
〔書
評
〕

『浮
世
絵
入
門
　
恋
す
る
春
画
』

幸
せ
そ
う
に
眼
を
細
め
る
男
女
の
顔
を
大
き
く
配
し
た
画
面
の
下
に
、
柔

ら
か
い
フ
オ
ン
ト
で
記
さ
れ
た

「恋
す
る
春
画
」
と
い
う
文
字
。
コ
バ
術
新

潮
」
二
〇

一
〇
年

一
二
月
号
の
表
紙
は
、
春
画
を
テ
ー
マ
と
し
な
が
ら
も
、

性
的
表
現
を
強
調
せ
ず
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
男
女
の
性
の
悦
び
を
前
面

に
出
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
特
集
で
は

「女
性
の
た
め
の
春
画
入

門
編
」
と
し
て
、
メ
イ
ン
タ
ー
ゲ
ツ
ト
を
女
性
に
絞

っ
て
い
る
の
で
あ
る
ｃ

こ
れ
ま
で
、
国
内
外
に
関
わ
ら
ず
春
画
に
関
す
る
膨
大
な
量
の
書
籍
が
出
版

さ
れ
て
き
た
が
、
女
性
に
向
け
た
編
集
を
行
っ
た
の
は
こ
の
芸
術
新
潮
が
初

め
て
だ
ろ
う
。
本
書
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、
特
集
の
編
集
担
当
者
は
共
に

「春
画
処
女
」
の
女
性
二
人
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
女
性
に
よ
る

女
性
に
向
け
た
春
画
特
集
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
編
集
の
新
機
軸
も
あ

っ

て
か
、
新
潮
社
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
特
集
号
は
完
売
、
い
つ

も
の
号
よ
り
も
女
性
読
者
が
多
か
っ
た
そ
う
だ
ｃ
そ
の
好
評
を
受
け
て
、
増

補

。
再
編
集
し
た
も
の
が
本
書

『浮
世
絵
入
門
　
恋
す
る
春
画
』
含
一〇

一

一
年
）
で
あ
る
。

「芸
術
新
潮
」
が
春
画
を
特
集
す
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
今
回
が
初
め
て
で

石

上

阿

希

は
な

い
。
本
書
に
つ
い
て
言
及
す
る
前
に
、
コ
ム
術
新
潮
」
に
お
け
る
春
画

特
集
の
流
れ
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

最
初
に
特
集
が
組
ま
れ
た
の
は
、　
一
九
八
八
年
三
月
号

「浮
世
絵
の
極
み

春
画
」
で
、
同
年
七
月
に
は
早
く
も
と
ん
ぼ
の
本
と
し
て
再
編
集
さ
れ
た

『浮
世
絵
の
極
み
　
春
画
』
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
以
降
も
、
コ
不
術
新
潮
」

で
春
画
が
特
集
さ
れ
る
度
に
、
と
ん
ぼ
の
本
か
ら
増
補
　
改
訂
版
が
出
版
さ

れ
る
と

い
う
流
れ
は
続

い
て
お
り
、
コ
ム
術
新
潮
」
に
と

っ
て
春
画
の
特
集

が
重
要
な
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ

つ
た
こ
と
が
わ
か
る
ｃ
以
下
に
、
そ
れ
ら
の
例

を
記
す
。

一
九
八
九
年
三
月
号

「
北
斎
　
漫
画
か
ら
春
画
ま
で
」
↓

『北
斎
　
漫

画
と
春
画
』

一
九
八
九
年

一
一
月

一
九
九
〇
年
四
月
号

「
歌
麿
」
↓

『歌
麿
』

一
九
九

一
年
七
月

一
九
九

一
年
二
月
号

「
ユ
ニ
セ
ッ
ク
ス
の
絵
師
　
鈴
木
春
信
」
↓

『春

信
　
美
人
画
と
艶
本
』

一
九
九
二
年
七
月

一
九
九
四
年
六
月
号

「
浮
世
絵
　
消
さ
れ
た
春
画
」
↓

『浮
世
絵
　
消

一
〇
九



さ
れ
た
春
画
』
二
〇
〇
二
年

一
二
月

二
〇
〇
三
年

一
月
号

「歌
麿
と
浮
世
絵
　
エ
ロ
チ
カ
黄
金
時
代
」
↓

『歌
麿
の
謎
　
美
人
画
と
春
画
』
二
〇
〇
五
年

一

一
月

※
二
〇
〇
二
年

一
月
号

「
北
斎
の
ラ
ス
ト

・
エ
ロ
チ
カ
」
は
書
籍
化
な
し
。

二
〇

一
〇
年

一
二
月
号

「恋
す
る
春
画
」
は
、
二
〇
〇
三
年
の
特
集
以
降

七
年
ぶ
り
の
春
画
特
集
で
あ
り
、
先
例
に
漏
れ
ず
、
書
籍
化
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

最
初
の
特
集
号
が
出
版
さ
れ
た

一
九
八
八
年
と
い
え
ば
、
依
然
と
し
て
春

画
を
無
修
正
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
で
あ

っ
た
時
代
で
あ
る
ｃ
こ
の

特
集
号
で
も
、
男
女
の
結
合
部
や
性
器
の
部
分
が
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
た
り
、

薄

い
レ
イ
ヤ
ー
が
重
ね
』
れ
て
い
た
り
と

い
う

「修
正
」
が
施
さ
れ
て
い

Ｚ一
。特

集
の
主
要
編
者
で
あ

っ
た
林
美

一
氏
は
、
当
局
に
よ
る
春
画

へ
の
出
版

統
制
を
直
接
受
け
た
人
物
で
、　
一
九
六

一
年
に
有
光
書
房
か
ら
出
版
し
た

『艶
本
研
究
国
貞
』
を
め
ぐ

っ
て
、
裁
判
沙
汰
と
な

っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
の
時
は
図
版
が
問
題
と
な

っ
た
の
で
は
な
く
、
附
録
と
し
て
限
定
本
の
み

に
配
布
さ
れ
た
書
入

。
本
文
の
伏
字
表
の

「参
考
図
書
」
が

「
猥
褻
文
書
」

に
あ
た
る
と
し
て
摘
発
さ
れ
た
．
い
わ
ゆ
る

「
国
貞
裁
判
」
と
呼
ば
れ
た
こ

の
裁
判
は
、
結
局
著
者

・
出
版
社
に
対
し
有
罪
判
決
が
下
り
、
林
氏
は
罰
金

刑
を
受
け
て
い
る
。

林
氏
は
こ
の
裁
判
以
降
も
数
多
く
の
艶
本
研
究
書
を
上
梓
し
て
い
る
が
、

一
一
〇

掲
載
さ
れ
た
図
版
は
い
ず
れ
も
修
正
さ
れ
て
お
り
、
翻
刻
も

一
部
伏
字
が
用

い
ら
れ
る
な
ど
林
氏
自
身
不
本
意
な
状
態
で
の
出
版
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
徐
々
に
自
主
規
制
の
程
度
は
軽
く
な
り
、　
一
九
八
八

年
頃
に
な
る
と
完
全
に
修
正
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
結
合
部
分
や
性
器
が
薄

く
見
え
て
い
る
と
い
う
図
版
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、　
一
九

八
九
年
に
は
、
林
氏
が
河
出
書
房
新
社
か
ら
上
梓
し
た

『江
戸
枕
絵
師
集
成

歌
川
国
貞
』
で
無
修
正
の
図
版
が
用
い
ら
れ
る
ｃ
ま
た

一
九
九

一
年
に

は
、
学
習
研
究
社
か
ら
完
全
予
約
制
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
、
完
全
無
修
正
の

カ
ラ
ー
図
版
を
用
い
た
春
画
集
成
が
出
版
さ
れ
る
が
、
当
局
か
ら
こ
の
出
版

に
対
す
る
反
応
が
全
く
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
降
春
画
に
修
正
が
施

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
ｃ
果
た
し
て
、
研
究
者
や

一
般
読
者
は
春
画
を
本

来
の
形
で
知
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
を
受

け
、
芸
術
新
潮
で
も

一
九
八
九
年
三
月
号

「
北
斎
　
漫
画
か
ら
春
画
ま
で
」

で
は
無
修
正
の
図
版
が
用
い
い
れ
、
自
由
に
そ
の
内
容
を
論
じ
て
い
る
。

近
代
以
降
の
日
本
に
お
い
て
、
春
画
は
法
律
に
よ
る
規
制
を
受
け
て
い
た

だ
け
で
は
な
く
、
「
恥
ず
べ
き
も
の
」
と
い
う
意
識
の
も
と
取
り
扱
わ
れ
る

こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
浮
世
絵
や
文
学
研
究
に
お
い
て
、
長
き
に
亘
り
研

究
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
き
た
要
因
の

一
つ
は
、
そ
う
い
っ
た
社
会
的
背
景
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
序
文
で
は
、
春
画
を
取
り
巻
く
そ
の
よ
う
な

状
況
を
踏
ま
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
ｃ

日
本
で
は
、
い
ま
だ
に

「春
画
」
と
い
う
と
、
人
目
を
憚
る
も
の
、
声

を
潜
め
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
、
罪
深
い
も
の
、
淫
靡
で
卑



猥
な
恥
じ
る
べ
き
も
の
、
と

い
う
感
覚
が
強
く
残

っ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
明
治
以
降
に
西
欧
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
、
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
感

に
裏
打
ち
さ
れ
た
見
方
。
江
戸
時
代
ま
で
の
日
本
人
に
と

っ
て
、
「性
」

は
恥
ず
べ
き
も
の
で
も
隠
す
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
書
で

は
そ
う
し
た
春
画

へ
の
タ
ブ
ー
意
識
を
取
り
払

い
、
「
読
む
」
「
笑
う
」

と
い
う
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
、
し
か
し
江
戸
時
代

の
庶
民
に
と

っ
て
の

「
リ
ア
ル
な
春
画
」
を
理
解
す
る
上
で
非
常
に
重

要
な
要
素
を
、
大
き
く
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

タ
イ
ト
ル
に

「
浮
世
絵
入
門
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
書
の
内
容
は
春
画
を
知

る
た
め
の
入
り
口
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
各
章
を
設
け
て
い
る
。

は
じ
め
に

い
と
も
ラ
ブ
リ
ー
な
傑
作
選

フ
ー
ゾ
ク
弾
圧
史
と
浮
世
絵
師
た
ち

「
ミ

一
み
ん
な
の
春
画

惚
れ
た
腫
れ
た
か
ら
始
ま

っ
た
国
、
ニ
ッ
ポ
ン
　
橋
本
麻
里

主
役
は
老
若
男
女
、
舞
台
は
茶
の
間
　
早
川
聞
多

春
画
が
教
え
る
江
戸
歌
舞
伎
の
ホ
ン
ト
　
赤
間
亮

「
蟄

ゆ
夢
見
る
大
江
戸
セ
ッ
ク
ス

・
ラ
イ
フ
　
橋
本
治

”
贄

い
見
る
前
に
読
め
―

「
書
入
れ
」
の
真
実
　
早
川
聞
多

春
画
を
読
む
　
橋
本
麻
里

コ
ラ
ム
　
ー
春
画
の
キ
ホ
ン

『浮
世
絵
入
門
　
恋
す
る
春
画
』

２
江
戸
の
色
事
カ
タ
ロ
グ

お
わ
り
に

本
書
は
あ
く
ま
で
も

一
般
書
で
あ
り
、
研
究
者
の
見
解
を
平
素
に

「面
白
可

笑
し
く
」
提
示
し
て
い
る
点
が
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第

一
章

「
み
ん
な
の
春
画
」
で
は
、
本
書
の
メ
イ
ン
企
画
者
で
あ
る
橋
本

麻
里
氏
が
近
世
期
の
春
画
に
至
る
ま
で
の

「春
画
前
史
」
に
つ
い
て
言
及
し

た
後
、
春
画
全
般
に
つ
い
て
早
川
聞
多
氏

（国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

教
授
）
に
、
江
戸
歌
舞
伎
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
赤
間
亮
氏

（立
命
館
大

学
教
授
）
に
Ｑ
＆
Ａ
と
い
う
形
で
話
を
聞
い
て
い
る
。
次
章
の
橋
本
治
氏
に

対
し
て
も
同
様
の
形
式
を
と
る
が
、
こ
れ
が
本
書
の
ポ
イ
ン
ト
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
春
画
研
究
者
、
あ
る
い
は
春
画
に

一
家
言
持
つ
研
究
者

・
作
家
に
、

「女
性
」
の
視
点
か
ら
質
問
す
る
と
い
う
構
造
に
も
、
「女
性
の
た
め
の
春
画

入
門
」
と
い
う
本
書
の
編
集
方
針
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

橋
本
麻
里
氏
に
よ
る

「春
画
前
史
」
で
は
、
『古
事
記
』
に
載
る
国
生
み

神
話
、
伊
邪
那
岐
命
と
伊
邪
那
美
命
の
二
神
の
交
合
や
埴
輪
に
見
ら
れ
る
性

器
表
現
、
田
縣
神
社
の
豊
年
祭
を
初
め
と
す
る

「
四
大
性
神
事
」
、
陽
物
比

べ
の
絵
巻
に
つ
い
て
触
れ
、
近
世
期
に
お
い
て
多
様
な
展
開
を
見
せ
る
春
画

の

「起
源
」
を
紹
介
す
る
。

そ
れ
に
続
く
早
川
聞
多
氏
の

「主
役
は
老
若
男
女
、
舞
台
は
茶
の
間
」
で

は
、
春
画
の
基
本
的
な
情
報
に
つ
い
て
提
示
さ
れ
る
。
早
川
氏
は
国
際
日
本

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
質
　
量
共
に
世
界
に
誇
る
春
画
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
築
き
あ
げ
た
実
績
を
持
つ
が
、
そ
の
春
画
に
対
す
る
膨
大
な
経
験
と
知

一
一
一



識
に
基
づ
い
て
、
春
画
の
読
者
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ

っ
た
の
か
、
当

時
の
人
々
の
春
画
に
対
す
る
意
識
、
春
画
に
描
か
れ
る
人
物
像
、
性
と
笑
い

な
ど
に
つ
い
て
、
編
集
者
か
い
の
質
問
に
わ
か
り
や
す
く
答
え
て
い
る
。
氏

の
春
画
に
対
す
る
分
析
の
中
で
も
特
に
傾
聴
に
値
す
る
の
が
、
春
画
に
描
か

れ
た
体
位
が
再
現
不
可
能
な
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
に
な

っ
て
し
ま

っ

た
こ
と
の
要
因
に
つ
い
て
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

男
女
の
顔
と
男
女
の
性
器
を
並
置
し
て
描
き
、
し
か
も
性
器
と
顔
を
同

等
の
大
き
さ
、
緻
密
さ
で
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
絵
師
達
は
人

間
の
表
と
裏
を
同
等
に
見

つ
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
（略
）
顔
は
外
に
出
て
い
る
公
の
部
分
、
性
器
は
普
段
隠
さ
れ

て
い
る
私
の
部
分
。
人
間
の
表
と
裏
を
同
時
に
描
こ
う
と
し
て
、
ど
ん

ど
ん
極
端
な
体
位
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
何
科

の
深
い
意
味
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

春
画
と
は
、
表
の
文
化
に
対
す
る
裏
の
文
化
で
あ
り
、
そ
の
片
面
の
み
を
見

つ
め
て
い
た
だ
け
で
は
文
化
の
真

の
姿
を
提
え
る
こ
と
は
難
し
い
と

い
え

，ムリ
。歌

舞
伎
に
も
、
表
と
裏
が
存
在
し
た
ｃ
そ
の
中
で
春
画
に
お
け
る
表
現
に

つ
い
て
述
べ
た
の
が
、
次
章
の

「
春
画
が
教
え
る
江
戸
歌
舞
伎
の
ホ
ン
ト
」

で
あ
る
。
歌
舞
伎
の
演
目
を
取
り
込
ん
だ
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
艶
本
の
面
白

味
の

一
つ
は
、
「
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
想
像
の
場
面
を
付
け
加

え
る
」
こ
と
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
芝
居
の
内

一
一
二

容
を
熟
知
し
て
い
た
と

い
う
前
提
が
あ

っ
て
の
遊
び
で
あ
る
。
ま
た
、
歌
舞

伎
役
者
を
題
材
と
し
た
艶
本
も
制
作
さ
れ
て
い
た
。
赤
間
氏
は
、
役
者
絵
の

一
大
勢
力
で
あ

っ
た
歌
川
派
も
役
者
艶
本
を
制
作
し
て
い
た
例
を
挙
げ
、
歌

舞
伎
が
ど
の
よ
う
に
演
じ
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
て
い
た
の
か
を
正

確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、
春
画
研
究
が
必
要
と
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い

ＺＯ
。た

だ
し
、
享
保
四
年

（
一
七

一
九
）
頃
に
刊
行
さ
れ
た

『役
者
枕
が

ヘ

し
』
に
つ
い
て
図
版
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
中
に

「初
の
役
者
枕
笑
本
と
さ
れ
て
い

る
」
と
記
述
が
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
訂
正
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
林
美

一
氏
が

『か
み
が
た
恋
修
行
』
２

九
七
四
年
）
に
お
い
て
述
べ
た
説
で
あ

る
が
、
そ
の
後
、
稿
者
は
ホ
ノ
ル
ル
美
術
館
所
蔵
レ
イ
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

中
に
宝
永
七
年

（
一
七

一
〇
）
頃
の
刊
行
と
考
証
で
き
る
役
者
艶
本
を
調
査

し
、
報
告
を
行
っ
た

（拙
稿

「
ホ
ノ
ル
ル
美
術
館
レ
イ
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵

西
沢

一
風
作

『風
流
足
分
船
』
に
つ
い
て
―
初
期
上
方
艶
本
に
関
す
る
考

察
―
」
、
「近
世
文
藝
」
八
五
号
、
二
〇
〇
七
年
）
。
こ
れ
は

『役
者
枕
が
ヘ

し
』
よ
り
約
九
年
早
い
作
例
で
あ
る
ｃ

こ
れ
ま
で
の
章
で
は
、
主
に
春
画
の
表
現
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
、

ｏ
ミ

や
「夢
見
る
大
江
戸
セ
ッ
ク
ス
　
ラ
イ
フ
」
で
は
春
画
が
描
か
れ

た
社
会
の
背
景
に
つ
い
て
、
橋
本
治
氏
が
男
色
や
遊
郭
、
歌
舞
伎
役
者
や
女

性
に
と

っ
て
の
性
愛
な
ど
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
春
画
が
何
を
描
い
た

の
か
を
知
る
た
め
に
は
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
性
に
ま
つ
わ
る
事
情
を
踏

ま
え
た
上
で
、
も
う

一
度
春
画
を
見
直
す
こ
と
が
重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

”
ヨ

い
の

「見
る
前
に
読
め
―

「書
入
れ
」
の
真
実
」
で
は
、
絵
と
し
て



見
る
だ
け
で
は
な
く
、
書
か
れ
て
い
る
文
字
や
台
詞
を
読
む
こ
と
で
春
画
を

「読
み
解
く
」
面
白
さ
を
語

っ
て
い
る
。
春
画
の
重
要
な
要
素
の

一
つ
は
笑

い
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
笑
い
の
多
く
は
、
画
中
に
書
き
込
ま
れ
た
文
字
を

読
み
、
絵
を
解
読
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
見
立
て
で
笑
う
こ

と
も
春
画
の
常
套
手
段
で
あ
り
、
そ
の
題
材
は
古
典
作
品
や
宗
教
、
歌
舞

伎
、
文
学
な
ど
実
に
多
岐
に
互
る
ｃ
こ
こ
で
は
そ
の
事
例
を

い
く
つ
か
紹
介

し
て
い
る
が
、
残
念
な
の
は
図
版
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
春
画
の
み
と

い

う
こ
と
で
あ
る
ｃ
先
述
し
た
よ
う
に
、
文
化
研
究
を
行
う
上
で
、
表
と
裏
の

両
方
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
裏
の
春
画
と
対
比
す
る

表
の
作
品
を
並
べ
る
こ
と
で
、
春
画
の
制
作
者
が
ど
の
よ
う
に
表
と
裏
を
遊

ん
だ
の
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
．

本
書
の
文
中
に
は

「非
モ
テ
」
や

「
草
食
男
子
」
、
「
Ｂ
Ｌ

（ボ
ー
イ
ズ
ラ

ブ
と

と
い
っ
た
言
葉
が
散
見
さ
れ
、
帯
に
は
、
「女
子
だ

っ
て
春
画
に
萌
え

て
い
た
―
」
と
い
う
文
句
が
踊
る
。
こ
れ
ま
で
春
画
に
関
す
る
本
を
手
に
取

っ
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
読
者
を
対
象
に
、
「春
画
」
に
対
す
る
偏
見
を
ぬ

ぐ
い
、
現
代
人
の
我
々
に
と

っ
て
も
共
感
す
る
と
こ
ろ
の
多

い
も
の
で
あ

っ

た
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
ｃ

こ
の
よ
う
に
、
春
画
に
見
ら
れ
る
様
々
な
表
現
を
現
代
の
言
葉
で
言
い
表

す
点
も
本
書
の
特
色
の

一
つ
で
あ
る
が
、
現
代
の
感
覚
を
も

っ
て
春
画
を
眺

め
る
と
い
う
手
法
は
、
興
味
を
ひ
き
や
す
い

一
方
、
春
画
を
誤
読
し
て
し
ま

う
危
険
性
も
含
む
。
橋
本
治
氏
が

「
我
々
は
春
画
が
禁
忌
に
な

っ
た
後
の
時

代
か
ら
江
戸
時
代
を
振
り
返

っ
て
い
て
、
で
も
江
戸
時
代
は
、
春
画
を
タ
ブ

ー
と
は
し
な
い
時
代
の
延
長
線
上
に
あ
る
ん
で
す
よ
ね
」
と
指
摘
す
る
よ
う

『浮
世
絵
入
門
　
恋
す
る
春
画
』

に
、
春
画
を
正
し
く
当
時
の
社
会
、
文
化
の
文
脈
の
中
で
理
解
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
と

い
え
よ
う
。

本
書
の
末
尾
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
国
公
立
美
術
館
で

は
、
依
然
春
画
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
た
展
覧
会
は
開
か
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
二
〇

一
三
年
に
は
大
規
模
な
春
画
展
が
大
英
博
物
館
で
開
催
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。
日
本
文
化
史
、
あ
る
い
は
社
会
史
の
重
要
な

一
部
で
あ
り
、

な
お
か
つ
現
代
に
ま
で
繋
が
る
テ
ー
マ
を
含
ん
だ

「Ｖ
Ｅ
Ｔ
」
は
、
海
外
に

よ

っ
て
再
発
見
さ
れ
、
再
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
在
の
状
況
と
言

え
る
だ
ろ
つヽ
。

橋
本
麻
里
氏
は
あ
と
が
き
で

「少
し
は
ニ
ッ
ポ
ン
女
子
の
春
画
ア
レ
ル
ギ

ー
を
薄
め
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
か
」
と
問
い
か
け
て
い
る
が
、
日
本

に
お
け
る
春
画
を
と
り
ま
く
状
況
を
変
え
て
く
た
め
に
は
、
本
書
の
よ
う
に

新
し
い
享
受
者
に
向
け
た
発
信
を
続
け
て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え

Ｚ一
。

（新
潮
社
、
二
〇

一
一
年
六
月
二
十
五
日
、　
三

一五
頁
、
本
体
価
格

一
六
〇

〇
円
）

（
い
し
が
み
　
あ
き
　
立
命
館
大
学
衣
笠
総
合
研
究
機
構
ポ
ス
ト
ド
ク
ト
ラ

ル
フ
ェ
ロ
ー
）

一
一
一一一


