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関
原　

彩

﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
山
東
京
伝　

②
心
学
早
染
草　

③
善
玉
悪
玉　

④
浮
世
絵　

⑤
明
治
﹈

は
じ
め
に

善
玉
悪
玉
と
は
、寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
刊
の
山
東
京
伝
作
の
黄
表
紙
『
心
学
早
染
草
』
か
ら
生
ま
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
、

刊
行
以
来
様
々
な
影
響
作
品
が
作
ら
れ
た
。
本
稿
は
、
拙
稿
「『
心
学
早
染
草
』
善
玉
悪
玉
の
影
響
―
寛
政
か
ら
文
化
・
文
政
ま

で
―
／
―
天
保
か
ら
幕
末
ま
で
―
」（
1
）
の
続
稿
と
し
て
、
明
治
期
を
取
り
上
げ
る
。

な
お
、
善
玉
悪
玉
の
影
響
例
を
集
め
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
像
は
、
①
頭
部
が
丸
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
②

丸
の
中
に
は
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
③
着
衣
の
有
無
や
種
類
は
問
わ
な
い
こ
と
、
と
す
る
。

『
心
学
早
染
草
』
善
玉
悪
玉
の
影
響

―
―
明
治
期
―
―
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第
一
章　

浮
世
絵

浮
世
絵
で
は
、
善
い
行
い
と
悪
い
行
い
を
上
下
に
二
等
分
し
た
枠
の
中
に
描
き
、
対
比
さ
せ
て
い
る
作
品
が
出
さ
れ
た
。
昇
斎

一
景
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
「
娘
教
訓
二
面
鏡
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
を
出
し
て
い
る
。
画
面
上
側
が
悪
、
下
側
が
善
で
、

娘
が
成
長
し
て
い
く
過
程
を
善
玉
悪
玉
と
共
に
描
い
て
お
り
、
十
二
作
品
二
十
四
図
か
ら
成
る
（
2
）。
善
悪
そ
れ
ぞ
れ
一
か
ら

十
二
ま
で
の
番
号
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。
善
を
番
号
順
に
見
て
み
る
と
、
手
習
い
に
励
む
場
面
に
始
ま
り
、
習
い
事
や
親
の
手
伝
い

を
熱
心
に
す
る
娘
に
は
、
良
き
伴
侶
と
結
ば
れ
て
子
を
授
か
り
、
円
満
な
家
庭
を
築
く
と
い
う
物
語
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
悪
の

図
で
は
、
手
習
い
や
習
い
事
も
せ
ず
に
遊
ん
で
ば
か
り
い
て
、
親
の
決
め
た
相
手
に
も
不
満
を
持
ち
、
駆
け
落
ち
を
し
て
し
ま
う
。

し
か
し
男
に
捨
て
ら
れ
遊
女
と
な
る
が
、
客
と
の
間
に
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
も
や
が
て
捨
て
ら
れ
て
し
ま
い
、
乞
食
の
よ
う
に
落

ち
ぶ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
人
生
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
行
い
を
善
悪
に
描
き
分
け
て
お
り
、
娘
へ
の
教
訓
が
わ
か
り
や
す

く
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
の
中
で
は
、
善
玉
は
行
い
の
良
い
娘
を
見
守
っ
て
い
る
が
、
悪
玉
は
悪
い
行
い
を
さ
せ
よ
う
と
唆
し
て

い
る
。
善
玉
悪
玉
は
、
江
戸
時
代
に
よ
く
描
か
れ
た
褌
一
丁
の
姿
で
は
な
く
、
悪
玉
は
黒
い
股
引
に
赤
い
長
袖
、
善
玉
は
薄
い
水

色
の
股
引
と
長
袖
を
着
て
お
り
、
肌
の
露
出
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
。

翌
年
の
明
治
四
年
に
出
さ
れ
た
「
教
訓
善
悪
鏡
」（
一
景
画
）
は
、
息
子
を
主
人
公
と
し
て
、
幸
せ
な
人
生
と
不
幸
な
人
生
を

送
る
様
子
を
善
悪
で
描
き
分
け
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。「
娘
教
訓
二
面
鏡
」
同
様
に
善
玉
悪
玉
が
描
か
れ
て
お
り
、
上
段
に
は
悪
、

下
段
に
善
を
配
し
十
二
作
品
二
十
四
図
あ
る
と
い
う
（
3
）。
善
は
親
孝
行
す
る
人
力
車
夫
の
息
子
が
、
あ
る
日
女
性
客
の
も
と
へ

忘
れ
物
を
届
け
に
行
く
と
、
正
直
だ
と
家
人
に
気
に
入
ら
れ
娘
と
結
婚
す
る
。
そ
の
後
二
人
は
力
を
合
せ
て
商
売
を
始
め
、
子
ど

も
に
も
恵
ま
れ
幸
せ
な
生
活
を
送
る
と
い
う
筋
で
あ
る
。「
一
」
で
は
親
孝
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
黒
様
が
「
こ
ゝ
の
う
ち
は
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ど
う
う
や
ら
心こ

ゝ
ろ
も持

ち
よ
く
住す

ま
へ
そ
う
だ
わ
へ
」
と
住
み
着

い
て
い
る
。
ま
た
図
１
の
「
八
」
で
は
、
乞
食
が
毎
日
来
る

の
で
、
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
っ
て
自
分
の
弁
当
を
分
け
て
あ

げ
る
と
、
善
玉
が
こ
の
親
切
な
行
動
を
天
道
様
に
報
告
し
、

天
道
様
は
「
か
ん
し
ん
〳
〵
」
と
言
っ
て
い
る
。
親
孝
行
や

正
直
で
親
切
な
行
い
が
幸
せ
に
結
び
付
く
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
悪
は
、
仕
事
を
怠
け
て
い
る
息
子
が
、
廓
通
い
し
て
遊

び
呆
け
、
結
婚
し
て
も
威
張
っ
て
ば
か
り
い
る
の
で
、
妻
は

出
て
行
っ
て
し
ま
う
。
商
売
も
横
柄
な
振
る
舞
い
に
よ
り
上

手
く
い
か
ず
、
乞
食
に
身
を
落
と
し
て
し
ま
う
と
い
う
内
容

と
な
っ
て
い
る
。「
一
」
で
大
黒
様
は
早
々
に
出
て
行
っ
て

し
ま
い
、「
九
」か
ら
は
貧
乏
神
の
夫
婦
が
憑
り
つ
い
て
い
る
。

悪
玉
は
水
色
の
褌
に
赤
い
長
袖
、
善
玉
は
赤
の
褌
に
水
色
の

長
袖
を
着
て
い
る
。

図１「教訓善悪鏡　善　八」
町田市立博物館所蔵
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酒
に
つ
い
て
の
教
訓
を
説
く
例
も
見
て
み
よ
う
。「
教
訓 

酒
者

無
量
不
可
礼
可
慎
之
一
也
」（
一
景
画
、明
治
五
年
、大
判
三
枚
続
）

は
、
画
面
右
上
段
か
ら
反
時
計
回
り
に
酒
を
一
合
二
合
、
と
量
を

増
や
し
て
い
く
に
つ
れ
、
人
が
酒
に
飲
ま
れ
て
い
く
様
子
を
描
い

て
い
る
（
4
）。
顔
に
「
酒
」
と
書
か
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
画
面

の
至
る
所
で
酒
を
勧
め
て
い
っ
た
結
果
、
画
面
右
下
で
は
酒
の
量

は
一
升
ま
で
増
え
て
い
る
。酒
を
飲
ん
で
陽
気
に
な
る
様
子
か
ら
、

飲
み
過
ぎ
て
具
合
の
悪
く
な
る
様
子
ま
で
を
示
し
て
い
る
。

「
酒
人
を
呑
む
迄
」（
一
景
画
、
明
治
三
年
）
も
、
人
が
酒
に
呑

ま
れ
る
様
子
を
描
い
た
作
品
で
、
画
面
を
上
下
二
つ
に
分
け
一
合

か
ら
一
升
ま
で
を
描
い
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
（
5
）。
例
え
ば
「
二

合
に
し
て
肴
を
好
む
」
で
は
刺
身
が
食
べ
た
く
な
り
、「
六
合
に

し
て
心
嶽
お
く
り
込
」
で
は
遊
郭
に
行
く
。
図
２
の
「
七
合
に
し

て
心
狂
乱
す
」
で
は
芸
者
を
あ
げ
て
の
宴
会
で
、
褌
姿
の
「
酒
」

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
共
に
踊
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
九
合
に
な
る
と
「
酒
人
を
呑
む
」
と
書
か
れ
る
通
り
、
大
男
が
大
き
な

盃
に
入
っ
た
酒
と
共
に
、酒
に
呑
ま
れ
た
男
を
飲
も
う
と
し
て
い
る
。
最
後
の
「
大
酒
は
一
升
の
ど
く
に
し
て
病
を
養
慎
む
べ
し
」

で
は
、
体
を
壊
し
て
し
ま
い
、
妻
に
愛
想
を
尽
か
さ
れ
て
し
ま
う
。

図２「酒人を呑む迄　七合にして心狂乱す」
町田市立博物館所蔵
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「
教
訓
言
黒
白
」（
一
景
画
、
明
治
四
年
）
は
、
諺
を
絵
解
き
し
た
シ
リ
ー
ズ
で
、
幸
運
と
不
運
を
示
す
諺
が
そ
れ
ぞ
れ
十
図
ず

つ
あ
り
、
一
か
ら
十
ま
で
の
番
号
が
振
ら
れ
て
い
る
（
6
）。
諺
を
繋
い
で
い
く
こ
と
で
話
を
展
開
さ
せ
て
お
り
、
努
力
し
て
い
る

男
は
幸
運
に
恵
ま
れ
て
い
く
が
、仕
事
に
精
を
出
さ
な
い
男
は
悪
事
に
手
を
染
め
て
い
く
。
そ
の
中
で
、顔
に
「
天
、心
、福
、金
」

な
ど
と
書
か
れ
た
善
玉
悪
玉
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
、
絵
で
諺
を
示
す

と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
例
え
ば「
棚
か
ら
お
ち
た
牡
丹
も
ち
」

で
は
、
夫
婦
が
思
い
が
け
ず
反
物
や
酒
を
も
ら
っ
て
い
る
場
面
が
描

か
れ
て
い
る
が
、
顔
に
「
天
」
と
書
か
れ
た
者
た
ち
が
夫
婦
の
も
と

へ
「
運
」
と
書
か
れ
た
玉
を
運
ん
で
き
て
い
る
。「
悪
せ
ん
身
に
つ

か
ず
」
で
は
、
遊
郭
に
い
る
男
の
財
布
か
ら
顔
に
「
金
」
と
書
か
れ

た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
次
々
と
飛
び
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
悪
事
に
手

を
染
め
て
得
た
お
金
は
残
ら
ず
に
出
て
行
っ
て
し
ま
う
様
子
を
表
し

て
い
る
。
ま
た
、
図
３
の
「
命
の
せ
ん
た
く
」
で
顔
に
「
心
」
と
書

か
れ
た
者
た
ち
が
「
命
」
の
字
に
水
を
か
け
て
洗
っ
て
い
る
が
、
山

東
京
伝
作
の
黄
表
紙
『
御
誂
染
長
寿
小
紋
』（
喜
多
川
歌
麿
画
、
享

和
二
年
〈
一
八
〇
二
〉
刊
）
に
同
じ
諺
を
用
い
て
「
命
」
を
洗
う
図

が
描
か
れ
て
い
る
他
、曲
亭
馬
琴
作
『
鼻
下
長
生
薬
』（
寛
政
十
年
刊
）

で
は
「
欲
」
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
「
命
」
を
鉋
で
削
っ
て
い
る
図
が

あ
り
、「
命
」
の
字
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
趣
向
は
よ
く
見
ら
れ
る
。

図３「教訓言黒白　八　命のせんたく」
町田市立博物館所蔵
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一
景
の
「
娘
教
訓
二
面
鏡
」
や
「
教
訓
善
悪

鏡
」
に
似
た
シ
リ
ー
ズ
を
月
岡
芳
年
も
描
い
て
い

る
。
芳
年
は
、明
治
十
三
年
に
「
教
訓
善
悪
図
解
」

と
い
う
シ
リ
ー
ズ
を
出
し
て
お
り
、
二
十
一
作
品

四
十
二
図
が
確
認
で
き
る
（
7
）。
こ
の
シ
リ
ー
ズ

は
、
善
悪
の
配
置
が
一
景
の
作
品
と
は
反
対
で
、

画
面
上
側
の
絵
で
は
善
玉
が
つ
い
た
人
、
画
面
下

側
で
は
悪
玉
が
取
り
つ
い
た
人
と
い
う
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
。
子
ど
も
や
女
房
な
ど
の
親
族
関
係

だ
け
で
な
く
、華
族
や
俳
優
、僧
な
ど
に
至
る
様
々

な
身
分
や
職
業
の
者
を
主
題
に
し
て
い
る
。
図
４
の
「
善
教
ノ
小
児
／
悪
習
ナ
子
供
」
で
は
、
善
玉
が
つ
い
て
い
る
子
は
よ
く
勉

強
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
悪
玉
が
つ
い
て
い
る
方
は
悪
さ
を
し
た
の
か
柱
に
縛
り
付
け
ら
れ
、
母
に
怒
ら
れ
る
姿
が

描
か
れ
、
母
を
止
め
よ
う
と
す
る
悪
玉
や
囃
し
立
て
て
い
る
悪
玉
が
周
り
に
描
か
れ
て
い
る
。
芳
年
は
、
先
に
あ
げ
た
一
景
と
は

異
な
り
、
善
玉
は
直
衣
姿
、
悪
玉
は
江
戸
時
代
に
よ
く
見
ら
れ
た
赤
の
褌
姿
で
描
い
て
い
る
。

楊
洲
周
延
も
『
善
悪
両
頭
教
訓
鑑
』（
明
治
十
五
年
）
に
て
、
上
下
に
画
面
を
分
け
て
、
善
玉
悪
玉
を
描
い
て
い
る
。
シ
リ
ー

ズ
も
の
で
、
六
作
品
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
8
）。
タ
イ
ト
ル
の
「
両
頭
」
と
あ
る
通
り
、
頭
を
二
つ
描
く
こ
と
で
心
の
迷
い

を
表
現
し
て
い
る
。

子
ど
も
を
主
題
と
し
た
浮
世
絵
も
あ
る
。「（
善
玉
悪
玉　

子
供
の
生
活
）」（
画
工
未
詳
、
明
治
六
年
）
は
、
横
に
三
等
分
し
た

図４「教訓善悪図解
善教ノ小児／悪習ナ子供」
国立国会図書館所蔵
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画
面
の
中
に
、
そ
れ
ぞ
れ
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
や
生
活
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
（
9
）。
子
ど
も
の
周
り
に
い
る
善
玉
は
水
色
の

長
袖
に
紫
の
股
引
、
悪
玉
は
赤
い
長
袖
に
水
色
の
股
引
を
穿
い
て
い
る
。
石
を
投
げ
る
よ
う
な
い
た
ず
ら
し
て
い
る
子
に
は
悪
玉

が
つ
い
て
お
り
、
よ
く
稼
ぐ
子
な
ど
の
善
い
行
い
の
子
に
は
善
玉
が
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
板
元
と
改
印
を
持
つ
、
構
図
の

異
な
る
作
品
も
確
認
で
き
（
10
）、
シ
リ
ー
ズ
も
の
と
し
て
出
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

続
い
て
、
幕
末
の
風
刺
画
で
善
玉
悪
玉
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
用
い
て
い
た
、
河
鍋
暁
斎
に
よ
る
明
治
期
の
作
品
を
見
て
い
こ
う
。

「
暁
斎
楽
画
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
中
に
は
、
善
玉
悪
玉
を
登
場
さ
せ
て
い
る
作
品
が
あ
る
。
図
５
の
「
暁
斎
楽
画
第
六
号　

伊

蘇
普
物
語
第
一
之
巻
二
十
九
枚
目　

獅
子
恋
慕
話
」（
明
治
七
年
）
は
、『
伊
蘇
普
物
語
』
の
中
の
、
人
間
の
娘
に
恋
を
し
た
ラ
イ

オ
ン
が
、
恋
を
叶
え
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
危
険
な
爪
を
抜
き
牙
を
折
る
こ
と
を
の
ん
だ
が
、
無
防
備
な
ラ
イ
オ
ン
に
は
誰
も

怖
が
ら
ず
追
い
出
さ
れ
た
と
い
う
話
を
題
材
に
し
て
い
る

（
11
）。
紫
の
格
子
縞
の
着
物
を
着
た
女
性
の
足
の
上
に
前

足
を
乗
せ
て
い
る
ラ
イ
オ
ン
だ
が
、
体
を
紐
で
縛
ら
れ
て

お
り
、
木
に
繋
が
れ
て
い
る
。
ハ
サ
ミ
を
持
っ
た
男
は
後

ろ
脚
の
爪
を
切
っ
て
お
り
、
隣
に
い
る
女
性
は
毛
抜
き
を

持
っ
て
尾
を
つ
か
ん
で
い
る
。
ラ
イ
オ
ン
の
足
元
に
は
、

切
ら
れ
た
爪
が
落
ち
て
い
る
。
ラ
イ
オ
ン
を
騙
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
、
後
ろ
で
は
悪
玉
が
踊
っ
て
い
る
。

図５「暁斎楽画第六号　獅子恋慕話」
東京都立中央図書館特別文庫室所蔵
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図
６
に
挙
げ
た
「
暁
斎
楽
画
第
七
号　

貧
福
出
替

之
図
」（
暁
斎
画
、
明
治
七
年
）
は
、
善
玉
と
悪
玉

が
糸
で
人
間
を
操
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。
悪
玉
に
操
ら
れ
て
狂
宴
を
繰
り
広
げ
て
い
る
う

ち
に
、
金
は
蔵
か
ら
逃
げ
出
し
て
し
ま
い
、
恵
比
須

や
大
黒
も
見
捨
て
て
出
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
。
善

玉
は
狂
宴
を
憂
い
て
い
る
人
た
ち
を
救
い
出
そ
う
と

し
て
い
る
が
、
多
く
は
悪
玉
に
よ
っ
て
操
ら
れ
て
い

る
（
12
）。
悪
玉
は
二
本
の
角
を
生
や
し
た
鬼
の
姿
、

善
玉
は
白
い
直
衣
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。

鬼
姿
の
悪
玉
は
「
暁
斎
楽
画
第
十
号　

し
ん
ぼ
ふ
」（
暁
斎
画
、
明
治
七
年
）
で
も
描
か
れ
て
い
る
（
13
）。
し
ん
ぼ
ふ
と
書
か

れ
た
棒
の
上
か
ら
糸
が
垂
れ
下
が
り
、
そ
れ
ぞ
れ
懸
命
に
仕
事
を
し
て
い
る
人
と
繋
が
っ
て
い
る
が
、
棒
か
ら
離
れ
て
い
る
人
は
、

歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
と
自
由
気
ま
ま
に
過
ご
し
て
い
る
。
悪
玉
は
扇
子
を
持
っ
て
踊
り
、
辛
抱
し
て
働
い
て
い
る
人
を
、
放
蕩
の

道
へ
導
こ
う
と
誘
惑
し
て
い
る
。

図
７
の
「
世よ

な
お
し
や
ま
ぶ
つ
か
く
だ
り
の
ず

直
山
物
価
降
図
」（
歌
川
国
政
画
、
明
治
十
八
年
、
大
判
三
枚
続
）
は
、
幕
末
の
風
刺
画
の
中
で
取
り
上
げ
た
「
一

寸
み
な
ん
し
こ
と
し
の
新
ぱ
ん
」
の
よ
う
に
、
物
価
を
題
材
に
し
た
作
品
で
あ
る
。
世
直
神
社
を
舞
台
と
し
て
、
顔
に
様
々
な
商

品
や
職
業
名
が
書
か
れ
た
巡
礼
姿
の
者
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
左
側
は
山
を
登
る
人
々
で
、
物
価
が
高
騰
し
た
も
の
が
描

か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
頂
上
ま
で
の
道
の
り
に
は
「
大
ふ
け
い
木
」「
し
よ
ぜ
い
木
」
な
ど
が
あ
り
、「
し
よ
ぜ
い
の
木
」
に
は
、

図６「暁斎楽画第七号　貧福出替之図」
東京都立中央図書館特別文庫室所蔵
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薬
、
酒
、
た
ば
こ
、
菓
子
な
ど
が
登
っ
て
い
る
。
頂
上
の
「
官
員
ヶ
嶽
」
で

は
、
不
況
知
ら
ず
の
華
族
、
鉄
道
、
銀
行
、
官
員
、
芸
者
と
お
雇
い
異
人
が

「
ふ
も
と
で
は
ふ
け
い
木
〳
〵
と
言
っ
て
い
る
が
ど
ん
な
木
だ
か
」「
此
山
に

お
れ
ば
安あ

ん

心し
ん

だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
一
方
で
画
面
右
側
で
は
、
そ
ば
屋
を
先

頭
に
商
人
や
職
人
が
「
小
ま
け
道
」
と
い
う
階
段
を
下
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

右
側
の
坂
道
は
「
大
ま
け
道
」
で
、
春
木
座
、
中
村
座
な
ど
の
劇
場
が
転
が

り
落
ち
て
い
る
。
画
面
右
下
に
は
「
も
ふ
け
滝
」
が
あ
り
、
板
元
と
作
者
が

滝
に
打
た
れ
、「
信し

ん

心じ
ん

の
利り

や
く益

で
ど
ふ
か
此
絵ゑ

を
千
百
枚ま

い

も
売う

れ
舛
や
う
に
」

な
ど
と
願
掛
け
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
本
図
刊
行
の
前
年
に
あ
た
る

明
治
十
七
年
は
、
松
方
デ
フ
レ
の
深
刻
化
と
農
村
の
凶
作
が
重
な
り
、
社
会

不
安
が
増
大
し
て
い
た
と
い
う
（
14
）。
物
価
下
落
に
よ
っ
て
損
得
す
る
者
を
、

世
直
神
社
へ
巡
礼
す
る
者
に
よ
っ
て
風
刺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

図７「世直山物価降図」早稲田大学図書館所蔵
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同
年
に
出
さ
れ
た
「
泰

た
い
へ
い
か
い
よ
な
お
し
の
き
よ
う
そ
う

平
海
世
直
競
漕
」（
福
田
保
画
、大
判
三
枚
続
）
も
、多
く
の
商
品
や
職
業
を
善
玉
悪
玉
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

で
表
わ
し
て
い
る
（
15
）。
競
合
す
る
商
品
や
、
対
立
す
る
職
業
が
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
で
ど
ち
ら
が
優
位
か
を
競
っ
て
お
り
、
例
え
ば

日
本
傘
と
こ
う
も
り
傘
、
日
本
酒
と
西
洋
酒
な
ど
と
い
う
日
本
の
物
と
舶
来
品
と
が
対
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
舶
来
品
と
は
無
関

係
の
鰻
飯
と
泥
鰌
汁
、
男
女
湯
と
温
泉
な
ど
も
あ
る
。
鉄
道
馬
車
と
便
利
蒸
気
の
よ
う
に
外
来
物
の
間
で
競
争
が
生
じ
て
い
る
の

は
、
明
治
初
期
の
新
旧
対
立
が
描
か
れ
た
図
式
と
異
な
る
と
い
う
。
画
面
中
央
の
二
艘
の
大
き
な
船
は
、
三
菱
汽
船
と
共
同
運
輸

会
社
の
旗
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
両
社
に
よ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
海
運
競
争
が
、
本
作
が
出
さ
れ
た
年
に
合
併
し
新
会

社
を
設
立
し
て
幕
を
閉
じ
た
こ
と
に
関
連
す
る
。
後
ろ
の
屋
形
船
に
は
、
華
族
、
銀
行
、
異
人
な
ど
が
「
わ
れ
ら
の
道
中
は
安あ

ん

泰た
い

〳
〵
」
と
皆
が
競
争
す
る
様
子
を
眺
め
て
い
た
り
、左
奥
の
岸
で
は
金
物
な
ど
が
「
わ
れ
ら
は
競

き
や
う

争そ
う

相あ
い
て手

も
な
い
や
う
だ
」
と
言
っ

て
い
る
。

巷
間
事
件
を
書
い
た
錦
絵
新
聞
に
悪
玉
が
描
か
れ
た
作
品
も
あ
る
。「
浪
花
之
嵐
実
録
噺
」（
三
代
広
重
画
、
明
治
七
年
か
、
大

判
二
枚
続
）
は
、
添
え
ら
れ
た
文
章
に
よ
る
と
、
明
治
三
年
に
起
き
た
心
中
事
件
を
描
い
て
い
る
（
16
）。
画
中
で
は
、
悪
玉
が
悪

い
女
と
共
に
男
を
誘
っ
て
い
る
。

明
治
時
代
の
浮
世
絵
は
、
善
悪
の
行
動
を
わ
か
り
や
す
く
示
す
た
め
に
、
善
玉
悪
玉
が
共
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
風
刺
画

で
は
多
く
の
職
業
や
商
品
を
善
玉
悪
玉
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
と
比
べ
る
と
、
善
玉

悪
玉
は
着
衣
の
者
が
多
く
を
占
め
、
洋
装
の
者
が
い
る
こ
と
も
明
治
期
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
五
年
に
出
さ
れ
た
「
東
京

違
式
詿
違
条
例
」
の
第
二
二
条
で
「
裸
体
又
ハ
袒
裼
シ
、
或
ハ
股
脛
ヲ
露
ハ
シ
醜
体
ヲ
ナ
ス
者
」（
17
）
が
風
俗
統
制
の
対
象
と
さ

れ
た
よ
う
に
、
西
洋
の
思
想
の
影
響
を
受
け
て
裸
で
外
に
出
る
こ
と
が
処
罰
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
昇
斎
一
景

は
錦
絵
「
画
解
五
十
余
箇
条
」（
明
治
六
年
か
）
で
「
東
京
違
式
詿
違
条
例
」
を
絵
解
き
す
る
シ
リ
ー
ズ
を
出
し
て
お
り
、
褌
姿
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で
湯
屋
か
ら
出
た
た
め
に
警
官
に
棒
で
叩
か
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
男
を
描
い
て
い
る
（
18
）。

第
二
章　

お
も
ち
ゃ
絵

（
一
）
双
六

お
も
ち
ゃ
絵
と
は
、
子
ど
も
が
遊
ぶ
お
も
ち
ゃ
と
し
て
描
か
れ
た
浮
世
絵
版
画
の
こ
と
で
あ
る
。

双
六
に
描
か
れ
た
例
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
も
見
ら
れ
た
が
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
、
国
家
意
識
の
高
ま
り
に
伴
っ
て
、
善

い
行
い
と
悪
い
行
い
を
示
す
た
め
の
教
育
的
効
果
を
は
っ
き
り
と
狙
っ
て
善
玉
悪
玉
が
用
い
ら
れ
た
。

「
泰
平
開
化
繰

あ
や
つ
り雙

録
」（
河
鍋
暁
斎
画
、
明
治
七
年
）
は
、
小
学
校
入
学
か
ら
始
ま
る
文
明
開
化
時
の
出
世
を
描
い
た
三
十
マ
ス

を
巡
る
双
六
で
あ
る
（
19
）。
画
面
下
の
小
学
校
入
学
を
振
り
出
し
に
、
右
半
分
は
学
業
を
身
に
つ
け
て
官
吏
と
な
り
出
世
す
る
道

で
、
左
半
分
は
朝
寝
、
大
酒
な
ど
の
堕
落
し
た
生
活
を
す
る
道
だ
が
、
最
後
に
は
改
心
と
い
う
マ
ス
が
あ
り
、
上
が
れ
る
仕
組
み

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
改
心
の
マ
ス
は
、
善
玉
が
三
方
に
改
心
と
書
か
れ
た
玉
を
乗
せ
て
、
男
に
授
け
て
い
る
様
子
で
、
悪
玉
二

人
が
そ
の
場
か
ら
逃
げ
出
し
て
い
る
。
双
六
の
右
半
分
に
は
善
玉
の
姿
は
無
い
が
、
左
半
分
の
堕
落
し
た
生
活
の
マ
ス
に
は
所
々

に
悪
玉
が
配
さ
れ
る
。
ま
た
振
り
出
し
に
は
悪
玉
が
鬼
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
本
作
の
袋
絵
に
は
、
狩
衣
姿
の
善
玉
が
「
泰
平

開
化
繰
雙
録
」
と
書
か
れ
た
札
を
掲
げ
て
い
る
。
娘
は
鳥
の
形
の
凧
を
揚
げ
て
い
る
が
、
そ
の
糸
の
糸
巻
は
洋
装
の
悪
玉
が
持
っ

て
い
る
。

「
善
悪
振
分
雙
六
」（
歌
川
房
種
画
、
明
治
期
か
）
は
、
子
ど
も
が
元
服
す
る
ま
で
の
行
い
を
善
悪
で
示
し
た
二
十
六
マ
ス
か
ら

成
る
双
六
で
あ
る
（
20
）。
手
習
い
、
肩
揉
み
な
ど
で
善
の
マ
ス
を
進
ん
で
い
く
と
、
褒
美
や
婚
礼
と
な
り
上
が
り
と
な
る
が
、
向
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島
や
意
見
な
ど
の
マ
ス
を
進
む
と
密
通
、
女
郎
買
な
ど
に
身
を
落
と
し
て
し
ま
う
。
善
玉
は
善
い
行
い
を
見
守
っ
て
い
る
が
、
悪

玉
は
時
に
悪
事
に
加
担
し
て
お
り
、
善
玉
悪
玉
が
共
に
描
か
れ
る
こ
と
で
画
面
が
賑
や
か
に
な
っ
て
い
る
。
善
玉
は
水
色
の
長
袖

に
赤
い
褌
、
悪
玉
は
赤
い
長
袖
に
水
色
の
褌
を
締
め
て
い
る
。

「
勧
善
懲
悪
貧
福
鑑
」（
二
代
長
谷
川
貞
信
画
、
明
治
二
十
四
年
）
も
、
小
学
校
入
学
か
ら
始
ま
り
、
善
悪
の
行
い
を
辿
り
な
が

ら
出
世
し
て
い
く
道
を
描
い
た
双
六
で
あ
る
（
21
）。
三
十
三
マ
ス
の
内
十
二
マ
ス
に
善
玉
か
悪
玉
が
人
物
と
共
に
描
か
れ
て
お
り
、

例
え
ば
登
楼
の
マ
ス
に
は
、
悪
玉
二
人
が
誘
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
徴
兵
の
マ
ス
に
善
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、

明
治
と
い
う
時
代
を
表
わ
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

「
教
育
善
悪
子
供
双
六
」（
画
工
未
詳
、
明
治
二
十
九
年
）
は
、
画
面
を
八
等
分
し
た
中
に
、
子
供
の
生
活
の
様
子
を
十
九
の
場

面
に
描
い
て
い
る
（
22
）。
振
り
出
し
か
ら
上
が
り
ま
で
二
十
コ
マ
を
め
ぐ
る
双
六
で
あ
る
。
右
下
の
「
愛
児
」
と
書
か
れ
た
マ
ス

が
振
り
出
し
で
、
左
上
の
正
月
遊
び
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
上
が
り
と
な
っ
て
い
る
。
右
下
か
ら
左
下
の
順
に
上
が
り
ま

で
は
「
愛
児
、
犬
け
し
か
け
、
手
習
、

治
、
楽
書
、
お
し
か
り
、
孝
行
、
朝
お
き
、
ら
ん
か
ん
わ
た
り
、
賞
状
、
勉
強
、
あ
ん

ま
い
じ
め
、
木
の
ぼ
り
、
お
も
り
、
い
ね
む
り
、
人
だ
ま
し
、
美
術
、
さ
い
ほ
う
、
な
ま
け
も
の
」
の
コ
マ
が
あ
る
。
例
え
ば
「
朝

起
き
、
賞
状
」
の
よ
う
に
子
供
た
ち
の
行
為
の
善
い
も
の
に
は
善
玉
、「
ら
ん
か
ん
わ
た
り
」
の
よ
う
に
悪
い
も
の
に
は
悪
玉
が

共
に
描
か
れ
て
い
る
。
各
コ
マ
に
は
教
訓
的
な
文
章
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば
朝
起
き
に
は
「
こ
の
子
の
や
う
に
朝あ

さ

早は
や

く
起お

き
、
働は

た
らか

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
子
ど
も
に
善
悪
を
教
え
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
善
玉
悪
玉
は
、
赤
い
長
袖
に
股
引
姿
で
、
肌
の
露
出
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

善
悪
の
行
動
以
外
を
描
く
双
六
の
例
と
し
て
は
、「
三
段
目
清
元
浄
瑠
璃
双
六
」（
歌
川
房
種
画
、
明
治
八
年
）
が
あ
る
（
23
）。

清
元
の
浄
瑠
璃
を
題
材
と
し
た
中
に
、
悪
玉
が
歌
舞
伎
の
衣
装
を
着
て
描
か
れ
て
い
る
マ
ス
が
あ
り
「
そ
の
あ
く
ゑ
ん
が
は
く
ゑ
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ん
に
」
と
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
悪
玉
踊
り
が
な
さ
れ
る
歌
舞
伎
「
三
社
祭
」
は
、
清
元
の
舞
踊
で
あ
る
。

明
治
期
の
双
六
は
、
善
悪
の
行
い
を
描
い
た
も
の
に
加
え
、
官
吏
の
道
へ
の
出
世
を
描
く
も
の
が
出
て
き
た
。
善
玉
悪
玉
の
本

来
持
っ
て
い
た
善
い
行
い
、
悪
い
行
い
と
い
う
意
味
か
ら
、
明
治
政
府
や
社
会
が
求
め
る
官
吏
と
い
う
善
の
道
、
そ
の
反
対
は
怠

惰
な
悪
の
道
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
個
人
の
教
訓
を
説
い
た
江
戸
時
代
後
期
の
双
六
に
比
べ
、
明
治

時
代
の
双
六
は
、
徴
兵
を
善
と
す
る
な
ど
、
国
家
的
な
視
点
を
持
っ
た
教
育
道
具
と
な
っ
て
い
る
。

（
二
）
か
る
た
絵
・
物
語
こ
ま
絵

『
浮
世
絵
大
事
典
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
に
よ
る
と
、
お
も
ち
ゃ
絵
の
一
種
で
あ
る
か
る
た
絵
は
、
切
り
抜
い
て
か

る
た
な
ど
を
作
る
た
め
の
絵
の
こ
と
で
、
物
語
こ
ま
絵
と
は
、
画
面
が
枡
目
状
に
分
割
さ
れ
、
そ
の
中
に
お
と
ぎ
話
な
ど
の
絵
が

描
か
れ
て
お
り
、
切
り
抜
き
組
み
立
て
る
と
豆
本
に
仕
上
が
る
絵
を
い
う
。
ど
ち
ら
に
属
す
る
の
か
判
別
し
づ
ら
い
作
品
も
あ
る

の
だ
が
、
こ
こ
で
は
双
六
以
外
の
お
も
ち
ゃ
絵
の
例
を
取
り
上
げ
る
。

「
し
ん
板
猫
の
善
悪
」（
画
工
未
詳
、
明
治
十
三
年
）
は
、
縦
横
そ
れ
ぞ
れ
四
等
分
に
さ
れ
た
十
六
マ
ス
か
ら
成
る
か
る
た
絵
の

一
種
で
、擬
人
化
さ
れ
た
猫
と
善
玉
悪
玉
が
描
か
れ
て
い
る
（
24
）。
マ
ス
の
右
上
に
は
「
善
」「
悪
」
と
そ
れ
ぞ
れ
書
か
れ
て
お
り
、

上
の
二
段
が
善
、
下
二
段
が
悪
で
、
右
上
か
ら
左
下
に
向
か
っ
て
話
が
展
開
し
て
い
く
。
善
は
親
孝
行
し
て
親
切
心
を
持
っ
て
過

ご
し
て
い
る
と
、
善
い
縁
に
恵
ま
れ
て
婚
礼
と
な
り
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
お
宮
参
り
す
る
場
面
ま
で
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
方

悪
の
道
楽
息
子
は
、
親
不
孝
で
浮
気
者
の
た
め
に
、
夫
婦
喧
嘩
を
し
て
飲
み
潰
れ
、
最
終
的
に
は
落
ち
ぶ
れ
て
宿
無
し
に
な
っ
て

し
ま
う
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
る
。
善
玉
は
出
会
っ
た
二
人
の
赤
い
糸
を
結
び
、
悪
玉
は
夫
婦
喧
嘩
し
て
い
る
二
人
の
赤
い
糸
を

切
る
な
ど
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
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同
じ
く
猫
が
擬
人
化
さ
れ
た
例
に
は
「
新
版
猫
之
善
玉
悪
玉
」（
小
宮
山
昇
平
画
、
明
治
期
）
が
あ
り
、
十
六
マ
ス
に
区
切
ら

れ
て
い
る
が
、
横
二
マ
ス
ご
と
に
一
つ
の
絵
柄
に
な
っ
て
い
る
点
が
異
な
る
（
25
）。
右
側
が
善
、
左
側
が
悪
で
、
上
か
ら
下
へ
見

て
い
く
と
、
善
に
は
母
親
の
肩
を
揉
む
孝
行
娘
が
、
あ
る
日
三
味
線
を
弾
い
て
い
る
と
見
初
め
ら
れ
、
最
後
は
婚
礼
の
様
子
で
結

ん
で
い
る
。
一
方
悪
は
、
親
不
孝
な
息
子
が
船
遊
山
や
夫
婦
喧
嘩
を
し
た
挙
句
、
酒
に
溺
れ
て
着
物
を
売
る
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。
猫
の
周
り
で
囃
し
立
て
る
善
玉
悪
玉
の
服
装
は
、
ど
ち
ら
も
赤
い
長
袖
を
着
て
、
善
玉
は
水
色
の
股
引
、
悪
玉
は
紫
色
の
股

引
を
穿
い
て
い
る
。

「
し
ん
板
猫
の
善
悪
」（
長
谷
川
墨
吉
画
、
明
治
十
九
年
）
は
、
画
面
を
八
マ
ス
に
分
け
て
上
か
ら
下
に
善
と
悪
が
交
互
に
描
か

れ
て
い
る
（
26
）。
擬
人
化
さ
れ
た
猫
の
善
悪
の
行
動
を
描
い
て
い
る
が
、本
作
の
特
徴
は
善
玉
悪
玉
に
耳
が
付
い
て
猫
の
姿
と
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
、
善
玉
は
直
衣
姿
、
悪
玉
は
赤
い
褌
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。

人
の
行
動
を
描
い
た
お
も
ち
ゃ
絵
の
例
も
見
て
み
よ
う
。「
教
訓
善
悪
く
ら
べ
」（
画
工
板
元
未
詳
、
明
治
九
年
）
は
、
十
六
の

マ
ス
に
分
け
ら
れ
た
か
る
た
絵
で
、
上
二
段
に
善
玉
が
つ
き
、
下
二
段
に
悪
玉
が
つ
い
て
い
る
（
27
）。
勉
強
、
運
動
、
親
孝
行
と

い
う
子
ど
も
の
行
動
や
、
教
師
、
役
人
、
官
員
と
い
う
職
業
に
つ
い
た
者
を
善
と
し
て
い
る
。
一
方
で
、
子
ど
も
の
不
勉
強
、
い

た
づ
ら
、
親
不
孝
、
く
ず
拾
い
が
悪
と
さ
れ
、
泥
棒
、
捕
縛
、
懲
役
な
ど
も
描
か
れ
て
い
る
。
各
マ
ス
に
は
文
章
が
一
言
添
え
ら

れ
て
お
り
、
例
え
ば
教
師
の
マ
ス
に
は
「
勉
強
し
て
教
師
と
な
る
」、
い
た
づ
ら
に
は
「
学
校
へ
も
ゆ
か
ず
い
た
づ
ら
子
供
」
と

書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
る
た
と
し
て
遊
ば
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

「
子
供
教
訓
善
悪
遊
び
」（
歌
川
国
利
画
か
、
明
治
期
）
も
、
十
六
の
マ
ス
に
分
け
ら
れ
た
か
る
た
絵
で
、
子
ど
も
の
遊
び
や
生

活
の
様
子
に
善
玉
悪
玉
が
共
に
描
か
れ
て
い
る
（
28
）。
善
悪
を
交
互
に
配
置
し
、
勉
強
や
そ
ろ
ば
ん
、
運
動
、
犬
を
か
わ
い
が
る

子
に
は
直
衣
姿
の
善
玉
が
つ
い
て
い
る
。
一
方
蝉
採
り
や
賽
銭
泥
棒
、
犬
を
い
じ
め
る
子
に
は
悪
玉
が
つ
き
、
悪
玉
も
共
に
い
た
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ず
ら
を
し
て
い
る
。

か
る
た
絵
で
は
、
善
悪
の
行
為
を
示
す
た
め
に
善
玉
悪
玉
が
用
い
ら
れ
た
。
各
マ
ス
に
善
玉
悪
玉
を
描
き
入
れ
る
こ
と
で
、
切

り
離
し
て
も
善
と
悪
の
ど
ち
ら
で
あ
る
か
が
明
確
に
な
る
。
子
ど
も
の
遊
び
道
具
で
は
、
善
悪
を
教
え
る
教
材
の
よ
う
に
し
て
使

わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

第
三
章　

本
の
表
紙
や
挿
絵

浮
世
絵
や
お
も
ち
ゃ
絵
に
は
、善
悪
の
行
動
を
示
し
た
作
が
多
く
描
か
れ
て
い
た
が
、善
悪
を
教
え
る
教
訓
本
も
出
さ
れ
た
。『
教

訓
善
悪
鏡
』（
牧
野
惣
治
郎
編
・
出
板
、
歌
川
国
利
画
、
明
治
十
七
年
一
月
刊
）
は
、
様
々
な
身
分
や
職
業
の
者
が
と
る
善
悪
の

行
動
を
善
玉
悪
玉
と
共
に
交
互
に
描
い
て
い
る
。
二
十
四
丁
か
ら
成
り
、
善
悪
の
行
動
が
描
か
れ
た
二
十
四
図
に
は
そ
れ
ぞ
れ
タ

イ
ト
ル
が
付
さ
れ
、
登
場
人
物
や
善
玉
悪
玉
の
台
詞
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
月
岡
芳
年
の
「
教
訓
善
悪
図
解
」
と

は
類
似
す
る
主
題
や
図
像
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
参
考
に
し
た
浮
世
絵
が
存
在
し
、
本
の
体
裁
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
可
能
性

も
あ
る
（
29
）。
例
え
ば
、「
心
堅
固
な
親
父
」（
十
七
ウ
十
八
オ
）
と
「
心
得
違
な
親
父
」（
十
八
ウ
十
九
オ
）
は
芳
年
の
作
品
と

タ
イ
ト
ル
も
一
致
し
、
前
者
は
親
父
と
息
子
と
娘
が
料
理
を
囲
む
様
子
で
、
後
者
は
娘
に
一
緒
に
寝
ろ
と
言
っ
て
親
父
が
引
き
留

め
る
と
い
う
構
図
が
類
似
し
て
い
る
（
30
）。
多
く
の
善
玉
悪
玉
が
描
き
込
ま
れ
て
お
り
、
善
玉
は
直
衣
姿
、
悪
玉
は
褌
姿
で
あ
る
。

大
阪
の
清
玉
堂
か
ら
再
板
さ
れ
た
際
に
は
、
東
京
、
長
野
、
新
潟
で
も
出
板
さ
れ
た
（
31
）。

仮
名
垣
魯
文
や
坪
内
逍
遙
は
挿
絵
や
扉
絵
に
善
玉
悪
玉
を
用
い
た
。
坪
内
逍
遙
の『
当
世
書
生
気
質
』（
明
治
十
八
―
十
九
年
刊
）

の
表
紙
絵
に
は
善
玉
悪
玉
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
描
か
れ
た
（
図
８
）（
32
）。
顔
の
文
字
は
善
悪
で
は
な
く
、「
一
読
三
歎
」
と
書
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か
れ
て
い
る
が
、『
心
学
早
染
草
』
の
善
玉
悪
玉
の
趣
向
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
関
良
一
氏
は
、
東
京
堂
版
の

神
代
種
亮
校
の
『
当
世
書
生
気
質
』
の
解
題
に
「
山
東
京
伝
の
善
玉
悪
玉
を
模
し
て
一
読
三
歎
の
四
字
を
配
し
た
る
は
作
者
の
案

に
し
て
、
下
絵
を
書
き
た
り
と
記
憶
す
」
と
い
う
逍
遙
の
直
話
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
角
書
に
こ
め
ら
れ
た
作
者
自
身
の
自
讃
・

自
負
を
思
い
や
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
（
33
）。
逍
遙
は
多
く
の
黄
表
紙
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
お
り
、
善
玉
悪
玉

の
こ
と
を
自
身
の
作
で
用
い
た
の
は
『
心
学
早
染
草
』
の
世
界
を
気
に
入
っ
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

仮
名
垣
魯
文
作
の
『
河
童
相
伝　

胡
瓜
遣
』（
河
鍋
暁
斎
画
、
明
治
五
年
刊
）
の
挿
絵
で
は
、「
一
心
の
地
球
円
転
て
善
悪
の
線

胗
に
ひ
か
れ
両
道
に
傾
く
図
」
と
書
か
れ
た
通
り
、
善
玉
と
悪
玉
が
地
上
の
人
間
を
引
き
合
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る

（
図
９
）。
絵
の
脇
に
は
「
京
伝で

ん

以い

来ら
い

の
古
物
を
ひ
き
だ
し
て
、
開
化
の
世せ

界か
い

へ
用も

ち

ゆ
る
と
は
あ
ぶ
ね
へ
も
ん
だ
、
し
か
し
古ふ

る

き
を

た
づ
ね
た
新
作
か
し
ら
ん
」
と
書
か
れ
、
善
玉
悪
玉
は
京
伝
の
作
っ
た
も
の
と
だ
と
、
作
者
や
画
工
は
認
知
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
、「
善ぜ

ん

悪あ
く

の
二
つ
の
玉
は
チ
ト
古
風
だ
が
西
洋
服ふ
く

だ
け
新あ
た
らし
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
既
に
明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
、

善
玉
悪
玉
は
古
く
さ
い
題
材
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
江
戸
の
戯
作
を
想
起
さ
せ
る
善
玉
悪
玉
だ
が
、
本
来
の
裸
に
褌
姿

で
は
な
く
、
洋
装
の
姿
で
描
く
こ
と
で
明
治
と
い
う
時
代
の
新
し
さ
を
加
え
て
い
る
。
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図９『河童相伝　胡瓜遣』初編上之巻　序　4丁裏5丁表
国立国会図書館所蔵

図８『当世書生気質』表紙
国立国会図書館所蔵
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万
亭
応
賀
作
の
『
太
郎
兵
衛
水
掛
論
』（
暁
斎
画
、
明
治
七
年
刊
）
の

四
ウ
五
オ
の
挿
絵
に
は
、
顔
に
「
学
」
と
書
か
れ
た
善
玉
悪
玉
の
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
が
、
中
国
風
の
装
い
の
初
老
を
縄
で
縛
っ
て
い
る
（
図
10
）。
も

う
一
人
は
、長
い
棒
で
天
狗
の
鼻
を
折
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

自
国
の
学
問
を
疎
か
に
し
て
、
外
国
の
学
問
を
重
視
す
る
傾
向
に
対
し
、

外
国
天
狗
の
鼻
を
折
っ
て
警
鐘
を
唱
え
て
い
る
の
だ
と
い
う
（
34
）。
応
賀

は
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
刊
の
滑
稽
本
『
教
訓
浮
世
眼
鏡
』
で
も
、
善

玉
悪
玉
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
用
い
て
い
た
。

『
相
州
奇
談　

真ま

土ど

廼の

月つ
き

畳た
た
み
の之

松ま
つ

蔭か
げ

』（
伊
東
市
太
郎
編
、中
嶋
亨
斉
画
、

明
治
十
三
年
刊
）
の
見
返
し
に
は
、
善
玉
が
悪
玉
を
踏
み
つ
け
る
様
子
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
明
治
十
一
年
に
神
奈
川
県
真
土
村
で
起
き
た

七
名
殺
死
と
被
殺
者
の
家
屋
全
焼
と
い
う
真
土
村
事
件
に
取
材
し
た
内
容

で
あ
る
。
阿
部
安
成
氏
に
よ
る
と
、
真
土
村
事
件
は
す
ぐ
に
複
数
の
新
聞

で
連
日
報
道
さ
れ
、
被
害
者
は
悪
辣
な
地
主
で
あ
っ
た
た
め
に
、
殺
人
放

火
犯
に
は
多
く
の
同
情
が
集
ま
り
、
人
々
の
興
味
を
引
い
た
。
裁
判
の
判

決
は
、
死
刑
と
な
っ
た
も
の
の
、
無
期
刑
へ
と
減
刑
さ
れ
た
。
事
件
は
こ
う
し
た
大
団
円
を
結
末
と
す
る
勧
善
懲
悪
譚
に
ま
と
め

あ
げ
ら
れ
、
芝
居
、
戯
作
絵
草
紙
、
講
談
と
な
り
好
評
を
博
し
た
と
い
う
（
35
）。
見
返
し
絵
で
善
玉
が
悪
玉
を
倒
す
と
こ
ろ
を
描

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
勧
善
懲
悪
を
表
現
し
て
い
る
。

図10『太郎兵衛水掛論』4丁裏5丁表
早稲田大学図書館所蔵
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明
治
時
代
後
期
に
は
、
新
聞
挿
絵
に
善
玉
悪
玉
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
見
ら
れ
る
。『
労
働
社
会
』（
第
六
九
号
、
明
治
三
十
四
年

一
月
一
日
）
に
は
、
顔
に
「
期
成
」
と
書
か
れ
た
直
衣
姿
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
雲
の
向
こ
う
か
ら
太
陽
の
如
く
出
て
お
り
、
そ
れ

を
海
の
岩
場
で
労
働
者
が
眺
め
て
い
る
と
い
う
挿
絵
が
描
か
れ
て
い
る
（
36
）。
ま
た
、
第
六
九
号
か
ら
七
四
号
（
同
年
三
月
十
五

日
）
の
新
聞
タ
イ
ト
ル
の
部
分
に
は
、
直
衣
姿
の
「
期
」
と
洋
装
の
「
成
」
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。『
労
働
世
界
』
は
期
成
会

鉄
鋼
組
合
の
機
関
と
し
て
生
ま
れ
て
お
り
、「
期
成
」
を
挿
絵
や
タ
イ
ト
ル
に
用
い
る
こ
と
で
読
者
に
労
働
運
動
を
意
識
さ
せ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。

『
労
働
世
界
』（
第
八
二
号
、
明
治
三
十
四
年
六
月
二
十
一
日
）
の
挿
絵
「
上
が
る
も
の
と
下
が
る
も
の
」
は
、
日
清
戦
争
後
の

物
価
変
動
を
風
刺
し
て
い
る
（
図
11
）。
楼
閣
を
舞
台
に
、
安
泰
な
「
官
吏
」
と
「
輸
入
」
商
が
一
番
高
い
と
こ
ろ
で
見
晴
ら
し

を
楽
し
ん
で
お
り
、「
物
価
」
は
階
段
を
大
股
で
上
が
っ
て
い
る
。
一
方
「
商
」
人
と
「
労
働
」
者
は
階
段
の
中
腹
あ
た
り
を
下
り
、

さ
ら
に
そ
の
下
に
は
、「
賃
金
」
が
い
る
。
階
段
を
転
げ
落
ち
て
い
る
「
銀
行
」
は
、
支
払
い
停
止
騒
ぎ
が
頻
発
し
て
い
た
こ
と

を
表
し
て
い
る
（
37
）。
高
い
と
こ
ろ
に
安
泰
な
者
た
ち
が
お
り
、
景
気
に
左
右
さ
れ
て
い
る
商
売
を
階
段
の
昇
り
降
り
で
描
く
と

こ
ろ
が
、
一
章
で
挙
げ
た
「
世
直
山
物
価
降
図
」
と
類
似
し
て
い
る
。

図11『労働世界』第82号
　挿絵
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明
治
期
に
本
の
表
紙
や
挿
絵
で
用
い
ら
れ
た
善
玉
悪
玉
は
、
本
の
内
容
が
善
と
悪
を
示
し
て
い
る
場
面
で
主
に
用
い
ら
れ
た
。

江
戸
後
期
に
流
行
し
た
、
少
々
古
く
さ
い
モ
チ
ー
フ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
ま
た
幕
末
の
風
刺
画
の
よ
う

に
、
物
価
高
を
風
刺
す
る
絵
に
も
使
わ
れ
た
。

お
わ
り
に

明
治
期
の
特
徴
を
改
め
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

浮
世
絵
で
は
、
同
じ
職
業
や
身
分
の
者
を
善
と
悪
に
描
き
分
け
る
と
い
う
作
品
が
多
く
出
さ
れ
た
。
善
い
行
い
を
見
守
る
役
が

善
玉
、
悪
い
行
い
を
唆
し
囃
し
立
て
る
の
が
悪
玉
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
善
玉
悪
玉
は
子
ど
も
向
け
の
お
も
ち
ゃ
絵
に
も
描
か
れ

た
。
浮
世
絵
や
か
る
た
絵
に
は
、
親
孝
行
を
し
て
正
直
で
親
切
に
暮
ら
し
て
い
る
と
良
縁
に
恵
ま
れ
、
幸
せ
な
家
庭
を
築
く
と
い

う
教
訓
的
内
容
が
多
く
見
ら
れ
た
。
画
中
に
善
玉
と
悪
玉
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
善
悪
を
よ
り
わ
か
り
や
す
く
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
行
動
の
善
悪
を
善
玉
悪
玉
と
共
に
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
天
保
期
の
教
訓
絵
本
な
ど
と
共
通
す
る
が
、
江
戸
時
代
の

よ
う
に
個
人
の
行
動
に
視
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
社
会
や
国
家
の
視
点
か
ら
見
た
善
悪
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
違

い
は
、
国
を
強
く
す
る
と
い
う
明
治
政
府
の
教
育
方
針
が
背
景
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
双
六
で
良
い
人
生
と
さ
れ
て
い
た

の
が
、
よ
く
学
び
官
吏
の
道
を
目
指
す
こ
と
だ
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
江
戸
時
代
は
、
あ
く
ま
で
も
個
人
を
対
象
と

し
た
教
え
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、明
治
時
代
は
国
家
の
た
め
の
教
育
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
善
玉
悪
玉
を
描
く
姿
勢
に
も
つ
な
が
り
、

天
保
期
は
検
閲
か
ら
免
れ
る
と
い
う
意
識
で
善
玉
悪
玉
を
用
い
て
い
た
の
に
対
し
、
明
治
に
入
る
と
よ
り
積
極
的
な
教
導
の
た
め

に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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浮
世
絵
や
新
聞
挿
絵
に
見
ら
れ
た
風
刺
画
で
は
、
顔
に
品
物
や
職
業
名
を
書
い
て
用
い
ら
れ
た
。
多
く
の
品
物
や
職
業
を
示
す

の
に
簡
素
な
図
像
の
善
玉
悪
玉
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
好
都
合
で
あ
る
。
挿
絵
で
は
、
善
悪
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
一
昔
前
に
流

行
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
善
玉
悪
玉
の
着
衣
姿
が
増
え
る
背
景
に
は
、
明
治
初
期
に
西
洋
の
思
想
が
入
っ
た
こ
と
で
、
裸
で
外
に
出
る
こ
と
が
取

り
締
ま
ら
れ
、
社
会
通
念
が
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。

付
記

　

本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
図
版
掲
載
の
ご
許
可
を
賜
り
ま
し
た
各
所
蔵
機
関
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

注
（
1
）  

拙
稿
、「『
心
学
早
染
草
』
善
玉
悪
玉
の
影
響
―
寛
政
か
ら
文
化
・
文
政
ま
で
―
」（『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
五
八
号
、

二
〇
一
五
年
三
月
）及
び「『
心
学
早
染
草
』善
玉
悪
玉
の
影
響
―
天
保
か
ら
幕
末
ま
で
―
」（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』二
三
号
、

二
〇
一
四
年
十
月
）。

（
2
）  

『
日
本
の
漫
画
三
〇
〇
年
展
解
説
図
録
』（
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、
一
九
九
六
年
）
三
四
頁
解
説
に
拠
る
。
図
版
は
『
昇
斎

一
景
―
明
治
初
期
東
京
を
描
く
』（
町
田
市
立
博
物
館
、
一
九
九
三
年
）
六
四
―
六
七
頁
参
照
。
町
田
市
立
博
物
館
の
作
品
は
折
本

と
な
っ
て
い
る
が
、
浮
世
絵
を
上
下
に
切
っ
て
折
本
の
体
裁
に
仕
立
て
た
か
、
も
し
く
は
折
本
と
し
て
売
り
出
さ
れ
た
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。

（
3
）  

注
（
2
）
に
同
じ
。
図
版
は
前
掲
注
（
2
）
書
『
昇
斎
一
景
―
明
治
初
期
東
京
を
描
く
』
七
二
―
七
五
頁
。

（
4
）  

図
版
は
、
前
掲
注
（
２
）
書
『
昇
斎
一
景
―
明
治
初
期
東
京
を
描
く
』
二
四
―
二
五
頁
参
照
。
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（
5
）  

前
掲
注
（
2
）
書
『
昇
斎
一
景
―
明
治
初
期
東
京
を
描
く
』（
六
二
―
六
三
頁
）
に
は
、
折
本
の
体
裁
で
、
二
合
、
三
合
、
六
合
、

七
合
、
八
合
、
九
合
、
一
升
が
収
め
ら
れ
て
い
る
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）  

図
版
は
前
掲
注
（
2
）
書
『
昇
斎
一
景
―
明
治
初
期
東
京
を
描
く
』
六
八
―
七
一
頁
参
照
。
折
本
の
体
裁
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
か

ら
十
の
数
字
が
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
は
二
丁
掛
の
浮
世
絵
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

（
7
）  

岩
切
友
里
子
編
著
『
芳
年
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
）
所
収
「
芳
年
錦
絵
作
品
一
覧
」
二
八
〇
頁
に
、
二
十
作
品
四
十
図
の
タ

イ
ト
ル
が
記
さ
れ
て
お
り
、
管
見
の
限
り
で
は
こ
の
他
に
「
正
直
ナ
車
夫
／
悪
弊
ナ
車
曳
」（
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館
蔵
）
が

あ
る
。

（
8
）  

吉
田
漱
、
千
頭
泰
「
楊
洲
周
延
・
錦
絵
目
録
〈
二
〉」（『
季
刊
浮
世
絵
』
四
四
号
、
一
九
七
一
年
二
月
）
を
参
考
に
し
た
。

（
9
）  

図
版
は
『
浮
世
絵
版
画　

図
録
編
』（
第
二
部
、
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
）
三
四
一
頁
参
照
。

（
10
）  

図
版
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
館
蔵
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「〈
子
ど
も
の
善
悪
〉」（
資
料
番
号H

-22-3-132

）
参
照
。

（
11
）  

古
河
街
角
美
術
館
他
編
『
没
後
一
一
〇
年
記
念　

河
鍋
暁
斎
展
―
美
し
き
女
々
』（
古
河
市
・
古
河
市
教
育
委
員
会
、一
九
九
九
年
）

六
六
頁
解
説
参
照
。
本
図
録
に
は
、
同
じ
主
題
で
悪
玉
が
描
か
れ
て
い
な
い
「
伊
蘇
普
物
語
之
内　

獅
子
の
恋
慕
の
話
」
も
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

（
12
）  

『
暁
斎
の
戯
画
・
狂
画
』（
東
京
新
聞
、
一
九
九
六
年
）
二
九
六
頁
解
説
を
参
照
し
た
。

（
13
）  

図
版
は
東
京
都
立
中
央
図
書
館T

O
K
Y
O

ア
ー
カ
イ
ブ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
応
需
暁
斎
楽
画
」「
第
十
号
」（
請
求
記
号5259-C31-

10

）
参
照
。
解
説
は
、
前
掲
注
（
12
）
書
、
三
〇
〇
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
14
）  

『
資
料
館
叢
書
別
巻
一　

明
治
開
化
期
の
錦
絵
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）
一
一
七
頁
。

（
15
）  

図
版
は
、
前
掲
注
（
14
）
書
、
一
〇
一
頁
、
及
び
清
水
勲
『
明
治
漫
画
館
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。
絵

の
解
釈
も
こ
れ
を
参
考
に
し
た
。

（
16
）  

図
版
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
館
蔵
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
浪
花
之
嵐
実
録
噺
」（
資
料
番
号H

-22-1-3-60

）
参
照
。

（
17
）  

小
木
新
造
他
校
注
『
日
本
近
代
思
想
大
系
二
三　

風
俗　

性
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
八
―
九
頁
。

（
18
）   

図
版
は
、
前
掲
注
（
17
）
書
、
三
二
頁
参
照
。

（
19
）  

図
版
は
、
前
掲
注
（
11
）
書
、
五
八
―
五
九
頁
、
河
鍋
暁
斎
記
念
美
術
館
編
『
河
鍋
暁
斎
と
門
人
た
ち　

日
光
を
め
ぐ
る
画
家
―

真
野
暁
亭
を
中
心
に
』（
小
杉
放
菴
記
念
日
光
美
術
館
、
二
〇
〇
一
年
）
二
八
頁
参
照
。
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（
20
）  

図
版
は
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「Board Gam

e of D
istinguishing Good V

ersus Bad Behavior (Zen'aku 
furiw

ake sugoroku)

」（A
ccession N

um
ber:11.39177.1-2

）
参
照
。

（
21
）  

図
版
は
『
絵
す
ご
ろ
く
―
遊
び
の
中
の
あ
こ
が
れ
』（
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
、
一
九
九
八
年
）
六
八
頁
参
照
。

（
22
）  

図
版
は
、
加
藤
康
子
・
松
村
倫
子
編
著
『
幕
末
明
治
の
絵
双
六
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
二
年
）
二
一
七
頁
参
照
。
解
説
に
画

中
文
字
の
翻
刻
も
な
さ
れ
て
い
る
。

 

な
お
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
近
代
書
誌
近
代
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
、『
教
訓
善
悪
鏡
』（
神
戸
大
学
附
属
図
書
館
住
田
文
庫
所
蔵
、

請
求
記
号7B-27

）
と
い
う
折
本
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
本
双
六
の
一
マ
ス
を
見
開
き
一
ペ
ー
ジ
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
。

子
ど
も
の
行
為
が
書
か
れ
た
四
角
い
説
明
書
き
は
あ
る
が
、
双
六
の
指
示
書
き
や
上
り
の
文
字
な
ど
は
消
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）  

『
古
典
籍
展
観
大
入
札
会
目
録
』（
東
京
古
典
会
、
二
〇
一
三
年
十
一
月
）
を
参
考
に
し
た
。

（
24
）  

図
版
は
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「N

ew
ly Published Good and Evil Infl uences Enacted by Cats (Shinpan 

neko no zen'aku)

」（A
ccession N

um
ber:11.44658

）
参
照
。

（
25
）  

図
版
は
『
幕
末
明
治
の
浮
世
絵　

青
木
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
』（
千
葉
市
美
術
館
、
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
九
頁
参
照
。
な
お
、

同
じ
図
柄
の
作
品
が
た
ば
こ
と
塩
の
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
（
前
掲
注
（
9
）
書
「
猫
の
世
界　

善
玉
悪
玉
」
三
三
五
頁
）、

こ
ち
ら
に
は
「
明
治
十
八
年
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
に
出
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
26
）  

図
版
は
前
掲
注
（
25
）
書
、
一
〇
八
頁
参
照
。
画
中
の
台
詞
の
翻
刻
も
な
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）  

図
版
は
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
教
訓
善
悪
く
ら
べ
」（
上
村
翁
旧
蔵
浮
世
絵
集
四
二
、

請
求
記
号K
915-108-042-052

）
参
照
。

（
28
）  

図
版
は
東
京
学
芸
大
学
リ
ポ
ジ
ト
リ
附
属
図
書
館
所
蔵
資
料
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
子
供
教
訓
善
悪
遊
び
」（
請
求
記
号159/K

U
N

）

参
照
。

（
29
）  

以
下
二
十
四
図
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
参
考
と
し
て
、
芳
年
画
「
教
訓
善
悪
図
解
」
の
類
似
す
る
主
題
タ
イ
ト
ル
を
（
）
内
に
記

す
。「
学
文
を
勉
強
す
る
児
／
悪
習
な
小
供
」（
善
教
ノ
小
児
／
悪
習
ナ
子
供
）「
孝
行
娘
／
親
不
孝
な
娘
」（
孝
行
な
処
女
／
不
孝
の

娘
）「
夫
を
能
守
る
女
房
／
密
通
す
る
嫁
」（
夫
に
能
仕
ふ
女
房
／
夫
に
逆
ふ
女
房
）「
業
を
勉
む
芸
妓
／
懶
惰
な
芸
妓
」（
能
業
を
勉

む
芸
妓
／
浮
気
な
芸
妓
）「
能
は
た
ら
く
家
婢
／
朝
寝
の
好
な
家
婢
」（
主
人
に
能
勤
る
下
婢
／
主
人
を
悪
評
る
下
婢
）「
主
人
思
ひ

の
小
僧
／
悪
習
な
小
僧
」（
主
人
の
教
へ
を
守
る
丁
稚
／
主
人
の
教
へ
を
守
ら
ざ
る
丁
稚
）「
裁
縫
を
能
覚
る
小
娘
／
お
て
ん
ば
娘
」（
該
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当
作
品
な
し
）「
正
直
な
車
夫
／
悪
習
な
車
夫
」（
正
直
ナ
車
夫
／
悪
弊
ナ
車
曳
）「
心
堅
固
な
親
父
／
心
得
違
な
親
父
」（
心
堅
固
ナ

親
父
／
心
得
違
の
親
父
）「
勉
強
す
る
書
生
／
放
蕩
書
生
」（
学
問
を
励
む
書
生
／
学
問
を
怠
る
書
生
）「
正
業
な
娼
妓
／
懶
惰
娼
妓
」

（
正
道
な
娼
妓
／
不
行
跡
の
娼
妓
）「
家
を
大
切
に
す
る
息
子
／
家
蔵
を
失
ふ
息
子
」（
家
を
大
切
に
す
る
息
子
／
家
蔵
を
失
ふ
息
子
）

（
30
）  

図
版
は
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
教
訓
善
悪
鏡
』（
特59-236

）、
及
び
「
教
訓
善
悪
図
解

　

心
堅
固
ナ
親
父
／
心
得
違
の
親
父
」（
本
別15-22

）
参
照
。

（
31
）  
注
（
30
）
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
『
教
訓
善
悪
鏡
』（
特60-269

）
は
、
明
治
十
七
年
十
一
月
の
刊
記
を
持
つ
再
板
本
と
考
え
ら
れ
、
挿

絵
に
は
着
物
の
柄
が
一
部
省
略
さ
れ
る
な
ど
の
改
変
が
見
ら
れ
る
。

（
32
）  

『
江
戸
の
戯
作
絵
本
三
』（
社
会
思
想
社
、
一
九
八
二
年
）
所
収
『
心
学
早
染
草
』
中
山
右
尚
氏
解
説
。

（
33
）  

関
良
一「『
当
世
書
生
気
質
』と『
浮
雲
』」（『
日
本
近
代
文
学
研
究
叢
刊　

逍
遙
・
鷗
外　

考
証
と
試
論
』有
精
堂
出
版
、一
九
七
一
年
）

二
八
一
頁
。

（
34
）  

前
掲
注
（
12
）
書
、
三
一
〇
頁
。

（
35
）  

『
地
鳴
り
山
鳴
り
―
民
衆
の
た
た
か
い
三
〇
〇
年
―
』（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
六
四
頁
、
阿
部
安
成
氏
「
真
土

村
事
件
解
説
」
に
拠
る
。
図
版
も
本
書
を
参
照
。

（
36
）  

図
版
は
、
労
働
運
動
史
料
委
員
会
編
『
労
働
世
界
』（
中
央
公
論
事
業
出
版
、
一
九
六
〇
年
）
六
三
〇
頁
参
照
。

（
37
）  

芳
賀
徹
・
清
水
勲
編
『
日
露
戦
争
期
の
漫
画　

近
代
漫
画
Ⅳ
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
年
）
一
六
頁
解
説
を
参
照
し
た
。
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The Infl uence of “G
ood Spirit and Evil Spirit” by “Shingakuhayasom

egusa”
―

M
eiji Period―

SEK
IH

A
R

A
, Aya

The term
s good spirit (zendam

a) and evil spirit (akudam
a), w

hich are the characteristic features of kibyoshi, are still used 
today. For exam

ple, good germ
 and bad cholesterol. Santo K

yoden’s kibyoshi “Shingakuhayasom
egusa” w

as published in 
1790 and it is know

n as the best seller of K
yoden. The protagonist’s heart of the “good spirit and evil spirit”, w

hich had been 
personifi ed, is represented by m

eans of im
printing the letters of good and bad on a round face and describing a m

an w
ith 

a loincloth and naked to the w
aist as a distinctive character. A

fter the publication of “Shingakuhayasom
egusa”, K

yoden’s 
concept of “good spirit and evil spirit” w

ere adapted by vernacular prose, ukiyoe, and the K
abuki theatre.

This paper is to collect w
orks draw

ing the “good spirit and evil spirit” w
hich w

ere m
ade under the infl uence of 

“Shingakuhayasom
egusa” and review

 their features by each period. It covers M
eiji period (1868-1912).

In ukiyoe w
hich w

ere draw
n one’s good or bad behaviors the “good spirit and evil spirit” w

ere used a lot. In om
ochae (toy 

pictures for children) the “good spirit and evil spirit” w
ere used to teach children both good and bad. They w

ere used m
ore 

active education than in the Edo period.In the M
eiji period, sam

e as the end of the Edo period the “good spirit and evil spirit” 
w

ere used in caricature as useful signs to personify things by putting nam
es of things on faces.

O
ne of the features in the M

eiji period the “good spirit and evil spirit” w
ere described w

earing clothes, w
hich w

as for 
prohibiting people from

 going outside w
ithout clothes. This w

as done under law
.
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（
日
本
語
日
本
文
学
専
攻　

博
士
後
期
課
程
二
年
）


