
浮
世
絵
の
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│
研
究
者
の
眼
、
学
生
の
想
い
│
│

永

田

雄
次
郎

は

じ

め

に

誰
が
始
め
た
の
か
、
記
憶
は
定
か
で
は
な
い
。
筆
者
が
教
員
と
な
り
、
講
義
科
目
を
担
当
し
て
、
か
な
り
の
時
が
過
ぎ
た
。
講
義
中
に

出
席
カ
ー
ド
を
配
り
、
出
席
を
確
認
す
る
こ
と
は
今
に
至
っ
て
い
る
。
あ
る
時
、
そ
の
カ
ー
ド
の
裏
に
講
義
の
内
容
に
つ
い
て
質
問
を
書

い
た
受
講
者
が
い
た
。
次
の
講
義
の
冒
頭
に
、
そ
の
質
問
に
つ
い
て
回
答
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
時
間
に
配
付
し
た
出
席
カ
ー
ド
に
は
複
数

の
質
問
が
寄
せ
ら
れ
た
。
感
想
も
書
い
て
く
る
。
次
回
の
講
義
に
は
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
私
な
り
の
答
え
を
用
意
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
こ
れ
が
現
在
に
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。

講
義
終
了
後
、
質
問
や
感
想
（
時
に
は
施
設
改
善
の
要
望
も
あ
る
）
は
出
席
カ
ー
ド
の
裏
に
書
く
の
で
あ
る
か
ら
、
質
問
者
は
特
定
さ

れ
る
し
、
自
ら
の
立
場
を
表
明
し
て
も
い
る
の
で
、
彼
ら
彼
女
ら
の
真
剣
な
態
度
が
そ
こ
に
見
え
る
。
あ
の
無
記
名
の
無
責
任
な
発
言
で

は
な
い
。
そ
の
質
問
や
感
想
の
内
容
は
、
記
入
者
個
人
へ
の
回
答
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
に
は
あ
ま
り
に
も
惜
し
い
も
の
も
多
い
。
そ
こ

で
、
講
義
時
の
初
め
に
、
受
講
者
全
員
に
対
し
て
、
筆
者
が
重
要
な
前
回
の
質
問
や
感
想
を
選
び
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
回
答
を
与
え
、
そ

の
問
題
を
全
員
で
考
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
以
前
は
質
問
者
の
名
を
挙
げ
て
い
た
が
、
記
入
者
か
ら
「
そ
れ
は
止
め
て
下
さ
い
」
と
の
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申
し
出
が
あ
り
、
そ
れ
以
降
は
名
を
伏
せ
て
い
る
。

こ
れ
ら
質
問
、
感
想
に
対
す
る
回
答
の
時
間
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
学
生
は
多
い
が
、
反
対
に
、
講
義
時
間
の
短
縮
に
つ
な
が
り
無

駄
な
時
間
を
消
費
し
て
い
る
と
カ
ー
ド
の
裏
に
書
く
学
生
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
筆
者
は
、
講
義
中
の
こ
の
よ
う
な
回
答
時

間
の
設
定
は
、
近
年
、
殊
更
に
声
高
に
語
ら
れ
る
Ｆ
Ｄ
（F

acu
lty

D
evelopm

en
t

）
に
さ
ほ
ど
強
く
関
係
し
て
い
る
と
は
思
っ
て
も
い

な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
前
回
講
義
の
内
容
確
認
と
も
な
り
、
個
人
の
質
問
や
感
想
は
受
講
者
全
員
の
疑
問
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
考

え
、
そ
の
時
間
の
持
つ
意
味
を
説
明
す
る
。
時
に
は
、
次
回
予
定
し
て
い
る
講
義
内
容
よ
り
重
要
な
指
摘
が
為
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
そ

の
質
問
の
回
答
が
一
つ
の
講
義
と
な
る
こ
と
す
ら
あ
る
。（
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
自
ら
の
講
義
が
い
か
に
未
完
成
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
し

て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
が
）

以
上
の
こ
と
に
よ
り
、
本
稿
は
、
昨
年
行
な
っ
た
講
義
科
目
を
例
に
し
て
、
受
講
者
の
質
問
や
感
想
の
内
容
が
そ
の
講
義
の
み
な
ら

ず
、
学
問
研
究
に
い
か
に
大
き
く
関
連
し
て
い
る
の
か
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
一
）

最
近
、
浮
世
絵
の
歴
史
に
つ
い
て
講
義
す
る
機
会
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
源
豊
宗
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
」盧
と
定
義
す
る
、
平
安
時
代
に
成
立
し
た
大
和
絵
の
流
れ
を
汲
む
絵
画
と
し
て
、
江
戸
時
代
、
江
戸
の
地
の
庶
民
が

楽
し
ん
だ
浮
世
絵
も
そ
れ
に
該
当
す
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
認
識
し
、
日
本
の
絵
画
史
を
貫
く
美
的
性
格
を
浮

世
絵
に
認
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
二
〇
〇
五
年
秋
学
期
の
講
義
科
目
「
芸
術
史
（
日
本
）」（
二
年
生
以
上
が
受
講
対
象
）
が
開
講
さ

れ
た
。
そ
こ
で
は
、
歌
川
広
重
（
一
七
九
七
―
一
八
五
八
）
の
「
東
海
道
五
十
三
次
（
保
永
堂
版
）」
を
中
心
に
、
風
景
版
画
の
意
味
を

問
う
こ
と
に
し
た
。
受
講
者
は
三
五
一
名
（
そ
の
内
三
〇
五
名
が
定
期
試
験
を
受
け
た
）
で
あ
り
、
毎
回
二
〇
件
以
上
の
質
問
あ
る
い
は

浮
世
絵
の
終
焉
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感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
の
統
計
的
分
析
は
本
稿
の
主
た
る
目
的
で
は
な
い
の
で
省
略
す
る
。

浮
世
絵
の
講
義
は
、
浮
世
絵
の
定
義
お
よ
び
そ
の
流
れ
を
論
じ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
が
も
っ
と
も
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
本
講
義
も
そ

れ
に
従
い
、
ま
ず
、
浮
世
絵
の
歴
史
を
「
浮
世
絵
の
祖
」
と
も
呼
ば
れ
る
菱
川
師
宣
（
生
年
不
詳
―
一
六
九
四
）
の
肉
筆
画
「
見
返
り
美

人
図
」（
図
１
）
に
始
ま
り
、
鈴
木
春
信
（
一
七
二
五
―
一
七
七
〇
）、
喜
多
川
歌
麿
（
一
七
五
三
―
一
八
〇
六
）、
鐚
飾
北
斎
（
一
七
六

〇
―
一
八
四
九
）、
広
重
と
続
き
、
小
林
清
親
（
一
八
四
七
―
一
九
二
五
）
や
楊
洲
周
延
（
一
八
三
八
―
一
九
一
二
）
あ
た
り
の
明
治
時

代
の
錦
絵
作
品
ま
で
を
ス
ラ
イ
ド
を
用
い
て
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
早
速
、
質
問
や
感
想
が
出
席
カ
ー
ド
の
裏
に
書
か
れ
る
。
代
表

的
な
も
の
を
四
例
提
示
し
よ
う
。

（
一
）、
浮
世
絵
を
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
見
た
の
は
初
め
て
で
面
白
か
っ
た
で
す
。
も
っ
と
た
く
さ
ん
見
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

（
二
）、
明
治
時
代
の
浮
世
絵
と
い
う
の
を
は
じ
め
て
知
っ
た
。
浮
世
絵
と
い
う
と
写
楽
と
か
広
重
だ
と
思
っ
て
い
た
。
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
、
初
期
の
も
の
の
方
が
シ
ン
プ
ル
で
私
の
好
み
に
合
っ
て
い
る
。

（
三
）、
西
洋
画
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
影
の
あ
る
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
絵
が
、
こ
れ
も
浮
世
絵
だ
と
い
わ
れ
る
と
す
ご
く
違
和
感

を
感
じ
ま
し
た
。
今
い
ち
定
義
が
分
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

（
四
）、
最
後
の
方
の
女
の
人
が
ピ
ア
ノ
の
前
に
座
っ
て
、
男
の
人
が
フ
ル
ー
ト
を
吹
い
て
い
る
姿
が
気
に
入
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
質
問
や
感
想
は
、
浮
世
絵
の
展
開
に
対
す
る
驚
き
や
戸
惑
い
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
浮
世
絵
と
い
え

ば
、
写
楽
、
広
重
あ
る
い
は
歌
麿
、
北
斎
な
ど
の
麗
し
い
錦
絵
を
示
す
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
明
治
時
代
の
西
洋
文
化
と
の
交
わ
り
の

中
に
見
る
浮
世
絵
が
存
在
す
る
と
の
新
た
な
認
識
が
そ
こ
に
見
え
る
。
次
回
の
講
義
の
前
に
、「
そ
の
よ
う
な
大
き
な
流
れ
を
見
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
、
浮
世
絵
は
江
戸
時
代
の
江
戸
の
地
を
中
心
に
成
立
し
た
と
い
う
定
義
に
疑
問
を
抱
い
た
こ
と
は
す
ば
ら
し
い
」
と
ま
ず

回
答
し
た
。

興
味
深
い
の
は
、
浮
世
絵
の
中
で
も
っ
と
も
技
術
的
に
完
成
度
の
高
い
錦
絵
の
豊
麗
な
色
彩
に
眼
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
丹
絵
、
紅

浮
世
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の
終
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絵
、
漆
絵
な
ど
の
シ
ン
プ
ル
な
色
合
い
に
よ
る
表
現
を
好
む
受
講
者
が
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
石
川
豊
信
（
一
七
一
一
―
一
七
八
五
）
の

漆
絵
「
花
下
美
人
図
」（
図
２
）
な
ど
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
好
ま
し
く
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
単
な
る
個
人
的

な
嗜
好
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
シ
ン
プ
ル
か
つ
や
や
古
風
で
は
あ
る
が
、
し
な
や
か
で
品
の
良
い
浮
世
絵
は
、
日
本
絵
画
史
の
主
流
を
形

成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
大
和
絵
の
系
譜
の
中
に
た
し
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
錦
絵
登
場
以
前
の
丹
絵

や
漆
絵
な
ど
の
作
品
に
つ
い
て
、
今
後
、
さ
ら
に
講
義
で
扱
う
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。

反
対
に
、
明
治
時
代
の
作
例
に
対
す
る
関
心
が
高
い
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
、
も
う
一
度
指
摘
し
て
お
こ
う
。
浮
世
絵
に
お

け
る
影
の
描
写
に
あ
っ
て
は
、
幕
末
期
の
歌
川
国
芳
（
一
七
九
七
―
一
八
六
一
）
の
「
忠
臣
蔵
十
一
段
目

夜
討
之
図
」（
図
３
）
の
人

物
に
も
す
で
に
見
え
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、（
三
）
の
質
問
者
に
は
、
清
親
「
今
戸
夏
月
」（
図
４
）
な
ど
の
和
、
洋
の
雰
囲
気

の
織
り
な
す
美
し
さ
へ
の
違
和
感
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

質
問
（
四
）
を
記
し
た
受
講
者
に
は
、
周
延
「
欧
洲
管
絃
楽
合
奏
之
図
」（
図
５
）
が
、
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
浮
世
絵
の
色
調
と
は

異
な
り
、
あ
ま
り
に
も
鮮
や
か
な
色
彩
の
中
に
見
え
る
西
洋
文
化
の
実
現
と
見
え
た
こ
と
へ
の
驚
き
の
声
を
あ
げ
た
に
間
違
い
な
い
と
考

え
る
の
は
、
講
義
担
当
者
の
思
い
過
ご
し
な
の
か
。

こ
こ
で
、
浮
世
絵
に
関
す
る
一
つ
の
大
き
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
は
、
浮
世
絵
と
は
江
戸
時
代
の
絵
画
で
あ
る
と

い
っ
た
一
般
的
認
識
に
対
し
て
、
明
治
時
代
に
も
技
術
的
に
さ
ほ
ど
相
違
な
い
浮
世
絵
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
を
認
め
る
か
否
か
と
の

問
い
か
け
を
意
味
し
よ
う
。
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
と
明
治
時
代
の
浮
世
絵
は
、
同
じ
範
疇
に
入
れ
る
べ
き
か
区
別
す
べ
き
か
と
の
思
い
で

あ
る
。
浮
世
絵
は
、
江
戸
絵
と
も
称
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
江
戸
の
地
が
東
京
と
な
っ
た
明
治
時
代
の
そ
れ
は
浮
世
絵
と
呼
ぶ
こ
と
を
矯

ら
う
気
持
ち
も
生
じ
る
。
江
戸
時
代
は
浮
世
絵
、
明
治
時
代
の
作
品
は
錦
絵
と
区
別
す
る
こ
と
は
、
は
た
し
て
適
切
な
の
か
ど
う
な
の

か
。
さ
ら
に
、
こ
の
思
い
は
、
浮
世
絵
が
い
つ
消
え
去
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
広
が
り
を
見
せ
て
く
る
。

浮
世
絵
の
終
焉

四



図 1 師宣「見返り美人図」

図 3 国芳「忠臣蔵十一段目 夜討之図」

図 5 周延「欧洲管絃楽合奏之図」

図 2 豊信「花下美人図」

図 4 清親「今戸夏月」

図 6 芳年「新柳二十四時 午前三時」
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図 7 北斎「神奈川沖浪裏」（「冨嶽三十六景」より）

図 9 周延「真美人 十四パラソル」

図 11 松亭「向両国」

図 10 清親「東京新大橋雨中図」

図 12 清親「南山之役図」

図 8 自笑斎「和漢諸色大角力」（部分）
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（
二
）

浮
世
絵
は
い
つ
終
焉
を
迎
え
た
の
か
。
藤
懸
静
也
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

浮
世
絵
は
も
と
も
と
江
戸
庶
民
の
芸
術
と
し
て
、
江
戸
趣
味
の
下
に
興
つ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
江
戸
幕
府
が
滅
亡
し
、
江
戸
が

東
京
に
か
は
れ
ば
、
大
変
化
を
う
け
て
、
浮
世
絵
も
亦
そ
の
終
焉
を
告
く
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
正
に
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け

て
の
浮
世
絵
は
、
江
戸
幕
府
の
盛
時
に
作
ら
れ
た
も
の
と
は
、
全
く
一
変
し
て
、芸
術
的
に
は
全
く
そ
の
価
値
を
落
し
た
の
で
あ
る
。盪

浮
世
絵
は
別
名
「
江
戸
絵
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
「
江
戸
」
と
は
江
戸
の
地
で
あ
る
と
と
も
に
、
江
戸
時
代
と
い
う
特

定
の
時
間
を
意
識
し
て
い
く
べ
き
こ
と
を
藤
懸
の
論
述
は
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
明
治
時
代
の
作
品
の
芸
術
的
価
値
の
下
落
の
理
由

を
、「
趣
致
乏
し
く
技
巧
拙
く
、
使
用
さ
れ
た
顔
料
も
紙
も
、
粗
悪
で
あ
つ
て
」蘯
と
続
け
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
群
を
藤
懸
は
、

「
欧
米
文
化
輸
入
に
急
な
る
の
時
、
昔
日
の
浮
世
絵
版
画
は
文
明
開
化
の
様
相
を
写
さ
ん
が
為
め
に
、
全
く
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。
さ
れ

ば
吾
人
は
そ
の
変
貌
を
以
て
や
が
て
、
大
正
昭
和
に
於
け
る
新
ら
し
い
版
画
発
展
の
過
渡
期
と
見
ん
と
欲
す
る
」盻
と
結
論
づ
け
る
。
以

上
の
理
由
か
ら
、
藤
懸
の
浮
世
絵
史
は
広
重
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
。
江
戸
の
浮
世
絵
と
、
大
正
、
昭
和
の
創
作
版
画
運
動
や
新
版
画
運

動
な
ど
の
名
の
許
に
生
み
出
さ
れ
た
近
代
性
を
漂
わ
せ
た
「
美
術
」
作
品
の
問
の
過
渡
期
的
作
例
と
し
て
、
幕
末
、
明
治
時
代
の
浮
世
絵

を
、
そ
の
い
ず
れ
か
ら
も
分
離
さ
せ
て
い
る
。

藤
懸
は
幕
末
、
明
治
の
浮
世
絵
の
芸
術
的
低
下
の
一
つ
の
理
由
と
し
て
顔
料
の
粗
悪
さ
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
点
を
よ
り
強
調
し
た
の

が
石
井
研
堂
で
あ
っ
た
。

錦
絵
印
刷
用
の
絵
の
具
は
、
植
物
性
あ
り
鉱
物
性
あ
り
、
其
品
類
中
々
に
多
い
、
錦
絵
の
発
達
進
歩
の
跡
を
概
観
す
れ
ば
、
原
始

時
代
に
は
、
僅
三
四
色
の
外
に
出
て
な
か
っ
た
も
の
が
、
近
代
の
爛
熟
期
に
及
ん
で
は
、
十
数
種
を
算
す
る
に
至
り
、
種
々
の
使
用

浮
世
絵
の
終
焉

七



法
さ
へ
発
明
さ
れ
た
、（
中
略
）
但
明
治
以
後
の
錦
絵
に
用
い
ら
れ
た
、
コ
ー
ル
性
色
料
類
は
、
一
切
之
を
省
略
す
る
。眈

明
治
時
代
の
浮
世
絵
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
鮮
や
か
な
、
あ
ま
り
に
鮮
や
か
な
（
人
に
よ
っ
て
は
毒
々
し
い
、
あ
く
ど
い
と
評

す
る
）
色
彩
の
使
用
が
掲
げ
ら
れ
よ
う
。
新
着
の
鉱
物
顔
料
、
化
学
染
料
で
あ
る
。
あ
の
洋
紅
と
呼
ば
れ
る
赤
、
そ
れ
に
妖
し
く
反
応
す

る
か
の
よ
う
な
ム
ラ
コ
を
使
っ
た
紫
色
、
そ
の
間
で
中
間
色
的
に
配
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
ロ
ー
ダ
ミ
ン
に
よ
る
ピ
ン
ク
の
色
合
い
で
あ

る
。
周
延
「
欧
洲
管
絃
楽
合
奏
之
図
」
の
世
界
で
あ
る
。
石
井
は
、
そ
の
顔
料
に
つ
い
て
多
く
を
語
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
幕
末
期
よ
り

こ
の
色
調
は
浮
世
絵
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
も
あ
る
が
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
顕
著
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
点
で
、
藤
懸
、
石

井
に
よ
る
江
戸
時
代
と
明
治
時
代
の
浮
世
絵
（
石
井
流
に
は
錦
絵
）
を
区
別
し
、
浮
世
絵
の
終
焉
は
幕
末
期
に
あ
る
と
い
う
見
解
が
出
現

す
る
。
た
と
え
ば
、
周
延
作
品
よ
り
色
彩
的
に
強
烈
な
、
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
制
作
の
月
岡
芳
年
（
一
八
三
九
―
一
八
九
二
）
の

「
新
柳
二
十
四
時

午
前
三
時
」（
図
６
）
あ
た
り
が
江
戸
時
代
と
明
確
に
分
け
ら
れ
る
べ
き
作
品
で
あ
る
と
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
化
学
染
料
に
関
し
て
は
、
ベ
ロ
藍
（
ベ
ロ
リ
ン
藍
）
に
つ
い
て
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）

頃
制
作
の
北
斎
「
冨
嶽
三
十
六
景
」
を
特
徴
づ
け
る
青
色
は
、
化
学
染
料
ベ
ロ
藍
の
持
つ
味
わ
い
な
の
で
あ
る
。「
神
奈
川
沖
浪
裏
」（
図

７
）
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
表
現
を
可
能
に
す
る
青
で
あ
る
。

本
邦
従
来
の
植
物
藍
に
比
す
れ
ば
、
其
色
概
し
て
鮮
美
で
あ
る
、
化
学
的
の
色
料
な
が
ら
、
錦
絵
に
使
用
す
る
こ
と
古
い
の
で
、

こ
ゝ
に
挙
げ
た
。（
中
略
）
又
地
本
問
屋
の
永
寿
堂
で
は
、
前
北
斎
の
富
士
三
十
六
景
を
、
同
じ
く
摺
立
て
ゝ
売
出
し
、
何
れ
も
非

常
の
高
評
を
博
し
て
か
ら
は
、
益
�
ベ
ロ
リ
ン
摺
の
大
流
行
と
な
っ
て
、
其
後
の
錦
絵
は
、
日
本
藍
よ
り
ベ
ロ
リ
ン
に
一
変
し
た
と

い
ふ
、眇

石
井
も
化
学
染
料
の
す
べ
て
を
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
渋
々
の
肯
定
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、「
黒
ず
ん
だ
日
本
藍
と
、
冴
え

た
ベ
ロ
藍
」眄
と
も
論
じ
、
ベ
ロ
藍
に
対
し
て
は
、
か
な
り
積
極
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
文
政
一
二
年
（
一
八

二
九
）
に
使
用
さ
れ
始
め
た
、
こ
の
化
学
染
料
の
発
色
の
良
さ
は
、
明
治
時
代
の
同
じ
く
舶
来
か
つ
安
価
な
ム
ラ
コ
や
ロ
ー
ダ
ミ
ン
の
重

浮
世
絵
の
終
焉
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用
に
つ
な
が
る
。
こ
の
色
調
の
大
き
な
変
化
な
ど
に
よ
り
、
江
戸
時
代
と
は
異
な
る
幕
末
、
明
治
時
代
の
浮
世
絵
が
登
場
し
て
、
江
戸
の

浮
世
絵
が
終
焉
を
迎
え
る
一
つ
の
要
因
と
な
っ
た
と
結
論
づ
け
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
本
来
の
浮
世
絵
と
は
別
物
の
作
品
を

受
講
者
に
紹
介
し
、
違
和
感
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
三
）

明
治
時
代
に
な
り
、
江
戸
の
地
は
東
京
と
改
名
さ
れ
た
。
政
治
、
文
化
の
中
心
地
と
し
て
の
東
京
に
お
い
て
、
旧
時
代
の
江
戸
で
親
し

ま
れ
た
浮
世
絵
は
江
戸
絵
の
意
味
を
失
い
、
こ
こ
に
そ
の
存
在
は
姿
を
消
し
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

薩
長
の
指
導
に
よ
っ
て
新
し
い
政
府
が
樹
立
さ
れ
、
東
京
と
い
う
都
市
も
形
成
さ
れ
て
行
く
。
洋
装
の
政
府
要
人
が
町
を
闊
歩
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
様
子
を
見
守
る
東
京
の
多
く
の
人
々
、
そ
れ
は
、
江
戸
時
代
に
江
戸
の
地
で
生
き
た
庶
民
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ

お
さ

め
い

の
服
装
も
江
戸
時
代
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
も
多
い
。
彰
義
隊
を
誉
め
称
し
、
新
た
な
明
治
の
御
代
を
「
治
ま
る
明
」
と
揶
揄
し
た
の
も
そ

れ
ら
の
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

制
度
が
改
ま
り
、
西
洋
か
ら
文
物
が
数
多
く
輸
入
さ
れ
、
風
俗
に
も
変
化
が
見
え
出
す
。
そ
の
直
前
、
幕
末
期
の
終
り
も
終
り
、
慶
応

三
年
（
一
八
六
七
）、
自
笑
斎
の
浮
世
絵
「
和
漢
諸
色
大
角
力
」
は
、
従
来
日
本
で
使
用
さ
れ
た
文
物
と
、
新
し
く
外
国
か
ら
入
っ
て
き

た
も
の
と
を
対
比
的
に
、
相
撲
の
形
で
描
い
て
い
る
。
そ
の
作
品
の
中
に
、
何
と
錦
絵
本
人
が
写
真
に
食
い
付
い
た
体
勢
で
取
り
組
ん
で

い
る
部
分
（
図
８
）
が
見
え
る
。
浮
世
絵
の
版
画
技
法
が
写
真
技
術
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
よ
う
と
す
る
様
子
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

は
た
し
て
、
こ
の
相
撲
に
よ
っ
て
錦
絵
は
写
真
に
力
づ
く
で
土
俵
に
捩
じ
伏
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の

遺
さ
れ
た
作
品
の
数
の
多
さ
が
、
東
京
に
な
っ
て
も
、
江
戸
時
代
生
ま
れ
の
江
戸
っ
子
に
は
浮
世
絵
は
、
依
然
楽
し
ま
れ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。浮

世
絵
の
終
焉

九



こ
こ
で
、
そ
れ
ら
が
、
藤
懸
の
論
じ
る
「
大
正
昭
和
の
新
し
い
版
画
発
展
の
過
渡
期
」眩
的
作
品
群
と
し
て
、
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
と

明
確
に
区
分
で
き
る
の
か
否
か
、
も
う
一
度
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

菅
原
眞
弓
は
、「
粗
製
濫
造
の
観
」眤
が
あ
り
、「
外
来
染
料
に
よ
る
一
種
毒
々
し
い
色
彩
の
導
入
に
よ
っ
て
、
現
在
の
私
た
ち
の
視
点

で
観
賞
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
美
の
基
準
を
逸
脱
し
て
し
ま
う
作
品
も
多
く
の
こ
さ
れ
て
い
る
」眞
と
、
藤
懸
や
石
井
が
評
し
た
の

と
同
様
に
、
幕
末
、
明
治
時
代
の
浮
世
絵
の
多
く
が
有
す
る
技
術
的
側
面
お
よ
び
一
種
の
美
的
特
質
よ
り
、
こ
の
時
代
の
作
品
へ
の
低
い

評
価
を
肯
定
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
菅
原
は
次
の
よ
う
に
も
記
す
。

浮
世
絵
は
本
来
、
時
代
の
風
俗
を
映
し
出
す
「
浮
世
」
の
絵
で
あ
る
。
幕
末
浮
世
絵
が
も
っ
た
「
浮
世
」
―
時
代
の
様
相
―
と

は
、
異
国
の
脅
威
と
そ
れ
に
伴
う
社
会
構
造
の
激
変
で
あ
っ
た
。
幕
末
浮
世
絵
は
、
そ
の
様
相
を
忠
実
に
映
し
出
す
。
従
来
、
退
廃

期
、
終
焉
期
と
さ
れ
て
き
た
こ
の
時
期
の
浮
世
絵
に
こ
そ
、
時
代
の
風
を
如
実
に
反
映
し
た
「
浮
世
」
の
絵
と
い
う
評
価
を
改
め
て

与
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。眥

幕
末
浮
世
絵
の
代
表
的
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
の
横
浜
開
港
に
関
連
し
た
、
横
浜
市
街
地
や
外
国
人
の
風
俗

な
ど
を
描
い
た
「
横
浜
絵
」
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
さ
に
、「
異
国
の
脅
威
と
そ
れ
に
伴
う
社
会
構
造
の
激
変
」眦
の
姿
そ
の
も
の
を
描
写

し
て
い
る
。
菅
原
は
、
こ
の
立
場
で
、
幕
末
浮
世
絵
の
再
評
価
を
促
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
明
治
時
代
の
「
開
化

絵
」、
そ
れ
以
上
に
明
治
の
世
相
を
映
し
出
し
た
明
治
時
代
の
浮
世
絵
に
ま
で
広
が
り
を
持
た
せ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

時
世
粧
の
表
わ
れ
と
い
う
浮
世
絵
本
来
の
性
格
に
お
い
て
、
明
治
の
浮
世
絵
は
、
ま
さ
し
く
明
治
時
代
の
東
京
の
人
々
の
暮
ら
し
ぶ
り

を
描
き
出
し
て
い
る
。
目
新
し
い
西
洋
の
文
明
に
驚
き
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
を
旺
盛
に
自
ら
の
生
活
の
中
に
取
り
込
み
、
た
く
ま
し
く
当
世

を
生
き
抜
こ
う
と
し
た
の
は
、
繰
り
返
す
が
、
江
戸
生
ま
れ
の
庶
民
で
あ
っ
た
。
そ
の
楽
し
み
の
方
向
は
、
江
戸
時
代
と
は
さ
ほ
ど
隔
た

り
は
な
か
ろ
う
。
薩
長
指
導
の
新
政
府
の
都
、
東
京
に
展
開
す
る
日
常
に
あ
っ
て
、
新
奇
な
文
物
に
少
し
消
化
不
良
を
起
こ
し
な
が
ら

も
、
心
に
は
さ
ほ
ど
の
動
揺
も
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

浮
世
絵
の
終
焉

一
〇



明
治
時
代
も
半
ば
を
過
ぎ
た
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）
制
作
の
周
延
「
真
美
人

十
四
パ
ラ
ソ
ル
」（
図
９
）
は
、
洋
装
の
女
性
を

描
き
、
髪
形
、
パ
ラ
ソ
ル
な
ど
西
洋
文
化
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
が
、
構
図
、
画
面
か
ら
受
け
る
雰
囲
気
は
、
江
戸
時
代
の
歌
麿
、
国
貞

に
つ
な
が
る
美
人
画
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
色
彩
は
、
化
学
染
料
を
用
い
る
が
毒
々
し
く
も
な
い
。
菅
原
の
「
時
代
の
風
を
如

実
に
反
映
し
た
『
浮
世
』
の
絵
」眛
の
記
述
そ
の
も
の
と
い
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
品
の
良
い
作
品
を
明
治
時
代
の
浮
世
絵
と
し
て
江
戸
時

代
の
そ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
は
的
を
射
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
の
清
親
「
東
京
新
大
橋
雨
中
図
」（
図
１０
）
は
、
よ
り
色
濃
く
江
戸
時
代
の
味
わ
い
を
伝
え
る
風
景
版
画
で

あ
る
。
後
年
、
清
親
を
「
明
治
の
広
重
」
と
称
す
る
所
以
は
こ
の
作
品
に
も
充
分
窺
え
る
。
清
親
を
広
重
に
な
ぞ
ら
え
る
見
方
は
、
明
治

の
浮
世
絵
を
直
接
的
に
江
戸
の
浮
世
絵
に
結
び
つ
け
る
姿
勢
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
清
親
が
こ
の
よ
う
な
情
緒
的
な
作
品
を
制
作
し
な
く

な
っ
た
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
以
降
も
、
弟
子
の
井
上
安
治
（
一
八
六
四
―
一
八
八
九
）
に
そ
の
画
風
は
継
承
さ
れ
、
明
治
の
人
々

の
間
で
人
気
が
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

再
度
、
浮
世
絵
の
終
焉
の
問
題
に
戻
ろ
う
。

「
浮
世
」
の
事
件
を
伝
え
る
時
事
報
道
画
と
し
て
の
浮
世
絵
は
、
な
お
も
日
露
戦
争
ま
で
そ
の
命
脈
を
か
ろ
う
じ
て
保
つ
こ
と
に

な
る
が
、
浮
世
絵
に
お
け
る
新
た
な
創
造
性
の
獲
得
と
い
う
視
点
で
み
る
な
ら
ば
、
月
岡
芳
年
の
死
〈
一
八
九
二
〉
を
も
っ
て
浮
世

絵
の
終
焉
と
す
る
の
が
正
し
い
だ
ろ
う
。
芳
年
の
死
後
、
浮
世
絵
は
い
わ
ゆ
る
日
本
画
へ
、
そ
し
て
版
画
へ
と
そ
の
姿
を
変
容
さ
せ

て
い
く
。眷

菅
原
の
こ
の
記
述
が
、
浮
世
絵
の
終
焉
に
関
す
る
一
般
的
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
明
治
時
代
後
期
の
山
本
鼎
（
一
八
八
二
―
一
九
四
六
）

の
創
作
版
画
運
動
、
渡
辺
庄
三
郎
の
新
版
画
運
動
な
ど
に
よ
り
、
新
た
な
版
画
作
品
の
創
作
の
道
が
模
索
さ
れ
る
。
橋
口
五
葉
（
一
八
八

〇
―
一
九
二
一
）
の
作
品
は
西
洋
版
画
へ
の
接
近
を
示
し
た
女
性
像
が
多
く
、
国
芳
の
流
れ
を
汲
む
鏑
木
清
方
（
一
八
七
八
―
一
九
七

二
）
は
、
日
本
画
家
と
し
て
活
躍
す
る
。

浮
世
絵
の
終
焉

一
一



し
か
し
、
個
性
的
な
歴
史
画
を
描
い
た
月
岡
芳
年
の
死
を
も
っ
て
浮
世
絵
が
ま
っ
た
く
消
滅
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
す
で
に
示
し

た
周
延
「
真
美
人

十
四
パ
ラ
ソ
ル
」
は
明
治
三
〇
年
の
浮
世
絵
で
あ
り
、
明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
時
代
に
、
懐
か
し
く
も
美
し
い
風
景

を
描
い
た
高
橋
松
亭
（
一
八
七
一
―
一
九
四
五
）
の
作
品
も
江
戸
時
代
の
風
景
版
画
の
余
光
に
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
向
両
国
」（
図

１１
）
な
ど
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
新
た
な
創
造
性
と
は
何
を
指
す
の
か
も
考
察
の
対
象
と
な
ろ
う
。
明
治
の
浮
世
絵
の
中
に
は
新

し
い
創
造
性
は
見
ら
れ
な
い
の
か
。

結
論
的
に
述
べ
れ
ば
、
明
治
時
代
の
新
し
い
美
術
教
育
の
普
及
に
則
し
て
、
明
治
時
代
の
末
年
に
至
る
浮
世
絵
師
の
死
の
連
な
り
の
中

に
、
静
か
に
一
つ
ま
た
一
つ
と
浮
世
絵
は
消
え
て
行
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
明
治
時
代
の
流
れ
る
時
に
あ
っ
て
、

そ
の
静
か
な
終
焉
の
足
音
を
聴
き
取
り
つ
つ
明
治
時
代
の
作
品
も
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
と
連
続
し
て
受
講
者
に
紹
介
す
る
必
要
性
を
感
じ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
浮
世
絵
の
存
在
を
知
る
こ
と
は
、
明
治
時
代
の
雰
囲
気
を
よ
り
身
近
に
味
わ
う
道
へ
と
導
い
て
行
く
。
こ
こ
で
、

受
講
者
は
、
や
や
戸
惑
い
な
が
ら
も
、
新
し
い
浮
世
絵
と
し
て
明
治
時
代
の
名
品
を
、
そ
れ
な
り
に
評
価
す
る
。
決
し
て
、
大
正
、
昭
和

の
版
画
へ
の
過
度
的
作
品
な
ど
で
は
な
い
。

（
四
）

明
治
時
代
の
浮
世
絵
に
つ
い
て
語
る
時
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
項
が
あ
る
、
そ
れ
は
、
明
治
時
代
の
人
々
が
同
時
代
の
浮
世
絵
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
の
か
を
見
る
と
い
う
視
点
に
つ
い
て
の
考
究
を
意
味
す
る
。
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
来
日
、
死

の
時
ま
で
日
本
で
生
活
し
、
日
本
の
研
究
に
没
頭
、
そ
の
成
果
を
海
外
に
紹
介
し
続
け
た
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
一
八
五
〇
―
一
九

〇
四
）
に
、
同
じ
時
間
を
生
き
た
人
物
と
し
て
浮
世
絵
に
抱
い
た
思
い
を
、
今
、
新
た
に
問
い
か
け
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
浮
世
絵
に
対
す
る
ハ
ー
ン
の
見
解
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
じ
た
の
で
あ
る
が
眸
、
こ
こ
で
は
、
明
治
時
代
の
浮
世
絵
に
つ

浮
世
絵
の
終
焉

一
二



い
て
の
彼
の
論
述
に
、
少
し
ば
か
り
思
い
を
巡
ら
せ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ハ
ー
ン
は
、
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
に
、『
異
国
風
物
と

回
想
（E

xotics
an

d
R

etrospectives

）』
を
刊
行
す
る
が
、
そ
の
中
に
「
永
遠
の
憑
き
も
の
（T

h
e

E
tern

al
H

au
n

ter

）」睇
と
い
う

一
文
が
あ
る
。
そ
こ
に
、
明
治
の
浮
世
絵
（
ハ
ー
ン
は
錦
絵
と
記
す
）
の
記
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
の
よ
う
に
、
そ
の
エ
ッ
セ
イ

は
始
ま
る
。

今
年
の
東
京
の
色
摺
り
版
画
―
錦
絵
―
は
い
つ
に
な
く
私
に
と
っ
て
は
興
味
深
く
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
初
期
の
大
判
の
色
彩
の

魅
力
を
再
現
、
い
や
ほ
と
ん
ど
そ
の
近
く
ま
で
再
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
線
描
に
お
い
て
明
ら
か
に
上
達
し
て
い
る
。
た
し
か

に
、
今
回
の
最
上
の
作
品
よ
り
も
美
し
い
も
の
は
望
む
べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。睚

具
体
的
に
は
、
ハ
ー
ン
は
「
幽
霊
も
の
（w

eird
stu

dies

）」
の
セ
ッ
ト
を
買
い
求
め
、
そ
れ
ら
の
あ
る
も
の
は
極
端
に
不
愉
快
な
感

じ
を
抱
か
せ
る
が
、
二
・
三
枚
の
作
品
は
本
当
に
魅
力
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
中
で
も
桜
の
木
の
精
を
描
い
た
周
延
の

優
品
は
三
銭
で
あ
っ
た
と
続
け
る
。
江
戸
の
文
化
的
環
境
の
表
現
で
あ
る
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
を
高
く
評
価
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

西
洋
文
化
の
熱
に
浮
か
さ
れ
た
明
治
時
代
を
嫌
悪
す
る
ハ
ー
ン
が
明
治
時
代
の
作
品
に
高
評
価
を
与
え
る
の
は
、
一
見
す
る
と
不
思
議
な

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
日
本
の
古
い
怪
談
が
大
好
き
な
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
、
幽
霊
と
い
う
主
題
に
よ
っ
て
明
治
の
浮
世
絵
を
楽
し
ん

だ
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

で
は
、
ハ
ー
ン
の
い
う
「
今
年
」
と
は
い
つ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
異
国
風
物
と
回
想
』
中
の
「
回
想
」
に
あ
た
る
一
〇
編
の
エ
ッ
セ

イ
は
、
神
戸
在
住
時
代
に
着
手
し
て
東
京
へ
移
り
住
ん
だ
時
期
に
完
成
し
た
と
す
れ
ば
睨
、
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
一
〇
月
よ
り
、

本
著
書
の
発
行
さ
れ
た
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
七
月
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
な
る
。
そ
の
年
を
解
く
鍵
は
、
ハ
ー
ン
が
三
銭
で
手
に
入

れ
た
、
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
周
延
作
品
の
主
題
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
桜
の
精
が
出
現
し
、
彼
女
を
見
た
者
す
べ
て
が
恋
に
陥
ち
る

と
い
う
少
女
を
描
く
物
語
と
し
て
は
、
山
東
京
伝
『
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
』
や
舞
踊
劇
「
関
の
扉
」
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
桜
姫
伝
説

に
基
づ
い
た
作
例
を
周
延
の
錦
絵
目
録
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
手
許
の
資
料
睫
で
は
、
明
確
に
特
定
で
き
る
も
の
が
見
つ
か
ら
な

浮
世
絵
の
終
焉
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い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
今
年
」
と
は
、
明
治
二
七
年
か
ら
明
治
三
二
年
の
間
の
一
年
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
作
品
を
ハ
ー
ン

が
東
京
の
色
摺
り
版
画
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
江
戸
の
浮
世
絵
を
江
戸
絵
と
称
し
た
こ
と
と
関
連
づ
け
て
考
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
江
戸

の
浮
世
絵
を
江
戸
絵
、
明
治
の
浮
世
絵
を
東
京
絵
と
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
は
、
江
戸
、
東
京
の
地
の
風
俗
を
描
く
と
い
う
連
続
性

に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ハ
ー
ン
が
、
こ
の
東
京
の
色
摺
り
版
画
（
錦
絵
）
の
色
彩
が
浮
世
絵
の
初
期
の
大
判
に
匹
敵
す
る
と

論
じ
る
こ
と
も
、
そ
の
連
続
性
を
意
識
す
る
こ
と
の
良
き
証
左
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
明
治
時
代
の
浮
世
絵
に
あ
っ
て
、
線
描
の
進
歩
を

も
見
て
い
る
。

ハ
ー
ン
は
、「
日
本
美
術
に
お
け
る
顔
に
つ
い
て
（A

bou
t

F
aces

in
Japan

ese
A

rt

）」睛
の
中
で
、
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
の
優
れ
た

特
質
を
分
析
し
、
北
斎
、
広
重
、
国
芳
、
国
貞
の
芸
術
へ
の
深
い
理
解
を
示
し
て
い
る
。
明
治
時
代
後
半
期
を
日
本
で
生
き
た
ハ
ー
ン
の

明
治
の
浮
世
絵
に
対
す
る
愛
好
は
、
文
明
開
化
の
東
京
を
嫌
い
な
が
ら
も
、
そ
の
主
題
に
お
い
て
旧
来
の
日
本
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の

に
や
や
限
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
低
評
価
に
留
ま
る
存
在
を
も
認
め
つ
つ
も
、
彼
一
人
な
ら
ず
、
同
時
代
の
東
京
の
庶
民
を
中
心
に
し
た

人
々
の
浮
世
絵
へ
の
思
い
入
れ
の
姿
で
も
あ
る
。
浮
世
絵
は
、
ハ
ー
ン
の
生
き
た
時
に
は
、
ま
だ
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
終
焉
を
迎
え
て
は

い
な
い
。

こ
の
ほ
か
、
ハ
ー
ン
の
明
治
時
代
の
浮
世
絵
に
つ
い
て
の
記
事
と
し
て
、『
天
の
川
綺
譚
（T

h
e

R
om

an
ce

of
th

e
M

ilky
W

ay

）』睥

の
「
日
本
だ
よ
り
（A

L
etter

from
Japan

）」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
八
月
の
日
付
が
あ
る
。
平
井
呈
一
は

次
の
よ
う
に
訳
す
。

戦
争
の
錦
絵
は
、
こ
ん
に
ち
も
、
あ
い
か
わ
ら
ず
続
々
と
板
行
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
の
も
の
は
だ
い
ぶ
性
格
が
変
わ
っ
て
き
て

い
る
。
写
真
と
い
う
も
の
が
も
っ
て
い
る
、
ど
う
に
も
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
真
実
性
、
そ
れ
と
従
軍
記
者
の
書
く
文
章
の
信
憑

性
、
こ
れ
が
画
工
の
想
像
力
を
助
け
て
、
近
頃
の
も
の
は
事
実
の
徹
底
的
な
生
々
し
さ
と
迫
力
と
を
う
む
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。睿

浮
世
絵
の
終
焉
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四



平
井
は
、「
戦
争
の
錦
絵
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
原
文
は
「
戦
争
の
絵
画
（th

e
w

ar
pictu

res

）」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
平
井
の
翻
訳

は
興
味
深
い
。
こ
の
文
章
の
直
前
に
は
、
当
時
の
多
く
の
戦
争
画
は
、
安
価
な
「
石
版
画
（lith

ograph
s

）」
で
制
作
さ
れ
た
と
あ
る
。

戦
争
は
、
明
治
三
七
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
日
露
戦
争
を
指
し
、
そ
の
時
の
様
子
を
描
写
し
た
の
が
「
戦
争
の
絵
画
」
な
の
で
あ
ろ

う
。
何
故
、
平
井
は
「
錦
絵
」
と
訳
し
た
の
か
。
そ
れ
は
小
林
清
親
を
は
じ
め
と
す
る
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
日
露
戦
争
を
題
材
と
し

た
戦
争
画
と
し
て
の
錦
絵
が
数
多
く
存
在
す
る
の
が
主
た
る
理
由
で
あ
ろ
う
。
清
親
は
、
時
に
敏
感
に
反
応
し
て
、「
南
山
之
役
図
」睾

（
図
１２
）
を
描
い
た
。

優
れ
た
絵
画
表
現
を
有
す
る
「
戦
争
の
絵
画
」
を
「
戦
争
の
錦
絵
」
と
訳
す
る
こ
と
は
、
ハ
ー
ン
の
記
述
や
現
存
す
る
作
品
か
ら
も
充

分
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
写
真
と
浮
世
絵
が
相
反
す
る
こ
と
な
く
、
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
な
お
錦
絵
の
活
躍
の

場
が
あ
る
と
い
う
論
が
導
き
出
さ
れ
る
。
菅
原
が
、
か
ろ
う
じ
て
保
つ
と
い
う
明
治
時
代
の
浮
世
絵
の
命
脈
は
、
よ
り
高
次
な
浮
世
絵
表

現
の
発
展
、
変
化
の
姿
と
し
て
ハ
ー
ン
の
眼
に
は
映
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
時
代
後
半
は
、
ま
だ
浮
世
絵
の
役
割
は

大
き
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
名
訳
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
浮
世
絵
は
、
新
た
な
表
現
技
法
、
写
真
と
の
接
近
の
中
に
、
江
戸
時
代
よ
り
続
く
時
世
粧
を
描
く
こ
と
は
止
め
な
か
っ

た
。
ハ
ー
ン
の
文
章
は
そ
れ
ら
の
こ
と
を
私
た
ち
に
語
り
伝
え
て
い
る
。
た
と
え
そ
れ
が
、
創
作
版
画
運
動
、
新
版
画
運
動
を
横
目
で
見

な
が
ら
、
化
学
染
料
の
毒
々
し
い
と
も
評
さ
れ
る
色
彩
の
衣
装
を
身
に
ま
と
い
、
徐
々
に
舞
台
か
ら
姿
を
消
す
道
を
歩
ん
で
い
た
と
し
て

も
。

（
五
）

こ
れ
ま
で
の
論
究
に
よ
り
、
浮
世
絵
の
終
焉
を
江
戸
時
代
末
期
と
は
せ
ず
に
、
明
治
時
代
の
か
な
り
の
後
期
の
浮
世
絵
に
ま
で
江
戸
時

浮
世
絵
の
終
焉

一
五



代
よ
り
の
流
れ
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
の
認
識
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
五
年
秋
学
期
「
芸
術
史
（
日
本
）」
で
、
浮
世
絵
の
歴
史
を
概
観

し
た
。
そ
の
結
果
、
受
講
者
が
、
従
来
の
浮
世
絵
観
に
対
す
る
揺
ら
ぎ
を
見
せ
な
が
ら
も
、
明
治
時
代
の
浮
世
絵
に
も
興
味
を
示
し
た
こ

と
は
す
で
に
記
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
二
〇
〇
六
年
秋
学
期
の
同
科
目
で
は
、
幕
末
、
明
治
の
浮
世
絵
を
中
心
に
講
じ
る
こ
と
に
し
た
。
第
一
回
の
講
義
で

は
従
来
通
り
浮
世
絵
の
歴
史
を
概
観
し
た
が
、
次
の
講
義
で
、
昨
年
度
の
受
講
者
の
質
問
、
感
想
を
参
考
に
、
浮
世
絵
の
技
法
の
変
遷
と

と
も
に
、
顔
料
の
変
化
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
。
例
に
よ
っ
て
、
多
く
の
質
問
、
感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
顔
料
に
関
す
る
も
の

も
少
な
く
な
か
っ
た
。

（
一
）、
化
学
染
料
の
導
入
で
色
あ
い
が
日
本
古
来
の
も
の
か
ら
、
現
代
的
に
シ
フ
ト
し
て
き
た
の
が
よ
く
わ
か
っ
た
。
た
だ
、
庶
民
の

中
に
そ
れ
が
浸
透
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
古
い
多
様
な
色
彩
が
う
す
れ
て
今
に
至
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
、
少
し
残
念
だ
。

（
二
）、
当
時
の
人
た
ち
の
中
で
、
化
学
染
料
へ
の
移
行
を
嫌
う
人
た
ち
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
か
。
あ
ま
り
に
雰
囲
気
が
変
わ
る
な
あ

と
思
っ
た
の
で
。

（
三
）、
明
治
の
版
画
よ
り
も
江
戸
の
方
が
軽
や
か
で
す
て
き
だ
と
私
は
思
い
ま
し
た
。

（
四
）、
先
生
は
、
化
学
染
料
を
使
っ
た
浮
世
絵
と
、
初
期
の
よ
う
な
、
そ
れ
を
使
っ
て
い
な
い
浮
世
絵
だ
っ
た
ら
、
ど
っ
ち
が
好
き
で

す
か
。

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
へ
連
続
し
た
流
れ
を
感
じ
、
そ
の
変
化
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
色
彩
に
お
い
て
違
和
感
が
生
じ
、
江
戸
、
明
治

い
ず
れ
を
好
む
か
と
い
う
好
悪
判
断
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。
現
代
人
に
は
、
浮
世
絵
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
が
、
江

戸
時
代
の
多
様
で
軽
や
か
な
色
彩
か
ら
、
明
治
時
代
の
重
厚
で
や
や
あ
く
ど
い
色
彩
へ
の
移
り
変
わ
り
と
い
う
面
で
捉
え
る
傾
向
が
あ
る

よ
う
に
見
え
出
し
た
。
昨
年
度
と
同
じ
く
、
シ
ン
プ
ル
で
上
品
な
作
品
に
対
す
る
愛
好
は
強
く
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
、
藤
懸
、
石
井
の

判
断
に
基
づ
く
浮
世
絵
の
定
義
の
正
当
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
見
方
が
存
在
す
る
と
の
思
い
が
再
び
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
よ
う
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に
も
思
え
て
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
講
義
直
後
、
受
講
者
が
抱
く
疑
問
、
感
想
を
講
義
担
当
者
が
知
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
講
義
時
に
回
答
す
る
こ
と

で
、
前
回
の
復
習
と
と
も
に
次
の
講
義
内
容
に
影
響
を
与
え
、
よ
り
深
く
再
構
成
さ
れ
た
講
義
が
実
現
可
能
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
次
年

度
以
降
、
継
続
的
な
内
容
を
講
義
す
る
時
の
大
き
な
意
味
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
今
述
べ
た
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
は
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
受
講
者
の
疑
問
、
感
想
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
の
で
あ
る
。
も
っ
て
、
受
講
者
侮
る
べ
か
ら
ず
、
畏
る
べ
し
。

お

わ

り

に

講
義
終
了
後
、
出
席
カ
ー
ド
の
裏
に
書
か
れ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
受
講
者
の
質
問
、
感
想
は
講
義
担
当
者
に
先
学
の
優
れ
た
見
解
を
基
に

つ
く
る
こ
と
の
で
き
た
、
さ
さ
や
か
な
講
義
内
容
を
再
確
認
さ
せ
る
と
と
も
に
、
担
当
者
を
励
ま
す
力
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を

日
々
嬉
し
く
思
い
、
本
稿
で
は
一
つ
の
具
体
的
な
講
義
科
目
を
例
に
、
各
時
間
に
寄
せ
ら
れ
る
多
様
な
受
講
者
の
知
性
、
感
性
に
基
づ
い

た
質
問
や
感
想
に
つ
い
て
、
よ
り
多
く
の
話
題
を
提
供
し
、
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
講
義
を
形
成
す
る
道
を
探
ろ
う
と

し
た
。
結
果
は
、
わ
ず
か
一
講
義
時
間
に
対
す
る
も
の
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
受
講
者
の
疑
問
や
そ
の
思
い
は
、

担
当
者
に
と
っ
て
も
、
い
か
に
講
義
に
対
し
て
深
い
思
慮
を
要
求
す
る
意
味
を
備
え
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。
多

く
の
研
究
者
の
鋭
敏
な
眼
を
信
じ
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
一
教
師
た
る
筆
者
に
お
い
て
は
、
彼
ら
彼
女
ら
か
ら

の
、
よ
り
多
く
の
質
問
、
感
想
を
期
待
す
る
日
々
で
も
あ
る
。「
皆
さ
ん
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
よ
」
と
小
さ
な
声
で
呟
い
て
い

る
。
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註盧

源

豊
宗
「
女
絵
│
│
大
和
絵
の
成
立
」（
源

豊
宗
『
大
和
絵
の
研
究
』
一
九
七
六
年

角
川
書
店
に
所
収
）

盪

藤
懸
静
也
『
浮
世
絵
の
研
究

下
』（
一
九
四
三
年

雄
山
閣
）

蘯

同
右

盻

同
右

眈

石
井
研
堂
『
錦
絵
の
彫
と
摺
』（
一
九
九
四
年

芸
艸
堂
）

眇

同
右

眄

同
右

眩

註
盪
に
同
じ

眤

菅
原
眞
弓
「
浮
世
絵
の
残
光
」（
小
林

忠
監
修
『
浮
世
絵
の
歴
史
』
一
九
九
八
年

美
術
出
版
社
に
所
収
）

眞

同
右

眥

同
右

眦

同
右

眛

同
右

眷

同
右

眸

拙
稿
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
浮
世
絵
│
│
江
戸
時
代
へ
の
あ
こ
が
れ
│
│
」（
美
学
論
究

第
二
十
一
編
）

睇

T
h

e
E

tern
al

H
au

n
ter

の
訳
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、『
仏
の
畑
に
落
穂
他
』（
一
九
七
五
年

恒
文
社
）
の
平
井
呈
一

の
「
永
遠
の
憑
き
も
の
」
を
採
用
し
た
。

睚

L
afcadio

H
earn

:
E

xotics
an

d
R

etrospectives,
H

ou
gh

ton
M

ifflin
C

om
pan

y

版
（1922

）（
一
九
八
八
年

臨
川
書
店
よ
り
復
刻
）

を
使
用

睨

平
川
驢
弘
監
修
『
小
泉
八
雲
事
典
』（
二
〇
〇
〇
年

恒
文
社
）

睫

吉
田

漱
・
千
頭

泰
編
「
楊
洲
周
延
論
・
同
錦
絵
目
録
〈
未
定
稿
〉」（
季
刊
浮
世
絵
４３
）、
同
「
楊
洲
周
延
・
錦
絵
目
録
〈
２
〉」（
季
刊
浮
世

絵
４４
）

睛

L
afcadio

H
earn

:
G

lean
in

gs
in

B
u

ddh
a-F

ields,
H

ou
gh

ton
M

ifflin
C

om
pan

y
版
（1922

）（
一
九
八
八
年

臨
川
書
店
よ
り
復
刻
）
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に
所
収
さ
れ
て
い
る

睥
L

afcadio
H

earn
:

T
h

e
R

om
an

ce
of

th
e

M
ilky

W
ay,

H
ou

gh
ton

M
ifflin

C
om

pan
y

版
（1922

）（
一
九
八
八
年

臨
川
書
店
よ
り

復
刻
）
を
使
用

睿

小
泉
八
雲
著
、
平
井
呈
一
訳
『
怪
談
・
骨
董
他
』（
一
九
七
五
年

恒
文
社
）

睾

画
面
に
は
「
南
山
之
役
我
軍
迅
雷
風
雨
に
乗
じ
て
敵
壘
を
突
進
す
」
と
あ
る
が
、
本
論
で
は
「
南
山
之
役
図
」
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
付
記
）

本
稿
の
成
る
に
あ
た
っ
て
は
、
本
学
文
学
部
森
田
雅
也
教
授
、
同
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
石
田
賢
司
さ
ん
よ
り
多
く
の
ご
指
導
、

ご
示
教
を
い
た
だ
い
た
。
末
筆
に
な
っ
た
が
お
二
人
に
深
く
感
謝
し
た
い
。

│
│
文
学
部
教
授
│
│

浮
世
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