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二
七

は
じ
め
に

浮
世
絵
の
発
生
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
菱
川
師
宣
︵
生
年
不
詳
～
一
六
九
四
︶
を
最
初
の
著
名
な
浮
世
絵
師
と
す
る
の
が
一
般

的
な
理
解
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
う
し
た
理
解
は
、
必
ず
し
も
古
く
か
ら
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
江
戸
時
代
の
文
献
の
大
部
分
は
、
浮
世

絵
の
祖
を
江
戸
初
期
の
画
家
岩
佐
又
兵
衛
︵
一
五
七
八
～
一
六
五
〇
︶
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
菱
川
師
宣
が
浮
世
絵
の

創
始
者
と
呼
ば
れ
る
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る︵

1
︶

。
た
だ
、
そ
れ
が
単
に
研
究
の
進
展
だ
け
に
よ
る

も
の
で
は
な
く
、
庶
民
の
娯
楽
で
あ
っ
た
浮
世
絵
が
、
世
界
的
な
芸
術
へ
と
地
位
を
高
め
る
過
程
と
軌
を
一
に
す
る
変
化
で
あ
っ
た
こ

と
、
そ
し
て
浮
世
絵
の
創
始
者
を
誰
に
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
浮
世
絵
の
価
値
を
だ
れ
が
決
め
る
の
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
り
、

そ
こ
に
あ
る
種
の
政
治
的
な
駆
け
引
き
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る︵

2
︶

。
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
の
議
論

に
お
い
て
、
又
兵
衛
が
浮
世
絵
の
祖
で
あ
る
か
ど
う
か
の
検
証
は
行
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
江
戸
時
代
の
人
々
は
又
兵
衛
を

浮
世
絵
の
創
始
者
と
考
え
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
だ
が
、
そ
こ
に
こ

そ
、
江
戸
時
代
の
人
々
の
浮
世
絵
観
が
隠
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
検
討
に
値
す
る
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
が
考
察
す
る

の
は
、
又
兵
衛
が
実
際
に
浮
世
絵
を
創
始
し
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
又
兵
衛
を
浮
世
絵
の
創
始
者
と
す
る
伝
承
が
い
か
に
し
て
生
成

筒
　
井
　
忠
　
仁

岩
佐
又
兵
衛
と
浮
世
絵

― 

伝
承
と
イ
メ
ー
ジ 

―
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二
八

し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
テ
ー
マ
を
全
て

明
ら
か
に
す
る
の
は
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
現
実
的
で
は
な
い
。
そ
こ
で
そ
の
糸
口
を
探
る
べ
く
、
実
際
の
又
兵
衛
の
作
品
が
後
世

に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
検
証
し
、
そ
の
影
響
と
又
兵
衛
に
関
す
る
言
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
を
解
き

明
か
す
足
掛
か
り
と
し
た
い
。

一

ま
ず
は
江
戸
時
代
の
岩
佐
又
兵
衛
に
関
す
る
言
説
を
確
認
し
、
又
兵
衛
と
浮
世
絵
の
関
係
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て

い
た
の
か
を
見
て
お
き
た
い
。

又
兵
衛
に
関
す
る
彼
の
没
後
の
最
初
の
言
説
は
、
黒
川
道
祐
︵
一
六
二
三
～
一
六
九
一
︶
筆
の
﹃
遠
碧
軒
記
﹄
に
記
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
書
は
、
道
祐
の
没
後
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
成
立
年
は
定
か
で
な
い
が
、
道
祐
の
没
年
以
前
に
書
か
れ
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
、﹁
憂
世
又
兵
衛
は
荒
木
摂
津
守
の
子
に
て
有
之
、
越
前
一
白
殿
御
目
か
け
ら
れ
候
而
、
江
戸
に
住
候
、
福
富
立
意

こ
の
事
を
よ
く
覚
え
候
。﹂
と
書
か
れ
て
い
る︵

3
︶

。
こ
う
し
た
情
報
を
ど
こ
か
ら
手
に
入
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
荒
木
摂
津
守
す
な
わ

ち
荒
木
村
重
の
家
臣
で
あ
る
こ
と
、
松
平
忠
直
に
目
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
浮
世
︵
憂
世
︶
又
兵
衛
と
呼
ば
れ
た
こ
と
な
ど
を

指
摘
し
て
い
る
。
浮
世
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
が
、
最
初
の
言
説
か
ら
、
す
で
に
浮
世
絵
と
の
関
係
を
連
想
さ
せ
る
浮
世

︵
憂
世
︶
の
文
字
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

次
に
注
目
す
べ
き
は
、
英
一
蝶
︵
一
六
五
二
～
一
七
二
四
︶
の
言
葉
で
あ
る
。
一
蝶
は
﹃
四
季
絵
跋
﹄
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。夫

大
和
絵
は
そ
の
か
み
土
佐
刑
部
大
輔
光
信
が
す
さ
み
に
堂
上
の
う
や
〳
〵
敷
よ
り
田
家
の
ふ
つ
ゝ
か
な
る
さ
ま
、
岩
木
の
た
た



岩
佐
又
兵
衛
と
浮
世
絵

二
九

ず
ま
ひ
、
や
り
木
の
め
い
ぼ
く
、
こ
れ
に
は
じ
ま
り
て
末
々
に
な
が
れ
、
予
が
如
き
の
つ
た
な
き
ま
で
、
是
を
も
と
ゝ
す
。
近
頃

越
前
の
産
岩
佐
某
と
な
ん
い
ふ
も
の
、
歌
舞
白
拍
子
の
時
勢
粧
を
お
の
づ
か
ら
写
し
え
て
世
の
人
う
き
世
又
兵
衛
と
あ
だ
名
す
。

久
し
く
世
に
翫
ぶ
に
、
又
房
州
の
菱
川
師
宣
と
い
ふ
も
の
江
府
に
出
て
梓
に
お
こ
し
、
こ
ぞ
っ
て
風
流
の
目
を
よ
ろ
こ
ば
し
む
。

此
道
予
が
学
ぶ
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
若
か
り
し
時
あ
だ
し
あ
だ
浪
の
よ
る
べ
に
ま
よ
ひ
、
時
雨
朝
が
へ
り
の
ま
ば
ゆ

き
を
い
と
は
ざ
る
こ
ろ
ほ
ひ
、
岩
佐
菱
川
が
上
に
た
ゝ
ん
事
を
思
ひ
て
、
よ
し
な
き
う
き
名
の
ね
ざ
し
の
こ
り
て
は
づ
か
し
の
森

の
し
げ
き
こ
と
草
と
も
な
れ
り︵

4
︶

。

よ
く
知
ら
れ
た
文
章
だ
が
、
改
め
て
内
容
を
見
る
と
、
ま
ず
岩
佐
某
と
い
う
も
の
が
、
時
勢
粧
を
写
し
て
う
き
世
又
兵
衛
と
あ
だ
名

さ
れ
、
世
に
も
て
は
や
さ
れ
た
。
次
に
菱
川
師
宣
が
江
戸
で
版
画
を
描
き
、
風
流
人
の
目
を
喜
ば
せ
た
。
そ
し
て
一
蝶
は
、
自
分
が
学

ぶ
流
派
で
は
な
い
が
、
若
か
り
し
頃
、
こ
の
二
人
の
上
に
立
つ
こ
と
を
目
指
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
浮
世
絵
と
い
う
言
葉
は
出

て
こ
な
い
が
、
師
宣
の
版
画
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
、
う
き
世
又
兵
衛
と
い
う
あ
だ
名
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
岩
佐
菱
川
を
同

列
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
又
兵
衛
と
浮
世
絵
を
関
連
付
け
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。﹁
予
が
学
ぶ
と
こ
ろ
に
あ

ら
ず
﹂
と
言
っ
た
の
は
、
一
蝶
が
狩
野
派
で
学
ん
だ
絵
師
で
あ
る
が
ゆ
え
だ
が
、﹁
あ
だ
し
あ
だ
浪
の
よ
る
べ
に
ま
よ
ひ
﹂
な
ど
の
言

葉
か
ら
し
て
、
浮
世
絵
を
蔑
む
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
　

師
宣
は
一
六
七
〇
年
代
か
ら
没
年
で
あ
る
一
六
九
四
年
に
か
け
て
多
く
の
版
本
を
世
に
送
り
出
し
た
。
一
蝶
は
一
六
五
二
年
の
生
ま

れ
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
直
接
師
宣
の
画
風
を
目
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
は
ず
で
あ
る
。
一
方
、
岩
佐
又
兵
衛
は
一
六
五
〇
年
に
没
し

て
お
り
、
一
蝶
と
は
活
動
時
期
が
重
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
又
兵
衛
の
作
品
に
版
画
は
な
く
、
大
名
家
な
ど
か
ら
の
注
文
作
品
が
多

い
。
と
す
れ
ば
、
一
蝶
が
直
接
又
兵
衛
の
作
品
を
視
る
機
会
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
あ
っ
た
と
し
て
も
極
少
数
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
に
一
蝶
の
作
品
の
中
に
、
師
宣
の
影
響
は
多
く
見
ら
れ
る
が
、
又
兵
衛
の
直
接
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
看
取
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〇

出
来
な
い︵

5
︶

。
従
っ
て
、
一
蝶
の
又
兵
衛
に
対
す
る
理
解
は
、
我
々
が
現
在
考
え
て
い
る
よ
う
な
又
兵
衛
の
実
作
品
に
基
づ
く
よ
り
も
、

世
間
一
般
の
漠
然
と
し
た
又
兵
衛
理
解
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
で
は
、
当
時
の
又
兵
衛
理
解
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
時
期
の
一
般
的
な
又
兵
衛
評
価
を
知
る
上
で
、
一
七
〇
九
年
刊
行
の
浮
世
草
子
﹃
風
流
鏡
个
池
﹄
は
重
要
な
文
献
の
一
つ
で
あ

る
。

先
う
き
世
絵
の
品
さ
だ
め
、
昔
歳
物
の
其
形
を
、
紙
に
う
つ
せ
し
其
は
じ
め
は
い
づ
れ
の
時
に
や
月
影
の
、
も
れ
て
障
子
に
う
つ

り
し
影
た
く
み
て
絵
と
は
な
れ
り
と
聞
き
ま
い
ら
せ
る
な
り
。
夫
よ
り
次
第
に
人
の
風
世
々
に
か
わ
り
し
お
も
か
げ
を
、
人
は
絵

を
ま
な
び
絵
よ
り
は
人
を
ま
な
び
て
、
そ
の
時
々
に
か
き
わ
く
る
。
中
む
か
し
土
佐
流
の
人
絵
と
て
あ
り
し
は
筆
か
れ
過
て
、
人

丸
の
顔
骨
は
な
れ
し
を
見
る
や
う
に
、
先
袖
ち
い
さ
く
顔
ち
い
さ
し
。
こ
れ
人
と
同
じ
や
う
に
り
ち
ぎ
に
か
き
し
ゆ
へ
な
る
べ

し
。
絵
は
人
に
に
て
又
人
に
あ
わ
ず
、
顔
を
人
の
一
鉢
の
ご
と
く
か
き
て
は
さ
ら
に
不
出
来
な
る
風
俗
、
う
き
世
又
兵
衛
と
云
し

絵
師
小
町
を
か
き
た
り
し
に
、
小
町
が
笑
顔
の
す
が
た
を
か
き
て
口
を
あ
き
黒
き
染
歯
を
り
ち
ぎ
に
見
せ
て
、
顔
に
ゑ
く
ぼ
を
か

き
た
り
し
ほ
ど
に
、
今
の
絵
に
く
ら
べ
て
は
、
人
形
に
あ
り
し
お
と
く
じ
や
う
に
、
よ
く
似
た
る
悪
女
、
こ
れ
人
の
ご
と
く
に
か

き
た
る
ゆ
へ
に
不
出
来
な
り
し
。
近
代
や
ま
と
画
の
開
山
、
菱
川
と
云
し
名
人
か
き
出
し
た
る
う
つ
し
姿
、
な
り
か
ら
、
ふ
り
か

ら
、
さ
り
と
て
は
、
た
へ
な
り
し
筆
の
あ
や︵

6
︶

。

歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
浮
世
絵
師
の
品
評
を
す
る
記
述
の
中
で
、
こ
の
浮
世
草
子
の
筆
者
は
、
土
佐
派
の
絵
を
取
り
上
げ
た
後

に
、
う
き
世
又
兵
衛
を
論
じ
て
そ
の
絵
の
不
出
来
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
岸
文
和
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
浮
世
絵
の
歴

史
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
や
ま
と
絵
の
画
派
で
あ
る
土
佐
派
に
続
く
も
の
と
し
て
又
兵
衛
を
捉
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
さ
ら
に
浮
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世
絵
そ
の
も
の
が
や
ま
と
絵
の
一
種
で
あ
る
こ
と
を
も
暗
示
し
て
い
る︵

7
︶

。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
続
く
の
が
﹁
近
代
や
ま
と
絵
の
開
山
﹂

で
あ
る
菱
川
師
宣
と
い
う
こ
と
に
な
る
。﹁
や
ま
と
絵
﹂
と
い
う
の
は
、
現
在
で
は
浮
世
絵
と
は
別
の
流
派
や
作
品
に
用
い
ら
れ
る
言

葉
だ
が
、
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
師
た
ち
は
し
ば
し
ば
自
分
た
ち
の
絵
を
﹁
や
ま
と
絵
﹂
と
呼
び
、
自
ら
を
﹁
や
ま
と
絵
師
︵
大
和
絵
師

ま
た
は
日
本
絵
師
︶﹂
と
呼
ん
だ
。
特
に
菱
川
師
宣
は
﹁
や
ま
と
絵
師
﹂
と
い
う
呼
称
を
意
識
的
に
用
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る︵

8
︶

。
た
だ

し
、
岸
氏
が
言
う
よ
う
に
、﹁
近
代
や
ま
と
絵
﹂
と
い
う
言
葉
は
﹁
浮
世
絵
﹂
と
同
義
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
む
か
し
の
土
佐
流
の

絵
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る︵

9
︶

。
し
か
し
、
う
き
世
又
兵
衛
に
つ
い
て
は
、
そ
の
間
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し
て
曖
昧
な
位
置
づ
け
が
与
え
ら

れ
て
い
る
。
絵
の
質
に
つ
い
て
は
、
む
か
し
の
土
佐
流
と
同
じ
く
否
定
的
な
評
価
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
、﹁
う
き
世
﹂
と
い
う
名
に
浮

世
絵
と
の
親
近
性
を
暗
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る︵

10
︶

。

﹁
う
き
世
﹂
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
潁
原
退
蔵
氏
の
研
究
以
来
、
多
く
の
人
が
言
及
し
て
い
る︵

11
︶

。
中
世
に
は
厭
世
的
な

﹁
憂
き
世
﹂
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
も
の
が
、
江
戸
初
期
に
は
﹁
浮
世
﹂
す
な
わ
ち
享
楽
的
に
現
世
を
謳
歌
し
、
今
を
生
き
よ
う

と
す
る
精
神
に
変
貌
し
た
と
す
る
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。
そ
の
頃
か
ら
﹁
浮
世
﹂
は
今
風
・
当
世
風
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ

る
こ
と
が
多
く
な
る
。
た
だ
、
潁
原
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
又
兵
衛
の
生
き
た
寛
永
時
代
か
ら
、﹁
浮
世
絵
﹂
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
始
め
た
元
禄
期
に
い
た
る
ま
で
、﹁
浮
世
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
﹁
好
色
﹂
の
意
味
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
た︵

12
︶

。﹁
う
き
世
又
兵
衛
﹂
と

い
う
言
葉
の
中
に
は
、
同
時
代
風
俗
を
描
く
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
色
恋
沙
汰
や
性
的
な
も
の
を
好
む
と
い
う
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、﹃
風
流
鏡
个
池
﹄
の
前
年
に
上
演
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
近
松
門
左
衛
門
作
の
浄
瑠
璃
﹃
傾

城
反
魂
香
﹄
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
歌
舞
伎
化
も
さ
れ
る
人
気
の
演
目
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
中
で
土
佐
将
監
の
弟
子
の
浮
世
又

平
と
い
う
人
物
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
こ
の
芝
居
の
人
気
が
土
佐
派
の
弟
子
浮
世
又
平
︵
又
兵
衛
︶
と
い
う
人
物
像
の
形
成
に
無

関
係
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
以
前
に
又
兵
衛
を
土
佐
派
と
結
び
付
け
る
言
説
は
一
般
に
は
流
布
し
て
い
な
い
か
ら
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で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
近
松
の
完
全
な
創
作
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
又
兵
衛
自
身
が
、
作
品
の
署
名
に
﹁
土
佐
光
信
末
流
﹂
と
自

署
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る︵

13
︶

。
近
松
が
こ
の
情
報
に
接
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
又
兵
衛
と
土
佐
派
を
結
び
付
け
る
伝
承
が
何
ら
か

の
形
で
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、﹁
浮
世
又
兵
衛
﹂
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
以
前
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
浮
世
と
又
兵
衛
を
結
び
付
け
る
構
想
も
、
こ
の
浄
瑠
璃
以
降
一
般
に
広
く
流
布
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
創
作
で

あ
っ
て
も
、
人
々
の
意
識
に
浸
透
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
岸
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、﹃
傾
城
反
魂
香
﹄
に
よ
っ
て
土
佐
派
と
又
兵

衛
、
お
よ
び
浮
世
と
又
兵
衛
を
結
び
付
け
る
理
解
が
一
般
に
浸
透
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る︵

14
︶

。﹃
風
流
鏡
个
池
﹄
の
作
者
や
英
一
蝶
の

理
解
も
そ
の
影
響
を
受
け
、
ひ
い
て
は
、
又
兵
衛
と
浮
世
絵
を
結
び
付
け
る
言
説
そ
の
も
の
の
普
及
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

こ
の
後
、
享
保
十
六
︵
一
七
三
一
︶
の
年
記
を
持
つ
﹃
岩
佐
家
譜
﹄
が
、﹁
新
摸
写
前
人
所
未
図
之
体
世
態
風
流
別
成
一
家
世
称
之

日
浮
世
又
兵
衛
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。
又
兵
衛
が
そ
れ
以
前
の
人
と
は
違
う
様
式
を
作
り
出
し
、
そ
れ
が
﹁
浮
世
又

兵
衛
﹂
の
呼
称
に
つ
な
が
っ
た
と
し
て
、
呼
び
名
の
根
拠
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
﹁
世
態
風
流
﹂
の
語
は
世
俗
に
通
じ
て

い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
興
味
深
い
。
こ
の
文
章
は
家
譜
と
し
て
岩
佐
家
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
、
出
版
さ
れ
て
広
く
知
ら
れ
た
も
の
で
は

な
い
。
た
だ
、
こ
の
記
述
は
そ
の
後
何
ら
か
の
形
で
世
に
伝
わ
り
、
別
の
議
論
に
つ
な
が
っ
た
た
め
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

寛
延
四
年
︵
一
七
五
一
︶
に
は
、
大
岡
春
卜
が
﹃
画
史
会
要
﹄
に
て
﹁
浮
世
絵
師
又
兵
衛
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、﹁
浮

世
と
い
ふ
名
字
未
勘
﹂
と
言
っ
て
お
り
、﹁
浮
世
﹂
と
﹁
絵
師
﹂
を
切
り
離
し
て
扱
っ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
は
あ
く
ま
で
浮
世
の
絵

師
又
兵
衛
と
い
う
意
味
に
な
り
、
浮
世
絵
を
描
い
た
絵
師
と
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い︵

15
︶

。
そ
の
意
味
で
は
﹁
浮
世
又
兵
衛
﹂
と
い

う
呼
び
名
と
大
き
な
差
異
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
岡
春
卜
は
、
寛
延
二
年
︵
一
七
四
九
︶
の
﹃
和
漢
名
画
苑
﹄
の
挿
絵
に
も

﹁
土
佐
又
兵
衛
筆
　
右
同
筆
　
右
同
筆
ウ
キ
ヨ
エ
シ
と
世
ニ
云
﹂
と
い
う
文
言
を
付
し
て
い
る
。
そ
の
絵
は
、
一
種
の
野
外
遊
楽
図
の

類
だ
が
、
と
う
て
い
又
兵
衛
作
品
と
は
思
え
な
い
作
風
で
あ
る
。
第
二
巻
の
末
尾
に
こ
の
絵
が
配
置
さ
れ
る
が
、
こ
の
絵
の
前
に
並
ぶ
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の
は
土
佐
光
起
の
伊
勢
物
語
図
で
あ
り
、
土
佐
派
の
系
譜
の
叙
述
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
第
三
巻
に

は
、
雪
舟
か
ら
雲
谷
派
系
統
の
画
家
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
浮
世
絵
に
つ
い
て
語
る
文
脈
は
こ
こ
に
は
な
い
。
従
っ
て
﹁
ウ
キ

ヨ
エ
シ
﹂
と
い
う
言
葉
も
、﹁
浮
世
﹂
の
絵
師
と
い
う
程
度
の
意
味
で
あ
り
、﹁
浮
世
絵
﹂
の
画
家
と
い
う
認
識
で
使
わ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

時
代
は
下
っ
て
、
寛
政
八
年
︵
一
七
九
六
︶
の
序
を
持
つ
藤
原
貞
幹
の
﹃
好
古
日
録
﹄
で
は
、﹃
岩
佐
家
譜
﹄
に
記
さ
れ
た
の
と
同

内
容
の
伝
記
を
記
し
た
後
に
、﹁
能
当
時
ノ
風
俗
ヲ
写
ス
ヲ
以
、
世
人
呼
テ
浮
世
又
兵
衛
ト
云
。﹂
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、
浮
世
又
兵

衛
の
意
味
が
よ
り
明
確
に
な
り
、﹁
当
時
ノ
風
俗
﹂
を
よ
く
写
し
た
画
家
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、﹁
前
人
所
未
図
之
体
﹂
や
﹁
世
態

風
流
﹂
の
語
を
大
胆
に
言
い
換
え
た
結
果
で
も
あ
る
が
、
一
方
で
、﹃
画
史
会
要
﹄
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
又
兵
衛
の
絵
が
、
い
わ
ゆ
る

風
俗
画
の
類
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
の
判
断
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
又
兵
衛
と
浮
世
絵
の
距
離
は
近

づ
い
た
が
、
ま
だ
又
兵
衛
が
浮
世
絵
を
描
い
た
と
ま
で
は
述
べ
て
い
な
い
。

よ
り
明
確
に
又
兵
衛
と
浮
世
絵
を
結
び
付
け
た
の
は
、
大
田
南
畝
︵
一
七
四
九
～
一
八
二
三
︶
の
﹃
浮
世
絵
類
考
﹄
で
あ
ろ
う
。
こ

の
書
は
成
立
に
複
雑
な
事
情
が
あ
る
書
物
だ
が︵

16
︶

、
そ
こ
で
は
、
藤
原
貞
幹
の
﹃
好
古
日
録
﹄
の
記
述
を
引
用
し
つ
つ
、﹁
按
す
る
に
、

是
世
に
い
わ
ゆ
る
浮
世
絵
の
は
じ
め
な
る
べ
し
﹂
と
い
う
著
名
な
文
言
を
加
え
、
初
め
て
又
兵
衛
を
明
確
に
浮
世
絵
の
祖
と
し
て
位
置

付
け
た
。
こ
の
後
﹃
浮
世
絵
類
考
﹄
は
、
追
考
・
増
補
・
新
増
補
な
ど
と
名
前
を
変
え
て
幾
度
も
再
生
産
さ
れ
、
こ
の
言
説
が
繰
り
返

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
田
南
畝
は
現
在
浮
世
絵
の
祖
と
考
え
ら
れ
て
い
る
菱
川
師
宣
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。﹃
浮
世
絵
類
考
﹄
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

大
和
絵
師
又
は
日
本
絵
師
と
も
称
ス
。
房
州
の
人
な
り
。・
・︵
中
略
︶・
・
貞
享
の
頃
板
本
多
し
。
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貞
享
四
年
板
の
江
戸
鹿
子
に

浮
世
絵
師  

堺
町
横
丁
　
　
　
菱
川
吉
兵
衛 

同
吉
左
衛
門
︵
後
略
︶

 ︵
17
︶

つ
ま
り
、
浮
世
絵
師
で
あ
る
こ
と
は
認
め
な
が
ら
も
師
宣
に
よ
っ
て
浮
世
絵
が
始
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
浮
世
絵
が
完
成
し
た
と
い
っ

た
類
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
師
宣
の
記
述
は
又
兵
衛
の
す
ぐ
後
に
続
く
の
だ
が
、
あ
く
ま
で
も
浮
世
絵
の
始
ま
り
は
又
兵
衛
か
ら
と

し
、
師
宣
は
そ
れ
に
続
く
も
の
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
南
畝
以
前
に
は
師
宣
を
浮
世
絵
の
祖
と
見
る
言
説
は
存
在
し
た
。
例
え
ば
享
保
十
九
年
︵
一
七
三
四
︶
の
﹃
本
朝
世
事
談

綺
﹄
に
は
﹁
浮
世
絵
　
江
戸
菱
川
吉
兵
衛
と
云
人
書
は
じ
む
。﹂
と
あ
っ
て
、
浮
世
絵
の
記
述
を
師
宣
か
ら
始
め
て
い
る︵

18
︶

。
同
書
に
は

大
津
絵
の
記
述
が
あ
る
が
、﹁
大
津
絵
　
又
平
と
云
人
書
は
し
め
し
也
、
土
佐
光
信
の
弟
子
と
い
へ
り
、
大
谷
。
池
の
側
辺
に
て
描

く
、
追
分
絵
と
も
云
﹂
と
、﹃
傾
城
反
魂
香
﹄
の
設
定
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
み
な
し
た
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
一
方
で
浮
世
又

兵
衛
に
関
す
る
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
筆
者
の
菊
岡
沾
凉
は
、
浮
世
絵
史
を
丁
寧
に
た
ど
る
の
で
は
な
く
、
自
身
が
見
聞
き
し
た
伝
承

を
書
き
留
め
た
に
過
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
師
宣
を
浮
世
絵
の
祖
と
す
る
見
方
が
一
般
的
に
流
布
し
て
い
た

と
も
い
え
る
。
ま
た
、
天
明
七
年
︵
一
七
八
七
︶
の
﹃
絵
本
詞
の
花
﹄
に
は
﹁
浮
世
絵
は
菱
川
を
祖
と
し
夷
歌
は
暁
月
を
師
と
す
﹂
と

あ
り
、
や
は
り
師
宣
を
浮
世
絵
の
祖
と
し
て
い
る︵

19
︶

。
こ
の
よ
う
に
南
畝
以
前
に
は
師
宣
を
祖
と
す
る
見
方
が
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
と

い
え
る
。

な
お
、
師
宣
以
前
の
画
家
を
浮
世
絵
師
と
す
る
言
説
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
井
原
西
鶴
︵
一
六
四
二
～
一
六
九
三
︶
は
、
貞
享
四

年
︵
一
六
八
七
︶
の
﹃
男
色
大
鑑
﹄
に
お
い
て
、﹁
承
応
元
年
秋
・
・︵
中
略
︶・
・
浮
世
絵
の
名
人
花
田
内
匠
と
い
へ
る
者
、
美
筆
を

つ
く
し
け
る
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る︵

20
︶

。
西
鶴
の
小
説
中
の
話
で
あ
り
、
史
実
を
記
し
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
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花
田
内
匠
が
実
在
の
人
物
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
実
際
、
西
鶴
の
小
説
以
外
に
こ
の
人
物
の
史
料
や
作
品
は
確
認
さ
れ
て
い
な

い
。
た
だ
、
西
鶴
は
物
語
中
に
現
実
に
流
行
し
た
事
象
を
取
り
入
れ
る
作
家
で
あ
り
、
全
て
を
虚
構
と
し
て
捨
て
去
る
わ
け
に
も
い
か

な
い︵

21
︶

。
少
な
く
と
も
承
応
元
年
︵
一
六
五
二
︶
と
い
う
師
宣
の
活
動
期
以
前
に
、
花
田
内
匠
と
い
う
浮
世
絵
の
名
人
が
い
た
と
す
る
西

鶴
の
設
定
は
、
菱
川
師
宣
を
浮
世
絵
の
祖
と
す
る
考
え
か
ら
は
出
て
こ
な
い
も
の
で
あ
る
。
師
宣
と
同
時
代
を
生
き
た
西
鶴
に
は
、
師

宣
以
前
に
す
で
に
浮
世
絵
と
呼
び
う
る
も
の
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
大
き
な
流
れ
と
し
て
は
、
元
禄
期
に
は
師
宣
以
前
の
画
家
へ
の
認
識
が
あ
り
、
師
宣
没
後
は
そ
の
画
名

の
高
さ
か
ら
、
師
宣
を
浮
世
絵
の
始
祖
と
す
る
言
説
が
世
に
行
わ
れ
た
。
一
方
で
又
兵
衛
は
浮
世
又
兵
衛
と
い
う
形
で
浮
世
絵
と
の
関

係
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
南
畝
の
登
場
で
又
兵
衛
が
浮
世
絵
の
祖
と
宣
言
さ
れ
、
そ
の
言
説
が
継
承
さ
れ
て
、
江
戸
後
期
か
ら

幕
末
に
か
け
て
又
兵
衛
を
浮
世
絵
の
祖
と
す
る
認
識
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
我
々
が
現
在
認
め
て
い
る
又
兵
衛
作

品
を
題
材
に
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
認
識
が
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
伝
承
と
、
一
部
の
作
品
、
そ
れ
も
現
在
で
は

又
兵
衛
筆
と
は
考
え
ら
れ
な
い
作
品
に
基
づ
い
て
、
検
討
が
な
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
意
味
で
非
常
に
曖
昧
で
不
確
か
な
説
で
あ
っ
た
。

二

明
治
に
入
っ
て
も
又
兵
衛
を
浮
世
絵
の
祖
と
す
る
言
説
は
再
生
産
さ
れ
た
。
そ
の
語
り
は
、
江
戸
後
期
の
説
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て

お
り
、
も
は
や
又
兵
衛
が
浮
世
絵
の
祖
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
又
兵
衛
の
実
作
品
の
検
証
が
進
ん
だ

の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
風
俗
画
作
品
や
絵
巻
が
多
く
紹
介
さ
れ
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る

多
く
の
又
兵
衛
作
品
が
世
に
出
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
又
兵
衛
作
品
の
多
く
は
署
名
を
伴
わ
な
い
た
め
、
又
兵
衛
筆
と
い
う
伝

承
の
あ
る
も
の
が
又
兵
衛
作
品
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
、
現
在
で
は
又
兵
衛
の
作
品
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い

も
の
ま
で
も
又
兵
衛
筆
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
明
治
二
十
二
年
︵
一
八
八
九
︶
の
パ
リ
万
博
に
﹃
彦
根
屏
風
﹄
が
又
兵
衛
筆
と
し
て
出
品
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さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
ろ
う︵

22
︶

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
発
掘
作
業
か
ら
は
、
二
つ
の
立
場
が
生
ま
れ
た
。
一
つ
は
、
こ
れ
ら

の
作
品
を
又
兵
衛
筆
と
認
め
、
又
兵
衛
と
浮
世
絵
と
の
か
か
わ
り
を
実
証
す
る
も
の
と
し
て
、
肯
定
的
に
受
け
止
め
る
立
場
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
こ
れ
ら
署
名
の
な
い
作
品
を
又
兵
衛
の
作
品
で
は
な
い
と
考
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
又
兵
衛
と
浮
世
絵
と
の
関
り
を
も

否
定
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
特
に
昭
和
に
入
っ
て
、
署
名
を
持
た
な
い
古
浄
瑠
璃
絵
巻
が
出
現
す
る
と
、
こ
の
二
つ
の
立
場
の

間
で
大
き
な
論
争
が
起
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る︵

23
︶

。
そ
し
て
、
後
者
の
立
場
を
取
る
人
物
が
、
社
会
的
地
位
を
持
ち
、
学
会
に

発
言
力
の
あ
る
学
者
で
あ
っ
た
―
逆
に
前
者
の
立
場
を
代
表
す
る
の
は
収
集
家
や
在
野
の
研
究
者
で
あ
っ
た
―
こ
と
か
ら
、
署
名
を
伴

わ
な
い
作
品
の
多
く
は
又
兵
衛
筆
で
は
な
い
と
さ
れ
、
岩
佐
又
兵
衛
と
浮
世
絵
に
は
関
係
が
な
い
と
す
る
学
問
的
認
識
が
定
着
す
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
署
名
の
な
い
作
品
が
、
又
兵
衛
作
品
と
認
め
ら
れ
る
に
は
、
20
世
紀
後
半
の
辻
惟
雄
氏
の
一
連
の

研
究
を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
当
否
や
論
争
の
結
果
で
は
な
く
、
論
争
の
過
程
に
お
い
て
、
又
兵
衛
の
作
品
と
浮
世
絵
の
関
係
が

ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、
無
款
の
作
品
を
又
兵
衛
筆
と
し
て
認
め
て
い
た
春
山
武
松
は
、

﹁
こ
こ
に
浮
世
と
い
ふ
の
は
憂
世
と
も
書
い
て
現
代
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
又
兵
衛
の
場
合
は
時
世
粧
を
か
く
こ
と
の
う
ち
に
婦

女
図
を
も
混
へ
て
い
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
述
べ
て
、
同
時
代
風
俗
、
特
に
女
性
像
を
描
い
た
こ
と
に
浮
世
又
兵
衛
と
呼

ば
れ
た
理
由
を
見
出
し
て
い
る︵

24
︶

。
さ
ら
に
別
の
個
所
で
は
、﹁
又
兵
衛
の
画
風
が
菱
川
師
宣
や
英
一
蝶
に
影
響
を
与
え
て
﹂
お
り
、﹁
又

兵
衛
は
江
戸
に
於
け
る
真
の
意
味
で
の
浮
世
絵
発
生
の
導
火
線
に
な
っ
た
の
で
あ
り
・
・︵
中
略
︶・
・
矢
張
浮
世
絵
の
元
祖
で
あ
る
﹂

と
述
べ
る︵

25
︶

。
春
山
は
、
浮
世
の
意
味
と
し
て
同
時
代
性
を
重
視
し
つ
つ
、
先
に
述
べ
た
﹃
四
季
絵
跋
﹄
に
﹁
歌
舞
白
拍
子
の
時
勢
粧
﹂

と
い
う
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
代
的
な
女
性
像
を
描
く
点
に
浮
世
の
意
味
を
見
出
し
て
い
る
。
た
だ
、
春
山
は
形
式
的
な
側
面
に

注
意
し
て
お
り
、
遊
女
の
よ
う
な
婦
女
が
描
か
れ
て
い
れ
ば
、
浮
世
の
画
家
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
や
や
短
絡
的
な
判
断
を
下
し
て
い

る
こ
と
は
否
め
な
い
。
師
宣
や
一
蝶
に
影
響
を
与
え
た
と
す
る
主
張
も
、
あ
ま
り
根
拠
が
示
さ
れ
ず
、
わ
ず
か
に
、
衣
の
裾
の
表
現
に
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類
似
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
説
得
力
に
欠
け
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
師
宣
や
一
蝶
に

図
様
の
点
で
刺
激
を
与
え
た
が
ゆ
え
に
、
又
兵
衛
は
浮
世
絵
の
祖
で
あ
る
と
す
る
論
理
構
造
は
、
そ
れ
ま
で
の
議
論
に
な
か
っ
た
も
の

で
あ
り
、
傾
聴
に
価
す
る
。
重
要
な
の
は
、
図
様
の
転
用
、
す
な
わ
ち
イ
メ
ー
ジ
／
図
像
の
継
承
が
伝
承
の
生
成
を
促
し
た
と
す
る
点

で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、﹁
浮
世
﹂
と
い
う
言
葉
の
解
釈
に
よ
っ
て
伝
承
の
生
成
を
説
明
し
て
い
た
か
ら
、
そ
こ
に
大
き
な
変
化
を
認

め
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
又
兵
衛
と
浮
世
絵
の
関
係
を
否
定
し
た
藤
懸
静
也
の
論
拠
は
、
よ
り
包
括
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
藤
懸
は
大
著

﹃
浮
世
絵
の
研
究
﹄
に
お
い
て
浮
世
の
起
源
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た︵

26
︶

。
そ
こ
で
藤
懸
は
、
浮
世
絵
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
を
四
点
示

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
第
一
、
浮
世
の
相
を
題
材
と
す
る
事
　
第
二
、
庶
民
芸
術
た
る
こ
と
　
第
三
、
版
画
と
不
離
の
関
係
に
あ

る
こ
と
　
第
四
、
流
派
を
形
成
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る︵

27
︶

。
第
一
の
浮
世
の
相
を
題
材
と
す
る
と
は
、
先
に
述
べ
た
﹁
浮
世
﹂
の
当
時
の
名

義
で
あ
る
、
当
世
風
俗
や
好
色
な
題
材
を
描
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
二
の
庶
民
芸
術
と
は
、
受
容
の
観
点
か
ら
、
貴
族
の
鑑
賞
用
で

は
な
く
、
庶
民
の
需
要
に
応
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
版
画
と
不
離
の
関
係
と
い
う
の
は
、
肉
筆
浮
世
絵
を
例
外
と
し

つ
つ
、
原
則
と
し
て
、
版
画
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
頒
布
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
第
二
の
要
件
で
あ
る
庶
民

の
需
要
に
応
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
四
の
流
派
を
形
成
す
る
と
い
う
の
は
、
様
式
上
浮
世
絵
的
要
素
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
、
菱

川
派
や
鳥
居
派
と
い
っ
た
浮
世
絵
師
の
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
の
特
徴
を
有
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
第
四
の
要
件
は
、
浮
世
絵
全
体
を

包
括
す
る
様
式
的
特
徴
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
い
な
い
上
に
、
す
で
に
浮
世
絵
師
と
認
め
て
い
る
人
た
ち
の
様
式
を
浮
世
絵
的
様
式
と

し
て
い
る
た
め
、
必
ず
し
も
論
理
的
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
四
点
を
兼
ね
備
え
る
も
の
を
浮
世
絵
と
す
る
と
い
う

判
断
は
、
現
実
的
に
は
説
得
力
が
あ
り
、
多
く
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
基
準
に
よ
り
、
藤
懸
が
、
菱
川

師
宣
を
浮
世
絵
の
祖
と
宣
言
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
﹁
必
ず
し
も
浮
世
絵
は
師
宣
一
人
の
力
に
よ
り
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
は

な
い
。
そ
の
先
駆
を
な
す
も
の
ゝ
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
﹂
と
述
べ
、
師
宣
は
あ
く
ま
で
も
浮
世
絵
の
大
成
者
と
位
置
付
け
て
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い
る︵

28
︶

。
そ
の
上
で
、
浮
世
絵
の
起
源
を
人
・
時
期
・
場
所
の
三
つ
の
観
点
か
ら
論
じ
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
西
鶴
の
﹃
男
色
大
鑑
﹄
に
言
及

し
つ
つ
、
最
終
的
に
町
絵
師
の
風
俗
画
家
が
、
慶
安
・
承
応
年
間
︵
一
六
四
八
～
一
六
五
五
︶
頃
に
、
京
坂
の
地
を
中
心
に
描
き
始
め

た
も
の
と
結
論
付
け
る︵

29
︶

。
町
絵
師
の
風
俗
画
家
と
は
、
正
系
画
派
、
す
な
わ
ち
狩
野
派
や
土
佐
派
に
属
す
る
風
俗
画
家
で
は
な
い
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
町
絵
師
の
風
俗
画
は
、
寛
永
︵
一
六
二
四
～
一
六
四
四
︶
期
に
流
行
し
た
正
系
絵
師
に
よ
る
時
様
風
俗
画

と
は
様
式
的
に
断
絶
し
て
い
る
と
藤
懸
は
述
べ
る︵

30
︶

。
藤
懸
は
、
そ
れ
以
前
に
又
兵
衛
に
つ
い
て
言
及
し
た
際
、﹁
近
世
初
期
に
於
け
る

多
く
の
正
系
画
家
と
、
そ
の
帰
を
一
に
す
る
と
こ
ろ
は
存
す
る
﹂
と
述
べ
、
又
兵
衛
を
正
系
絵
師
の
範
疇
に
置
い
て
い
る︵

31
︶

。
つ
ま
り
、

こ
の
区
別
に
よ
っ
て
、
又
兵
衛
は
浮
世
絵
と
の
関
係
性
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
藤
懸
は
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
加
え

て
、
そ
も
そ
も
又
兵
衛
が
時
様
風
俗
画
を
描
い
た
こ
と
を
、
藤
懸
は
否
定
し
て
い
る
。
誤
っ
て
又
兵
衛
作
と
さ
れ
た
﹁
彦
根
屏
風
﹂
の

よ
う
に
、
全
て
の
又
兵
衛
作
と
言
わ
れ
る
風
俗
画
が
、
又
兵
衛
の
真
筆
で
は
な
い
と
い
う
の
が
藤
懸
の
立
場
で
あ
る︵

32
︶

。
従
っ
て
、
又
兵

衛
は
町
絵
師
で
も
風
俗
画
家
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
町
絵
師
の
風
俗
画
家
と
い
う
定
義
か
ら
、
二
重
の
意
味
で
遠
ざ
け
ら
れ

て
い
る
。
藤
懸
は
、﹁
又
兵
衛
浮
世
絵
元
祖
説
の
否
定
﹂
と
い
う
一
節
ま
で
設
け
て
、
執
拗
に
又
兵
衛
と
浮
世
絵
の
関
係
を
否
定
し
よ

う
と
す
る
が
、
又
兵
衛
の
﹁
芸
術
的
態
度
﹂
が
﹁
新
し
い
芸
術
観
に
立
っ
て
﹂
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
る︵

33
︶

。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し

た
新
し
い
芸
術
が
浮
世
絵
の
源
流
と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
藤
懸
が
意
識
し
て
い
る
町
絵
師
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
何
人
か
の
画
家
の
名
前
を
挙
げ
て
い

る
が
、
江
戸
で
は
菱
川
師
宣
が
そ
の
代
表
的
存
在
で
、
町
絵
師
の
中
か
ら
頭
角
を
現
し
、
独
自
の
様
式
を
作
り
上
げ
た
と
し
て
高
く
評

価
し
て
い
る︵

34
︶

。
京
坂
で
は
、
蒔
絵
師
源
三
郎
や
吉
田
半
兵
衛
の
名
を
挙
げ
る︵

35
︶

。
吉
田
半
兵
衛
は
、
西
鶴
の
挿
絵
を
手
が
け
た
こ
と
で
知

ら
れ
、
延
宝
︵
一
六
七
三
～
八
一
︶
頃
か
ら
そ
の
名
が
み
え
る
。
藤
懸
は
﹃
寛
闊
平
家
物
語
﹄
を
引
用
し
つ
つ
、
吉
田
半
兵
衛
が
庄
五

郎
な
る
人
物
の
流
れ
を
引
く
絵
師
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
京
阪
に
お
け
る
町
絵
師
の
一
流
派
と
み
な
し
て
い
る︵

36
︶

。
こ
う
し
た
町
絵
師
た

ち
が
浮
世
絵
を
作
り
上
げ
た
と
す
る
の
だ
が
、
彼
ら
は
﹁
自
由
競
争
に
よ
っ
て
独
自
的
画
風
を
立
て
て
新
風
俗
画
を
作
っ
た
の
で
﹂
あ
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り
、﹁
慶
長
、
寛
永
期
の
正
系
派
の
画
風
を
継
承
し
て
変
化
さ
せ
た
の
で
は
な
い
﹂
と
、
正
系
画
派
と
町
絵
師
の
断
絶
を
強
調
す
る︵

37
︶

。

一
方
で
藤
懸
は
、
そ
う
し
た
主
張
が
現
実
的
で
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
の
か
、﹁
町
絵
と
雖
も
旧
来
の
画
法
の
影
響
を
う
け
て
い

る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
ま
た
優
逸
し
た
る
作
家
は
古
法
の
研
究
を
ゆ
る
か
せ
に
し
な
い
か
ら
、
町
絵
師
で
も
正
系
派
の
画
法
を
摂
取

し
て
い
る
﹂
と
先
ほ
ど
と
矛
盾
し
た
こ
と
も
述
べ
て
い
る︵

38
︶

。
そ
れ
で
も
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
で
あ
る
藤
懸
の
主
張
は
、
世
間
で
受
け

入
れ
ら
れ
た
。
以
後
浮
世
絵
史
の
叙
述
に
お
い
て
、
又
兵
衛
へ
の
言
及
は
な
く
な
っ
て
い
き
、
菱
川
師
宣
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
る
こ
と

と
な
る︵

39
︶

。

三

く
り
返
し
に
な
る
が
、
ど
ち
ら
の
主
張
が
正
し
い
か
を
こ
こ
で
問
題
に
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
浮
世
絵
と
は
何

か
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
な
ど
と
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
問
題

と
な
る
の
は
、
又
兵
衛
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
又
兵
衛
が
浮
世
絵
の
祖
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題

は
、
又
兵
衛
が
時
様
の
風
俗
画
を
描
い
た
か
ど
う
か
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
実
際
、
春
山
武
松
も
、
藤
懸

静
也
も
、
近
世
初
期
風
俗
画
の
遺
品
に
又
兵
衛
の
作
品
が
あ
る
か
ど
う
か
に
論
争
の
主
眼
を
置
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
春

山
は
、﹁
又
兵
衛
の
画
風
が
菱
川
師
宣
や
英
一
蝶
に
影
響
を
与
え
て
﹂
い
た
か
を
ど
う
か
問
題
に
し
て
い
た︵

40
︶

。
ま
た
、
藤
懸
は
、
又
兵

衛
が
風
俗
画
を
描
い
て
い
な
い
と
言
い
な
が
ら
も
、
町
絵
師
た
ち
が
﹁
慶
長
、
寛
永
期
の
正
系
派
の
画
風
を
継
承
し
て
変
化
さ
せ
た
の

で
は
な
い
﹂
と
力
説
す
る
必
要
が
あ
っ
た︵

41
︶

。
そ
れ
は
、
慶
長
・
寛
永
期
に
風
俗
画
を
描
い
た
の
が
又
兵
衛
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
認
識

が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
又
兵
衛
が
時
様
の
風
俗
画
を
描
い
た
か
ど
う
か
だ
け
で
は
、
又
兵
衛
が
浮
世
絵
の
祖
か
ど
う
か
を
決
め
ら

れ
な
い
と
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
も
う
一
つ
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
又
兵
衛
が
風
俗
画
を
描
い
た
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な

く
、
又
兵
衛
に
は
新
し
い
﹁
芸
術
的
態
度
﹂
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
点
で
他
の
画
家
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
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そ
れ
が
後
世
の
画
家
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
両
者
と
も
に
、
又
兵
衛
が
浮
世
絵
そ
の
も
の
を

描
い
た
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
又
兵
衛
が
浮
世
絵
に
絵
画
上
の
影
響
を
与
え
た
の
か
ど
う
か
、
こ
の
点
が
浮
世
絵
の
源
流
に

つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
重
要
な
要
素
と
考
え
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
春
山
は
図
様
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
、
藤
懸
は
様
式
の
断
絶

を
強
く
主
張
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

又
兵
衛
の
後
世
の
画
家
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
、
春
山
は
、
師
宣
や
一
蝶
が
又
兵
衛
の
画
風
を
学
ん
だ
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

が
、
実
際
に
彼
ら
が
又
兵
衛
作
品
を
実
見
で
き
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
又
兵
衛
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
大
名
家
に
伝

来
し
て
お
り
、
町
絵
師
で
あ
る
彼
ら
が
実
物
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
一
蝶
の

時
代
に
知
ら
れ
て
い
た
又
兵
衛
作
品
は
、
現
在
で
は
又
兵
衛
筆
と
は
考
え
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
師
宣
や
一
蝶
の
時
代
と
又
兵
衛
の
時

代
と
で
は
時
間
的
に
も
隔
た
り
が
あ
り
、
直
接
的
な
影
響
は
限
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
又
兵
衛
の
在
世
時
、
あ
る
い
は
没

後
間
も
な
い
頃
に
も
、
浮
世
を
題
材
と
し
た
町
絵
師
た
ち
は
存
在
し
た
。
藤
懸
の
言
う
師
宣
以
前
の
画
家
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
と
又
兵

衛
と
の
間
に
関
係
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

又
兵
衛
の
後
世
へ
の
影
響
を
考
え
る
上
で
重
要
な
人
物
と
し
て
、
阿
美
古
理
恵
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
野
々
口
︵
雛
屋
︶
立
圃
が

挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
松
永
貞
徳
門
下
の
俳
諧
師
と
し
て
も
著
名
だ
が
、
絵
師
と
し
て
も
活
動
し
た
。
こ
の
立
圃
の
絵
に
、
又
兵
衛
の
影

響
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
野
々
口
立
圃
自
画
賛
﹁
人
麿
・
貫
之
図
﹂ ︵
個
人
蔵
︶ 

は
、
水
墨
の
略
画
風
描
写
で
立
ち
姿
の
柿

本
人
麻
呂
と
紀
貫
之
を
描
く
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
略
筆
の
描
写
や
、
立
ち
姿
で
あ
る
事
、
ま
た
人
麿
を
白
、
貫
之
を
黒
と

対
比
的
に
描
く
点
が
、
岩
佐
又
兵
衛
筆
﹁
人
麿
・
貫
之
図
﹂ ︵
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
蔵
︶ 

と
の
類
似
性
を
有
す
る
と
い
う︵

42
︶

。
確
か
に
、
歌
仙
と

し
て
崇
め
ら
れ
る
人
麿
や
貫
之
を
日
常
的
な
立
ち
姿
で
、
し
か
も
略
画
風
に
描
く
と
い
う
の
は
、
伝
統
的
な
歌
仙
図
の
世
界
に
は
な

か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
又
兵
衛
の
影
響
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
肉
筆
作
品
だ
け
で
な
く
、
立
圃
は
版
本
の
挿
絵
も
多

く
手
掛
け
て
い
る
。
こ
の
う
ち
寛
文
元
年
︵
一
六
六
一
︶
に
上
方
で
刊
行
さ
れ
た
野
々
口
立
圃
画
﹃
お
さ
な
源
氏
﹄
の
挿
絵
は
、
立
圃



岩
佐
又
兵
衛
と
浮
世
絵

四
一

が
承
応
三
年
︵
一
六
五
四
︶
に
制
作
し
た
﹃
十
帖
源
氏
﹄
の
挿
絵
の
多
く
を
流
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る︵

43
︶

。
こ
の

﹃
お
さ
な
源
氏
﹄
＝
﹃
十
帖
源
氏
﹄
の
挿
絵
の
う
ち
、
例
え
ば
﹁
真
木
柱
﹂
の
場
面
で
は
、
髭
黒
大
将
の
妻
が
夫
に
火
取
り
を
灰
ご
と

投
げ
つ
け
る
。
こ
の
時
、
妻
は
片
膝
を
立
て
、
右
手
を
振
り
上
げ
て
、
向
か
っ
て
左
に
座
る
夫
に
向
か
っ
て
灰
を
投
げ
つ
け
る
姿
で
描

か
れ
る
。
こ
の
表
現
が
、
実
は
岩
佐
勝
友
筆
﹁
源
氏
物
語
図
屏
風
﹂︵
出
光
美
術
館
蔵
︶
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
岩
佐
勝
友
に
つ

い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
か
は
っ
き
り
と
は
分
か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
岩
佐
姓
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
又
兵
衛
が
﹁
勝

以
﹂
と
名
乗
っ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
人
物
も
勝
の
字
を
名
前
に
冠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
親
族
ま
た
は
弟
子
筋
の
一
人
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う︵

44
︶

。
様
式
上
も
、
豊
頬
長
頤
と
呼
ば
れ
る
顔
貌
や
、
手
足
の
先
を
翻
す
よ
う
な
躍
動
的
な
人
物
描
写
が
見
ら
れ
、
又
兵
衛
様

式
を
受
け
継
い
だ
画
家
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
岩
佐
派
の
作
風
を
立
圃
は
受
け
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

野
々
口
立
圃
の
﹃
お
さ
な
源
氏
﹄
は
、
寛
文
十
二
年
︵
一
六
七
二
︶
に
江
戸
で
も
刊
行
さ
れ
る
。
こ
の
江
戸
版
﹃
お
さ
な
源
氏
﹄
に

絵
師
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
挿
絵
は
菱
川
師
宣
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る︵

45
︶

。
そ
し
て
、
江
戸
版
﹃
お
さ
な

源
氏
﹄
の
挿
絵
は
、
立
圃
に
よ
る
上
方
版
﹃
お
さ
な
源
氏
﹄
の
図
柄
を
、
一
部
改
変
を
加
え
な
が
ら
も
踏
襲
し
て
い
る
。
先
ほ
ど
の

﹁
真
木
柱
﹂
の
場
面
を
見
る
と
、
わ
き
役
と
な
る
女
房
な
ど
の
描
写
は
異
な
る
も
の
の
、
ひ
げ
黒
大
将
と
、
灰
を
投
げ
つ
け
る
妻
の
姿

は
、
同
じ
図
様
に
描
か
れ
て
い
る︵

46
︶

。
つ
ま
り
、
野
々
口
立
圃
を
介
し
て
、
岩
佐
派
と
菱
川
師
宣
は
図
像
の
上
で
の
つ
な
が
り
を
持
つ
こ

と
に
な
る
。

こ
の
場
面
の
よ
う
に
、
女
性
が
嫉
妬
の
感
情
を
む
き
出
し
に
し
、
火
取
り
を
投
げ
つ
け
る
よ
う
な
劇
的
な
姿
で
描
か
れ
る
こ
と
は
、

源
氏
物
語
の
絵
画
化
の
伝
統
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
な
源
氏
物
語
絵
画
に
お
い
て
は
、
女
性
の
感
情
は
抑
制
さ
れ
、
何

か
の
事
物
で
暗
示
さ
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
江
戸
時
代
初
期
に
活
動
し
た
土
佐
光
吉
︵
一
五
三
九
～
一
六
一
三
︶
の

﹁
源
氏
物
語
画
帖
﹂︵
京
都
国
立
博
物
館
蔵
︶
の
﹁
真
木
柱
﹂
の
場
面
で
は
、
女
性
は
火
取
り
を
手
に
持
つ
だ
け
で
あ
り
、
投
げ
つ
け
る

よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い︵

47
︶

。
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も
う
一
つ
別
の
場
面
を
見
て
み
た
い
。
阿
美
古
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
江
戸
版
﹃
お
さ
な
源
氏
﹄
の
﹁
夕
霧
﹂
の
挿
絵
は
、
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
上
方
版
﹃
お
さ
な
源
氏
﹄
の
﹁
夕
霧
﹂
の
挿
絵
を
引
き
写
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る︵

48
︶

。
そ
し
て
、
上
方
版
﹃
お
さ
な
源
氏
﹄

の
﹁
夕
霧
﹂
の
挿
絵
は
、﹃
十
帖
源
氏
﹄
の
﹁
花
宴
﹂
の
図
様
を
左
右
反
転
さ
せ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る︵

49
︶

。﹁
花
宴
﹂
は
、

主
人
公
の
光
源
氏
と
以
前
契
り
を
交
わ
し
た
朧
月
夜
が
再
会
す
る
場
面
だ
が
、﹃
十
帖
源
氏
﹄
で
は
源
氏
と
朧
月
夜
が
抱
き
合
う
よ
う

に
体
を
寄
せ
る
姿
が
描
か
れ
る
。
源
氏
と
朧
月
夜
が
体
を
寄
せ
る
図
様
は
、
や
は
り
勝
友
の
﹁
源
氏
物
語
図
屏
風
﹂
の
﹁
花
宴
﹂
の
場

面
に
も
描
か
れ
、
そ
の
流
れ
を
汲
む
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う︵

50
︶

。
そ
し
て
、
旧
金
谷
屏
風
の
一
図
で
あ
る
﹁
源
氏
物
語
　
花
宴
図
﹂

︵
所
在
不
明
︶
に
は
、
源
氏
が
朧
月
夜
を
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
し
て
体
を
寄
せ
る
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
図
様
の
源
流
が
又

兵
衛
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る︵

51
︶

。
先
ほ
ど
の
土
佐
光
吉
の
﹁
源
氏
物
語
画
帖
﹂
を
見
る
と
、﹁
花
宴
﹂
の
場
面
で
は
、
源
氏
と
朧
月
夜
の

間
に
は
距
離
が
あ
り
、
源
氏
は
朧
月
夜
を
眺
め
る
だ
け
で
あ
る︵

52
︶

。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
後
の
展
開
を
暗
示
す
る
に
と
ど
め
る
の
が
、
伝

統
的
な
源
氏
絵
の
手
法
で
あ
り
、
又
兵
衛
の
よ
う
に
源
氏
が
女
性
に
抱
き
付
く
と
い
う
好
色
な
姿
で
描
か
れ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
以

前
の
源
氏
物
語
絵
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
奥
床
し
さ
や
上
品
さ
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
物
語
の
劇
的
な
場
面
を
直
接

的
に
描
写
す
る
、
動
的
で
分
か
り
や
す
い
表
現
の
追
求
こ
そ
、
又
兵
衛
の
特
徴
で
あ
り
、﹁
新
し
い
芸
術
観
に
立
﹂
つ
と
評
価
さ
れ
た

所
以
で
あ
る︵

53
︶

。
立
圃
や
師
宣
と
い
う
版
本
挿
絵
の
絵
師
た
ち
が
採
用
し
た
の
は
、
こ
の
又
兵
衛
の
直
接
的
で
劇
的
な
表
現
で
あ
っ
た
。

又
兵
衛
と
師
宣
は
、
勝
友
や
立
圃
を
通
じ
て
絵
画
上
の
繋
が
り
を
指
摘
で
き
る
関
係
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
単
に
同
じ
図
様

を
共
有
す
る
と
い
う
繋
が
り
で
は
な
い
。
あ
る
題
材
を
絵
画
化
す
る
際
の
手
法
、
す
な
わ
ち
、
見
る
も
の
が
場
面
を
理
解
し
や
す
く
、

よ
り
興
味
深
く
感
じ
る
よ
う
な
画
面
を
作
ろ
う
と
す
る
意
識
に
お
い
て
、
共
通
点
を
持
つ
の
で
あ
る
。

な
お
、
師
宣
自
身
が
、
又
兵
衛
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
が
、
立
圃
の
こ
と
は
よ
く
知
っ
て
い
た
可
能

性
が
高
い
。
と
い
う
の
も
師
宣
は
俳
諧
師
高
井
立
志
の
次
男
立
詠
︵
二
代
立
志
︶
の
門
弟
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る︵

54
︶

。
こ
の
高
井
立
志
が
野
々
口
立
圃
の
弟
子
で
あ
っ
た
か
ら
、
立
圃
と
師
宣
は
俳
諧
に
お
い
て
は
同
じ
系
列
に
属
し
て
い
る
こ
と
に
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な
る︵

55
︶

。
と
す
れ
ば
、
師
宣
は
俳
諧
の
先
達
で
あ
る
立
圃
か
ら
意
識
的
に
図
様
の
継
承
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
阿
美
古
氏
に
よ
れ
ば
、
師
宣
が
学
習
し
た
の
は
岩
佐
派
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
。
例
え
ば
天
和
二
年
︵
一
六
八
二
︶
刊

行
の
菱
川
師
宣
画
﹃
屏
風
掛
物
絵
尽
﹄︵
菱
川
師
宣
記
念
館
蔵
︶
に
は
、﹁
よ
し
つ
ね
む
れ
高
松
﹂
の
図
が
収
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
狩

野
探
幽
筆
﹁
牟
礼
高
松
図
﹂︵
徳
川
記
念
財
団
蔵
︶
の
図
像
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
、
探
幽
画
あ
る
い
は
そ
の
写
し
を
学
習
し
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る︵

56
︶

。
ま
た
、
同
じ
く
天
和
二
年
の
菱
川
師
宣
画
﹃
団
扇
絵
づ
く
し
﹄
序
文
に
は
、﹁
長
谷
川
土
佐
筆
を
つ
く
し
た
る
絵

あ
り
・
・︵
中
略
︶・
・
是
に
も
と
つ
い
て
菱
川
の
工
夫
に
た
よ
り
、
絵
書
て
出
し
ぬ
﹂
と
あ
っ
て
、
師
宣
自
身
は
土
佐
派
や
長
谷
川
派

を
学
習
し
た
こ
と
を
標
榜
し
て
い
る︵

57
︶

。
さ
ら
に
、
晩
年
の
師
宣
作
品
で
あ
る
﹁
源
氏
物
語
　
帚
木
図
﹂︵
個
人
蔵
︶
の
図
様
は
、
土
佐

派
に
よ
る
﹁
源
氏
物
語
団
扇
画
帖
﹂
な
ど
の
作
品
を
作
画
の
参
考
に
し
て
い
る
と
い
う︵

58
︶

。
土
佐
派
や
狩
野
派
等
の
伝
統
画
派
の
画
風
を

も
参
照
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
画
派
の
作
風
の
摂
取
を
誇
示
す
る
師
宣
の
態
度
は︵

59
︶

、
自
身
を
よ
り
高
尚

な
画
家
と
し
て
見
せ
よ
う
と
す
る
師
宣
の
意
識
と
無
縁
で
は
な
い
。
師
宣
が
自
身
の
作
品
の
署
名
に
﹁
日
本
絵
師
﹂﹁
大
和
絵
師
﹂
な

ど
の
呼
称
を
用
い
、﹁
浮
世
絵
師
﹂
の
肩
書
を
使
用
し
な
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
阿
美
古
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
師

宣
は
当
世
風
俗
画
や
枕
絵
を
描
く
絵
師
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
の
で
あ
ろ
う︵

60
︶

。
一
方
師
宣
は
、
自
身
が
岩
佐
派
の
系
譜
に
連
な

る
こ
と
、
あ
る
い
は
岩
佐
派
の
図
様
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
を
言
明
す
る
こ
と
は
な
く
、
直
接
影
響
を
受
け
た
立
圃
に
つ
い
て
も
言
及

し
て
い
な
い
。
意
識
的
な
差
異
化
で
あ
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
が
、
土
佐
派
な
ど
の
伝
統
的
な
画
派
と
扱
い
に
差
を
設
け
て
い
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

立
圃
か
ら
影
響
を
受
け
た
作
品
は
、
源
氏
を
主
題
と
す
る
伝
統
画
題
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
見
区
別
を
つ
け
る
必
要
が
な
い
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
受
容
層
を
考
慮
し
た
時
、
そ
こ
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
例
え
ば
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
菱
川
師
宣
筆
﹁
源

氏
物
語
　
帚
木
図
﹂
は
、
賛
の
書
体
や
使
用
さ
れ
た
上
質
な
材
料
な
ど
か
ら
、
高
位
の
人
物
の
た
め
に
特
別
に
仕
立
て
た
作
品
と
考
え

ら
れ
る
と
い
う︵

61
︶

。
つ
ま
り
、
名
声
が
高
ま
っ
て
か
ら
の
師
宣
は
、
高
位
の
人
物
向
け
に
上
品
な
作
風
の
土
佐
派
の
図
様
を
引
用
し
て
源
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氏
絵
と
し
て
提
供
し
、
伝
統
的
な
画
風
を
手
が
け
る
絵
師
と
し
て
の
姿
を
示
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る︵

62
︶

。
実
際
、
こ
れ
以
外
に

も
、
大
名
家
の
注
文
に
応
え
て
、
土
佐
派
の
画
風
を
意
識
的
に
用
い
た
伊
勢
物
語
絵
の
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る︵

63
︶

。
一
方
、
立
圃
の
図

様
を
転
用
し
た
江
戸
版
﹃
お
さ
な
源
氏
﹄
は
、
ま
だ
無
名
に
近
い
頃
の
師
宣
が
、
庶
民
向
け
の
作
品
と
し
て
手
掛
け
た
も
の
で
あ
る︵

64
︶

。

師
宣
は
、
庶
民
向
け
に
は
、
岩
佐
派
か
ら
立
圃
ら
貞
門
俳
諧
師
に
受
け
継
が
れ
た
卑
俗
な
源
氏
絵
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ

の
貞
門
俳
諧
師
た
ち
は
、
文
学
の
世
界
に
お
い
て
も
、
古
典
を
本
歌
と
し
つ
つ
滑
稽
味
を
加
味
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
行
っ
て
お
り
、

そ
の
価
値
観
を
師
宣
は
共
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う︵

65
︶

。
庶
民
向
け
版
本
に
は
、
こ
う
し
た
卑
俗
さ
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
師

宣
も
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
師
宣
は
、
単
に
古
典
を
卑
俗
化
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
天
和
二
年
︵
一
六
八
二
︶
刊
﹃
岩
木
絵
つ
く
し
﹄︵
大
英
博

物
館
蔵
︶
の
序
文
に
、﹁
古
伝
に
菱
川
一
流
の
当
風
を
書
加
え
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
師
宣
は
古
典
画
題
の
作
品
に
﹁
当
風
﹂
を
加
味
す

る
こ
と
で
、
新
た
な
画
風
を
切
り
開
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る︵

66
︶

。
こ
の
当
風
は
、
ま
ず
は
古
典
画
題
の
卑
俗
化
、
す
な
わ
ち
伝
統
的
な
表

現
に
は
な
か
っ
た
直
接
的
な
感
情
表
現
や
、
躍
動
感
あ
る
登
場
人
物
の
姿
な
ど
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
次
の
段
階
と
し

て
、
師
宣
は
、
登
場
人
物
の
一
部
、
特
に
女
性
を
当
世
風
の
出
で
立
ち
で
表
現
し
た
。
こ
れ
に
は
、
当
時
の
演
劇
の
世
界
で
登
場
人
物

の
一
部
が
当
世
風
の
装
い
で
登
場
し
た
こ
と
の
影
響
が
あ
る
と
い
う︵

67
︶

。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
当
世
風
の
人
物
図
か
ら
古
典
的
な
題
材

を
連
想
す
る
見
立
て
の
趣
向
の
流
行
が
生
み
出
さ
れ
た
と
さ
れ
る︵

68
︶

。
こ
う
し
た
趣
向
が
後
の
浮
世
絵
の
定
型
的
表
現
と
な
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
師
宣
が
そ
の
流
れ
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
流
れ
の

源
流
に
あ
る
の
が
、
岩
佐
派
に
よ
る
古
典
の
卑
俗
化
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
又
兵
衛
及
び
岩
佐
派
と
師
宣
は
、
野
々
口
立
圃
と
い
う
貞
門
俳
諧
師
を
通
じ
て
絵
画
上
の
繋
が
り
を
持
つ
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
そ
し
て
立
圃
ら
は
、
文
学
の
世
界
で
古
典
の
卑
俗
化
を
行
っ
て
お
り
、
絵
画
の
世
界
で
古
典
画
題
の
卑
俗
化
を
行
っ
た

又
兵
衛
と
の
思
想
的
な
親
近
性
が
見
ら
れ
た
。
一
方
、
師
宣
は
、
様
々
な
流
派
の
作
品
を
参
照
し
た
が
、
手
が
け
る
作
品
に
よ
っ
て
、
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参
考
と
す
る
流
派
を
使
い
分
け
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
庶
民
向
け
の
版
本
に
用
い
た
の
が
、
又
兵
衛

－

立
圃
と
受
け
継
が
れ
た
古
典
の

卑
俗
化
の
手
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
流
れ
を
さ
ら
に
推
し
進
め
て
、
当
世
風
の
要
素
を
加
え
て
広
く
我
々
が
認
識
す
る
よ
う
な
浮
世
絵
の

様
式
を
作
り
上
げ
た
の
が
師
宣
で
あ
っ
た
。
又
兵
衛
か
ら
師
宣
へ
と
つ
な
が
る
流
れ
は
、
実
態
と
し
て
は
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と

が
出
来
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

又
兵
衛
と
浮
世
絵
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
又
兵
衛
が
風
俗
画
を
描
い
た
か
ど
う
か
に
注
目
が
集
ま
っ
て
お
り
、
古
典
画

題
の
作
品
に
は
あ
ま
り
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
風
俗
画
そ
の
も
の
は
、
他
の
流
派
の
絵
師
た
ち

も
手
掛
け
て
お
り
、
風
俗
画
を
描
い
た
か
ど
う
か
だ
け
を
も
っ
て
、
又
兵
衛
と
浮
世
絵
と
の
関
係
を
議
論
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま

た
、
又
兵
衛
の
風
俗
画
作
品
は
、
確
か
に
動
的
な
表
現
と
過
剰
な
装
飾
に
よ
っ
て
、
他
の
風
俗
画
と
は
一
線
を
画
す
が
、
点
数
が
限
ら

れ
て
い
る
上
に
、
後
世
の
風
俗
画
に
又
兵
衛
の
様
式
が
与
え
た
影
響
も
限
定
的
で
あ
る
。
一
方
で
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
又
兵

衛
が
古
典
画
題
作
品
に
用
い
た
卑
俗
化
の
手
法
は
、
立
圃
―
師
宣
と
連
な
る
庶
民
向
け
版
本
の
世
界
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。
む
し

ろ
こ
ち
ら
の
流
れ
の
ほ
う
が
、
又
兵
衛
と
浮
世
絵
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
上
で
重
要
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
こ
う
し
た
流
れ
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
又
兵
衛
と
浮
世
絵
を
結
び
付
け
る
伝
承
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
近
代
以
降
の
又
兵
衛
と
浮
世
絵
に
関
す
る
議
論
を
見
る
と
、
又
兵
衛
が
風
俗
画
を
描
い
た
か
ど
う
か
に
焦
点
が
当
た
っ
て
い

た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
当
世
風
の
風
俗
画
の
イ
メ
ー
ジ
／
図
像
こ
そ
が
、
当
世
風
の
風
俗
を
描
く
浮
世
絵
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と

に
よ
る
。
一
方
、
江
戸
時
代
の
又
兵
衛
伝
承
は
、
多
く
が
浮
世
又
兵
衛
と
い
う
言
葉
か
ら
想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
、
浮
世
絵
と
の
関
係
を

語
り
、
そ
う
し
て
出
来
た
伝
承
が
微
妙
に
変
化
し
つ
つ
受
け
継
が
れ
て
、
ま
た
別
の
又
兵
衛
伝
承
が
作
ら
れ
て
い
く
と
い
う
、
言
葉
の

連
鎖
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
こ
こ
で
、
問
題
と
な
る
の
は
、
浮
世
︵
憂
世
︶
又
兵
衛
と
い
う
言
い
回
し
で
あ
る
。
先
に
述
べ
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た
よ
う
に
、
浮
世
に
は
当
世
風
や
好
色
な
ど
の
意
味
が
存
在
し
た
が
、
穎
原
退
蔵
の
挙
げ
た
用
例
で
は
、﹁
浮
世
尼
﹂
や
﹁
浮
世
茶

人
﹂、﹁
浮
世
医
者
﹂
な
ど
の
言
葉
が
存
在
し
た︵

69
︶

。
そ
の
言
葉
の
裏
に
は
、
本
来
浮
世
と
は
縁
遠
い
は
ず
の
高
尚
な
存
在
が
、
浮
世
と
結

び
つ
く
こ
と
の
面
白
さ
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
﹃
遠
碧
軒
記
﹄
に
は
、﹁
憂
世
又
兵
衛
は
荒
木
摂
津
守
の
子
に
て

有
之
﹂
と
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
浮
世
︵
憂
世
︶
又
兵
衛
と
い
う
言
葉
も
、
荒
木
家
と
い
う
高
位
の
家
柄
出
身
の
又
兵
衛
が
、
浮
世

︵
憂
世
︶
と
結
び
つ
く
こ
と
の
対
比
の
妙
味
を
言
外
に
含
ん
で
い
る
。
そ
の
後
の
又
兵
衛
伝
承
の
多
く
が
荒
木
村
重
と
の
つ
な
が
り
を

枕
詞
の
よ
う
に
繰
り
返
す
の
も
、
同
様
の
興
味
関
心
か
ら
来
る
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
又
兵
衛
が
実
際
に
果
た
し
た
役
割
と
無
縁

で
は
な
い
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
実
態
と
し
て
は
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
突
然
伝
承
が
生
じ
た
わ
け
で
は
な
く
、
絵
画
上
の

繋
が
り
が
又
兵
衛
と
浮
世
絵
と
の
間
に
存
在
し
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
の
直
接
的
な
連
関
で
は
な
く
、
古
典
の
卑
俗
化
と
い

う
、
イ
メ
ー
ジ
が
生
成
さ
れ
る
過
程
に
お
け
る
意
識
に
対
す
る
作
用
の
機
序
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
継
承
の

実
態
に
お
け
る
古
典
と
卑
俗
さ
の
結
び
つ
き
と
、
伝
承
に
お
け
る
浮
世
と
い
う
言
葉
と
又
兵
衛
の
出
自
の
結
び
つ
き
は
、
同
一
の
心
的

働
き
に
基
づ
い
て
い
る
。
雅
な
も
の
と
俗
な
も
の
が
、
又
兵
衛
作
品
に
お
い
て
は
同
居
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
又
兵
衛

に
関
す
る
言
説
に
お
い
て
も
、
高
貴
さ
と
卑
俗
さ
を
並
列
さ
せ
る
言
い
回
し
が
用
い
ら
れ
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
浮

世
︵
憂
世
︶
又
兵
衛
と
い
う
言
葉
に
は
、
イ
メ
ー
ジ
と
伝
承
の
両
面
に
お
い
て
、
雅
と
俗
の
両
義
的
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註

 

︵
1
︶　
鈴
木
廣
之
﹁
伝
説
と
古
典
﹂︵﹃
山
根
有
三
先
生
古
稀
記
念
論
集
　
日
本
絵
画
史
の
研
究
﹄、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
︶、
同

｢

異
論
・
岩
佐
又
兵
衛

浮
世
絵
開
祖
説
﹂﹃
肉
筆
浮
世
絵
大
観
六
　
麻
布
美
術
工
芸
館
﹄︵
講
談
社
、
一
九
九
五
年
︶、
砂
川
幸
雄
﹃
浮
世
絵
師
又
兵
衛
は
な
ぜ
消
さ
れ
た
か
﹄︵
草
思

社
、
一
九
九
五
年
︶、
岸
文
和
﹁
浮
世
又
兵
衛
は
い
か
に
し
て
伝
説
と
な
っ
た
か
―
﹃
傾
城
反
魂
香
﹄
と
﹃
風
流
鏡
が
池
﹄
を
中
心
に
―
﹂
近
畿
大
学
日
本



岩
佐
又
兵
衛
と
浮
世
絵

四
七

研
究
所
編
﹃﹁
脱
﹂
の
世
界
―
正
常
と
い
う
虚
構
―
﹄︵
風
媒
社
、
二
〇
〇
七
年
︶、
拙
稿
﹁︿
名
付
け
﹀
と
近
代
―
〝
浮
世
又
兵
衛
〟
伝
承
の
解
体
過
程
の
研

究
―
﹂︵﹃
平
成
十
六
～
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
　
仏
像
制
作
者
の
伝
承
と
﹁
名
付
け
﹂
を
め
ぐ
る
研
究
﹄
研
究
代
表
者
・
根
立
研
介
、
二
〇
〇
七

年
︶
等
。

 

︵
2
︶　
砂
川
、
前
掲
書
。
そ
こ
に
は
庶
民
と
貴
族
と
い
っ
た
階
層
的
な
問
題
や
、
江
戸
︵
東
京
︶
と
京
都
と
い
っ
た
地
域
的
な
差
異
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。

 

︵
3
︶　﹃
日
本
随
筆
大
成 

第
一
期 

第
十
巻 

新
装
版
﹄︵
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
︶。

 

︵
4
︶　
翻
刻
は
、
辻
惟
雄
・
佐
藤
康
宏
編
﹃
岩
佐
又
兵
衛
全
集
　
研
究
篇
﹄︵
藝
華
書
院
、
二
〇
一
三
年
︶
二
六
三
頁
。

 

︵
5
︶　
阿
美
古
理
恵
﹃
菱
川
師
宣
―
古
風
と
当
風
を
描
く
絵
師
―
﹄
藝
華
書
院
、
二
〇
二
〇
年
︶
一
七
五
～
一
七
九
頁
。

 

︵
6
︶　
岸
文
和
﹁
浮
世
又
兵
衛
は
い
か
に
し
て
伝
説
と
な
っ
た
か
―
﹃
傾
城
反
魂
香
﹄
と
﹃
風
流
鏡
が
池
﹄
を
中
心
に
―
﹂
近
畿
大
学
日
本
研
究
所
編
﹃﹁
脱
﹂

の
世
界
―
正
常
と
い
う
虚
構
―
﹄︵
風
媒
社
、
愛
知
、
二
〇
〇
七
年
︶
八
～
四
十
一
頁
。

 

︵
7
︶　
同
前
、
十
三
頁
。

 

︵
8
︶　
阿
美
古
、
前
掲
書
、
八
～
十
一
頁
。

 

︵
9
︶　
岸
、
前
掲
書
、
十
三
頁
。

 

︵
10
︶　
同
前
。

 

︵
11
︶　
潁
原
退
蔵
﹁﹁
う
き
世
﹂
名
義
考
―
浮
世
草
子
に
関
す
る
一
考
察
﹂﹃
穎
原
退
蔵
著
作
集
第
十
七
巻
　
近
世
小
説
一
﹄︵
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
︶。

初
出
は
一
九
三
七
年
。

 

︵
12
︶　
同
前
、
一
八
三
・
一
八
四
頁
。

 

︵
13
︶　
埼
玉
・
仙
波
東
照
宮
所
蔵
﹁
三
十
六
歌
仙
扁
額
﹂
に
記
さ
れ
て
い
る
。

 

︵
14
︶　
岸
、
前
掲
書
。

 

︵
15
︶　
岸
、
前
掲
書
、
二
十
二
・
二
十
三
頁
。

 

︵
16
︶　
中
嶋
修
﹁
浮
世
絵
類
考
　
成
立
・
変
遷
史
の
研
究
﹂︵﹃
太
田
記
念
美
術
館
論
集
﹄
二
、
二
〇
〇
四
年
︶。

 

︵
17
︶　
同
前
。

 

︵
18
︶　
国
会
図
書
館
本
に
よ
っ
た
。

 

︵
19
︶　
同
前
。
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八

 
︵
20
︶　
潁
原
、
前
掲
書
、
一
九
〇
頁
。

 
︵
21
︶　
同
前
。

 

︵
22
︶　﹃
伝
説
の
浮
世
絵
開
祖
　
岩
佐
又
兵
衛
﹄︵
千
葉
市
美
術
館
、
二
〇
〇
四
年
︶
一
九
一
頁

 

︵
23
︶　
砂
川
、
前
掲
書
等
参
照
。

 

︵
24
︶　
春
山
武
松
﹁
又
兵
衛
論
争
の
渦
中
へ
﹂︵﹃
大
塚
博
士
還
暦
記
念
美
学
及
芸
術
史
研
究
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
三
一
年
︶
一
五
九
頁
。

 

︵
25
︶　
同
前
、
一
六
八
・
一
六
九
頁
。

 

︵
26
︶　
藤
懸
静
也
﹃
浮
世
絵
の
研
究
　
上
﹄︵
雄
山
閣
、
一
九
四
三
年
︶
一
～
一
一
五
頁
。

 

︵
27
︶　
同
前
、
一
〇
八
・
一
〇
九
頁
。
以
下
、
同
書
の
引
用
に
際
し
て
は
、
旧
字
を
新
字
に
改
め
た
。

 

︵
28
︶　
同
前
、
一
一
一
頁
。

 

︵
29
︶　
同
前
、
一
一
二
・
一
一
三
頁
。

 

︵
30
︶　
同
前
、
一
一
四
頁
。

 

︵
31
︶　
同
前
、
二
十
五
頁
。

 

︵
32
︶　
同
前
、
二
十
四
頁
。

 

︵
33
︶　
同
前
。

 

︵
34
︶　
同
前
、
九
十
七
頁
。

 

︵
35
︶　
同
前
。

 

︵
36
︶　
同
前
、
九
十
七
・
九
十
八
頁
。

 

︵
37
︶　
同
前
、
九
十
八
頁
。

 

︵
38
︶　
同
前
、
九
十
九
頁
。

 

︵
39
︶　
先
に
述
べ
た
通
り
、
藤
懸
自
身
は
師
宣
が
浮
世
絵
の
祖
で
あ
る
と
は
主
張
し
て
お
ら
ず
、
浮
世
絵
草
創
期
に
最
も
活
躍
し
、
浮
世
絵
の
様
式
を
確
立
し

た
画
家
と
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
後
世
の
人
々
が
、
微
妙
な
意
味
合
い
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
浮
世
絵
の
初
期
に
活
躍
し
た
師
宣
を
浮

世
絵
の
祖
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

 

︵
40
︶　
春
山
、
前
掲
書
。
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︵
41
︶　
藤
懸
、
前
掲
書
、
九
十
八
頁
。

 
︵
42
︶　
阿
美
古
理
恵
﹃
菱
川
師
宣
―
古
風
と
当
風
を
描
く
絵
師
―
﹄︵
藝
華
書
院
、
二
〇
二
〇
年
︶
八
十
一
頁
。

 

︵
43
︶　
同
前
、
八
十
二
頁
。
渡
辺
守
邦
﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
　
第
六
巻
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年
︶。

 

︵
44
︶　
福
井
で
活
動
し
た
又
兵
衛
の
息
子
は
、
勝
重
と
名
乗
っ
て
い
た
。

 

︵
45
︶　
田
辺
昌
子
﹁
江
戸
の
源
氏
絵
－
初
期
絵
入
本
か
ら
浮
世
絵
へ
﹂︵﹃︿
み
や
び
﹀
異
説
－
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
い
う
文
化
﹄
森
話
社
、
一
九
九
七
年
︶、
清
水

婦
久
子
﹃
源
氏
物
語
版
本
の
研
究
﹄︵
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
年
︶、
阿
美
古
、
前
掲
書
、
八
十
二
～
八
十
四
頁
。

 

︵
46
︶　
同
前
、
八
十
六
頁
。

 

︵
47
︶　
同
前
。

 

︵
48
︶　
阿
美
古
、
前
掲
書
、
八
十
九
頁
。

 

︵
49
︶　
同
前
。

 

︵
50
︶　
同
前
。

 

︵
51
︶　
同
前
。

 

︵
52
︶　
同
前
。

 

︵
53
︶　
藤
懸
、
前
掲
書
、
二
十
四
頁
。

 

︵
54
︶　
佐
藤
悟
﹁
菱
川
師
宣
の
再
検
討
﹂︵﹃
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
研
究
紀
要
﹄
四
、
一
九
九
一
年
︶
四
十
七
頁
。

 

︵
55
︶　
阿
美
古
、
前
掲
書
、
六
十
六
頁
。

 

︵
56
︶　
同
前
、
七
十
二
頁
。

 

︵
57
︶　
同
前
、
五
十
九
頁
。

 

︵
58
︶　
同
前
、
九
十
六
・
九
十
七
頁
。

 

︵
59
︶　
画
中
画
と
し
て
狩
野
探
幽
の
署
名
入
り
の
屏
風
を
挿
入
し
た
作
品
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
内
田
欽
三
﹁
解
説
﹂﹃
肉
筆
浮
世
絵
大
観
　
八
　
ニ
ュ
ー

オ
ー
タ
ニ
美
術
館
﹄︵
講
談
社
、
一
九
九
五
年
︶
一
八
〇
～
一
八
二
頁
。

 

︵
60
︶　
阿
美
古
、
前
掲
書
、
五
十
六
頁
。

 

︵
61
︶　
同
前
、
九
十
八
頁
。
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五
〇

 
︵
62
︶　
同
前
。

 
︵
63
︶　
同
前
。

 

︵
64
︶　
同
前
、
八
十
四
頁
。

 

︵
65
︶　
同
前
、
一
〇
八
頁
。

 

︵
66
︶　
同
前
、
一
〇
六
頁
。

 

︵
67
︶　
奥
平
俊
六
﹁
縁
先
の
美
人
―
寛
文
美
人
図
の
一
姿
型
を
め
ぐ
っ
て
―
﹂︵
山
根
有
三
古
稀
記
念
会
編
﹃
日
本
絵
画
史
の
研
究
﹄、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八

九
年
︶
六
六
一
～
六
六
五
頁
。

 

︵
68
︶　
同
前
。

 

︵
69
︶　
穎
原
、
前
掲
書
、
一
八
六
・
一
八
七
頁
。

 

︵
筆
者
　
つ
つ
い
・
た
だ
ひ
と
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
准
教
授
／
日
本
美
術
史
︶
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There are various theories about the outbreak of Ukiyo-e, but most of the lit-
erature in the Edo period stated that Iwasa Matabei (1578 to 1650) was the first 
painter of Ukiyo-e. In the discussions so far, it has been verified that Matabei is 
the ancestor of Ukiyo-e. However, it was rarely mentioned why people in the 
Edo period were considered Matabei as the founder of Ukiyo-e. What this arti-
cle considers is not whether the Matabei actually founded Ukiyo-e, but also the 
question of how the tradition of regarding Matabei as the founder of Ukiyo-e 
was generated. In order to explore such a large theme, we examined the effects 
of Matabei’s work on posterity, and considered the relationship with the dis-
course related to it. 

Specifically, we first looked at the discourse about Matabei in the Edo period, 
and confirmed what was said about the relationship between Matabei and Ukiyo 
-e. In the Genroku period, some discourses implied the relationship between 
Matabei and Ukiyo-e in the form of Ukiyo-Matabei. Later, in the appearance of 
Ohta Nanpo, Matabei was declared as the ancestor of Ukiyo-e. The theory of 
Nanpo spread widely, and it has been dominant throughout Edo period. Howev-
er, such perceptions are not formed based on the Matabei’s work we currently 
recognize. It was considered based on traditions and some works which is not 
depicted by Matabei. In a way, Nanpo’s theory was vague and uncertain. 

Next, we scrutinized the discourse about Matabei since Meiji period. In the 
modern Matabei controversy, it was thought that the most important matter 
was whether Matabei drew genre paintings to decide who was the founder of 
Ukiyo-e. On the other hand, there is a perception that it is not only Matabei 
who drew genre paintings in the Keicho and Kanei period. Anyway, reseachers 
in early 20th century thought Matabei had something like a new “artistic atti-
tude”, which is different from other painters, and it is inherited to next genera-
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tion. They did not think that Matabei drew the Ukiyo-e themselves. They 
thought the most important thing was whether Matabei had an influence on 
Ukiyo-e.

 Finally, we examined the impact of Matabei on Ukiyo-e artists and it was 
confirmed that the Iwasa school and Moronobu were connected to the paintings 
through the Nonoguchi Ryuho, a Teimon Haikaishi. Ryuho did the vulgarization 
of classics in the world of literature, and had the ideological intimacy of Matabei, 
who had made the same vulgarization of classics in the world of paintings. Hi-
shikawa Moronobu inherited the manner of depicting classical subject from Ma-
tabei through Ryuho and used it in the books for the common people. It was 
Moronobu who promoted this trend further and added up-to-date elements to 
create a widespread Ukiyo-e style.

As I saw above, the connection on the painting existed between Matabei and 
Ukiyo-e. However, it was not a direct link to the image, but an effect on con-
sciousness in the process of creating an image of classical subject. The connec-
tion between classics and vulgarity in the actual situation of the image inheri-
tance and the connection between the name “Ukiyo-Matabei” and the origin of 
Matabei are based on the same mental function. The elegance and vulgarness 
lived together in the Matabei’s works, and that’s why, in the discourse of Matabei, 
the phrase that paralleled nobleness and vulgarity was used. The word Ukiyo-
Matabei seems to have the ambiguous meaning of nobleness and vulgarity in 
both the image and the tradition.


