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The Implication of "Siren" 

The lotus has been the theme of painting, and there many master works which delineate it. Its flower 

is pure and innocent, and gives the feeling of loneliness and silence after it is withered. Chiba is where 

ancient lotus was discovered and its life was reinstated. Coincidentally, the Chiba City Museum of Art 

is located on a street made by reclaiming the lotus field called Lotus Pond(Hasu-ike) in ancient ttimcs. 

Si!!!nhas same phonetic expression as Siren in Greek my thology who lured mariners to their 

destrucnion. The name of the bulletin waヽdecided with the intention to weave the beautiacs of both 

present and ancient times as if harvesting the lotus and to discuss the ans which lure us like a siren 

蓮
は
K11
来
の
両
越
で
あ
り
そ
れ
を
描
い
た
名
両
が
多
い

。

そ
の

花
は
消
浄
無
垢 、

ま
た
枯
れ
て
は
寂
塞
の
梢
を
も
た
ら
す 。

千
葉
は
古
代
蓮
の
種
が
発
掘
さ
れ
現
代
に
命
を
復
活
し
た
町
で

あ
り 、

奇
し
く
も
千
葉
市
芙
術
館
は
古
に
は
蓮
池
（
は
す
い

け）

と
呼
ば
れ
蓮
の
漂
う
池
を
埋
立
て
た
と
い
う
い
わ
れ
の
繁

華
街
に
位
置
す
る 。

音
通
す
る
si
r
e
n
は
芙
声
を
し
て
船
乗
り

を
誘
惑
し
難
破
さ
せ
る
ギ
リ
シ
ャ

神
話
の
海
の
精
で
あ
る 。

雌

を
採
る
が
如
く
古
今
の
美
を
紡
ぎ 、

妖
梢
の
如
く
人
を
魅
惑
す

る
芸
術
に
就
い
て
論
ず
べ
く
本
誌
の
題
を
定
め
た 。

採
蓮
の
い
わ
れ

Chiba City Museum of Art 

千
葉
市
美
術
館

5
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鈴
木
春
信
と
娘
評
判

鈴
木
春
信
（
一

七―
一
五
？
＼
七
0
)

は、

活
躍
期
の
後
半
に

あ
た
る
明
和
五
年
か
ら
没
す
る
七
年
に
か
け
て、

江
戸
市
井

に
実
在
し
た
評
判
の
美
し
い
娘
た
ち
を
多
く
錦
絵
に
描
い
て

い
る。別

表
(

15

頁）

は、

現
段
階
で
春
信
が
評
判
娘
を
描
い
た

と
考
え
ら
れ
る
作
品
を
挙
げ
た
も
の
で、

そ
の
数
は
六
0
点

余
を
数
え、

従
来
の
指
摘
ど
お
り
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
鍵
屋
お

仙、

次
に
本
柳
屋
お
藤、

さ
ら
に
他
に
も
何
人
か
の
娘
が
描

か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る。

一

方
で
同
じ
時
期
に、

娘
評
判
記
や
随
筆、

川
柳、

ま
た

歌
舞
伎
評
判
記
に
至
る
ま
で、

お
仙
を
は
じ
め
と
し
た
江
戸

の
町
娘
た
ち
を
話
題
と
し
た
文
献
も
多
く
著
さ
れ
て
い
る

が、

こ
の
中
に
は
春
信
関
係
の
研
究
で
は
紹
介
さ
れ
る
機
会

の
な
か
っ
た
汽
料
も
ま
だ
多
く
あ
る。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の

文
献
賓
料
を
中
心
的
に
扱
い
、

描
か
れ
た
評
判
娘
の
特
定

と、

作
品
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
特
に
留
意
し
な
が
ら、

明

和
期
の
評
判
娘
ブ
ー
ム
の
状
況
と
春
侶
作
品
と
の
関
わ
り
を

具
体
的
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う。

閑
話

巻
十
二
』
（
r
大
田

南
畝
全
集

第
|
―

巻
』

所
収

．

九
八
八
年

岩
波
占
店）

明
和
六
年
二

月
「
笠
森
お
仙、

お
藤」

の
項
に
は、
「
谷
中
笠
森
稲
荷
地
内

ト
八
激

鍵
屋
お
仙

春
信
が
最
も
多
く
描
い
た
谷
中
笠
森
稲
荷
の
水
茶
屋
鍵
屋

の
お
仙
は、

当
時
の
文
献
資
料
に
よ
っ
て
も
そ
の
人
気
ぶ
り

は
別
格
で
あ
る。

消
純
な
感
じ
の
美
人
で
あ
っ
た
よ
う
で、

例
え
ば
『
評
判
娘
名
寄
草
』
（

写
本

一

冊

大
東
急
文
庫
所

蔵
・
『
洒
落
本
大
成

第
四
巻
』

所
収

一

九
七
九
年

中
央

公
論
社）
で
は、
「
極
上
上
吉

笠
森
お
泉」

と
し
て
「
…
き

よ
け
な
る
み
め
か
た
ち
す
く
れ
は
な
筋
を
し
と
お
り
ゑ
り
ま

わ
り
き
れ
い
に
生
れ
つ
き。

た
＞

細
腰
に
す
き
と
を
る
な
ん

と
い
へ
る
斗
に
て
さ
し
て
命
を
掛
て
と
お
も
は
ざ
る
た
く
い

こ
そ
女
の
本
意
と
は
い
ふ
ま
し
け
れ
…」

と、

春
信
描
く
美

人
画
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
通
じ
る
風
俯
で
評
さ
れ
る。

水
茶
屋

の
様
子、

笠
森
稲
荷
の
烏
居、

ま
た
別
表
の
と
お
り
ほ
と
ん

ど
の
図
で
表
さ
れ
る
莉
の
紋
な
ど
を、

お
仙
を
特
定
す
る
記

号
と
し
て、

春
信
は
次
々
と
こ
の
評
判
娘
を
描
き
出
し
た
の

で
あ
る
（

表
30、

図
l
)
。

春
信
関
係
資
料
と
し
て
も
紹
介
さ
れ
る
大
田
南
畝
r
半
日

図
1

#
H
r
お
仙
と
ぶ
侍」

信
ゑ

明
和
六
年
当
時
十
八
歳
の
お
仙
は、

錦
絵、

絵
草
紙、

双

千、

美
也
と
て
皆
人
見
に
行。

家
名
は
溢
屋
五
兵
衛
也。

錦

絵
一

枚
絵、

絵
草
紙、

双
六、

よ
み
売
等
に
い
づ
る。

手
拭

に
染
る。

飯
田
町
中
坂
世
継
稲
荷
開
帳
七
日
の
時、

人
形
に

作
り
て
奉
納
す。

明
和
五
年
五
月
堺
町
に
て
中
島
三
甫
蔵
が
せ
り
ふ

に
云、

采
女
が
原
に
若
紫、

笠
森
い
な
り
に
水
茶
や
お
千
と。

是
よ
り

評
判
布。

其
秋
ヒ
月
森
田
座
に
て
中
村
松
江
お
せ
ん
と
成
る」

と
述

べ
ら
れ
る。

田
辺
昌
子

7



図
2

朴
紅
「
雨の
夜
詣（
見
セ
紐
通）」

東
京
国し
兄閲
物
館

ニ
の
よ
う
に
お
仙
と
お
藤
を
較
べ
た
り、
二
人
を
ラ
イ
バ

は
尚
い。

」ヽ
‘
←tし．
じ、

/
,,.:w
ナ

手
拭、

ル
と
な
っ
て
い
た。

れ
た
り、

緑(it
l)

で
は、

藤
蔵、

役
を
油
じ
て
い
る。

九
巻』
所
収

子
だ、

の
巻
末
付
録
の

人
形
に
ま
で
な
る
江
戸
の
人
氣
ア
イ
ド

歌
舞
伎
の
世
界
で
は
そ
の
前
年、

五
年
斤
月
中
村
座
で
中
島
三
甫
蔵
の
せ
り
ふ
に
取
り
人
れ
ら

同
年
七
月
森
田
座
で
中
村
松
江
が
お
仙
に
扮
し
た

こ
と
で
評
判
が
高
ま
っ
た
こ
と
も
わ
か
る。

同
年
三
月
市
村
座
で
中
村
松
江、

し
か
し
さ
ら
に
少
し
前、

記
「
役
者
言
茉
花」（『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成

一
九
九
0
年

て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る。

登
謡
へ
な
ん
ぼ
笠
森
お
せ
ん
で
も、

と
い
ふ
詞
は
や
る。」

岩
波
書
店）

こ
こ
で
南
畝
自
身
が
書
き
込
ん
だ

明
和

そ
の
他
の
記

そ
の
後
も
明
和
六
年
二
月
市
村
座
で
吾
妻

七
年
正
月
中
村
座

で
瀬
川
菊
之
丞
と
い
っ
た
い
ず
れ
も
人
気
の
＂右
女
形
が
お
仙

明
和
五
年
三
月
の
歌
舞
伎
評
判

第一．
期

の
序
文
は、

す

で
に
お
仙
の
評
判
が
衆
知
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し

お
仙
を
モ
デ
ル
に
し
た
ら
し
い

谷
中
笠
森
稲
荷
の
水
茶
屈
の
娘
お
き
っ
と
人
気
役
者
坂
東
彦

ぅu
"

三
郎
の
夢
物
語
で、

実
際
こ
こ
に
苫
か
れ
た
「
…
采
女
の
原

の
若
紫、

新
地
の
か
る
わ
ざ、

是
程
成
ル
評
判
は
又
有
ま
い

や

な
か

，

な

り

と
思
ひ
し
に、

谷
中
笠
森
稲
荷
の
水
茶
や
に、

お
き
っ
と
い

う
娘
有、

父
は
元
熊
谷
の
面
姓
に
て
弥
惣
左
衛
門
と
云
け
る

が
：」
が、

南
畝
が
記
録
し
た
明
和
五
年
五
月
中
村
座
（
堺

町）
の
中
島
三
甫
蔵
の
せ
り
ふ
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
可
能
性

そ
し
て
明
和
五
年
七
月
森
田
座
で、

中
村
松
江
に
よ
っ
て

初
め
て
お
仙
役
が
瀬
じ
ら
れ
た
こ
と
は、

大
衆
が
お
仙
を
江

戸
の
ア
イ
ド
ル
と
し
て
強
く
意
識
し
た
出
来
事
の
―
つ
で
あ

う
の
木
の
下
の
楊
枝
見
せ
お
藤
も
又
評
判
あ
り。
い
て
う
娘

と
称
す。

錦
絵、

絵
草
紙、

手
拭
等
に
出、

よ
み
う
り
歌
に

も
出
る。

足
よ
り
所
々
娘
評
判
甚
し
く、

浅
草
地
内
大
和
茶

屋
女
鯰
屋
お
よ
し、

堺
屋
お
そ
で、
一
枚
絵
に
出
る。

い
て
う
娘
に
か
な
や
し

よ
ま
い。
実
は
笠
森
の
方
又
な
り
ど
う
り
で
か
ぼ
ち
ゃ
が
唐
茄

と
記
し
て
い
る。

第

「
実
は
笠
森
の
方
芙
な

り」
と
の
見
解
は、

明
和
六
年
四
月
に
風
来
山
人
（
平
賀
瀕

あ
め
う
り
と
へ
し
が
で
ん

内）
の
序
と
春
信
の
挿
絵
を
得
て
著
し
た
『
光
飴
土
平
伝。一

む
せ
ん
お
ふ
じ
ゅ
う
い
つ
の
ぺ
ん

「
阿
仙
阿
藤
優
劣
弁」
で
展
開
さ
れ、

派
手

好
み
の
お
藤
よ
り
消
純
派
の
お
仙
の
美
し
さ
を
評
価
し
て
大

い
に
弁
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る。

ま
た
南
畝
の
自
官
の
識
語
も

確
認
さ
れ
る
と
い
う
先
の
『
評
判
娘
名
寄
草』
の
お
仙
の
項

に
は
「
…
さ
て
又
歯
師
や
ら
楊
枝
屋
な
ん
と
は。
い
ち
よ
ふ

の
木
に
て
今
様
の
評
に
の
せ
る
に
た
ら
す
：．」
と
あ
っ
て、

こ
こ
で
も
お
藤
に
厳
し
く、

項
目
さ
え
設
け
ら
れ
て
い
な

‘,
0
 

ヽル
同
＋
と
し
て
話
の
種
と
す
る
こ
と
は、

当
時
江
戸
の
人
々

の
楽
し
み
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

春
信
は
お
仙
と
お
藤

が一
緒
に
い
る
図（
表
10

)

も
制
作
し
て
い
る
が、

こ
れ
も
実

際
に
そ
の
よ
う
な
光
景
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で

あ
ろ
う。

ま
た
「
浮
世
美
人
寄
花

楊
枝
辰
婦

08

)

で
は、

本
柳
屋
の
店
先
で
粋
な
若
衆
が
お
藤
に
お
仙
を

茂
菜」（
表

す
な
わ
ち
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
前
年
の
明
和
五
年、

歌

っ
た
ら
し
い。

浅
野
秀
剛
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば、

し
た
中
村
松
江
を
描
く
無
款
の
細
判
作
品
が
末
京
国
立
博
物

館
に
所
蔵
さ
れ
(
OE
2)、

そ
の
図
で
は
お
仙
の
紋
が
謡
で
あ
る

こ
と
を
殊
更
に
示
し
て
い
る。

明
和
六
年
『
江
戸
評
判
娘
揃』（
写
木

中
央
図
trt
館

加
賀
文
庫
・
『
洒
落
本
大
成

か
さ

や

収）
の
「
巻
頃
大
極
ヒ
上
吉
〇
鑑
届
お
せ
ん
笞
森
座」

ひ
と
と
せ

は
「
…
先
ひ
や
う
ば
ん
の
お
こ
り
は
．
年
向
町
で
中
村
松
江

が
狂
言
で
あ
て
た
ゆ
へ
ひ
や
う
ば
ん
が
つ
ゐ
た
を
か
さ
も
り

に
か
＞
つ
て
す
こ
こ
の
こ
ろ
は
う
ぬ
ぼ
に
見
へ
ま
す
…」
と

い
う一
節
が
あ
り、

を
つ
け
た
一
因
で
あ
っ
た
こ
と
が、

れ
る。

一
冊

お
仙
に
扮

東
京
都
立

第
四
巻』
所

の
項
に

中
村
松
江
の
お
仙
役
が
お
仙
人
気
に
火

こ
の
記
述
で
も
確
認
さ

ま
た
こ
の
文
の
続
き
に
は
春
信
の
名
も
出
て
き
て、
「
E

ピげぼ直
い
や
は
や
そ
ふ
い
へ
ば
砂
糖
み
そ
も
閻
で
膳
め
は

牛
の
袈
か
あ
い
そ
う
に
去
年
の
春
信
か
ら
又
ぐ
つ
と
評
判
つ

ゐ
て
た
れ
し
ら
ぬ
も
の
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
…」
と
あ
る。

さ

ら
に、

同
害
の
序
文
で
は
「
…
笠
森
に
て
日
経
ぬ。

な
る
程

せ

け
ん

ひ
や
う
ば
ん

ゑ

し

ぜ
に

も
ふ
＂

．
一
の

世
間
の
評
判
大
和
絵
師
に
銭
儲
を
さ
せ
し
も。
此
娘
の
連
の

と
く
な
ら
ん
と
…」

し
い
一
文
が
あ
り、

か
し
は

と
い
う
春
信
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
ら

そ
の
目
録
部
分
で
は
「
壺
人
の
は
つ
む

去
年
の
春
信
か
ら
お
も
ひ
つ
か
れ
た
人
和
絵
の
仕

出
し
茶」
と、

こ
こ
で
も
「
去
年
の
春
信」
が
繰
り
返
さ
れ

る。描
い
た
春
信
の
錦
絵
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て

い
る。
こ
の
図
な
ど
は
お
藤
の
ラ
イ
バ
ル
心
を
想
像
し
た

り、
一．
人
の
俊
劣
を
考
え
た
り
す
る
と
い
う
鑑
打
者
の
心
理

を
刺
激
し
た
も
の
で
あ
ろ
う。

さ
て
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
賀
料
の
中
で
は、

お
仙
が
明
和

五
年、

お
藤
が
明
和
六
年
二
月
十
八
日
か
ら
六
月
八
日
の
浅

草
寺
聞
帳
半
ば
よ
り（
註
3)

江
戸
の
ト
ッ
プ
ア
イ
ド
ル
と
な
っ

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る。

し
か
し
春
信
の
作
品
の
中
で
は、

少
数
な
が
ら
そ
れ
よ
り
早
い
時
期
に
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
お
仙
や
お
藤
の
作
品
が
あ
る。

例
え
ば
画
風
や
見
立
の
内
容
か
ら
明
和
四
年
頃
の
作
品
と

考
え
ら
れ
る
「
雨
の
夜
詣
（
見
立
蟻
通）
」（
表
23、

図
2

)

舞
伎
に
お
け
る
中
村
松
江
の
お
仙
役
と
同
様
に、

に
拍
車
を
か
け
た
の
は
春
但
の
錦
絵
で
あ
っ
た。

ら
の
評
判
娘
を
描
い
た
作
品
で
は、

そ
れ
以
前
の
作
品
に
比

し
て
摺
の
荒
れ
た
版
を
H
に
す
る
こ
と
が
多
く、

り
出
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る。

で
の
制
作
も
H
に
付
く。

趣
味
人
の
注
文
に
応
じ
た
絵
暦
な
ど
の
摺
物、

お
仙
人
気

実
際
お
仙

相
当
に
摺

ま
た
中
判
錦

絵
よ
り
安
価
で
普
及
版
的
な
作
品
で
も
あ
っ
た
柱
絵
や
小
判

明
和
二
＼
四
年
頃
に
は、

裕
福
な

主
題
内
容
と

し
て
も
高
尚
で、
古回
価
に
売
ら
れ
た
ら
し
い
錦
絵
を
中
心
に

手
が
け
て
い
た
春
信
が、

明
和
万
年
に
至
り
大
衆
の
た
め
に

評
判
娘
の
お
仙
と
い
う
主
題
を
選
び、

錦
絵
に
描
き
始
め

た。

そ
し
て
見
市
に
こ
の
企
画
は
成
功
し、

み
な
ら
ず
春
信
自
身
が、

げ
ら
れ
た
の
で
あ
る。

実
質
的
に
時
代
の
寵
児
に
押
し
上

お
仙
と
お
藤

浅
草
境
内
の
楊
枝
屋
本
柳
屋
の
お
藤
は、

お
仙
に
遅
れ
て

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
娘
で
あ
る
ら
し
い。
『
半
LJ
閑
話」

明
和
六
年一一
月
「
浅
草
寺
開
板
・
浅
草
名
物」
の
項
の
中
に

本
竹
屋
仁
平
次
娘、
名
は
お
藤。
開
帳
半
よ
り
出
づ。
熊

「
銀
杏
娘

谷
い
な
り
前
い
て
う
の
木
の
下
の
楊
枝
届
娘
な
り」
と
あ
り、
こ
の

資
料
に
従
え
ば、

明
和
六
年
二
月
卜
八
H
よ
り
六
月
八
日
で

あ
っ
た
と
い
う
浅
箪
寺
開
帳
の
半
ば
よ
り
店
に
出
て
評
判
と

な
っ
た
娘
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る。

さ
ら
に
先
に
あ
げ
た

「
笠
森
お
仙、

お
藤」
の
項
で、
「
浅
阜
観
音
棠
の
後、
い
て

は、

激
し
い
雨、

烏
居、

傘、

提
灯
か
ら
謡
曲
「
蝦
通」
の

見
立
絵
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
が{
Jt
4)、

さ
ら
に
提
灯

に
入
れ
ら
れ
た
サ烏
の
紋
が
お
仙
を
示
す
こ
と
か
ら、

笠
森
稲

荷
の
鳥
居
を
く
ぐ
ろ
う
と
す
る
お
仙
の
図
と
し
て
も
鑑
買
で

き
る。

文
字
は
な
く、

絵
だ
け
で
主
題
を
推
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
見
立
の
高
尚
さ、

さ
ら
に
お
仙
を
暗
示
す
る
手
法

は、

ひ
そ
や
か
に
用
意
さ
れ
た
趣
向
を
読
む
知
識
の
あ
る

人
々
に
の
み
向
け
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る。

そ
れ
は
ま
さ
に
春
伍
の
錦
絵
期
前
半
の
作
品
の
特
徴
で
あ

り、

あ
る
限
ら
れ
た
裕
福
で
教
殺
あ
る
人
々
の
た
め
の
悩
級

品
と
し
て
の
性
格
が
明
ら
か
で
あ
る
(
4
5
)
0

実
際、

明
和
五
年
を
待
た
ず、

お
仙
に
つ
い
て
は
早
く
よ

り
あ
る
程
度
話
題
に
は
の
ぼ
っ
て
い
た
ら
し
く、

佐
藤
要
人

氏
の
指
摘（北
6
)

に
よ
り
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は、

明
和
元
年

の
川
柳
「
か
さ
も
り
の
だ
ん
ご
七
u
母
が
う
り」
は、

当
時

十
二
歳
の
お
仙
の
こ
と
と
考
え
ら
れ、

彼
女
の
月
経
の
間
は

母
親
が
店
に
出
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る。

そ
し

て
「
雨
の
夜
詣」
の
よ
う
な
作
品
の
存
在
か
ら、

そ
の
お
仙

を
い
ち
早
く
錦
絵
に
描
き
出
そ
う
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が、

春

信
周
辺
の
限
ら
れ
た
集
団
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
と
予
測
さ

れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る。

こ
の
年
お
仙
の

お
藤
に
関
し
て
は、

浅
草
寺
開
帳
半
ば
と
い
う
南
畝
の
記

録
に
先
行
し
て、

明
和
五
年
正
月
刊

北
尾
直
政
の
『
絵
本

あ
つ
ま
の
花』
に
お
藤
の
図
が
見
出
さ
れ
る
の
が
早
い
例
で

，
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あ
ろ
う。

ま
た
明
和
六
年
正
月
中
村
座
で
瀬
川
菊
之
丞
が
お

藤
役
を
油
じ
て
い
る
し、

文
献
で
も
明
和
六
年
三
月
の
歌
舞

伎
評
判
記
「
役
者
花
鼎」
（
『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成

第
二
期

第
九
巻
』

所
収）

の
序
文
が
お
藤
を
モ
デ
ル
と
し
た
話
と
な

い

て

う

っ
て
い
る。

そ
こ
に
は
「
…
銀
杏
の
本
卜
に
ひ
や
う
ば
ん
の

小
藤
が
み
せ
に、

年
シ
の
こ
ろ
十
八
九
あ
ま
り
な
る、

さ
も

う
つ
く
し
き
角
髪
が
べ
っ
た
り
と
腰
打
か
け、

桃
の
若
衆
に

桜
の
娘、

花
の
盛
や
恋
ざ
か
り、

金
か
ん
見
る
よ
り
も
こ
り

か
の

ゑ
が
き

か
う
ら
ん

や
面
白
し、

彼
春
信
が
画
し
は
是
な
ら
ん
と、

高
欄
に
も
た

う
ら
や
ま

さ
す

が

れ
か
＞

り、

さ
も
羨
し
げ
に
よ
だ
れ
を
な
が
し
迫
に
春
の
永

き
昴
の
下、

日
の
く
る
＞

を
も
忘
れ、

余
念
ン
な
く
打
な
が

め
ゐ
る
所
に、

娘
と
若
衆
は
段
々
そ
ば
へ

寄
リ
添
：．」

と
あ

る。

こ
の
中
の
「
彼
春
信
が
画
し
は
是
な
ら
ん
と
」

の
意
か

ら
す
る
と、

や
は
り
明
和
六
年
よ
り
早
く
春
信
は
お
藤
を
描

い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う。

「
風
流
江
戸
八
累

浅
草
晴
嵐」
（
表
19、

図
3

)

は、

お
藤

を
主
人
公
と
し
た
作
品
で
あ
る
が、

同
シ
リ
ー
ズ
中
の
「
両

国
橋
夕
照」

と
「
真
乳
山
の
経
雪」

は、

明
和
五
年
四
月
六

日
に
吉
原
が
全
焼
し
た
時
隅
田
川
沿
い
で
営
業
し
た
仮
宅
で

の
遊
女
を
題
材
と
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
IE
7
)
0

そ
の
年
の
九
月
に
は
吉
原
へ

戻
っ
た
ら
し
い
が、

こ
れ
ら
の

図
の
出
版
が
仮
宅
営
業
の
期
問
中
か、

遠
く
な
い
時
期
に
行

わ
れ
て
い
る
可
能
性
は
最
も
高
い
。

画
風
か
ら
い
っ

て
も

「
浅
草
晴
嵐」

は
こ
れ
ら
の
図
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
出
版
さ
れ

た
も
の
と
思
え、

明
和
五
年
中
に
描
か
れ
た
可
能
性
は
高
い

が、

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る。

画
中
に
見
え

る
手
紙
の
宛
名
が
お
芳
と
な
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

が、

店
の
構
造
や
前
帯
に
し
て
い
る
女
性
の
姿
な
ど
は、

後

述
す
る
林
屋
お
筆
の
特
徴
に
も
よ
く
通
じ
て
お
り、

残
念
な

が
ら
実
見
し
て
い
な
い
た
め
判
断
で
き
な
い
。

店
の
名
は
「
っ
た
や」

で
あ
る
が
娘
の
名
が
「
お
り
ん
」

と
な
っ
て
い
る
春
信
の
水
茶
屋
の
図
（
表
63

)

も
あ
る
が、

お

芳
の
店
と
関
係
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

先
の

歌
舞
伎
評
判
記
「
役
者
花
鼎」
（
明
和
六
年――一
月）

で
は、

「
…
升
軒
の
花
香
も
時
め
く
計
リ、

中
に
も
堺
届
の
袖
に
め

で、

お
り
ん
が
ひ
で
や
う
じ
の
色
に
う
つ
ろ
ひ．．．
 」

と
い
う

よ
う
に
浅
草
仲
見
世
の
二
十
軒
茶
屋
の
―

つ
で
あ
っ
た
ら
し

い
堺
届
お
そ
で
と、

お
り
ん
は
楊
枝
屋
の
娘
で
あ
る
よ
う
に

記
述
さ
れ
る。

堺
屋
お
袖
に
つ
い
て
は、

細
判
一

点
（
表
01、

図
4

)、

婚
礼
を
テ
ー
マ
と
し
た
七
枚
揃
の
う
ち
の
見
合
の
図
で
「
さ

か
い
や」

と
あ
る
横
中
判
の
作
品
（
表
42

)

、

そ
し
て
小
判
の

作
品
が
一

点（
表
63

)

あ
り、

計
三
点
が
確
認
で
き
る。

『
半
日
閑
話』

は、

他
の
娘
評
判
記
と
は
別
に、

錦
絵
に

な
っ
た
娘
を
中
心
に
記
述
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る。

明
和
六

年
二
月
の
「
湯
島
え
び
す
開
帳」

の
項
に、
「
四
日
よ
り
湯

エ

ピ

ス

島
天
神
社
内
に
お
ゐ
て
泉
州
石
浬
大
社
笑
姿
開
帳
有、

群
衆

多
し。

神
楽
営
に
て
二
人
の
乙
女
神
楽
を
奏
す。

名
を
お
波

お
は
つ
と
云。

振
袖
の
上
に
千
早
を
着
た
り。

容
貌
う
る
わ

し
く
し
て
参
詣
の
人
心
を
動
か
す。

凡
開
帳
ご
と
に
神
楽
巫

図
5

春
侶

「
神
楽
箱J

シ
カ
ゴ
美
術
館

図
4

春
侶

「
堺
展
お
袖」

ホ
ノ
ル
ル
芙
術
館

｀

に
い
づ
る」

と
あ
る。

春
信
の

作
品
で
は、

表
33、

34
（
図

5

)、

51
の
作
品
が
こ
の
美
し
い
巫
女
お
波•
お
初
を
題
材
と

し
て
い
る。

桐
と
沢
沼
の
紋
が
そ
れ
ぞ
れ
の
マ
ー
ク
で
あ
っ

た
よ
う
だ
が、

ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
の
紋
を
使
っ
て
い
た
の
か

は
わ
か
ら
な
い
。

子
の
美
を
ゑ
ら
ぶ
事、

是
な
ん
桶
を
作
り
け
ら
し。

錦
絵
等

t心，t ? ＂ ，，し ＋
で
あ
ろ
う。

こ
の
よ
う
に
春
信
は、

そ
の
評
判
が
一

般
大
衆
に
広
ま
る

か
な
り
早
い
段
階
で、

お
仙
や
お
藤
を
主
題
と
し
て
取
り
上

げ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る。

当
然
の
結
果
と
し
て、

当
時
の

メ
デ
ィ
ア
を
代
表
し
て
錦
絵
が
評
判
娘
と
い
う
流
行
を
先
導

し
た
の
で
あ
る。

萩
華
な
色
摺
版
画
技
法
が
確
立
し
て
間
も

な
い
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
れ
ば、

そ
の
効
果
も
ま
た
絶
大
で

あ
っ
た
だ
ろ
う。

そ
の
他
の
評
判
娘

『
半
日
閑
話』

の
「
是
よ
り
所
々
娘
評
判
甚
し
く、

浅
草

地
内
大
和
茶
屋
女
鯰
屋
お
よ
し、

堺
屋
お
そ
で、

一

枚
絵
に

出
る。
」

と
い
う
先
述
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に、

お
仙
お
藤

に
続
い
て
い
た
る
所
の
娘
た
ち
が
評
判
に
の
ぼ
っ
た
。

多
く

後
の
『
半
日
閑
話』

明
和
七
年
三
月
に
は
「
十
一

日
よ
り
湯

烏
天
神
開
帳、

神
楽
堂
去
年
の
ご
と
く
但
巫
子
は
去
年
の
巫

子
に
あ
ら
ず、

少
女
二
人
也
…
」

と
そ
の
登
場
が
な
か
っ
た

こ
と
を
残
念
が
っ
て
い
る
よ
う
に
も
推
測
さ
れ
る
記
述
で、

こ
の
年
は
巫
女
の
名
も
記
さ
れ
な
い
。

お
そ
ら
く
は
お
波
・

お
初
を
描
い
た
図
の
制
作
も、

ま
だ
評
判
さ
め
や
ら
ぬ
明
和

六
年
前
半
中
に
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う。

評
判
娘
の
記
述
で
は
な
い
が、

r
半
日
閑
話』

明
和
六
年

二
月、

先
の
「
浅
卒
寺
開
帳
・

浅
草
名
物」

の
項
に
は、

や

は
り
春
信
の
錦
絵
に
描
か
れ
て
い
る
永
楽
庵
に
つ
い
て
「
馬

道
の
方
に
京
二
軒
茶
足
の
う
つ
し、

永
楽
庵
の
祇
園
豆
腐
出

来
る。

近
所
の
者
に
忌
れ、

久
し
か
ら
ず
し
て
廃
る。

0
五

月
十
七
日
よ
り
元
雷
門
前
に
又
々
出
来
る。

祇
園一
岳
就
の
図
に

し
き
絵
に
出
る」

と
あ
る。

春
信
は、

こ
の
京
都
祇
園
の
二
軒

茶
屋
の
出
店
で
あ
る
永
楽
庵
を
四
種
（
表
24、

25、

26、

27

（
図
6

)

)

の
作
品
に
描
い
て
い
る。

店
の
宣
伝
物
と
し
て
の

性
格
も
強
い

出
版
で
あ
っ

た
と
も
想
像
さ
れ
て
邸
味
深
い

が、

こ
の
四
図
に
共
通
し
て
髪
型
や
衣
裳
の
同
じ
女
性
（
仲

居）

の
姿
が
あ
る
こ
と
は、

特
定
の
娘
を
示
す
可
能
性
が
あ

る
の
で
念
の
た
め
記
し
て
お
き
た
い
。

但
し、

こ
の
仲
居
の

着
物
に
確
認
さ
れ
る
桐
の
紋
は
店
自
体
の
マ
ー
ク
で
も
あ
っ

た
ら
し
い
。

r
半
日
閑
話」

に
は
記
述
が
な
い
が、

春
信
の
作
品
の
中

で
さ
ら
に
特
定
し
た
い
の
が、

露
考
お
み
ち
（
つ
）

と
呼
ば
れ

お
波
•

お
初
の
登
場
は
一

回
き
り
で
あ
っ
た
の
か、

一

年

ま
た
菊
川
秀
信
の
細
判
で
蒻
屋
お
芳
と
さ
れ
て
い
る
作
品

も
な
い
だ
ろ
う。

樫
大
和
茶
屋、

こ
の
女
を一
二
十`
―一
番
と
す」

と
い
う
そ
の
類
ら
し

き
書
物
を
浅
草
寺
開
板
の

折
に

蔵
し
た
と

害
い

て
い

る

（
「
浅
草
寺
開
帳
・

浅
草
名
物」

の
項）
。

当
然
の
よ
う
に
当
局
は
評
判
娘
ブ
ー
ム
を
よ
く
は
思
わ
な

か
っ
た
。
『
半
日
閑
話』

明
和
六
年
六
月
「
娘
評
判
記」

の

項
に
「
此
節
娘
評
判
甚
し
く、

評
判
記
な
ど
写
本
に
て
出

る。

よ
み
売
歌
仙
な
ど
に
し
て
う
り
あ
る
く。

公
よ
り
是
を

禁
ず。
」

と
あ
り、

娘
評
判
記
は
禁
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る。

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
町
娘
プ
ー
ム
そ
の

も
の
が
す
ぐ
に
終
息
に
向
か
う
こ
と
は
な
か
っ

た
と
見
え

る。

な
ぜ
な
ら
ば
春
信、

あ
る
い
は
一

筆
斎
文
調
と
い
っ
た

同
時
期
の
絵
師
の
評
判
娘
を
描
い
た
錦
絵
は、

明
和
六、

七

年
に
棗
も
盛
ん
に
制
作
さ
れ
た
ら
し
い
か
ら
で
あ
る。

『
江
戸
評
判
娘
揃』

に
も
名
を
連
ね
る
蔦
屋
お
芳
で
あ
る

が、

現
時
点
で
春
信
が
お
芳
を
描
い
た
と
確
信
さ
れ
る
作
品

は
な
い
。
「
大
和
茶」

の
石
板
を
掲
げ
る
店
先
の
娘
を
描
い

た
作
品
（
表
32

)

が
お
芳
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が、

大
和
茶
は
固
有
名
で
は
な
い
の
で
証
拠
に
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う。

画
風
と
し
て
も
も
と
は
明
和
二
、

三
年
頃
の
作
品
と

思
え、

特
定
の
娘
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
も
判
然

と
し
な
い
。

た
だ
帯
を
前
で
結
ん
で
い
る
こ
と
や、

店
の
作

り
か
ら
す
れ
ば、

こ
の
娘
は
お
仙
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
で

の
娘
評
判
記
が
書
か
れ、

南
畝
も
「
や
っ
し
御
詠
歌

楊
枝
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大
東
急
文
廂
所
蔵）
で
は
「
名
代
娘
六
花
撰」
と
題
し
て

「
谷
中

笠
森
茶
屋、

深
川

仲
町
呼
び
出
し、

伊
世
町

松
井
芸
子、

神
田

紺
足
町
煙
草
や、

通
町

今
川
橋
角、

浅
卓
く
わ
ん
音
地
内」
の
評
判
娘、

す
な
わ
ち
「
笠
森
お
せ

ん、

尾
花
屋
お
き
よ、

楽
焼
お
と
わ、

露
考
お
み
ち、

御
座

屈
お
い
と、

柳
展
お
ふ
じ」
が
学
げ
ら
れ
て
い
る（註8)。
こ

の
う
ち
の
紺
届
町
煙
草
屈
の
媒
考
お
み
ち
と
い
う
の
が、

春

伍
の
「
浮
世
芙
人
寄
花

路（
露）
考
娘

楷
粟」（
表
07、

図

7

)

に
描
か
れ
た
露
考
娘
と
呼
ば
れ
た
娘
と
推
定
さ
れ
る。

画
風
か
ら
い
っ
て、

制
作
時
期
も
こ
の
評
判
記
の
出
た
明
和

六
年
頃
で
あ
る
PJ
能
性
が
最
も
高
い
で
あ
ろ
う。

露
考（
路
考）
は
当
代
き
っ
て
の
人
気
女
形一．
代
目
瀬
川
菊

や
は
り
山
下
の
お
筆
の
こ
と
な
の
で
あ
る。

佐
藤
要
人
氏

は、

明
和
六
年
秋
の
吉
原
細
見
に
は
座
敷
持
ち
の
邸
位
の
遊

女
と
し
て
人
隅
の
名
が
あ
り、

じ
年
春
の
細
見
で
は
そ
の
名

が
な
い
こ
と
か
ら
明
和
六
年一
杯
で
吉
原
を
出
た
の
で
は
な

い
か
と
椎
測
さ
れ
て
い
る｛打
Io
)
0

こ
の
お
下
を
描
い
た
作
品
に
つ
い
て
は
浅
野
秀
剛
氏
が
詳

し
く
考
証
さ
れ
て
お
り(
atll一、

北
尾
重
政
が
描
い
た
「
林
届

お
筆」
の
図（
図
8

)

か
ら
迫
き
出
せ
る
お
布
を
特
定
す
る
マ

ー
ク
が、
．
二
つ
茶
の
実
の
紋
と
一
っ
結
び
の
前
帯
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る。

そ
し
て
中
判
の
二
点（
表
17、

21、

37

)

と、

デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
氏
の
指
摘
元12)

の
よ
う
に
画
中
の
手
紙
の
宛
名
に
お
窄
の
名
が
あ
る
柱
絵一

点（
表
52

)

の
計
四
点
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る。

さ
ら
に
こ
れ
ら

の
凶
か
ら、

萩
笠
を
張
り
巡
ら
せ
た
店
の
様
f
と
い
う
特
徴

も
碍
き
出
す
こ
と
が
で
き、

紋
は
は
っ
き
り
確
認
さ
れ
な
い

が、

は
行
を
張
っ
た
店
で
女
性
が
前
衛
を
結
ぼ
う
と
し
て
い

る
図
で
あ
り、

少
女
が
「
と
ん
だ
茶
釜」
と
hn
か
れ
た
水
茶

屋
の
娘
を
描
い
た
錦
絵
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
表
49
（
図

9

)

の
よ
う
な
作
品
も
お
筆
で
あ
る
可
能
性
が
高
く、

い
ず

れ
も
明
和
七
年
前
半
頃
に
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る。

『
浮
世
絵』

第一
号（
大
正
四
年

浮
世
絵
社）
な
ど
に
紹
介

さ
れ
て
い
る
流
行
唄
の
「
飛
ん
だ
薬
缶
…」
の
摺
物（
表
66

)

に
描
か
れ
た
水
茶
屋
の
娘
な
ど
も、
一
見
お
仙
と
思
わ
れ
た

が、

三
つ
茶
の
実
の
紋
と
前
惜
の
特
徴
か
ら
す
る
と、

や
は

り
お
市
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。

寄
位」
の
記
す
と
こ
ろ
で
は、
「
上
L
吉

っ」
と
し
て
「．．．
 露
考
か。

う
し
ろ
姿
生
き
う
つ
し
何
か
わ

い
と
な
っ
か
し」
と
評
さ
れ
て
い
る。
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図7ー

什
日
「
浮
世
文
人
寄
化
露
杓
姐
附
粟」
ポス
トン
又
術
館

図
8

北
尼
爪
政
「
林
屈
お
布」
＊
サ
ワ
ー
ズ・コ
レ
ク
ション
浮
世
絵
即
L冗
会

図
録（．
九
八
五）
よ
り
転
写

明
和
ヒ
年
六
月
卜
五
日（一
説
に
卜
四
日）、

春
信
は
急
逝

す
る。

同
年
二
月
の
お
仙
の
．小
在
に
続
い
て、

春
侶
の
死
は

明
和
の
評
判
娘
ブ
ー
ム
の
終
息
に
決
定
的
な
出
来
市
と
な
っ

た。

春
信
の
回
時
期
に
は
一
窄
斎
文
調
も
お
仙、

お
藤、

お

波
•
お
初
と
い
っ
た
評
判
娘、

ま
た
永
楽
庵
な
ど
の
店
シ
リ

ー
ズ
を
描
い
て
い
る
が、

そ
の
ブ
ー
ム
を
続
け
る
に
は
い
た

ら
な
か
っ
た。

そ
し
て
「
と
ん
だ
茶
釜」
の
お
管
も
他
の
娘

も、

お
仙
や
お
藤
の
人
気
を
引
き
継
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
よ
う
だ。

ブ
ー
ム
は
去
っ
た
が、

と
り
わ
け
お
仙
は
そ
の

結
語

図
9
什
信
「
お
仙
茶
屈」
と
さ
れ
てい
た
作
品

｀ 

た
娘
で
あ
る。

明
和
六
年
『
当
但
評
判
娘』（
写
本

図
6

朴
い
「
永
楽
屈
店
先」
シ
カ
ゴ
又
術
館

一
冊

紺
屈
町

お
み

之
丞
の
こ
と
で
あ
り、

こ
の
菊
之
水
に
似
た
美
し
い
娘
を
路

考
娘
と
呼
び、

た
と
え
ば
芸
者
を
女
形
役
者
に
な
ぞ
ら
え
た

評
判
品
『
あ
づ
ま
の
花』（
版
本、

国
立
国
会
図
古
館
他
蔵）

で
は、
「
た
ち
ば
な
町

路
考
娘」
と
し
て
菊
之
丞
に
い
き

う
つ
し
の
芸
者
に
つ
い
て
記
し
て
い
る。

春
伯
の
図
は、

煙

苗
の
葉
の
絵
が
一
部
見
え
る
行
板
を
立
て
か
け、

各
種
煙
草

の
入
っ
た
箱
を
陳
列
し
た
煙
信
屋
の
店
先
で、

菊
之
丞
を
示

す
結
綿
紋
の
帯
を
し
た
娘
の
と
こ
ろ
に、

扇
売
り
の
若
い
男

が
訪
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る。

作
品
の
中
に
そ
の
名
は
記
さ
れ

な
い
が、

煙
草
屋
の
路
考
娘
と
い
え
ば、

当
時
は
す
ぐ
お
み

ち
が
想
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う。

お
み
ち
は
r
評
判
娘
名

上
4
•
"
"3
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u
 明

和
七
年
に、

お
仙
は
忽
然
と
店
か
ら
姿
を
消
す。

実
は

倉
地
政
之
助
と
い
う
武
上
庄9ー
に
嫁
し
た
の
だ
が、

ギ
梢
の

知
れ
な
い
お
仙
フ
ァ
ン
は
ず
い
ぶ
ん
が
っ
か
り
も
し、

ま
た

様
々
な
憶
測
を
呼
ん
だ
の
で
あ
る。

浅
野
秀
剛
氏
の
ご
教
示

に
よ
り
知
り
え
た
「
鶴
に
連
れ
去
ら
れ
る
笠
森
お
仙」（
表

38
)、

ま
た
「
お
仙
の
か
け
落
ち」（
表
45

)

な
ど
は
納
得
で
き

な
い
そ
の
市
件
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
的
に
取
り
上
げ
た
作
品
で
あ

る。r
半
日
閑
話』
明
和
七
年一．
月
「
と
ん
だ
茶
釜」
の
項
に

は
「
此
頃、

と
ん
だ
茶
が
ま
が
薬
錨
と
化
た
と
云
こ
と
ば
は

や
る。

按
に、

笠
森
い
な
り
水
茶
屋
の
お
せ
ん
他
に
走
り

て、

跡
に
老
父
店
る
ゆ
へ
の
た
は
ぶ
れ
市
と
か
や。

上
野
山

下
の
茶
屋
女
林
射
お
筆、

も
と
は
吉
原
四
つ
H
屈
大
偶
と
い

へ
る
妓
な
る
よ
し。

人
み
な
見
に
行。

名
づ
け
て
茶
が
ま
女

と
云。

錦
絵
に
出
る。」
と
あ
る。
つ
ま
り
お
仙
の
後
に、

占
原
四
つ
目
屋
の
大
咄
と
呼
ば
れ
た
遊
女
で
あ
っ
た
林
屋
お

筆
が
現
れ、

再
び
人
々
は
色
め
き
立
っ
た。
「
茶
が
ま
女」

と
通
称
さ
れ
た
の
も、

お
仙
に
代
わ
る
ア
イ
ド
ル
と
し
て
最

も
期
待
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う。

明
和
七
年
六
月
の
歌
舞
伎
評
判
記
「
役
者
色
艶
起」
で、

こ
と
ば

、J
つ
ば

「＇，．
又
は
や
り
言
菜
の
お
か
し
さ
今
専
ら
と
云
フ
は。

飛
ン
た

か
う

茶
釜
足
川
東
よ
り
出
た
る
中
に
し
て
·
ツ
，回
が
て
ん
の
行
ぬ

は
も

詞
な
り。

巻
る
市
に
も
用
ひ
そ
し
る
市
に
も
い
へ
り。
さ
ら

す
で

に
わ
か
ら
ぬ
事
な
り。

既
に
山
F
に
飛
だ
茶
釜
が
出
た
と
い

美
し
さ
を
懐
か
し
む
存
在
と
し
て
人
々
の
心
に
残
っ
た
ら
し

い。

南
畝
は
万
感
の
想
い
を
込
め
て
r
四
方
の
あ
か』「
日
＜

ら
し
の
に
き（
日
記）」（『
太
田
南
畝
全
集

第一
巻』
所
収）

の
中
に
お
仙
を
懐
古
す
る
狂
詩
を
著
し
て
い
る。

そ
し
て
大

衆
が
彼
女
た
ち
を
懐
か
し
む
気
持
ち
は
端
唄
な
ど
に
も
残
さ

れ
て
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
る。
「
向
横
町
の
お
稲
荷
さ
ん

へ、
一
銭
あ
げ
て、

ち
ょ
っ
と
お
が
ん
で
お
せ
ん
の
茶
届

に、

腰
を
掛
た
ら
渋
茶
を
出
し
た、

渋
茶
よ
こ

／＼
横
目
で

見
た
ら、

上
の
団
＋
か
お
米
の
団
子
か、

ま
ず

／＼
一
虹
か

し
ま
ア
し
た、

せ
ん
そ
う
せ
ん」（
北
n)
と
は、

近
代
ま
で
一

般
に
唱
わ
れ
た
手
鞠
唄
で
あ
る。

――-
Ill
村
店
魚
「
笠
森
稲
荷
及
び
お
仙
茶
柑」
に
よ
れ
ば、
芝
居

番
付
に
よ
り
明
和
六
年一d
JJ
市
村
座
「ー
仙
花
形
見」
で“ぃ
及

藤
蔵
が、
明
和
ヒ
年
正
月
中
村
座
「
馴
初
万
鉗
し早」
で
瀬
川
菊

之
承
が
お
仙
役
を
油
じ
た
こ
と
が
わ
か
る(『--
ru
H
心
魚
令
集

第
八
巻』
所
収

：几
し
五
年

中
央
公
論
社）。
明
和
六
irュニ

月
市
村
廂

ぶ迫，打
由
緑
の
初
桜」
の
中
村
松
江
に
よ
る
お
仙
役

に
つ
い
て
は
r
歌
舞
伎
年
表

第
四
蹂」』（．
几
丘
九
仔

岩
波

t
LI

店）
に
よ
る。

浅
野
秀
剛
「
錦
絵
に
み
る
江．い
風
俗」『
日
本
の
又
術
館
3束

京』(-
九
八
じ
年

ぎ
ょ
う
せ
い）。

――．
田
村
伐
“�
の
説
で
は
南
畝
の
記
鉢
と
は
ま
っ
た
く
反
対
に、

こ
の
浅
収じ寸
開
鋲
の
平
ば
か
ら
姿
が
見
え
な
く
な
っ
た
と
し
て

い
る。
汽
魚
の
「
水
茶
松
の
女」（『―-
田
村
伐
魚
令
果

第
卜．

巻』
所
収）
等
に
よ
る。

『
原
色

浮
旧
絵
大
百
科
巾
典

第
四
巻

圃
頌
ー
説
話・
仏
説・

戯
曲
ー』(-
九
八；
年

大
修
館
lf
店）「
紐
通」
の
項、
鈴
木

玉．一．
氏
解
況
参
照。

へ
る
は
水
茶
困
に
茶
釜
と
は
ゑ
ん
あ
り
…」
と
あ
る
の
は
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春
信
画
の
版
元

一
．

版
冗
・
播
磨
屋
新
七

播
磨
屋
新
七
の
商
椋
は
〈．
で
あ
る。

播
磨
屋
新
七
は
春
信

に
と
っ
て
重
要
な
版
元
と
は
お
そ
ら
く
言
え
な
い
で
あ
ろ

う。

も
し
か
し
た
ら
唾
榮
す
べ
き
版
元
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い。

二
0
01
1
年
に
千
葉
市
美
術
館
と
山
口
県
立
秋
美
術

館
・

浦
ヒ
記
念
館
で
開
催
し
た
「
鈴
木
春
信」

展
の
図
録
収

載
の
小
論
「
春
信
の
役
者
絵」

の
中
で、

筆
者
は、

明
和
三

年（
一

ヒ
六
六）
ヒ
月
の
中
村
座
に
取
材
し
た、

中
村
松
江
の

八
百
届
お
七
は、

鳥
居
清
満
の
作
品
を
そ
っ
く
り
写
し
た
も

の
で
あ
り、

写
し
た
の
は
春
倍
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う

旨
の
こ
と
を
述
べ
た。

そ
の
「

春
信
画」

の
作
品
が
播
磨
屋

新
七
版
な
の
で
あ
る。

そ
の
後
ま
も
な
く、

そ
の
版
元
の
面

白
い
細
判
作
品
を
偶
然
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た。

そ
の
こ

と
に
言
及
す
る
前
に、

播
磨
屈
新
七
に
つ
い
て
概
要
を
述
べ

て
お
き
た
い。

〈．
と
い
う
版
元
印
が
播
磨
屋
新
七
の
商
標
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は、

つ
い
最
近
の
こ
と
で
あ

る。

勝
川
春
章
画
「

江
都
両
国
橋
日
本
無
双
之
賑
夕
納
涼
之

風
景」
（
大
奉
書
全
紙
判
錦
絵、
社
ー）

に、
「
〈・
版
元
播
鹿
屁

新
七」

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
が、

他
に
商
椋
と
版

Suzuki Harunobu and the Popularity of Wholesome Beauties

Tanabe Masako 

During the latter part of his career. from Meiwa 5 to his death in Meiwa 7, Suzuki Harunobu 
(1725?-70) created a number of nishiki-e of celebrated beauties who were actually living in Edo at the 
time. There are now believed to be around 60 works that feature these young women. As has been 
previously pointed out. the majority depicts Osen of the Kagiya. with the next greatest number por
traying Ofuji of the Yanagi ya. It is also possible. however. to identify several others from the group of 
young beauties. 

元
名
の
両
方
が
記
さ
れ
て
い
る
例
を
知
ら
な
い。

住
所
は

『
俳
優
鯛』

に
よ
る
と
本
銀
町
三
丁
目
で
あ
る。

活
躍
期
は、

宝
暦
（
一

七
五
一

＼
六
四）
後
期
か
ら
文
化

（
一

八
0
四
＼
一

八）。

宝
暦
後
期
の
春
信
や
烏
居
清
満
の
紅

摺
絵
に
見
出
さ
れ
る
の
が
管
見
で
は
最
も
早
い
も
の
で
あ

る。

春
信
の
作
品
で
は
「
芳
沢
五
郎
市
の
け
さ
御
ぜ
ん」
（
細

判
紅
摺
絵

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵

宝
暦
―
二
年
一

な
ぎ
の
は
い

ず
の

す
が
た
み

村
座
顔
見
世
「

椰
葉
伊
豆
貌
観」

に
取
材）
が
年
代
を
確
定

で
き
る
早
い
も
の
で
あ
る。

春
信
で
は、

細
判
紅
摺
絵
・

細

判
水
絵
次
い
で
柱
絵
判
錦
絵
に
作
例
が
多
い。

紅
摺
絵
•
水

絵
に
つ
い
て
は、

他
の
版
元
の
版
元
印
も
画
面
に
表
示
さ
れ

て
い
る
の
で、

播
磨
屈
の
版
元
印
が
あ
っ
て
も
格
別
不
自
然

で
は
な
い
が、

柱
絵
判
の
錦
絵
に
つ
い
て
は
少
々
疑
問
が
あ

る。

と
い
う
の
は、

春
信
の
錦
絵
に
は
柱
絵
に
限
ら
ず
碁
本

的
に
版
元
印
が
な
い
の
で
あ
る。

こ
れ
に
つ
い
て
は、

包
紙

に
入
れ
ら
れ
て
売
ら
れ
た
と
考
え
れ
ば
納
得
が
い
く。

春
信
の
包
紙
は
現
在、

二
種
の
「

坐
（
座）
鋪
八
景」、

そ

れ
に
「

風
流
五
色
墨」
「

風
流
四
季
の
花」

の
四
種（
註
2
)

し

か
確
認
さ
れ
て
い
な
い。

四
種
と
も
揃
物
の
包
紙
で
あ
り、

一

枚
物
も
包
紙
に
入
れ
ら
れ
て
販
売
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か

There are a number of documents published from the time that deal with Osen and other beauties 
dwelling in the city of Edo. These materials include critiques (hyobanki) and essays on the young 
ladies and senrya poetry; mention is made of them also in hy6ba11ki on kabuki actors. Among the 
materials are many related to the research of Harunobu that have not yet been introduced. This essay 
focuses on those materials, paying particular attention to identifying the young women portrayed and 
determining when the works were produced. Investigated here is the relationship between Harunobu's 
works and the boom during the Meiwa era in the popularity of these young bourgeois beauties. 

(Translated by Carol Morland) 

一

月
中

は
不
明
で
あ
る。

し
か
し、

春
信
画
『
絵
本
青
楼
美
人
合』

の
第
二
巻
の
「
名
山」

の
図
に、
「
鈴
木
春
信
筆

東
に
し

き
ゑ」

と
書
か
れ
た
包
紙
が
置
か
れ、
「
丁
子
や
う
ち
て
う

山」

の
錦
絵
を
見
る
名
山
が
描
か
れ
て
い
る
の
を
み
て
も、

一

枚
物
の
錦
絵
も
包
紙
に
入
れ
て
売
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が

大
き
い。

だ
か
ら
こ
そ、

版
元
印
も、

時
に
は
春
信
の
署
名

ま
で
画
中
か
ら
省
か
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う。

版
元

名（
印）
な
ど
は
包
紙
に
記
し
た
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
が、

播
磨
屋
は、

版
元
印
を
画
中
に
人
れ
た。

そ

れ
は、

包
紙
を
省
略
し、

安
価
に
販
売
す
る
た
め
で
は
な
か

っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る。

春
信
の
柱
絵
判
錦
絵
に
お
い
て、

播
磨
屋
の
版
元
印
に
限
っ
て
画
中
に
印
が
刻
さ
れ
て
い
る
理

由
を
そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
い。

そ
の
後、

播
磨
屋
の
版
元
印
を
連
続
し
て
目
に
す
る
よ
う

に
な
る
の
は、

寛
政
（
一

七
八
九
S
一

八
0
1
)
期
で
あ
る。

歌
麿
に、

お
そ
ら
く
無
理
無
理
頼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う。
「
難

波
屋
お
き
た」

と
「
高
島
お
ひ
さ」

の
二
枚
の
両
面
摺
の
細

判
錦
絵
を
刊
行
す
る。

窪
政
五
年
春
頃
で
あ
る。

ほ
ぼ
同
じ

頃、

袴
を
着
し
た
人
気
役
者
六
人
を
劇
場
前
に
並
べ
た
「
役

者
六
家
選」
（
細
判
錦
絵
三
枚
続）
も
刊
行
す
る。

こ
の
作
品

浅
野
秀
剛
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播
磨
屋
の
版
元
印
を
有
す
る
一

枚
は 、

保
存
が
非
常
に
良

い
こ
と
も
あ
っ
て 、

色
が
更
に
鮮
や
か
で
あ
る 。

そ
れ
ば
か

り
で
は
な
く 、

遊
女
の
小
袖
の
存
紫
の
色
版
が
他
の
迫
品
と

異
な
る 。

こ
の
播
庖
屋
版
は
版
元
印
の
な
い
無
款
作
品
よ
り

さ
ら
に
遅
い
摺
刷
と
考
え
ら
れ
る 。

「
風
流
や
っ
し
七
小
町」

の
第
一

版
と
第
二
版
が
播
磨
屋

新
じ
版
か
ど
う
か
は
解
ら
な
い 。

し
か
し 、

あ
る
時
点
で
版

木
を
手
に
入
れ
た
播
距
展
は 、

版
面
に
直
に
版
元
印
を
入

れ 、

包
紙
人
り
で
販
売
す
る
の
を
止
め
た
も
の
と
推
察
さ
れ

る 。

そ
の
折 、

何
ら
か
理
巾
で
青
紫
の
色
版
を
新
た
に
彫
り

直
し
た
も
の
で
あ
ろ
う 。

そ
れ
が
い
つ
頃
で
あ
る
か
を
推
定

す
る
の
は
難
し
い
が 、

色
調
の
強
さ
か
ら
考
え
て 、

安
永

（
一
七
し

二
＼

八
．

）
期
以
降
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か 。

細
判
の
「

風
流
や
っ
し
し
小
町」

は
相
当
評
判
と
な
っ
た

と
み
え 、

春
侶
は 、

111
判
・

柱
絵
判
・

団
扇
絵
判
で
も
同
様

の
作
品
を
刊
行
し
て
い
る 。

そ
の
う
ち
柱
絵
判
は 、
「

風
流

ヒ
小
町
や
っ
し

し
み
づ」

し
か
確
認
さ
れ
て
い
ず 、

ヒ
図

全
部
出
さ
れ
た
か
ど
う
か
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
シ
リ
ー

ズ
で

あ
る
が 、

こ
れ
に
も
〈．
の
版
元
印
を
有
す
る
作
品
が
ボ
ス
ト

ン
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る(
J
3) 。

こ
の
場
合
も 、

版
几

印
の
な
い
作
品
が
は
じ
め
に
制
作
刊
行
さ
れ 、

後
に
版
几
印

を
人
れ
て
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
巾
栢
は
細
判
と
同
様
で
あ
ろ

ぷー．

播
窮
屈
新
し
は
大
版
元
で
は
な
い
が 、

ち
ょ
っ
と
而
白
い

版
元
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

5
1

 ． ．
 
代
歌
魁

「
浮
世
必
人
卜
：

時
壮

辰
ノ
刻」
東
京
国
立
博
物
館

t ,

4i,tA
9

 

i
9-

C
 

辰＇
刈

｀

は 、
w ー
該
期
の
歌
暦
の
唯
一
の
役
者
絵
と
い
え
る
も
の
で 、

播
閉
柑
の
占ャ
技
な
企
画
力
と
い
う
か 、

換 ．．
 
i-
E

す
れ
ば 、

際
物

狙
い
の
山
師
的
体
質
を
露口ぷ
す
る
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い(
1-o

そ
ん
な
播
窮
松
で
は
あ
る
が 、

比
較
的
連
続
的
に
き
ち
ん

と
取
り
組
ん
だ
の
が 、

勝
川
春
英
や
勝
川
春
朗．
勝
川
春
館・

歌
川
豊
国
の
細
判
役
者
絵
で
あ
る 。

究
政
は
じ
め
か
ら
同
八

年
頃
ま
で
の
間
に
数
卜

枚
は
刊
行
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う 。

播
靡
屋
版
の
版
画
で 、

確
認
で
き
る
最
も
遅
い
作
品
は 、

管
見
の
限
り
文
化(
-
八
0
四
S
．

八）
期
の一 ．
代
歌
麿
の
作

品
で
あ
る 。

文
化
五
年
五
月
の
改
印
を
待
っ
人
判
作
品
に

「
当
世
美
人
ト一 匡

時
計

辰
ノ
刻」

と
い
う
の
が
東
京
固
立

梱
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る（
図
1

) 。

未
見
で
は
あ
る
が 、

や
は
り
東
京
国
立
博
物
館
に 、

文
化
六
年
三
月
の
改
印
を
有

す
る 、
「

仲
之
町
紋
LJ
夕
景
之
図

扇
歴
内
滝
川」

も
所
蔵

版
本
で
は 、

享
和 ．1 ．
年
（ ．

八
o·
二）
刊 、

歌
川
既
国
画

『
俳
優
嶼』

を
堀
野
歴
仁
兵
衛
と
合
梓
し
て
い
る
の
を
知
る

の
み
で
あ
る 。

播
磨
屈
新
ヒ
の
版
元
印（
商
椋）
は 、

最
初
に
述
べ
た
よ
う

に
令
で
あ
る
が 、

春
信
画
「

小
督
・

仲
国」
（
倍
細
判
紅
摺
絵

シ
カ
ゴ
芙
術
館
蔵）
に
刻
さ
れ
て
い
る
版
元
印（
図
2

)

も
播

磨
屋
新
ヒ
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る 。

同
様
の
例
は
他
に

見
出
し
て
い
な
い 。

さ
て 、

最
近
H
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
版
画
と
い
う
の

は 、

今
印
を
有
す
る
「

風
流
や
っ
し
ヒ
小
町

か
よ
ひ」（
細

判
錦
絵

図
3

)

で
あ
る 。

こ
の
図
の
下
方
に
は
播
席
屈
新

ヒ
の
版
元
印
が
紅
で
摺
り
込
ま
れ
て
い
る 。

こ
の
七
枚
揃
の

シ
リ
ー

ズ
で 、

版
元
印
の
あ
る
作
例
の
報
告
は
未
だ
な
い
と

思
わ
れ
る
C

「
風
流
や
っ
し
ヒ
小
町」

は 、

現
在
砂
子
の
里
貨
料
館
が

所
蔵
す
る
紅
摺
絵
ヒ

枚
揃
が 、

最
も
早
い
標
準
作
と
考
え
ら

れ
て
い
る 。

刊
行
は 、

錦
絵
誕
生
も
直
前
の
宝
暦
末
頃
と
推

定
さ
れ
る 。

そ
の
七
枚
に
は
す
べ
て
春
侶
の
署
名
が
あ
る

が 、

版
元
印
は
な
い 。

紅
摺
絵
と
水
絵
は
版
元
印
が
あ
る
の

が
普
通
で
あ
り 、

そ
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
は 、

包
紙
付
き

で
セ
ッ
ト
で
販
売
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い 。

版
元
は
わ

か
ら
な
い
が 、

播
窮
屋
版
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る 。

ヒ
枚

の
う
ち
の
す
べ
て
に
つ
い
て 、

無
款
の
作
品
も
確
認
さ
れ
て

い
る 。

そ
れ
ら
は
署
名
の
あ
る
作
品
よ
り
や
や
強
い
色
調
で

．
一 ．

版
Je
•

西
村
展
与
八

春
信
の
錦
絵
の
揃
物
で
画
中
に
版
元
印
の
あ
る
の
は
一

点

も
な
い 。

し
か
し 、

版
元
を
推
定
さ
せ
る
梢
報
が
画
中
か
ら

得
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る 。

中
判
の
揃
物
「

風
流
江
戸
八
景」

の
中
の
「

真
乳
山
の
古翌
雪」

に
道
中
双」
ハ
が
描
か
れ
て
い

て 、

そ
れ
が
「

す
る
か
や
板」

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら 、

そ
の
シ
リ
ー

ズ
の
版
元
が
駿
河
屋
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る 。

他
に
は 、

こ
の
項
で
論
じ
る
西
村

柑
与
八
が
あ
る 。

西
村
樹
与
八
（
永
寿
常 。

以
下
「

西
与」

と
略
称
す
る）

は 、

浮
世
絵
版
圃
の
人
版
元
と
し
て
著
名
で
あ
る
が 、

大
版

元
と
し
て
の
風
格
を
具
え
て
く
る
の
は
天
明
（

．

七
八
一

＼

八
JL)
頃
か
ら
で
あ
る 。

削
業
は
は
っ
き
り
し
な
い
が 、

逍

品
に
徴
す
れ
ば
宝
磨
期
と
考
え
ら
れ
る 。

し
た
が
っ
て 、

春

信
の
活
躍
期
に
は
新
進
の
版
元
と
い
う
こ
と
に
な
る 。

創
業
期
の
西
与
に
版
本
の
出
版
が
あ
ま
り
な
い
こ
と
か

ら 、

初
め
は
版
両
の
出
版
に
力
点
を
府
い
て
い
た
ら
し
い 。

西
与
の
宝
暦
期
刊
行
の
版
両
に
紅
梱
絵
の
浮
絵
が
あ
る 。

浮

絵
は 、

版
面
が
大
き
い
こ
と
も
あ
っ
て 、

細
判
が
紅
摺
絵
に

移
行
し
て
後
も
|

年
以
ヒ

窄
彩
色
が
続
い
て
い
た 。

紅
摺
絵

の
浮
絵
の
出
現
は
宝
肝
期
に
人
っ
て
か
ら
と
な
る 。

考
証
で

き
る
そ
の
上
限
は 、

鳥
居
消
広
画
「

大
芝
居
狂
言
浮
絵
図」

（
椛
大
判

堺
柑
几
郎
兵
衛
版

舟

図
4

)

で
あ
ろ
う 。

舞
台

ト
手
に
「

染
手
綱
初
午
曾
我

市
村
座」

と
記
さ
れ
た
看
板

が
掛
か
っ
て
い
て 、

宝
肝
ヒ

年 ．
一
月
の
市
村
座
に
取
材
し
た

さ
れ
て
い
る
と
い
う（
り
1) 0

--]
謁利

図1 ,1v,叶i,1,2,― 「大芝1,,'狂 ，t浮絵図』

摺
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い 。

中
に
は
色
版
が
増
え
て
い
る

も
の
も
あ
る 。

し
た
が
っ
て 、

無
款
作
品
は
錦
絵
時
代
に
入

っ
て
か
ら
摺
刷
販
売
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る 。

烈
品
川
之
風
景」
（
横
火
判
紅
摺
絵

太
田
記
念
美
術
館
・

神

戸
市
立
関
物
館
蔵）
も
刊
行
し
て
お
り 、

こ
れ
も
同
じ
頃
と

み
て
よ
い
で
あ
ろ
う 。

堺
尻
と
同
じ
頃
か
ら
紅
摺
の
浮
絵
を
刊
行
し
た
と
推
定
さ

れ
る
の
が
西
与
で
あ
る 。

西
与
か
ら
刊
行
さ
れ
た
横
大
判
紅

摺
絵
の
浮
絵
は 、

左
辺
枠
外
に
「

風
流
江
戸
絵
社
色
墨
元

祖」

と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
り 、

管
見
で
は 、

鳥
居
消
満
両
五
図 、

烏
居
消
経
画一

図 、

西
村
爪
長
両
一

図

を
確
認
し
て
い
る（
許
7) 。

そ
の
様
式
の
浮
絵
の
刊
行
時
期
を

絞
り
込
む
の
は
難
し
い
が 、

重
長
や
消
経
も
担
刈
し
て
い
る

こ
と
か
ら 、

宝
暦
か
ら
明
和
初
期
と
す
る
こ
と
は
詐
容
さ
れ

も
の
と
考
証
で
き
る 。

清
広
は
同
じ
堺
屋
か
ら
「

御
大
名
行

＼
 

，
 

図
3

仔
旧
「
風
流
やつ
し
ヒ
小
町

か
よ
ひ」（
細
判
錦
絵）

図2 fr.信 門寸 シカゴ）叶術館
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〇
消
経
「

縁
先
の
文
読
む
娘
と
若
衆」

細
判

館
蔵 。
「

馬
喰
町一
丁
目

で
あ
ろ
う
か 。

与
版
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い 。

追
存
し
て
い
る
の

は 、

お
そ
ら
く
氷
山
の
一
角
で
あ
ろ
う 。

錦
絵
時
代
の
春
伯

は
か
な
り
の
シ
リ
ー

ズ
を
西
与
か
ら
刊
行
し
た
の
で
は
な
い

朴
偏
の
最
晩
年
の
横
大
判
錦
絵
「

日生
Il
三
夕」（
ポ
ー
ト
ラ

ン
ド

美
術
館
蔵）
に
丸
屋
甚
八
の
版
元
印
が
捺
さ
れ
て
い
る 。

春
偵
画
の
大
判
に
は
他
に
も
丸
屋
甚
八
版
が
あ
る
の
で 、

丸

枯
も
春
信
の
錦
絵
の
版
元
で
あ
る
の
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ

。

入
っ

版
元
・

山
城
屈

宝
肝
期
の
紅
摺
絵
の
版
元
に
山
城
屈
が
い
る 。

短
期
間
で

出
版
活
動
を
止
め
た
よ
う
で 、

HJJ
和
期
以
降
の
足
跡
を
た
ど

る
こ
と
の
で
き
な
い
版
元
で
あ
る 。

店
突
で
は
あ
る
が 、

山

城
屋
版
の
紅
摺
絵（一
部
紅
絵）
を
い
く
つ
か
例
示
し
て
み
た

‘,
0

 
し

シ
カ
ゴ
美
術

舎
山
城
板」

〇
消
経
「

て
る
ま
さ
妹
か
と
り
ひ
め

瀬
川
菊
之
丞」

細
判

ブ
リ
ュ
ッ

セ
ル
王
立
美
術
歴
史
団
物
館
蔵 、
「

舎
山
城」

宝
肘―
一
年
八
片
市
村
座
「

鹿
大
和
文
章」
に
取
材 。

〇
泊
広
「：在

代
目
瀬
川
菊＇
＜
丞」

柱
絵
判

ホ
ノ
ル
ル
美
術

館
蔵
「

馬
喰
町一
[
H
松
鶴
常」
「

山
城
板
元
」（
方
印）

〇
弔
長
「

剣
を
持
つ
鈍
旭」

柱
絵
判
紅
絵

ホ
ノ
ル
ル
美
術

館
蔵 、
「

馬
喰
町
―
r
H
松
餡
堂

「
藤」（
方

舎
山
城」

明
和
し

年
春
刊
と
考
定
さ
れ
て
い
る
錦
絵
摺
枕
絵
帖
に

は
西
与
版
と
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る 。

で
あ
ろ
う 。

こ
の
こ
と
か
ら 、
「

百
人一
首」
の
シ
リ
ー

ズ

げ
ら
れ
た
笠
に
「

西
与
」

が 、
こ
れ
を
何
げ
な
い
版
元
表
示
と
み
る
こ
と
は
卜

分
可
能

と
読
め
る
文
字
が
人
っ
て
い
る

に
「

蝉
丸」
と
い
う
作
品
が
あ
る 。

そ
の
画
中 、

店
頭
に
下

は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る 。

春
信
画
の
「

百
人
一
首」
の
連
作
中

で
こ
な
い
が

春
信
が
西
与
か
ら
錦
絵
を
刊
行
し
て
い
る
の

紅
摺
絵
期
の
春
信
と
西
与
の
繋
が
り
は
今
の
と
こ
ろ
浮
ん

る
が

ぷ
れ
も
西
与
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
る 。

を
受
け
た
「

風
流
五
色
堪」
の
中
判
錦
絵
の
シ
リ
ー
ズ
が
あ

ろ
は
磁
測
に
す
ぎ
な
い 。

磯
田
湖
龍
斎
に
も 、

春
信
の
影
料

か
ら
西
与
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る 。

た
だ 、

今
の
と

る（北H)0

そ
の
版
元
は
解
ら
な
い
が 、
”

五
色
塁“
の
閃
連

圃
「

芭
蕉
翁
図」
が
付
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
揃
物
で
あ

リ
ー

ズ
が
あ
る 。
れ
つ
の
図
の
ほ
か 、

包
紙
と 、

小
川
破
笠

春
侃
画
に
も
「

風
流
五
色
提
」

と
閣
す
る
中
判
錦
絵
の
シ

絵
を
創
製
し
た
意
と
取
る
し
か
な
さ
そ
う
で
あ
る 。

表
明
と
取
る
こ
と
は
で
き
な
い 。

と
す
れ
ば 、

浮
絵
の
紅
摺

っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で 、

紅
摺
絵
を
創
製
し
た
こ
と
の

摺
絵
は
寛
保（ ．
七
四
一
＼

四
四）
期
か
ら
奥
村
政
信
ら
に
よ

流
江
い
絵
五
色
掛
元
祖」
と
表
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
か 。

紅

群
と
い
う
こ
と
が
で
き
る 。

と
こ
ろ
で 、

西
与
は
何
故
「

風

し
刊
行
し
て
い
る
の
で 、

そ
れ
に
繋
が
る
の
が
西
与
の
浮
絵

る
で
あ
ろ
う 。

歌
川
戦
春
は 、

明
和
中
期
に
は
浮
絵
を
作
画

『
風
流
艶
色
真
似
ゑ
も
ん』（
―-
帖
□
四
図）
が
あ
る 。

そ
の
第

一
ヒ
図
に
「

永
紆
堂
の
す
す
め
に
ま
か
せ
…
…」

の
占
き
入

れ
が
あ
る
こ
と 、

最
終
の
第1一
四
図
に
「

永
公
が
日」
の
苔

き
人
れ
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら 、
こ
の
画
帖
は
西
与
が
版
元

で
あ
る
こ
と
が
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る 。

中
判
錦
絵
に

お
い
て 、

春
侶
と
西
与
が
結
び
つ
く
の
は
今
の
と
こ
ろ
そ
れ

だ
け
と
思
わ
れ
る
が 、

小
型
の
版
画
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
る

と 、

春
恰
は
晩
年 、

西
与
と
相
当
親
密
で
あ
っ
た
よ
う
だ 。

今 、

春
信
の
晩
年
の
様
式
を
有
す
る
横
細
判
半
裁
の
作
品
を

抽
出
し
て
み
る 。

①
年
中
行
事
「

正
月」
か
ら
「

十
二
月」

ま
で
一
枚
に
二

カ
ッ
ト
を
図
示 。

計
一
＿一
枚 。
一1一
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

（『
浮
世
絵
芸
術』
26
号
一
几
し
0
年 、

に
よ
る 。

以
下

同）
に
全
図
あ
り 。
一
部
署
名
あ
り 。
「
卜

『
月」
の
図

に 、

永
寿
党
の
店
頭
図
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
西
与
版
と

判
明
す
る 。

ま
た 、

画
中
の
大
福
帳
に
「

明
和
じ
年」
の

年
紀
が
あ
る
由
で
あ
る
か
ら
春
信
の
最
晩
年
の
作
と
認
定

し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る 。

②
「

お
せ
ん

お
ふ
じ」
「

お
そ
で

お
り
ん」 。

無
款 、

版
元

印
な
し 。

二
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 。

春
信
作
と
し
て
よ
い
と

思
わ
れ
る 。

③
子
供
人
形 。

各
図
横
細
判
を
縦
に
三
分
し
た
も
の
か 。

計

八
図
知
ら
れ
て
い
る（『
浮
世
絵
芸
術』
26
号
及
び
r

浮
世

絵
漿
花

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
補
巻
2』
第
五一 ．
一
図
の

ウ
ォ
ー

タ
ー

ハ
ウ
ス
氏
の
解
説
参
照） 。

＾
図
に
「

春
信

〇
清
満
「
し
の
た
五
郎

坂
束
彦一 ．一
郎」

細
判

博
物
館
蔵
「

山
城
新
板」（
方
印）

宝
暦
九
年
正
月
市
村

座
「一 ．

十
111
蓬
莱
付
我」
に
取
材 。

版
元
印
は
前
記
の
祈

広
画
と
同
じ
タ
イ
プ
の
も
の 。

〇
消
満
「

工
藤
左
衛
門
祐
経
妹

中
村
臼
十
郎」

細
判

東

京
国
立
博
物
館
蔵
「

橘
町一
丁
目

山
城
板」

宝
暦
九

年
正
月
市
村
座
「．．

 十
山
述
莱
付
我
」

に
取
材 。

〇
消
満
「

文
を
奔
い
あ
う
男
女」

細
判

山
城
板」

「

馬
喰
町
馬
場

0
泊
広
「

佐
野
川
市
松
の
扇
売」

細
判

個
人
蔵（『
鳥
居
家

八
代
浮
世
絵
展」
一
九
七
四
年 、

所
載）
「

橘
町
一
丁
目

山
城
板
」。

画
中
に
中
村
“
卜

郎・
山
ド

金
作・
瀬
川
菊
之

丞
・

尾
上
菊
五
郎
な
ど
の
定
紋
が
描
か
れ
て
い
る
の
で 、

金
作
よ
い
十
郎
が
相
次
い
で
江
戸
を
離
れ
る
前 、

す
な
わ

ち
宝
暦
八
年
以
前
の
刊
行
と
考
定
さ
れ
る 。

こ
う
し
て
み
る
と 、

馬
喰
町―
r
H（
馬
咬
町
馬
場）
の
山
城

歴（「
山
城」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が 、

こ

こ
で
は
山
城
屋
と
す
る）
と
橘
町一
f
目
の
山
城
屋
（
同
前）

は
刊
行
時
期
が
用
な
る
の
で 、

と
り
あ
え
ず
別
版
元
と
考
え

ざ
る
を
え
な
い 。

し
か
し 、

十
持
罫
内
に
横
に
「

山
城
板」

と
記
す
版
元
印
が
似
て
い
る
の
で
両
者
は
何
ら
か
の
繋
が
り

が
あ
る
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い 。

蔵 印）

東
京
国
立
博
物
館

春
信
の
紅
摺
絵
の
中
に
山
城
屈
版
は
い
ま
の
と
こ
ろ
確
認

さ
れ
て
い
な
い 。

錦
絵
に
も
な
い
が 、

平
木
浮
世
絵
財
団
所

東
京
国
立

そ
の
後
の
山
城
屋
は
不
明
で
あ
る
が

画」 。

版
元
印
な
し 。

三
組
九
図
で
完
揃
い
か 。

春
仙
画

と
し
て
よ
い 。

④
子
供
の
四
季 ゜

に
あ
り 。

重（
江
漢）
の
作
か 。

⑤
座
敷
八
景 。
（
行
燈
夕
照）
（
鏡
台
秋
月）
（
時
計
晩
蹄）
（
塗

桶
粋
雪）
の
四
図
が
『一
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
り
(r
浮
llt

絵
芸
術』
26
号 、

第
四
六
＼

四
九
図） 。

「
春
信
画
」

春
重
の
作
か 。

⑥
江
戸
八
娯 。
「

両
国
の
夕
照•
吉
原
の
経
雪」
「

芝
め
く
り
落

雁
・

深
川
の
晴
嵐」

あ
り 。
「

春
伍
画」 。

⑦「
近
江
八
景」 。
「

三
井
寺
晩
節」
「

八
橋
掃
帆」「
竪
田
落
雁」

の
三
図
確
認
さ
れ
て
い
る 。
「

存
侶
画」 。

西
村
屈
与
八

版 。

個
人
蔵 。

春
重
の
作
か 。

⑧（
大
黒
と
美
人）
（
恵
比
村
と
美
人） 。

ン 。
「

春
信
画」 。

西
村
屋
与
八
版 。

朴
重
の
作
か 。

⑨
洲
浜
型
枠
シ
リ
ー

ズ 。

全
部
で
六
図
知
ら
れ
て
い
る
が 、

い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
別
れ
る
で
あ
ろ
う 。
「

春
伍

阿
〇

は
動
か
な
い） 。

風

i
九
世
紀
初
頭
か

（
年
礼）
（
火
鉢）
の
み ．1-
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

上
部
に
和
歌 。

あ
る
い
は

「
春
信
画」 。

版
元
印
な
し 。

春

上
部
に
狂
歌 。

「
鈴
木
朴
侶
画」 。

版
元
印
な
し 。

の
二
枚
の
み ．
二
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に

版
冗
印
な
し 。

朴
屯
の
作
か 。

バ
ー
ト

美
術
館
蔵 。

春
弔
の
作
か 。

三
井
コ
レ
ク
シ
ョ

西
村
屋
与
八
版 。

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア・
ア
ン
ド・
ア
ル

こ
れ
ら
の
作
品
が
春
信
の
作
か
否
か
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は

言
及
し
な
い（
い
ず
れ
に
し
て
も
明
和
期
の
作
で
あ
る
こ
と

以
ヒ

几
種
の
う
ち
少
な
く
と
も
四
種
が
西

有
の
「

座
鋪
八
泉」
の
包
紙
に
「

松
納
常」
と
叫
さ
れ 、

「
横
山
町
版
元
□
口
屋」
と
迂郡
め
る
朱
文
方
印
が
捺
さ
れ
て

い
る
の
が
氣
に
な
っ
て
し
か
た
が
な
い 。

松
鶴
常
と
い
う
堂

号
は
一
致
す
る
も
の
の 、

馬
喰
町一
丁
目
と
横
山
町
は 、

す

ぐ
近
く
で
は
あ
る
が
別
の
住
所
で
あ
る 。

と
り
あ
え
ず
は 、

馬
喰
町
一
丁
目
の
山
城
屋
が 、

横
山
町
に
移
り 、
「

座
鋪
八

景」
の
八
枚
を
巨
川
か
ら
譲
り

受
け
て
刊
行
し
た
可
能
性
が

あ
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
き
た
い 。

ら
精
力
的
な
出
版
活
動
を
展
開
す
る
地
本
問
呂
・

山
城
圧
藤

右
衛
門（
馬
喰
町 ．
r
H)
が 、

何
か
関
係
が
あ
る
の
か
も
し

れ
な
い 。

四 ．

版
庄
讃
岐
屋
藤
兵
衛

讃
岐
屋
藤
兵
衛
は 、

M
O
A
美
術
館
所
蔵
の
「

新
板

流
凶
季
の
花」
と
表
に
記
さ
れ
た
錦
絵
の
包
紙
の
裏
に
み
え

る
版
元
で
あ
る 。

裏
に
は
「

H
録」
と
画
じ
・

彫
t
．

摺
エ

の
名
も
あ
り 、

そ
の
次
に
「二 ．

光
堂

讃
岐
困
藤
兵
衛
板」

と
刻
さ
れ
て
い
る(
oE 9) 。

中
に
人
っ
て
い
た
四
枚
の
錦
絵
も

伽
わ
っ
て
い
て 、

シ
カ
ゴ
美
術
館
の
「

坐
鋪
八
娯」
と
平
木

浮
世
絵
財
団
の
「

座
鋪
八
景」
と
共
に 、

揃
物
が
完
全
な
形

態
で
残
っ
て
い
る
稀
有
な
例
で
あ
る 。

と
こ
ろ
が 、

残
念
な

こ
と
に 、

讃
岐
屈
な
る
版
元
の
俯
報
は
他
に
全
く
な
い 。

H
録
と
中
の
錦
絵
の
対
応
は 、
「

春

に
ほ
ふ
花」
が

「

猫
を
抱
く
母
と
そ
れ
を
せ
が
む
娘」（
画
中
の
衝
立
に
「

い
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つ
く
と
も
春
の
ひ
か
り
は
わ
か
な
く
て
ま
だ
み
よ
し

野
の
111

は
吋
降
る」

と
い
う
ニ
卜」

ハ
歌
仙
の
凡
河
内
射
栢
の
歌
が
出

さ
れ
て
い
る 。
「

作
い
両」） 、
「

夏

か
ほ
よ
華」

が
「

浴
後

縁
先
災
人」
（
風
鈴
下 、

縁
先
で
浴
衣
姿
で
涼
む
女 。

庭
に
は

鉢
植
の
撫
f 、

池
に
は
杜
若 。
「

鈴
木
存
侶
画」） 、
「

秋

い

ろ
そ
ふ
花」

が
「

座
鋪
八
娯

手
拭
か
け
帰
帆」
（
無
款） 、

「
冬

む
つ
の
化」

が
「

座
鋪
八
娯

ぬ
り
桶
の
條
古」
（
無

款）

と
な
る
ら
し
い 。
「

猫
を
抱
く

母
と
そ
れ
を
せ
が
む
娘」

は 、

作
信
の
錦
絵
中
最
火
の
シ
リ
ー

ズ
と
H
さ
れ
て
い
る

「-―

じ＇
六
歌
仙」（
社
10)

に
屈
す
る
可
能
性
の
あ
る
即
で 、

歌

佼
の
な
い
「

浴
後
緑
先
芙
人」

と
は
構
成
が
異
な
る 。
「

座

鋪
八
景」

は 、

巨
川
の
私
家
版
を
後
に
一

般
売
り
し
た
無
款

作
品（
前t
早
参
照）
の
う
ち
の
二
図
で 、

平
木
浮
世
絵
財
団
所

蔵
の
松
飢
堂
版
と
ほ
ぼ
同
一

の
摺
刷
で
あ
る 。

し
た
が
っ
て 、
「

風
流
四
季
の
化」

に
は
二師
種
類
の
作
品

が
浪
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る 。

換
言
す
れ
ば 、
一 ．一
種
の
四

図
を
集
め
て
ひ
と
つ
の
シ
リ
ー

ズ
と
し
て
売
り
出
し
た
か 、

二
柾
二
図
の
作
品
に
以
に
相
当
す
る
「

浴
後
緑
先
芙
人」

を

新
た
に
加
え
て
新
シ
リ
ー

ズ
と
し
た
か
の
ど
ち
ら
か
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う 。

ま
た 、

二般
的
に
は 、
「

座
鋪
八

娯」

の
版
木（
及
び
版
権）
が
松
鶴
堂
か
ら
令
部
あ
る
い
は
一

部
が
讃
岐
屋
に
移
っ
た
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
が 、

果

た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か 。

も
し
か
し
て
誤
岐
屋
は 、

摺
刷
さ
れ
た
版
画
だ
け
を
松
鶴

堂
そ
の
他
か
ら
仕
入
れ（
あ
る
い
は
版
木
を
借
り
て
摺
刷
さ

に
も
播
磨
歴
の
商
魂
を
品
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い 。

れ
4
r

浮
世
絵
架
化

ボ
ス
ト
ン
天
術
館
3』（ ．
九
ヒ
八
年

小
学
館）

所
載
の
rヤ図

多
川
歌
麿
作
品
H
録」
に
よ
る 。

北
5
『

浮
世
絵
緊
花

ボ
ス
ト
ン
必
術
館
補
巻
2』（ ．
几
八
二
年

小

学
館）

第
四 ．—-
六
図 。
〈•
印
の
な
い
作
品
は 、
プ
ラ
ハ
国
立
叉
術

館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る 。
ウ
ォ
ー
タ
ー

ハ
ウ
ス
氏
に
よ
れ
ば 、
プ

リ
ス
ト
ル
市
立
箕
術
館
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う 。

北
6
『

浮
世
絵
名
家
版
画』（
香
池

今
九
ヒ
八
年 よ
0
月）

他
所
載 。

註7＇
ャill
滋
は
「

浮
絵
新
吉
原
之
図」（
神
戸
巾
立
池
物
館
蔵） 、
「

浮
絵
御

大
名
江 ．
い
入
品
川
風
穀」（
同
前） 、
「

浮
絵
近
江
八
娘
図」（
同
前） 、

「
浮
絵
両
国
涼
之
図」（
ボ
ス
ト
ン
Jic
術
館・
太
田
品
念
必
術
館
蔵） 、

「
浮
絵
新
古
原
紋
日
図」（
個
人
蔵） 、
t111
経
両
は
「

風
流
や
っ
し
ー

．

段
浮
絵
の
図」（
個
人
蔵

図
6
)、

屯
長
両
は
「

浮
絵
御
祭
礼
府

人
行
烈
絵
咎」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵） 。
他
に 、
「

風
流
…
…」

の

な
い
「

芝
居
狂 ．，ro
浮
絵」
も
あ
る 。
こ
れ
の
IJド
い
版
は 、

画
中
に 、

「
百
夜
井
鎌
介
往
来

中
村
座」
と
記
さ
れ
た 、

宝
肝 ．
2
年
ヒ
月

の
舞
台
に
取
材
し
た
作
品（
神
戸
市
立
博
物
館
蔵）
で
あ
る 。

北
8

勺」
紙
は
ポ
ス
ト
ン
必
術
館
蔵 。
「

風

治五
色
忍ご「
邑
蕉
翁
像」「

自治

あ
り」
と
い
う
文
，f
を
伴
う
錦
絵
で
あ
る 。
そ
こ
に
記
さ
れ
た

「
芭
蕉
翁
像」
に
相
当
す
る
の
が 、
バ
ウ
ア
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

「
炒
中
党
笠
翁
図」
と
出
さ
れ
た
中
111
錦
絵
と
推
定
さ
れ
る（
こ
れ

に
つ
い
て
は
「

鈴
木
什
信」
展
図
緑
で
田
辺ぃLJ
f
氏
も
指
摘
し
て

い
る） 。

lt
,

M
O
A
災
術
館
編
『

浮
世
絵
版
圃』（ ．
九
八
五）
な
ど
参
照 。

止
10

中
判
錦
絵
で 、

上
部
芸
形
枠
内
に
「

ニ
ト

六
歌
仙」
に
駈
す
る
歌

仙
名
と
歌
が
出
さ
れ
て
い
る
朴
い
作
品
は
三
四
図
確
認
さ
れ
て
い

る 。
残
り
の一

t府
は 、

本
図
と 、
「

和
歌
の
油
に・・・ー
：」
と
い
う
山

辺
介
人
の
歌
が
圃
中
に
品
さ
れ
て
い
る
「

鶴
図」
と
思
わ
れ
る
が 、

両
図
は 、

数
人
名
が
な
い
の
と
笈
形
枠
内
に
歌
が
記
さ
れ
て
い
な

い
点
が
異
な
る
の
で 、
「 ：ー
ー

六
歌
仙」
の
シ
リ
ー
ズ
に
人
ら
な
い

の
で
は
と
い
う
説
も
あ
る 。

せ） 、

独
自
に
組
み
合
せ
て
「

新
板

風
流
四
季
の
花」

を

刊
行
し
た
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か 。

そ
の
場
合 、
「

彫
t

辿
藤
松
五
郎」

は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か 。

と
も
あ
れ 、

こ
の
揃
物
は 、

設
岐
屋
が
ゼ
ロ
か
ら

在
侶
に
版
ド

絵
を
依
頼
し 、

彫
柄
を
経
て
刊
行
し
た
も
の
で

な
い
こ
と
だ
け
は
確
尖
で
あ
る 。

錦
絵
黎
明
期
は 、

版
元
の
問
題
だ
け
に
限
っ
て
み
て
も
い

ろ
い
ろ
輿
味
深
い
廿
象
が
お
き
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
C

oF
I

洛
東
追
万
館・
リ
ー
ト
ベ
ル
グ
又
術
館
蔵

安
永
末
ー
火
明
初
め

頃
左
ド

に
「

彫
L

占
川
柳凡11」
と
あ
る 。
山 ー
時
と
し
て
は
迫

例
の
大
き
さ
の
俯
鰍
図 。

辻
2
「

鈴
木
在
い」
展
図
録 ‘

.
JL
O
頁
参
照 。

訂
3
「

役
者
六
家
選」
の
1

一
枚
紘
は 、
ボ
ス
ト
ン
又
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て

い
る

伍
図
か
ら 、

瀬
川
菊
之
丞
と
市
川
門
之
助 、

沢
村
宋
十
郎

と
岩
Jt
半
四
郎 、

市
川
闘
麗
蔵
と
中
山
窟： ．
郎
の
六
人
が
描
か
れ

て
い
る 。
ま
た 、

石
図
に
は
「

松
本
点
四
郎」「
巾
川
八
百
蔵」「
市

川
蝦
蔵」
の
文
字
行
板
が
あ
り 、
�
柚
の
デ
ザ
イ
ン
は 、

右
か
ら 、

巾
村
挫・
中
付
光・
河
掠
的
座
の
樅
紋（
椎
定
を
含
む）
と
な
っ
て
い

る 。
眈
行
記
録
か
ら
こ
れ
ら
の
条
件
を
す
べ
て
洪
た
す
時
期
を
捜

す
と 、

究
政
四
介 ．
一

月
の
顔
見
世
か
ら
翌
五
年
の
朴
ま
で
と
な

る
の
で 、
こ
の
三
枚
統
は
究
政
五
年
朴
頃
の
刊
行
と
考
定
す
る
こ

と
が
で
き
る 。
し
か
し 、
『

浮
柑
絵
芸
術』
第 ．
号（ ム
几
二
二
年

浮
柑
絵
芸
術
社）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
三
枚
続
の
伝
の 一
枚
は 、
ポ

ス
ト
ン
美
術
館
蔵
品
と
は
栴
紋
が
界
な
り 、

都
座
と
河
原
崎
座
と

な
っ
て
い
る（
図5b) 。
こ
れ
は
党
政
五
年 ．
一
月
に 、

江
い
三
座

が
す
べ
て
都
疱・
桐
座・
河
原
蛉
座
と
い
う
控
檄
に
代
わ
っ
た
こ
と

に
よ
る
措叩111
と
考
え
ら
れ
る 。
す
な
わ
ち 、

買
政
六
年
春
に
播
屈

届
は
紋
を
改
刻
し
て
fg
版
し
た
こ
と
に
な
る 。
こ
う
い
う
と
こ
ろ

「風流やつし十：段浮絵の図」 個人祓

で

叩； 
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Publishers of the Prints of Suzuki Harunobu 

Asano Shu.go 

I. Harimaya Shinshich1 

It has only recently come to light that the publisher's seal,:,- is the trademark of publisher Harimaya 
Shinshichi. The seal appears together with the notation "Harimaya Shinshichi, publisher" on Katsukawa 
Shunsh6's Eto Ryogokubashi Nihon muso no nigiwai yiisuzumi no Jakei (nishiki-e. or brocade, print of 
double oban size), though this is the only known work on which both are present. According to the 
Haiy!7-kei, Harimaya·s address was Honshirogane-ch6 3-chome. The publisher was active from the 
latter part of the Horeki era (1751-64) to the Bunka era (1804-18). Works by Hanmobu include many 
examples first of benizuri-e (color print with safflower red) in hosoban size and mizu-e (color print 
using only washes of color) in hosoban size, and then of nishiki-e in hashira-e ban size. The hashira
e ban nishiki-e published by Harimaya and bearing a publisher's seal omitted the wrappers, probably 
in order to lower the selling price. The Harimaya Shinshichi seal has recently been identified im
pressed in crimson on the lower part of Harunobu's Furya yatsushi nana-komachi kayoi (hosoban 
benizuri-e). This print differs significantly from other extant examples not only in the brightness of 
the color, but also in the block used to print the purplish-blue of the courtesan's kosode. Most likely 
the work represents a third printing, one done later than the unsigned works that do not bear a publisher's 
seal. lt is unclear whether the first and second printings of the Fiiryii yatsushi nana-komachi series 
were also done by Harimaya. One can imagine, however, that at some point, Harimaya, having 
obtained the printing blocks, had the seal carved into the block's surface, and put a stop to selling the 
prints in wrappers. Perhaps for some reason, the block used for printing purplish-blue was re-carved 
at that time. 

2. Nishimuraya Yohachi 

The connection of Harunobu's cluiban nishiki-e series entitled Fiirya goshiki zumi to the colors 
(goshiki zwni) used in perspective pictures (uki-e) suggests that the publisher of the series was 
Nishimuraya Yohachi. "Semimaru", one of the prints by Harunobu in his Hyakunin isshu series. 
includes two characters inscribed on a bamboo hat hanging in a shop window. The characters can be 
read as "Nishi-yo". pointing to Nishimuraya Yohachi as the publisher of this print series. On the 
seventeenth print in the series Fiiryii ensl10k11 Mane-emon, believed to have been published in Meiwa 
7 (1770), is a marginal note that reads: "The Eijudo recommends that it be done this way... " The 
Eijudo was a name used by Nishimuraya Yohachi, and from this and other evidence. it has long been 
believed that the publisher was Nishimuraya. At present, only the chtiban nishiki-e are thought to 
indicate a connection between Harunobu and Nishi-yo, but a check of the small size prints suggests 
that the artist and publisher were on very friendly terms in Harunobu's later years. 

3. Yamashiroya 

The publisher Yamashiroya of Bakuro-cho 1-chome used the shop name Shokakudo. No connec
tion has been found between this publisher and any of Harunobu's beniこuri-e, but there is some in
triguing evidence. The inscribed characters "Shokakudo" and a square relief seal reading "Yokoyama
cho, publisher-ya" appear on the wrapper for lilshiki hakkei in the collection of the Hiraki Ukiyo-e 
Foundation. The first would correspond to the shop name Shokakudo. and while Bakuro-cho I-ch血e
and Yokoyama-ch◊ arc separate addresses, they are located next to each other. For now, I would like 

to only suggest the possibility that Yamashiroya of Bakuro-cho 1-chome moved to Yokoyama-cho and 
took over publication of the eight leaves of Zashiki hakkei from Kyosen 

4. Sanukiya Tobei 

Sanukiya Tobei is the publisher that appears on the back of the nishiki-e wrapper in the collect1on 
of MOA Museum of Art, on the front of which is written''Shinpan ["New Printing"]fii,yii shiki no 
hana", Furyil shiki no hana mixes together four leaves of three different types. It is likely that either 
these four prints representing three separate types were gathered together and sold as one series, or 
that a new print appropriate to the summer season, Yokugo ensaki bijin, was added to an existing 
group of three prints of two different types to create a new series. It is also possible that Sanukiya had 
a stock of prints done by Sh6kakud6 and others (or alternatively、Sanukiya borrowed the blocks and 
printed them), and the publisher then put them together in an original way to produce the Shinpanfii 
ryii shiki no hana, 

(Translated by Carol Morland) 
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u 

明
治
維
新
以
来、

仏
教
美
術
を
は
じ
め
と
す
る
宗
教
美
術

は、

存
在
の
意
義
に
お
い
て
も
低
迷
の
一
途
を
辿
る
か
の
よ

う
で
あ
る。

そ
の
原
初
的
原
囚
と
し
て
は

ご八
六
八
年
に
布

告
さ
れ
た
神
仏
判
然
令
に
よ
る
廃
仏
毀
釈
の
ダ
メ
ー
ジ
が
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る。

し
か
し
そ
の
後
現
代
に
平
る
ま

で
新
た
な
る
宗
教
芸
術
は
復
囲
し
得
ず、

ま
た
仏
教
以
外
の

神
道
そ
の
他
の
奈
教
で
も、

し
か
る
べ
き＂
ぷ
術
を
生
み
出
し

紺
て
い
な
い
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う

>

Oも
っ
と
も、

視
就
美
術
に
お
け
る
宗
教
的
主
題，
11
体
は、

近
代
以
降
も
油
絵、

日
本
圃、

あ
る
い
は
彫
刻
に
お
い
て
頻

繁
に
み
ら
れ
る。

例
示
す
る
な
ら
絵
画
で
は
狩
野
芳
崖
最
晩

れ
の
作
「
悲
母
蜆
音」(-
八
八
八

東
京
純一
術
大
学
蔵

図

1
)、

あ
る
い
は
村
上
華
岳
が
生
涯
を
通
じ
て
の
テ
ー
マ
と

し
た
仏
教
的
‘モ
閣
等、

ま
た
彫
刻
の
作
例
を
あ
げ
れ
ば
ま
さ

に
枚
学
に
い
と
ま
な
い。

ま
た、

同
時
代
に
お
い
て
も
各
公

募
団
体
に
よ
る
屎
覧
会
を
訪
れ
れ
ば、

特
に
仏
像
を
主
題
と

し
た
絵
画
は
な
ん
ら
珍
し
い
も
の
で
は
な
い。

し
か
し
こ
れ

ら
図
像
を
宗
教
美
術
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
大
抵
の
人
が
抵
抗
を

祝
え、

実
際
本
米
的
な
意
味
で
の
宗
教
芸
術
と
は
異
質
な
存

特
徴
が
も
た
ら
す
緊
張
感
の
差
迫
を
想
起
す
れ
ば
納
付
で
き

る
だ
ろ
う。

現
代
11
本
に
お
い
て
は、

こ
の
よ
う
な、

演
劇
的
空
間
性

を
備
え
る
本
米
的
な
意
味
で
の
宗
教
芸
術
は
失
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る。

各
科
学
が
発
達
し
た
現
代
で
は、

IU
米
の
宗
教

は
存
在
慈
義
を
希
油
に
し、

同
時
に
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
宗
教

芸
術
も
非
科
学
的
な
虚
柄
と
し
て、

あ
ら
た
に
生
み
出
さ
れ

る
必
然
性
を
な
く
し
た
の
で
あ
ろ
う
か。

宗
教
組
織
自
体
を
概
観
す
る
に、

確
か
に
戦
後
物
質
文
明

の
発
逹
と
と
も
に、

生
活
に
お
け
る
祭
中
の
屯
要
度
は
低
ド

し
て
い
る
が、

そ
れ
で
も
仏
教
の
．
部
宗
派
や
教
派
神
道、

キ
リ
ス
ト
教
の
宗
派、

さ
ら
に
新
宗
教
は
隆
盛
の
途
に
あ

る。

宗
教
自
体
に
対
す
る
需
要
は
靡
れ
て
い
な
い
と
閲
く。

そ
し
て
そ
の
現
代
の
宗
教
も
造
形
を
生
み
出
し
続
け
て
い

る。

そ
の
典
咆
は
巨
像
化
し
た
ラ
ン
ド
マ
ー
ク、

あ
る
い
は

タ
ワ
ー
で
あ
る。
こ
れ
ら
は
示
威
的
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
は

あ
っ
て
も、

礼
拝
の
対
象、
つ
ま
り
111
米
の
宗
教
芙
術
と
同

目
的
の
も
の
と
は
考
え
が
た
い。

し
か
しi
方
で、

多
く
の

宗
教
団
体
が
視
党
芸
術
に
た
だ
な
ら
ぬ
関
心
を
示
し、

モ
ニ

ュ
メ
ン
タ
ル
な
建
築
物
や、

質
の
高
い
芙
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
誇
る
こ
と
も
市
実
だ。
に
も
か
か
わ
ら
ず、

本
来
的
な
意

味
で
の
空
間
性
を
伴
っ
た
宗
教
美
術
を
生
み
出
し
て
は
い
な

い
の
だ。

西
洋
文
明
で
も
ほ
ぼ
同
様
に、

新
た
に
制
作
さ
れ

た
宗
教
美
術
が、

回
時
代
芸
術
の
批
評
の
俎
t
に
の
ぼ
る
こ

と
は
な
い。

本
米
の
意
味
で
の、

窄
問
を
創
出
す
る
宗
教
芙

即主
な
る
現
代
芸
術
の
可
能
性

図
1

狩
野
片
出

r
悲
母
糾
音」

術
は、

前
述
の
H
本
の
場
合
の
よ
う
に
作
家
の
モ
チ
ベ
ー
シ

ョ
ン
と
し
て田氏
質
な
か
た
ち
で
一
部
に
存
在
す
る
以
外
は、

新
た
に
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
る。

西
洋
で
も
印
象
派
以
降、

あ
る
い
は
ニ
ー
チ
ェ
以
降、

神

は
よ
り
象
徴
的
な
存
在
と
な
り、

具
体
的
な
礼
拝
対
象
と
し

て
の
絵
画
が
制
作
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
減
少
し
て
い
っ
た。

し
か
し、

そ
れ
に
か
わ
っ
て、

戦
後
に
な
っ
て
登
場
し

た、

抽
象
表
現
主
義
の
作
家
た
ち
に
は、

宗
教
的
エ
レ
メ
ン

ト
と
の
関
わ
り
を
想
起
せ
ざ
を
得
な
い。

特
に
留
意
す
べ
き

は
バ
ー
ネ
ッ
ト・
ニ
ュ
ー
マ
ン、
マ
ー
ク・
ロ
ス
コ、
ア
ド・

ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
の．一．
人
の
作
家
が
最
終
的
に
行
き
着
い
た
表

現
で
あ
る。
こ
の
作
家
逹
は、

具
体
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て｛ホ

教
上
の
人
物
や
特
定
の
状
況
を
表
現
し
た
こ
と
は
な
く、

そ

の
意
味
で、

イ
コ
ン
に
も、

歴
史
画
と
し
て
の
宗
教
画
に
も

与
し
な
い。

宗
教
的
要
素
は
近
代
の
シ
ャ
ガ
ー
ル
や
ル
オ
ー

の
よ
う
に
具
体
的
に
扱
う
敬
虔
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く、

そ

の
絵
両
の
状
況
に
見
ら
れ
る。

ニ
ュ
ー
マ
ン
の
場
合
は、

表
現
以
前
に
崇
暉
性
に
関
す
る

言
説
で
既
に
宗
教
的
空
間
に
関
す
る
関
心
を
露
呈
し
て
い

た。

し
か
し
彼
の
．
枚一
枚
の
絵
画
は
特
定
の
宗
教
に
奉
仕

す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く、
一
九
四
八
年
の
「
ワ
ン
メ
ン

ト」

以
降
の
作
品
は
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
一
切
も
た
な
い

が、

崇
高
性
の
実
践
を
通
じ
て
神
話
に
か
わ
る
も
の
を
追
い

求
め
た
過
程
で
あ
り、

そ
の
た
め
の
ガ
法
の
一
っ
と
し
て、

時
に
は
幅
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
特
に
巨
大
な
両
面
を
用

八
八
八
か

東
京
岱
術
火
学
蔵

在
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
市
実
で
あ
る。

な
ぜ
な
ら、

本
米
の
宗
教
美
術
は、

党
宇
に
せ
よ
個
人
的

空
間
に
せ
よ、

あ
る
空
間
の
中
心
と
し
て
設
閻
さ
れ、

そ
こ

か
ら
ア
ウ
ラ
を
発
す
る
と
い
う、

礼
拝
の
対
象
と
な
る
た
め

の
道
具
立
て
で
あ
り、

宗
教
的
空
聞、

す
な
わ
ち
基
本
的
に

9ホ
教
的
体
験
の
た
め
の
場
の
な
か
で、

体
験
を
具
現
化
す
る

．
連
の
セ
レ
モ
ニ
ー
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
の
一
部
で
あ
っ

た。

し
か
し、

こ
れ
ら
近
代
以
降
の
図
像
や
彫
像
の
多
く

は、

そ
も
そ
も
窄
間
を
想
定
し
て
は
い
な
い
一
点
の
像
で
あ

る。

そ
の
意
味
で、

そ
れ
ら
作
中
の
宗
教
ヒ
の
存
在
は、

喩

え
て
い
う
な
ら
「
竹
取
物
語
図」「
源
頼
朝
図」
な
ど
と
同
稲

の、

歴
史
画
や
説
話
画
の
範
疇
に
分
類
可
能
な
性
質
の
も
の

で
あ
る
だ
ろ
う。
こ
こ
に
お
い
て
宗
教
的
t
題
は
来
訪
者
に

の
で
あ
ろ
う
と
も
作
家
の
側
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
で

あ
っ
て、

想
定
さ
れ
て
い
る
客
体
は
礼
拝
者
で
は
な
く
鑑
竹

者
で
あ
る。

こ
こ
で
現
代
的
な
宗
教
t
閣
両
と
本
来
の
宗
教
足
術
の
も

た
ら
す
空
間
の
．
般
的
特
徴
を
確
認
し
た
い。

宋
教
美
術
に

お
い
て
は、

イ
コ
ン
11
像
は
中
心
的
存
在
と
し
て
求
心
性
を

具
有
し
つ
つ
も
窄
間
的
油
出
を
要
し、

油
出
は、

必
然
的
に

時
間
性
を
伴
い、

そ
こ
へ
予
る
ま
で
の
導
線
を
伴
っ
て
油
朋

的
に
閏
示
さ
れ
る。
こ
の、
い
わ
ば
総
合
芸
術
的
な
油
出

は、

空
間
で
過
ご
さ
れ
る
時
間
の
密
度、

心
理
的
な
浄
化
作

川
が
閲
わ
れ、

期
待
さ
れ
る
空
間
で
あ
る。

多
く
の
場
合、

宗
教
美
術
は
空
間
的
体
験
へ
と
発
達
し、
つ
ま
り
場
を
発
生

し
て
い
る。

偶
像
を
容
認
し
な
い
宗
教
で
も、
シ
ナ
ゴ
ー
グ

或
い
は
モ
ス
ク
と
い
う
形
態
で
の
特
定
の
窄
問
11
場
を
必
要

と
し
て
い
る。

そ
し
て
更
に
多
く
の
場
合、

そ
こ
に
イ
コ
ン

が
設
個
さ
れ
る
な
ら
そ
れ
は
型
節
の
向
こ
う
側、

祭
坦
上、

御
簾
の
内
等、

あ
る一
線
の
向
こ
う
側
に、

彼
岸
を
象
徴
す

る
方
法
に
よ
っ
て、

結
界
の
あ
ち
ら
側
の
存
在
と
し
て
演
出

さ
れ
る。

そ
れ
は
例
え
ば
宗
教
建
築
と．
般
家
屋
の
内
装
の

い、

鑑
買
者
と
対
峙
す
る
の
で
は
な
く、

勺」
括
す
る
空
間
を

創
出
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
多
く
の
指
摘
を
受
け
て
い
る。

も
っ
と
も
典
型
的
な
例
は、

現
ワ
シ
ン
ト
ン・
ナ
シ
ョ
ナ
ル・

ギ
ャ
ラ
リ
ー
蔵
の
「
ザ
・
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
ブ
・
ザ
・
ク

ロ
ス」。
こ
れ
は
制
作
途
上
で
．
四
枚
に
よ
る
構
成
と
主
迪

が
決
定
さ
れ
た
も
の
で、

作
者
の
一
連
の
大
画
血
の
な
か
で

は
大
き
さ
を
特
窄
す
べ
き
作
品
で
は
な
い
が、

に
よ
ら
ぬ
一
連
の
抽
象
的
画
面
は、

し
か
る
べ
き
展
示
に
委

ね
ら
れ
る
こ
と
で
鑑
宜
者
を
勺」
み
込
む
包
括
的
窄
間
を
創
出

す
る。

そ
し
て
そ
の
空
間
の
内
部
に
包
含
さ
れ
た
人
は
状
況

と
し
て
敬
虔
な
気
持
ち
が
高
ま
る
の
で
あ
る。

マ
ー
ク
・
ロ
ス
コ
の
最
終
的
な
作
品
は
ダ
ー
ク
・
ペ
イ
ン

テ
ィ
ン
グ
に
あ
る
が、

一
切
の
偶
像

そ
の
端
緒
で
あ
り
な
が
ら
最
も
象
徴

的
な
作
例
は
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
の
ロ
ス
コ
・
チ
ャ
ペ
ル
の
壁
画

に
見
ら
れ
る
（
図
2
)。

作
者
は
そ
れ
ま
で
も
美
術
館
が
彼
の

作
品一
点
の
み
を
購
人
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
た
が、

そ

れ
は
巨
大
な
画
面
が
あ
く
ま
で
空
閲
削
出
の
た
め
の
も
の
で

あ
り、

複
数
性
に
よ
っ
て、

包
括
的
空
間
の
完
成
度
が
高
ま

る
か
ら
に
他
な
ら
な
い。

チ
ャ
ペ
ル
で
は、

自
然
光
に
よ
る

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ま
で
考
慮
に
人
れ
ら
れ
た、

無｛ホ
教
的
な
宗

教
的
空
問
の
創
出
に
成
功
し
て
い
る。

そ
れ
ら
の
壁
画
が
も
た
ら
し
た
空
閲
に
人
は
し
ば
し
滞
在

し、

そ
れ
が
特
定
の
信
仰
心
と
は
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
も

高
密
度
な
省
察
的
時
間
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る。

ニ
ュ
ー
マ
ン
が
「
卜
字
架
の
逍」

を
選
び、

さ
ら
に
晩
年

と
っ
て
の
体
験
で
あ
る
以
上
に、

そ
れ
が
如
何
に
真
摯
な
も

平
川
滋
男
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一

に
は
シ
ナ
ゴ
ー
グ
の
設
計
を
は
か
り 、
ロ
ス
コ
が
無
ポ
教
的

な
性
格
の
チ
ャ
ペ
ル
に
託
し
た
も
の
と
は 、

あ
る
特
殊
な
窄

問 、

言
い
換
え
れ
ば
「

場」
で
あ
る 。

こ
こ
に
お
い
て 、

か
つ
て
宗
教
美
術
が
担
っ
て
き
た
役
割

を 、

あ
ら
た
な
時
代
の
抽
象
絵
両
が
あ
ら
た
な
方
法
に
よ
っ

て
受
け
継
い
で
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る 。

巨
大
圃
而

の
作
り
出
す
場 、

包
括
的
空
間
の
内
部
で 、

鑑
打
者
が
時
間

を
費
や
し
て
柑
る
体
験
は 、

そ
の
状
況
全
体
が 、

本
来
の
宗

教
窄
問
的
シ
ス
テ
ム
に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
る 。

し
か
し 、

ア
ド
・
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト

の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う

か 。

ラ
イ
ン
ハ
ー
ト

の
展
開
の
最
終
的
局
面
と
は 、

数
厨
に

問
俎
と
な
る 。

識
別
を
う
な
が
す
村
K

の
手
法
は 、

紙
ヒ

の
作
品
「

時
訪

集」「
ピ
エ
タ」

等
で 、

よ
り
類
著
に
な
る 。

紙
を
支
持
体
と

し
て
鉛
窄 、

ド
ラ
イ
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
用
い
た
そ
れ
の
画
面

中
央
部
に
禎
直
に 、

細
か
い
格
f
状
に
縦
横
に
乗
せ
ら
れ
た

頻
料
の
部
分
は 、

辿
く
か
ら
は
認
識
さ
れ
ず
に
全
く
の
白
紙

に
見
え 、

鑑
打
距
離
が
近
づ
く
に
つ
れ 、

佃
か
に
淡
い
矩
形

が
少
し
ず
つ
視
れ
て
く
る 。

史
に
適
切
の
鑑i貝
距
離
に
至
る

と 、

そ
の
矩
形
が
縦
横
に
手
で
ひ
か
れ
た
線
の
集
柏
で
あ
る

こ
と
に
氣
づ
く 。

注
意
深
い
鑑
打
者
の
み
が
感
じ
と
る
こ
と

が
出
来
る
采
和
な
表
佑
で
あ
る 。

氣
づ
く
こ
と
と 、

氣
づ
か

ぬ
こ
と
と
の
問
に
は
大
き
な
問
隙
が
あ
り 、

そ
の
閾
値
を
跨

ぎ
通
過
す
る
こ
と
は 、

鑑
fr
に
要
す
る
時
間
と
知
認
の
問
題

で
あ
る 。

主
題
を
も
ち
数
枚
か
ら
|

数
枚
で
構
成
さ
れ
る
作

品
の
場
合 、

さ
ら
に
複
数
（「
ビ
エ
タ」
は
一
―一
枚
（ ：
九
九

1

年

千
菜
巾
芙
術
館
蔵

図
3

) 、
「

時
砧
集」
一
1
枚 、
「
ト

字
架
の
道」
は

二
四
枚）
に
よ
っ
て
小
規
校
な
が
ら
空
間
を

作
り
L

げ
て 、

来
訪
者
に
時
聞
を
要
し
て
仔
ま
せ
る
効
果
を

行
過
す
る
こ
と
は
出
来
な
い 。

村
ヒ

で
既
に
六
0
年
代
初
頭
に
は
見
ら
れ
た
こ
の
方
法
の

追
随
者
は
国
内
に
現
れ
な
か
っ
た
が 、

そ
こ
に
見
ら
れ
た
閾

値
を
跨
ぐ
知
党
を
要
求
す
る
制
作
は 、

近
年
に
な
っ
て
頻
見

さ
れ
る
よ
う
だ 。

例
え
ば
宮
島
達
男
の
数
字
を
発
生
す
る

L
E
D
の
モ
ジ
ュ
ー

ル 、

ガ
ジ
ェ
ッ
ト
は
ど
う
だ
ろ
う
か

（「
地
の
火」
一
九
九
六
年

千
葉
市
芙
術
館
蔵

図2 マーク・ロスコ「無題J1965, 6（ロスコ・チャベル↓�I,1,j) ヒューストン

図
4

)
。

塗
り
弔
ね
柑
ら
れ
た
児
の
頻
料
の
佃
か
ば
か
り
の
色
相
の
差

異
の
み
が
視
虹
の
よ
す
が
と
な
る 、

実
に
微
妙
な
両
面
で
あ

る 。

そ
の
必
異
は
一
点
の
絵
画
の
な
か
に
内
在
す
る
も
の

で 、

実
際
に
は
複
数
点
で
発
表
さ
れ
た
も
の
に
せ
よ 、

数
点

に
よ
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー

性
を
付
す
る
包
括
的
な
空
間
を
か
た

ち
づ
く
る
H
論
見
を
明
ら
か
に
は
見
取
る
こ
と
は
出
来
な

い 。

微
弱
な
光
線
の
下
や 、

均
一
で
な
い
光
線
の
下
で
は 、

鑑
打
者
が
説
み
取
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
は
何
ら
の
イ
メ
ー

ジ
で
も
な
く 、

圃
而
へ
の
光
線
の
反
射
の
状
態
を
如
何
に
感

知
す
る
か 、

と
い
う
か
な
り
即
物
的
な
現
象
で
あ
り 、
こ
れ

は 、

人
間
の
知
詫
機
能
に
た
ち
戻
る
問
辿
と
考
え
る
こ
と
が

出
米
る 。

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
状
態
に
も
よ
る
が 、
こ
こ
で
は

注
意
深
く 、

然
る
べ
き
時
間
を
要
し
て
熟
視
し
た
鑑
買
者
の

み
が 、

あ
る
瞬
間
以
降
に
そ
の
画
面
の
持
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る 。

視
覚
の
側
面
の
み
か

ら
考
え
る
と 、

そ
れ
は 、

・
小
注
意
な
鑑
買
者
を
排
し
て
い
る

こ
と
で
も
あ
り 、

同
時
に
微
妙
な
差
違
は 、

そ
れ
を
感
じ
取

る 、

発
見
す
る 、

凝
視 、

そ
し
て
そ
の
末
の
「

発
見」
が
鑑

竹
行
為
を
形
成
し
て
い
る 。
ニ
ュ
ー

マ
ン
や
ロ
ス
コ
は
場
を

剖
出
し 、

そ
こ
に
時
間
を
要
す
る
油
劇
的
空
間
を
設
定
し
た

が 、

ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
は
両
面
に
時
間
を
包
含
し
て
い
る 。

ち
な
み
に
こ
れ
ら
の
作
家
の
諸
作
は 、

画
面
ヒ

に
す
で
に

自
己
言
及
的
な
要
索
が
見
ら
れ 、

ま
た
そ
の
知
党
的
側
面
か

ら
も 、

ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
に
影
孵
を
与
え
た
こ
と
は
必
至
だ
ろ

う
が 、

ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
た
ち
が 、

サ
プ
ラ
イ
ム
を 、

あ
る
い

ガ
ジ
ェ
ッ
ト
は
そ
の
表
示
す
る
数
字
の
変
化
を
確
認
し
た
け

れ
ば 、

数
卜

分
単
位
の
長
時
間
の
滞
在
を
要
す
る
も
の
が
あ

り 、

そ
の
閻
は
鑑
打
と
い
う
よ
り
は
油
出
さ
れ
た
空
問
で
の

自
省
の
時
間
で
あ
り 、

そ
の
変
化
の
瞬
問
は
新
た
な
る
発
見

の
心
持
ち
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る 。

ま
た
内
藤
礼
の
作
品
に
も
留
意
し
た
い 。

現
時
点
ま
で
で

数
種
の
展
聞
が
あ
り 、

テ
ン
ト

で
投
わ
れ
た
空
問
内
部
に
細

か
な
オ
ブ
ジ
ェ
を
ち
り
ば
め
た
「

地
上
に
ひ
と
つ
の
場
所

を」（
図
5

)

に
代
表
さ
れ
る
作
品 、

ま
た
そ
れ
が
家
屈
の
内

部
で
か
た
ち
を
と
っ
た「
こ
の
こ
と
を」
等 、

場
を
創
出
す
る

作
例
が
代
表
作
で
あ
る
が 、

そ
れ
と
平
行
し
て
制
作
さ
れ
て

い
る
紙
を
支
持
体
と
し
た
作
品
「

Na
menlos/
Licht」
で
は

図3 村ヒ友駅「ビエタ」121'又 1992年 f·葉III及術館蔵

図5 内藤礼「地l:lこひとつの場所を」 1991年 図1 宮島進男「地の天」 1(K}6年 T葉II9必術館蔵

は
包
括
的
空
問
性
を
明
確
に
意
識
し
た
可
能
性
は
ダ
ン
・
フ

レ
イ
ヴ
ィ
ン
を
除
い
て
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う 。

11
本
で
は
ラ
イ
ン
ハ
ー
ト
と
の
外
見
的
な
類
似
か
し
ば
し

ば
指
摘
さ
れ 、

現
代
に
敬
虔
な
テ
ー

マ
を
持
つ
作
家
と
し

て 、

村
k

友
昭
が
活
動
を
続
け
て
い
る 。

そ
の
描
く
油
絵

は 、
パ
レ
ッ
ト
ナ
イ
フ
で
小
単
位
の
絵
の
日ぺ
を
カ
ン
ヴ
ァ
ス

上
に
押
さ
え
つ
け
る
焦一
色
に
よ
る
制
作
で 、

表
血
の
処
理

に
変
化
を
つ
け
な
が
ら 、

枯
本
的
に
同
じ
方
法
の
制
作
を ．一 q

〇
卯
問
以
上
継
続
し
て
い
る 。

ち
な
み
に
作
者
日
身
辰
年
の

カ
ト
リ
ッ
ク
伍
者
で
あ
る

作
品
は 、

最
大
で
一
0
0
け
だ

か
ら
さ
ほ
ど
大
型
で
は
な
い
が 、

．
枚
の
制
作
に
数
年
を
要

す
る
例
も
あ
る
と
い
う 。
こ
れ
も
ま
た
数
枚
で
空
間
を
形
成

す
る
意
図
が
明
ら
か
な
作
品
で
は
な
い
が 、

箪
致
に
あ
た
る

顔
料
の
押
さ
え
つ
け
ら
れ
力
が
一
点
ず
つ
細
部
で
児
な
り 、

そ
の
微
か
な
足
迫
を
読
み
取
る
こ
と
も
鑑
打
行
為
で
あ
る

比
較
的
平
滑
で
あ
っ
た
八
0
年
代
初
頭
の
作
品
か
ら
す
る

と 、

徐
々
に
表
面
の
仕
上
が
表
栢
を
僻
び 、

近
年
で
は
ア
ス

フ
ァ
ル
ト

の
よ
う
な
竹
感
を
み
せ
て
い
る 。

鑑
買
の
本
判
は

全
体
的
な
均一
性
で
は
な
く 、

逆
に
よ
栢
を
行
破
す
る
こ
と

に
意
味
が
あ
る
こ
と
に
思
い
f
れ
ば 、

時
に
誤
解
さ
れ
る
よ

う
に
ミ
ニ
マ
ル
・

ア
ー
ト
と
の
外
形
的
な
類
似
を
広
々
す
る

こ
と
は
無
意
味
で
あ
る 。

作
者
に
と
っ
て 、

11
夜
繰
り
返
さ

れ
る
制
作
は
修
行
に
も
あ
た
る
こ
と
は
し
ば
し
ば―ゴロ
及
さ
れ

て
い
る 。

そ
し
て
鑑
打
者
サ
イ
ド

か
ら
は 、

そ
の
：

枚
の
な

か
の 、

微
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
識
別
と
い
う
知
虹
の
側
面
が

29 
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は
表
血
し
か
見
え
な
い
か
ら 、

鏡
面
の
向
こ
う
側
へ 、

無
限

に
延
び
る
光
で
あ
る 。

彼
ガ
に 、

無
限
に
対
し
て
想
念
を
抱

か
せ
る 、

圧
倒
的
な
求
心
性
を
兼
ね
備
え
て
い
る 。

発
見
の

前
と
後 、

空
間
の
内
と
外
は 、

此
岸
に
対
す
る
彼
岸
と
対
応

さ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る 。

そ
の
彼
岸
を
呈
示
す
る
こ

と
が
宗
教
性
の
一
部
な
ら 、

物
体
の
か
た
ち
を
と
る
こ
と
の

手
を
の
ば
し
て
も
届
か
ぬ
ま
さ
に
彼
力
の
現
象
で
あ
る
こ
と

を
表
現
せ
し
め
た
作
例
で
あ
る 。

こ
れ
ま
で
こ
こ
に
学
げ
た
作
品
は
い
ず
れ
も
彼
岸 、

場 、

時
と
い
っ
た
原
初
的
な
人
問
の
感
党
に
拠
り
所
を
お
い
て
い

る 。

抽
象
表
現
主
義
の
話
題
に
た
ち
戻
れ
ば 、

そ
の
後 、

知

虹
の
問
題
は
続
く
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト

の
一
貝
で
あ
る
D
・
フ
レ

イ
ヴ
ィ
ン
で
も
光
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ 、

そ
の
後
も
R
.

ア
ー
ウ
ィ
ン 、

J・
タ
レ
ル
等
の
作
家
に
と
っ
て
の
課
迎
と

な
っ
て
い
る
の
だ
が 、

そ
こ
で
も
な
お
特
殊
な
場
が
創
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
の
で
あ
る 。

場
と ．
般
的
な
意
味
で
の
宗
教
的
要
索
と
の
関
辿
に
つ
い

て 、
ニ
ュ
ー

マ
ン
の
場
合
は
制
作
途
上
で
卜

字
架
の
上
題
が

想
起
さ
れ
た
が 、

現
代
u
本
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
で
は
更
に
意

識
的
な
場
合
も
あ
る 。

少
な
く
と
も
近
世
初
期
ま
で
は
冗
助

的
な
関
係
に
あ
っ
た
宗
教
と
芸
術
は 、

IJ
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

の
中
で
も

；几
乖
離
し
た
か
に
見
え
た
が 、

杉
本
博
司
が
直

島
で
護
E
神
社
を
再
興
し
作
品
化
し
た
「

Aµp
ropr
ia
tc

P
ropor
t
ion
 (
ア
プ
ロ 。
フ
リ
エ
イ
ト

プ
ロ
ポ
ー

シ
ョ
ン）」

で
き
る
フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
イ
コ
ン
と
し
て
で
は
な
く 、

彼
岸
は

図8 杉本博dl 「Appropriate Proj)<111iOnJ 2<WJ2 
l(i島・家フロジェクト護E神社

(
―1
0
01·
 

の
復
興

直
島
・

家 。
フ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

8

)

の
よ
う
に 、

長
ら
く
意
識
の
下
で
は
忌
避
さ
れ
て
き
た

宗
教
的
空
聞
を 、

栢
極
的
に
表
沙
汰
に
す
る
制
作
も
現
れ
て

い
る 。

杉
本
の
そ
の
空
間
中
で
は 、

光
学
ガ
ラ
ス
索
材
も
多

用
さ
れ 、

自
然
光
綿
の
変
化
は
主
題
の
―
つ
で
あ
る 。

現
代
美
術
に
お
い
て
は 、
い
か
な
る
宗
教
と
の
結
び
つ
き

も 、

低
仰
の
昴
揚
も 、

直
接
的
に
作
品
の
質
に
影
孵
し 、

結

実
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が 、

特
定
の
家
教
に
奉
仕
し
な

い 、
こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
な
作
品
に 、

宗
教
的
空
問
の
機
能

そ
こ
に
伴
う
共
通
感
貨
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
米

る
の
で
あ
る 。

そ
し
て
さ
ら
に
実
作
品
を
通
じ
た 、

芙
的
体
験
的
な
視
点

か
ら
の 、

知
此
と
鑑
打
行
為
と
の
関
連
は
開
か
れ
た
課
題
と

し
て
残
さ
れ
て
い
る 。

設
t
神
社

図

図
6

)

に
見
ら
れ
る 。
こ
の
作
品
は
壁
面
に
設
置
さ
れ
る
場

時」（「
ジ・
エ
ッ

セ
ン
シ
ャ
ル」
―'
0
0
二

千
葉
市
美
術
館

好
明
の
蝋
燭
の
燃
焼
を
使
っ
た
諸
作
「

光
で
は
か
ら
れ
た

典
型
的
な
作
例
が

内
省
的
な
時
間
を
直
接
的
に
作
む
渡
辺

接
的
に
日
的
と
し
た
よ
り
油
朋
的
な
作
品
も
可
能
で
あ
り 、

空
間
が
H
指
す
も
の
と
照
応
し
て
い
る 。

よ
っ
て
時
間
を
直

と
も
で
き
る 。
こ
の 、

体
験
の
た
め
の
空
間
と
は 、

宗
教
的

の
純
粋
な
体
験
の
た
め
の
時
間
を
学
ん
だ
空
間
と
考
え
る
こ

ロ
ス
コ
で
形
成
さ
れ
た 、

作
品
に
と
も
な
う
空
間
は 、

そ

ま
ま
に
い
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る 。

党
す
る
た
め
だ
け
に
集
中 、

そ
の
間
は
魂
が
純
白
な
状
態
の

図7 大塚聡「無風（「ジ・エッセンシャル 」2()02千栄,ti又術館）

聞
に
秘
裕
が
あ
る
だ
ろ
う 。

研
ぎ
橙
ま
さ
れ
た
よ
う
に 、

知

彼
岸
に
つ
い
て
は 、

物
質
的
偶
像
に
よ
り
イ
コ
ン
を
具
視

し
よ
う
と
い
う
作
品
は
特
に
今
日
で
は
珍
し
く
な
い
が 、

現

象
と
し
て
彼
岸
を
具
現
化
し
た
作
品
と
し
て
は
大
塚
聡
の
登

場
を
あ
げ
た
い
（「
無
題」「
ジ
・

エ
ッ

セ
ン
シ
ャ
ル」
一 〔
0
0

二

千
葉
市
芙
術
館

図
7

) 。

そ
の
作
品
は 、

理
想
的
な
状
態
で
は
建
築
空
間
に
既
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
が 、

窓
枠
状
の
フ
レ
ー

ム
の
中
に
数

枚
の
ガ
ラ
ス 、

反
射
率
の
異
な
る
ハ
ー

フ
ミ
ラ
ー

数
枚
と
全

面
反
射
の
鋭
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
組
み
込
ま
れ 、

そ
の
奥
に

設
け
ら
れ
た
点
状
の
光
源
か
ら一
筋
の
光
が
差
す
作
品
で
あ

る 。

た
だ
し
光
は
ハ
ー
フ
ミ
ラ
ー

に
よ
っ
て 、

往
復
し 、

そ

の
痕
跡
が
手
前
か
ら
は
粒
の
よ
う
に
み
え
る 。

鑑
貸
者
か
ら

虹
目
体
で
は
な
く 、

そ
れ
に
伴
う
省
察
的
時
間 、

空
内
的
時

た
時
を
費
や
す 。

し
か
し
な
ぜ
知
党
が
浄
化
作
用
を
生
む
の
か

そ
れ
は
知

作
品
だ
が 、

空
間
を
通
じ
て
熟
視
が
時
を
つ
く
り
出
し 、

ま

る
み
へ
の
出
現 、

あ
ら
た
な
発
見
で
あ
る 。

る
こ
と
が
作
品
で
あ
る 。

こ
れ
は
既
成
の
空
問
に
設
骰
す
る

に
と
っ
て
の
重
要
な
要
囚
と
な
る 。
）
の
場
合
知
此
は 、

明

作
品
で
あ
り ‘

ま
た
そ
こ
で
過
ご
さ
れ
た
「

時」
を
共
付
す

買
に
お
い
て
知
党
に
至
る
ま
で
の
時
間
が
屯
要
な
作
品
成
立

が
目
的
で
は
な
く 、

物
質
を
超
越
し
て
「

場」

を
削
出
す
る

い
条
件
の
な
か
で 、

物
体
の
存
在
を
詔
識
す
る
行
為
と
同

様 、

知
此
に

本ど0
ま
で
に
時
間
を
要
す
る
も
の
で
あ
り 、

鑑

視
の
時
間
を
過
ご
す 。
ロ
ウ
の
燃
焼
と
い
う
化
学
反
応
自
体

ゆ
く 。

そ
こ
を
訪
れ
た
人
は 、

押
し

黙
っ
た
よ
う
に
暫
し
熟

村
上
や
内
藤
に
見
た
微
か
さ
と
は 、

光
見
の
極
め
て
少
な

け
ら
れ
て
い
る
か
ら 、

火
は

．
本一
本
隣
へ
と
燃
え
移
っ
て

血
で
は
な
く 、

場
を
創
出
す
る
た
め
の
ピ
ュ
ア
な
平
面
で
あ

る 。

の＂心
は
隣
接
す
る
蝋
燭
に
引
火
す
る
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
傾

設
置
さ
れ 、

先
ず
そ
の
端
部
の
一
点
に
点
火
さ
れ
る 。
ロ
ウ

る 。

平
面
は
空
間
の
イ
リ
ュ
ー

ジ
ョ
ン
と
し
て
の
絵
両
的
平

は
新
た
に
設
け
ら
れ
た
直
線
を
含
む
幾
何
学
的
形
状
に
従
い

の 、

闊
値
の
超
越
が

よ
り
鮮
明
な
現
象
と
し
て
体
験
で
き

本
以
上
の
蝋
燭
が
床
の
オ
ー

ナ
メ
ン
ト
に
沿
っ
て 、

あ
る
い

村
上
に
見
た
「

微
か
さ」

見
え
な
い

、

、
カ
ら

見
え
る
ヘ

合
と 、

床
面
に
お
か
れ
る
場
合
が
あ
る
が

数
千
か
ら
一
万

図6 渡辺好明「光ではかられた時」 （部分）
（「ジエッセンシャIり2002千虻市必術館）
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The Possibility of Contemporary Sacred Art 

Handa Shigeo 

Since the Meiji Restoration, religious art in the traditional sense has been increasingly viewed as 
non-essential and has garnered little awareness or appreciation. Recently, however, works that em
ploy elements of what was formerly considered religious art have begun to attract attention. Reli
gious art is distinguished by the dramatic presentation of a central icon/figure through a process in 
which the worshipper is led through a carefully designed space, a process in which time is also an 
important element. In most cases, religious art develops in the experience of this space- or. one 
could say, it lies in the coming into being of the site. 

At a time when religious art was losing its authority in America, post-war artists such as the 
abstract expressionists Barnett Newman and Mark Rothko created in their multiple, large-scale paint• 
ings a space evocative of the sacred. Likewise, Ad Reinhardt has produced works whose subtle 
modulations of color require discernment- meaning time enough to fully appreciate the delicate 
changes in tone. These synthetic artistic presentations involve an anticipated space in which arise 
questions of how the passage of time through this space achieves a sense of tension and the psycho
logical cathartic effect of viewing the works. A concern with these issues has become a striking trend 
in contemporary Japanese art. The oil paintings of Murakami Tomoharu follow Reinhardt in the way 
in which their expressive power is carried by an all-black surface. One of Murakami's works on paper 
entitled Jitoshii [?l features a faint, barely discernable design on a white ground. Time in which to 
fully perceive this work becomes a major factor in its realization. This is a type of perception in which 
new discoveries are brought to light 

Why, however, would perception have a cathartic effect? What we are talking about here is not 
perception itself; rather, the secret lies in the introspective interval, the blank time that accompanies 
the act of perceiving. When, with heightened sensitivity, one concentrates only on one's perceptions, 
one enters a state in which the mind, or spirit, is crystal clear. This process can be seen in the work 
Namenlo.1/Licht by Naito Rei. There are also artists such as Watanabe Yoshiaki who present time as a 
phenomenon of immediacy. 

These works are located according to higan, site. and time-all of which involve primordial sen
sations. Looking again at Abstract Expressionism. one finds in the works of the later Minimalist D. 
Flavin issues of perception and site treated in terms of light. This theme was taken up afterwards by 
artists such as Irwin and Turrell. Here, too, one can identify the creation of a special site 

The relationship between religion, in the general sense, and site brings to mind Newman's senes 
on the Stations of the Cross, but for the contemporary Japanese artist, making a connection between 
the two requires deliberate effort. Art and religion. which enjoyed a symbiotic relationship at least 
until the beginning of the modern period, were at one time estranged in Japanese Modernism. How
ever, in works such as Appropriate Proporrion (2002) by Sugimoto Hiroshi, in which the rebuilding 
of the Go'o Shrine in Naoshima provided the occasion for creating a work of art, one sees the type of 
religious space that has long been avoided effectively brought into the public arena. One element of 
Sugimoto's space is the transformation of a natural beam of light. 

Even if in contemporary art there is a connection to religion, or religious belief is promoted, there 
is little direct effect on the essence of the work. Though they may not serve a specific religion, the 
works discussed here have the ability to revive the function of religious space and, along with this, to 
validate a common feeling. (Translated by Carol Morland) 
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