
磯
田
湖
龍
斎
「
俳
諧
女
夫
ま
ね
へ
も
ん
」

浅 

野 

秀 

剛

　
筆
者
は
、『
浮
世
絵
細
見
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
七
年
）
の
な
か

に
「
豆
男
春
画
の
謎
」
の
一
節
を
設
け
、
磯
田
湖
龍
斎
の
代
表
作
で
あ
る
「
俳

諧
女
夫
ま
ね
へ
も
ん
」
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
れ
は
横
中
判
錦
絵
二
十
四
枚

組
の
作
品
で
、
画
帖
体
裁
で
発
売
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
原
装
の

も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
時
点
で
筆
者
は
全
体
の
過
半
し
か
確
認

し
て
は
い
な
く
、
い
つ
か
全
体
を
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。

現
在
も
全
図
を
完
全
な
形
で
確
認
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ほ
ぼ
全
容
を

把
握
で
き
た
の
で
、
紹
介
し
て
補
説
し
た
い
。
そ
の
詳
細
は
【
表
１
】
を
ご

覧
い
た
だ
き
た
い
。

　
基
本
的
事
項
を
再
掲
す
る
と
、「
俳
諧
女
夫
ま
ね
へ
も
ん
」
は
鈴
木
春
信

画
「
風
流
艶
色
真
似
ゑ
も
ん
」
の
続
編
と
し
て
企
画
さ
れ
、
春
信
判
と
呼
ば

れ
る
大
き
い
中
判
の
組
物
で
、
版
元
は
西
村
屋
与
八
（
永
寿
堂
）
で
あ
る
。

上
部
に
波
形
が
あ
る
が
、
そ
の
上
は
白
、
右
辺
に
詞
書
と
発
句
、
画
中
に
も

詞
書
と
会
話
体
の
書
入
れ
が
あ
る
。
刊
年
は
、
中
判
の
寸
法
を
根
拠
に
明
和

七
年
（
一
七
七
〇
）
中
と
推
定
さ
れ
る
。
理
由
は
、「
俳
諧
女
夫
ま
ね
へ
も

ん
」
の
図
の
大
き
さ
で
あ
る
。
明
和
七
年
七
月
頃
を
境
に
、
中
判
錦
絵
の
規

格
が
小
さ
く
な
り
、
大
き
な
中
判
（
俗
に
い
う
春
信
判
28

〜
29
×
21

〜
22

㎝
）

か
ら
小
さ
め
の
中
判
（
26

〜
27
×
19

〜
20

㎝
）
に
変
わ
る
。
も
し
「
俳
諧
女

夫
ま
ね
へ
も
ん
」
が
明
和
八
年
正
月
の
刊
行
で
あ
れ
ば
、
大
き
な
中
判
と
い

う
事
実
と
矛
盾
す
る
の
で
、
明
和
七
年
の
う
ち
に
刊
行
さ
れ
た
可
能
性
が
高

い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
詳
細
は
『
浮
世
絵
細
見
』
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　
翻
刻
は
、
図
番
号
、
右
辺
の
詞
書
と
発
句
、
画
中
の
詞
書
と
会
話
体
の
書

入
れ
の
順
に
記
し
、
そ
の
後
に
図
様
な
ど
を
補
記
し
た
。
掲
載
す
る
図
は
国

際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、「
日
文
研
」
と
い
う
）
所
蔵
の
も
の
を

163163　『日本研究』No. 63（2021）
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中
心
に
選
ん
だ
が
、
右
辺
の
文
字
部
分
が
削
除
、
ま
た
は
消
え
て
い
る
も
の

や
、
日
文
研
に
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
個
人
蔵
そ
の
他
で
補
っ
た
。
な

お
、
文
字
が
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
も
の
、
読
み
づ
ら
い
も
の
、
他
の
資
料
で

補
え
な
か
っ
た
も
の
は
「
…
…
」
で
示
し
た
。
ま
た
、
読
点
は
筆
者
が
付
し
、

翻
刻
の
一
部
は
、
慶
應
義
塾
大
学
ア
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
が
公
開
し
て
い
る
渋

井
清
ノ
ー
ト
お
よ
び
渋
井
清
「
湖
龍
斎
の
埒
外
画
」（『
尾
崎
久
弥
教
授
古
稀

記
念
論
文
集
』
名
古
屋
商
科
大
学
、
一
九
六
一
年
）
な
ど
で
補
っ
た
。
渋
井
清

ノ
ー
ト
を
見
る
と
、
渋
井
氏
は
「
十
一
」
図
以
外
は
確
認
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。

164



㊀
去
し
年
か
の
春
子
ま
ね
へ
も
ん
と
い
へ
る
名
を
う
み
出
し
世
に
し
ら

し
め
…
…
に
来
陽
に
い
た
ら
は
、
ね
こ
し
ま
深
川
国
お
も
む
か
ん
と
有

は
…
…

い
で
や
春
詠
ぞ
深
し
花
の
奥
　（
馬
？
）
一
散
人

（
男
）
せ
ん
と
の
こ
し
や
も
の
、
の
ら
い
で
ど
う
せ
う

（
ま
ね
へ
）
て
も
し
や
れ
る
は
、
ふ
り
の
そ
で
か
ら
と
は
よ
り
か
ぜ
も

ど
き
、
は
や
く
と
り
か
ぢ
〳
〵

屋
形
船
「
永
寿
」
丸
に
乗
り
本
所
・
深
川
に
渡
る
人
々
。
右
下
に
ま
ね
へ
が

い
る
。
永
寿
丸
に
轡
紋
（
こ
の
紋
は
組
物
に
頻
出
す
る
）
の
提
灯
が
描
か
れ

て
い
る
が
、
西
村
屋
与
八
と
関
係
が
あ
る
か
。

図１　個人蔵
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㊁
ね
こ
し
ま
…
…

久
し
く
住
め
は
か
ん
ど
う
も
ん
…
な
ど
ゝ
い
へ
は
…
…

し
つ
ふ
か
き
川
の
な
か
れ
の
あ
や
め
哉

さ
て
し
も
あ
ら
ぬ
に
、
ね
こ
し
ま
に
い
た
り
、
六
間け
ん

が
な
だ
と
い
ふ
所

に
あ
が
り
け
ん
、
ば
ん
ふ
だ
あ
ら
た
め
の
せ
き
し
よ
も
ま
ゝ
に
や
と
に

つ
け
ば
、
あ
た
ま
か
ら
ひ
つ
た
り
山
の
ふ
う
け
い
、
ま
た
一
ふ
う
か
わ

つ
て
う
ま
事
〳
〵

（
ま
ね
へ
）
て
も
ど
こ
へ
き
て
も
し
つ
な
や
つ
の
、
あ
ゝ
つ
よ
い
き
つ

さ
き
だ
、
い
よ
き
ま
り
、
い
よ
ま
め
く
ふ
〳
〵
、
は
や
く
ツ
ビ
こ
め

〳
〵
、
い
や
ァ
め
く
つ
て
し
よ

（
階
段
の
女
）
幸
せ
ん
せ
ひ
め

「
六
間
が
な
だ
」
と
は
六
間
堀
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
の
岡
場
所
で
の
情

景
で
あ
ろ
う
。「
幸
せ
ん
せ
ひ
め
」
の
意
味
は
不
明
。
ま
ね
へ
が
坐
っ
て
い

る
の
は
通
い
夜
具
。
階
段
の
前
帯
の
女
は
娘
分
（
遣
手
の
よ
う
な
女
）
か
。

手
に
持
っ
て
い
る
の
は
鍵
の
束
と
思
わ
れ
る
。

図２　『三田アートカタログ』60、より複写
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㊂
法
界
の
て
ら
の
眼
下
に
み
へ
け
れ
ば

打
合
す
鐘
や
突
木
の
早
蕨

（
ま
ね
へ
）
や
ァ
は
ァ
あ
ち
ら
の
め
し
の
い
ろ
子
め
〳
〵
、
て
も
す
ご

も
の
〳
〵
、
あ
の
ば
ち
て
た
ゝ
か
れ
て
は
い
か
な
た
い
こ
も
た
ま
ら

ぬ
〳
〵

（
女
）
い
ろ
じ
や
ご
ざ
ん
せ
ん
が
い
つ
そ
き
の
い
ゝ
人
さ

（
男
）
ほ
ん
に
い
き
な
み
だ
の
ふ
、
や
ぼ
じ
や
あ
る
ま
ひ
、
ね
こ
て
あ

ろ
（
男
）
ぬ
し
の
い
ろ
か
、
ど
れ
お
か
を
お
が
み
ま
し
よ

（
小
女
）
あ
れ
ま
て
、
あ
み
の
五
良
さ
ん
が
き
や
す

左
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
竪
川
と
横
川
の
交
わ
る
あ
た
り
（
現
、
緑
四
丁

目
）
に
あ
っ
た
時
の
鐘
か
。
だ
と
す
る
と
入
江
町
辺
。「
い
ろ
子
」
の
意
味

は
？

図３　国際日本文化研究センター蔵
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㊃
ま
た
院
前
の
う
ま
み
を
わ
す
れ
や
ら
で

若
竹
や
か
ら
ま
る
藤
の
し
め
心

（
ま
ね
へ
）
人
が
く
る
か
と
ま
め
が
ば
ん
、
こ
れ
て
や
ぼ
な
ら
し
よ
こ

と
が
な
ひ
、
や
ァ
こ
れ
は
あ
ぶ
な
い
、
さ
て
も
て
お
い
じ
ゝ
と
い
ふ

み
だ
、
も
ふ
せ
ん
よ
り
は
あ
み
に
か
印
〳
〵

（
男
）
そ
り
や
ど
う
た
〳
〵

（
女
）
エ
ゝ
モ
だ
ま
つ
て
い
ね
へ
、
ね
こ
が
い
き
や
す

こ
の
図
も
「
ね
こ
し
ま
」
の
情
景
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

図４　個人蔵
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㊄
ね
こ
し
ま
も
そ
こ
こ
ゝ
の
ふ
ぜ
い
を
な
が
め
、
日
も
重
り
ぬ
れ
ば
、

い
ざ
や
深
川
国
へ
お
も
む
き
、
よ
び
だ
し
の
う
ら
を
も
一
見
せ
ば
や
と
、

さ
ま
よ
い
け
る
道
す
が
ら
、
か
た
へ
に
旧
跡
あ
り
、
あ
し
の
ゆ
き
な
り

に
ま
つ
あ
ひ
宿
へ
付
て
、
み
れ
は
も
ゝ
と
柳
の
も
つ
れ
合
い
け
る

前
髪
や
な
か
れ
の
身
に
も
花
心

（
ま
ね
へ
）
あ
り
か
た
や
と
う
と
や
、
な
む
八
ま
ん
大
ぼ
さ
つ
、
わ
た

く
し
に
す
い
な
る
女
ぼ
う
、
お
ん
さ
づ
け
下
さ
れ
か
し

（
女
）
お
ま
へ
は
と
こ
に
お
な
じ
み
が
あ
る
へ
、
ま
つ
す
ぐ
に
い
く
な
、

ど
う
せ
う
の
ふ
、
に
く
ら
し
い
、
わ
つ
ち
に
ば
か
り
き
を
も
ま
せ
て

（
？
）
そ
ん
な
も
の
さ
、
こ
ゝ
は
か
ゞ
や
と
い
ふ

待
合
宿
の
情
景
。
年
増
の
女
と
前
髪
の
若
い
男
。
ま
ね
へ
は
女
房
が
欲
し
い

と
八
幡
様
に
祈
っ
て
い
る
。

図５　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｅｒｏｔｉｃ　ｐｒｉｎｔｓ　：　Ｓʰｕｎɡａ　ｂｙ　ʜａｒｕｎｏｂｕ　＆　Ｋｏｒｙūｓａｉ． Hotei Publishing, 2008より複写
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㊅
か
く
て
ま
ね
へ
、
り
よ
し
ゆ
く
の
こ
ん
た
ん
も
し
ま
い
、
是
よ
り
深

川
国
へ
い
そ
が
ん
と
、
か
ど
を
い
つ
れ
は
、
小
人
し
ま
よ
り
鶴
の
く
わ

へ
来
り
た
る
よ
し
に
て
、
豆
女
を
か
こ
に
入
さ
ら
し
お
き
た
り
、
こ
れ

ま
つ
た
く
八
ま
ん
わ
れ
に
さ
つ
け
給
ふ
也
と
て
、
こ
い
う
け
た
き
よ
し

を
ね
か
ふ

小
人
女め

を
神
媒
な
か
だ
ち

や
め
う
が
竹

（
左
上
の
男
）
い
や
、
お
ま
へ
の
お
か
み
さ
ん
に
は
大
の
き
ま
り
、
あ

い
ま
だ
て
い
ら
ず
さ

（
ま
ね
へ
）
さ
て
、
よ
い
お
し
た
て
の
お
む
す
し
や

（
女
）
あ
ゝ
こ
れ
さ
お
は
な
し
あ
そ
ば
せ
、
お
た
み
さ
ん
に
い
つ
つ
け

や
す
ぞ
へ

（
男
）
こ
れ
わ
て
う
茶
や
ま
で
つ
れ
て
二
か
い
を
か
り
て
、
ち
ょ
ん
き

め
は
と
う
て
あ
ろ
ふ

ま
ね
へ
は
、
小
人
島
か
ら
鶴
が
く
わ
え
て
き
た
き
た
豆
女
「
お
ま
ね
」
を
買

い
求
め
女
房
に
す
る
。
籠
に
は
「
売
も
の
」
の
札
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
手
前

で
は
二
人
の
武
士
が
女
を
強
引
に
連
れ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。「
て
う
茶

や
」
と
は
鳥
茶
屋
、
つ
ま
り
花
鳥
茶
屋
の
類
か
。

図６　国際日本文化研究センター蔵
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㊆
（
右
辺
の
詞
書
・
発
句
は
不
明
）

（
女
）
こ
ち
ら
む
い
て
し
な
ん
せ

（
男
）
と
な
り
ざ
し
き
で
、
小
人
し
ま
く
ぜ
つ
と
い
ふ
こ
へ
が
す
る

（
ま
ね
へ
）
お
れ
は
い
ま
ゝ
で
さ
た
ま
れ
た
る
つ
ま
な
き
ま
ゝ
、
神
に

ち
か
い
し
ん
刀
に
て
人
の
せ
い
じ
う
を
つ
か
い
、
あ
ま
た
の
と
こ
を

ふ
み
し
が
、
此
の
ぢ
は
そ
な
た
に
そ
の
じ
ゆ
つ
を
ゆ
つ
る
べ
し

（
お
ま
ね
）
ア
ゝ
小
人
し
ま
が
日
本
へ
よ
る
や
う
で
こ
さ
ん
す

「
富
本
」
と
書
か
れ
た
掛
行
燈
の
あ
る
家
の
二
階
で
交
わ
る
男
女
。
屏
風
、

提
子
、
酒
肴
盆
が
見
え
る
の
で
貸
座
敷
（
待
合
茶
屋
）
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
。

隣
室
で
ま
ね
へ
と
お
ま
ね
が
契
っ
て
い
る
。

図７　白倉敬彦『春画と人びと　描いた人・観た人・広めた人』（青土社、2014年）より複写
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㊇
ま
ね
へ
は
大
き
や
う
が
み
な
と
よ
り
舟
に
乗
て
、
品
川
浦
へ
お
も
む

く
べ
し
と
て
、
女
ぼ
う
お
ま
ね
を
の
こ
し
、
な
ん
じ
深
川
国
を
し
ま
い

品
川
に
て
お
ち
合
へ
し
と
て
わ
か
れ
ぬ

二
代
目
も
粉
米
さ
く
ら
の
ゑ
か
ほ
か
な

（
お
ま
ね
）
此
お
と
こ
の
一
も
つ
は
女
の
す
く
た
ち
だ
、
す
ご
印
〳
〵

（
男
）
も
し
お
み
つ
さ
ん
と
や
ら
、
ご
め
ん
な
さ
れ
、
か
の
中
ば
し
の

か
（
右
の
女
）
お
み
つ
さ
ん
、
あ
げ
や
せ
う

（
左
の
女
）
わ
つ
ち
や
よ
つ
て
い
る
よ
、
も
ふ
せ
ん
の
よ
ふ
に
な
つ
た

そ
ふ
さ

深
川
で
の
お
ま
ね
の
見
聞
。「
大
き
や
う
」
と
は
大
橋
、
す
な
わ
ち
新
大
橋

で
の
情
景
か
。
煙
草
入
に
「
湖
龍
」
と
あ
る
。
行
灯
に
「
お
十
様
そ
ん
し  

お
と
ら
様
よ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

図８　国際日本文化研究センター蔵
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㊈
か
く
て
お
ま
ね
、
大
き
や
う
か
み
な
と
も
そ
こ
〳
〵
に
い
つ
ま
こ
ひ

し
て
、
ふ
か
川
こ
く
へ
お
も
む
き
、
古
せ
ん
し
や
う
の
う
ら
や
く
ら
を

一
け
ん
し
け
る

く
ら
な
れ
し
腰こ
し

の
て
か
ら
や
下
り
藤

（
男
）
ど
う
し
や
よ
い
か
、
大
こ
し
に
つ
か
や

（
女
）
い
つ
そ
エ
ゝ
じ
つ
と
し
て
い
な
ん
し

（
お
ま
ね
）
て
も
と
こ
が
け
を
は
た
ら
く
は
、
し
ん
ご
さ
こ
ろ
し
め

「
古
せ
ん
し
や
う
の
う
ら
や
く
ら
」
は
古
石
場
の
裏
櫓
の
意
か
。
と
す
れ
ば

深
川
七
場
所
の
う
ち
で
あ
る
。

図９　国際日本文化研究センター蔵
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㊉
小
さ
め
ふ
り
け
れ
、
此
所
滞
留
し
て

つ
ま
む
ほ
ど
梅
の
若
葉
の
小
雨
か
な

（
女
）
ア
ゝ
コ
レ
サ
じ
や
う
だ
ん
し
な
ん
す
な
、
ば
か
ら
し
い

（
男
）
て
も
よ
く
は
い
つ
た
、
ま
だ
二
ほ
ん
く
ら
い
は
は
い
る
ぞ

（
お
ま
ね
）
ど
う
な
り
と
さ
ん
せ
、
ア
ゝ
よ
つ
た
ぞ

陰
部
に
一
物
と
指
を
入
れ
て
戯
れ
て
い
る
。
お
ま
ね
は
酔
い
つ
ぶ
れ
の
態
。

外
は
雨
。

図 10　国際日本文化研究センター蔵
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◯十一
万
物
み
な
ひ
や
う
り
あ
り
、
も
は
や
う
ら
は
し
ま
い
た
れ
ば
、
い
ざ

や
お
も
て
へ
う
つ
ら
ば
や
と
て

ぬ
ひ
か
へ
す
ひ
と
へ
は
を
り
の
う
ら
お
も
て

（
男
）
ち
と
め
つ
ら
し
く
、
し
ん
ぞ
う
と
で
や
う
か

（
女
）
よ
ふ
こ
ざ
り
や
し
や
う
、
さ
あ
こ
ち
ら
へ
お
い
で
あ
そ
は
せ
、

よ
い
子
ど
も
あ
げ
や
し
や
う

（
お
ま
ね
）
あ
ゝ
ゑ
い
さ
め
で
の
ど
か
か
わ
く
ぞ
、
こ
ゝ
の
い
ろ
事
を

ち
と
み
ま
せ
う

深
川
の
表
櫓
か
。「
し
ん
ぞ
う
」
は
新
造
、
新
し
い
（
若
い
）
遊
女
の
意
。

深
川
で
は
遊
女
の
こ
と
を
「
子
ど
も
」
と
い
っ
た
。
傘
に
「
は
な
」
の
木
札

が
付
い
て
い
る
。
お
か
み
（
娘
分
？
）
は（
二
）の
女
と
同
じ
く
鍵
束
を
持
っ

て
い
る
。

図 11　国際日本文化研究センター蔵
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◯十二
香
も
ゆ
か
し
舌し
た

に
つ
を
も
つ
青
山さ
ん

桝
し
や
う

（
女
）
一
ふ
く
の
ん
で
ほ
う
ら
く
を
う
た
い
な
ん
し

（
男
）
一
ツ
さ
け
□
の
み
給
へ

（
お
ま
ね
）
ハ
ゝ
い
た
ゞ
き
ま
せ
う
、
ね
づ
み
か
で
た
そ
う
な
、
し
つ

〳
〵

（
座
頭
）
お
ま
へ
の
お
ざ
し
き
へ
は
、
は
し
め
て
ゞ
こ
さ
り
ま
す

座
頭
に
芸
を
所
望
す
る
二
人
。
屏
風
に
「
湖
龍
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

図 12　慶應義塾大学アート・センター渋井清コレクション
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◯十三
さ
れ
は
お
ま
ね
は
、
ふ
か
川
国
も
そ
こ
〳
〵
に
し
ま
い
、
品
川
へ
お

も
む
き
、
お
つ
と
に
も
た
い
め
ん
せ
ん
と
、
ま
つ
た
か
な
わ
に
つ
き
て  

た
づ
ね
来く

る
妻つ
ま

の
心
や
一ひ
と

夜よ

酒

（
右
の
女
）
う
を
と
水
と
は
さ
ん
さ
ア
、
中
よ
い
は
づ
よ

（
左
の
女
）
申
つ
と
上
ヶ
ま
ふ
し
ま
せ
う

（
男
）
し
ん
し
ゆ
く
の
う
ち
で
、
よ
い
女
良
の
あ
る
所
へ
ゆ
か
ふ

（
お
ま
ね
）
お
ふ
ぎ
ぱ
ち
〳
〵
ろ
の
は
を
り
、
き
ん
〳
〵
と
色イ
ロ

お
と
こ

き
ま
り
ま
す

高
輪
の
茶
屋
の
二
階
で
芸
妓
と
酒
宴
。
男
は
こ
れ
か
ら
歩
行
新
宿
へ
行
こ
う

と
言
っ
て
い
る
。

図 13　個人蔵
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◯十四
豆
植う
へ

る
手
き
わ
も
雨う

露ろ

の
恵
め
ぐ
み

か
な

（
男
）
サ
ァ
こ
れ
は
た
ま
ら
ぬ
、
ま
づ
一
ッ
き
ま
ろ
ふ

（
女
）
ま
あ
ち
つ
と
お
ま
ち
な
ん
せ

夏
の
歩
行
新
宿
で
の
情
景
か
。

図 14　国際日本文化研究センター蔵
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◯十五
此
所
に
て
ま
ね
へ
に
お
ち
あ
い
、
つ
も
り
し
も
の
が
た
り
し
、
こ
れ

よ
り
か
わ
り
〳
〵
一
け
ん
せ
ん
と
て

角
の
無
き
ど
し
ぞ
西す
い

瓜く
わ

の
目
引
か
な

（
男
）
こ
れ
は
上
か
い
す
い
こ
む
〳
〵

（
女
）
ア
ゝ
そ
こ
を
〳
〵
エ
ゝ
モ
ど
う
せ
う

（
ま
ね
へ
）
さ
あ
こ
れ
か
ら
は
か
わ
り
〳
〵
し
ゆ
げ
ふ
し
て
、
よ
し
町

を
み
ま
せ
ふ

（
お
ま
ね
）
な
つ
か
し
か
つ
た
わ
い
な

品
川
宿
で
の
情
景
。
ま
ね
へ
と
お
ま
ね
が
お
ち
合
う
。
発
句
の
「
角
の
無
き

ど
し
」
と
は
角
の
無
き
年
、
つ
ま
り
、
虎
（
寅
）
や
兎
（
卯
）
年
を
い
い
、

西
瓜
の
皮
の
近
似
か
ら
虎
を
連
想
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
寅
年
＝
明
和
七
年
と

な
る
が
、
果
た
し
て
。

図 15　国際日本文化研究センター蔵
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◯十六
女
ぼ
う
お
ま
ね
は
、
よ
し
町
の
か
た
へ
お
も
む
ぬ
れ
は
、
ま
ね
へ
は

此
所
に
の
こ
り
、
一
ひ
や
う
ば
ん
せ
ん
と
て
、
そ
こ
か
し
こ
と
は
い
く

わ
い
し
け
る

ま
も
る
目
に
猿さ
る

の
手
が
ら
や
牛ご

房ほ
う

引

（
ま
ね
へ
）
こ
り
や
ち
よ
ん
の
ま
か
、
す
ご
い
や
つ
の

（
女
）
も
じ
さ
だ
さ
ん
、
ば
か
ら
し
い
に
へ

（
左
の
男
）
こ
れ
は
も
ふ
せ
ん
、
お
つ
と
お
だ
ま
り
、
だ
ま
ら
ん
せ

（
遠
く
の
女
）
い
ま
御
め
し
を
た
べ
て
い
な
ん
す

（
遠
く
の
男
）
お
ら
が
女
良
は
お
な
い
き
や
く
で
も
あ
る
そ
ふ
な

品
川
の
大
見
世
の
大
座
敷
で
の
情
景
。

図 16　国際日本文化研究センター蔵
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◯十七
海う
み

山や
ま

を
こ
え
る
す
か
た
や
と
り
か
ぶ
と

（
女
）
サ
ァ
お
び
を
と
き
な
ん
せ
、
お
ゝ
か
わ
い
、
ど
う
せ
う
の
ふ

（
男
）
わ
た
し
や
ど
う
や
ら
は
づ
か
し
い

（
ま
ね
へ
）
テ
モ
ひ
つ
な
や
つ
か
な
、
女
良
か
い
は
そ
ん
と
く
の
あ
る

も
の
か
な
、
ふ
ら
れ
る
な
か
に
此
や
う
な

前
髪
の
若
い
客
と
年
増
の
女
郎
。

図 17　国際日本文化研究センター蔵
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◯十八
素
人
近
い
女
郎
の
顔
淋
し

（
幼
児
）
ほ
う
や
ほ
う
、
あ
れ
〳
〵
〳
〵

（
ま
ね
へ
）
こ
れ
は
ち
よ
ん
〳
〵
は
や
い
や
つ
の

（
女
）
あ
れ
と
も
様
の
こ
ゑ
が
す
る
、
し
ま
は
ん
せ

性
交
の
最
中
に
幼
児
が
闖
入
。
品
川
の
旅
籠
屋
と
す
れ
ば
、
幼
児
は
そ
こ
の

主
人
の
子
か
。

図 18　国際日本文化研究センター蔵
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◯十九
爐
ひ
ら
き
や
茶ち
ゃ

杓
し
ゃ
く

に
芥ち
り

も
つ
か
ざ
り
き

（
右
の
小
人
）
け
ふ
は
水
あ
げ
か
へ
、
一
は
い
の
み
や
せ
う

（
ま
ね
へ
）
ち
つ
と
し
ん
ぼ
う
し
て
あ
け
て
も
ら
へ
、
い
た
い
か
〳
〵

（
男
）
ち
と
こ
ら
へ
や
、
い
ま
に
よ
く
な
る
ぞ

（
女
）
ア
ゝ
そ
ろ
〳
〵
し
て
、
い
た
い
ナ
〳
〵

「
□
坂
屋
」
の
暖
簾
の
見
世
で
の
水
揚
げ
の
情
景
。
入
口
に
小
人
サ
イ
ズ
の

積
物
あ
り
。

図 19　 ɪｎｐｏｒｔａｎｔ　 Ｊａｐａｎｅｓｅ　 Ｐｒｉｎｔｓ︐　 ɪˡˡｕｓｔｒａｔｅｄ　 ʙｏｏｋｓ　 ＆　 Ｐａｉｎｔｉｎɡｓ　 ｆｒｏⅿ　 ｔʰｅ　 Ａｄｏˡｐʰｅ　 Ｓｔｏｃˡｅｔ　 Ｃｏˡˡｅｃｔｉｏｎ． 
Sotheby’s, 2004より複写
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◯廿
や
き
栗く
り

の
は
ね
た
す
が
た
や
あ
ま
み
哉

（
女
）
け
さ
六
ッ
ま
へ
か
ら
、
め
を
さ
ま
し
て
い
た
も
の

（
男
）
は
る
は
茶
や
か
ぶ
で
も
か
つ
て
、
女
ほ
う
に
も
と
ふ
は
さ

（
寝
て
い
る
女
）
お
ゝ
さ
む
、
こ
れ
か
ら
こ
つ
ち
の
せ
か
い
、
ぐ
い
ね

〳
〵

女
中
に
手
を
付
け
る
男
。
見
世
の
主
人
か
。

図 20　国際日本文化研究センター蔵
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◯廿一
い
か
く
り
の
袂
た
も
と

に
は
ゞ
る
風ふ
ゞ
き吹
か
な

（
男
）
こ
れ
は
き
つ
い
ね
入
や
う
、
め
を
さ
ま
し
て
や
ろ
ふ

（
ま
ね
へ
）
ひ
き
あ
げ
て
お
し
こ
め
、
さ
て
も
た
し
か
な
ば
ち
か
な

寝
て
い
る
女
に
む
り
や
り
。

図 21　個人蔵
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◯廿二
う
づ
み
火
や
雪
の
は
だ
へ
の
と
け
心

（
お
ま
ね
）
さ
て
も
き
や
ん
を
は
た
ら
く
は

（
陰
間
？
）
い
つ
そ
ば
か
ら
し
い
ぞ
へ

（
男
）
し
よ
〴
〵
此
事
さ

お
ま
ね
が
い
る
の
で
、
芳
町
の
情
景
と
思
わ
れ
る
が
相
手
は
陰
間
で
は
な
く
、

女
か
？

図 22　国際日本文化研究センター蔵
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◯廿三
は
ゞ
た
き
に
お
ん
あ
い
ふ
か
し
ぬ
く
め
鳥

（
お
ま
ね
）
て
も
き
れ
い
〳
〵
、
ど
う
も
た
ま
ら
ぬ
い
ろ
事
〳
〵

（
陰
間
）
お
ま
へ
、
此
中
の
い
ん
ろ
う
、
い
つ
お
く
れ
る
ぞ

（
男
）
い
ん
ろ
う
で
も
く
ひ
で
も
さ

陰
間
と
の
色
事
。

図 23　国際日本文化研究センター蔵

187

磯田湖龍斎「俳諧女夫まねへもん」



◯廿四
此
と
こ
ろ
に
て
、
ま
ね
へ
ふ
う
ふ
い
で
あ
い
、
つ
も
れ
る
も
の
か
た

り
な
ど
し
て
、
も
は
や
年
も
み
つ
れ
は
、
い
ざ
や
一
た
び
ふ
る
さ
と
へ

立
か
へ
ら
ん
と
て

年
の
矢
に
弓
ゆ
が
へ

返
り
は
な
し
ひ
と
こ
ぶ
し

（
ま
ね
へ
）
ひ
さ
し
ぶ
り
し
や
、
そ
こ
ら
の
あ
き
さ
し
き
て
、
一
け
ん

で
よ
ふ

（
右
の
女
）
や
ま
さ
ん
、
き
れ
い
な
け
ん
じ
や
が
、
ど
ふ
も
よ
わ
い

（
左
の
女
）
さ
ん
な
、
わ
や
ん
か
〳
〵
、
す
む
よ
〳
〵

（
左
の
男
）
さ
あ
〳
〵
、
三
け
ん
し
や
う
ぶ
〳
〵

拳
遊
び
に
興
じ
る
客
と
陰
間
。
ま
ね
へ
と
お
ま
ね
が
出
会
う
。

図 24　国際日本文化研究センター蔵
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以
下
、『
浮
世
絵
細
見
』
の
記
述
を
補
説
す
る
。

　「
ま
ね
へ
も
ん
」
の
子
と
い
う
設
定
と
思
わ
れ
る
「
ま
ね
へ
」
が
最
初
に

向
か
う
の
は
、
ね
こ
し
ま
（
猫
島
）、
つ
ま
り
、
回
向
院
前
な
ど
の
本
所
の

岡
場
所
で
あ
る
。（
二
）の
六
間
堀
や
、（
三
）の
入
江
町
も
本
所
の
岡
場
所
で

あ
っ
た
。（
五
）の
待
合
宿
（
貸
座
敷
、
出
会
茶
屋
の
類
）
も
当
時
は
盛
ん
で

あ
っ
た
ら
し
い
。（
六
）（
七
）で
「
ま
ね
へ
」
と
「
お
ま
ね
」
は
夫
婦
に
な
る
。

（
八
）〜（
十
二
）は
お
ま
ね
の
深
川
見
聞
、（
十
三
）は
高
輪
で
の
お
ま
ね
、（
十

四
）（
十
五
）は
品
川
で
の
お
ま
ね
で
、
そ
こ
で
二
人
は
再
会
す
る
。（
十
六
）

〜（
廿
一
）は
ま
ね
へ
の
品
川
見
聞
、（
廿
二
）〜（
廿
四
）は
お
ま
ね
の
芳
町
見

聞
、
そ
こ
で
二
人
は
ま
た
落
ち
合
っ
て
終
わ
り
と
な
る
。

　
こ
の
組
物
は
、
絵
だ
け
で
は
な
く
、
詞
書
、
書
入
れ
も
す
べ
て
湖
龍
斎
の

筆
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
詳
述
は
し
な
い
が
、
湖
龍
斎
の
春
画
の

大
半
、
ま
た
錦
絵
の
画
中
の
文
字
の
多
く
は
湖
龍
斎
の
自
筆
と
思
わ
れ
る
。
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表１

2017年の『浮世絵細見』刊行時に明らかになっていた所
蔵および掲載媒体

今回明らかになった所蔵および掲載
媒体

第一図 デ・ヤング美術館、個人蔵

第二図 『三田アートカタログ』60（2019年）

第三図 『第 27回浮世絵オークション』（日本浮世絵商協同組合、
2016年） 国際日本文化研究センター

第四図 個人蔵

第五図 Inge Klompmakers, Japanese erotic prints : Shunga by Harunobu & 
Koryūsai, Hotei Publishing. 2008

国際日本文化研究センター（２）

第六図 ボストン美術館（３）、吉田暎二『春信』（アソカ書房、
1953年） 国際日本文化研究センター

第七図 白倉敬彦『春画と人びと』（青土社、2014年）

第八図 国際日本文化研究センター

第九図 国際日本文化研究センター（２）

第十図 『三田アートカタログ』14 国際日本文化研究センター

第十一図 ハーバード大学美術館 国際日本文化研究センター

第十二図

第十三図 東京国立博物館、ボストン美術館（２）、旧べレスコレク
ション 個人蔵

第十四図 林美一『会本研究』20（1985年） 国際日本文化研究センター（２）

第十五図 国際日本文化研究センター

第十六図 白倉敬彦『絵入春画艶本目録』（平凡社、2007年） 国際日本文化研究センター（２）

第十七図 慶應義塾大学アート・センター【渋井清コレクション】 国際日本文化研究センター（２）

第十八図 シカゴ美術館、『絵入春画艶本目録』、『新春版画目録』（神
田神保町６店、2015年） 国際日本文化研究センター

第十九図
旧ストックレーコレクション、Inportant Japanese Prints, 
Illustrated Books & Paintings from the Adolphe Stoclet Collection. 
Sotheby’s London, 8 June 2004

第廿図 「青裳堂古書目録・春画【別冊】」（1996年） 国際日本文化研究センター（２）

第廿一図 『第 26回浮世絵オークション』（日本浮世絵商協同組合、
2015年） 国際日本文化研究センター、個人蔵

第廿二図 国際日本文化研究センター（２）

第廿三図 国際日本文化研究センター

第廿四図 東京国立博物館、大英博物館 国際日本文化研究センター

（　）内は所蔵が複数の場合の点数を示す。
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