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十

一
月

特

別

講

演

性

と

化

粧

―

性

器

表

示

の

化

粧

私
は
、
か

っ
て
化
粧
品
技
術
者
会
誌
に
　
化
粧

品
は
、
体
毛
が
退
化
し
た
頃
の
祖
先
が
日
焼
け
防

止
に
泥
ｔ
を
塗

っ
た
こ
と
か
ら
始
ま

っ
た

」
と
す

る
仮
説
を
発
表
し
た
。
そ
の
後

、
日
焼
け
防
止
の

泥
化
粧
が
様

々
な
化
粧
に
分
化
し

、
多
様
な
化
粧

品
を
生
み
出
し
て
き
た
過
程
に
興
味
を
抱
く
よ
う

に
な

っ
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
人
誌

『
ま
ん
じ
』

に
連
載
中
で
あ
り
、
本
稿
で
は
、
泥
化
粧
か
ら
美

を
演
出
す
る
化
粧

へ
変
遷
す
る
過
程
で
、
性
器
表

示
の
化
粧
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
の
で
、

『
性
と
化
粧
』
に
焦
点
を
当
て
る

こ
と
に
す
る
。

鈴

木

守

①
　
日
焼
け
防
御

の
泥
化
粧

前
出

の
化
粧
品
ル
ー
ツ
説
を
支
持
す
る
資
料
と

し
て
、
現
代
の
原
始
社
会
で
も

、
ナ
ミ
ビ
ア

・
ヒ

ン
バ
族
の
女
性
が
緒
上
を
目
焼
け
止
め
に
使
用
し

て
い
る
こ
と
が
週
刊
誌
や
テ
レ
ビ
で
報
道
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
、
四
〇
万
年
音

の
テ
ラ

・
ア
マ
ー
タ

原
人
も
日
焼
け
防
止
と
と
も
に
、
猟

の
安
全
と
豊

猟
を
祈
願
し
て
緒
上
を
塗
布
し
た
と
い
う
資
料
も

あ
る
。

②
　
呪
術
化
粧
の
発
祥

体
毛
が
退
化
し
始
め
た
当
時

の
早
期
人
類
が
紫

外
線
の
影
響
で
日
焼
け
す
る
と
認
識
し
て
い
た
と

は
思
え
な

い
。
現
代
で
も

、
未
開
社
会
の

一
部
に

例

会

の

お

知

ら

せ

◎
　
１
月
総
会

日
　
時
　
平
成
２‐
年
１
月
２８
日

（
水

）

午
後
６
時
～
８
時

〈
ム
　
場
　
目
黒
区
民
セ
ン
タ
１
　
７
階

社
会
教
育
館
　
第
２
研
修
室

奎織
　
題
　
＊
前
年
度
事
業
報
告

＊
　

同
　
会
計
報
告

＊
２‐
年
度
事
業
計
画

＊
そ
の
他

Ｏ
総
会
終
了
後

講
　
演
　
島
津
隆
子
氏

一丁
―
マ
　
未
定

自
由
執
筆
は
森
下
征
二

・
佐
藤
健

一

相
原
精
次
の
諸
氏
。
締
切
り
　
１
月
末

◎
　
２
月
例
会

日
　
時
　
平
成
２‐
年
２
月
乃
日

（
水

）

午
後
６
時
～
８
時

〈
ム
　
場
　
目
黒
区
民
セ
ン
タ
１
　
７
階

講
　
演
　
大
田
精

一
氏

テ
ー

マ
　
未
定

自
由
執
筆
は
平
山
善
之

・
中
込
勝
則

島
津
隆
子
の
諸
氏

。
締
切
り
　
２
月
末
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魔
除
け
日
的
で
自
泥
を
塗

っ
て
い
る
事
実
が
あ
る

の
で
、
彼
ら
は
日
焼
け
を
魔
物

の
仕
業
と
信
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
と

っ
て
、

「
日
に
見
え

ざ
る
も
の
、
認
識
さ
れ
ざ
る
も
の
で
、
身
体
に
害

を
与
え
る
も
の
が
魔
物
で
あ

っ
た

」
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
紫
外
線
を
防
ぐ
泥
化
粧
を
魔
除
け

の
護
符
に
位
置
づ
け
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で

は
な

い
。

ま
た
、
緒
土
は
赤
酸
化
鉄
を
合
む
泥
上
で
あ
る
。

鉄
イ
オ
ン
に
は
収
敏
作
用
が
あ
る
の
で
、
Ｈ
焼
け

後

の
火
照
り
を
鎮
静
さ
せ
た
り
、
創
傷
治
癒
効
果

も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
効
果
を
重
視
し
て
、

「
原

人
は
痛
ｔ

の
創
傷
治
癒
効
果
を
発
見
し

、
そ
れ
を

塗
布
し
始
め
た
の
が
ル
ー
ツ
で
あ
る

」
と
主
張
し

て
い
る
論
文
さ
え
み
ら
れ
る
。

緒
土
が
ル
ー
ツ
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
単
な

る
泥
上
と
は
違

っ
て
日
焼
け
防
止
だ
け
で
な
く

、

薬
理
効
果
に
よ
り
日
焼
け
を
鎮
静
し
、
傷
を
癒
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
光
の
強

い
サ
バ

ン
ナ
地
帯

の
山
野
を
跛
渉
し
て
い
た
原
始
人
類
に
と

っ
て
、

緒
土
は
霊
薬
だ

っ
た
に
違

い
な
い
。
こ
の
こ
と
が

、

テ
ラ
　
ア
マ
ー
タ
原
人
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
魔

除
け

（
除
災

）
と
同
時
に
豊
猟
祈
願

（
招
福

）
の

呪
術
化
粧
に
進
化
さ
せ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

③
　
を示
教
観
、
抽
象
能
力
の
萌
芽

人
類
は
、
本
質
的
に
宗
教
観
や
抽
象
能
力
を
有

し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り

、
猿
か
ら
進
化
し
た

人
類
は
、
猿
人
か
ら
原
人
の
時
代
に
向
け
て
脳
容

積
を
拡
大
し
て
思
考
能
力
を
充
実
さ
せ

、
脳
の
機

能
が
活
発
に
な
る
に

つ
れ
て
、
抽
象
化
や
概
念
化

の
能
力
を
確
保
し

、
宗
教
感
を
抱
く
よ
う
に
な

っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
知
的
能
力
の
進
歩
に
よ

っ
て
、
赤

い
色
調
に
対
す
る
概
念
も
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
テ
ラ
　
ア
マ
ー
タ
以
前
に
も
緒

〓１１
使

用
の
形
跡
が
あ
り
、
そ
の
後
も
緒
上
を
遺
体
に
散

布
し
た
考
古
学
的
資
料
が
各
地
に
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
多
く
の
書
に
見
ら
れ
る
。

④
　
性
器
信
仰
の
発
祥

初
期

の
人
類
は
、
霊
魂
や
災
厄
を
も
た
ら
す
魔

物
は
身
体

の
穴
、
日
　
鼻
　
口
　
耳
　
陰
部
か
ら

出
入
り
す
る
と
信
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
出
入

り
日
に
魔
除
け
の
護
符
を
施
す
よ
う
に
な
り
、
や

が
て
、
性
器
を
崇
め
る
原
始
宗
教

へ
と
進
展
し
た

と
推
定
さ
れ
る
が

、
性
器
信
仰
発
祥

の
過
程
を
眺

め
て
み
よ
う
。

人
類
に
も

、
生
物
的
な
自
己
保
存
と
種
属
維
持

の
本
能
が
備
わ

っ
て
い
る
。
魔
除
け
は
専
ら
、
自

己
の
安
全
を
願
う
も

の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
保
存

の
本
能
に
基
づ

い
て
発
生
し
た
呪
術
で
あ

っ
た
が

、

種
属
維
持

の
本
能
は
、
子
孫
繁
栄
の
概
念
を
も
た

ら
し

、
そ
れ
を
実
現
し
て
き
た
祖
先

、
な
ら
び
に

そ
れ
を
担
う
母
体
が
崇
拝
さ
れ

、
そ
れ
ら
の
姿
を

象

っ
た
偶
像
信
仰
が
始
ま

っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

他
方

、
魔
除
け
の
護
符
が
施
さ
れ
て
い
た
陰
部

は
、
種
属
繁
栄
の
象
徴
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
よ
う

に
な
り

、
カ
メ
ル
ー
ン
出
上

の
祖
先
像
に
は
男
性

性
器
が
備
わ
り

、
ビ
レ
ン
ド
ル
フ
の
妊
婦
像
に
は

性
器
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
性
器
信
仰
の
典
型
例
と

し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
で
発
掘
さ
れ
た
新
石
器
時
代

の

女
神
像
が
あ
る
。
こ
の
女
神
は
、
開
脚
し
た
足
を

持
ち
上
げ
て
女
性
性
器
が
強
調
さ
れ
る
姿
態
を
と

っ
て
い
る
。

石
器
時
代
以
降
も
、
性
と
信
仰
の
関
係
は
維
持

さ
れ

、
南
ア
ジ
ア
で
は
リ
ン
ガ
像
や
ゴ
ー
ニ
像
が

信
仰
の
対
象
に
な

っ
て
お
り

、
日
本
で
も
夫
婦
松

や
夫
婦
岩
に
チ
授
け
や
夫
婦
和
合
を
祈
願
し

、
男

性
性
器
が
神
体
の
神
社
も
あ
り

、
江
ノ
島
の
裸
弁

人
の
般
間
に
は
刻
み
が
彫
ら
れ
て
い
る
。

⑤
　
性
器
表
示
の
化
粧

性

の
文
化
は
神
話
に
も
み
ら
れ
る
。
日
本
神
話

の
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
回
造
り
は
、
セ

ッ
ク

ス

・
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
も
然

り
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
神
話
は
国
や
民
族
誕
生

の
物
語
で
あ
る
か
ら
、
セ

ッ
ク
ス
　
ス
ト
ー
リ
ー
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明
術

化
粧

に
進
化

さ

せ

た

と
推
定

さ

れ

る

て

③

　
一
不
教

観

、
抽

象

能
力

の
萌

芽

で
な

い
方
が
不
自
然
で
あ
る
。
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ

の

『
エ
デ
ン
の
園
』
の
絵
で
は
、
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ

の
股
間
は
イ
チ
ジ
ク
の
葉
で
隠
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
光
景
を
恥
部
隠
蔽
と
見
倣
す
人
が
多
い
が

、　
一

糸
ま
と
わ
ぬ
姿
で
日
に

つ
き
や
す

い
形
で
被
覆
す

れ
ば
、
隠
蔽
で
は
な
く
性
器
表
示
と
判
断
す
る
の

が
自
然
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な

い
が

、
見
せ
ら

れ
る
よ
り
隠
さ
れ
る
方
が
興
味
を
抱
く
の
が
人
情

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
性
器
強
調
で
あ
り
、
テ
ィ

ツ
ィ
ア
ー
ノ
は
、
股
間
に
イ
チ
ジ
ク
の
葉
を
配
し
、

性
器
表
示
の
化
粧
を
施
し
た
古
代

ヘ
ブ
ラ
イ
人

の

風
習
を
比
愉
し
た
の
で
は
な

い
か
と
勘
ぐ
り
た
く

な
る
。

性
器
表
示
の
化
粧
と
し
て
は
、
現
代
の
裸
族
女

性

の
中
に
は
、
性
的
魅
力
を
高
め
、
男
性
を
興
奮

さ
せ
る
目
的
で
、
股
間
に
療
痕
を
施
し
て
い
る
例

が
あ
る
。
ま
た
、
性
器
表
示
の
化
粧
が
ル
ー
ツ
で

あ
る
と
い
う
説
が
あ
り

、

「
原
始
人
の
中
に
は
、

生
殖
器
に
入
塁
を
し
た
り
、
赤
く
彩
色
す
る
な
ど

の
風
習
が
古
く
か
ら
変
わ
ら
ず
に
続

い
て
い
る
例

も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
文
献
も
あ
る
の
で
、
性

器
表
示
の
化
粧
は
古
く
に
発
祥
し

、
現
在
ま
で
維

持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
前
出
ビ

レ
ン
ド
ル
フ
の
妊
婦
像

の
刻
み
に
赤
色
顔
料
が
残

っ
て
い
る
と
い
う
。

己

の
安
全
を
願
う
も

の
で
あ
る
か
ら

、
自
己
保
存

の
本
能
に
基
づ

い
て
発
生
し
た
呪
術

で
あ

っ
た
が

、

⑥
　
美
を
演
出
す
る
化
粧

現
代
人
は
男
女
を
問
わ
ず
イ
ケ
メ
ン
を
好
み
、

美
し
く
見
せ
た
い
た
め
に
化
粧
を
す
る
こ
と
は
調

査
結
果
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
美
に

執
着
す
る
人
間
の
性
向
は
、
性
本
能
に
よ

っ
て
導

か
れ
た
心
理
状
態
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
美
意

識
発
祥
の

一
端
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

猿
か
ら
進
化
し
た
初
期
人
類
は
、
オ
ー
プ
ン
ラ

ン
ド
に
下
り
立
ち
集
団
を
組
ん
で
、
猛
獣
と
戦
い

な
が
ら
生
き
の
び
て
き
た
。
こ
の
間
に
、
連
帯
感

や
信
頼
感
と
い
う
よ
う
な
情
感
が
培
わ
れ
た
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
霊
域
や
魔
物
と
い
っ
た
概
念
も
萌

芽
し
た
で
あ
ろ
う
。

お
よ
そ

一
四
〇
万
年
前
頃
に
、
人
類
は
火
を
使

用
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
火
の
使
用
は
魔
物
や
猛

獣
に
対
す
る
恐
怖
を
軽
減
さ
せ
、
心
理
的
な
裕
り

を
も
た
ら
す
に
至
っ
た
。
そ
の
結
果
、
信
頼
感
な

ど
の
情
感
は
心
理
的
に
抽
象
化
さ
れ
、
愛
情
に
移

行
し
美
意
識
獲
得
の
前
提
と
な

っ
た
。
ま
た
、
体

毛
が
退
化
し
た
肌
に
快
感
を
覚
え
、
そ
の
姿
態
に

美
を
感
し
た
の
で
は
な
い
か
。

愛
と
美
が
性
か
ら
生
じ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
が
、

『
愛
と
美
の
女
神
　
ビ
ー
ナ
ス
の
誕
生
』

で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
は
、

「
天
ウ
ラ
ノ
ス

が
大
地
ガ
イ
ア
の
女
体
に
覆
い
被
さ
る
と
、
ガ
イ

り

で
あ
る

で
か
よ
う
に

、

の
物
語

で
あ
る
か
ら

、
セ

神

話

は
国

や

民
族

誕

生

ッ
ク

ス
　

ス
ト

ー

リ

ー

ア
の
手
引
き
で
隠
れ
て
い
た
ク
ロ
ノ
ス
は
、
勃
起

し
た
ウ
ラ
ノ
ス
の
男
根
を
切
り
取
り
投
げ
捨
て
た
。

海
上
に
落
ち
た
ウ
ラ
ノ
ス
の
男
根
は
精
液
を
放
出

し
、
泡
と
な

っ
た
。
そ
の
泡
か
ら
ビ
ー
ナ
ス
が
誕

生
し
た
」
と
物
語

っ
て
お
り
、
愛
と
美
は
性
よ
り

発
祥
し
た
と
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
神
話

で
は
美
的
な
化
粧
の
発
祥
に
つ
い
て
、

「
ビ
ー
ナ

ス
が
化
粧
を
発
見
し
、
侍
女
ヘ
レ
ン
が
化
粧
を
広

め
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

「
愛
は
性
本
能
が
心

理
的
に
分
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
愛
が
美
意
識
を

情
緒
的
に
抽
象
化
し
た
性
本
能
に
育
て
た
の
だ
ろ

う
」
と
理
解
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

で
は
、
人
類
に
美
的
感
覚
が
発
祥
し
、
美
を
演

出
す
る
化
粧
が
い
つ
頃
か
ら
始
ま

っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
四
万
年
前
頃
の
マ
ド
レ
ー
ヌ
文
化
の
彩
色

壁
画
や
オ
ー
リ
ニ
ヤ

ッ
ク
文
化
の
ビ
ー
ナ
ス
像
な

ど
か
ら
、
こ
の
時
期
の
人
類
に
は
美
的
感
覚
が
備

わ

っ
て
い
た
と
言

っ
て
も
否
定
す
る
人
は
少
な
い

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
以
前
、
約
五
万
年
前
に
は
装
飾
品
の
ビ
ー

ズ
が
作
ら
れ
、
七
万
七
千
年
前
に
は
長
方
形
の
オ

ー
カ
ー
の
塊
に
幾
何
学
的
な
模
様
が
彫
ら
れ
、
さ

ら
に
古
＜
、
ほ
ぼ
二
〇
万
年
前
頃
に
は
装
飾
的
石

器
が
作
ら
れ
て
い
た
◇
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以
上
の
内
容
か
ら
、
美
的
目
的

の
化
粧
が
発
祥

し
た
歴
史
を
概
述
す
る
と
、

「
猿
か
ら
進
化
し
た

猿
人
は
サ
バ
イ
バ
ル
な
生
活
の
中
で
様

々
な
情
感

を
育
み
、
火
を
使
用
し
た
原
人
は
生
活
の
裕
り
か

ら
愛
の
情
念
を
獲
得
し
た
。
そ
し
て
、
ほ
ぼ
二
〇

万
年
前
頃
ま
で
に
、
事
物
を
識
別
す
る
五
感
に
、

愛

の
情
念
が
働
き
か
け
て
美
的
感
受
性
を
芽
生
え

さ
せ

、
遅
く
て
も
四
万
年
前
ま
で
に
性
器
表
示
の

化
粧
か
ら
美
を
演
出
す
る
化
粧
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ

た

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑦
　
性
器
彩
色
化
粧

の
そ
の
後

性
器
表
示
の
化
粧
は
、
装
飾
的
な
化
粧
や
衣
装

着
用
が
進
む
に

つ
れ
て
衰
退
し
て
い
っ
た
が

、
そ

の
後
の
運
命
に

つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

古
代
南
ア
ジ
ア
の
住
民
は
、
半
裸
の
生
活
で
ボ

デ

ィ
ー
化
粧
を
施
し
、
リ
ン
ガ
や
ヨ
ー
ニ
の
信
仰

が
盛
ん
だ

っ
た
の
で
、
性
器
に
彩
色
し
て
い
た
と

思
え
る
が

、
そ
の
資
料
は
未
だ
み
て
い
な
い
し

、

衣
服
を
ま
と

っ
て
日
本
に
上
陸
し
た
人

々
が
性
器

表
示
の
化
粧
を
施
し
た
と
い
う
資
料
も
な

い
。

し
た
が

っ
て
、
性
器
を
赤
く
彩
る
の
が
主
体
だ

っ
た
の
で
、
そ
の
後
の
人
類
が
培

っ
た
宗
教

、
美

あ
る

い
は
エ
ロ
ス
の
文
化
と
赤
の
文
化
が
ど
の
様

に
結
び

つ
い
て
い
た
か
調
べ
て
み
よ
う
。

呪
術
か
ら
発
展
し
た
宗
教
界
に
は
、
魔
除
け
と

招
福

の
概
念
が
未
だ
に
根
づ

い
て
い
る
。

宗
教
観
に
基
づ
く
招
福
に
は

、
恩
恵
や
救
済
が

含
ま
れ

、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
に
見
ら
れ
る
神
は
赤

く

、
中
世

の
国
王
や
国
旗

、
赤
卜
字
な
ど
の
象
徴

的
表
示
に
も
赤
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。

除
災
に
は
、
魔
除
け
、
破
魔

、
護
身

、
護
国
な

ど
の
意
味
も
あ
り
、
鳥
居

、
仁
王
像

、
袈
裟

、
緋

絨
の
鎧

、
漁
師
の
揮
な
ど
に
赤
が
汎
用
さ
れ
て
い

る
。
天
蓋

、
花
道

、
帳
幕
に
赤
が
使
わ
れ
る
の
は

大
界

、
地
界

、
空
界
か
ら
襲
う
魔
物
に
対
し
て
用

意
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
赤
化
粧
の
日
紅

、
爪

紅
に
も
赤
が
使
用
さ
れ

、
日
紅
は
魔
除
け
の
延
長

で
あ
り

、
武
器
で
あ
る
爪
は
赤
く
染
め
て
破
魔
を

象
徴
し
た
と
思
わ
れ
る
。

美
が
融
合
し
た
赤

の
文
化
は

、
衣
装
に
し
ば
し

ば
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば

、
浮
陛
絵
を
み
る
と
、

帯

、
小
袖

、
襟

つ
け

、
長
襦
祥

、
腰
巻
な
ど
に
赤

が
使
わ
れ

、
裾
か
ら
こ
ぼ
れ
る
出
る
赤
は
男
性
の

心
を
探
り
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。

エ
ロ
ス
と
赤
の
文
化
が
結
び

つ
い
た
例
は
、
絵

画
、
文
学

、
映
画
な
ど
に
数
多
く
み
ら
れ

、
江
戸

時
代
の
枕
絵
に
は
、
除
災
　
招
福
の
赤
に
包
ま
れ

安
心
し
て
性
の
悦
楽
を
堪
能
し
て
い
る
図
が
描
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
は

、
将
に

「
赤

、
性

、
美

、
愛

が
融
合
し
た
世
界

」
で
あ
り

、
大
古
の
人
類
が
育

ん
だ
性
器
表
示
の
赤
化
粧
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。

③
　
あ
と
が
き

振
り
返

っ
て
み
る
と
、
裸

の
猿
に
な

っ
た
人
類

は
、
遅
く
て
も
初
期
原
人
の
時
代
に
、
泥
上
に
よ

る
日
焼
け
防
御
の
化
粧

、
次

い
で
赤
土
使
用
の
呪

術
化
粧
を
施
し
た
。
前
期
旧
石
器
時
代
に
は
性
器

表
示
の
赤
化
粧
を
分
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
中
期

旧
石
器
時
代
以
前
の
頃
か
ら
美
的
感
覚
発
祥

の
兆

し
が
み
ら
れ

、
後
期
旧
石
器
時
代
初
頭
　
現
代
型

ホ
モ
　
サ
ピ
エ
ン
ス
発
祥

の
頃
ま
で
に
は
、
美
を

演
出
す
る
化
粧
が
誕
生
し
た
。
さ
ら
に

、
衣
服
着

用
が
進
む
に

つ
れ
て
、
性
器
表
示
の
化
粧
は
表
退

の
道
を
歩
ん
だ
が

、
現
代
に
お
い
て
も

、
そ
の
残

映
は
赤

の
文
化

の
中
に
包
み
こ
ま
れ
″
、
い
た
の
で

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ｆ

）

※
会
員

の
活
動

☆
新
井
宏
氏
講
演
会

Ｈ
時

　

一
月
ニ
ト
ｌｉ
Ｈ

（
日

）
午
後

＾
時
―
の
分

会
場
　
文
化
シ
ャ
ッ
タ
ー
榊
Ｂ
Ｘ
ビ
ル

演
題

　

‐
歴
博
　
］灰
素
１４
年
に
よ
る
年
代
遡
Ｌ
論

の
問
題
点

‐

参
加
費
　
千
五
百
円
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に
結
び

つ
い
て
い
た
か
調
べ
て
み
よ
う

。

呪
術
か
ら
発
展
し
た
宗
教
界
に
は

、
魔
除
け
と

自
由
執
筆

サ

ブ

プ

ラ

イ

ム

問

題
新

井

　

　

宏

韓
国
の
都
市
に
は
、
や
や
古
び
た

一
戸
建
て
の

住
居
が
あ
る
に
は
あ
る
が
、
大
部
分
は
高
層
集
合

住
宅
で
あ
る
。
全
国
ベ
ー
ス
で
既
に
、
半
数
以
上

が
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
暮
ら
し
で
、
私
も
大

学
が
準
備
し
て
く
れ
た
二
十
二
坪
型
ア
パ
ー
ト
に

住
ん
で
い
た
。

韓
国
の
集
合
住
宅
は
、
二
十
五
坪
型
、
三
十
三

坪
型
、
四
十
四
型
、
五
十

一
坪
型
が
標
準
で
、
日

本
よ
り
も
は
る
か
に
広
い
が
、
私
の
場
合
は
、
単

身
赴
任
で
も
あ
り
、
築
後
五
年
ほ
ど
の
チ
ョ
ン
セ

方
式
の
ア
パ
ー
ト
で
あ

っ
た
。
チ
ョ
ン
セ
方
式
と

言
う
の
は
、
売
買
価
格
の
七
割
程
度
を
家
主
に
供

託
す
る
と
、
契
約
期
間

（
通
常
二
年
間

）
は
、
家

賃
な
し
で
住
め
、
契
約
終
了
時
に
は
、
供
託
金
が

ま
る
ま
る
戻

っ
て
く
る
仕
組
み
で
あ
る
。

実
に
不
思
議
な
仕
組
み
で
あ
る
が
、
理
由
は
簡

単
で
あ
る
。
中
古
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
が
毎

年
値
上
が
り
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
チ
ョ
ン
セ

の
家
主
は
、
購
入
価
格
の
三
割
だ
け
準
備
す
れ
ば
、

値
上
が
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

れ
て

い
る

。
こ
れ
は

、
将
に

「

が
融
合
し

た
世
界

‐
で
あ
り

、
赤

、
性

、
美

、
愛

大
古

の
人
類
が
育
　
　
参
加
費

実
際
に
即
し
て
言
う
と
、
私
が
入

っ
た
ア
パ
ー

ト
の
売
買
価
格
は
当
初
五
百
万
円
で
あ

っ
た
が
、

七
年
後
に
は
千
万
円
と
三
倍
に
な

っ
て
い
た
◇
だ

か
ら
、
も
し
大
学
で
ア
パ
ー
ト
を
準
備
し
て
く
れ

な
か

っ
た
ら
、
五
百
万
円
で
買

っ
て
七
年
間
タ
ダ

で
住
み
、
千
万
円
で
売

っ
て
五
百
万
円
儲
け
る
こ

と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

、
チ

ョ
ン

セ
の
家
主
な
ら
百
五
十
万
円
の
投
資
で
、
七
年
間

で
五
百
万
円
儲
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

実
は
、
ア
メ
リ
カ
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
問
題
も
同

じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
中
古
住
宅
が
値
上
が
り
す

る
と
い
う
計
算
の
上
で
、
新
築
し
た
家
屋
を
担
保

に
融
資
を
受
け
、
値
上
が
り
を
待

っ
て
、
更
に
融

資
を
受
け
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
、

無

一
文
、
無
収
入
で
も
家
が
持
て
る
。

そ
も
そ
も
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
は

「
非
優
良
者

」
を

意
味
す
る
。
融
資
の
優
良
適
格
条
件
を
プ
ラ
イ
ム

と
言
う
な
ら
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
は
融
資
不
適
格
者

の
こ
と
を
婉
曲
に
言

っ
た
表
現
で
あ
る
。
当
然
、

サ
ラ
金
ほ
ど
で
は
な

い
に
し
て
も
金
利
が
高

い
◇

米
国
の
禿
た
か
金
融
専
門
家
は
、
こ
の
高
金
利

の
債
権
を

一
般
の
優
良
債
権
と
組
み
合
わ
せ
て
新

ら
し
く
高
金
利

の
金
融
商
品
と
し
て
発
売
し

、
そ

の
上

、
こ
の
金
融
商
品
が

、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
商
品

す
な
わ
ち
先
物
取
引

の
よ
う
な
投
機
性
の
高

い
商

品
と
し
て
世
界
中
を
か
け
め
ぐ

っ
た
の
で
あ
る

。

そ
も
そ
も
中
古
住
宅
が
値
ｌｆ．が
り
し
続
け
る
わ

け
が
無

い
。
次

々
に
す
ブ
プ
ラ
イ
ム
融
資
を
行
い
、

マ
ル
チ
商
法
的
に
回
転
し
て
い
る
う
ち
は
値
上
が

り
が
続

い
て
も

、
値
上
が
り
が
止
ま

っ
た
途
端
、

坂
を
転
が
り
落
ち
る
し
か
な

い
。

マ
ル
チ
商
法
と
言
え
ば

、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
債
権

を
他
の
債
権
と
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
も

、
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
そ
の
も
の
に
も

、
マ
ル
チ
商
法
的
で

あ
る
。
金
融
商
品
の
売
買
と
い
う
の
は
、
ゼ

ロ
サ

ム
の
ゲ
ー
ム
、
す
な
わ
ち
儲
け
た
者
が

い
れ
ば
そ

の
分
だ
け
損
を
す
る
者
が

い
て
、
全
体
と
し
て
は

絶
対
に
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
は
有
り
え
な

い
ゲ
ー

ム
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
物
取
引

の
歴
史
は

一
七
三
〇
年

に
江
戸
幕
府
が

、
大
阪
堂
島
米
相
場
会
所
に
対
し

米

の
先
物
取
引
を
許
可
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
．

こ
れ
以
前
に
も

、
大
阪
や

ロ
ン
ド
ン
、
ア
ン
ト
ワ

ー
プ
で
も
先
物
取
引
的
な
も

の
は
あ

っ
た
が

、
近

代
的
な
商
品
先
物
取
引
の
晴
矢
は
堂
島
米
会
所
で

あ
り
、
シ
カ
ゴ
の
商
品
取
引
は

一
人
四
八
年
か
ら

で
あ
る
。
大
名
達
が
青
田
の
内
に
米
を
売
り
わ
た

し
、
借
金
地
獄
に
陥

っ
た
の
も
、
飢
饉
に
際
し
て

百
姓
だ
け
に
餓
死
者
が
続
出
し
た
の
も
こ
の
先
物

取
引
と
無
関
係
で
は
な
い
。

の
F問
五 題
百 点
II]|
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自
由
執
筆

天

竜

川

水

系

の

銅

鉱

山

と

三

遠

式

銅

鐸

中

山

　

喬

央

私
の
亡
き
母
の
実
家
は
天
竜
川
が
大
平
洋
に
注

ぐ
河
口
西
岸
域
の
浜
松
市

・
長
田
町
に
あ
る
。
お

ふ
く
ろ
の
在
所
に
は
よ
く
遊
び
に
行

っ
た
し
、
そ

の
懐
か
し
い
思
い
出
は
原
風
景
と
し
て
心
に
深
く

焼
き
つ
い
て
い
る
。

だ
か
ら
天
竜
川
の
中
流
域
、
佐
久
間
ダ
ム
の
近

く
に
あ
る
久
根
鉱
山
の
こ
と
は
知

っ
て
い
た
。

一
方
銀
行
定
年
退
職
後
始
め
た
考
古
学
の
勉
強

で
、
弥
生
後
期
の
初
頭
の
頃
、
同
型
式
の
銅
鐸
が

愛
知
県
東
部
の
三
河
と
静
岡
県
西
部
の
遠
江
で
多

数
見

つ
か
っ
て
お
り
、
三
河
と
遠
江
の
頭
文
字
を

と

っ
て
三
遠
式
銅
鐸
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
知

っ
た
。

と
こ
ろ
が
最
近
新
井
さ
ん
か
ら

『
鉱
山
地
質
』

３２
巻

「
日
本
列
島
の
鉱
床
鉛
同
位
体
比

」
の
資
料

を
提
供
し
て
い
た
だ
き

、
そ
の
中
に
久
根
鉱
山
と

同
じ
く
天
竜
川
水
系
に
存
在
す
る
大
井
鉱
山
の
鉛

同
位
体
比
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
事
か
ら
、
掲
題

の

鉱
山
と
銅
鐸
に
結
び

つ
き
が
あ
る
の
で
は
と
考
え

る
に
い
た

っ
た
。

そ
の
鍵
は
大
井
鉱
山
の
鉛
同
位
体
比
指
数

の
う

ち
器
ｇ
σ
を
８
〓
０
で
除
し
た
指
数
が
ミ
ニ
８
、

式
二
重
と
、
従
来
測
定
さ
れ
て
き
た
日
本
列
島
の

鉛
同
位
体
比
指
数
の
な
か
で
は
最
低
数
値
を
示
し

、

三
遠
式
銅
鐸

の
こ
の
指
数
式
ふ
８
７
式

ヽ
お
を
下

回

っ
た
こ
と
に
あ
る
。

こ
れ
以
前

の
こ
れ
に
関
係
す
る
日
本
列
島
産
鉛

同
位
体
比
指
数
の
最
低
数
値
は
、
２
Φ
秋
田
県

太
良
鉱
山
の
式
ミ
三
で
他
に
１７
台
の
数
値
を
示
す

も
の
が
な
く
、
従

っ
て
他
の
指
数
が
合
致
し
て
も

、

日
本
列
島
産
の
鉛
を
使
用
し
た
と
い
う
こ
と
が
立

証
で
き
な
か

っ
た
◇

一
方
朝
鮮
半
島
産

、
中
国
大
陸
産

の
も

の
に
は

‐７
台
及
び
１６
台
の
指
数
を
示
す
も

の
は
あ

っ
た
が

、

肝
腎
の
Ａ
式
図
関
係

の
数
値
が
離
れ
て
お
り
、
何

れ
の
も
の
か
特
定
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
大
井
鉱
山

の
指
数
が
明
ら
か
に
な

っ
た
事
に
よ
り

、
他

の
勘
案
条
件
で
あ
る
交
易
の

流
れ
と
か
文
化
の
交
流
等

、
様

々
な
複
合
的
要
因

が
符
合
す
る
日
本
列
島
産
の
銅
鉱
石
を
使
用
し
た

可
能
性
を
解
明
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
三
遠
式
銅
鐸
の
Ａ
式
図
関
連

の
導
ミ

ゆ
〇
〇
　
いは
〇
　
∞
「
い
い
うイ
〇
　
∞
「
Ｎ
一
、　
い
〇
∞
ヽ
い
〇
〇
　
ぶ″
い
・
一
Φ
∞
ヽ

′
い
お
２
で
あ
る
が

、
こ
れ
に
最
も
近

い
も

の
と

し
て
２
の
大
良

・
秋
田
と
認
茂
住

・
神
岡
の
平
均

値
Ｖ
貿
３
と
り
お
器
が
あ
る
。

次
い
で
、
Ｂ
式
図
関
連
数
値
は
三
遠
式
銅
鐸
が

い
『
・Φ
∞
の
，‘
一
「
　
Ｎ
ヽ
〇
、　
一
い
　
い
い
「
，√
一
い
・い
ヽ
Φ
、　
∞
∞
・ω
Ｏ
一

′
８
二
〓
で
あ
る
の
に
対
し

、
ざ
大
井

・
静
岡
を

二
割
、
２
Φ
大
良

・
秋
田
と
認
茂
住

・
神
岡
の
平

均
値
を
八
割
に
し
て
算
出
す
る
と
、
ミ
ミ
安
、

ご
ふ
郎
、
８
お
こ
と
三
指
数
が
そ
ろ

っ
て
ほ
ぼ
符

合
し
、
三
遠
式
鋼
鐸
の
地
元
に
あ
る
鉱
山
の
銅
を

使
用
し
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が

っ
て
き
た
の

で
あ
る
。

こ
の
天
竜
川
水
系
の
銅
鉱
山
に

つ
き
若
千
説
明

す
る
。

○
久
根
本
山
―
結
晶
片
岩
中

、
合
銅
硫
化
鉄
鉱

。

銅
■
ｏ
′
「
ｏ
％
、
硫
黄
８
７
８
％
、
軽
少
の
亜

鉛

、
磁
鉄
鉱

、
コ
バ
ル
ト
（
銀
等
を
含
む
鉱
床
の

幅
員
、
広

い
所
約
４
０

ｍ
、
延
長
約
３
０
０

ｍ
、

深
さ
約
６
０
０

ｍ
。

○
大
井
鉱
山
―
結
晶
片
岩
中

、
銅
品
位
約
や
ｏ
％
、

幅
Ю

い
。

○
峯
之
沢
鉱
山
―
結
晶
片
岩

、
含
鋼
硫
化
鉄
鉱
床

、

銅
？
∞
％
、
硫
黄
８
％
の
原
鉱

。

○
そ
の
他
―
高
速
鉱
山

（
キ
ー
ス
ラ
ー
ガ
ー
鉱
床

で
銅
を
採
掘

）
、
赤
石
鉱
山

（
銅
を
採
掘

）
、
大

野
鉱
山

（
鉱
床
幅
３０

ｍ
の
銅
鉱
山

）
、
名
合
支
山
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′ ざ

同
位
体
比
が
掲
載
さ
れ

て
い
た
事
か
ら

、
掲
題

の

鉱
山
と
銅
鐸
に
結
び

つ
き
が
あ
る

の
で
は
と
考
え

（
久
根
鉱
山
と

一
体
）
等
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
当
時
の
銅
鉱
石
の

流
れ
と
鋼
鐸
の
出
土
状
況
そ
の
他
の
地
域
動
向
を

考
え
る
と
非
常
に
整
合
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
天
竜
川
水
系
の
鉱
山
で
採
掘
さ
れ
た

鉱
石
の

一
つ
の
流
れ
は
、
遠
州
森
町
に
流
れ
、
そ

こ
で
荒
銅
等
に
加
工
さ
れ
て
大
田
川
経
由
で
東
国

に
流
れ
た
。
森
町
史
通
史
編
上
巻
８
∞
頁
に
は
、

『
世
代
万
季
』

「
西
金
谷
八
幡
は
大
社
に
て
田
辺

九
郎
右
衛
門
と
申
す
鋳
物
師
あ
り
、
大
宝
二
年

（
七
〇
二
）
壬
寅
、
本
郷
長
福
寺
鐘
を
鋳
候
」
と

い
う
記
載
が
あ
る
。
ま
た
銅
鐸
は
掛
川
と
敷
地
で

出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
列
島
東
端
の
も
の

で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
銅
鉱
石
の
流
れ
は
、
鹿
島
か
ら
都

田
川
の
方
向
に
向
か
っ
た
。
こ
ち
ら
で
は

「
銅
鐸

の
谷
」
と
し
て
全
国
に
知
ら
れ
て
い
る
地
点
が
あ

る
よ
う
に
、
都
田
川
流
域
の
狭
い
谷
間
で
多
数
の

銅
鐸
が
出
土
し
て
い
る
。
更
に
こ
の
地
は
、
南
北

朝
時
代
井
伊
氏
が
宗
良
親
王
を
奉
し
て
、
圧
倒
的

に
優
位
な
北
朝
の
大
軍
に
頑
強
に
抗
戦
し
た
こ
と

で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
力
の
源
泉
は
、
井

伊
氏
が
天
竜
川
水
系
の
銅
鉱
山
の
流
通
経
路
を
抑

え
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
る
と
大
変
整

合
性
が
あ
る
。

は
，

銘
３
′
ｏ
銘
〓

、
８
錠
器
Φ
が
ド
ぶ
慧

ぶ
２
で
あ
る
が

、
こ
れ
に
最
も
近

い
も

の
と

自
由
執
筆

「
黒

小

丸

」

随

想

　

０

高

橋

　

由

貴

彦

…
私
は
或
る
茶
会
に
呼
ば
れ
て
味
噌
汁
を
出
さ

れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
が
、
い
つ
も
何
ん
で
も
な
く

た
べ
て
い
た
あ
の
ど
ろ
ど
ろ
の
赤
土
色
を
し
た
汁

が
、
覚
東
な
い
蝋
燭
の
あ
か
り
の
下
で
、
黒
う
る

し
の
椀
に
澱
ん
で
い
る
の
を
見
る
と
、
実
に
深
み

の
あ
る
、
う
ま
そ
う
な
色
を
し
て
い
る
の
で
あ

っ

た
」
と
。

長
い
引
用
だ
が
全
く
そ
の
と
お
り
で
見
事
黒
小

丸
の
美
を
言
い
当
て
て
い
る
。

懐
石

（
茶
懐
石
）
は
利
休
が
確
立
し
た
化
茶
の

茶
事
と
し
て
空
腹
を
し
の
ぐ
た
め
の
食
事
作
法
で

一
汁
二
菜
か

一
汁
三
菜

（
汁
、
向
付
、
煮
物
椀
、

焼
物

）
が
基
本
で
、
そ
れ
に
小
吸
物
、
人
寸

（
酒

の
肴
）
と
最
後
に
湯
斗
と
香
の
物
で
終
わ
る
。
た

だ
当
節
は
預
鉢
や
強
肴
な
ど
が
加
わ

っ
て
い
る
。

一
方
会
席
と
称
す
る
酒
の
た
め
の
宴
席
料
理
が

あ
る
。
室
町
時
代
に
誕
生
し
た
接
待
目
的
の

「
本

膳
料
理
」
の
豪
華
絢
爛
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
、

江
戸
中
期
の
明
和

・
天
明
に
は
こ
れ
ら
料
亭
は
繁

盛
し
た
。
な
か
で
も
趣
味
人
の
升
屋
喜
右
衛
門
が

で
銅
を
採
掘

）
、
赤
石
鉱
山

（
銅
を
採
掘

）
、
大

野
鉱
山

（
鉱
床
幅

３０

ｍ
の
銅
鉱
山

）
、
名
合
支
山

主
人
の
、
当
時
海
岸
の
州
崎
の

「
升
屋
」

（
現

・

本
場

一
丁
目
あ
た
り

）
は
、
通
人
、
藩
名
代
の
接

待
場
と
し
て
栄
え
、
寛
政
三
年
の
大
津
波
で
衰
退

し
て
か
ら
は
、
か
の
有
名
な
八
百
屋
の
善
四
郎
の

「
八
百
善
」
や
、
深
川
大
橋

（
現

・
新
大
橋

）
の

「
平
清
」
が
登
場
す
る
。
中
で
も

「
八
百
善
」
は
、

大
川
か
ら
山
谷
堀
ま
で
ち
ょ
き
舟
で
き
て
、
日
本

堤
か
ら
新
吉
原
に
遊
ぶ
最
も
豪
勢
な
み
ち
の
途
中

に
あ

っ
た
。
そ
れ
は
舟
を
お
り
る
新
鳥
越
橋
の
た

も
と
に
あ

っ
た
た
め
、
い
き
お
い
大
繁
盛
を
極
め

た
ら
し
い

（
現

・
今
戸
の
台
東
商
高
あ
た
り

）
◇

あ
の
有
名
な
話
の
種
に
な

っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、

当
時
め
ず
ら
し
か

っ
た
瓜
と
茄
子
の
粕
漬
け
、
宇

治
の
玉
露
の
お
茶
に
、
玉
川
上
水
の
取
水
回
の
汲

み
た
て
の
水
で
出
し
た

「
茶
漬
け
」
が

一
両
三
分

と
い
う
か
ら
、
さ
き
に
騒
が
れ
た

「
吉
兆
」
と
て

も
顔
色
な
か
ろ
う
。
例
の
魯
山
人
の

「
星
岡
茶
寮
」

（
現

・
山
王
の
キ
ャ
ピ
ト
ル
東
急
ホ
テ
ル
あ
た
り
）

も
こ
の
流
れ
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

先
頃
の
ミ
シ
ュ
ラ
ン
ガ
イ
ド
の
格
付
け
で
、
一彙

奢
な
会
席
料
理
だ
け
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
の

は
考
え
も
の
だ
。

話
を
黒
小
丸
に
戻
そ
う
。

ゆ
っ
く
り
し
た
休
日
。
狭
い
我
が
家
な
が
ら
、

食
卓
に
懐
石
膳
を
置
き
、
照
明
を
ベ
ン
ダ
ン
ト
式
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に
し
て
調
光
器
で
電
工
を
落
と
す
。
さ
ｒ，
に
蝋
燭

替
わ
り
の
石
油
ラ
ン
プ
で
補
光
し
た
あ
か
り
の
ト

で
の

一
汁
二
菜
を
演
じ
な
が
ら
、
粗
末
な
内
容

の

我
が

『
陰
騎
礼
讃

』
を
楽
し
ん
で
見
て
、
い
ま
さ

ら
な
が
ら
日
本
の
幽
玄
さ
を
再
発
見
し
た
次
第
で

あ
る
。

お
大
尽
族
は
別
と
し
て
、
普
通

の
日
本
人
は
粗

食

の
中
で
美
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
最
近
の
マ

ス
コ
ミ
が
騒
ぐ
豪
華
な
飽
食
風
潮
に
は
、
憤
り
を

込
め
て
の
苦
言
を
呈
し
た
い
。
馬
鹿
ら
し

い
。

谷
崎
は

『
陰
騎
礼
讃

』
の
最
後
に

「
柿

の
葉
鮨

」

の
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
吉
野
の
山
奥
が
生
ん
だ

珍
味
で
あ
る
。
自
洲
正
子
も
絶
賛
し
て
い
る
の
で

た
び
た
び
私
も
試
み
、
黒
小
丸
の
飯
椀
に
い
れ
て

食
べ
る
。

簡
単
に
言
う
と
、
米

一
升
に
対
し
酒

一
合
の
割

で
飯
を
炊
く

。
酒
は
飯
が
噴

い
て
か
ら
い
れ
る
。

冷
ま
し
た
酒
飯
を
手
に
塩
だ
け
を

つ
け
、
削

い
だ

荒
巻
鮭
を
う
え
に
の
せ
握
る
。
そ
れ
を
柿

の
葉

の

表
を
飯
側
に
し
て
巻
き

、
乾

い
た
お
櫃
に
な
ら
べ

て
お
重
し
を
載
せ
、　
一
日
置
く
と
絶
妙
な

「
柿
の

葉
鮨

」
が
出
来
上
が
る
。
食
す
る
時
に
少
し
の
酢

を
蓼

の
葉
で
振
り
掛
け
る
。
握
る
時
は
水
気
が
人

っ
て
は
な
ら
な
い
と
あ
る
。
私
の
体
験
で
は
塩
の

手
が
飯
だ
ら
け
に
な
る
の
で
酢
水
で
掌
を
濡
ら
し

て
か
ら
握
る
。
鮭
は
刺
身
用

の
切
り
身
を

一
塩
し

た
も
の
で
試
み
て
い
ろ
‘
谷
崎
の
言
う
よ
う
に
柿

の
葉

の
香
り
が
鮨
を
包
み
、
絶
妙
な
味
に
か
わ
る

の
は
不
思
議
な
事
だ

。
谷
崎
は

「
都
会
人
が
想
像

だ
に
し
な
か

っ
た
見
事
な
田
合
の
替
（沢
な
味
だ

・

と
細
か
な
作
り
方
を
そ
え
て
紹
介
し
て
い
る
。

家
内
の
里
は
山
形
の
庄
内
で
あ
る
。
こ
の
庄
内

地
方
に
も
変
わ

っ
た
鮨
が
か

つ
て
あ

っ
た
。

「
か

ゆ
寿
司

」
と
い
う

。
じ

つ
は
こ
の
風
変
わ
り
な
鮨

は
な
ぜ
か
戦
後

の
食
料
難
の
時
期
に
全
く
途
絶
え

て
し
ま

っ
た
ら
し

い
。

先
日
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
酒
田
の
本
間
家
に

つ
た
え
ら
れ

た
幻
の

「
か
ゆ
寿
司

」
の
想
像
の
再
現
の
話
が
紹

介
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
作
り
方
は
、
飯
と
飯
の
三
分
の

一
の
酒
と

椛
を
小
甕
に
い
れ

、
塩
少

々
か
け
て
二
日
か
ら

一

週
間
矩
撻

の
中
程
の
温
度
に
保
ち
発
酵
さ
せ
る
。

甕
は

一
日
に
数
回
か
き
混
ぜ
て
、
酸
素
を
補
給
さ

せ
な
が
ら
発
酵
を
う
な
が
す

。
か
ゆ
と
な

っ
た
酒

か
け
飯
は

、
甘
酸

っ
ぱ
い
寿
司
が
ゆ
に
変
わ

っ
て

い
る
。
そ
こ
へ

「
数

の
子

」

「
人
参

」

「
ギ

ン
ナ

ン
」

「
こ
ん
ぶ
」

「
ゆ
ず

」
を
細
切
り
に
し
て
い

れ
て

一
日
味
を
な
し
ま
せ
て
出
来
上
が
り
。

早
速
試
し
て
見
た
。
こ
れ
も
奥
深

い
北
国
が
生

ん
だ
贅
沢
な
田
合
の
味
だ
。
家
内
の
覚
え
で
は
、

食
べ
る
直
前
に
と
れ
た
て
の
生

の
鮭
を
入
れ
た
と

い

つヽ
。

家
内
も
私
同
様

、
幼
な
か

っ
た
遠

い
昔
を
思

い

出
し
て
い
た
よ
う
だ

っ
た
。

事
務
局
だ
よ
り

一

※
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す

。

今
年
も
史
遊
会

の
創
立
精
神

「
独
断
と
偏
見

」

を
モ
ッ
ト
ー
に
、　
一
年
を
無
事
に
過
し
た
い
と
希

っ
て
い
ま
す
。

※

「
史
遊
会

」
の
四
冊
目
の
エ
ッ
セ
イ
集
の
原
稿

締
切
り
が
二
月
末
に
迫

っ
た
き
ま
し
た
。
準
備
の

方
は
進
ん
で
い
る
で
し

ょ
う
か
。
総
会
で
話
題
に

な
る
と
は
思

い
ま
す
が

、
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た

し
ま
す

。

ま
た

「
史
遊
会
通
信

」
合
本
の
手
配
も
は
じ
め

て
お
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
四
月
あ
た
り
を
目
途

に
し
て
い
ま
す
。
大
幅
な
修
正
は
で
き
ま
せ
ん
が

、

文
字
の
訂
正
く
ら

い
な
ら
可
能
で
す
の
で
、
お
申

し
出
＜
だ
さ

い
。

※

一
月
は
前
期
会
費
の
納
人
月
で
す

。
会
員
の
方

は

、
前
期
分
九
千
円
を
お
納
め
願

い
ま
す
。


