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研
究
ノ
ー
トモ

ネ
と
日
本
趣
味

そ
の
一
側
面

_
《
ラ
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
》

の
衣
裳
か
ら
見
え
る
も
の
I

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
印
象
派

ジ

ャ

ポ

ニ

ス

ム

武

者

絵

打

掛

は
じ
め
に

個
人
的
な
想
い
出
話
か
ら
始
め
よ
う
。
私
は
現
在
、
近
世
江
戸
時
代
の
京
都

画
壇
、
中
で
も
先
祖
筋
に
当
た
る
岸
派
の
系
列
の
画
家
横
山
華
山
(
-
七
八
一

ま
た
は
一
七
八
三
ー
一
八
三
七
）
に
つ
い
て
そ
の
画
業
を
調
べ
て
い
る
。
華
山

は
今
で
は
美
術
史
の
中
で
も
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
な
り
、
専
門
家
以
外
で
は
そ

の
名
を
知
る
人
も
少
な
い
が
、
明
治
・
大
正
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
は
か

な
り
の
知
名
度
も
あ
り
、
特
に
海
外
で
は
そ
の
名
も
高
く
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
ビ

ゲ
ロ
ー
に
よ
っ
て
高
い
評
価
を
受
け
、
現
在
で
も
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
は
彼
ら

の
収
集
し
た
華
山
の
作
品
が
十
二
点
も
現
存
し
て
い
る
。
一
九
九
八
年
九
月
私

は
ち
ょ
う
ど
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
の
日
本
絵
画
の
悉
皆
調
在
を
行
っ
て
お
ら

れ
た
辻
惟
雄
氏
及
び
浅
野
秀
剛
氏
に
随
行
し
て
同
館
を
訪
れ
そ
の
十
二
点
の
調

木
且
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
成
果
の
一
部
は
二

0
1
0
年
四
月
の
『
國
華
』

一
三
七
四
号
で
報
告
し
て
い
る
。
こ
こ
で
述
べ
よ
う
と
す
る
の
は
そ
の
華
山
の

こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
際
た
ま
た
ま
見
た
同
美
術
館
所
蔵
の
、
あ
る
モ
ネ
の
作

横

山

昭

品
に
つ
い
て
で
あ
る
。

二
．
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
モ
ネ
を
見
る

一
週
間
の
調
査
の
合
間
の
息
抜
き
に
私
は
時
折
館
内
の
展
示
室
に
足
を
運

び
そ
こ
に
展
示
さ
れ
て
い
る
古
代
か
ら
近
代
に
至
る
膨
大
か
つ
見
事
な
所
蔵

品
群
に

H
を
奪
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
た
ま
た
ま
印
象
派
の
展
示
室
に
一

歩
足
を
踏
み
入
れ
た
時
、
私
の

H
に
飛
び
込
ん
で
来
た
一
枚
の
絵
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
等
身
大
の
女
性
を
描
い
た
巨
大
な
も
の
で
あ
っ
た

（図
l
a
)
。
そ
の

女
性
は
《
ラ
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
》
と
題
し
、
美
し
い

H
本
の
打
掛
を
身
に
纏
い
、

こ
ち
ら
を
振
り
返
っ
て
婉
然
と
ほ
ほ
笑
ん
で
い
た
。
バ
ッ
ク
の
壁
面
や
床
の

廿
性
座
の
上
に
は
幾
つ
か
の
団
扇
が
散
ら
さ
れ
、

一
見
し
て
典
型
的
な
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
の
絵
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
作
者
は
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
、
モ

デ
ル
は
夫
人
の
カ
ミ
ー
ユ
。
こ
の
絵
は
以
前
か
ら
画
集
等
で
は
何
度
も
お
目

に
か
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
実
物
を
見
る
の
は
初
め
て
で
実
際
に
見
て
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こ
れ
だ
け
大
き
な
も
の
で
あ
る

（縦

~ 
三

x
横
―
四

二
．
三

em)

こ
と
に
驚
い
た
。
そ
し
て
そ
の
横
に

陳
列
さ
れ
て
い
る
他
の
モ
ネ
の
作
品

と
比
べ
て
み
る
と
、

い
わ
ゆ
る
印
象

派
ら
し
く
な
い
一
種
変
わ
っ
た
感
じ

モネ 〈ラ・ジャポネーズ〉ポストン美術館蔵

を
受
け
る
絵
で
あ
っ
た
。

そ
の
年
に
は
、

間
も
な
く
同
館

の
特
別
企
画
展
と
し
て
「
二
十
世
紀

の
モ
ネ
展
」
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
お
り
、
館
全
体
が
そ
の
準
備

に
追
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
我
々
は

同
館
の
ご
好
意
で
た
ま
た
ま
調
査
の

最
終
日
に
開
か
れ
た
研
究
者
向
け
の

プ
レ
ビ
ュ
ー
に
参
加
見
学
さ
せ
て
頂
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く
こ
と
が
出
来
た
。
そ
れ
は
モ
ネ
晩

図 1a

年
の

《睡
蓮
》
．《
ウ
ォ
ー
タ
ル
ー
橋
》
．

《
ヴ
ェ
ニ
ス
大
運
河
》
等
の
、
季
節

や
時
刻
に
応
じ
て
変
化
し
て
行
く
情

景
を
画
面
に
留
め
よ
う
と
す
る
連
作

の
数
々
を
出
来
る
限
り
蒐
め
て
展
示

す
る
野
心
的
か
つ
充
実
し
た
展
覧
会

で
あ
っ
た
。
ま
た
調
査
を
終
え
て
の

帰
途
、
立
ち
寄
っ
た
西
海
岸
の
オ
レ



ゴ
ン
州
の
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
美
術
館
で
も
偶
然
マ
ル
モ
ッ
タ
ン
美
術
館
所
蔵
品
を

中
心
と
し
た
モ
ネ
展
が
開
か
れ
て
い
る
の
に
出
会
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
モ
ネ
が

愛
蔵
し
て
い
た
浮
枇
絵
の
一
部
が
最
初
の
一
室
に
展
示
さ
れ
て
お
り
、

モ
ネ
の

H
本
美
術
に
対
す
る
愛
着
の
良
く
分
か
る
面
白
い
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
辺
か

ら
少
し
モ
ネ
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
と
い
う
欲
求
が
私
の
内
に
芽
生
え
て
米

た
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
先
の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
で
見
る
こ
と
の
出
来
た
《
ラ
・

ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
》
に
つ
い
て
、
そ
の
考
え
の
一
端
を
報
告
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

《
ラ
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ

（
日
本
衣
裳
の
女
）
》
に
つ
い
て

（
ア
）
何
が
問
題
な
の
か

こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
馬
渕

明
子
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
と
鋭
い
指
摘
は
基
本
的
文
献
と
し
て
高
い
評
価
を

得
て
い
て
本
論
考
も
そ
れ
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
ま
た
他
に
も
内
外
の
研
究

者
に
よ
り
多
方
面
か
ら
優
れ
た
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
て
、
今
更
付
け
加
え
る

こ
と
も
無
い
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
問
題
も
無
い
訳
で
は
な
い
。

モ
ネ
が
浮
惟
絵
を
愛
好
し
て
い
た
の
は
因
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
彼
の
作
品

へ
の
直
接
の
影
響
は
少
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
広
重
や
北
斎
等
と
の
自
然
風
景

の
構
図
の
取
り
方
の
類
似
が
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
移
ろ
い
行
く
時
間
の
推
移
の

中
で
の
色
調
の
変
化
の
捉
え
方
な
ど
に
、
浮
惟
絵
師
と
の
感
覚
の
親
近
性
が
見

ら
れ
は
す
る
が
、
彼
の
日
本
趣
味
（
ジ
ャ
ポ
ネ
ズ
リ
ー
）
を
端
的
に
表
す
絵
と

し
て
は
、
馬
渕
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
こ
の
《
ラ
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
》
が
最

初
で
最
後
の
も
の
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
絵
は
一
八
七
六
年
（
明
治
九
年
）
モ
ネ
三
十
六
歳
の
作
品
で
パ
リ
の
第

二
回
印
象
派
展
に
出
展
さ
れ
た
十
八
点
の
う
ち
の
一
点
で
あ
り
、
シ
ャ
ル
ル
・

ビ
ゴ
ー
な
ど
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
間
で
は
不
評
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
―

1
0
0
0

フ
ラ
ン
で
買
い
手
が
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
年
前
の
一
八
七
四

年
に
は
第
一
回
印
象
派
展
が
開
か
れ
、
そ
こ
に
出
展
さ
れ
た
モ
ネ
の
《
印
象
、

日
の
出
》
が
印
象
派
と
い
う
名
称
の
由
来
と
な
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名

で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
絵
は
一
八
七
九
年
の
第
四
回
印
象
派
展
に
も
再
度
出
展

さ
れ
る
と
い
う
珍
し
い
経
歴
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
も
っ
と
注

H
さ
れ

て
良
い
。
こ
れ
は
モ
ネ
が
こ
れ
こ
そ
は
自
分
の
絵
だ
と
い
う
こ
と
を
宜
言
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
比
べ
て
第
二
回
の
展
覧
会
に
出
し
た
《
ラ
・
ジ
ャ
ポ

ネ
ー
ズ
》
は
そ
の
十
年
前
に
描
い
た
《
緑
衣
の
女
》
（
図

2
)
と
同
じ
系
列
に

属
す
る
人
物
画
で
あ
り
、
更
に
そ
の
二
年
後
の
一
八
六
八
年
ゴ
ー
デ
ィ
ベ
ー
ル

家
の
注
文
で
描
い
た
《
ゴ
ー
デ
イ
ベ
ー
ル
夫
人
》
と
共
に
、
《
ル
ー
ア
ン
大
聖

堂
》
・
《
積
藁
》
の
連
作
等
の
代
表
作
に
比
べ
る
と
、
最
も
印
象
派
的
で
な
い
珍

し
い
等
身
大
の
肖
像
画
で
あ
る
。
更
に
こ
う
し
た
日
本
趣
味
の
絵
は
ホ
イ
ッ
ス

ラ
ー
も
同
じ
頃
《
磁
器
の
国
の
プ
リ
ン
セ
ス
》
（
図

3
)
．
《
紫
と
金
の
狂
想
曲

金
屏
風
》
と
い
っ
た
作
品
を
描
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
が
当

時
流
行
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
象
徴
す
る
―
つ
の
出
来
事
で
も
あ
り
、
モ
ネ
も
そ

二
番

の
時
流
に
乗
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
で
も
な
ぜ
モ
ネ
は
こ
の
時
に

な
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
印
象
派
ら
し
く
な
い
手
法
の
絵
を
こ
の
第
二
回
印
象
派
展
に

出
展
し
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
作
品
の
主
題
は
馬
渕
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
モ
デ
ル
の
カ
ミ
ー
ユ
夫

人
で
は
な
く
彼
女
が
着
る
豪
華
な
打
掛
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後

年
モ
ネ
は
ベ
ル
ネ
ー
ム
と
い
う
画
商
と
の
会
話
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

ー
そ
う
、
が
ら
く
た
さ
。
気
ま
ぐ
れ
に
す
ぎ
ん
の
だ
よ
。
サ
ロ
ン
に
《
緑
衣
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モネ〈緑衣の女〉ブレーメン美術館蔵

（画集より転載）

図2ホイッスラー〈磁気の国のプリンセス〉フリー

ア美術館蔵（「浮世絵と印象派」より転載）

図3

の
女
》
を
出
品
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
だ
が
え
ら
く
成
功
し
て
ね
、
対
に

な
る
作
品
を
作
ら
な
い
か
と
勧
め
ら
れ
て
い
た
ん
だ
が
、
素
晴
ら
し
い
衣

裳
を
見
せ
ら
れ
て
、
ど
う
か
と
言
わ
れ
て
ね
。
金
糸
の
刺
繍
が
し
て
あ
っ

て
、
あ
る
と
こ
ろ
は
厚
さ
が
数
セ
ン
チ
も
あ
っ
た
よ
。

(2
)
 

（
後
略
）

こ
の
豪
華
な
打
掛
が
こ
の
絵
の
主
題
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
他
の
研
究
者

各
位
も
馬
渕
氏
の
意
見
に
概
ね
賛
意
を
表
し
て
お
ら
れ
、
例
え
ば
国
文
学
者
の

鈴
木
淳
氏
も
「
モ
ネ
も
ま
た
、
絢
爛
た
る
打
掛
の
特
質
を
引
き
出
す
た
め
に
、

(3
)
 

カ
ミ
ー
ユ
を
モ
デ
ル
に
抜
擢
し
た
ま
で
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
。

た
だ
こ
こ
で
一
言
「
が
ら
く
た
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た

い
。
「
が
ら
く
た
」
に
は
日
本
語
か
ら
類
推
さ
れ
る
負
の
イ
メ
ー
ジ
の
要
素
ば

-130-

か
り
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
モ
ネ
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
B
i
b
e
l
o
t
」

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
言
葉
の
本
来
の
意
味
は
「
骨
葉
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
愛
す
る
人
達
が
し
ば
し
ば
自
分
の
収
集
品

(4
)
 

を
「
B
i
b
e
l
o
t
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
他
の
文
献
に
も
し
ば
し
ば
出
て
く
る
。
そ

こ
に
は
い
さ
さ
か
自
嘲
的
な
意
味
合
い
を
含
む
と
は
云
え
、
完
全
否
定
の
言
と

き
め
つ
け
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
裏
返
し
に
一
見
「
が
ら
く
た
」

の
よ

う
に
見
え
る
こ
ん
な
小
物
こ
そ
自
分
た
ち
に
と
っ
て
は
美
な
の
だ
と
、
そ
の
収

集
を
誇
示
す
る
意
味
合
い
す
ら
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
後
年
に
な
っ
て
の
モ
ネ

の
「
が
ら
く
た
」
と
い
う
表
現
も
世
間
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
大
流
行
に
対
し
て
、

椰
楡
す
る
と
い
う
よ
う
な
一
種
皮
肉
な
意
味
合
い
が
あ
る
と
見
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
か
。

打
掛
が
こ
の
絵
の
主
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
私
に
も
全
く
異
論



は
な
い
。
た
だ
こ
こ
で
私
が
不
思
議
に
思
う
の
は
、
こ
の
打
掛
そ
の
も
の
が
絵

の
主
題
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
打
掛
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
刺
繍
さ
れ
て

い
る
、
刀
を
抜
こ
う
と
柄
に
手
を
掛
け
て
い
る
武
者
が
一
体
誰
な
の
か
、
そ
し

て
彼
は
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
つ
ま
り
画
題
は
何
な
の
か
、
更
に
は

こ
の
打
掛
は
何
の
目
的
で
作
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
打
掛
そ
の
も
の
に

関
す
る
考
察
が
誰
に
よ
っ
て
も
一
切
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
モ
ネ
の
絵
を
見
る
上
で
は
関
係
の
な
い
瑣
末
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
意

見
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
絵
が
打
掛
を
主
題
と
し
て
い
る
と

考
え
る
以
上
、
こ
れ
に
つ
い
て
語
る
の
は
研
究
者
と
し
て
は
避
け
て
通
れ
な
い

問
題
だ
と
私
は
考
え
る
。

（
イ
）
打
掛
の
意
匠
に
つ
い
て

打
掛
は
裕
福
な
女
性
が
、
内
着
で
あ
る
小
袖
の
上
に
羽
織
っ
た
も
の
で
、
室

町
時
代
頃
か
ら
の
も
の
と
云
わ
れ
、
絢
爛
た
る
桃
山
時
代
に
大
き
な
発
展
を
遂

げ
た
。
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
大
奥
に
勤
め
る
上
脹
、
中
膜
な
ど
高
位
の
女
性

が
着
る
よ
う
に
な
り
、
次
い
で
内
裏
の
上
級
女
官
や
一
般
公
家
の
女
性
、
更
に

は
大
名
や
高
級
武
家
の
奥
方
等
も
日
常
的
に
用
い
た
が
、
江
戸
時
代
の
後
期
に

は
上
方
や
江
戸
の
富
裕
な
町
人
階
級
の
女
性
が
婚
礼
等
「
晴
れ
」
の
場
で
着
用

す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
江
戸
吉
原
や
京
島
原
な
ど
遊
里
の
上
級
の
花
魁
の
正

装
と
も
な
っ
た
。
な
お
遊
里
で
は
打
掛
を
仕
掛
と
称
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。

そ
し
て
当
然
こ
う
し
た
女
性
を
登
場
さ
せ
る
歌
舞
伎
等
で
花
形
役
者
が
着
る
豪

華
な
打
掛
が
観
客
の
目
を
惹
く
こ
と
に
な
る
。

そ
う
し
た
打
掛
の
意
匠
と
い
え
ば
、
色
鮮
や
か
な
花
鳥
模
様
や
吉
祥
模
様

が
普
通
で
あ
り
、
浮
世
絵
に
見
る
当
時
の
風
俗
で
は
、
遊
女
や
歌
舞
伎
役
者
更

に
は
上
脹
や
富
裕
な
町
方
の
内
儀
等
、
皆
そ
う
し
た
華
や
い
だ
模
様
の
打
掛
を

身
に
纏
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
モ
ネ
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
打
掛
は
そ
れ

と
は
全
く
異
な
り
、
姫
を
象
徴
す
る
豪
奢
な
赤
綸
子
の
地
に
紅
葉
と
見
え
る
木

の
葉
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
は
普
通
の
打
掛
と
変
わ
り
は
な
い

が
、
そ
の
下
方
の
裾
近
く
で
刀
の
柄
に
手
を
か
け
、
今
ま
さ
に
相
手
に
襲
い
か

か
ら
ん
と
し
て
脱
み
つ
け
て
い
る
武
者
が
金
糸
銀
糸
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
い
、
厚

ぼ
っ
た
＜
刺
繍
さ
れ
て
い
る
（
図
1
b
)
。
こ
う
し
た
図
柄
の
打
掛
は
浮
世
絵

の
画
集
を
繰
っ
て
い
く
ら
探
し
て
み
て
も
管
見
す
る
限
り
ど
こ
に
も
出
て
こ
な

い
全
く
不
思
議
な
模
様
で
あ
る
。
し
か
し
モ
ネ
が
「
素
晴
ら
し
い
衣
裳
を
見
せ

ら
れ
て
」
そ
れ
を
描
く
気
に
な
っ
た
と
云
っ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
が
現
実
に
存

在
し
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
先
ず
こ
の
打
掛
の
図
柄
か
ら
検
討

を
始
め
よ
う
。

紅
葉
と
武
者
、
こ
の
二
つ
か
ら
類
推
出
来
る
物
語
は
、
当
然
謡
曲
「
紅
葉
狩
」

モネ〈ラ・ジャポネーズ〉部分

ポストン美術館蔵

図 1b
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し
か
あ
る
ま
い
。
こ
の
筋
書
き
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

平
安
末
期
の
武
将
平
惟
茂
が
鹿
狩
り
の
時
、
戸
隠
山
で
美
女
の
紅
葉
狩
の
酒

宴
に
誘
わ
れ
、
酔
っ
て
眠
る
と
夢
に
武
内
の
神
が
現
れ
、
美
女
の
正
体
が
鬼
で

あ
る
こ
と
を
告
げ
る
。
目
覚
め
た
惟
茂
が
こ
の
鬼
を
退
治
す
る
。

こ
の
謡
曲
は
有
名
な
物
語
で
、
現
代
で
も
し
ば
し
ば
能
の
舞
台
に
も
か
け
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
打
掛
を
能
衣
裳
と
見
る
の
は
、
た
と
え
模
様
の
題
材

が
謡
曲
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
能
と
云
う
神
聖
な
演
劇
の
性

格
上
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
「
紅
葉
狩
」
の
能
衣
裳
で
は
前
シ
テ
の
上
脹
は
緋

大
口
に
唐
織
を
壷
折
り
に
着
付
け
登
場
す
る
。
胸
元
か
ら
着
付
（
内
着
）
の
白

地
鱗
摺
拍
を
の
ぞ
か
せ
る
こ
と
で
後
の
鬼
女
の
正
体
を
暗
示
す
る
。
後
シ
テ
に

な
る
と
着
付
け
を
脱
ぎ
、
白
地
鱗
摺
拍
に
緋
大
口
と
云
う
般
若
出
立
ち
と
な
る
。

当
然
人
物
が
描
か
れ
た
よ
う
な
衣
裳
を
着
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
で
は
歌
舞
伎
に
「
紅
葉
狩
」
を
題
目
に
し
た
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
衣
裳
を
実
際
に
着
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
調

べ
て
み
る
と
一
般
的
な
歌
舞
伎
の
解
説
書
等
で
は
、
「
紅
葉
狩
」
は
明
治
二
十

年

(
-
八
八
七
年
）
河
竹
黙
阿
弥
と
守
田
勘
弥
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
役
者
は
九

代
目
団
十
郎
の
更
科
姫
実
は
鬼
女
、
初
代
左
団
次
の
惟
茂
で
初
演
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
衣
裳
着
付
は
記
録
に
よ
る
と
赤
綸
子
に
紅
葉

流
れ
水
模
様
の
縫
振
袖
と
い
う
こ
と
で
そ
こ
に
人
物
の
模
様
は
無
い
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
モ
ネ
の
絵
の
衣
裳
が
こ
の
歌
舞
伎
「
紅
葉
狩
」
の
も
の
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
絵
と
歌
舞
伎
で
は
制
作
年
次
が
合
わ
な
い
。
し
か

し
調
べ
を
進
め
て
み
る
と
、
こ
の
「
紅
葉
狩
」
の
物
語
は
浮
世
絵
で
は
、
す

で
に
武
者
絵
の
画
題
と
し
て
古
く
か
ら
伝
統
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。
先
ず
こ
の
刺
繍
の
画
風
を
見
る
と
、
武
士
の
姿
形
か
ら
み
て
、
お
そ

図4 歌川国芳「平惟茂」個人蔵

（千葉市美術館 「歌川国芳展図録』より転載）
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ら
く
歌
川
国
芳
を
総
帥
と
す
る
一
門
の
武
者
絵
を
専
門
と
す
る
絵
師
が
そ
の
下

絵
を
描
い
た
も
の
と
推
察
出
来
る
。
そ
こ
で
武
者
絵
の
画
集
を
繰
っ
て
探
索
を

始
め
る
と
、
国
芳
の
天
保
前
期
(
-
八
三
0
年
代
）
の
作
品
「
平
惟
茂
」
（
図

4
)
と
弘
化
期
(
-
八
四

0
年
代
）
の
「
武
勇
擬
源
氏

（図

5
)
と
い
う
二
点
が
目
に
止
ま
っ
た
。
両
者
何
れ
も
紅
葉
狩
を
主
題
と
し

た
作
品
で
あ
る
が
、
こ
の
二
点
の
図
様
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
毛

皮
の
禅
の
鬼
と
惟
茂
の
一
騎
打
ち
の
状
況
を
円
形
に
渦
巻
く
旋
風
で
そ
の
素
早

(5
)
 

い
動
き
を
強
調
し
、
鬼
の
体
の
動
感
を
巧
み
に
表
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

後
者
は
鬼
女
の
正
体
を
現
す
前
の
美
女
を
当
世
風
の
振
袖
姿
で
描
き
、
惟
茂

は
そ
の
前
に
座
し
手
前
の
大
盃
に
鬼
女
の
正
体
が
映
し
出
さ
れ
た
の
に
気
づ

紅
葉
賀

平
惟
茂
」

き
、
こ
れ
を
討
た
ん
と
盃
を
見
据
え
て
刀
の
柄
に
手
を
か
け
て
い
る
。
そ
の

盃
の
周
辺
や
惟
茂
の
袴
に
は
紅
葉
の
葉
が
散
ら
さ
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
更



に
別
の
画
集
で
は
国
芳
の
弟
子
月
岡
芳
年
が
「
新
形
三
十
六
怪
撰
」
の
中
の

「
平
惟
茂
戸
隠
山
中
悪
鬼
退
治
之
図
」
と
い
う
題
で
、
後
者
と
全
く
同
じ
図
柄

の
絵
を
描
い
て
い
る
し
、
ま
た
別
に
「
平
惟
茂
戸
隠
山
鬼
女
退
治
之
図
」
（
図

6
)
と
い
う
、
同
エ
異
曲
の
絵
も
描
い
て
い
る
。
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
作
品

モ
ネ
の

《
ラ
・
ジ
ャ
ポ

は
多
数
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
よ
く
見
る
と
、

ネ
ー
ズ
》
で
は
、
こ
れ
ら
の
浮
世
絵
に
出
て
く
る
武
者
や
紅
葉
の
葉
が
、
打
掛

歌川国芳「武勇擬源氏紅葉賀平惟茂」

個人蔵（千葉市美術館 『歌川国芳展図録」

より転載）

図5月岡芳年「平惟茂戸隠山鬼女退

治之図」慶應義塾大学蔵（高橋

誠一郎コレクション）

図6

の
模
様
と
な
っ
て
そ
の
中
に
す
っ
ぽ

り
と
入
り
込
ん
だ
構
図
に
な
っ
て
い

る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
し

か
し
、
だ
か
ら
と
云
っ
て
モ
ネ
が
こ

の
国
芳
や
芳
年
の
絵
を
知
っ
て
い
た

か
と
い
う
と
そ
の
確
証
は
全
く
な
い
。

モ
ネ
は
浮
世
絵
の
収
集
家
と
し
て
も

有
名
で
あ
り
、
小
林
利
延
氏
は
「
ク

ロ
ー
ド
・
モ
ネ
浮
世
絵
版
画
コ
レ
ク

(6
)
 

シ
ョ
ン
」
と
い
う
労
作
で
、
モ
ネ
の
所

蔵
す
る
浮
世
絵
の
全
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
調
査
さ
れ
、

そ
の
リ
ス
ト
を
作
成

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
全
部

で
二
百
九
十
二
点
が
確
認
さ
れ
て
お

り
、
初
代
広
重
の
五
十
七
点
を
箪
頭

に
、
歌
麿
四
十
九
点
、
国
芳
二
十
三
点、

北
斎
二
十
二
点
、
国
貞
二
十
点
等
有

名
な
絵
師
の
作
品
も
数
多
く
、
他
に

も
芳
年
・
芳
虎
•
芳
幾
等
国
芳
一
門

の
絵
師
の
武
者
絵
の
作
品
も
多
数
含

し
か
し
そ
の
コ
レ
ク

ま
れ
て
い
る
。
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シ
ョ
ン
の
中
に
「
紅
菓
狩
」
を
描
い
た
も
の
は
な
い
。
た
だ
一
点
、
国
貞
（
三

代
豊
国
）
の
「
紅
葉
が
り
の
図
」
と
い
う
の
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
調
べ
を
進

め
て
み
る
と
、
ギ
メ
東
洋
美
術
館
が
同
題
の
絵
を
所
蔵
し
て
お
り
、
そ
れ
と
同

じ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
謡
曲
「
紅
葉
狩
」
の
見
立
絵
と
し
て
描
か

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
紅
葉
見
物
の
風
俗
画
の
よ
う
だ
。
し
か
し
浮
世
絵
に
執

心
し
て
多
く
の
作
品
を
集
め
た
モ
ネ
の
こ
と
、
謡
曲
「
紅
葉
狩
」
の
見
立
絵
を

自
ら
所
蔵
し
て
い
な
く
て
も
、
ど
こ
か
で
見
た
可
能
性
も
な
い
と
は
云
い
き
れ

な
い
。
こ
の
辺
り
は
一
応
謎
と
し
て
残
し
て
お
こ
う
。

「
紅
葉
狩
」
は
浮
世
絵
の
初
期
か
ら
、
多
く
の
浮
軋
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ

て
い
る
が
、
こ
の
図
様
は
前
述
の
国
芳
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
一
一
種
類
あ

る
。
即
ち
鬼
女
と
闘
争
す
る
惟
茂
の
図
の
系
統
（
以
下
こ
れ
を
タ
イ
プ

l
と

す
る
）
と
、
酔
っ
て
ま
ど
ろ
む
惟
茂
の
傍
に
鬼
女
に
変
身
す
る
直
前
の
美
女

が
立
つ
と
い
う
系
統
（
以
下
こ
れ
を
タ
イ
。
フ

2
と
す
る
）
で
あ
る
。
岩
切
友

理
子
氏
が
『
大
武
者
絵
展
』
図
録
に
書
か
れ
た
解
説
に
よ
る
と
前
者
の
タ
イ
プ

1
の
系
統
は
、
橘
守
国
『
絵
本
故
事
談
』
（
正
徳
四
年
・
一
七
―
四
）
、
田
中
益

侶
『
武
者
鑑
』
、
二
代
鳥
居
清
倍
の
細
判
漆
絵
、
貼
箱
絵
か
ら
、
勝
川
派
、
東

洲
斎
写
楽
、
初
代
広
重
の
二
枚
続
き
、
そ
し
て
国
芳
と
続
く
。
ま
た
後
者
の
タ

イ
プ

2
の
系
統
は
京
都
の
浮
世
絵
師
西
川
祐
侶
の
『
絵
本
勇
者
鑑
』
（
元
文
三

年
・
一
七
三
八
）
に
見
ら
れ
る
の
を
初
出
と
し
て
、
そ
の
後
鳥
居
清
倍
•
奥
村

政
侶
に
は
役
者
絵
が
あ
る
。
こ
の
政
信
の
絵
は
、
細
判
紅
摺
絵
で
延
享
三
年

（
一
七
四
六
年
）
市
村
座
「
出
世
紅
葉
狩
」
の
市
村
羽
左
衛
門
の
惟
茂
、
嵐
小

六
の
ま
こ
も
の
前
を
描
い
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
（
図

7
)
、
そ
こ
か
ら
幕
末

の
国
芳
•
芳
年
と
継
が
れ
、
そ
の
間
に
は
、
錦
絵
の
見
立
絵
と
し
て
磯
田
湖
龍

斎
•
鈴
木
春
侶
（
図

8
)
等
の
作
品
が
見
ら
れ
、
浮
惟
絵
の
か
な
り
初
期
か
ら

藝

江
戸
や
上
方
で
こ
の
種
の
作
品
が
多
数
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

そ
し
て
鳥
居
消
倍
や
奥
村
政

18
の
役
者
絵
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
十
八
恨
紀
前
半

の
江
戸
時
代
に
も
「
紅
薬
狩
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
歌
舞
伎
が
存
在
し
た
こ
と
も

は
っ
き
り
す
る
。
岩
切
氏
の
ご
教
示
で
は
「
紅
葉
狩
」
は
古
浄
瑠
璃
に
も
扱
わ

れ
て
お
り
、
歌
舞
伎
で
は
外
題
・
所
作
題
と
し
て
現
れ
て
い
な
く
と
も
、
一
種

の
型
と
し
て
多
く
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
文
化
八
年
の
中
村
座
の
「
奉

掛
色
浮
世
図
画
」
の
外
題
で
タ
イ
プ
ー
の
役
者
絵
が
描
か
れ
た
も
の
も
残
っ
て

い
る
な
ど
、
明
治
二
十
年
に
初
演
さ
れ
た
と
い
う
記
述
は
誤
解
を
招
く
と
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
「
紅
葉
狩
」
・
「
平
惟
茂
」
と
い
う
画
題
は
当
時

の
江
戸
の
人
士
の
間
で
は
周
知
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
従
っ
て
現
代
の

我
々
で
は
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
よ
く
分
か
ら
ぬ
こ
う
し
た
衣
裳
も
、
彼
ら

に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
何
の
違
和
感
も
な
く
見
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
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モ
ネ
の
《
ラ
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
》
は
先
述
の
ご
と
く
こ
の
タ
イ
プ

2
の
美
女

の
立
ち
姿
と
酷
似
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
馬
渕
氏
は
扇
を
持
っ
て
身
を
翻

し
て
い
る
そ
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
、
例
え
ば
国
貞
の
「
蛍
狩
り
」
の
よ
う
な
浮
匪

絵
を
参
考
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
示
唆
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
大
島
清
次
氏

は
懐
月
堂
派
あ
た
り
が
多
用
し
た
一
人
立
美
人
画
の
ポ
ー
ズ
に
酷
似
し
て
い
る

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
何
れ
に
せ
よ
こ
れ
が
浮
軋
絵
美
人
の
立
ち
姿
の
―
つ
の

典
型
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
く
、
そ
の
中
か
ら
こ
の
絵
は
モ
ネ
が
認
識
し

て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
別
と
し
て
、
多
く
の
仮
説
の
中
か
ら
私
の
い

う
紅
菜
狩
の
タ
イ
プ

2
の
変
種
の
一
っ
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
る
。

（
ウ
）
こ
の
打
掛
は
何
に
使
わ
れ
た
か

モ
ネ
の
《
ラ
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
》
に
描
か
れ
た
打
掛
の
意
匠
が
「
紅
築
狩
」
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奥村政信「出世紅葉狩」個人蔵

（岩切友理子氏提供）

図7鈴木春信「風流うたい八景 紅葉狩のタ

照」太田記念美術館蔵（千葉市美術館 「鈴

木春信展図録」より転載）

図8

で
あ
り
、
こ
の
図
様
が
少
な
く
と
も

当
時
と
し
て
は
か
な
り
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

な
画
題
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
分
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
次
に
問

題
と
な
る
の
は
こ
れ
が
誰
の
た
め
に
、

何
の
目
的
で
制
作
さ
れ
た
の
か
、
そ

し
て
そ
れ
が
ど
う
い
う
経
緯
で
モ
ネ

の
手
に
入
っ
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
る
。
こ
の
衣
裳
に
つ
い
て
は
当

時
の
パ
リ
の
人
士
は
勿
論
、
現
在
の

我
が
国
の
研
究
者
の
人
達
も
こ
れ
が

歌
舞
伎
役
者
の
衣
裳
で
あ
る
こ
と
に

何
の
疑
問
も
抱
い
て
い
な
い
よ
う
だ
。

一
八
六

0
年
代
以
降
約
半
世
紀
に

わ
た
っ
て
の
パ
リ
の
好
事
家
達
の
日

本
趣
味
（
ジ
ャ
ポ
ネ
ズ
リ
ー
）

に
対

す
る
あ
の
熱
狂
ぶ
り
は
一
体
何
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
一

八
六

0
年
頃
浮
世

絵
が
パ
リ
に
現
れ
印
象
派
の
画
家
や

ゴ
ン
ク
ー
ル
の
よ
う
な
知
識
人
達
の

関
心
を
呼
び
、

一
八
六
二
年
頃
か
ら

は
パ
リ
に
「
支
那
の
門
」
や
ド
ソ
ワ

夫
人
の
店
が
東
洋
美
術
品
を
扱
い
始

め
る
。
彼
ら
の
取
り
扱
い
品
目
は
陶
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磁
器
・
漆
器
・
銅
器
・
根
付
．
布
地
・
刺
繍
と
い
っ
た
小
物
が
多
く
、
そ
こ
に

や
が
て
浮
世
絵
が
加
わ
る
。
そ
し
て
一
八
六
七
年
（
慶
応
三
年
）
の
パ
リ
万
国

博
覧
会
に
は
日
本
も
初
め
て
参
加
し
浮
世
絵
等
を
展
示
す
る
。
そ
し
て
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
ビ
ュ
ル
テ
ィ
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ビ
ン
グ
、
そ
れ
に
続
い
て
明
治
新
政

府
に
な
っ
て
か
ら
は
松
尾
儀
助
•
若
井
兼
三
郎
に
よ
る
「
起
立
工
商
会
社
」
が

一
八
七
四
年
（
明
治
七
年
）
に
設
立
さ
れ

H
本
品
を
大
々
的
に
輸
人
販
売
し
始

め
る
。
そ
れ
が
キ
ッ
チ
ュ
な
気
分
を
愛
す
る
当
時
の
パ
リ
の
い
わ
ゆ
る
小
市
民

の
感
性
を
刺
激
し
、
そ
の
時
流
に
乗
っ
て
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な

H
本
趣
味
が

一
八
七
一
年
以
降
テ
オ
ド
ル
・
デ
ュ
レ
、

ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

チ
ェ
ル
ス
キ
ー
を
始
め
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ス
ケ
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
等
が
続
々
と

一
八
七
四
年
に
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
シ
ェ
ル
が
来

8
し
て
長
崎
・
兵
庫
・

大
阪
・
京
都
や
東
京
を
廻
っ
て
象
牙
細
工
、
鍔
、
獣
紗
、
舞
台
衣
装
、
役
者
絵

来
日
、

の
絵
本
な
ど
を
買
い
集
め
て
い
る
。
そ
し
て
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の

H
本
側
の
中
心

人
物
林
忠
正
が
登
場
し
て
モ
ネ
達
と
の
交
遊
を
深
め
る
の
は
一
八
八

0
年
代
以

降
の
こ
と
と
な
る
。
オ
ル
セ
ー
美
術
館
の
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
・
ラ
カ
ン
ブ
ル

氏
は
論
文
「
パ
リ
の
美
術
商
と
林
忠
正
」
の
中
で
、
モ
ネ
の
打
掛
は
こ
の
シ
シ
ェ

ル
の
在
庫
品
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

ー
こ
れ
ら
の
「
類
ま
れ
な
（
と
彼
は
考
え
て
い
る
）
」
役
者
の
打
掛
に
つ
い
て
、

シ
シ
ェ
ル
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
俳
優
た
ち
は
不
承
不
承
こ
れ

ら
を
手
放
す
の
で
あ
る
。
・
・
・
・
・
・
一
般
に
地
は
赤
い
ウ
ー
ル
で
あ
り
、

布
切
れ
を
ア
ッ
プ
リ
ケ
し
て
日
本
の
神
々
の
情
景
や
景
色
を
表
す
装
飾
が

ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
」
。

こ
の
表
現
は
モ
ネ
の
《
ラ
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
》
の
衣
裳
の
模
様
を
想
像
さ
せ

る

（
た
だ
モ
ネ
の
描
い
た
打
掛
の
模
様
は
ア
ッ
プ
リ
ケ
で
は
な
く
金
糸
銀
糸
を

刺
繍
し
た
原
ぼ
っ
た
い
豪
華
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
シ
シ
ェ

ル
の
誤
認
で
な
け
れ
ば
別
の
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
。
何
れ
に
せ
よ

モ
ネ
の
絵
の
打
掛
は
役
者
衣
裳
と
い
う
の
は
間
違
い
な
い

か
と
も
思
え
る
。
し
か
し
一
方
歌
舞
伎
役
者
の
衣
裳
と
し
て
見
た
場
合
、
日
本

人
で
あ
る
我
々
と
し
て
は
ち
ょ
っ
と
し
た
違
和
感
を
覚
え
る
の
も
事
実
で
あ

る
。
果
た
し
て
芝
居
を
演
じ
る
の
に
そ
の
芝
居
の
筋
書
通
り
の
模
様
を
織
り
込

ん
だ
衣
裳
を
着
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
せ
い
ぜ
い
主
題
を
象
徴
す
る
も

こ
う
し
て
見
る
と
、

の
と
し
て
紅
葉
等
を
配
し
た
模
様
の
打
掛
を
着
る
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
主
人

公
で
あ
る
平
惟
茂
ま
で
表
す
こ
と
は
普
通
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
先
述
の
政
侶

の
役
者
絵
で
も
普
通
の
打
掛
を
着
て
い
る
。
ま
た
―
つ
の
外
題
の
た
め
に
歌
舞

伎
役
者
が
一
々
そ
れ
に
し
か
合
わ
な
い
衣
裳
を
誂
え
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
て
は
役
者
の
身
が
持
つ
ま
い
。

た
だ
―
つ
少
々
気
に
な
る
の
は
「
お
狂
言
師
」
（
女
役
者
）
の
世
界
で
あ
る
。

江
島
生
島
事
件
後
、
大
奥
や
大
名
・
高
級
武
家
の
女
性
が
表
立
っ
て
歌
舞
伎
を

鑑
賞
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
の
で
、
彼
女
た
ち
の
欲
求
を
満
た
す
た
め
に

寛
政
年
間
(
-
七
九

0
年
代
）
頃
か
ら
大
奥
や
大
名
屋
敷
に
特
設
舞
台
を
設
け
、
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女
役
者
を
招
い
て
芝
居
を
催
す
よ
う
に
な
っ
た
。
今
東
京
国
立
博
物
館
に
は
幕

末
の
お
狂
言
師
板
東
三
津
江
が
使
用
し
て
い
た
衣
裳
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
豪
壮
な
刺
繍
、
大
柄
な
模
様
、
鮮
や
か
な
色
彩
は
人
目
を
惹
く
。
例
え
ば
背

一
面
に
豪
快
な
的
矢
模
様
を
つ
け
た
羽
織
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
ひ
ら
が
な
盛
衰

記
」
の
弓
の
名
手
梶
原
源
太
景
季
を
暗
示
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
て
は
い
る
が
、

こ
れ
と
て
主
人
公
の
人
物
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
こ
で
も
う
―
つ
の
見
方
と
し
て
吉
原
の
花
魁
に
こ
れ
を
着
せ
る
と
い
う
趣

向
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
洒
落
た
気
分
を
愛
す



打掛「平家物語」個人蔵（福島県立美術館「歌舞伎の衣装展図録』より転載）

る
江
戸
っ
子
の
、
例
え
ば
蔵
前
の
札
差
と
い
っ
た
大
通

人
達
の
よ
う
な
旦
那
衆
が
、
お
気
に
入
り
の
花
魁
に
こ

う
し
た
奇
抜
な
衣
裳
を
着
せ
て
花
魁
道
中
と
し
て
花
街

の
中
を
練
り
歩
か
せ
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
有
り
得
る

こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
岩
切
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば

花
魁
道
中
は
相
当
派
手
な
も
の
で
衣
裳
に
立
体
物
が
付

い
て
い
る
こ
と
も
あ
る
由
、
こ
の
考
え
方
も
充
分
検
討

に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
前
述
の
シ
シ
ェ
ル
の
話

が
事
実
で
あ
り
、
モ
ネ
の
衣
裳
と
の
関
連
が
あ
る
の
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
ま
い
。

と
こ
ろ
で

一
九
九
五
年
福
島
県
立
美
術
館
で
「
歌
舞

伎
の
衣
裳
展
」
が
開
催
さ
れ
た
。
同
館
の
佐
治
ゆ
か
り

(13
)
 

氏
か
ら
当
時
の
図
録
を
頂
い
て
ペ
ー
ジ
を
繰
っ
て
い
た

と
こ
ろ
珍
し
い
打
掛
を
見
つ
け
た

（図
9
)。
こ
れ
は

『
平
家
物
語
』
巻
六
「
祇
園
女
御
」
に
因
ん
だ
模
様
で
、

「
油
坊
主
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
物
語
の
詳
細
は
省
略
す
る

が
こ
の
時
の
手
柄
に
よ
り
平
忠
盛
が
白
河
院
か
ら
当
時

図9

す
で
に
妊
娠
し
て
い
た
祇
園
女
御
を
拝
領
し
、
そ
の
子

が
後
に
平
清
盛
と
な
っ
た
と
い
う
筋
書
で
あ
る
。
こ
れ

も
歌
舞
伎
の
外
題
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

よ
う
だ
が
、
こ
の
衣
裳
で
は
図
の
ご
と
く
背
に
大
き
く

忠
盛
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
絵
は
浮
世
絵
風
で
は

な
く
上
方
の
様
式
と
思
わ
れ
、
技
法
も
刺
繍
で
な
く
切

付
（
い
わ
ゆ
る
ア
ッ
プ
リ
ケ
、
模
様
を
切
り
取
り
コ
ラ
ー
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ジ
ュ
で
縫
い
付
け
た
も
の
、
我
が
国
で
は
切
付
と
称
し
て
い
る
）
で
作
ら
れ
て

お
り
、
佐
治
氏
の
話
で
は
現
在
は
兵
庫
の
個
人
所
蔵
家
の
も
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

現
物
は
現
状
か
ら
み
て
、
貸
衣
裳
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
お
そ

ら
く
用
途
と
し
て
は
地
芝
居
の
衣
裳
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
こ
と
で
あ

る
。
地
芝
居
は
江
戸
•
上
方
の
大
都
市
に
お
け
る
典
行
用
の
大
歌
舞
伎
と
は
異

な
り
、
農
村
や
地
方
都
市
の
素
人
芝
居
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
贔

履
の
役
者
に
衣
裳
を
与
え
た
り
、
或
い
は
そ
れ
を
着
て
役
者
と
し
て
自
ら
演
じ

た
り
す
る
素
人
の
好
事
家
の
旦
那
衆
が
い
て
、
そ
の
場
合
に
は
そ
う
し
た
後
援

者
の
好
み
が
反
映
さ
れ
や
す
い
。
そ
し
て
そ
の
衣
裳
の
特
徴
と
し
て
は
切
付
の

多
用
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
切
付
の
場
合
は
そ
の
芝
居
に
合
う
よ
う
な
模

様
を
そ
の
時
々
に
応
じ
て
作
成
し
て
貼
り
合
わ
せ
て
衣
裳
を
作
り
替
え
る
こ
と

も
わ
り
と
簡
単
に
出
来
る
。
シ
シ
ェ
ル
が
購
人
し
た
打
掛
は
大
阪
辺
り
で
購
入

し
た
も
の
ら
し
く
、
し
か
も
模
様
は
ア
ッ
プ
リ
ケ
で
あ
る
と
の
こ
と
な
の
で
或

い
は
こ
う
し
た
地
芝
居
の
衣
裳
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
モ
ネ
の
描
い
た
《
ラ
・

ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
》
の
打
掛
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
金
糸
銀
糸
の
豪
華
な
刺
繍
で

あ
る
だ
け
に
、
地
芝
居
と
の
関
係
は
こ
れ
だ
け
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

何
れ
に
せ
よ
い
さ
さ
か
繁
雑
な
話
と
な
っ
た
が
、
モ
ネ
の
《
ラ
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー

ズ
》
の
打
掛
は
、
以
上
の
考
察
か
ら
大
芝
居
の
興
行
用
の
歌
舞
伎
衣
裳
で
は
な

く
、
地
芝
居
の
衣
裳
か
、
或
い
は
花
魁
の
道
中
衣
裳
か
の
何
れ
か
で
あ
ろ
う
と

推
測
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
到
達
し
た
。
更
に
芝
居
と
遊
里
と
の
深
い
関
係
か
ら

考
え
れ
ば
、
そ
の
何
れ
と
決
め
つ
け
な
く
て
も
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ

そ
の
家
華
さ
か
ら
、
こ
の
制
作
の
陰
に
は
恐
ら
く
こ
う
し
た
キ
ッ
チ
ュ
な
衣
裳

を
作
ら
せ
て
楽
し
ん
で
い
た
索
封
家
の
パ
ト
ロ
ン
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
助
六
の
舞
台
扮
装
で
吉
原
遊
び
を
し
た
と
い
う
通
人
の
話
も
残
っ

ー

て
い
る
。
こ
の
上
、

モ
ネ
が
手
に
人
れ
た
打
掛
の
現
物
で
も
出
現
し
て
く
れ
れ

ば
そ
の
謎
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
現
存
す
る
人
物

模
様
の
打
掛
が
モ
ネ
の
絵
と
、
兵
庫
の
個
人
蔵
の
現
物
と
い
う
二
点
以
外
に
例

を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
極
め
て
希
少
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
今
の
と
こ
ろ

そ
れ
以
上
の
考
察
は
無
理
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

四
．
お
わ
り
に

モ
ネ
の
《
ラ
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
》
を
め
ぐ
る
謎
解
き
の
旅
は
よ
う
や
く
明
確

な
結
論
を
得
な
い
ま
ま
こ
の
辺
り
で
ひ
と
ま
ず
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
し
か

し
十
九
軋
紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
前
半
に
お
け
る
欧
米
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
日

本
美
術
の
間
に
は
ま
だ
ま
だ
解
明
さ
れ
る
べ
き
問
題
が
多
く
存
在
し
て
い
る
と

思
う
。
そ
の
こ
と
は
モ
ネ
の
こ
の
一
枚
の
絵
か
ら
で
も
こ
れ
だ
け
想
像
を
た
＜

ま
し
く
す
る
話
題
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
推
測
出
来
よ
う
。
私
と
し
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て
は
今
後
こ
う
し
た
問
題
が
少
し
づ
つ
で
も
明
ら
か
に
な
り
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム

の
研
究
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

な
お
顧
み
て
拙
論
に
は
ま
だ
ま
だ
調
在
不
足
や
事
実
誤
認
、
更
に
は
臆
断

に
過
ぎ
る
論
旨
の
展
開
等
不
備
な
点
が
多
々
あ
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
い
る
。
各

位
の
こ
れ
に
対
す
る
忌
憚
の
な
い
ご
批
判
及
び
ご
教
示
を
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ

る。註(
l
)
馬
渕
明
子
「
モ
ネ
の
《
ラ
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
》
を
め
ぐ
っ
て
—
異
国
へ
の
窓
」

ポ

ニ

ス

ム

ー

幻

想

の

日

本

』

二

0
0
八
（
初
出
『
三
彩
』

同
氏
著
『
ジ
ャ

（
株
）
ブ
リ
ュ
ッ
ケ

1
0
月



号

（株）

三
彩
新
社

一
九
八
二
）

2
)
(
1
)
前
掲
書

六
二
頁

(
3
)
鈴
木
淳
「
打
掛
の
シ
ン
ボ
リ
ス
ム
」

同
氏
著
『
江
戸
の
み
や
び
』

岩
波
書
店

―I
O
I
 0
 

(
4
)
木
々
康
子
著
『
林

忠
正
』
三
六
頁

ヽ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

―1
0
0
九

(
5
)
 
『
生
誕

2
0
0
年
記
念
歌
川
国
芳
展
』
図
録
岩
切
友
理
子
に
よ
る
解
説

日
本
経
済
新

聞
社

一
九
九
六

(
6
)
 
小
林
利
延
「
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
浮
世
絵
版
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
学
会

『
ジ
ャ

ポ
ネ
ズ
リ
ー
研
究
学
会
会
報
』
第
三
号

一
九
八
三

(
7
)
 
『
大
武
者
絵
展
』
図
録

町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館

岩
切
友
理
子
に
よ
る
解
説

二
0
0

(
8
)
 
(
l
)
前
掲
書

六
六
頁

(
9
)
大
島
清
次
著
『
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
』
―
―

1
0頁

講
談
社
学
術
文
庫

講
談
社

一
九
九
―
―

(10) 

の
小
林
氏
に
よ
れ
ば
モ
ネ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
は
〈
林
忠
正
〉
や
〈
わ
か
井
〉

の
扱
印
の
も
の
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
。

(
6
)
 

(11)
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
・
ラ
カ
ン
ブ
ル
／
隠
岐
由
紀
子
「
訳
」
「
パ
リ
の
美
術
商
と
林
忠
正
」

林
忠
正
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
実
行
委
員
会
編
『
林
忠
正
ー
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
文
化
交
流
』

（株）

ブ
リ
ュ
ッ
ケ

二
0
0
七

(12) 
(11)
前
掲
書

一
六
九
頁

~ 

13 

『
歌
舞
伎
の
衣
裳
展
』
図
録

一
九
九
五

福
島
県
立
美
術
館

14 
ヽ

西
山
松
之
助
著
『
大
江
戸
の
文
化
』

日
本
放
送
出
版
協
会

一
九
八

―
二
四
頁

付
記本

稿
を
草
す
る
に
当
た
っ
て
は
武
者
絵
・
役
者
絵
に
お
い
て
は
岩
切
友
理
子
氏
、
私
に
と
っ

て
専
門
外
で
あ
る
衣
裳
に
つ
い
て
は
丸
山
伸
彦
、
長
崎
巌
、
植
木
淑
子
、
佐
治
ゆ
か
り
の
諸
氏

よ
り
直
接
懇
切
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
ま
た
貝
塚
健
、
笠
嶋
忠
幸
、
伊
藤
紫
織
、
樋
ロ
一
貴
、

H
野
原
健
司
の
諸
氏
に
は
資
料
調
在
に
格
別
の
ご
協
力
を
頂
い
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。

恩
師
故
小
林
太
市
郎
先
生
は
芸
術
学
の
泰
斗
と
し
て
多
く
の
幅
広
い
業
績
を
残
さ
れ
た
が
、
敗

戦
間
も
無
い
一
九
四
六
年
に
お
い
て
既
に
『
北
斎
と
ド
ガ
」
を
著
さ
れ
る
等
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム

研
究
の
草
創
期
に
お
い
て
も
先
駆
的
な
研
究
成
果
を
示
さ
れ
た
。

一
九
六
三
年
の
先
生
没
後
ほ

ぽ
半
世
紀
を
経
た
今
日
、
先
生
の
臀
咳
に
親
し
く
接
し
得
た
門
下
生
も
多
く
鬼
籍
に
人
る
等
し

て
、
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
の
は
止
む
を
得
ぬ
こ
と
と
は
い
え
、
寂
蓼
の
感
を
深
く

す
る
。
先
生
の
豊
か
な
学
殖
は
仰
ぎ
見
て
い
よ
い
よ
高
く
、
私
な
ど
未
だ
に
そ
の
山
麓
の
入
口

に
も
到
達
出
来
ず
、
迷
っ
て
ば
か
り
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
度
宮
下
規
久
朗
先
生
の
ご

好
意
で
、
小
林
先
生
に
ゆ
か
り
の
深
い
神
戸
大
学
の
美
術
史
研
究
会
の
論
集
に
拙
論
の
掲
載
を

許
さ
れ
た
。
た
ま
た
ま
本
年
は
小
林
先
生
の
五

0
回
忌
に
当
た
る
。
先
生
の
没
年
時
の
年
齢
よ

り
更
に
一
―

0
年
も
多
く
馬
齢
を
厘
ね
て
来
た
こ
と
に
自
ら
枡
促
た
る
も
の
を
覚
え
、
先
生
の
御

霊
安
か
れ
と
祈
り
つ
つ
こ
こ
に
開
筆
す
る
。

横

山

昭

（
よ
こ
や
ま
•
あ
き
ら
）

一
九
二
九
年

一
九
五
三
年

美
術
史
家

（
専
門
）
日
本
美
術
史

神
戸
市
生
ま
れ

神
戸
経
済
大
学
（
旧
制
）
卒
業
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