
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
歌
麿
成
功
史

よ
仏
待
。
レ
ヒ
久
々

ゴ
ン
ク

l
ル
賞
と
い
え
ば
、
世
界
で
最
も
有

名
な
文
学
賞
の
ひ
と
つ
だ
が
、
そ
の
由
来
と
な

っ
た
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
者
、
ゴ
ン
ク

ー
ル
兄
弟
と
歌
麿
と
の
因
縁
に
も
ま
た
浅
か
ら

ぬ
も
の
が
あ
る
。
実
際
、
北
斎
の
み
な
ら
ず
、

彼
と
な
ら
ぶ
浮
世
絵
師
と
し
て
、
歌
麿
の
名
を

西
欧
人
の
記
憶
に
刻
ん
だ
の
は
、
や
は
り
ゴ
ン

ク
ー
ル
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
功
績
で
あ
ろ
う
。

こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
永
井
荷

風
の
紹
介
を
始
め
と
し
て
、
後
藤
末
雄
、
小
林

太
市
郎
ら
先
学
の
研
究
が
あ
り
、
最
近
で
は
ボ

ロ
!
ニ
ャ
大
学
の
ぺ
テ
ル
ノ
ッ
リ
博
士
が
詳
細

な
研
究
を
公
表
さ
れ
て
い
る
(
『
ジ
ャ
ポ
ネ
ズ
リ

l
研
究
学
会
報
』
第
六
号
、
一
九
八
六
な
ど
)
。
そ

れ
ら
を
参
照
し
つ
つ
、
以
下
簡
単
に
復
習
し
て

み
た
い
。か

お
た
ま
ろ
d

登
場

段
取
り
と
し
て
、

ま
ず
歌
麿
と
い
う
名
前
が

浮
上
す
る
様
子
を
概
観
し
よ
う
。
歌
麿
の
作
品

と
お
ぼ
し
き
品
は
、
既
に
十
九
世
紀
初
頭
か
ら

西
欧
に
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
。
ヤ
ン
・
コ
ッ

ク
・
プ
ロ
ン
ホ
ブ
(
一
七
七
九
1
一
八
五
三
)
は
一

八
一
七
年
か
ら
六
年
間
長
崎
出
島
に
滞
在
し
た

オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
だ
が
、
そ
の
家
族
の
遺
品

売
り
立
て
カ
タ
ロ
グ
(
一
九

O
七
)
に
「
同
芹
ω'

宮
司
m
O
E
ω
-
B
R
C」
の
名
で
「
折
り
紙
を
す

る
子
供
と
い
る
若
い
女
性
、
子
供
と
三
味
線
を

鳴
ら
す
若
い
女
。
後
刷
り
」
と
見
え
る
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
存
在

す
る
他
の
画
家
が
、
英
山
、
英
泉
、
北
斎
、
岳

亭
、
豊
園
、
国
貞
お
よ
び
国
芳
、
と
い
ず
れ
も

十
九
世
紀
前
半
に
存
命
の
画
家
た
ち
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
ペ
テ
ル
ノ
ッ
リ
博
士
は
、
歌
麿
と
い

う
の
も
二
代
目
の
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
疑
っ

て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
有
名
な
ラ
イ
デ
ン

国
立
民
族
学
博
物
館
の
シ

l
ボ
ル
ト
・
コ
レ
ク

え
ほ
ん
む
し
え
ら
み

シ
ョ
ン
に
も
歌
麿
の
『
画
本
虫
撰
』
が
存
在
す

る
し
、
早
く
も
一
八
六
一
年
に
こ
の
蒐
集
を
フ

本を通じて江戸吉原への幻想

ない」と

稲
賀
繁
美

ラ
ン
ス
の
ゴ
ン
ク

l
ル
兄
弟
が
訪
れ
て
い
る
こ

と
が
、
そ
の
『
日
記
』
(
九
月
十
四
日
)
か
ら
確

認
で
き
る
。
「
シ

l
ボ
ル
ト
博
物
館
、
日
本
の

芸
術
家
た
ち
の
墨
で
描
い
た
ク
ロ
ッ
キ
ー
も
ど

き
。
こ
れ
は
エ
ス
プ
リ
も
効
い
て
い
る
し
、
墨

跡
も
フ
ラ
ゴ
ナ

l
ル
の
ビ
ス
ト
ロ
(
煤
と
ゴ
ム

を
溶
い
た
濃
褐
色
の
水
性
絵
の
具
)
ば
り
の
画
趣
ゆ

た
か
な
も
の
だ
」

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
歌
麿

と
い
う
特
定
の
芸
術
家
が
注
目
を
集
め
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
一
八
六

0
年
代
か
ら
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
を
席
巻
し
た
、
日
本
美
術
の
流
行
、
い
わ

ゆ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
な
か
で
、
も
っ
ぱ
ら
引

き
合
い
に
出
さ
れ
た
名
前
と
い
え
ば
、
や
は
り

北
斎
で
あ
り
、
歌
麿
の
存
在
に
西
欧
の
愛
好
家

た
ち
が
注
目
し
始
め
る
に
は
、
八

0
年
代
を
待

た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
、

す
で
に
一
八
七
一

1
七
二
年
に
日
本
旅
行
を
果

し
て
い
た
、
美
術
批
評
家
テ
オ
ド
ー
ル
・
デ
ユ

レ
(
一
八
三
八
(
)
一
九
二
七
)
で
あ
る
。

... 圃--

今
日
な
お
斯
界
の
権
威
と
目
さ
れ
る
有
力
な

美
術
雑
誌
『
ガ
ゼ
ッ
ト
・
デ
・
ボ
ザ

l
ル
』
に
、

デ
ュ
レ
は
一
八
八
二
年
、
「
北
斎
、
日
本
の
挿

絵
本
と
印
刷
画
譜
」
と
題
す
る
論
文
を
発
表
し

た
。
そ
こ
に
は
、
「
よ
す
け
・
て
・
は
る
あ
き
ら
L

と
称
す
る
、
年
代
か
ら
し
て
春
信
ら
し
い
が
、

春
章
と
も
混
同
し
た
も
の
ら
し
い
画
家
と
と
も

｢ヨーロッパ歌麿成功史｣ とんぼの本『歌麿』 講談社 1991年7月20日 pp.102-108.



問
間
取
り
と
し
て
.

ま
ず
歌
麿
と
い
う
名
前
が

る
し
、
早
く
も

一
八
六

一
年
に
こ
の
蒐
集
を
フ

r吉原青後年中行事」より「後朝きぬぎぬの図」一一ゴンクールは歌麿を愛し、その錦絵や絵本を通じて江戸吉原への幻想
をふくらませていった。彼は言う「青後の遊女は我々の国の淫売婦のような下等な淫売婦ではない」と

レ
(
一
/
三
八
{
}
一
九
二
七
)
で
あ
る

E

今
日
な
お
斯
界
の
権
威
と
目
さ
れ
る
有
力
な

美
術
雑
誌

『ガ
ゼ
ッ
ト

・
デ

・
ボ
ザ

l
ル
』
に、

デ
ュ
レ
は
一
八
八
二
年
、
「
北
斎
、
日
本
の
挿

絵
本
と
印
刷
画
譜
」
と
題
す
る
論
文
を
発
表
し

た
。
そ
こ
に
は
、
「
よ
す
け
・
て
・は
る
あ
き
ら
」

と
称
す
る
、
年
代
か
ら
し
て
春
信
ら
し
い
が
、

春
章
と
も
混
同
し
た
も
の
ら
し
い
画
家
と
と
も

に
「
お
た
ま
ろ
」
が
初
登
場
し
、
筆
者
は
そ
の

「
大
判
の
婦
人
の
す
ら
り
と
し
た
輪
郭
と
極
度

の
洗
練
」
を
称
賛
す
る
。
た
だ
し
、
題
目
か
ら

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
筆
者
の
本
題
は
あ
く
ま

で
北
斎
に
あ
る
。
い
ま
だ
西
欧
で
は
知
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
絵
師
の
名
前
を
並
べ
た
て
て
、
自

ら
の
新
知
識
を
ひ
け
ら
か
す
つ
い
で
に
、
か
れ

ら
を
先
駆
者
と
し
て
、
北
斎
に
至
る
浮
世
絵
の

前
史
に
位
置
づ
け
、
歴
史
的
展
望
を
描
こ
う
と

の
野
心
も
明
ら
か
だ
。
デ
ュ
レ
い
わ
く
、
春
信

が
淡
色
の
赤
を
用
い
て
色
摺
り
木
版
に
先
鞭
を

付
け
た
。
つ
ぎ
に
歌
麿
は
、
構
図
ご
と
に
変
化

に
富
ん
だ
色
彩
を
多
数
導
入
し
、
「
こ
れ
以
降
、

多
色
摺
り
が
完
全
に
開
花
し
て
ヘ
十
九
世
紀

を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
西
欧
が
そ
の
代
表
者

と
見
な
す
画
家
こ
そ
北
斎
な
の
で
あ
る
、
と
。

つ
ま
り
、
デ
ュ
レ
は
、
色
彩
の
鮮
度
と
多
様
さ

と
を
基
準
と
し
て
、
い
わ
ば
浮
世
絵
版
画
の
芸

術
的
展
開
を
編
年
的
に
跡
づ
け
よ
う
と
し
た
わ

ァ
だ
。

103 



デ
ュ
レ
の
合
理
主
義
的
・
実
証
主
義
的
解
釈

に
一
種
の
進
化
論
的
発
展
史
観
を
見
抜
く
の
は
、

た
や
す
い
。
は
た
し
て
、
デ
ュ
レ
は
同
じ
論
文

で
、
「
色
彩
に
関
し
て
言
え
ば
、
芸
術
が
発
展

す
る
に
従
い
、
十
九
世
紀
前
半
の
国
芳
、
二
世

豊
国
に
至
っ
て
、
最
も
輝
か
し
く
、
究
極
の
強

度
が
実
現
さ
れ
た
」
と
主
張
す
る
。
中
間
色
も

な
く
直
に
併
置
さ
れ
た
原
色
の
戯
れ
が
、
け
ば

け
ば
し
き
ゃ
不
調
和
に
陥
る
こ
と
な
く
詣
調
を

奏
で
る
さ
ま
に
、
デ
ュ
レ
は
浮
世
絵
最
後
の
達

成
を
見
る
。
色
彩
派
偏
愛
の
解
釈
と
い
う
べ
き

だ
が
、
こ
れ
は
ゴ
ン
ク

l
ル
兄
弟
が
一
八
六
六

年
に
執
筆
し
た
、
画
家
を
主
人
公
と
す
る
小
説

『
マ
ネ
ッ
ト
・
サ
ロ
モ
ン
』
に
見
え
る
浮
世
絵
観

と
も
一
致
す
る
。
実
際
デ
ュ
レ
は
ゴ
ン
ク

l
ル

と
も
親
し
く
蒐
集
を
競
っ
た
、
日
本
狂
い
の
ひ

と
り
、
所
詮
は
同
じ
穴
の
格
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
末
期
浮
世
絵
好
み
は
、
今
日
で
も

西
欧
の
半
可
通
に
根
強
い
も
の
だ
が
、
デ
ュ
レ

に
と
っ
て
そ
れ
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
き
わ
め

て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、

デ
ュ
レ
は
モ
ネ
や
ピ
サ
ロ
な
ど
印
象
派
の
画
家

た
ち
の
友
人
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
兄
貴
分

に
あ
た
る
、
晩
年
の
マ
ネ
を
も
巻
き
込
ん
で
、

印
象
派
の
画
家
た
ち
は
、
当
時
、
世
間
の
噺
笑

に
も
め
げ
ず
、
原
色
を
併
置
し
、
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
陰
影
・
肉
付
け
を
追
放
す
る
試
み
に
没
頭

v 

に
、
三
千
点
に
の
ぼ
る
出
品
が
あ
っ
た
に
も
か

し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
デ
ュ
レ
は
彼
ら
の
実
験

を
擁
護
す
る
立
場
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
印
象
派

の
影
響
源
・
発
想
源
こ
そ
浮
世
絵
の
大
胆
な
原

色
の
使
用
に
あ
り
、
と
の
説
を
唱
え
て
い
た
の

が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
デ
ュ
レ
御
本
人
だ
っ
た
の
だ
。

自
ら
担
ぎ
出
し
た
末
期
浮
世
絵
の
原
色
を
高
く

評
価
す
る
こ
と
は
、
印
象
派
を
正
当
化
す
る
た

め
に
も
不
可
決
だ
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
が
、
デ

ュ
レ
自
身
の
美
学
理
論
の
根
幹
を
な
す
戦
略
的

選
択
と
な
っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
だ
が
、
こ

の
い
さ
さ
か
循
環
論
法
じ
み
た
原
色
浮
世
絵
賛

美
論
に
大
き
な
変
更
を
迫
る
事
態
が
、
奇
し
く

も
印
象
派
が
危
機
を
迎
え
る
八

0
年
代
に
発
生

す
る
。
そ
れ
は
、
林
忠
正
(
一
八
五
三

1
一九
O

六
)
の
登
場
に
象
徴
さ
れ
る
、
一
連
の
展
開
で

あ
る
。

歌
麿
株
の
急
上
昇

一
八
七
八
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
通
訳
と

し
て
派
遣
さ
れ
、
そ
の
後
美
術
商
若
井
兼
三
郎

の
起
立
工
商
会
社
の
パ
リ
支
庖
員
と
な
り
、
の

ち
独
立
し
て
一
九

O
五
年
ま
で
、
文
字
通
り
パ

リ
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
日
本
芸
術
狂
た
ち
の

知
恵
袋
と
な
っ
た
こ
の
傑
物
画
商
の
生
涯
に
つ

い
て
は
、
木
々
康
子
氏
の
『
林
忠
正
と
そ
の
時

代
』
に
詳
し
い
。
そ
の
林
は
先
に
言
及
し
た

を
代
表
す
る
画
家
と
し
て
白
羽
の
矢
を
立
て
ら

『
ガ
ゼ
ッ
ト
・
デ
・
ボ
ザ

l
ル
』
誌
の
編
集
長
、

ル
イ
・
ゴ
ン
ス
(
一
八
四
六
1
一
九
二
二
を
助
け

て
、
ま
ず
大
著
『
日
本
美
術
』
(
一
八
八
三
)
出

版
の
縁
の
下
の
力
持
ち
と
な
っ
た
。
た
し
か
に
、

こ
の
画
期
的
な
豪
華
本
で
は
ま
だ
十
九
世
紀
浮

世
絵
最
盛
期
説
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
て
、
歌

麿
は
浮
世
絵
の
極
致
に
も
四
傑
(
英
泉
、
広
重
、

閏
貞
、
国
芳
)
に
も
選
ば
れ
て
は
い
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
女
性
の
姿
に
、
息
も
絶
え
絶
え
、

と
い
っ
た
様
子
の
な
ま
め
か
し
き
が
指
摘
さ
れ
、

ま
た
歌
麿
の
花
鳥
画
家
と
し
て
の
才
能
に
も
言

及
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
評
価
の
裏
に
も
林

の
存
在
が
見
え
隠
れ
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

だ
が
、
実
際
こ
の
本
の
出
版
を
境
目
と
し
て
、

パ
リ
の
日
本
趣
味
は
、
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
。

一
八
五

0
年
代
末
に
浮
世
絵
が
偶
然
「
発
見
」

さ
れ
て
以
来
二
十
年
余
り
の
聞
は
、
も
っ
ぱ
ら

「
北
斎
」
の
名
の
み
知
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、

こ
う
し
た
初
期
の
盲
目
的
愛
好
の
時
代
が
終
わ

り
、
こ
れ
以
降
、
浮
世
絵
史
の
系
統
的
再
発
掘

と
体
系
的
蒐
集
形
成
の
時
代
に
入
る
か
ら
で
あ

る。
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そ
う
し
た
変
化
の
傍
証
と
し
て
、
二
つ
の
展

覧
会
を
比
較
し
よ
う
。
ゴ
ン
ス
は
こ
の
『
日
本

美
術
」
出
版
を
機
会
に
、
一
八
八
三
年
、
パ
リ

の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
プ
テ
ィ
画
廊
で
寸
日
本
美
術

回
顧
展
」
を
組
織
し
た
が
、
お
も
し
ろ
い
こ
と

~ 

出
版
す
る
。
ゴ
ン
ス
へ
の
対
抗
意
識
も
あ
か
ら
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=
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Z
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ク
な
陰
影
・
肉
付
け
を
追
放
す
る
試
み
に
没
頭

に
、
三
千
点
に
の
ぼ
る
出
品
が
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
青
銅
器
と
か
陶
磁
器
と
か
の
工
芸

作
品
が
多
く
を
占
め
、
浮
世
絵
の
部
に
歌
麿
の

名
は
ま
だ
見
え
な
い
。
こ
の
時
点
で
は
、
歌
麿

蒐
集
は
ま
だ
そ
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
っ

た
か
と
推
測
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
ず
か
七

年
後
の
九

O
年
に
は
、
パ
リ
美
術
学
校
で
大
規

模
な
『
浮
世
絵
版
画
展
』
が
開
催
さ
れ
、
千
点

を
越
す
版
画
と
絵
本
が
時
代
順
、
画
家
ご
と
に

陳
列
さ
れ
る
。
歌
麿
は
、
版
画
八
十
四
点
、
絵

本
十
六
点
を
数
え
、
す
で
に
北
斎
に
次
ぐ
位
置

を
占
め
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
時
の
『
ガ
ゼ
ッ
ト
・
デ
・

ボ
ザ

l
ル
』
誌
に
は
、
そ
の
歌
麿
を
図
版
例
に

と
っ
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
査
絵
の
線
描
と
比

較
し
た
、
ポ
チ
エ
の
「
日
本
と
ギ
リ
シ
ア
」
と

題
す
る
論
文
が
見
え
る
。
浮
世
絵
に
現
れ
た
人

体
線
描
を
、
古
典
主
義
美
学
の
理
想
と
す
る
人

体
表
象
、
つ
ま
り
精
神
の
顕
現
と
し
て
の
形
態

に
類
比
す
る
こ
の
説
は
、
ゴ
ン
ス
以
来
の
常
套

句
的
賛
辞
を
踏
襲
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、

そ
こ
に
は
地
の
果
て
極
東
に
古
典
古
代
が
生
き

て
残
存
す
る
、
と
い
う
幻
想
が
濃
厚
で
あ
る
。

東
洋
趣
味
(
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
)
特
有
の
幻
想

に
浸
さ
れ
た
当
時
の
日
本
趣
味
サ
ー
ク
ル
の
過

熱
ぶ
り
も
偲
ば
れ
る
が
、
こ
の
権
威
あ
る
学
術

的
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
普
遍
的
・
古
典
的
価
値

代
』
に
詳
し
い
。
そ
の
林
は
先
に
言
及
し
た

を
代
表
す
る
画
家
と
し
て
白
羽
の
矢
を
立
て
ら

れ
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
歌
麿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
人
気
上
昇
の
中
、
一
八
九
三
年
に
な

る
と
デ
ュ
ラ
ン
H

リ
ュ
エ
ル
画
廊
で
「
歌
麿
・

広
重
」
展
が
催
さ
れ
る
。
印
象
派
の
画
家
ピ
サ

ロ
が
モ
ネ
、
ロ
ダ
ン
と
連
れ
だ
っ
て
訪
れ
た
記

録
が
『
日
記
』
(
九
三
年
二
月
三
日
)
に
見
え
る
。

但
し
、
「
日
本
の
展
覧
会
、
こ
れ
は
す
ば
ら
し

い
。
広
重
は
睦
目
す
べ
き
印
象
派
だ
。
私
も
モ

ネ
も
ル
ド
ン
も
熱
狂
し
た
。
雪
や
洪
水
の
効
果

を
描
い
た
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
。
我
々
の
視

覚
の
思
い
込
み
が
正
し
い
こ
と
を
日
本
の
芸
術

家
た
ち
が
確
証
し
て
く
れ
た
か
ら
だ
」
と
あ
る

の
み
で
、
風
景
画
家
ピ
サ
ロ
の
歌
麿
評
価
の
程

は
わ
か
ら
な
い
。

さ
て
、
同
時
代
の
英
国
の
情
況
を
一
瞥
し
て

も
、
や
は
り
歌
麿
の
登
場
に
時
期
を
同
じ
ゅ
う

す
る
変
動
が
認
め
ら
れ
る
。
一
八
八
五
年
発
行

の
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ

l
ズ
リ

l
の
豪
華
本
『
日
本

の
装
飾
美
術
』
は
、
工
芸
中
心
の
研
究
で
、
ま

だ
歌
麿
へ
の
言
及
は
な
い
。
一
方
、
日
本
滞
在

の
経
験
が
あ
り
、
既
に
は
や
く
も
一
八
七
九
年

に
『
日
本
ア
ジ
ア
協
会
紀
要
』
に
「
日
本
芸
術

の
歴
史
」
を
公
表
し
て
、
第
一
人
者
の
誇
り
も

高
か
っ
た
外
科
医
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ン
ダ
ー
ス

ン
が
、
八
六
年
、
大
判
の
コ
ロ
タ
イ
プ
高
級
写

真
複
製
を
満
載
し
た
『
日
本
の
絵
画
芸
術
』
を

回
顧
展
」
を
組
織
し
た
が

お
も
し
ろ
い
こ
と

出
版
す
る
。
ゴ
ン
ス
へ
の
対
抗
意
識
も
あ
か
ら

さ
ま
に
剥
き
出
し
に
し
た
こ
の
本
で
、
初
め
て

歌
麿
に
触
れ
た
ア
ン
ダ
ー
ス
ン
は
、
『
百
千
鳥
』

の
空
押
し
に
賛
嘆
す
る
と
と
も
に
、
歌
麿
に
よ

っ
て
「
彩
色
の
美
は
完
壁
さ
の
限
界
に
達
し
、

人
物
の
姿
勢
も
自
然
で
打
ち
解
け
、
衣
の
線
は

優
美
さ
に
溢
れ
て
い
る
」
と
解
説
す
る
。
八
八

年
に
は
自
分
が
大
英
博
物
館
に
寄
贈
し
た
膨
大

な
日
本
と
中
国
の
絵
画
作
品
の
学
術
的
カ
タ
ロ

グ
を
出
版
す
る
が
、
そ
こ
に
は
歌
麿
の
略
伝
が

付
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
歌
麿
評
価
は
、
ハ

ン
ブ
ル
ク
の
ユ
ス
テ
ィ
ス
・
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
が

八
九
年
に
出
版
す
る
『
日
本
の
芸
術
と
工
芸
』

を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
れ
以
降
の
実
証
的
諸
研

究
に
受
け
継
が
れ
て
ゆ
き
、
や
が
て
一
九

O
七

年
に
は
ク
ル
ト
の
該
博
な
『
歌
麿
』
研
究
に
結

実
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
て
浮
世
絵
史
の
再
構
築
が
進
展
し
、

学
問
と
し
て
精
微
と
な
る
に
従
っ
て
、
好
事
家

の
目
標
も
移
っ
て
ゆ
く
。
同
時
代
の
日
本
で
な

お
生
産
さ
れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
末
期
浮
世
絵

に
飽
き
、
代
っ
て
、
そ
れ
ま
で
欧
米
の
市
場
に

は
出
回
ら
な
か
っ
た
時
代
も
の
の
珍
品
浮
世
絵

が
、
垂
誕
の
的
と
な
る
。
画
商
の
側
に
は
、
掘

り
出
し
物
の
分
か
る
顧
客
を
作
る
こ
と
で
同
時

に
値
段
を
吊
り
上
げ
る
口
実
を
設
け
、
完
壁
な

蒐
集
を
夢
見
る
愛
好
家
の
欲
に
つ
け
入
っ
て
、
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新
た
な
需
要
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
算
段
も
あ

っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
点
で
も
、
プ
リ
ン
ク
マ
ン

と
同
じ
ハ
ン
ブ
ル
ク
出
身
の
骨
董
商

S
・
ビ
ン

グ
が
、
一
八
八
八
年
か
ら
三
年
間
に
渡
っ
て

仏

・
英

・
独
語
同
時
出
版
し
た
月
刊
誌

『芸
術

の
日
本
』
は
意
味
深
長
で
あ
る
。
歌
麿
が
都
合

十
四
点
、
写
真
応
用
金
属
製
版
ジ
ロ
ッ
タ

l
ジ

ュ
を
駆
使
し
た
着
色
図
版
で
紹
介
さ
れ
て
い
る

の
だ
が
、
選
ば
れ
た
版
画
と
い
う
の
が
ま
る
で

玉
石
混
交
な
の
で
あ
る
。
林
忠
正
は
名
作
厳

#
l
e
f，
 

「蜘峠の空色の巣を織ったような薄青い着物ta6)

がずれて小さな肩を露わにし、胸がときめく t'Jt;.i 
ようにやせた女の逸楽をそそるあの優雅さに

…」とゴンクールが歌麿への傾倒ぶりを示
した「青楼十二時・巳ノ刻J (大判錦絵 東京

国立博物館)。寛政前半、脂がのり切った時

期の歌麿が、吉原遊女の一日を時聞をおって l舎
十二枚に描いたシリーズ。巳ノ刻は午前 9 I叶
----11時頃で、朝風自力、らあがった遊女の姿で

ある

「解剖学の完全な知識をもっ て捕かれた女性

裸体だが、単純化され、その量塊の内に要約
され……J rその線描にはなにかしら能書家

の手になるふうが見える」とゴンクールが評

し、愛蔵した「飽とり J (大判錦絵三枚続の

右東京国立博物館)

選

・
顧
客
内
覧
の
販
売
法
に
徹
し
た
が
、
そ
れ

へ
の
対
抗
手
段
と
し
て
、
ビ
ン
グ
側
は
組
織
力

と
販
売
量
を
売
り
物
に
し
た
も
の
ら
し
い
。
ゴ

ン
ク
ー
ル
他
の
幾
つ
も
の
証
言
も
、
こ
の
推
測

を
裏
付
け
る
。
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作
家
ゴ
ン
ク

l
ル
ど
歌
麿
ど

こ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
て
、
そ
ろ
そ
ろ
エ

ド
モ
ン

・
ド

・
ゴ
ン
ク

l
ル
の

『日
記
』
に
目

を
転
じ
、
そ
の
歌
麿
傾
倒
ぶ
り
を
、
林
忠
正
と

の
関
連
で
跡
づ
け
よ
う
。
弟
ジ
ュ
ー
ル
の
死
後

(
一
八
七
O
)、
兄
エ
ド
モ
ン
の
日
記
に
林
の
名

前
が
初
登
場
す
る
の
は
一
八
八
三
年
一
月
二
十

五
日
。
エ
ド
モ
ン
が
既
に
八
五
年
に
は

『高
名

美
人
見
立
忠
臣
蔵
』
を
収
め
た
画
譜
を
林
か
ら

百
七
十
五
フ
ラ
ン
で
購
入
し
た
こ
と
が
、
一
九

七
六
年
の
パ
リ
、
ユ
ゲ
ッ
ト

・
ペ
レ
ス
画
廊
の

画
期
的
な
歌
麿
展
へ
の
出
品
か
ら
確
認
さ
れ
て

お
り
、
ペ
テ
ル
ノ
ッ
リ
博
士
は
確
証
の
取
れ
る

最
初
の
歌
麿
購
入
期
日
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ

る。

『日
記
』

一
八
八
八
年
五
月
二
十
五
日
に

な
る
と
、
か
つ
て
の
自
著

『十
八
世
紀
フ
ラ
ン

ス
の
芸
術
』
と
双
壁
を
成
す
よ
う
な
極
東
美
術

に
関
す
る
著
作
群
の
構
想
が
語
ら
れ
、
研
究
す

べ
き
対
象
と
し
て
、
北
斎
、
歌
麿
、
光
琳
、
笠

お
う

曜

つ

翁
(
小
川
碇
笠
。
一六
六
三

i
一
七
四
七
。
絵
、
彫
刻
、

が
く
て
い

漆
芸
、
陶
芸
で
知
ら
れ
る
)
、
岳
亭

(八
島
岳
亭
。

明
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Spaulding Collection. Courtesy， Museum of Fine Arts， Boston Bigelow Collection. Courtesy， Museum of Fine Arts， Boston 

ヨ一口ツ1"¥からアメリカに眼を転じると、ウィリアム ・スタージエス ・ピゲローの浮世絵収集がよく知られている。

ピゲローはボストン出身の外科医で明治14年 (1881) に来日し、先着していたフェノロサと行動を共にしながら、

収集活動をし、明治44年、それらはポストン美術館に寄贈された。右図の「当世踊子揃・鴛娘J (大判錦絵)は、そ
の一点。ポストン美術館には他にもデンマン ・ロス ・コレクション、スポールテ・イング ・コレクションといった浮

世絵のコレクションがある。左図の「霞織娘雛形 ・すだれのかげJ (大判錦絵)は後者の一点。同コレクションは、

スポールデイング家のジョンとウィリアムスの兄弟が、日本にいた建築家のライトに依頼して集めたり、アメリカ

でのオークションで買ったものなどからなり、彼ら自身で来日して収集しなかったというから、それだけ歌麿をは

じめとする浮世絵への海外での評価が定まっていたと考えられる

J

d

E
4
メ
重
』
1
t

、l
「

」
イ
芸
μ

週
明
同
陪
キ
ノ
叫
刻
，

A
3

お
う

は

り

つ

翁
(
小
川
股
笠
。

二
ハ
六
三
i
一
七
四
七
。
絵
、
彫
刻
、

漆
芸
、
陶
芸
で
知
ら
れ
る
)
、
岳
亭
(
八
島
岳
亭
。

明

治
初
年
没
。
北
斎
の
弟
子
。
金
銀
摺
の
摺
物
が
有
名
)

の
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
フ
ラ
ン

ス
十
八
世
紀
風
俗
を
綿
密
に
考
証
し
、
偏
執
的

な
関
心
を
寄
せ
て
そ
の
細
部
の
叙
述
に
腐
心
し

て
き
た
ゴ
ン
ク
ー
ル
で
あ
る
。
雅
な
る
宴
(
フ

エツ
ト
・
ギ
ャ
ラ
ン
ト
)
の
画
家
、ヴ
ァ
ト
!
の
描

く
男
女
の
機
微
に
惹
か
れ
た
エ
ド
モ
ン
が
、
同

じ
十
八
世
紀
に
吉
原
の
女
た
ち
と
親
し
く
交
わ

っ
た
歌
麿
に
|
|
同
時
代
的
符
合
で
は
な
い
に

せ
よ
|
|
相
い
似
通
う
感
性
を
発
見
し
、
そ
こ

に
特
別
の
親
し
み
を
抱
い
た
と
し
て
も
、
不
思

議
で
は
な
い
。

し
よ
う
あ
い

こ
う
し
て
ゴ
ン
ク
ー
ル
「
鍾
愛
の
画
家
」
と

な
り
、
「
日
本
の
ヴ
ァ
ト

l
」
と
称
さ
れ
た
風

俗
画
家
歌
麿
は
、
文
豪
の
東
洋
芸
術
家
列
伝
の

第
一
冊
目
に
選
ば
れ
た
。
そ
の
傾
倒
ぶ
り
を
伝

え
る
逸
話
を
ひ
と
つ
だ
け
引
い
て
お
こ
う
。
い

わ
ゆ
る
歌
麿
伝
説
に
ま
つ
わ
る
一
節
で
あ
る
。

「
私
の
お
気
に
い
り
の
芸
術
家
、
歌
麿
が
描
く

す
ら
り
と
背
の
高
い
女
た
ち
、

『
(
青
楼
)
十
二

時
』
の
な
か
の
一
枚
、
蜘
妹
の
空
色
の
巣
を
織

っ
た
よ
う
な
薄
青
い
着
物
が
ず
れ
て
小
さ
な
肩

を
露
わ
に
し
、
胸
が
と
き
め
く
よ
う
に
や
せ
た

女
の
逸
楽
を
そ
そ
る
あ
の
優
雅
さ
に
、
私
は
う

っ
と
り
と
放
心
し
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
の
芸
術

家
は
女
性
の
肉
体
の
恋
人
だ
と
思
わ
れ
る
、
と
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私
が
か
れ
(
林
)
に
言
う
と
、
歌
麿
は
消
耗
死

し
た
の
だ
と
、
か
れ
は
私
に
漏
ら
す
の
で
あ

る
」
(
八
八
年
五
月
十
三
日
、
近
藤
映
子
訳
)

『
日
記
』
に
見
え
る
こ
の
会
話
は
、
ほ
と
ん
ど

そ
の
ま
ま
『
歌
麿
』
二
七
節
に
と
ら
れ
て
い
る

の
だ
が
、
そ
う
し
た
ゴ
ン
ク

l
ル
の
色
好
み
を

裏
書
す
る
よ
う
に
、
『
日
記
』
に
は
、
デ
ュ
レ

の
家
で
師
宣
の
春
画
を
見
た
と
き
の
感
激
が
繊

細
な
筆
致
も
悩
ま
し
く
描
写
さ
れ
た
り
(
八
五

年
十
一
月
十
九
日
)
、
版
画
家
ブ
ラ
ッ
ク
モ
ン
、

彫
刻
家
ロ
ダ
ン
に
自
分
の
所
蔵
す
る
「
エ
ロ
チ

ッ
ク
」
を
見
せ
て
一
緒
に
鑑
賞
し
、
昼
食
の
さ

か
な
に
し
た
際
の
生
々
し
い
記
録
(
八
七
年
一

月
五
日
)
な
ど
が
散
見
す
る
。
『
歌
麿
』
本
文
と

比
べ
て
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
断
章
が
再
度
利
用

さ
れ
て
、
「
春
画
L

を
扱
っ
た
、
つ
づ
く
二
八

節
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
が
如
実
に
分
か
る
。

ち
な
み
に
、
戦
前
の
日
本
で
は
、
検
閲
を
考
慮

し
て
で
あ
ろ
う
か
、
荷
風
は
紙
面
の
都
合
と
や

ら
で
、
こ
の
箇
所
を
は
し
よ
り
、
ゴ
ン
ク

l
ル

が
林
の
助
け
で
歌
麿
の
自
画
像
を
見
付
け
だ
し

た
条
り
に
触
れ
る
の
み
だ
し
、
野
口
米
次
郎
訳

『
歌
麿
』
も
、
こ
の
節
の
直
前
で
本
文
が
打
ち

切
ら
れ
、
問
題
の
箇
所
は
や
は
り
訳
出
さ
れ
て

い
な
い
。
そ
の
箇
所
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述

が
み
て
と
れ
る
。
「
ま
こ
と
に
こ
の
(
日
本
)
民

族
の
春
画
は
、
デ
ッ
サ
ン
狂
に
と
っ
て
、

と
く

，、R''
、ノ

---aド
凶
ド
』

と
研
究
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
激
怒
し
た

よ
う
な
矯
合
の
息
せ
き
き
っ
た
熱
狂
と
い
い
、

寝
間
の
枕
扉
風
を
倒
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の
発
情

の
の
け
ぞ
り
ざ
ま
と
い
い
、
ひ
と
つ
に
融
け
合

っ
た
肢
体
の
も
つ
れ
合
い
と
い
い
、
交
接
を
求

め
な
が
ら
も
同
時
に
嫌
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う

な
腕
に
龍
も
る
悦
楽
の
ひ
き
つ
り
と
い
い
、
指

も
ね
じ
曲
が
っ
た
そ
の
脚
の
虚
撃
の
さ
ま
と
い

い
:
:
:
」
「
男
根
の
デ
ッ
サ
ン
は
、
例
の
ミ
ケ

ラ
ン
ジ
ェ
ロ
作
と
さ
れ
る
ル
!
ヴ
ル
美
術
館
の

手
の
デ
ッ
サ
ン
に
も
匹
敵
す
る
素
描
画
と
な
っ

て
い
る
の
だ
L

一
八
八

0
年
代
は
、
い
わ
ば
浮
世
絵
蒐
集
の

英
雄
時
代
で
あ
っ
た
が
、
九
一
年
の
『
歌
麿
』

の
公
刊
を
ひ
と
つ
の
潮
時
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス

の
日
本
趣
味
は
第
三
の
転
機
を
迎
え
る
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
。
両
端
に
あ
た
る
時
期
に
書
か
れ

た
象
徴
的
な
記
事
を
二
つ
比
べ
る
と
、
そ
の
問

の
事
情
が
は
っ
き
り
す
る
。
ま
ず
八
二
年
十
二

月
二
十
九
日
の
『
日
記
』
に
は
「
狂
気
の
沙
汰
、

日
本
物
へ
の
止
み
が
た
い
渇
望
。
今
年
は
そ
の

た
め
に
三
千
フ
ラ
ン
浪
費
し
た
。
稼
い
だ
金
す

べ
て
だ
」
と
見
え
る
。
十
年
後
の
九
二
年
七
月

一
日
に
「
日
本
趣
味
人
夕
食
会
」
で
の
ビ
ン
グ

の
談
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
人
の
「
印
象
狂
」

(
つ
ま
り
浮
世
絵
狂
)
を
伝
え
て
ゴ
ン
ク

l
ル
は

嘆
く
。
ヤ
ン
キ
ー
の
億
万
長
者
は
一
箱
分
の
浮

世
絵
を
三
万
フ
ラ
ン
で
買
っ
て
し
ま
い
、
そ
の

応
接
間
に
は
ゲ
イ
ン
ズ
ボ
ロ
と
並
べ
て
歌
麿
が

飾
つ
で
あ
る
そ
う
な
。
や
つ
ら
の
趣
味
に
な
っ

て
し
ま
え
ば
、
も
う
欧
州
で
は
何
も
手
に
入
る

ま
い
、
と
。
『
歌
麿
』
を
そ
の
前
の
年
に
書
き

上
げ
た
作
家
そ
の
人
の
言
葉
だ
け
に
、
こ
の
間

の
浮
世
絵
高
騰
を
物
語
っ
て
余
り
あ
る
。

実
際
、
『
歌
麿
』
の
脚
注
に
よ
れ
ば
、
一
八

八
五
年
ご
ろ
に
四
十
フ
ラ
ン
で
入
手
し
た
『
飽

と
り
』
が
、
九

O
年
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ビ
ュ
ル

テ
ィ
ー
の
売
り
立
て
で
は
千
五
十
フ
ラ
ン
で
売

れ
、
九
一
年
十
月
二
十
日
の
ゴ
ン
ク

l
ル
宛
書

簡
で
、
林
も
、
歌
麿
の
値
段
が
日
本
で
も
三
倍

に
高
騰
し
た
こ
と
を
苦
り
切
っ
て
報
告
し
て
い

る
。
九
六
年
、
老
作
家
が
余
力
の
総
て
を
注
い

だ
『
北
斎
』
公
刊
の
後
、
ほ
ど
な
く
し
て
亡
く

な
る
と
、
そ
の
愛
蔵
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
遺
志

に
よ
っ
て
競
売
に
付
さ
れ
る
。
折
か
ら
の
不
況

で
、
浮
世
絵
狂
騰
に
直
接
拍
車
を
か
け
る
こ
と

こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
、
こ
う
し
て
早
く
も
初

期
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
散
逸
の
時
代
が
始
ま
る
。
ゴ

ン
ク

l
ル
自
身
か
ら
贈
ら
れ
た
『
歌
麿
』
へ
の

礼
状
に
古
参
の
同
僚
デ
ュ
レ
も
「
悲
嘆
」
を
込

め
て
書
く
通
り
、
「
伝
記
の
出
版
は
あ
ら
た
な

愛
好
家
の
一
群
を
形
成
し
て
:
:
:
我
ら
が
古
き

良
き
蒐
集
家
の
時
代
は
終
わ
り
を
告
げ
る
」
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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