
虫
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と
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│
│「
大
和
絵
」
と
「
浮
世
絵
」
を
結
ぶ
│
│

永

田

雄
次
郎

は

じ

め

に

源
豊
宗
氏
が
「
日
本
民
族
固
有
の
芸
術
精
神
を
、
最
も
濃
や
か
に
発
揮
し
た
画
風
」�
と
定
義
づ
け
る
大
和
絵
は
平
安
時
代
に
成
立
し

て
以
来
、
日
本
美
術
史
上
、
一
つ
の
絵
画
的
伝
統
と
し
て
後
世
の
中
に
存
在
す
る
。
ま
た
、
各
々
の
時
代
を
代
表
す
る
趣
味
と
相
俟
っ
て

展
開
す
る
姿
を
も
同
時
に
認
識
で
き
よ
う
。
こ
と
に
、
大
和
絵
の
近
世
的
展
開
の
相
と
し
て
浮
世
絵
を
想
定
す
る
と
い
う
態
度
は
、
浮
世

絵
研
究
者
の
み
な
ら
ず
家
永
三
郎
氏
の
よ
う
な
大
和
絵
研
究
者
の
中
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
�
。

筆
者
も
こ
の
点
に
注
目
し
、
特
に
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
画
中
画
と
、
歌
川
広
重
の
「
東
海
道
五
十
三
次
（
保
永
堂
版
）」
に
描
か
れ

る
風
景
表
現
の
比
較
を
通
し
て
、
そ
の
絵
画
的
特
質
の
共
通
性
を
考
察
し
た
�
。
本
稿
は
そ
の
続
編
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
今
回
は
虫

の
声
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
し
た
風
俗
を
中
心
に
、
浮
世
絵
の
中
に
存
す
る
大
和
絵
的
表
現
を
探
究
し
、
大
和
絵
の
近
世
的
展
開
の
姿
と
し

て
の
浮
世
絵
の
意
味
を
よ
り
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
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�

鈴
虫
や
松
虫
な
ど
の
声
に
興
味
を
示
し
、
そ
の
声
の
美
し
さ
に
季
節
の
風
情
を
感
じ
る
の
は
東
洋
人
の
特
質
の
一
つ
で
あ
る
と
も
言
及

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。『
和
漢
朗
詠
集
』
に
は
蝉
や
虫
に
関
す
る
項
が
あ
り
、
そ
の
声
に
触
発
さ
れ
た
気
分
を
詠
じ
た
漢
詩
、
和
歌
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
中
国
に
比
べ
日
本
で
は
、
そ
の
声
の
や
か
ま
し
さ
は
夏
の
暑
さ
を
増
加
さ
せ
る
な
ど
と
い
っ
た
理
由
で
、
蜩

な
ど
の
例
外
を
除
い
て
蝉
は
松
虫
や
鈴
虫
の
声
よ
り
も
賞
翫
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
は
穿
ち
過
ぎ
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

東
洋
人
に
比
し
て
西
洋
人
の
耳
に
は
虫
の
声
は
妙
な
る
響
き
で
は
な
く
雑
音
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
音

楽
評
論
家
で
あ
っ
た
高
城
重
躬
氏
か
ら
、
か
つ
て
氏
の
家
を
訪
問
し
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
話
を
う
か
が
っ
た
こ
と
が

あ
る
（
と
記
憶
す
る
）。
高
城
氏
は
、「
私
は
虫
の
声
が
好
き
だ
」
と
客
人
が
述
べ
た
の
に
対
し
、
さ
す
が
東
洋
と
の
関
わ
り
を
持
つ
ハ
ン

ガ
リ
ー
人
の
感
性
で
あ
る
と
思
っ
た
途
端
、「
蜂
の
ブ
ン
ブ
ン
と
い
う
音
も
好
き
で
す
」
と
続
け
た
発
言
に
、
東
洋
人
の
聴
覚
と
の
隔
り

を
感
じ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
て
も
、
西
洋
人
の
聴
覚
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
虫
の
声
に
東
洋
人
以
上
と
も
思
え
る
興
味
を

示
し
た
西
洋
人
は
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
彼
の
「
虫
の
音
楽
家
た
ちIn

sect
M

u
sician

s

」
や
「
蝉S

ém
i

」
な
ど
の
エ

ッ
セ
イ
に
そ
の
こ
と
が
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

日
本
人
の
虫
の
声
へ
の
愛
好
を
、
ま
ず
『
枕
草
子
』�
に
求
め
て
み
よ
う
。

虫
は
、
鈴
虫
。
茅
蜩
。
蝶
。
松
虫
。
蟋
蟀
。
促
織
。（
四
〇
段
）

夜
鳴
く
も
の
、
な
に
も
な
に
も
、
め
で
た
し
。（
三
八
段
）

鳴
く
虫
、
特
に
夜
鳴
く
虫
の
声
の
美
し
さ
は
、
と
り
わ
け
秋
の
虫
、
つ
ま
り
鈴
虫
、
松
虫
、
蟋
蟀
、
促
織
の
声
へ
の
賞
賛
に
つ
な
が
っ
て

虫
の
声
と
絵
画
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い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
次
の
よ
う
な
記
事
も
見
え
る
。

篳
篥
は
い
と
か
し
が
ま
し
く
、
秋
の
虫
を
い
は
ば
、
轡
虫
な
ど
の
心
ち
し
て
、
う
た
て
、
け
近
く
き
か
ま
ほ
し
か
ら
ず
。（
二
〇

四
段
）

秋
の
夜
長
に
鳴
く
虫
に
し
て
も
、
そ
の
趣
き
深
き
情
緒
を
醸
し
出
す
風
情
に
欠
け
る
騒
々
し
い
轡
虫
の
声
へ
の
評
価
が
篳
篥
の
音
色
に
言

づ
け
て
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』�
鈴
虫
に
お
け
る
、「
秋
の
む
し
の
声
、
い
づ
れ
と
な
き
中
に
、
松
虫
な
む
す
ぐ
れ
た

る
」
の
見
解
と
も
一
致
し
て
い
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
秋
に
鳴
く
虫
へ
の
愛
好
の
姿
勢
は
、
平
安
時
代
に
お
い
て
は
、
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）「
嵯
峨
野
に
向
て
、
虫
を
と
り

た
て
ま
つ
る
べ
き
よ
し
、
み
こ
と
の
り
あ
り
て
（『
古
今
著
聞
集
』）」�
と
い
う
行
為
（
撰
虫
）
や
、
天
禄
三
年
（
九
七
二
）�
「
薄
・
蘭
・

紫
苑
・
草
香
・
女
郎
花
・
萩
な
ど
を
う
へ
さ
せ
給
て
、
松
虫
を
は
な
せ
給
け
り
（
同
）」
や
、「
こ
の
野
に
、
虫
ど
も
放
た
せ
給
ひ
て
、
風

す
こ
し
涼
し
く
な
り
行
く
夕
暮
に
、
わ
た
り
給
ひ
つ
つ
、
虫
の
音
を
き
き
給
ふ
や
う
に
て
（『
源
氏
物
語
』）」
と
い
っ
た
行
動
（
放
虫
）

と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、「
虫
合
」
と
い
う
遊
び
に
ま
で
さ
え
な
っ
て
い
た
。

ま
た
、
虫
の
声
を
和
歌
に
詠
む
こ
と
は
、『
家
持
集
』
に
見
え
る
よ
う
に
少
な
く
と
も
八
世
紀
か
ら
後
世
に
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
文
献
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
虫
の
声
（
虫
の
音
）
と
い
う
総
体
を
示
し
た
も
の
と
と
も
に
、
松
虫
、
鈴
虫
な
ど
個
別
の

音
の
声
を
詠
ん
だ
例
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
虫
の
声
そ
の
も
の
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
松
虫
は
「
待
つ
」、
鈴
虫
は
「
振
る
」
な

ど
の
言
葉
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
和
歌
独
自
の
表
現
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

注
目
さ
れ
る
べ
き
は
、
虫
の
声
が
野
と
結
合
し
、
嵯
峨
野
や
武
蔵
野
な
ど
特
定
の
地
に
お
け
る
虫
の
声
を
聴
く
と
い
う
態
度
が
見
ら
れ

る
点
で
あ
る
。百

首
歌
中
に
野
を
よ
め
る

さ
ま
ざ
ま
に

心
ぞ
と
ま
る
宮
城
野
の

花
の
色
々
虫
の
こ
ゑ
ご
ゑ
『
散
木
奇
歌
集
』�

虫
の
声
と
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武
蔵
野

涙
さ
へ

ぬ
れ
そ
ふ
袖
に
虫
の
音
も

み
だ
れ
て
し
げ
き
む
さ
し
の
の
原

嵯
峨
野

野
へ
寒
み

秋
の
さ
が
な
る
山
風
に

な
ら
は
ぬ
事
か
む
し
の
鳴
な
る
『
内
裏
名
所
百
首
』�

こ
れ
は
、
文
学
と
絵
画
（
特
に
大
和
絵
）
の
関
係
を
考
察
す
る
時
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
の
こ
と
は
次
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

た
だ
し
、
和
歌
の
中
に
の
み
虫
の
声
を
愛
す
る
表
現
が
登
場
す
る
の
で
は
な
い
。『
和
漢
朗
詠
集
』	
の
「
虫
」
の
項
に
は
、「
切
々
暗

窓
下

"
々
深
草
中

秋
天
思
婦
心

雨
夜
愁
人
耳
」
と
い
う
白
居
易
の
五
言
絶
句
や
源
順
の
詩
作
が
掲
載
さ
れ
、
東
洋
人
に
共
通
す
る

虫
の
声
へ
の
興
味
、
愛
好
が
窺
え
る
。
こ
の
姿
勢
が
日
本
に
お
い
て
秋
と
い
う
季
節
や
嵯
峨
野
な
ど
の
名
所
に
結
び
つ
い
て
、
よ
り
大
き

く
展
開
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

�

松
虫
、
鈴
虫
な
ど
の
声
は
秋
と
い
う
季
節
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
虫
の
声
（
一
種
の
秋
の
景
物
）
を
聴
く
名
所
が
特
定
さ
れ
る
と
い
う
詩

歌
の
表
現
は
、
平
安
時
代
の
大
和
絵
の
一
つ
の
重
要
な
特
質
を
示
す
、
四
季
絵
、
景
物
画
、
名
所
絵
と
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
は
、
大
和
絵
研
究
の
中
に
虫
の
声
を
画
題
と
す
る
絵
画
の
存
在
を
考
察
す
る
道
が
開
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
も
い
よ
う
。

平
安
時
代
に
は
�
風
絵
が
数
多
く
制
作
さ
れ
た
。
当
時
の
�
風
絵
は
現
存
し
な
い
が
、
そ
の
形
態
を
推
測
で
き
る
�
風
歌
お
よ
び
詞
書

が
、
あ
る
程
度
の
絵
画
の
内
容
を
理
解
さ
せ
る
手
が
か
り
と
な
る
。
こ
こ
で
二
つ
の
例
を
提
示
し
、
虫
の
声
に
関
す
る
�
風
絵
の
内
容
を

考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

虫
の
声
と
絵
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馬
、
車
に
乗
り
て
、
人
お
ほ
く
野
に
出
で
た
り
。
さ
ま
ざ
ま
の
花
咲
き
ま
じ
り
け
り

秋
く
れ
ば

機
織
る
虫
の
あ
る
な
へ
に

唐
錦
に
も
見
ゆ
る
野
辺
か
な
『
貫
之
集
』

（
承
平
七
年

右
大
臣
殿
�
風
の
歌
）

御
障
子
の
絵
に
前
栽
う
ゑ
さ
せ
て
お
と
こ
を
ん
な
の
み
た
る
所
、
と
の
の
御
前
の

ほ
り
う
ふ
る

草
は
に
む
し
の
音
を
そ
へ
て

千
代
の
秋
ま
で
声
を
聞
か
さ
ん
『
赤
染
衛
門
集
』�

こ
の
二
つ
の
�
風
の
画
面
に
は
虫
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
野
の
花
の
中
に
虫
の
声
を
聴
く
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
画
面
は
視

覚
と
聴
覚
の
融
合
し
た
気
分
に
満
た
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
あ
ま
り
に
小
さ
い
虫
を
描
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
の
か
。
こ
の
ほ
か
に

も
虫
の
声
を
連
想
さ
せ
る
�
風
歌
も
存
在
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
�
風
絵
も
研
究
の
対
象
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
も
画
面
に
虫
は
登
場
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
秋
の
野
が
描
か
れ
て
い
る
�
風
の
絵
画
に
対
し
、
虫
の
声
の
存
在
を
和
歌
（
�
風
歌
）
に
含
ま
せ
て
お
け
ば
、
そ
の
絵
画
の

中
に
虫
の
声
が
観
者
に
聴
え
る
と
い
う
解
釈
が
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
和
歌
の
中
に
鹿
の
声
を
聴
く
と
あ
れ
ば
、
そ
の
声
が
画
面
に

響
く
こ
と
に
も
な
る
。
さ
ら
に
、
嵯
峨
野
な
ど
特
定
の
野
を
描
写
し
た
�
風
絵
に
は
自
ず
と
虫
の
声
が
聴
こ
え
る
と
い
う
効
果
が
生
じ
る

と
展
開
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
単
な
る
視
覚
性
に
限
定
さ
れ
な
い
大
和
絵
と
し
て
の
�
風
絵
の
鑑
賞
法
が
そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
に

も
な
る
。
聴
覚
の
み
な
ら
ず
触
覚
、
嗅
覚
に
基
づ
く
要
素
も
そ
の
画
面
に
実
現
さ
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

他
方
、
画
面
に
虫
が
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
小
画
面
形
式
の
絵
巻
の
中
に
は
虫
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
代
表
的
か
つ
最
古

の
例
と
し
て
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
「
鈴
虫
�
」、
源
氏
の
邸
内
の
庭
中
の
「
す
す
む
し
」
と
い
う
書
き
込
み
が
あ
げ
ら
れ
る
。
場
面
は

鈴
虫
を
放
つ
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
声
も
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
お
そ
ら

く
鈴
虫
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
現
在
、
そ
の
姿
を
本
絵
巻
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

松
虫
、
鈴
虫
が
絵
巻
中
に
描
か
れ
る
例
と
し
て
は
、
十
三
世
紀
後
半
か
ら
十
四
世
紀
前
半
に
制
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
「
伊
勢
物
語

絵
巻
」（
久
保
惣
記
念
美
術
館
）
第
一
段
が
あ
げ
ら
れ
る
。『
伊
勢
物
語
』
第
二
二
段
の
秋
の
夜
か
、
第
二
三
段
高
安
の
里
を
描
写
し
た
も

虫
の
声
と
絵
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図 2 「男衾三郎絵詞」〔第四段〕（部分）

図 3 「男衾三郎絵詞」〔第五段〕（部分）

図 5 喜多川歌麿「虫籠」

図 1 「男衾三郎絵詞」〔第四段〕（部分）
（東京国立博物館）

図 4 鈴木春信「虫籠持ち美人」
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図 6 勝川春潮「忍が岡月夜の納涼」

図 7 「道灌山聴虫（『江戸名所図会』）」

図 8 歌川広重「東都名所 道灌山虫聞之図」
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の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
画
面
に
、「
お
そ
ら
く
体
色
の
黒
い
方
が
ス
ズ
ム
シ
、
茶
褐
色
の
も
の
が
マ
ツ
ム
シ
と
描
き
分
け
ら

れ
て
い
る
」�
数
多
く
の
虫
た
ち
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
河
田
昌
之
氏
は
、
こ
の
虫
に
限
ら
ず
か
た
つ
む
り
、
蓑
虫
、
土
筆
な
ど
を

「
物
語
と
は
直
接
に
関
係
の
な
り
点
景
の
描
写
に
意
を
そ
そ
ぎ
」
と
記
し
、
そ
れ
ら
は
一
つ
の
「
装
飾
表
現
」�
と
解
さ
れ
て
い
る
。
主
題

と
は
あ
ま
り
関
係
な
く
、
秋
と
い
う
季
節
感
と
と
も
に
田
舎
の
イ
メ
ー
ジ
を
醸
し
出
す
手
段
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
も
思
わ
れ
て
く
る
。

河
田
氏
は
同
様
の
例
と
し
て
、
十
三
世
紀
末
の
「
男
衾
三
郎
絵
詞
」、
十
四
世
紀
の
「
豊
明
絵
草
子
」
に
お
け
る
鈴
虫
を
あ
げ
て
い

る
�
。「
男
衾
三
郎
絵
詞
」
第
四
段
（
図
１
・
図
２
）
は
、
家
綱
が
浄
見
関
で
観
音
菩
薩
の
示
現
に
出
会
う
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
描

か
れ
る
浄
見
寺
境
内
の
秋
の
風
情
を
表
現
す
る
手
段
の
一
つ
に
鈴
虫
（
あ
る
い
は
松
虫
な
の
か
不
明
で
は
あ
る
が
）
の
登
場
が
あ
る
。
小

松
茂
美
氏
は
、「
絵
筆
の
運
び
に
は
、
あ
り
あ
り
と
宋
画
の
影
響
が
う
か
が
わ
れ
る
」�
と
し
な
が
ら
も
、「
典
雅
な
大
和
絵
世
界
を
く
り

広
げ
て
い
る
」�
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
、
鈴
虫
の
姿
が
大
き
く
描
か
れ
る
こ
と
も
注
目
に
値
い
す
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
鳴
く
声
の
強
調
で

も
あ
ろ
う
。
以
下
の
絵
巻
に
お
い
て
も
、
鈴
虫
あ
る
い
は
松
虫
が
大
き
く
描
写
さ
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

同
絵
巻
第
五
段
、
家
綱
が
吉
見
二
郎
の
留
守
邸
に
悲
報
を
も
た
ら
す
画
面
に
同
様
の
形
態
の
虫
が
登
場
す
る
（
図
３
）。
小
松
氏
は
そ

れ
を
鈴
虫
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
鈴
虫
の
声
も
前
段
と
同
じ
く
秋
の
風
情
を
漂
わ
す
要
素
に
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
段
は
悲
劇
的
な
場
面
で
あ
る
。
鈴
虫
の
声
は
小
松
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、「
萩
の
下
葉
に
鳴
く
鈴
虫
の
音
が
、
哀
れ
を
誘
う
」�
の
で

あ
れ
ば
描
か
れ
る
鈴
虫
は
単
な
る
添
景
で
は
な
い
。
秋
の
景
の
中
の
悲
し
い
場
面
を
演
出
す
る
効
果
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
視
覚

的
な
絵
画
の
中
に
存
在
す
る
聴
覚
的
な
悲
し
み
の
表
現
と
も
な
る
。「
豊
明
絵
草
子
」
第
五
段
、
山
荘
に
隠
棲
し
念
仏
三
昧
に
暮
ら
す
主

人
公
の
許
に
息
子
が
訪
れ
、
幼
い
末
子
の
死
を
告
げ
る
場
面
も
同
様
で
あ
る
。
画
面
に
大
き
く
描
か
れ
た
虫
が
松
虫
で
あ
れ
ば
、「
便
り

を
待
つ
」
と
い
う
効
果
と
と
も
に
そ
の
悲
し
み
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
聴
覚
的
に
実
現
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

十
二
世
紀
末
（
こ
の
制
作
年
代
に
は
問
題
が
存
し
て
い
る
）
の
作
と
も
推
察
さ
れ
る
「
葉
月
物
語
絵
巻
」
第
五
段
、
秋
の
夜
の
御
遊
で

は
、
奏
楽
と
競
い
合
う
姿
と
し
て
前
栽
の
松
虫
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
音
楽
的
効
果
を
視
覚
化
す
る
も
の
で
、
単
な
る
場
面

虫
の
声
と
絵
画
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の
添
景
で
は
な
い
。

和
歌
的
世
界
と
深
く
結
び
つ
い
た
秋
に
鳴
く
虫
の
声
は
、
大
和
絵
に
あ
っ
て
大
画
面
の
�
風
絵
に
お
い
て
は
、
平
安
時
代
の
現
存
作
品

は
な
い
の
で
推
論
に
す
ぎ
な
い
が
、
あ
ま
り
に
も
小
さ
な
モ
テ
ィ
ー
フ
ゆ
え
、
強
烈
な
視
覚
性
を
持
っ
た
存
在
と
し
て
画
面
に
描
く
こ
と

は
困
難
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
、
嵯
峨
野
な
ど
特
定
さ
れ
る
場
合
も
含
め
て
、
秋
の
野
が
描
か
れ
た
時
は
、
そ
の
景
の
中
に

虫
の
声
を
聞
き
取
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
。
平
安
時
代
の
大
和
絵
が
絵
画
と
し
て
視
覚
性
の
み
に
依
存
す
る
こ

と
な
く
、
和
歌
に
よ
る
文
学
的
情
趣
性
に
関
係
し
た
聴
覚
を
も
満
足
さ
せ
る
と
い
っ
た
総
合
的
鑑
賞
を
要
求
す
る
こ
と
の
良
き
証
し
と
も

な
る
。

一
方
、
絵
巻
と
い
う
小
画
面
で
は
、
よ
り
具
体
的
に
秋
草
の
中
に
虫
を
大
き
く
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
場
面
の
添
景
と
し
て
の
み
で

は
な
く
、
場
面
の
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
大
和
絵
に
お

い
て
、
松
虫
や
鈴
虫
の
声
や
姿
は
絵
画
の
主
題
と
は
な
ら
ず
と
も
、
絵
画
表
現
上
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
充
分
に
認
識
さ
れ
よ

う
。

�

松
虫
や
鈴
虫
が
平
安
時
代
以
降
大
和
絵
と
い
う
絵
画
に
登
場
す
る
機
会
は
、
た
し
か
に
、
あ
ま
り
多
く
な
い
。
し
か
し
、
日
本
人
の
鳴

く
虫
の
声
に
対
す
る
興
味
は
、
古
代
よ
り
絶
る
こ
と
な
く
現
代
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
自
明
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
虫
お
よ
び
そ

の
声
に
対
す
る
愛
好
を
私
た
ち
に
絵
画
と
し
て
身
近
に
示
し
た
例
を
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
大
和
絵
と
浮
世
絵
の
関
連
を
考
察
す
る
時
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
虫
の
声
を
中

心
に
大
和
絵
の
近
世
的
展
開
の
姿
と
し
て
浮
世
絵
を
論
じ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

虫
の
声
と
絵
画
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浮
世
絵
に
描
か
れ
た
松
虫
や
鈴
虫
な
ど
お
よ
び
そ
の
声
を
愛
で
る
姿
を
三
つ
に
分
類
し
て
み
よ
う
。

�
、
虫
の
声
を
鑑
賞
す
る
姿
を
描
い
た
も
の

�
、
虫
売
り
（
虫
屋
）
を
描
い
た
も
の

�
、
聴
虫
の
様
子
を
描
い
た
も
の

�
と
し
て
鈴
木
春
信
（
一
七
二
五
―
一
七
七
〇
）
が
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
か
翌
年
に
制
作
し
た
「
虫
籠
持
ち
美
人
」（
図
４
）
を

あ
げ
て
み
る
。
残
暑
の
日
か
、
縁
側
に
浴
衣
姿
で
立
つ
女
性
が
虫
籠
を
掲
げ
、
傍
ら
の
子
供
が
女
性
の
帯
を
引
い
て
い
る
。
女
性
の
右
手

の
団
扇
に
は
「
切
々
晴
窓
下

"
々
深
草
裏
」
と
あ
る
。
す
で
に
記
し
た
白
居
易
の
五
言
絶
句
の
前
半
部
（
一
部
異
な
る
が
）
で
あ
り
、

原
文
で
は
「
暗
い
窓
辺
の
下
、
深
い
く
さ
む
ら
の
中
で
、
秋
の
虫
が
命
の
か
ぎ
り
あ
わ
れ
ふ
か
く
鳴
い
て
い
ま
す
」�
と
な
る
が
、「
晴

窓
」
で
は
そ
の
虫
籠
に
は
夜
鳴
く
松
虫
か
鈴
虫
が
入
っ
て
い
る
の
か
不
明
と
な
る
。
だ
が
、
こ
の
白
居
易
の
漢
詩
よ
り
導
き
出
さ
れ
る
情

趣
は
古
典
文
学
と
密
な
る
関
わ
り
を
見
せ
る
画
面
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
浮
世
絵
に
は
当
世
風
俗
に
則
し
た
現
世
的
表
現
を
特
色
と
し

た
作
品
が
多
い
中
で
、
王
朝
風
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
色
濃
く
漂
わ
せ
た
春
信
の
個
性
的
な
作
風
を
示
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

春
信
に
は
「
虫
愛
ず
る
宵
」
と
い
う
作
品
も
存
在
す
る
。
若
い
男
女
が
微
か
に
吹
く
秋
風
の
宵
に
、
萩
の
中
で
虫
の
声
を
聴
こ
う
と
し

て
い
る
。
い
や
、
手
前
の
虫
籠
に
そ
れ
を
捕
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
風
情
は
、
当
世
風
の
恋
す
る
男
女
の
姿
が
醸
し

出
す
艶
な
る
雰
囲
気
で
も
あ
る
が
、
そ
の
行
為
は
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
を
江
戸
時
代
に
移
し
換
え
た
か
の
如
き
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の

横
溢
し
た
情
景
で
あ
る
。
こ
れ
ま
た
春
信
の
描
く
浮
世
絵
の
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
二
点
の
春
信
の
作
品
の
よ
う
な
鳴

く
虫
は
平
安
時
代
の
大
和
絵
で
は
決
し
て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
調
さ
れ
た
画
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
江
戸
時
代
の
浮

世
絵
の
新
し
さ
が
存
し
て
い
る
。

喜
多
川
歌
麿
（
一
七
五
三
―
一
八
〇
六
）
の
浮
世
絵
は
古
典
的
情
趣
性
に
満
ち
た
春
信
の
世
界
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
歌
麿
の

作
品
「
虫
籠
」（
図
５
）
で
は
、
鳴
く
虫
で
は
な
く
螢
が
入
っ
た
虫
籠
を
持
つ
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
虫
籠
を
見
て
い
る

虫
の
声
と
絵
画
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顔
の
艶
め
か
し
さ
、
髪
の
生
え
際
の
繊
細
さ
な
ど
、
女
性
の
細
や
か
な
表
情
に
興
味
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
春
信
の
古
典
文
学
へ
の
憧
憬

は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
ず
、
ま
さ
に
当
世
風
俗
の
世
界
を
描
出
し
た
、
私
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
浮
世
絵
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な

お
さ
ず
歌
麿
の
世
界
そ
の
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
春
信
の
作
品
の
方
が
、
よ
り
大
和
絵
と
の
関
係
の
強
さ
を
持
つ
浮
世
絵

で
あ
る
と
も
思
わ
れ
よ
う
。�

次
に
�
虫
売
り
（
虫
屋
）
で
あ
る
。『
守
貞
漫
稿
』
に
よ
る
と
、
虫
売
り
は
「
螢
ヲ
第
一
ト
シ
、
蟠
蟀
、
松
虫
、
鈴
虫
、
轡
虫
、
玉

虫
、
蜩
等
声
ヲ
賞
ス
ル
者
ヲ
売
ル
」�
と
あ
る
。
さ
ら
に
『
絵
本
江
戸
風
俗
往
来
』
に
は
、「
五
月
二
八
日
不
動
の
染
浴
衣
に
茶
献
上
の

帯
、
人
気
役
者
の
手
拭
を
四
つ
折
に
し
て
頭
に
の
せ
、
役
者
の
紋
の
つ
い
た
団
扇
を
持
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
売
り
歩
く
と
、
そ
の
後
か
ら
、

虫
籠
を
か
つ
い
だ
下
男
が
つ
い
て
行
く
」�
と
記
さ
れ
る
。
な
か
な
か
粋
な
江
戸
好
み
の
姿
で
あ
る
。

虫
売
り
の
姿
は
北
尾
重
政
（
一
七
三
九
―
一
八
二
〇
）
の
「
四
季
交
加
」
の
七
月
に
虫
屋
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
七
月
と
い
う
月
が

明
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
季
節
に
結
び
つ
い
た
職
業
で
あ
り
、
そ
の
存
在
自
体
、
江
戸
時
代
も
秋
が
中
心
で
は
あ
る
が
、『
絵
本
江

戸
風
俗
往
来
』
の
記
事
に
準
拠
し
て
こ
こ
で
は
や
や
季
節
に
幅
を
持
た
せ
て
夏
の
終
り
か
ら
秋
に
か
け
て
の
景
物
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と

を
可
能
に
さ
せ
る
。
鳥
居
清
長
（
一
七
五
二
―
一
八
一
五
）
の
「
風
流
四
季
の
月
詣

風
待
月
」
に
も
そ
の
姿
が
同
様
に
描
か
れ
る
が
、

そ
こ
に
は
若
い
虫
売
り
に
関
心
を
示
す
女
性
が
描
写
さ
れ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
そ
の
粋
な
虫
売
り
は
女
性
の
憧
れ
と
も
な
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
虫
売
り
に
関
係
し
た
作
品
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
勝
川
春
潮
（
活
躍
期
一
七
七
二
―
一
八
〇
一
）
の
「
忍
が
岡
月
夜
の

納
涼
」（
図
６
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
作
品
は
江
戸
の
風
俗
の
一
つ
で
も
あ
る
納
涼
の
景
を
描
き
出
し
た
も
の
で
虫
売
り
自
体
を
主
題
と

虫
の
声
と
絵
画
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し
た
も
の
で
は
な
い
。
江
戸
の
庶
民
に
と
っ
て
季
節
を
味
わ
う
喜
び
の
場
の
中
に
虫
売
り
が
存
在
し
、
こ
の
場
所
に
来
た
子
供
が
そ
れ
に

深
く
興
味
を
示
し
て
い
る
。
縁
日
に
並
ぶ
屋
台
に
対
し
、
興
味
津
々
た
る
子
供
の
眼
が
輝
い
て
い
る
。
虫
売
り
は
作
品
中
で
中
心
的
存
在

で
は
な
い
が
納
涼
と
い
う
季
節
感
に
満
ち
た
場
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
も
い
よ
う
。

同
時
に
、
夏
の
終
り
か
ら
秋
に
か
け
て
の
月
夜
の
納
涼
と
い
う
行
事
の
中
に
「
忍
が
岡
」
と
い
う
特
定
の
地
が
設
定
さ
れ
て
も
い
る
。

一
つ
の
名
所
を
そ
こ
に
見
る
の
で
あ
る
。
夏
の
終
り
か
ら
秋
に
か
け
て
の
季
節
、
納
涼
と
い
う
一
種
の
行
事
、
そ
れ
に
関
係
す
る
虫
売
り

の
姿
、
忍
が
岡
と
い
う
名
所
、
こ
れ
ら
の
結
び
つ
き
は
、
四
季
、
景
物
、
名
所
で
基
本
と
す
る
平
安
時
代
の
大
和
絵
が
江
戸
時
代
に
展
開

し
た
様
を
思
わ
せ
る
。
た
だ
し
、
登
場
人
物
は
江
戸
の
庶
民
で
あ
る
。
土
佐
派
の
絵
画
の
よ
う
な
王
朝
の
人
物
は
登
場
し
な
い
。
し
か

し
、
伝
統
に
固
執
す
る
土
佐
派
の
絵
画
よ
り
伸
や
か
な
清
涼
の
趣
き
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
ま
さ
に
、
江
戸
時
代
に
誕
生
し
た
新
し
い
大
和

絵
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
か
。

虫
売
り
の
姿
は
歌
麿
の
手
に
か
か
る
と
、
よ
り
密
接
な
男
女
の
仲
を
描
出
す
る
。
彼
の
「
虫
売
り
」
と
い
う
作
品
は
、
虫
売
り
と
遊
女

の
心
の
通
い
の
場
面
と
な
る
。
画
面
に
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
情
に
満
ち
満
ち
た
人
間
の
姿
で
あ
り
、
そ
こ
に
相
通
じ
る
艶
や

か
な
感
情
が
露
わ
に
な
っ
た
表
現
に
は
、
夏
の
終
り
か
ら
秋
に
か
け
て
の
季
節
感
は
あ
ま
り
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
た
歌
麿

の
世
界
で
あ
る
。

�

夏
の
末
か
ら
秋
に
な
る
と
郊
外
に
出
か
け
て
、
そ
こ
で
虫
の
声
を
聴
く
楽
し
み
が
、
江
戸
時
代
、
江
戸
の
地
に
は
あ
っ
た
。
�
聴
虫

（
虫
聞
と
も
い
う
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
時
代
ま
で
続
け
ら
れ
た
も
の
で
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
刊
行
の

『
東
京
百
事
便
』
に
も
九
月
の
項
に
「
聴
虫

道
灌
山
、
日
暮
里
、
向
島
、
広
尾
等
な
り
」�
と
記
さ
れ
る
。
道
灌
山
な
ど
特
定
の
場
所

虫
の
声
と
絵
画
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（
名
所
）
ま
で
明
示
さ
れ
て
い
る
聴
虫
の
様
子
は
、
斉
藤
幸
雄
・
幸
孝
・
幸
成
（
月
岑
）
の
三
代
の
手
に
よ
っ
て
完
成
し
、
天
保
七
年

（
一
八
三
六
）
刊
行
の
『
江
戸
名
所
図
会
』 
（
以
下
『
図
会
』
と
称
す
る
）
に
も
登
場
す
る
。
同
書
巻
五
「
玉
衡
之
部
」
に
「
道
灌
山
聴

虫
」
と
し
て
長
谷
川
雪
旦
（
一
七
七
八
―
一
八
四
三
）
筆
の
挿
絵
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。（
図
７
）

こ
の
挿
絵
を
基
本
に
歌
川
広
重
（
一
七
九
七
―
一
八
五
八
）
は
、「
東
都
名
所

道
灌
山
虫
聞
之
図
」（
図
８
）
と
し
て
、
天
保
一
〇
年

（
一
八
三
九
）
か
ら
十
三
年
（
一
八
四
二
）
の
間
に
一
つ
の
作
品
を
制
作
し
た
。
図
様
的
に
は
『
図
会
』
を
模
写
し
た
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
で
あ
る
と
の
意
見
も
多
い
が
、
広
重
は
単
に
模
写
に
終
始
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
つ
の
図
様
を
比
較
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
広
重
は
、『
図
会
』
の
挿
絵
か
ら
「
文
月
の
末
を
最
中
に
し
て
、
と
り
わ
き
名
に
し
お
ふ
虫
塚
の
辺
を
奇
絶
と
す
。（
以
下
略
）」

と
い
う
説
明
と
、「
ま
く
り
手
に
す
ず
む
し
さ
が
す
浅
茅
か
な
」
と
い
う
其
角
の
句
を
消
し
去
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
図
の
絵
画
的
効
果

を
高
め
る
た
め
で
あ
ろ
う
し
、
他
の
「
東
都
名
所
図
」
に
も
画
面
に
説
明
文
な
ど
の
書
き
込
み
が
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
本
シ
リ
ー

ズ
と
し
て
の
統
一
を
保
つ
意
味
も
持
っ
て
い
よ
う
。
天
保
後
期
に
刊
行
さ
れ
た
彼
の
「
狂
歌
入
東
海
道
」
の
シ
リ
ー
ズ
に
は
各
画
面
に
狂

歌
が
入
っ
て
い
る
が
、
そ
の
繁
雑
さ
ゆ
え
に
あ
ま
り
絵
画
的
効
果
が
高
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
例
も
あ
る
。

『
図
会
』
と
広
重
作
の
図
様
を
比
較
す
れ
ば
、
ま
ず
大
き
く
描
か
れ
る
木
の
位
置
が
違
っ
て
い
る
。『
図
会
』
で
は
右
側
に
大
き
く
木
を

描
き
、
道
を
ふ
さ
ぎ
、
そ
の
周
辺
に
岩
と
草
む
ら
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
の
細
さ
と
、
そ
の
道
の
存
在
を
わ
か
り
に
く
く
表
出
し
て

い
る
。
広
重
の
場
合
は
や
や
中
央
に
大
き
な
木
を
描
き
、
そ
の
右
側
に
少
し
遠
く
小
さ
く
新
た
な
木
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
画
面
に
遠

近
感
を
生
じ
さ
せ
、
木
々
の
間
の
道
を
明
確
化
し
て
い
る
。
道
を
中
心
と
し
た
構
図
で
は
広
重
の
方
が
平
明
で
単
純
化
さ
れ
て
も
い
る

が
、
そ
の
遠
近
感
に
よ
っ
て
画
面
に
「
自
然
さ
」
を
与
え
て
も
い
る
。

右
上
に
遠
方
を
眺
め
る
三
人
の
男
性
は
両
図
と
も
ほ
ぼ
同
じ
に
も
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
中
央
と
左
側
の
男
性
の
目
線
は

広
重
の
作
で
は
同
一
方
向
を
見
て
い
る
こ
と
で
統
一
感
が
あ
る
し
、
遠
く
や
や
下
方
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
画
面
に
あ
る
種
の
流
れ
を
生

じ
さ
せ
て
い
る
。

虫
の
声
と
絵
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山
上
に
対
し
画
面
左
側
の
遠
景
（
家
屋
お
よ
び
田
圃
）、
つ
ま
り
地
平
線
を
広
重
は
『
図
会
』
よ
り
低
く
と
っ
て
い
る
。
こ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
山
の
高
さ
、
垂
直
な
断
崖
の
高
さ
が
強
調
さ
れ
、
結
果
、
よ
り
自
然
な
広
が
り
を
持
つ
遠
景
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
遠
景
を
低
く
と
る
こ
と
は
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
か
ら
翌
年
制
作
の
彼
の
「
江
戸
十
二
景

道
灌
山
下
」
に
お
い
て
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
実
景
に
基
づ
い
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
可
能
な
地
平
線
を
低
く
と
っ
た
本
作
品
に
お
い
て
、
道
灌
山
は
そ
の
高
さ
が
強
調

さ
れ
、
横
長
の
画
面
の
風
景
が
よ
り
自
然
な
も
の
と
な
っ
た
。
広
重
は
『
図
会
』
の
図
様
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
「
江
戸
十
二

景
」
の
構
図
を
「
東
都
名
所
」
の
中
に
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
広
重
作
品
は
浮
世
絵
版
画
と
し
て
彩
色
が
施
さ
れ
、『
図
会
』
の
挿
絵
的
表
現
が
絵
画
的
表
現
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
見
る
者

に
と
っ
て
面
白
味
が
増
大
し
た
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

広
重
は
よ
く
他
者
の
図
様
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
彼
自
身
の
芸
術
的
手
法
で
そ
の
原
図
以
上
の
絵
画
的
効
果
を
持
つ
作
品
を
つ

く
り
上
げ
た
。
こ
の
「
東
都
名
所

道
灌
山
虫
聞
之
図
」
も
ま
さ
に
そ
れ
に
該
当
す
る
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
自
然
ら
し
さ
を
伴
わ

せ
、
彼
の
芸
術
的
気
質
に
基
づ
く
四
季
的
趣
き
を
も
明
白
に
し
た
温
和
な
情
趣
性
に
満
ち
た
、
い
わ
ゆ
る
大
和
絵
的
世
界
が
浮
び
上
が
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
歌
川
広
景
（
活
躍
期
一
八
五
四
―
一
八
六
七
）
の
手
に
よ
る
安
政
か
ら
慶
応
年
間
に
制
作
さ
れ
た
「
江
戸
名
所
遺
外
盡
二

十

道
灌
山
虫
聞
」
と
の
比
較
で
も
理
解
さ
れ
る
。
広
重
の
作
品
が
情
趣
性
に
満
ち
、
構
図
と
し
て
伸
び
や
か
な
広
が
り
を
見
せ
る
の
に

対
し
、
広
景
の
そ
れ
は
道
灌
山
の
地
に
楽
し
む
人
々
の
姿
の
お
も
し
ろ
さ
に
興
味
の
焦
点
を
絞
り
込
ん
だ
風
俗
画
的
な
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
広
景
作
よ
り
浮
世
絵
的
現
世
表
現
で
あ
る
と
も
解
さ
れ
よ
う
が
、
大
和
絵
的
雰
囲
気
が
乏
し
く
な
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ

の
点
で
も
大
和
絵
を
継
承
し
た
広
重
の
優
れ
た
芸
術
性
が
あ
ら
た
め
て
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

広
重
の
「
東
都
名
所

道
灌
山
虫
聞
之
図
」
に
は
、
平
安
時
代
の
大
画
面
形
式
の
大
和
絵
同
様
に
鳴
く
虫
の
姿
は
描
か
れ
て
は
い
な

い
。
だ
が
、
そ
の
虫
を
聞
く
場
所
を
特
定
し
、
そ
の
様
子
を
主
題
と
し
て
独
立
さ
せ
、
情
趣
性
豊
か
に
表
現
し
た
浮
世
絵
版
画
に
、
新
し

虫
の
声
と
絵
画
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い
大
和
絵
の
到
来
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
家
永
三
郎
氏
は
、「
人
間
生
活
と
そ
の
環
境
を
な
す
自
然
と
を
つ
ね
に
一
体
不
可
分
の
も
の
と

し
て
把
握
し
、
自
然
の
中
に
お
け
る
人
間
、
人
間
生
活
の
背
景
と
し
て
の
自
然
を
表
現
す
る
と
い
う
や
ま
と
絵
の
い
ち
ば
ん
大
き
な
特
色

は
、
浮
世
絵
、
こ
こ
に
江
戸
末
期
の
安
藤
広
重
に
代
表
さ
れ
る
風
景
画
な
ど
に
、
も
っ
と
も
典
型
的
に
再
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」!

と
論
じ
ら
れ
た
。
そ
の
時
、
広
重
の
風
景
画
の
例
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
作
品
は
「
東
都
名
所

道
灌
山
虫
聞
之
図
」
で
あ
っ
た
。

お

わ

り

に

江
戸
時
代
以
前
、
松
虫
や
鈴
虫
に
代
表
さ
れ
る
虫
お
よ
び
そ
の
声
、
そ
れ
が
醸
し
出
す
情
趣
性
は
文
学
で
は
重
要
視
さ
れ
た
が
、
平
安

時
代
に
始
ま
る
四
季
、
景
物
、
名
所
が
関
係
し
合
っ
た
大
和
絵
で
は
中
心
的
画
題
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
絵
巻
の
一
部
に
実
物
よ
り

大
き
く
そ
れ
ら
の
虫
が
描
か
れ
る
の
を
除
い
て
、
あ
ま
り
に
も
画
面
に
描
く
の
に
は
小
さ
過
ぎ
た
。
人
々
は
、
聴
覚
を
鋭
く
研
ぎ
澄
ま
し

て
、
画
面
の
中
に
そ
の
声
を
心
の
内
に
聴
き
取
ろ
う
と
し
て
い
た
。

江
戸
時
代
を
迎
え
、
鳴
く
虫
は
浮
世
絵
の
中
に
、
た
と
え
そ
の
姿
が
画
面
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
く
て
も
、
江
戸
の
風
俗
（
特
に
庶
民

の
生
活
）
に
根
ざ
し
た
画
題
と
し
て
成
立
し
た
。
そ
こ
に
は
、
季
節
感
と
そ
れ
に
伴
う
情
趣
性
に
満
た
さ
れ
た
雰
囲
気
も
存
在
し
て
い

る
。
古
典
的
な
世
界
を
江
戸
時
代
の
風
俗
の
中
に
展
開
さ
せ
た
春
信
、
新
し
い
名
所
で
あ
る
道
灌
山
の
虫
聞
の
風
情
を
描
い
た
広
重
が
そ

こ
に
い
る
。
ま
さ
に
、
彼
ら
の
浮
世
絵
は
大
和
絵
の
近
世
的
展
開
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
大
和
絵
と
浮
世
絵
は
結

ば
れ
る
。
否
、
浮
世
絵
は
大
和
絵
の
中
に
存
在
す
る
と
論
じ
る
の
が
正
し
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

虫
の
声
に
対
す
る
関
心
は
当
時
の
音
楽
に
お
い
て
も
高
く
、
十
代
目
杵
屋
六
左
衛
門
が
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
作
曲
し
た
「
秋
色

種
」
の
中
に
「
虫
の
合
方
」
と
い
う
間
奏
が
入
り
、
そ
こ
に
松
虫
の
声
を
模
し
た
音
楽
を
聞
く
。
そ
れ
の
み
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
に
は

上
島
鬼
貫
（
一
六
六
一
―
一
七
三
八
）
の
次
の
句
が
存
在
す
る
で
は
な
い
か
。

虫
の
声
と
絵
画
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行
水
の

す
て
ど
こ
ろ
な
き

む
し
の
こ
ゑ

謝
辞本

稿
は
二
〇
〇
一
年
七
月
二
八
日
、
日
本
風
俗
史
学
会
関
西
支
部
に
お
け
る
講
演
「『
大
和
絵
』
と
『
浮
世
絵
』
を
結
ぶ
も
の
│
│
虫
の
声
を
中
心

と
し
て
│
│
」
を
基
本
と
し
て
い
る
。

本
稿
の
成
る
に
あ
た
っ
て
は
、
本
学
文
学
部
高
木
和
子
専
任
講
師
、
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
学
芸
員
河
田
昌
之
氏
の
お
二
人
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

ご
助
言
、
ご
示
教
を
い
た
だ
い
た
。
文
献
の
整
理
等
で
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
の
後
藤
健
一
郎
さ
ん
、
塚
本
美
加
さ
ん
の
多
大
な
助
け
を
い
た
だ
い

た
。
末
筆
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
方
々
に
深
く
感
謝
し
た
く
思
っ
て
い
る
。

註�

源

豊
宗
『
大
和
絵
の
研
究
』（
一
九
七
六
年

角
川
書
店
）

�

家
永
三
郎
『
上
代
倭
絵
全
史

改
訂
版
』（
一
九
六
六
年

墨
水
書
房
）

�

拙
稿
「『
大
和
絵
』
と
『
浮
世
絵
』
研
究
序
説
│
│『
源
氏
物
語
絵
巻
』
と
歌
川
広
重
『
東
海
道
五
十
三
次
』（
保
永
堂
版
）
の
比
較
を
中
心
に

│
│
」（
関
西
学
院
創
立
１１１
周
年
文
学
部
記
念
論
文
集
）

�

萩
谷
朴
校
注
『
枕
草
子

上
』（
一
九
七
七
年

新
潮
社
）

�

山
岸
徳
平
校
注
『
源
氏
物
語

四
』（
一
九
六
二
年

岩
波
書
店
）

�

永
積
安
明

島
田
勇
雄
校
注
『
古
今
著
聞
集
』（
一
九
六
六
年

岩
波
書
店
）

�

一
説
に
は
天
延
三
年
（
九
七
五
年
）

�

和
歌
史
研
究
会
編
『
私
家
集
大
成

中
古
Ⅱ
』（
一
九
七
五
年

明
治
書
院
）
本
を
使
用

�
『
群
書
類
従
』
本
を
使
用

	

川
口
久
雄

志
田
延
義
校
注
『
和
漢
朗
詠
集
梁
塵
秘
抄
』（
一
九
六
五
年

岩
波
書
店
）




木
村
正
中
校
注
『
土
佐
日
記

貫
之
集
』（
一
九
八
八
年

新
潮
社
）

�
『
私
家
集
大
成

中
古
Ⅱ
』
本
を
使
用

�

秋
山
光
和
『
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵

伊
勢
物
語
絵
巻
解
説
』（
一
九
八
四
年

財
団
法
人
日
本
古
典
文
学
会
）
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河
田
昌
之
『
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
品
選
集
』（
一
九
九
〇
年

和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
）「
伊
勢
物
語
絵
巻
」
解
説

�

同
右

�

同
右

�

小
松
茂
美
編
集
・
解
説
『
男
衾
三
郎
絵
詞

伊
勢
新
名
所
歌
合
』（
一
九
九
二
年

中
央
公
論
社
）

�

同
右

�

同
右

�

川
口
久
雄
全
訳
注
『
和
漢
朗
詠
集
』（
一
九
八
二
年

講
談
社
〔
講
談
社
学
術
文
庫
〕）

�

朝
倉
治
彦

柏
川
修
一
校
訂
編
集
『
守
貞
漫
稿
』
第
一
巻
（
一
九
九
四
年

東
京
堂
）

�

菊
池
貴
一
郎
『
絵
本
江
戸
風
俗
往
来
』（
一
九
六
五
年

平
凡
社
〔
鈴
木
棠
三
編

東
洋
文
庫
〕）

�
『
東
京
百
事
便
』
第
二
編
（
一
八
九
〇
年
三
三
文
房
〔
一
九
九
九
年

フ
ジ
ミ
書
房
よ
り
復
刊
〕）

 

市
古
夏
生

鈴
木
健
一
校
訂
『
新
訂
江
戸
名
所
図
会
５
』（
一
九
九
七
年

筑
摩
書
房
〔
ち
く
ま
学
芸
文
庫
〕）

!

家
永
三
郎
『
日
本
の
美
術
１０

や
ま
と
絵
』（
一
九
六
四
年

平
凡
社
）

│
│
文
学
部
教
授
│
│

虫
の
声
と
絵
画

一
七




