
能
・
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
表
現
構
造
を
参
考
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に
し
な
が
ら
、
同
時
代
の
春
画
・
艶
本
に
お
い
て
も
同
様
の
表
現
構
造
が
見
出

せ
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、「
蛸
と
海
女
」
の
春
画
が
、
日
本
文

化
の
基
層
を
連
綿
と
流
れ
続
け
て
き
た
「
海
女
の
珠
取
り
伝
承
」
の
「
世
界
」

と
、
近
世
期
の
巷
間
に
流
布
し
た
「
人
を
取
る
蛸
の
咄
」
や
「
蛸
化
す
る
蛇
の

咄
」
の
「
趣
向
」
が
交
錯
す
る
、
ま
さ
に
そ
の
縦
軸
と
横
軸
の
交
点
で
描
か
れ

た
表
現
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
歴
史
軸
と
し
て

の
伝
承
世
界
に
、
時
世
軸
と
し
て
の
流
行
巷
談
を
は
め
込
ん
で
い
く
発
想
手
法

は
、
な
に
も
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
に
限
っ
た
表
現
技
法
で
は
な
く
、
そ
の
創
意
の

裾
野
は
春
画
・
艶
本
の
世
界
に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
江
戸
時
代
の
人
び
と
の
目
線
に
立
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
幸
若
舞
曲
、
謡

曲
、
屛
風
画
に
描
か
れ
た
物
語
が
、
春
画
・
艶
本
の
世
界
で
ど
れ
だ
け
読
み
替

え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
「
性
」
へ
の
表
現
顚
倒
を
「
笑
ひ
」
と
し
て
愉
し

ん
だ
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
笑
ひ
」
は
比
較
的
容
易
に
判
断
で
き
る
第

一
義
的
な
「
笑
ひ
」
で
あ
る
。
知
的
好
奇
心
が
旺
盛
な
近
世
期
の
人
び
と
が
、

こ
の
デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ン
の
「
笑
ひ
」
で
満
足
し
た
と
は
思
え
な
い
。
彼
ら
は
、

さ
ら
に
そ
の
上
の
「
笑
ひ
」
を
目
指
し
、
そ
の
表
現
が
物
語
の
「
世
界
」
か
ら

逸
脱
す
る
要
因
と
な
っ
た
「
趣
向
」
を
探
る
こ
と
を
愉
し
ん
だ
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
「
趣
向
」
を
見
つ
け
出
し
た
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
春
画
・
艶

本
の
最
上
の
「
笑
ひ
」
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
春
画
・
艶
本
文
化
は
、
単
に
性
表
現
の
み
を
扱
っ
て
き
た
の

で
は
な
く
、
そ
の
創
作
志
向
の
背
後
に
は
、
時
世
に
流
行
し
た
巷
談
や
民
話
な

ど
、
実
に
多
様
な
文
化
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

今
回
は
、
北
斎
画
か
ら
遡
る
「
蛸
と
海
女
」
の
春
画
に
限
っ
て
、「
世
界
」
と

「
趣
向
」
の
表
現
構
造
を
探
っ
て
み
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
近
世
期
に
刊
行
さ
れ

た
す
べ
て
の
春
画
・
艶
本
が
こ
う
し
た
表
現
構
造
に
従
っ
て
描
か
れ
て
い
る
か

と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
各
時
代
の
流
行
に
よ
っ
て
も
表
現
ス
タ
イ
ル
は

異
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
絵
師
の
創
作
志
向
に
よ
っ
て
も
描
写
の
筆
法
は
異

な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
う
し
た
な
か
で
も
多
く
の
春
画
・
艶
本
が
「
世

界
」
や
「
趣
向
」
の
表
現
構
成
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
そ
う
し
た
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
な
ら
ば
、
菱
川
師
宣
の
艶
本

『
源
氏
き
や
し
や
枕
』（
延
宝
四
年
〔
一
六
七
六
〕）
で
は
、
紫
式
部
の
『
源
氏
物

語
』
の
「
世
界
」
に
、
性
行
為
を
暗
示
し
た
和
歌
の
「
趣
向
」
が
用
い
ら
れ
、

あ
る
い
は
月
岡
雪
鼎
の
艶
本
『
女
大
楽
宝
開
』（
宝
暦
元
年
〔
一
七
五
一
〕）
で

は
貝
原
益
軒
の
教
訓
書
『
女
大
学
宝
箱
』
の
「
世
界
」
に
、
男
女
の
色
事
の
所

作
を
示
し
た
「
趣
向
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
勝
川
春
章
の
艶
本
『
浮

世
糸
具
知
』（
安
永
九
年
〔
一
七
八
〇
〕）
で
は
清
少
納
言
の
『
枕
草
子
』
の

「
世
界
」
に
、
日
常
的
な
性
風
俗
の
「
趣
向
」
が
用
い
ら
れ
、
あ
る
い
は
磯
田

湖
龍
斎
の
艶
本
『
色
物
馬
鹿
本
草
』（
安
永
七
年
〔
一
七
七
八
〕）
で
は
本
草
書

『
食
物
和
歌
本
草
増
補
』（
寛
文
七
年
〔
一
六
六
七
〕）
の
「
世
界
」
に
、
色
事
に

従
事
す
る
好
者
た
ち
の
「
趣
向
」
が
業
種
別
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。

他
方
、
春
画
・
艶
本
の
世
界
で
も
、
幻
想
伝
承
や
怪
異
小
説
が
「
世
界
」
と

し
て
用
い
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
巷
間
に
流
布
し
た
奇
談
・
怪
談
が
「
趣
向
」
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と
し
て
用
い
ら
れ
た
作
品
が
い
く
つ
か
上
梓
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
渓
斎

英
泉
の
艶
本
『
画
図
玉
藻
譚
』（
天
保
元
年
〔
一
八
三
〇
頃
〕）
で
は
玉
藻
前
伝

承
の
『
三
国
妖
狐
伝
』（
初
演
文
化
四
年
〔
一
八
〇
七
〕）
が
「
世
界
」
と
し
て
用

い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
歌
川
国
貞
の
艶
本
『
恋
の
や
つ
ふ
ぢ
』（
天
保
八
年
〔
一

八
三
七
〕）
で
は
曲
亭
馬
琴
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』（
文
化
十
一
年
｜
天
保
十
三

年
〔
一
八
一
四
｜
一
八
四
二
〕）
が
「
世
界
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、

勝
川
春
潮
の
艶
本
『
艶
図
美
哉
花
』（
天
明
七
年
〔
一
七
八
七
〕）
で
は
「
酒

童
子
説
話
」
が
「
趣
向
」
と
し
て
用
い
ら
れ
、
ま
た
歌
川
国
貞
の
『
開
談
夜
之

殿
』（
文
政
九
年
〔
一
八
二
六
〕）
で
は
「
北
国
奇
談
」
が
「
趣
向
」
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
春
画
・
艶
本
は
、
歌
舞
伎
、
浄
瑠
璃
、
戯
作
な
ど
他
の
文
芸
・

芸
能
分
野
と
の
文
化
的
相
互
作
用
を
通
じ
て
、
諸
分
野
の
創
作
志
向
を
積
極
的

に
取
り
込
み
な
が
ら
、「
世
界
」
と
「
趣
向
」
と
い
う
表
現
構
成
を
性
表
現
の

舞
台
で
活
用
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
の
独
自
性
を
活
か
し
て
き
た
と

い
え
よ
う
。

な
お
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、「
蛸
と
海
女
」
の
よ
う
な

性
怪
図

を
考

え
て
み
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
春
画
・
艶
本
に
妖
魔
や
狐
狸
が
「
性
」
の
虜
と
な
っ

て
い
る
図
像
が
描
か
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
理
由
が
お
の
ず
と
わ
か
る
に
ち
が

い
な
い
。
な
に
も
「
海
女
」
に
か
ら
み
つ
く
「
蛸
」
が
、
男
性
の
性
的
願
望
の

幻
影
と
し
て
そ
の
画
に
投
影
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た

男
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
「
蛸
」
に
託
し
た
見
方
も
考
え
ら
れ
る
が56

）
、「
蛸
と
海

女
」
の
春
画
は
も
う
す
こ
し
複
雑
な
創
作
意
図
を
含
ん
で
い
る
。

こ
と
に
こ
れ
ら
の
画
図
群
を
近
世
文
化
表
現
の
同
心
円
上
に
加
え
て
通
観
し

て
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
「
世
界
」
と
「
趣
向
」
と

い
う
表
現
技
法
が
「
海
女
」
に
絡
み
つ
く
「
蛸
」
の
図
像
を
生
み
出
し
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
妖
魔
や
狐
狸
が
戯
れ
る
説
話
・
伝
承
が
、
あ
る
時
は
「
世
界
」

と
し
て
、
ま
た
あ
る
時
は
「
趣
向
」
と
し
て
、
性
表
現
の
舞
台
で
自
由
自
在
に

用
い
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、「
蛸
と
海
女
」
の
よ
う
な

性
怪
図

が
春
画
・
艶

本
に
含
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、「
蛸
と
海
女
」
の
春
画
表
現
は
、
北
斎
の
芸

術
的
創
意
性
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
ま
た
男
性
の
性
的
願
望
を
表

出
し
た
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
び
と
が
北
斎
画
（『
喜
能
会

之
故
真
通
』）
に
感
じ
て
い
た
東
洋
世
界
を
遠
望
す
る
頽
廃
的
な
エ
ロ
チ
シ
ズ

ム
の
魅
力
と
も
異
な
る
。
こ
の
図
像
表
現
の
創
作
意
図
は
極
め
て
整
合
性
に
富

ん
だ
も
の
で
あ
り
、
不
動
の
「
世
界
」
を
揺
る
が
す
奇
抜
な
「
趣
向
」
が
、
理

路
整
然
と
極
め
て
ロ
ジ
カ
ル
に
、
こ
の
画
に
は
め
込
ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
ま
さ
に
江
戸
の
人
び
と
は
、
そ
の
「
世
界
」
と
「
趣
向
」
の
演
出
か
ら

導
き
出
さ
れ
る
最
上
の
「
笑
ひ
」
を
愉
し
む
た
め
に
、
こ
の
画
を
手
に
取
っ
た

の
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
春
画
・
艶
本
文
化
が
、
単
に
男
女
の
交
わ
り
の
み
を
、

そ
の
表
現
の
手
段
や
目
的
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
春
画
・
艶
本
文
化
の
捉
え
方
は
多
様
で
あ
る
。
理
想
化
さ
れ
た
美
し
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い
性
を
描
い
た
文
化
、
あ
る
い
は
、
自
慰
の
対
象
と
な
る
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

の
文
化
と
、
そ
の
解
釈
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
た
だ
、
北
斎
画
か
ら
み
る
「
蛸

と
海
女
」
の
画
系
譜
と
、
そ
の
図
像
分
析
を
通
じ
て
、
春
画
・
艶
本
文
化
の
新

た
な
見
方
を
こ
こ
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
ち
が
い
な
い
。

９
）辻
惟
雄
「
喜
能
会
之
故
真
通
」（
有
働
義
彦
編
『
江
戸
名
作
艶
本

五
』
学
習

研
究
社
、
一
九
九
六
年
、
三
頁
｜
六
頁
）

10
）

林
美
一
『
艶
本
研
究

北
斎
』
有
光
書
房
、
一
九
六
八
年
、
一
四
六
頁

11
）

辻
惟
雄
「
喜
能
会
之
故
真
通
」（
有
働
義
彦
編
『
江
戸
名
作
艶
本

五
』
学

習
研
究
社
、
一
九
九
六
年
、
三
頁
｜
六
頁
）

12
）
『
謡
曲
色
番
組
』
の
作
画
者
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
当
初
、
こ
の
艶
本

の
作
者
は
勝
川
春
章
と
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
研
究
で
は
こ
の
艶

本
の
作
者
は
北
尾
重
政
と
さ
れ
て
い
る
。

13
）

吉
田
暎
二
『
あ
ぶ
な
絵
（
上
巻
）』
緑
園
書
房
、
一
九
六
二
年
、
一
一
一

頁14
）

近
松
門
左
衛
門
『
平
家
女
護
島
』（
初
演
享
保
四
年
〔
一
七
一
九
〕）（
鳥

越
文
蔵
ほ
か
校
注
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

七
十
六
』
小
学
館
、
二
〇
〇

〇
年
、
四
八
六
頁
）

15
）

浅
井
了
意
『
東
海
道
名
所
記
』（
一
六
六
〇
）（
朝
倉
治
彦
校
註
『
東
海
道

名
所
記

一
』
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
、
一
六
八
頁
）

16
）
『
東
海
道
名
所
図
会
』（
一
七
九
七
）（
林
英
夫
編
集
『
日
本
名
所
風
俗
図

会
十
七
』
角
川
書
店
、
一
九
八
一
年
、
一
八
四
頁
）

17
）

な
お
、
こ
の
恋
川
笑
山
の
『
旅
枕
五
十
三
次
』
に
お
い
て
も
「
世
界
」
と

「
趣
向
」
の
表
現
構
図
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
考
察
の
ヒ
ン
ト
に
、

海
女
と
色
事
に
ふ
け
る
男
の
台
詞
に
「
あ
あ
吸
い
つ
く
よ
う
だ
、
こ
れ
が
お
お

か
た
蛸
壺
だ
ろ
う
」
が
参
考
と
な
る
。
よ
う
す
る
に
、
絵
師
の
恋
川
笑
山
は

「
由
井
の
浜
に
は
海
女
が
多
く
い
る
」
と
い
う
従
来
か
ら
の
巷
説
を
知
り
得
た

う
え
で
、
由
井
之
浜
で
の
海
女
の
情
事
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
読

み
手
に
「
蛸
と
海
女
」
の
「
趣
向
」
を
連
想
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
台
詞
に
女

注１
）

ロ
ジ
ェ＝

カ
イ
ヨ
ワ
『
蛸

想
像
の
世
界
を
支
配
す
る
論
理
を
さ
ぐ

る
』
塚
崎
幹
夫
訳

中
央
公
論
社

一
九
七
五
年

九
八
頁

２
）

Ｊ
・
Ｋ
・
ユ
イ
ス
マ
ン
ス

『
幻
想
礼
賛
譜
』
田
辺
貞
之
助
訳
、
桃
源
社
、

一
九
七
五
年
、
三
五
〇
頁

３
）

湯
浅
佳
子
「
趣
向
と
世
界
｜
演
劇
・
草
双
紙
か
ら
読
本
へ
の
影
響
」（『
江

戸
文
学
（
第
三
四
号
）』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
六
年
）

４
）

今
尾
哲
也
「
世
界
」（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典

第
三
巻
）』
岩
波
書
店
、

一
九
八
四
年
、
五
九
六
頁
）

５
）

堀
信
夫
「
趣
向
」（『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年
、

五
九
四
頁
）

６
）

中
村
幸
彦
「
戯
作
論
」（『
中
村
幸
彦
著
述
集

第
八
巻
』
中
央
公
論
社
、

一
九
八
二
年
、
一
四
五
頁
）

７
）

郡
司
正
勝
「
傾
奇
の
形
」（『
郡
司
正
勝

定
集

第
二
巻
』
白
水
社
、
一

九
九
一
年
、
一
一
頁
）

８
）

渓
斎
英
泉
『
春
情
指
人
形
』（
天
保
九
年
〔
一
八
三
八
頃
〕）（
有
働
義
彦

編
者
『
江
戸
名
作
艶
本
八
』
学
習
研
究
社
、
一
九
九
六
年
、
六
六
頁
）
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性
性
器
を
示
す
「
蛸
壺
」
と
い
う
隠
語
を
用
い
て
い
る
。
恋
川
笑
山
は
街
道
絵

と
い
う
形
式
「
世
界
」
に
、「
海
女
」
の
図
像
と
「
蛸
壺
」
の
台
詞
を
用
い
て
、

浮
世
絵
や
艶
本
で
描
か
れ
た
「
蛸
と
海
女
」
の
モ
チ
ー
フ
を
連
想
さ
せ
る
「
趣

向
」
を
う
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

18
）

白
倉
敬
彦
「
春
画
を
ど
う
読
む
か
」（『
浮
世
絵
春
画
を
読
む
（
上
）』
中

央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
七
頁
｜
二
七
頁
）

19
）

阿
部
泰
郎
「『
大
織
冠
』
の
成
立
」（
吾
郷
寅
之
進
、
福
田
晃
編
『
幸
若
舞

曲
研
究

第
四
巻
』、
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
六
年
、
八
二
頁
）

20
）

阿
部
泰
郎
「『
大
織
冠
』
の
成
立
」（
吾
郷
寅
之
進
、
福
田
晃
編
『
幸
若
舞

曲
研
究

第
四
巻
』、
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
六
年
、
一
一
八
頁
）

21
）

幸
若
舞
曲
『
大
織
冠
』（
荒
木
繁
ほ
か
編
注
『
幸
若
舞

一
』
平
凡
社
、
一

九
七
九
年
、
五
六
頁
）

22
）

阿
部
泰
郎
「『
大
織
冠
』
の
成
立
」（
吾
郷
寅
之
進
、
福
田
晃
編
『
幸
若
舞

曲
研
究

第
四
巻
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
六
年
、
一
一
七
頁
｜
一
三
五
頁
）

23
）
『
志
度
寺
縁
起
』（
第
二
巻
「
讃
州
志
度
道
場
縁
起
」）
鎌
倉
末
期
成
立

（『
中
世
文
藝
叢
書

九
』
広
島
中
世
文
芸
研
究
会
、
一
九
六
七
年
、
六
〇
頁
｜

六
一
頁
）

24
）

阿
部
泰
郎
「『
大
織
冠
』
の
成
立
」（
吾
郷
寅
之
進
、
福
田
晃
編
『
幸
若
舞

曲
研
究

第
四
巻
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
六
年
、
一
〇
二
頁
｜
一
三
五
頁
）

25
）
『
仁
勢
物
語
』（
寛
永
年
間
刊
〔
一
七
世
紀
中
頃
〕）（『
狂
歌
大
観

参
考

』
明
治
書
院
、
一
九
八
四
年
、
九
三
頁
）

26
）
『
銀
葉
夷
歌
集
』（
延
宝
七
年
〔
一
六
七
九
〕）（『
狂
歌
大
観

本
編
』
明
治

書
院
、
一
九
八
三
年
、
四
三
六
頁
）

27
）
『
鹿
の
巻
筆
』（「
湯
屋
の
海
士
」）（
貞
享
四
年
〔
一
六
八
七
〕）（
小
高
敏

郎
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
第
一
〇
〇

江
戸
笑
話
集
』
岩
波
書
店
、
一
九

六
六
年
、
二
一
〇
頁
｜
二
一
二
頁
）

28
）
『
鹿
の
巻
筆
』（「
湯
屋
の
海
士
」）（
貞
享
四
年
〔
一
六
八
七
〕）（
小
高
敏

郎

校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
第
一
〇
〇

江
戸
笑
話
集
』
岩
波
書
店
、
一

九
六
六
年
、
二
一
〇
頁
｜
二
一
二
頁
）

29
）

な
お
、
ほ
か
に
も
春
画
・
艶
本
の
分
野
で
は
「
道
成
寺
縁
起
」
の
「
世

界
」
を
「
海
女
の
珠
取
物
語
」
の
「
趣
向
」
で
顚
倒
さ
せ
た
図
像
表
現
が
あ
る
。

川
嶋
信
清
の
艶
本
『
好
色
松
の
香
』（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
本
）

に
は
「
う
れ
し
や
玉
は
ば
い
と
つ
た
ぞ
」
と
、
漁
夫
の
睾
丸
を
奪
い
取
っ
た
半

身
半
龍
の
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
。「
玉
を
倍
取
っ
た
ぞ
」
と
い
う
龍
女
の
セ

リ
フ
は
、
竜
宮
の
「
宝
珠
」
の
ほ
か
に
漁
夫
の
睾
丸
ま
で
も
奪
い
取
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

30
）

阿
部
泰
郎
「『
大
織
冠
』
の
成
立
」（
吾
郷
寅
之
進
、
福
田
晃
編
『
幸
若
舞

曲
研
究

第
四
巻
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
六
年
、
八
二
頁
）

31
）
『
日
本
書
紀
』（「
巻
第
十
三
」）（
養
老
四
年
〔
七
二
〇
〕）（『
日
本
古
典
文

学
大
系

六
十
七
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
四
四
六
頁
）

唯ただ
し
一ひとりの
海あ

人ま

有
り
。
男お

狭さ

磯し

と
曰い

ふ
。
是
、
阿
波
國

あ
は
の
く
に

の
長
邑

ながのむら
の
人ひと
な
り
。

諸もろもろの
白
水
郎

あ

ま
に
勝すぐ
れ
た
り
。
是
、
腰こし
に
繩なは
を
繫つ
け
て
海
の
底
に
入
る
。
差やや
須しば

らく
あ
り
て
出い
で
て
曰まう
さ
く
、「
海
の
底
に
大おお
蝮あは
有び
り
。
其
のと
處ころ
光て
れ
り
」
と
ま

う
す
。
諸もろ
人びと
、
皆みな
曰いは
く
、「
嶋
の
神
の
請こは
す
る
珠
、ほ
殆とんどに
是こ
の
蚫あはびの
腹はら
に
有
る

か
」
と
い
ふ
。
亦また
入い
り
て
深かづ
く
。
爰ここ
に
男を
狭さ
磯し
、
大おお
蝮あはびを
抱いだ
き
て
泛うか
び
出
で
た

り
。す
乃なはちち
息おき
絶た
え
て
、
浪なみ
の
上うへ
へ
死みまかり
ぬ
。
既すで
に
し
て
繩なは
を
下おろ
し
て
海
の
深
さ

を
測はか
る
に
、
六む
十そ
尋ひろ
な
り
。
則すなはち
蝮あはびを
割さ
く
。
實まことに
眞しら
珠たま
、
腹はら
の
中なか
に
有
り
。

（
書
き
下
し
引
用
）
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32
）
『
絵
本
女
貞
木
』
西
川
祐
信
画
（
延
享
二
年
〔
一
七
四
五
〕）
東
北
大
学
狩

野
文
庫
所
蔵

33
）
『
煙
霞
綺
談
』（
安
永
二
年
〔
一
七
七
三
〕）（『
日
本
随
筆
大
成

第
一
期

四
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
、
二
三
六
頁
｜
二
三
七
頁
）

往
古
む
か
し

允
恭
帝

いんきやうてい
、
淡
路
あ
は
ぢ

嶋しま
に
漁か
猟り
し
た
ま
ふ
と
き
に
、
海
中
に
光ひか
物りものあ
つ
て
一

向
猟

かうりゃう
な
し
、
因よつ
て
近きん
国ごく
の
蜑あま
人びと
を
召
れ
、
海かい
底てい
に
入いつ
て
光ひか
物りものを
見みと
届どけ
来
る
べ

き
勅ちよくあ
り
と
い
へ
ど
も
、
至
て
深
淵
た
れ
ば
勅ちよくに
応おう
ず
る
者
な
し
。
時
に
男を
狭さし

と
い
ふ
海あま
人びと
の
妻さい
子し
と
も
に
田
所
を
下
さ
れ
ば
入
べ
し
と
肯うけがひ
、
千ち
尋ひろ
の
繩なは
を

腰
に
付つけ
海かい
底てい
に
飛とび
入いり
、
寝やゝ
久
し
く
し
て
大
き
な
る
あはびを

捕とり
得ゑ
て
浮うか
む
。
大
さ
三

尺
四
方
真しん
珠じ
あ
り
、
鶏
卵
た
ま
ご

の
大
き
さ
に
て
光
赫
奕

か
く
〳
〵

た
り
。
此
真しん
珠じゆ
を
ば
所
の
氏

神
の
社
に
祭まつ
る
と
か
や
。
男を
狭さし
は
息いき
切きれ
没もつ
し
た
り
。
其
塚つか
海うみ
端はた
に
あ
り
、
其
繩なは

に
て
積つも
り
け
る
に
六
十
尋ひろ
あ
り
し
と
い
ふ
。

34
）

よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
中
世
末
期
の
「
奈
良
絵
本
」
あ
た
り
か
ら
、
神
話

や
説
話
世
界
の
視
覚
表
現
に
よ
る
伝
承
形
態
が
芽
生
え
た
と
言
え
よ
う
。

35
）
『
鮹
入
道
佃
沖
』
喜
多
川
歌
麿
画

天
明
五
年
〔
一
七
八
五
〕）
国
立
国

会
図
書
館
所
蔵

36
）
『
本
朝
食
鑑
』（「
蛸
魚
」）（
元
禄
十
年
〔
一
六
九
七
〕）
東
北
大
学
狩
野
文

庫
所
蔵

37
）
『
大
和
本
草
』（
宝
永
六
年
〔
一
七
〇
九
〕）（『
古
事
類
苑
』）

38
）
『
日
本
山
海
名
産
図
会
』

寛
政
一
一
年
〔
一
七
九
九
〕（
浅
見
恵
ほ
か
訳

編
『
近
世
歴
史
資
料
集
成

第
二
期

第
一
巻
』
科
学
書
院
、
一
九
九
二
年
、
二

三
八
頁
）

39
）

そ
の
ほ
か
『
倭
訓
栞
』（
安
永
六
年
〔
一
七
七
七
〕）
の
「
た
こ
」
の
項
に

は
「
大
だ
こ
の
人
及
び
牛

馬
を
と
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
想
山
著

聞
奇
集
』（
嘉
永
三
年
〔
一
八
五
〇
〕）
の
「
七
足
の
蛸
死
人
を
掘
取
事
」
の
項

に
は
「
人
を
取
行
蛸
と
聞
と
き
は
北
國
筋
又
は
出
羽
松
前
邊
の
東
北
海
に
居
る

如
き
」（『
近
世
奇
談
全
集
』
博
文
館
、
一
九
〇
三
年
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

40
）

花
咲
一
男
『
大
蛸
に
食
わ
れ
た
女
た
ち

江
戸
雑
談
』
三
樹
書
房
、
二
〇

〇
七
年
、
九
頁

41
）
『
色
道
大
鼓
』（
巻
五
・
女
房
三
人
の
行
衛
）

貞
享
四
年
〔
一
六
八
七
〕）

（『
北
條
團
水
集

第
一
巻
』
古
典
文
庫
、
一
九
八
〇
年
、
三
二
一
頁
｜
三
二
四

頁
）

42
）

渓
斎
英
泉
『
絵
本
美
多
礼
嘉
見
』（
文
化
十
二
年
〔
一
八
一
五
〕）

国
際

日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵

43
）

川
嶋
信
清
『
好
色
松
の
香
』（
刊
年
不
明
）
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ

ー
所
蔵

44
）

歌
川
国
芳
『
葉
奈
伊
嘉
多
』

天
保
八
年
〔
一
八
三
七
〕
以
降
）
国
際
日

本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵

45
）

ロ
ジ
ェ＝

カ
イ
ヨ
ワ
『
蛸

想
像
の
世
界
を
支
配
す
る
論
理
を
さ
ぐ

る
』
塚
崎
幹
夫
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
年
、
一
二
八
頁

46
）
『
和
漢
三
才
図
会
』（「
龍
蛇
部
」）（
正
徳
五
年
〔
一
七
一
五
〕）（『
和
漢
三

才
圖
曾
〔
上
〕』
東
京
美
術
、
一
九
七
〇
年
、
五
〇
九
頁
）

47
）

興
雲
子
『
大
和
怪
異
記
』（
宝
永
五
年
〔
一
七
〇
八
〕）（
堤
邦
彦
・
杉
本

好
伸
編
『
近
世
民
間
異
聞
怪
談
集
成
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
三
年
、
八
五
七

頁
｜
八
五
八
頁
）

48
）

荻
田
安
静

『
宿
直
草
』（
巻
五
の
六
「
蛸
も
恐
ろ
し
き
も
の
な
る
事
」）

（
延
宝
五
年
〔
一
六
七
七
〕）（
高
田
衛
編
・
校
注
『
江
戸
怪
談
集
（
上
）』
岩
波

文
庫
、
一
九
八
九
年
、
一
六
四
頁
｜
一
六
七
頁
）

50



49
）

荻
田
安
静

『
宿
直
草
』（
巻
五
の
六
「
蛸
も
恐
ろ
し
き
も
の
な
る
事
」）

（
延
宝
五
年
〔
一
六
七
七
〕）（
高
田
衛
編
・
校
注
『
江
戸
怪
談
集
（
上
）』
岩
波

文
庫
、
一
九
八
九
年
、
一
六
四
頁
｜
一
六
七
頁
）

50
）

堤
邦
彦
『
江
戸
の
怪
異
譚
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
六
〇
頁

51
）
『
和
漢
三
才
図
会
』（「
石
距
」）（
正
徳
五
年
〔
一
七
一
五
〕）（『
和
漢
三
才

圖
曾
〔
上
〕』
東
京
美
術
、
一
九
七
〇
年
、
五
六
四
頁
）

52
）
『
重
修
本
草
綱
目
啓
蒙
』（
巻
之
四
十
「
章
魚
」）（
享
和
三
年
〔
一
八
〇

三
〕）（
小
野
蘭
山
『
本
草
綱
目
啓
蒙

三
』
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
、
二
六
〇

頁
）

53
）
『
閑
田
耕
筆
』（
寛
政
十
一
年
〔
一
七
九
九
〕）（『
日
本
随
筆
大
成

第
一
期

一
八
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、
二
四
五
頁
）

54
）

曲
亭
馬
琴
『

園
小
説
』（
文
政
八
年
〔
一
八
二
五
〕）（『
日
本
随
筆
大
成

第
二
期

一
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
三
年
、
一
三
九
頁
）

55
）

安
楽
庵
策
伝
『
醒
睡
笑
』（
元
和
九
年
〔
一
六
二
三
〕
序
）（
岩
淵
匡
編

『
醒
睡
笑
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
文
編
改
訂
版
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
七

頁
）

56
）

田
中
優
子
『
張
形
と
江
戸
を
ん
な
』
洋
泉
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
一
七
頁

｜
一
二
二
頁
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