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〈
研
究
論
文
〉

「
痴
漢
」

の
変
容
|
|
中
国
か
ら
日
本
へ
の
伝
播
と
定
着

岩
井

茂
樹

現
在
の
日
本
で
「
痴
漢
」
と
い
う
語
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
女
性
に
性
的

な
い
や
が
ら
せ
を
す
る
い
や
ら
し
い
男
」
と
い
う
よ
う
に
。

に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
一
つ
は
「
お
ろ
か
な
男
」

と
い
う
意
味
。
も
う
一
つ
は
「
女
性
に
み
だ
ら
な
い
た
ず
ら
を
す
る
男
L

と
い
う
意
味
、
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
井
上
章

つ
ま
り
、
現
在
で
は
「
女
性
に
み
だ
ら
な
い
た
ず
ら
を
す
る
男
」
と
し
て
解
さ
れ
る
「
痴
漢
」
は
、

し
か
し
な
が
ら
、
辞
書
を
引
い
て
み
る
と
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に
、
「
痴
漢
」

一
ら
先
学
諸
氏
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
。

本
来
「
お
ろ
か
な
男
」
と
い
う
意
味
だ
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
井
上
は
意
味
の
指
摘
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
行
つ

て
い
る
。

性
的
な
意
味
の
な
い
、
た
だ
の
お
ろ
か
も
の
と
し
て
も
、
こ
の
言
葉
を
使
う
。
そ
う
解
説
し
て
く
れ
る
辞
典
も
な
か
に
は
あ
る
。
(
中

略
現
代
人
の
語
感
に
、
こ
の
説
明
は
あ
ま
り
な
じ
む
ま
い
。
ば
か
な
や
っ
と
い
う
意
味
で
、
誰
か
を
痴
漢
よ
ば
わ
り
す
る
こ
と
も
、

今
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、

か
つ
て
は
、

そ
ち
ら
の
意
味
で
も
こ
の
言
葉
を
つ
か
っ
て
い
た
。

い
や
、
む
し
ろ
そ
の
ほ
う
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
と
思



声守

ぅ
。
「
恥
骨
」
「
和
知
L

「
恥
鉱
」
な
ど
の
「
痴
」
に
助
平
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な
い
。
「
痴
漢
」
も
そ
れ
と
同
じ
で
、
も
と
も
と
は
好
色

な
意
味
合
い
は
ふ
く
ん
で
い
な
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
現
代
中
国
で
も
、
た
だ
の
お
ろ
か
も
の
と
し
て
し
か
、
こ
の
言
葉
は
理
解

さ
れ
て
い
な
い
。

痴
漢
に
性
的
な
気
配
が
た
だ
よ
い
だ
す
の
は
、
二
十
世
紀
以
後
の
新
し
い
現
象
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
国
に
は
こ
の
新
し
い
用
法

が
普
及
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
日
本
で
の
み
ひ
ろ
が
っ
た
含
意
な
の
で
あ
る
。

「痴漢」の変容(岩井)

井
上
の
言
う
通
り
、
ど
の
辞
書
を
引
い
て
み
て
も
「
痴
漢
」
の
項
に
は
「
お
ろ
か
な
男
」
と
、
「
女
性
に
み
だ
ら
な
い
た
ず
ら
を
す
る
男
」

と
い
う
二
つ
の
意
味
が
載
っ
て
い
る
。
現
代
中
国
で
は
「
お
ろ
か
も
の
」
の
意
味
で
し
か
使
わ
な
い
し
、
「
痴
漢
」
が
性
的
な
意
味
を
帯

び
だ
す
の
は
、
二

O
世
紀
の
新
し
い
現
象
だ
、
と
井
上
は
言
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
本
来
「
お
ろ
か
な
男
」
私
た
ち
が
現
在
使
っ
て
い
る
よ
う
な
「
痴
漢
」
の
意
味
に
な
っ
た
の
は
、
二

O
世
紀
の
い
つ
ご
ろ
の
こ

と
だ
ろ
う
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
原
武
史
は
「
痴
漢
の
発
生
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
「
痴
漢
」

の
発
生
は
一
九
五

0
年
代
で
あ
る
と
い
う
見
解
を

示
し
て
い
る
。

混
雑
し
た
車
内
で
立
っ
て
い
る
女
性
を
狙
う
痴
漢
は
、
当
時
(
大
正
末
期
l
筆
者
注
)

も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
目
立
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
(
中
略
)

は
ま
だ
い
な
か
っ
た
。

い
た
の
か

い
や
、

で
は
、
痴
漢
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
発
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
や
ら
こ
れ
は
、
戦
後
、
し
か
も
女
性
の
服
装
が
和
服
か
ら
モ
ン
ペ
、

そ
し
て
洋
服
へ
と
変
わ
り
、
女
性
が
オ
フ
ィ
ス
へ
と
本
格
的
に
進
出
し
始
め
た
一
九
五

0
年
代
に
入
っ
て
、
明
ら
か
に
目
立
ち
始
め

た
よ
う
だ
。
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原
に
よ
る
と
、
大
正
末
期
、
つ
ま
り
一
九
二

0
年
代
前
半
に
は
「
痴
漢
L

は
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
目
立
つ
存
在
で
は
な
く
、
「
痴
漢
」

が
発
生
し
た
の
は
、
日
本
で
女
性
の
洋
装
化
が
進
ん
だ
一
九
五

0
年
代
以
降
の
こ
と
だ
、
と
言
う
。

た
し
か
に
、
原
の
言
う
よ
う
に
、
「
女
性
に
み
だ
ら
な
い
た
ず
ら
を
す
る
男
」
と
い
う
意
味
で
の
「
痴
漢
」
が
目
立
っ
て
論
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
の
は
一
九
五

0
年
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
に
も
「
痴
漢
」
は
す
で
に
存
在
し
た
。
た
だ
、
当
時
は

日本語・日本文化第 41号 (2014)

そ
う
し
た
男
を
必
ず
し
も
「
痴
漢
」
と
呼
ば
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
痴
漢
」
の
語
義
変
化
の
過
程
や
時
期
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
、
性
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ

ご
ろ
発
生
し
た
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
語
義
変
化
の
み
な
ら
ず
、
「
痴
漢
」
の
読
み
や
表
記
も
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。

小
松
杢
文
は
、
「
痴
漢
」
を
「
女
に
悪
ふ
ざ
け
・
い
た
ず
ら
を
す
る
男
。
」
と
い
う
よ
う
に
定
義
し
、
そ
の
後
「
痴
漢
に
は
女
の
体
に
直
接

痴
態
行
為
を
す
る
タ
イ
プ
と
露
出
狂
的
な
タ
イ
プ
が
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
語
義
と
表
記
の
変
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
通
し
を
開
陳

「
痴
漢
」
が
い
つ

し
て
い
る
。「

痴
漢
」
が
上
記
の
よ
う
に
性
的
悪
戯
の
常
習
者
の
意
味
で
広
く
使
わ
れ
始
め
た
の
は
比
較
的
に
新
し
く
、
明
治
の
頃
ま
で
は
主

に
「
愚
か
者
」
と
か
「
愚
直
な
人
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
。
大
正
・
昭
和
に
は
「
痴
漢
」
は
軽
犯
罪
的
な
行
為
で
は
な
く
、

強
姦
魔
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
代
を
考
え
な
い
と
誤
解
が
生
じ
や
す
い
。
古
い
意
味
と
区
別
す
る
た
め
に

「
チ
カ
ン
」
と
カ
ナ
書
き
す
る
ケ

l
ス
も
多
ぱ
。

小
松
は
「
大
正
・
昭
和
」

に
は
「
痴
漢
」
は
「
強
姦
魔
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
そ
の
時
代
を
考
え

な
い
と
誤
解
が
生
じ
や
す
い
」
と
い
う
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
古
い
意
味
と
区
別
す
る
た
め
に
「
チ
カ
ン
」
と
カ
ナ
書
き
す
る
ケ

i
ス
も

多
い
、
と
い
う
こ
と
も
合
わ
せ
て
述
べ
て
い
る
。
小
松
は
そ
う
し
た
指
摘
を
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
の
変
化
が
起
こ
っ
た
明
確
な
年
代
や

用
例
に
つ
い
て
は
一
切
示
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
致
し
方
な
い
こ
と
と
し
て
も
、
小
松
の
書
き
方
は
誤
解
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
な



四

ぜ
な
ら
、
小
松
が
い
う
大
正
、
昭
和
期
と
は
一
九
一

0
年
代
か
ら
一
九
八

0
年
代
ま
で
の
約
七

0
年
間
と
い
う
長
い
期
聞
を
指
す
か
ら
だ
。

は
常
に
「
強
姦
魔
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
の
で
あ
る
。

い
つ
の
時
点
か
ら
カ
ナ
書
き
が
増
え
て
き
た
の
か
、
こ
の
記
述
だ
け
で
は
わ

小
松
の
記
述
だ
と
、

そ
の
期
間
中
、
「
痴
漢
」

カ
ナ
書
き
に
関
す
る
記
述
に
し
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

か
ら
な
い
。

以
上
に
述
べ
た
事
例
か
ら
、
「
痴
漢
」
と
い
う
語
の
語
義
、
読
み
方
、
表
記
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
「
痴
漢
」

事
項
を
考
え
る
上
で
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
「
痴
漢
」
を
論
じ
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
な
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

に
関
す
る
諸

「痴漢」の変容(岩井)

本
研
究
は
、
「
痴
漢
」
に
関
し
て
よ
り
正
確
で
具
体
的
な
知
見
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
痴
漢
L

に
関
す
る
語
義
変

化
の
時
期
の
確
定
と
、
読
み
や
表
記
に
関
す
る
変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
の
第
一
弾
と
な
る
本
稿
で
は
、
「
痴

漢
」
と
い
う
語
の
由
来
、
そ
し
て
中
国
と
日
本
で
の
展
開
を
中
心
に
述
べ
よ
う
と
思
う
。
対
象
と
す
る
時
代
は
、
明
治
時
代
よ
り
前
の
時

代
、
つ
ま
り
主
に
江
戸
時
代
を
対
象
と
す
る
。
そ
の
後
の
展
開
は
、
別
稿
「
『
痴
漢
』
の
文
化
史
|
『
痴
漢
』
か
ら
『
チ
カ
ン
』
へ
」
で

論
じ
た
通
り
で
あ
る
。

な
お
、
引
用
に
つ
い
て
は
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
旧
漢
字
を
で
き
る
だ
け
現
代
日
本
で
通
用
し
て
い
る
漢
字
に
変
更
し
た
。
と
り

わ
け
「
痴
漢
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
「
療
漢
」
が
本
字
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
す
べ
て
「
痴
漢
」
に
改
め
た
。
ま
た
判
読
が
困
難
な
場

合
は
、
句
読
点
を
適
宜
補
っ
た
。

先
行
研
究

「
痴
漢
」
に
関
す
る
研
究
は
三
つ
に
大
別
で
き
る
。

一
つ
は
、
犯
罪
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
「
痴
漢
」
を
含
む
性
犯
罪
が
ど
う
し
て
起
こ
る
の
か
を
主
に
犯
罪
心
理
学
的
な
方
法

た
だ
し
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
性
格
上
、
「
痴
漢
」
よ
り
も
罪
の
程
度
が
重
く
、

に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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ま
た
被
害
の
度
合
い
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
「
強
姦
」
な
ど
の
凶
悪
犯
罪
に
焦
点
と
論
点
が
集
中
し
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
よ
り

も
罪
の
程
度
が
軽
い
と
思
わ
れ
て
い
る
「
痴
漢
」
に
つ
い
て
の
分
析
や
考
察
が
少
な
く
な
る
と
い
う
き
ら
い
が
あ
針
。

二
つ
目
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
ジ
ェ
ン
ダ

l
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、

メ
デ
ィ
ア
研
究
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
分
野
で
は
対
象
と
す
る
社
会
問
題
と
し
て
「
痴
漢
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
た
め
、
必
然
的
に
「
痴

日本語・日本文化第 41号 (2014)

漢
」
の
実
態
調
査
と
そ
の
分
析
が
主
な
課
題
と
な
る
。
そ
こ
で
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
聞
き
取
り
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
デ

l
タ
収
集
と

解
析
が
主
な
作
業
に
な
る
。
現
在
、
全
国
各
地
の
路
線
に
導
入
さ
れ
て
い
る
「
女
性
専
用
車
両
」
に
関
す
る
研
究
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。

こ
の
分
野
で
は
あ
る
時
点
の
状
況
は
よ
く
わ
か
る
の
だ
が
、
い
き
お
い
歴
史
縦
断
的
な
視
点
と
い
う
も
の
が
希
薄
と
な
っ
て
し
ま
い
が
ち

で
あ
る
。
「
痴
漢
」
を
例
に
と
る
と
、
本
来
「
お
ろ
か
な
男
」
と
い
う
意
味
し
か
な
か
っ
た
「
痴
漢
」
が
、
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
に
し

て
性
的
な
意
味
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
ど
ん
な
事
件
や
社
会
的
背
景
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
現
代
に
ど
う
影

ま
だ
研
究
が
及
ん
で
い
な
い
よ
う
で
あ
前
。

盟
国
し
て
い
る
の
か
、

と
い
っ
た
よ
う
な
諸
点
に
ま
で
、

五

三
つ
目
は
法
律
学
か
ら
の
研
究
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
痴
漢
」
を
ど
の
よ
う
に
裁
く
の
か
、
あ
る
い
は
ど
う
裁
い
て
き
た
の
か
、
近
年

大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
痴
漢
寛
罪
事
件
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
防
げ
ば
い
い
の
か
、
と
い
っ
た
法
律
上
の
問
題
が
議
論
や
考
察
の

対
象
と
な
る
。
一
般
的
に
、
法
律
学
は
判
例
を
も
と
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
う
裁
か
れ
た
か
と
い
う
結
果
は
追
え

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
文
化
的
背
景
に
考
察
が
及
ぶ
こ
と
は
、
実
際
に
は
稀
で
あ
針
。

こ
う
し
て
従
来
研
究
を
再
検
討
し
て
み
る
と
、
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
「
痴
漢
」
に
関
す
る
考
察
は
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を

言
語
や
文
化
的
な
観
点
か
ら
通
史
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
ま
っ
た
く
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
し
た
中
、
研
究
と
は
言
い
切
れ
な
い
も
の
の
、
瀬
田
英
一
『
痴
漢
の
生
態
と
そ
の
防
止
法
t

他
4
艇
』
は
、
語
棄
の
変
遷
に
始
ま

り
、
痴
漢
の
歴
史
な
ど
、
広
い
視
野
か
ら
「
痴
漢
」
に
注
目
し
て
い
る
。
先
駆
的
な
試
み
と
し
て
は
高
く
評
価
で
き
る
も
の
の
、
研
究
と

言
い
切
れ
る
も
の
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
内
容
も
断
片
的
で
間
接
的
な
資
料
と
デ

l
タ
に
拠
っ
て
い
る
た
め
に
、
全
体
的
に
記
述
が
暖
昧

で
あ
り
、
深
い
考
察
も
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
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に
関
し
て
は
ま
と
ま
っ
た
記
述
や
論
考
な
ど
は
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現
在
、
井
上
章
一
や
関
西
性
欲
研
究

会
な
ど
を
中
心
と
し
た
「
性
欲
文
化
史
」
も
し
く
は
「
性
欲
文
化
研
究
」
と
い
っ
た
分
野
に
お
い
て
、
「
性
」
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事

象
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
「
性
の
用
語
集
』
、
『
性
的
な
こ
と
的
』
、
『
性
欲
の
文
化
郎
』
、
『
性
欲
の
研
究
|
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
・
ア
ジ

可
』
と
い
っ
た
著
作
物
は
、
そ
の
成
果
が
結
実
し
た
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
「
痴
漢
」

本
研
究
は
、
瀬
田
や
井
上
ら
の
関
心
や
問
題
意
識
と
重
な
る
点
が
多
い
が
、
全
体
的
に
そ
れ
ら
を
よ
り
具
体
化
し
、
深
く
考
察
し
た
も

の
で
あ
る
。現

代
の
辞
書
に
お
け
る
意
味

「痴漢」の変容(岩井)

ま
ず
は
現
代
の
辞
書
に
「
痴
漢
」
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
か
を
再
確
認
し
て
お
こ
う
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
(
第
二
版
)
』
(
小

に
は
、
「
①
愚
か
な
男
。
ば
か
も
の
。
た
わ
け
も
の
」
、
「
②
女
性
に
み
だ
ら
な
行
為
を
す
る
男
」
と
い
う
こ
つ
の
意
味
が
載
っ
て

い学
る8館。 )①

の
用
例
か
ら
順
に
見
て
い
こ
う
。
①
の
用
例
と
し
て
早
い
も
の
と
し
て
、
七
世
紀
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
中
国
の
史
書
、
『
北
史
』
(
斉

文
宣
紀
)
の
「
大
帝
笑
日
、
天
下
有
如
此
痴
漢
(
大
帝
笑
い
て
日
く
、
天
下
に
此
の
如
き
痴
漢
有
や
と
|
訓
読
筆
者
ど
と
い
う
の
が
見

え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
語
が
中
国
由
来
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
は
確
認
で
き
る
。
次
に
日
本
の
作
品
に
お
け
る
用
例
が
示
さ
れ
て
い

し
げ
し
げ
ち
わ

る
。
こ
の
辞
書
に
お
け
る
も
っ
と
も
早
い
用
例
と
し
て
、
山
東
京
伝
の
酒
落
本
「
繁
千
話
』
(
一
七
九

O
年
)
が
、
反
対
に
時
代
が
下
る

も
の
と
し
て
、
徳
富
草
花
の
「
思
出
の
記
」
(
一
九

0
0
1
0
一
年
)
が
挙
げ
ら
れ
て
い
封
。
『
繁
千
話
』
の
用
例
は
「
調
唇
弄
舌
を
ま
じ

え
て
ち
か
ん
の
ご
と
く
と
り
あ
っ
か
ふ
か
ら
、
ぐ
っ
と
か
け
だ
し
さ
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
江
戸
時
代
の
用
例
と
し
て
、
湯
浅
忠

良
『
広
益
熟
字
典
』
(
一
八
七
四
年
)

パ
カ
ナ
オ
ト
コ
」
と
、
『
花
柳
春
話
』
四
六
(
一
八
七
八

1
七
九
年
)

い
う
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

の
「
痴

の
「
痴
漢

漢
(
チ
カ
ン
)
・
愚
婦
の
聞
に
一
才
子
に
逢
ふ
は
恰
も
砂
漠
の
中
に
清
水
を
得
る
が
如
し
と
」

チ
カ
ン



一
方
、
②
で
は
、
三
浦
朱
門
の
「
セ
ル
ロ
イ
ド
の
塔
」
(
一
九
五
九
年
)

の
「
よ
く
週
刊
誌
に
中
年
の
痴
漢
の
話
が
出
て
い
る
が
」
と

い
う
部
分
と
、
畑
山
博
の
「
い
つ
か
汽
笛
を
鳴
ら
し
て
」
(
一
九
七
二
年
)
の
「
近
く
に
女
性
で
も
い
て
電
車
が
少
し
で
も
混
ん
で
い
る

と
き
は
、
そ
れ
だ
け
で
痴
漢
に
間
違
え
ら
れ
な
い
か
と
び
く
び
く
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
部
分
の
二
つ
が
用
例
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
「
痴
漢
」
に
性
的
な
意
味
が
付
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
一
九
五
九
年
以
前
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

れ
に
「
セ
ル
ロ
イ
ド
の
塔
」
が
発
表
さ
れ
た
一
九
五
九
年
当
時
の
週
刊
誌
な
ど
に
中
年
の
痴
漢
の
話
が
よ
く
出
て
く
る
ら
し
い
、
と
い
う

こ
と
も
明
ら
か
だ
。
そ
し
て
、
「
い
つ
か
汽
笛
を
鳴
ら
し
て
」
が
発
表
さ
れ
た
一
九
七
二
年
頃
に
は
、
「
痴
漢
」
と
疑
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
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る
男
性
の
心
理
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
し
て
お
い
て
い
い
だ
ろ
う
。

こ
の
辞
書
の
用
例
か
ら
い
く
つ
か
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
の
は
、
本
辞
書
で
掲
出
さ
れ
て

い
る
用
例
が
必
ず
し
も
そ
の
語
の
初
出
例
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
①
、
②
、
と
も
に
こ
の
用
例
よ
り
も
前

に
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
十
分
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

以
下
本
稿
で
は
、
①
の
用
例
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

中
国
の
「
唐
話
」
か
ら

前
項
に
お
け
る
辞
書
の
用
例
(
『
北
史
』
)
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
痴
漢
」
と
い
う
語
は
、
も
と
は
中
国
で
生
ま
れ
た
言
葉
、

り
漢
語
で
あ
っ
た
。
音
ω
味
も
「
お
ろ
か
な
男
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
中
国
に
お
い
て
は
書
き
言
葉
と
し
て
あ
ま
り
使
わ
れ
な

か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
ど
う
や
ら
「
唐
話
」
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
「
唐
話
」
と
は
、
「
白
話
小
説
L

な
ど
に
使
わ
れ
る
中
国
近
世
の
俗
語

で
、
江
戸
時
代
に
日
本
で
受
容
さ
れ
た
明
・
清
時
代
の
口
語
語
棄
を
指
す
。
こ
の
中
に
「
痴
漢
」
と
い
う
語
も
含
ま
れ
て
い
た
、
と
考
え

つ
ま

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

七

実
例
を
挙
げ
よ
う
。

(
読
み
や
す
さ

た
と
え
ば
、
『
水
器
伝
』
の
場
合
、
第
五
、
二
四
、
二
八
、
四
三
回
に
「
痴
漢
L

と
い
う
語
が
見
え
る



ノl、

を
考
慮
し
て
「
痴
漢
」
と
い
う
語
を
太
字
に
し
た
)
。

-
第
五
回
、
「
智
深
大
笑
道
『
太
公
、
伽
也
是
個
痴
漢
、
既
然
不
両
相
情
願
、
如
何
招
賛
倣
個
女
婿
?
』
」

-
第
二
四
回
、
「
王
婆
道
『
便
是
這
般
故
事
、
自
古
駿
馬
御
駄
痴
漢
走
、
美
妻
常
伴
拙
夫
眠
。
月
下
老
偏
這
等
配
合
』
」

・
第
二
八
回
、
「
両
辺
看
的
人
都
笑
道
『
這
痴
漢
弄
死
、
且
看
他
如
何
熱
!
』
」

-
第
四
三
回
、
「
看
看
白
笑
道
『
好
痴
漢
、
放
著
好
肉
在
面
前
、
倒
不
会
吃
』
」

こ
の
他
、
管
見
に
入
っ
た
も
の
を
、
今
後
の
参
考
の
た
め
に
表
1
に
ま
と
め
た
。
な
お
、
成
立
年
な
ど
が
不
詳
な
も
の
も
多
い
の
で
、

現
段
階
で
は
年
代
順
に
列
記
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
本
来
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
物
の
性
質
、
文
中
の
意
味
を
吟

味
し
、
詳
述
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
差
し
控
え
た
い
。
い
ず
れ
、
こ
こ
に
列
挙
し
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
稿
を
改
め
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
表
ー
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
数
点
、
以
下
に
指
摘
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
ま
ず
、
「
痴
漢
」
と
い
う
語
は
、
史
書
、
白
話
小

説
類
、
伝
奇
類
、
禅
語
録
な
ど
に
多
く
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
い
く
つ
か
同
じ
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
り
し
て
、
他
書

と
重
複
す
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
は
他
書
か
ら
の
引
用
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
故
事
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る

「痴漢」の変容(岩井)

と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
「
痴
漢
」
と
い
う
語
の
ほ
と
ん
ど
が
会
話
文
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
特
徴
は
『
水
論
伝
』
に
も
見
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
書
物
で
「
笑
日
」
、
「
罵
日
」
、
「
日
」
、
「
説
」
、
「
語
」
、
「
道
」
な
ど
、
日
本
語
で
「
言
う
」
や
「
説
く
」
と
い
う

意
味
の
語
の
後
に
始
ま
る
会
話
文
中
に
「
痴
漢
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
の
文
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
成
句
的

な
も
の
か
、
歌
謡
の
一
部
、
回
想
の
一
部
で
あ
る
。
禅
語
録
な
ど
の
場
合
、
そ
の
書
物
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
の
全
部
分
が
禅
僧
の
話
で

あ
る
場
合
が
多
い
の
で
、
こ
れ
ら
も
口
語
的
表
現
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

タ
イ
ト
ル
や
本
文
中
に
「
醒
」
、
「
夢
」
、
「
酔
」
、
「
希
」
と
い
っ
た
語
が
目
立
つ
こ
と
や
、
「
痴
漢
子
」
と
し
て
の
用
例
も
少
な
く
な
い

こ
と
、
『
水
論
伝
』
と
『
東
度
記
』
(
十
大
古
典
怪
異
小
説
と
も
い
わ
れ
る
も
の
)
に
用
例
が
多
い
こ
と
、
「
鶴
州
人
」
、
「
西
湖
」
な
ど
の
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表 1 中国における「痴漢」の用例一覧
書名 巻 回 用例

北史 7 帝大笑日「天下有如此痴漢!方知龍逢、比干、非是俊物J遂解放之
38 帝日「痴漢何敢如此!J 

旧五代史 II9 世宗謂之日一「汝使奉江南書自以為唐之後、衣冠礼楽世無比、何故与寡人隔 帯
水、更不発 相問、惟泥海以通契丹、舎内事外、礼将安在 P今又

開放以詞説寡人帰罷報兵汝主、是、将令、寡径汝人等来比脆得六寡無悔人国時両乎一拝!群」、痴漢、 何不知人之甚也!汝慎勿言、当速 則無事突。不然、JlU寡人須
看金陵城、借府庫以稿軍、汝等得無 乎」

五代史補 5 世宗調之発回ー「汝使江奉南書自以為唐之後、衣冠礼楽世無比、何故与寡人隔 帯
水、更不 相問、惟泥海以通契丹、舎華事夷、例将安在今又聞
汝以詞説寡人罷兵、是将寡人比六国時一群痴漢」

開7G天宝遣事

2 O議銑痢策質事論正之里右子手百縞日温造彰防敵鹿昂師然4、、 自給ノ首ド科健鵬4死爽目相別時皇如人嘗巧詔為、ゐ美街輔漢張チ伴捌i固夫毎;氏品賢月有朱削老局麗国本紀 8 
西陽雑組・続集 4 
金瓶梅

西遊記 20 那獄子慌得脆下道『師父、伺1莫聴師兄之百、他有些賊埋人。我不会報怨
甚的、他就読我報怨。家我是個直腸的痴漢、我説道世内儀了、好尋個人家
化斎、他就罵 鬼。(後略lOJ

終須夢 16 心自思道「這 、祇可以理属、不可以力争J
英雲夢伝 4 御説安童到黄 、指望繍翠出来、直守到半夜時分、也不見個影児、

正合著 天歓喜
歴史通俗演義 86 揺首道 了J
古今奇観 10 慧児不 謝度城之fr:芳卿也、(中略)昔日之百倶験、使

予当日早従君言、嫁一村荘痴漢、可為有父兄、夫妻之楽、豊至瓢泊東西、
辱親腐体?老父弱弟相見 此徴駆論異地j言罷、涙如雨注

醒世姻縁伝 45 痴漢狸穆揮不断、臭娘厭
西湖二集 16 従来道「聴明才子無銭使、 夫有臭銭。駿馬毎駄痴漢走、巧妻常伴

酔醒石 15 、尺、笑他痴漢日仲仲

一枕奇 4 
一宝太監西洋記 13 
韓湘子全伝

霊小係廷姐拙読在安、色む上眠芸、、也双文有全酒武的不百人飲官司是在嫁痴前了、漢這、白般古有一道花個不「毒採鏡物是人、不呆真是人所痴」謂、駿痴馬漢常不駄信痴天漢;了走、

巧妻常伴拙夫眠
東度自己 7 尊者説「我於未始有魔来己知魔去。 i邑痴漢徒白魔耳」

40 婦人怒村起夫、連叫了幾声丈夫、者H又指著漢子罵道「是嚇裡無知恵少、不明
道害理。村 、不夫畏醒来神，明的痴漢、;震度清平世界淫乱綱常。快走出林、莫討禍

イ向我丈 断不能像!J 
73 乃笑道「這不中相交的痴漢子、待我要弄他番」
74 零挨等個房到屋黄。昏且、那女子説道「痴漢子、 l那個没有個廉恥、的I必定要扇我、

也有 間体、可曽要妻?J 
93 化善見了、笑道「痴漢子、佑l空費了精神、破了心街、告、能鈎想得処子到

手リ
禅真後史 9 一斎掩口不住日腕、笑道「好痴漢、那女子不知到什展去処了、総瓦自在這裡

呆想、雲低 、速宜返舎!J 
海上塵天影 17 和氏眉頭 敏、歎道「駿馬毎段痴漢走、巧妻常伴拙夫眠。天下不平的復

多」
40 霞裳只得再想、笑道「下頭好似駿馬毎駄痴漢走、巧妻常伴拙夫眠。再下

頭宝在不知道了J
筒唐両朝史伝 58 世徳績無謀看、罷此大事笑只、崎秦得王無日知「痴元漢帥、何安故能発随笑我?」」。 世績日 「吾非笑別、 単笑敬

九尾狐 46 

格難阿倒金事勿末知侃如体道去多、看他越出的幾、要心省個緊事銅得末、銭像越痴使、慢叫従漢、間芳等援搭老勧我茶解婆格房道実意去梗思「打大、、聴先日勿、生目必如心去日果急陪日今撞、去朝愁哉看戯也ji館t古撫格裡買載排用、出格落僅、得格随省戯便来点l昏、、

醒世恒日 37 不如将来変売、且作用度、省得集著米国御餓死了。「這叫倣杜子春一入
長安、宣不是天生的ー僚的痴漢!J 

39 若遇著肯舎的、便道是可擾之家、面HlJ千般、諮走過訣、去不時去説属「設遇著不

肯僧得合家此再的輩、無募就縁個道屡， 是蔀喜之徒、 背後百援話段、 還要唾幾口誕沫。 所以
足之期整。幾又両有一等人、 自己親族貧乏、尚不肯周済分文，至11
偏肯 価柿施、豊不是舎本従未的痴漢!J 



声守

「痴漢Jの変容(岩井)

。
書名 巻 回 用例

伝燈録 9 耽源日「日出痴漢誰在井中」
西湖佳話 葛洪出来道「痴漢子、 何必泣、従我井能内為飛汝将取出出来J、、 遂於井上、 大呼「銭出来!

銭 リ只見那銭一一都 一個也不少。其人拝謝而去。
都是幻 5 路上想到歓娯処、不覚大笑「想到凄涼時、不覚大突、路中見聞的、都

道是一個痴漢J
済公活仏伝奇録 ¥0 又喜自両称仏作祖，無人敢道自己是個痕頼痴漢
驚夢暗 3 春桃道「我不笑別事、只笑這対門的和尚、在此化縁、不知何人与他開縁、

宣不是痴漢等γ頭」
隔簾花影 34 看定十一是月初「三好日成街l婚、招賛進門。那丹桂姐大病方好、看著侯病子満限

落涙。正 馬車E痴漢、拙夫偏遇佳人(後略)J
娯目醒心編 日 狂婦向丈夫道「痴漢子!保全得我、諸事、替如的1出力、議約1日日吃酒、難道

不好?明日多備幾重酒、船上一路撞去、 何?J狂客聴見有酒吃、便点
点頭道「説不得、我只得走ー遭」

繍扉縁 11 

難日然「如若此、 但要有好。若良情、I¥j、俄是青那女然男郎意有子君些有、只両隔心算辺礎、得、那認順女得使辛要真人采放、只花縦下有的愁使倣意痴相腸思。隔漢、李天等去淵十婆了、郎娘那也之的個有負模、乗様心又援、、想黄可会別面杉以個嫁之侠。是女子

縁客也分看順湊他不的還過。 男 、 E女
得、就随了他。若還撃!肘、不如随風順舵」

禅真逸史 13 鰯春道「好痴漢子、人命関天、宣同児戯 P体為恩人雪恨、殺他抵、方命緩、難行
是丈夫気概如、此少不得胎累我喫官司、好没分暁!凡事要慮始慮終、
得、宣可 燥暴。J

五雑組 16 紹興末、朝士多鏡州人。或調之日「諸公皆不是痴漢。J
16 近時唐伯虎亦有詩五「駿馬毎駄痴漢走、巧妻常伴拙夫眠。世間多少不平

事、不会作天 天。」難語詞、 言也。
老学庵筆記 紹興末、朝土 o 時人吾日
墨法集要 世俗見披詩有 高杵』之句 痴漢面前難以説夢。

又，貨 、無一 非。詐言魚穆良是、由是入信為然。堪一笑也
大唐新語 3 仁 罵之日 J、克己俄遷吏部侍郎
朝野余載 4 唐 選人為
鴛鴬針 3 有花不采是呆人。」
絵図第一奇女 10 1 I 貌自1¥君伴醜妻。」
五燈会克 4 源日「日出 フ」

増広賢文 偉人不是 不会館人。
増広昔時賢文 偉人不是痴 不会傍人。
名賢集 ヨ和漢繭痴漢 不和、ヨfo漢倣誼子、御被痴漢騎
鹿樵紀聞 篠田「痴漢 頭、吉服何為?J 
夷堅丙志 又為吾崇何也、 日「吾詑輩痴漢耶、如許両堂大屋、舎之衰之而替去雲、乃顧一小

廟哉、儀氏愈益温畏、 子婦死、鬼始謝去、一家為 J 
指月録 2 法性本来空寂。不為生死実際所紳無仏。無若魔欲断除煩悩。此是無明痴漢。煩悩即是

菩提。 実
11 源日「 2井中。(後略)J 
32 

然無後禅下也。(後略)J
為奇特。痴漢不可陸眉努限時便有禅。不睦眉努限時便

衰州仰山慧寂禅師語録 耽源玄 IP出、痴漢、誰在井中。(後略)J
楊岐方会和尚語録 上堂、寅朝清日古今総見、更問如何、也是痴漢
法演禅師語録 上堂五「六祖能大師、是箇大痴漢後代児孫多、展転生惑乱、子細好思量、

白雲不著使」
上堂五「挙則公案、事事成緋、 痴漢」

密巷和尚語録 千人万人、羅籍不住、正是十 、大丈夫漢
宏智禅師広録 僧五「伝慶則遷去也J、師'zi;I 
仏果国悟禅師碧巌録 耽源日 IP出、痴漢、誰在井中、 不契、後間渇山、山乃呼慧寂、山陸

諾」
景徳伝燈録 源日 ip出痴漢誰在井中J

法菩性提本来空寂、不為生死所幹、若欲断除煩悩、此是無明痴漢、煩悩即是

資行紗 摩詞羅即愚痴比丘云E、愚痴漢語也。
仏光国師置雪 難与痴漢説、点限知腐陵米側



固
有
名
調
が
頻
出
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
女
性
の
魅
力
に
惑
わ
さ
れ
る
男
性
の
話
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
併
せ
て
指
摘
し
て
お
こ
う
。

と
も
あ
れ
、
以
上
の
用
例
か
ら
、
少
な
く
と
も
「
痴
漢
」
と
い
う
語
が
、
唐
代
以
降
、
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
罵
倒
口
語
(
俗
語
)

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
寺
か
え
る
。
た
だ
し
、
文
字
化
さ
れ
、
書
物
上
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
明
・
清
時
代
に
作
ら

ぷ
ん
げ
ん

れ
た
禅
語
録
や
白
話
小
説
類
に
お
い
て
で
あ
る
。
通
常
「
文
言
」
や
「
雅
語
」
で
書
か
れ
る
こ
と
の
多
い
正
史
や
漢
詩
に
「
痴
漢
」
と
い

う
語
が
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
見
い
だ
せ
な
い
の
は
、

そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
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「
痴
諜
」
、
日
本
へ

中
国
で
生
ま
れ
た
「
痴
漢
」
と
い
う
語
が
日
本
に
入
っ
て
来
、
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

一
七
世
紀
以
降
、

つ
ま
り
江
戸
前

期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
主
な
ル

l
ト
は
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
長
崎
で
唐
通
事
を
し
て
い
た
者
や
京
都
に
あ
る
万
福
寺

の
禅
僧
た
ち
な
ど
、
当
時
の
中
国
語
話
者
か
ら
の
ル

l
ト
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
か
な
り
限
定
的
で
、
閉
鎖
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考

日本語・日本文化

え
ら
れ
る
の
で
、
「
痴
漢
」

の
日
本
移
入
の
契
機
に
は
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の
流
布
と
定
着
と
い
う
点
で
は
、
残
り
二
つ
の
ル

l
ト
に
比
べ
、

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
は
言
い
難
い
。
「
痴
漢
」
と
い
う
語
の
移
入
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
残
り
の
二
ル

l
ト
で
あ
る
。

一
つ
は
、
荻
生
但
僚
や
伊
藤
仁
斎
な
ど
の
儒
学
者
た
ち
に
よ
る
も
の
。
も
う
一
つ
は
、
戯
作
者
、
随
筆
作
者
た
ち
に
よ
る
も
の
、
で
あ
る
。

白
話
小
説
は
、
但
僚
や
仁
斎
な
ど
、
当
時
の
儒
学
者
た
ち
の
学
問
の
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
も
っ
と
も
好
ま
れ
た
の

が
、
『
水
論
伝
』
で
あ
っ
た
。
先
に
見
た
よ
う
に
『
水
器
伝
』
に
は
四
か
所
に
「
痴
漢
」
と
い
う
語
が
登
場
す
る
。
ま
た
他
の
白
話
小
説

に
も
「
痴
漢
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
た
。
当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
「
痴
漢
」
と
い
う
語
は
ま
っ
た
く
新
し
い
単
語
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

新
し
い
単
語
が
大
量
に
入
っ
て
来
る
と
、
当
然
、
そ
の
意
味
や
発
音
が
問
題
と
な
る
。
と
り
わ
け
但
彼
や
仁
斎
は
当
時
の
中
国
語
の
発
音

で
も
の
を
考
え
よ
う
と
し
た
人
た
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
作
ら
れ
た
の
が
「
唐
話
辞
書
L

と
呼
ば
れ
る
一
群
の
辞
書
類
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に

は
語
嚢
や
発
音
な
ど
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
例
を
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
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当
時
も
っ
と
も
流
布
し
た
唐
話
教
科
書
に
『
唐
話
纂
要
』
(
一
七
一
六
〈
享
保
元
〉
年
刊
)
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
そ
の
巻
三
に

「都

E
J
艇
が
膨
ン
ス
ベ
テ
皆
。
同
シ
ヤ
ウ
ノ
。
タ
ハ
ケ
モ
ノ
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
当
時
「
痴
漢
」
は
「
ツ
ウ
ハ
ア
ン
」
と
発
音
さ

れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
意
味
は
「
タ
ハ
ケ
モ
乙
で
あ
っ
た
こ
と
、
が
わ
か
話
。
こ
れ
に
倣
っ
た
書
、
『
唐
話
為
文
筆
』
(
刊
年
等

未
詳
)
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
話
。
他
方
、
伊
津
長
秀
(
幡
龍
)
『
漢
字
和
訓
』
(
一
七
一
八
〈
享
保
一
一
一
〉
年
刊
)
に
は
記
事

ι
と
あ

り
、
こ
の
用
例
が
唐
代
の
宮
廷
風
俗
を
書
き
記
し
た
『
開
元
天
宝
遣
事
』
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
中
で
も
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
が
、
唐
話
辞
書
の
白
眉
と
も
称
さ
れ
討
『
俗
語
解
(
長
津
本
)
』
(
一
七
八
二
〈
天
明
二
〉
年

以
降
の
成
立
)
第
一

O
集
に
載
る
記
述
で
あ
る
。

「痴漢j の変容(岩井)

俗
語
ニ
痴
の
字
ヲ
使
フ
事
、
只
ア
ホ
ウ
ナ
ル
コ
ト
ノ
ミ
ニ
非
ス
。
多
ク
ハ
色
欲
一
一
心
ノ
迷
フ
コ
ト
ニ
用
ュ
。
痴
情
ト
イ
ヘ
ハ
色
情

又
色
痴
ナ
ト
、
モ
云
。
婦
人
ノ
ア
マ
ヱ
ル
ヲ
散
痴
散
矯
ト
云
。
又
色
一
一
迷
男
ヲ
痴
心
漢
ナ
ト
、
云
ニ
テ
知
ヘ
シ
。

ナ
リ
。

「
馬
鹿
者
」
と
か
い
っ
た
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の

つ
ま
り
、
俗
語
に
「
痴
」
と
い
う
字
を
用
い
た
場
合
、
単
に
「
阿
呆
」
と
か

場
合
、
「
色
欲
」
に
心
が
迷
っ
た
状
態
を
も
含
ん
で
い
る
の
だ
、
と
こ
の
本
の
著
者
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
色
に
迷
っ
た

男
を
「
痴
心
漢
」
と
呼
ぶ
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
現
代
の
「
痴
漢
」
意
味
に
か
な
り
近
い
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
現
段
階
で
は
、

他
に
同
様
の
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
こ
う
し
た
辞
書
類
に
は
秘
伝
的
な
要
素
を
持
つ
も
の
も
多
く
存
在
す
る
こ

と
、
な
ど
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
『
俗
語
解
』
の
よ
う
な
解
釈
は
一
般
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
し
、
一
八
世
紀
後

期
に
、
こ
う
し
た
言
説
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
留
意
し
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現
在
の
「
痴
漢
」
の
意
味
と
な
る

よ
う
な
素
地
が
、

一
八
世
紀
に
は
す
で
に
あ
っ
た
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。



戯
作
へ
の
応
用

学
問
の
対
象
と
も
な
っ
た
「
痴
漢
」
で
あ
る
が
、
そ
の
後
様
々
な
方
面
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
り
わ
け
多
か
っ
た
の
が
、
戯

作
と
随
筆
で
あ
る
。
『
水
諦
伝
』
を
は
じ
め
と
す
る
白
話
小
説
は
、
儒
学
者
た
ち
の
学
問
の
対
象
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

当
時
の
戯
作
者
た
ち
に
も
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
そ
の
結
果
、
白
話
小
説
で
使
用
さ
れ
た
「
痴
漢
」
と
い
う
語
も
、
新
し
い
言
葉
と
し

て
戯
作
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第 41号 (2014)

早
い
も
の
と
し
て
、
平
賀
源
内
の
戯
作
、
『
放
庇
論
』
(
一
七
七
四
〈
安
永
一
二
〉
年
刊
)
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
『
放
民
論
』
は
「
い
ん
家
呑

タ

ハ

ケ

フ

グ

ジ

ル

ク

ナ

カ

イ

キ

ん
で
、
組
る
痴
漢
あ
れ
パ
、
河
豚
汁
喰
ふ
て
長
寿
す
る
男
も
あ
り
。
」
と
い
う
一
文
で
始
ま
る
。
た
だ
し
、
『
放
庇
論
』
に
お
け
る
「
痴
漢
」

の
読
み
は
「
た
は
け
」
と
な
っ
て
い
刻
。

源
内
に
師
事
し
た
蘭
学
者
で
戯
作
者
で
も
あ
っ
た
森
島
村
副
ぅ
(
下
界
隠
士
・
天
竺
老
人
)
が
『
ぬ
け
が
ら
献
が
志
』
(
一
七
八
一
年
刊
)

日本語・日本文化

で
「
痴
漢
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
。

た

て

つ

く

も

の

な

つ

か

ま

べ

担
ハ
お
れ
が
口
先
に
ハ
楯
突
者
こ
そ
無
か
り
け
る
と
仕
た
り
院
す
る
劇
賞
共
、

ま

へ

ひ

き

お

と

り

の

け

へ

"

は

〕

こ
と
前
引
の
月
躍
は
そ
こ
退
の
、
(
後
略
)

知
恵
ハ
三
文
器
配
し
の
袋
よ
り
mm
く
酎
慌
の
高
き

「
痴
漢
」
に
は
「
べ
ら
ぼ
う
」
と
い
う
ル
ピ
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
通
ぶ
っ
た
者
た
ち
を
け
な
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
他
に
も
、

同
時
期
の
作
品
で
は
、
作
者
は
未
詳
な
が
ら
一
七
八
六
(
天
明
六
)
年
の
序
を
持
つ
伝
記
、
コ
皇
和
世
説
新
語
』
「
倹
音
篇
」
の
「
三
荘
大

夫
」
に
「
痴
漢
」
と
い
う
語
が
見
え
る
。

先
に
見
た
『
日
本
国
語
大
辞
典
(
第
二
版
)
』
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
た
山
東
京
伝
の
『
繁
千
話
』
は
一
七
九

O
(寛
政
二
)
年
の
肢
を

も
つ
本
で
あ
る
。
こ
の
本
は
人
気
が
あ
っ
た
の
で
、
同
内
容
だ
が
異
表
記
の
も
の
が
数
種
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
「
調
唇
弄
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一四

て
う
し
ん
ろ
う
せ
つ

舌
を
ま
じ
え
て
ち
か
ん
の
ご
と
く
と
り
あ
っ
か
ふ
か
ら
、
ぐ
っ
と
か
け
だ
し
さ
」
と
い
う
平
仮
名
表
記
の
本
も
あ
れ
ば
、
「
調
居
弄
舌
を

ま
じ
え
て
町
棋
の
ご
と
く
と
り
あ
っ
か
ふ
か
ら
ぐ
っ
と
か
け
だ
し
さ
」
と
、
「
調
唇
弄
舌
」
の
右
に
「
て
う
し
ん
ろ
う
せ
つ
」
、
左
訓
に
「
シ

ャ
ベ
ル
」
を
付
し
、
か
つ
「
痴
漢
」
の
右
部
分
に
「
ち
か
ん
」
、
左
訓
に
「
ア
ホ
ウ
」
と
い
う
文
字
を
付
し
て
い
る
本
も
あ
一
位
。
ど
ち
ら

が
古
い
も
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
「
ち
か
ん
」
と
い
う
訓
の
な
い
本
は
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
判
断
す

る
と
、
現
時
点
で
は
、
こ
の
本
が
「
痴
漢
」
と
い
う
漢
字
を
「
ち
か
ん
」
と
読
ま
せ
た
日
本
で
初
め
て
で
、
確
実
な
用
例
と
せ
ざ
る
を
得

な
い
よ
う
で
あ
る
。

一
八
世
紀
の
後
半
に
「
戯
作
」
と
い
う
媒
体
で
使

「痴漢」の変容(岩井)

一
七
世
紀
後
半
に
入
っ
て
来
た
「
痴
漢
」
と
い
う
語
(
正
確
に
言
え
ば
漢
字
)
が
、

わ
れ
、
そ
れ
が
次
第
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
読
み
は
様
々
で
あ
っ
た
が
、
「
お
ろ
か
な
男
」
を
「
痴
漢
」
と
い
う
漢
字
で
表
記
す
る
こ
と

が
当
時
の
流
行
で
あ
り
、
視
覚
的
に
も
聴
覚
的
に
も
新
規
性
を
帯
び
た
言
葉
と
し
て
認
識
、
受
容
さ
れ
、
次
第
に
流
布
し
て
い
っ
た
可
能

性
が
あ
る
。馬

琴
の
「
痴
漢
」

曲
亭
(
滝
沢
)
馬
琴
の
作
品
に
は
、
「
痴
漢
」
の
用
例
を
複
数
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
『
水
論
伝
』
が
馬
琴
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ

(
回
)

に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
棲
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
馬
琴
に
限
ら
ず
、
一
八
世
紀
か
ら
ニ

O
世
紀
に
か
け
て
、
つ
ま
り
江

戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
『
水
器
伝
』
は
日
本
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
『
水
器
伝
』
の
影
響
を
も
っ
と
も
受
け
た
と
思
わ
れ
る
馬
琴
の

本
に
は
多
く
の
用
例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
時
代
以
降
も
よ
く
読
ま
れ
た
日
本
語
版
『
水
器
伝
』
、
『
新
編
水
諦
画
伝
』
は
当

然
と
し
て
、
『
新
編
金
瓶
梅
』
、
『
近
世
説
美
少
年
録
』
な
ど
で
も
「
痴
漢
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
説
。
中
に
は
タ
イ
ト
ル
に
「
痴
漢
」

を
し
ゑ
ー
と
り
あ
ほ
う
の
こ
う
め
う

を
入
れ
た
作
品
ま
で
あ
る
。
『
押
絵
烏
痴
漢
高
名
』
(
一
七
九
七
〈
寛
政
九
〉
年
序
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
痴
漢
」
を
「
あ
ほ
う
」

と
読
ま
せ
て
い
る
。



少
し
話
は
ず
れ
る
が
、
『
水
論
伝
』
に
見
え
る
「
駿
馬
却
駄
痴
漢
走
」
と
い
う
言
葉
は
非
常
に
有
名
な
も
の
だ
っ
た
。
『
金
瓶
梅
』
な
ど

多
く
の
書
に
そ
の
例
が
見
え
る
。
嶋
村
東
洋
編
「
最
新
問
答
全
書
一
附
・
最
近
八
年
間
官
立
諸
学
校
入
学
試
験
問
題
一
漢
文
』
と
い
う
明

治
の
受
験
対
策
本
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
駿
馬
駄
痴
漢
走
と
は
如
何
」
と
い
う
質
問
と
、
そ
れ
に
対
す
る
答
え
が
記
さ
れ
て
い
る
。
回
答

は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

第 41号 (2014)

唐
寅
詩
に
駿
馬
毎
駄
痴
漢
走
。
巧
妻
常
伴
拙
夫
眠
と
。
駿
馬
は
好
き
乗
人
を
乗
せ
て
走
れ
ば
善
き
も
、
馬
を
御
す
る
方
も
知
ら
ざ

る
痴
人
を
乗
せ
て
走
る
こ
と
屡
々
な
り
。
畢
寛
薄
命
の
意
味
を
比
晴
せ
し
な
ら
品
。

日本語・日本文化

こ
の
本
は
官
立
学
校
の
漢
文
入
試
問
題
対
策
本
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
言
葉
は
、
明
治
の
末
に
お
い
て
も
試
験
問
題
に
出
る
く
ら

い
有
名
な
言
葉
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
た
め
明
治
時
代
の
小
説
や
随
筆
な
ど
(
た
と
え
ば
横
井
夜
雨
「
春
」
な
ど
)
で
も
し

ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
た
り
、
一
八
九
九
年
一
一
月
二
五
日
発
行
の
『
女
学
雑
誌
』
第
五

O
O号
(
女
学
雑
誌
社
)
に
は
「
痴
漢
駿
馬
に
跨

り
、
佳
人
醜
夫
に
侍
る
」
と
題
す
る
文
章
が
掲
載
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
に
は
美
人
の
夫
は
大
抵
醜
い
男
子
だ
と

い
う
旨
の
記
述
が
あ
る
。
引
用
文
中
に
見
え
る
『
唐
寅
詩
』
と
は
、
明
代
に
活
躍
し
た
唐
匙
(
字
は
伯
虎
)
と
い
う
人
の
詩
集
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
人
は
庚
寅
年
寅
月
寅
日
寅
生
ま
れ
な
の
で
「
唐
寅
」
と
名
乗
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
た
だ
、
現
在
の
と
こ
ろ
「
唐
寅
詩
』
に
そ

の
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
先
に
も
紹
介
し
た
が
、
『
五
雑
坦
』
の
巻
一
六
に
「
近
時
唐
伯
虎
亦
有
詩
云
、
『
駿
馬
毎
駄
痴

漢
走
、
巧
妻
常
伴
拙
夫
眠
。
世
間
多
少
不
平
事
、
不
会
作
天
莫
作
天
。
』
難
語
詞
、
亦
有
激
之
言
也
。
」
と
あ
る
の
で
、
も
と
は
唐
寅
の
詩

に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

)
O

一五

『
五
雑
坦
』
に
は
も
う
一
カ
所
「
痴
漢
」
の
用
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
巻
一
六
で
、
「
紹
興
末
、
朝
土
多
儀
州
人
。
或
謂
之
日
、
『
諸
公

皆
不
是
痴
漢
』
。
又
有
監
司
薦
人
、
以
関
節
欲
与
鏡
州
人
。
或
規
其
嘗
先
孤
寒
、
監
司
憤
然
日
、
『
得
鶴
人
処
且
偉
人
。
』
」
と
あ
る
。
こ
ち

ら
は
、
ど
う
や
ら
『
増
広
賢
文
』
や
「
増
広
昔
時
賢
文
』
な
ど
の
成
句
集
に
採
ら
れ
た
よ
う
だ
。



声苛

~ -・ノ、

本
題
に
戻
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
山
東
京
伝
の

(
馬
琴
は
京
伝
の
門
人
だ
っ
た
)

の
酒
落
本
『
繁
千
話
』
の
ほ
か
に
、

タ
イ
ト
ル
に
「
痴

[痴漢j の変容(岩井)

漢
」
と
い
う
文
字
を
用
い
た
書
物
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
馬
琴
の
『
押
絵
鳥
痴
漢
高
名
』
も
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
一
八

ば
か
さ
ん
に
ん
で
ん

O
六
(
文
化
二
一
)
年
の
肢
を
も
っ
感
和
亭
鬼
武
『
痴
漢
三
人
伝
』
と
い
う
本
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
本
に
お
け
る
「
痴
漢
」
に

は
、
一
貫
し
て
「
ば
か
」
と
い
う
ル
ピ
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。
感
和
亭
鬼
武
は
、
本
名
を
倉
橋
羅
一
郎
と
い
い
、
馬
琴
の
弟
子
だ
っ
た
男
で

あ
封
。
彼
の
噺
本
に
は
『
白
痴
聞
集
』
と
い
う
『
白
氏
文
集
』
を
も
じ
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
り
す
る
の
で
、
こ
う
し
た
愚
か
な
人
聞
を
描

く
の
が
得
意
だ
っ
た
よ
う
だ
。

と
も
あ
れ
、
『
水
論
伝
』
の
影
響
を
受
け
た
戯
作
者
た
ち
が
、
「
痴
漢
」
と
い
う
語
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
お
い
て
い
い
だ

ろ
う
。
彼
ら
は
「
痴
漢
」
を
そ
の
ま
ま
「
ち
か
ん
」
と
読
ま
せ
た
り
(
こ
の
場
合
、
右
ル
ピ
と
し
て
用
い
る
)
、
ル
ビ
や
左
訓
に
「
ば
か
」

「
ア
ホ
ウ
」
な
ど
様
々
な
読
み
を
提
示
し
た
り
し
て
い
る
。

野
目
松
人
形

「
痴
漢
L

と
い
う
語
は
戯
作
だ
け
で
な
く
、
芸
談
、
芸
評
、
種
々
の
評
判
記
、
随
筆
な
ど
、
広
い
範
囲
で
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

現
在
確
認
で
き
る
も
っ
と
も
早
い
も
の
と
し
て
、

一
七
五
六
(
宝
暦
六
)
年
に
刊
行
さ
れ
た
浪
速
散
人
一
楽
(
一
楽
子
)
『
竹
豊
故
事
』

(
一
七
五
六
年
〈
宝
暦
六
〉
刊
)
の
用
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
操
人
形
之
故
事
並
名
人
之
遣
手
付
古
今
達
人
之
事
」
と
い
う
段
に

ん

ど

う

こ

広

い

や

い

ミ

や

う

つ

け

あ

ほ

う

ひ

の

ろ

ま

っ

そ

「
其
比
の
人
、
貯
か
に
舘
き
者
を
賎
し
め
、
の
ろ
ま
と
云
異
名
を
付
、
痴
漢
一
一
比
し
た
り
。
此
野
呂
松
氏
を
祖
と
し
、
京
大
坂
の
操
芝
居

3

j

3

t

t

ろ

ま

そ

ろ

し

も

む

ぎ

ま

だ

う

け

こ

ハ

い

る

き

ゃ

う

げ

ん

一
一
野
台
降
・
飴
呂
間
・
畠
呂
七
・
麦
同
等
と
名
を
付
、
道
外
た
る
詞
色
を
な
し
、
浄
る
り
段
物
の
聞
の
狂
言
を
な
し
た
り
。
」
(
七
丁
裏
1

あ
い
き
ょ
う
げ
ん

八
丁
表
)
と
あ
る
。
こ
の
段
は
、
浄
瑠
璃
の
間
狂
言
と
し
て
人
気
の
あ
っ
た
「
野
呂
松
(
間
)
人
形
L

(

図
1
)
の
起
源
に
つ
い
て
述
べ

た
箇
所
で
あ
る
。
「
野
日
松
人
形
」
は
江
戸
初
期
の
道
化
人
形
の
遣
い
手
、
野
呂
松
勘
兵
衛
に
由
来
す
る
と
い
う
。
勘
兵
衛
は
、
頭
が
平

た
く
頬
が
高
く
居
が
突
き
出
て
い
て
、
チ
ョ
ピ
髭
を
は
や
し
た
卑
し
げ
な
人
形
を
遣
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
野
日
松
」
と
い
う
名
が
付



(
甜
)

い
た
よ
う
だ
。

こ
こ
で
は
「
痴
漢
」
を
「
あ
ほ
う
」
と
読
ま

せ
て
い
る
。
「
の
ろ
ま
」

の
語
源
も
こ
の
「
野

M
口
絞
人
形
」
で
あ
り
、

」
の
愚
か
な
動
き
が
後

に

「愚
鈍
」
を
意
味
す
る
「
の
ろ
ま
」
と
い
う

員i¥41号 (2014)

語
に
な
る
の
で
あ
る
。
芥
川
龍
之
介
の
作
品
に

「野
呂
松
人
形
」

(初
出
は
一
九
一
六
年
、
雑
誌

『
人
文
』
、
樗
牛
会
)

と
い
う
の
が
あ
る
か
ら
、

か
な
り
長
い
間
人
気
が
あ
っ
た
出
し
物
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
こ
の

「野
呂
松
」
に
関
す
る
記
事

た
と
え
ば
、

11本11H・11本文化

に、

「痴
漢
」
が
よ
く
登
場
す
る
。

|止一
事七
三~
出κ 一一
締四
』 年

「 刊
態行
芸さ
門れ

痴あ」 た
漢11に菊
v は岡

玩 ~I': 枯
し鈍4涼
わを‘ 『

h い本
乙や朝

し
め
て
の
ろ
ま
と
い
ひ
、

と
あ
る
。
同
様
の
記
事
は
一
七
九

O
年
頃
成
立

どし
tこ T、こ
もと
見 思
らわ
れ れ
るる
も 『
の 操
で |泊
あ入
るき門
。 口

伝
之
巻
巴=

な

ー じ

め
乃
は
附

りい
、?り占者

1
4
子
主
九
う

円

m
l
bム
仙
川

全

図1 野呂松人形

(PR智子衛編『図説日:本の人形史.!lp.37より転載:左は『金:交面.!l<1722干IJ)、右は

『江都二色.!l<1733干1J)より)



声守

一八

三
馬
親
子
の
「
痴
模
」

ま
た
そ
の
子
、
小
三
馬
も
「
痴
漢
」
と
い
う
語
を
よ
く
使
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
ま
ず
は
三
馬
の
方
か
ら
見
て
い
こ
う
。
三

馬
は
一
八
一
二
(
文
化
九
)
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
忠
臣
蔵
偏
痴
気
論
初
稿
』
と
、
同
年
の
序
を
持
つ
『
古
今
百
馬
鹿
』
に
お
い
て
「
痴
漢
」

く

そ

た

ハ

け

あ

き

れ

い

ハ

(

却

)

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
前
者
で
は
、
「
大
星
め
が
糞
痴
漢
、
個
て
も
の
が
言
れ
ず
。
」
と
「
た
ハ
け
」
と
い
う
ル
ピ
を
付
け
て
い
る
。

後
者
は
、
三
馬
の
戯
号
に
関
わ
る
も
の
で
、
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

式
亭
三
馬
、

「痴漢」の変容(岩井)

ぱ

か

ぱ

の

じ

な

こ
、
に
馬
鹿
の
馬
字
を
名
の
り
て
三
馬
と
い
へ
る
あ
り
。

ぁ

、

ば

か

(

剖

〕

ら
時
馬
鹿
ら
し
う
ざ
ん
す
。

ほ

ん

た

げ

さ

く

し

や

り

こ

う

か

へ

り

ミ

白

(
中
略
)
三
本
足
ら
ぬ
戯
作
者
が
お
利
口
ら
し
さ
を
顧
れ
パ
、

わ
れ吾

な
が

自
分
の
三
馬
の
「
馬
」

の
字
は
「
馬
鹿
」

(
盟
)

の
「
馬
」
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
人
間
よ
り
も
毛
が
三
本
足
り
な
い
と
い
う
猿
の
よ
う
な
戯

お
利
口
ぶ
っ
て
書
い
て
き
た
こ
と
を
今
さ
ら
な
が
ら
顧
み
れ
ば
、
自
分
の
こ
と
な
が
ら
非
常
に
馬
鹿
ら
し
い
こ
と
だ
、

と
三
馬

作
者
が
、

は
言
う
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
三
馬
の
戯
号
に
つ
い
て
は
棚
橋
正
博
が
、

ひ
ね

こ
の
戯
号
は
、
三
馬
が
十
八
歳
の
あ
る
夜
、
二
一
つ
の
戯
名
を
書
い
た
紙
片
を
捻
り
、
そ
の
捻
り
紙
を
放
っ
て
拾
っ
た
も
の
を
聞
け

て
み
れ
ば
、
歌
舞
伎
の
式
三
番
(
顔
見
世
興
行
や
正
月
興
行
で
す
る
所
作
事
)
を
も
じ
っ
た
「
式
亭
三
馬
」
と
あ
っ
た
こ
と
に
由
来

す
る
と
い
う
。
「
式
亭
三
馬
」
の
思
い
つ
き
は
、
物
売
り
の
声
「
三
番
豊
南
京
売
操
り
」
か
ら
と
、
歌
舞
伎
の
芝
居
好
き
が
影
響
し

て
紙
片
に
書
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
馬
琴
が
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
で
式
亭
三
馬
の
戯
名
は
唐
来
参
和
と
烏
亭
荒
馬

に
由
来
す
る
と
書
い
た
も
の
だ
か
ら
、
こ
ん
に
ち
で
も
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
向
き
が
あ
る
が
間
違
い
で
あ
る
。



と
し
て
い
る
の
で
、
『
古
今
百
馬
鹿
』
の
説
を
そ
の
ま
ま
採
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
が
、
理
由
は
一
つ
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
こ
の
序
文
も
今
後
の
参
考
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
、
こ
こ
に
掲
出
し
た
次
第
で
あ
る
。

戯
口
方
の
他
に
も
、
興
味
深
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
表
紙
に
も
「
痴
漢
」

の
吉
田

が
見
え
る
こ
と
だ
(
図
2
)
。
表
紙
の
絵
の
部
分
に
「
駿
馬
毎
駄
痴
漢
走
巧
妻
常

と
い
う
字
が
見
え
る
。

伴
拙
夫
眠
」

こ
の
字
句
が
『
水
論
伝
』
『
金
瓶
梅
』
な
ど
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の
訟
に
館
々
見
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
絵
に
は
、

か
に
も
間
抜
け
そ
う
な
相
貌
を
し
た
男
と
女
性
二
人
の
計
三
人
が
描
か
れ
て
い

る
。
よ
く
見
る
と
男
の
'
科
に
は
手
綱
が
付
け
ら
れ
お
り
、
男
が
女
性
二
人
に
操
ら

れ
て
い
る
様
子
が
摘
か
れ
て
い
る
。

トl 本日~~ ・ 11 本文化

三
馬
も
中
国
の
白
話
小
説
の
影
響
を
受
け
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
平
賀
源
内

や
森
島
中
良
を
大
変
尊
敬
し
て
い
た
よ
う
な
の
で
、
彼
が

「
痴
漢
」
と
い
う
語
を

使
っ
た
理
由
の
一
つ
に
源
内
た
ち
か
ら
の
影
響
と
い
う
の
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

‘、、。

チ
九

luv三
馬
の
代
表
作

『浮
世
床
』
初
編
(
一
八
一
三
年
刊
)
巻
之
下
「
後
叙
」
に
も

ハ
け

A

剖
)

「
ヤ
イ
三
馬
の
大
痴
漢
」

と
い
う
例
が
見
ら
れ
た
り
、
巻
之
中

(
一
八
一
一
一
一
年
刊
)

で
は
「
痴
」
、
一

字
で
「
た
ハ
け
」
と
読
ま
せ
て
い
る
例
も
見
受
け
ら
れ
た
り
す

る
。
お
そ
ら
く
三
馬
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
戯
作
者
も
、
「
痴
」
と
い
う
一
字
で
「
た

わ
け
」
と
読
ま
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
、
当
時
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ーJL

小
三
馬
は
三
馬
の
一
人
息
子
で
あ
る
。
名
を
虎
之
助
と
い
い
、
三
馬
の
死
後
、

L 、

式亭三馬 『古今百馬鹿』表紙(早稲田大学西垣文庫)図2



二O

つ小

く馬
れと
パ名
序E乗
文fつ

9:!ち

け
さ
く
は
な
の
あ
か
ほ
ん
せ
か
い

一
八
四
六
(
弘
化
三
)
年
の
序
を
も
っ
『
戯
作
花
赤
本
世
界
』
上
巻
の
序
文
に
は
、

し一
L

、

ぢ

ぐ

ち

む

か

み

つ

さ

を

す

ず

り

う

ミ

心
側
な
ら
で
五
湖
を
的
な
る
戯
口
も
向
ふ
水
に
梓
さ
す
硯
の
海
に

た

は

け

ミ

な

さ

ま

ご

eそ
ん
じ

「
痴
漢
ハ
各
位
御
存
と
い
ひ

(
後
略
)
」

と
あ
り
、

小
三
馬
も
三
馬
と
同
じ

く
自
分
を

自
分

対
し
て
使
わ
な
L 、
三五
日日

と
L 、
わ た
れだ
るさし

小
三
馬
は

「
痴
漢
」
を
「
た
わ
け
」

と
読
ま
せ
て
い
る
。

通
常
、

「
た
わ
け
」

「
痴
漢
」

で
あ
る
、

と
言
っ
て
い
る
。

と
い
う
語
は
、

つ
ま
り

「
俺
は
馬
鹿
だ
」

と
は
言
っ
て
も

「
俺
は
た
わ
け
だ
」

と
は
言
わ
な

「痴漢」の変容(岩井)

い
と
い
う
の
だ
。
こ
の
部
分
は
、
小
三
馬
自
身
が
自
分
の
こ
と
を
「
た
わ
け
」
と
呼
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
部
分
で
は
読
者
な
ど
、

他
人
か
ら
見
て
自
分
は
「
た
わ
け
」
だ
と
卑
下
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
、
通
例
に
従
っ
た
使
い
方
だ
と
判
断
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

以
上
、
平
賀
源
内
か
ら
森
島
中
良
、
曲
亭
馬
琴
、
式
亭
三
馬
な
ど
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
戯
作
者
た
ち
が
、
作
品
中
、
あ
る
い
は
そ
の

序
文
に
お
い
て
「
痴
漢
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
た
。
読
み
は
「
た
わ
け
」
が
多
い
が
中
に
は
「
ち
か
ん
」
と
読
ま
せ
て
い
る
も
の
も
あ
っ

た
。
戯
作
が
大
衆
的
な
文
芸
で
あ
り
、
多
く
の
庶
民
に
読
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
更
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
「
痴

漢
」
と
い
う
語
と
意
味
は
戯
作
を
通
し
て
、
多
く
の
人
の
目
に
と
ま
る
よ
う
に
な
り
、
着
実
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

臨
筆
類
に
お
け
る
「
痴
漢
」

「
痴
漢
」
は
戯
作
だ
け
で
は
な
く
、
随
筆
に
も
使
わ
れ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
を
以
下
、
例
を
挙
げ
な
が
ら
見
て
い
こ
う
と
思
う
。
小
宮
山

楓
軒
「
懐
宝
日
礼
』
三
(
一
八
二
一
〈
文
化
九
〉
年
)
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

O
山
本
信
有
、
病
中
ニ
画
人
文
晶
、
武
清
両
人
ニ
託
シ
テ
、
己
レ
ガ
像
ヲ
作
ラ
シ
ム
。
云
ク
、
予
ハ
文
武
両
全
ノ
人
ナ
リ
。
其
意

ヲ
画
ク
ベ
シ
ト
。
武
清
ガ
図
ニ
、
小
具
足
シ
テ
床
凡
ニ
拠
リ
、
鎗
ヲ
横
タ
へ
、
其
芳
ニ
ハ
書
籍
散
乱
シ
テ
ア
ル
ヲ
画
ケ
リ
ト
ゾ
。
痴

漢
笑
フ
ベ
シ
。
信
有
。
去
月
死
。



山
本
信
有
(
北
山
一
江
戸
中
期
、
「
折
衷
派
」
の
儒
学
者
)
が
病
気
に
な
っ
た
。
信
有
は
、
絵
師
の
谷
文
昆
と
喜
多
武
清
に
た
く
し
て

自
画
像
を
描
か
せ
た
。
信
有
は
、
自
分
は
文
武
両
道
の
完
全
な
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
わ
か
る
よ
う
に
描
け
と
申
し
つ
け
た
。
そ
れ
を

聞
い
た
武
清
は
、
信
有
が
小
具
足
を
付
け
た
姿
で
、
床
凡
に
拠
り
か
か
り
、
横
に
槍
を
置
き
、
そ
の
周
り
に
は
書
籍
が
散
乱
し
て
い
る
様

を
描
い
た
。
そ
の
ば
か
ば
か
し
さ
に
は
あ
き
れ
て
笑
う
し
か
な
い
、
と
楓
軒
は
言
う
の
だ
。
同
書
の
別
の
箇
所
に
は
、
武
清
が
こ
の
絵
を

版
行
し
て
売
り
出
し
た
旨
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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O
武
清
北
山
ノ
肖
像
ヲ
印
刻
シ
テ
、
コ
一
百
銭
ニ
売
ル
、
北
山
門
人
怒
リ
テ
、
其
板
ヲ
奪
ヒ
絶
交
ス
。

武
清
は
、
信
有
の
肖
像
画
を
信
有
の
断
り
も
な
く
販
売
し
た
よ
う
で
、
そ
れ
に
対
し
怒
っ
た
信
有
の
門
人
た
ち
は
そ
の
版
木
を
奪
っ
て
、

武
清
ら
の
一
派
と
絶
交
し
た
、
と
い
う
。

一
九
世
紀
の
代
表
的
な
随
筆
集
の
一
つ
、
松
浦
静
山
『
甲
子
夜
話
』
(
一
八
二
八
年
起
筆
)
の
巻
一
八
に
も
「
痴
漢
」
と
い
う
語
が
使

わ
れ
て
い
る
。

日本語・日本文化

又
、
平
戸
大
垣
と
云
る
村
に
痴
漢
あ
り
。
常
に
被
髪
弊
衣
、
そ
の
体
汚
磯
云
ば
か
り
な
し
。

ゅ

く

を

か

き

往
者
を
見
れ
ば
、
逐
て
こ
れ
に
迫
り
犯
ん
と
す
。
婦
女
憧
れ
て
逃
去
一
制
。

た
ゾ
淫
乱
甚
し
く
、
婦
女
の
採
薪
に

平
戸
の
大
垣
(
現
在
の
長
崎
県
平
戸
市
)

に
「
痴
漢
」
が
い
た
。

い
つ
も
髪
が
衣
を
覆
い
、
体
は
非
常
に
汚
れ
て
い
た
。
そ
の
男
は
淫

欲
が
激
し
く
、
女
性
た
ち
が
薪
を
採
り
に
行
く
の
を
見
れ
ば
、
追
い
か
け
て
女
性
に
迫
っ
て
犯
そ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
女
性
た
ち
は
そ
の

男
を
恐
れ
て
逃
げ
去
る
の
だ
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
う
し
た
例
か
ら
推
察
す
る
と
、
「
痴
漢
」
の
中
に
は
性
的
異
常
者
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
単
に
「
お
ろ
か
な
男
」



と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
性
的
異
常
者
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
書
の
三
篇
巻
之
一
六
に
も
「
抑
又
、

痴
漢
と
誹
笑
せ
ん
邪
L

と
い
う
一
節
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
「
ヤ
ハ
タ
不
知
の
森
」
と
い
う
恐
ろ
し
い
森
に
つ
い
て
の
顛
末
を
書
き
と
め

(
却
)

た
箇
所
に
見
ら
れ
る
用
例
で
あ
る
。

「痴漢」の変容(岩井)

じ

ん

さ

い

お

う

こ

う

が

い

が

い

せ

つ

た

わ

け

一
八
二
九
(
文
政
二
一
)
年
の
自
序
を
も
っ
塵
哉
翁
「
巷
街
賛
説
』
巻
之
二
の
「
倣
顔
見
世
番
附
小
伝
」
の
文
中
に
「
予
も
亦
痴
漢
の

の

ち

(

岨

)

数
に
入
て
、
乞
見
て
愛
に
写
し
、
後
の
笑
草
と
は
な
し
ぬ
」
と
い
う
例
が
見
ら
れ
る
。
『
巷
街
賓
説
』
は
江
戸
の
見
聞
記
で
あ
る
。
こ
の

文
章
は
「
叫
ん
仇
」
と
い
う
女
義
太
夫
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
小
伝
は
、
「
蛭
婦
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
戯
場
役
者
秀
佳
(
三
代
目
・

坂
東
三
津
五
郎
と
あ
る
)
の
妻
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
男
性
と
関
係
を
も
ち
、
そ
れ
を
隠
そ
う
と
も
し
な
か
っ
た
た
め
、
江

戸
で
は
ず
い
ぶ
ん
と
大
き
な
噂
に
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
小
伝
と
関
係
を
も
っ
た
男
を
誰
か
が
顔
見
世
の
入
代
り
番
付
に
似
せ
、
番
付
を

作
っ
た
。
そ
れ
を
歌
川
国
貞
が
写
し
て
版
行
し
た
が
、
す
ぐ
に
発
禁
処
分
を
く
ら
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
塵
哉
翁
」
と
名
乗
る
こ
の
本
の
筆

者
は
、
ど
う
や
ら
歌
川
国
貞
の
判
じ
物
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
を
こ
の
書
に
写
し
た
ら
し
い
。
そ
の
行
為
に
つ
い
て
自
ら
論
じ
た

の
が
先
に
引
用
し
た
部
分
で
あ
る
。
自
分
も
国
貞
ら
が
し
た
こ
と
や
、
そ
れ
を
買
っ
て
喜
ん
だ
人
た
ち
と
同
じ
「
痴
漢
」
の
中
の
一
人
で

そ
れ
を
こ
こ
に
写
し
て
後
世
の
笑
い
草
に
し
よ
う
と
思
う
、
と
書
い
て
い
る
の
だ
。

『
巷
街
賢
説
』
が
書
か
れ
た
時
期
は
、
多
く
の
江
戸
風
俗
を
写
し
た
書
物
が
出
版
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
寺
門
静
軒
『
江
戸
繁
盛
記
』

(
一
八
三
二

1
一
八
三
六
年
刊
)
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
書
は
江
戸
の
繁
栄
ぶ
り
を
「
狂
体
漢
文
」
で
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
刊

あ
り
、

行
後
、
発
禁
処
分
を
受
け
た
書
で
も
あ
る
。
そ
の
五
篇
一
八
丁
表
(
「
深
川
の
断
」
)
に
「
題
以
窮
鬼
、
目
以
痴
漢
(
題
ス
ル
ニ
窮
鬼
ヲ
以

テ
シ
、
目
ス
ル
ニ
痴
漢
ヲ
以
テ
ス
|
訓
読
筆
者
)
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
こ
に
も
「
痴
漢
」
と
い
う
語
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

こ
こ
は
あ
る
娼
妓
の
回
想
場
面
で
あ
る
が
、
「
痴
漢
」
と
い
う
文
字
に
ル
ピ
は
ふ
ら
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
の
ま
ま
「
ち
か
ん
」
と

読
む
の
で
あ
ろ
う
。

当
時
の
「
痴
漢
」

の
読
み
は
様
々
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
文
章
の
流
れ
や
リ
ズ
ム
、
内
容
な
ど
に
よ
っ
て
使
い
分
け
て
い
る
よ
う
だ
。
そ

日
本
で
は
「
痴
漢
」
と
い
う
語
が
、
口
語
(
話
し
言
葉
)
で
は
な
く
、
む
し
ろ
文
章
語

れ
よ
り
も
、
こ
こ
で
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、



(
書
き
言
葉
)
と
し
て
認
識
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
中
国
に
お
い
て
「
痴
漢
L

は
、
あ
く
ま
で

も
「
話
し
言
葉
」
、
で
あ
り
、
「
俗
語
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
で
は
戯
作
、
随
筆
な
ど
に
お
い
て
、
「
書

つ
ま
り
「
口
語
」

き
言
葉
」
、
つ
ま
り
「
文
言
L

と
し
て
も
使
用
さ
れ
た
。
こ
の
点
が
、
中
国
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
り
、
こ
れ
が
や
が
て
、
両
国
に

お
け
る
近
代
以
降
の
「
痴
漢
」
の
運
命
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

シ

ア

魯
西
亜
と

「
痴
漢
」
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少
し
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
「
痴
漢
」
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
ロ
シ
ア
語
の
辞
典
で
あ
る
。
一
八
一
四
(
文
化
一
一
)
年
の
写
本
で
、

ど

う

あ

ん

お

ろ

し

や

き

ぷ

ん

庵
支
離
子
(
古
賀
伺
庵
)
編
『
俄
羅
斯
紀
聞
』
が
そ
れ
だ
。
そ
こ
に
は
、
「
ト
ラ
カ
」
の
訳
語
が
「
痴
漢
」
と
な
っ
て
い
刻
。
こ
の
語
は

現
在
で
も
ロ
シ
ア
語
の
中
に
残
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
露
和
対
訳
現
代
ロ
シ
ア
話
こ
と
ば
辞
典
L

(

新
時
代
社
)
に
は
「
且

y
p
a
k」

(
カ
ナ
表
記
で
は
「
ド
ラ

l
ク
」
に
近
い
)
の
項
に
「
ば
か
者
」
な
ど
の
用
例
が
多
数
載
っ
て
い
る
。
こ
の
語
は
元
来
、
「
男
根
」
を
意
味

す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
罵
倒
す
る
時
に
は
「
バ
カ
」
と
い
う
意
味
に
な
る
よ
う
的
。
念
の
た
め
も
う
一
つ
辞
典
を
調
べ
て
み
よ
う
。
『
コ

ン
サ
イ
ス
露
和
辞
典
(
第
四
版
)
』
の
「
且

y
p
a
k」
の
項
に
は
、
「
①
《
口
》
ば
か
者
、
あ
ほ
う
、
②
《
史
》
十
八
世
紀
の
宮
廷
の
道

化
者
、
③
《
廃
》
白
痴
、
④
カ
ル
タ
遊
び
の
一
種
」
と
四
つ
の
意
味
が
載
っ
て
い
討
。
ど
う
や
ら
現
代
の
ロ
シ
ア
で
、
「
且

y
p
a
k」

は
口
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
お
そ
ら
く
『
俄
羅
斯
紀
聞
』
が
書
か
れ
た
一
九
世
紀
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

『
俄
羅
斯
紀
聞
』
は
日
本
で
書
か
れ
た
露
和
辞
書
で
あ
っ
た
。
こ
の
辞
書
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
ロ
シ
ア
で
書
か
れ
た
露
和
辞
典
も
ロ
シ
ア

に
現
存
し
て
い
る
。
日
本
に
漂
流
し
た
ゴ
ン
ザ
と
い
う
人
物
が
書
き
の
こ
し
た
も
の
だ
。
ゴ
ン
ザ
は
数
種
類
の
露
和
辞
書
を
作
っ
て
い
る

が
、
そ
の
中
に
『
新
ス
ラ
ヴ
日
本
語
辞
典
』
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
且

y
p
a
k」
の
日
本
語
訳
と
し
て
「
馬
鹿
者
」
と
あ
封
。
ロ
シ
ア

に
近
い
音
に
な
る
)
」
と
い
う
語
も
あ
る
。
こ
れ
は
「
馬
鹿
女
」
を
意
味
す
る
よ

の
意
味
や
用
法
は
、
「
俄
羅
斯
紀
聞
』
が
書
か
れ
た
一
九
世
紀
か
ら
現
在
ま
で
そ

日本語・日本文化

語
に
は
「
且

y
p
a
(
カ
ナ
表
記
す
る
と
「
ド
ラ

l
」

う
だ
。
ど
う
や
ら
「
且

y
p
a
k」
や
「
且

y
p
a」
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れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

ち
な
み
に
、
『
ト
ル
ス
ト
イ
民
話
集
』
な
ど
で
有
名
な
「
イ
ワ
ン
の
馬
鹿
」
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
ロ
シ
ア
語
で
「

M
B
a
H

且

y
p
a
k」
と
呼
ぶ
。
こ
こ
に
も
「
且

y
p
a
k」
と
い
う
語
が
活
か
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
江
戸
時
代
に
ロ
シ
ア
で
使
わ
れ
て
い
た
語
が
江
戸
の
書
物
に
も
書
き
と
め
ら
れ
、
そ
れ
が
現
在
の
ロ
シ
ア
で
も
同

と
も
あ
れ
、

「痴漢」の変容(岩井)

じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
以
上
の
例
か
ら
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
ど
う
し
て
こ
の
時
代
に
ロ
シ
ア
語
辞
典
を
編
む
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、

ホ
リ
ウ
チ
「
近
世
日
本
の
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
|
『
露
西
亜
(
ロ
シ
ア
)
』
関
連
の
言
説
を
通
し
て
|
」
と
い
う
論
考
に
詳
し
い
が
、
そ

れ
に
よ
る
と
蝦
夷
地
の
開
拓
と
、
二
度
に
わ
た
る
ロ
シ
ア
使
節
団
の
到
来
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
に
対
し
、
当
時

の
江
戸
幕
府
が
ロ
シ
ア
の
植
民
地
政
策
を
警
戒
し
、
ま
た
通
商
を
迫
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
蘭
学
者
が
情
報
収
集
と
会
話
面
で
中
心
的

な
役
割
を
果
た
し
た
。

伺
庵
も
ロ
シ
ア
に
大
変
興
味
と
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
後
に
『
海
防
臆
測
』
と
い
う
書
で
海
防
、
と
く
に
ロ
シ

ア
へ
の
備
え
に
つ
い
て
、
自
ら
の
考
え
を
開
陳
し
て
い
る
。
当
時
の
蘭
学
者
た
ち
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
、
も
し
く
は
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
だ
け
で

は
な
く
、
ロ
シ
ア
語
を
学
び
、
ロ
シ
ア
語
を
通
し
て
海
外
情
報
を
収
集
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
俄
羅
斯
紀
聞
』
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ

そ
の
語
蒙
量
、
情
報
量
は
大
変
な
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
彼
ら
は
日
本
で
「
痴
漢
ι

に
当
た
る
語
が
ロ
シ
ア
語
の
「
ト
ラ

ア
ニ
ッ
ク
・

う
に
、

カ
」
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
だ
。

お
わ
り
に

「
痴
漢
」
と
い
う
語
は
中
国
で
生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
七
世
紀
の
『
北
史
』
が
現
在
の
と
こ
ろ
も
っ
と
も
古
い
用
例
で
あ
る
が
、
そ

れ
以
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
口
語
で
あ
っ
た
た
め
、
書
物
上
に
表
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
も



の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
明
・
清
時
代
、
白
話
小
説
の
盛
行
に
伴
い
文
字
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
あ
る
い
は
禅
僧
の
問
答
集
や
語

録
集
と
し
て
残
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
口
語
で
あ
っ
た
た
め
か
、
現
在
の
中
国
に
は
「
痴
漢
」
と
い
う
語
は
残
っ
て
い
な
い
。

中
国
の
白
話
小
説
が
一
八
世
紀
に
日
本
へ
大
量
に
入
っ
て
来
、
学
問
の
対
象
と
な
っ
た
。
江
戸
で
は
主
に
新
蹴
塾
を
中
心
と
し
た
荻
生

但
徽
の
一
派
、
そ
し
て
京
で
は
古
義
堂
を
中
心
と
し
た
伊
藤
仁
斎
の
一
派
が
古
文
辞
学
、
古
義
学
と
い
っ
た
学
聞
を
提
唱
し
、
そ
の
テ
キ
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ス
ト
と
し
て
中
国
の
白
話
小
説
を
使
用
し
た
。
と
り
わ
け
『
水
詰
伝
』
は
そ
の
好
材
料
と
な
っ
た
。
学
問
の
領
域
だ
け
で
は
な
く
、
戯
作

に
も
白
話
小
説
は
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
平
賀
源
内
を
は
じ
め
と
し
、
山
東
京
伝
、
感
和
亭
鬼
武
、
曲
亭
馬
琴
と
い
っ
た
人
た
ち
が
「
痴

漢
」
と
い
う
語
を
好
ん
で
使
っ
た
。
読
み
は
、
音
読
み
の
「
ち
か
ん
」
と
読
む
場
合
も
あ
っ
た
が
、
本
来
は
意
味
で
あ
る
は
ず
の
「
あ
ほ

う
」
「
た
わ
け
」
な
ど
、
様
々
な
読
み
が
な
さ
れ
、
本
文
中
だ
け
で
な
く
、
書
名
や
目
録
な
ど
に
も
使
わ
れ
た
。
戯
作
だ
け
で
は
な
く
、
「
痴

漢
」
は
書
き
言
葉
と
し
て
随
筆
な
ど
種
々
の
書
物
に
援
用
さ
れ
た
。
中
国
で
は
あ
く
ま
で
口
語
で
あ
っ
た
「
痴
漢
L

は
い
つ
の
間
に
か
使

わ
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
だ
。
だ
が
、
主
に
書
き
言
葉
と
し
て
認
識
さ
れ
、
使
用
さ
れ
た
日
本
で
は
明
治
時
代
以
降
も
新
聞
や
小
説
な
ど
で

さ
ら
に
、
元
来
は
、
「
お
ろ
か
な
男
」
と
い
う
意
味
の
方
が
強
か
っ
た
「
痴
漢
」
と
い
う
語
は
、
や
が

さ
ら
に
は
後
者
の
意
味
の
方
が
優
勢
に
な
っ
て
い
く
の
で

日本語・日本文化

「
痴
漢
し
と
い
う
語
が
使
わ
れ
た
。

て
「
女
性
に
み
だ
ら
な
い
た
ず
ら
を
す
る
男
」
と
い
う
性
的
な
意
味
を
帯
び
、

あ
る
。ち

な
み
に
、
現
代
韓
国
語
に
も
「
痴
漢
(
斗
埜
一
(
町
住
吉
)
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
こ
の
語
も
元
来
は
中
国
語
で
あ
り
、
意
味
も
「
お

ろ
か
な
男
」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
近
代
に
な
っ
て
日
本
と
同
様
に
、
「
女
性
に
み
だ
ら
な
い
た
ず
ら
を
す
る
男
」
と
い
う
意
味
が
付
け
加

わ
っ
た
よ
う
だ
。
朝
鮮
半
島
で
、
「
痴
漢
」
と
い
う
語
が
ど
の
よ
う
な
変
容
を
遂
け
た
の
か
と
い
う
点
も
大
変
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
稿
を
改
め
て
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

今
後
は
、
本
稿
で
行
っ
た
よ
う
な
語
業
的
な
変
化
だ
け
で
は
な
く
、
「
痴
漢
」
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
、
様
々
な
観
点
か
ら
分
析
と
考

察
を
行
っ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

二五
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「痴漢」の変容(岩井)

註(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

井
上
章
一
&
関
西
性
欲
研
究
会
編
『
性
の
用
語
集
』
、
講
談
社
現
代
新
書
、
二

O
O四
年
一
一
一
月
、
三
五
七

1
三
五
八
頁
。

原
武
史
『
鉄
道
ひ
と
っ
ぱ
な
し
』
、
講
談
社
現
代
新
書
、
二

O
O三
年
九
月
、
二
二

0
1
一
一
一
一
一
頁
。

小
松
歪
文
編
著
『
い
ろ
の
辞
典
(
改
訂
版
)
』
、
文
芸
社
、
二

O
O
二
年
六
月
新
装
版
、
五
四

O
頁。

こ
の
ほ
か
に
も
堀
井
光
俊
『
女
性
専
用
車
両
の
社
会
学
』
(
秀
明
出
版
会
、
二

O
O九
年
一
一
月
)
に
お
い
て
「
痴
漢
」
の
語
義
な
ど
を
検
討

し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
見
ら
れ
る
も
の
の
(
第
一
章
序
論
「
痴
漢
と
い
う
言
葉
」
、
三
四

1
三
九
頁
)
、
深
い
考
察
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の

内
容
も
先
行
研
究
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
。

拙
稿
「
『
痴
漢
』
の
文
化
史
1

『
痴
漢
』
か
ら
『
チ
カ
ン
』
へ
」
『
日
本
研
究
』
第
四
九
集
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二

O
二二年一一一

H
刀

(
5
)
 

(
6
)
 
田
口
真
二
・
平
伸
二
・
池
田
稔
・
桐
生
正
幸
編
著
『
性
犯
罪
の
行
動
科
学
|
発
生
と
再
発
の
抑
制
に
向
け
た
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』
(
北
大
路

書
房
、
二

O
一
O
年
九
月
)
や
北
折
充
隆
「
迷
惑
行
為
は
な
ぜ
な
く
な
ら
な
い
の
か

?
1
「
迷
惑
学
」
か
ら
見
た
日
本
社
会
』
(
光
文
社
新
書
、

二
O
二
二
年
一

O
月
)
、
な
ど
。

井
上
俊
ほ
か
編
『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
社
会
学
』
(
『
岩
波
講
座
現
代
社
会
学
」
第
一

O
巻
)
、
岩
波
書
庖
、
一
九
九
六
年
二
月
、
な
ど
。

榎
透
・
岩
切
大
地
・
大
江
一
平
・
大
林
啓
吾
・
守
谷
賢
輔
『
時
事
法
学
1

法
か
ら
み
る
社
会
問
題
』
、
北
樹
出
版
、
二

O
O九
年
一

O
月
、
な
ど
。

瀬
田
英
一
『
痴
漢
の
生
態
と
そ
の
防
止
法
l

他
4
編
』
、
武
田
出
版
、
二

O
O
二
年
三
月
。

井
上
章
一
・
斎
藤
光
・
淀
谷
知
美
・
三
橋
順
子
編
『
性
的
な
こ
と
ば
』
、
講
談
社
現
代
新
書
、
二

O
一
O
年
一
月
。

井
上
章
一
編
『
性
欲
の
文
化
史
I
』
、
講
談
社
メ
チ
ェ
、
三

O
O八
年
一

O
月
。
同
編
『
性
欲
の
文
化
史
E
』
、
講
談
社
メ
チ
エ
、
二

O
O八
年

一
一
月
。

井
上
章
一
編
『
性
欲
の
研
究
|
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
・
ア
ジ
ア
』
、
平
凡
社
、
二

O
一
三
年
五
月
。

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
・
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
(
第
二
版
)
』
第
八
巻
、
小
学
館
、
二

O
O
一
年

八
月
、
二
二
一
一
頁
。

ち
な
み
に
寛
政
二
(
一
七
九

O
)
年
の
践
を
も
っ
早
稲
田
大
学
蔵
本
『
繁
千
話
』
に
は
「
痴
漢
」
と
い
う
文
字
の
右
側
に
「
ち
か
ん
」
、
左
側

に
つ
チ
カ
ン
」
と
い
う
ル
ピ
が
ふ
っ
て
あ
る
。

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

(
叩
)

(
U
)
 

(ロ)
(
日
)

(M) 
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(
日
)

(
日
)

(
げ
)

(
M
)
 

(
凹
)

(
却
)

『
唐
話
辞
書
類
集
』
第
六
集
、
汲
古
書
院
、
一
九
七
二
年
一
月
、
一
一

O
頁。

『
唐
話
辞
書
類
集
』
第
二
集
、
汲
古
書
院
、
一
九
七

O
年
五
月
、
五

O
六
頁
。

『
唐
話
辞
書
類
集
』
第
二
ハ
集
、
汲
古
書
院
、
一
九
七
四
年
四
月
、
一

O
四
頁
。

石
崎
又
造
『
近
世
日
本
に
於
け
る
支
那
俗
語
文
学
史
』
、
弘
文
堂
書
一
房
、
一
九
四

O
年
一

O
月
、
一
五
三

1
一
五
四
頁
。

『
唐
話
辞
書
類
集
』
第
一

O
集
、
汲
古
書
院
、
一
九
七
二
年
一

O
月
、
一
一
四
頁
。
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
適
宜
句
読
点
を
加
え
た
。

風
来
山
人
(
平
賀
源
内
)
編
『
風
来
六
々
部
集
〈
前
篇
〉
』
、
四
丁
裏
。
ち
な
み
に
、
こ
の
一
節
は
三
文
字
屋
金
平
「
偽
文
学
者
経
」
守
文
学
者

に

ん

じ

ん

の

〈

ぴ

〈

‘

た

は

け

も

の

に
な
る
法
』
(
宮
津
俊
三
二
八
九
四
年
四
月
)
に
「
人
参
呑
ん
で
首
紐
ら
ん
と
す
る
白
痴
漢
も
の
よ
」
と
し
て
転
用
さ
れ
て
い
る
。

下
界
陰
士
『
ぬ
け
が
ら
青
大
通
』
、
刊
行
年
等
未
詳
、
三
丁
表
。
長
い
間
、
こ
の
書
の
作
者
は
平
賀
源
内
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
林
若
樹
、

森
銑
三
、
三
田
村
鳶
魚
、
陣
峻
康
隆
ら
に
よ
っ
て
、
森
中
中
良
の
作
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
現
在
は
こ
れ
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
あ
た
り
の
事
情
も
含
め
、
こ
の
書
物
に
つ
い
て
は
、
石
上
敏
弓
蛇
脱
青
大
通
』
論
l
森
島
中
良
に
お
け
る
「
酒
落
本
L

」
(
『
文
学
・

語
学
』
第
一
四

O
号
、
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
四
年
三
月
)
に
詳
し
い
。

早
稲
田
大
学
蔵
、
宮
川
憂
魚
旧
蔵
本
。

た
と
え
ば
、
高
島
俊
男
「
水
論
伝
と
日
本
人
』
(
大
修
館
書
庖
、
一
九
九
一
年
二
月
)
や
『
ア
ジ
ア
遊
学
』
一
一
一
二
号
(
〈
水
論
伝
の
衝
撃
|
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
言
語
接
触
と
文
化
受
容
〉
、
勉
誠
出
版
、
二

O
一
O
年
四
月
)
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

『
金
瓶
梅
』
に
つ
い
て
は
従
来
、
『
水
論
伝
』
や
守
一
一
一
国
士
宮
、
『
西
遊
記
』
に
比
べ
、
直
接
的
な
資
料
が
少
な
い
た
め
江
戸
時
代
の
文
化
や
文
学

に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
が
、
川
島
優
子
「
江
戸
時
代
の
『
金
瓶
梅
』
の
受
容
(
1
)
|
辞
書
、
随
筆
、
酒

落
本
を
中
心
と
し
て
|
」
(
『
龍
谷
紀
要
』
第
三
二
巻
大
一
号
、
龍
谷
大
学
、
二

O
一
O
年
九
月
)
に
よ
っ
て
、
『
金
瓶
梅
』
も
学
問
の
対
象
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
い
た
以
上
に
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

嶋
村
東
洋
編
『
最
新
問
答
全
書
一
附
・
最
近
八
年
間
官
立
諸
学
校
入
学
試
験
問
題
一
漢
文
』
、
修
学
堂
書
底
、
一
九

O
八
年
四
月
、
六
八

1

六
九
頁
。
返
り
点
な
ど
は
省
略
し
た
。
ま
た
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
句
読
点
を
補
っ
た
。

こ
れ
を
謝
在
抗
の
も
の
と
す
る
説
も
多
く
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
明
確
な
出
典
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

日
本
古
典
文
学
大
辞
典
編
集
委
員
会
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
(
簡
約
版
)
』
、
岩
波
書
庖
、
一
九
八
六
年
二
一
月
、
四
四
六
頁
。

大
曾
根
章
介
・
堀
内
秀
晃
・
森
川
昭
・
槍
谷
昭
彦
編
『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』
、
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年
六
月
、
九
七
九
頁
。

(
幻
)

(
辺
)

(
幻
)

(
鈍
)

(
お
)

(
却
)

(
幻
)

(
却
)
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(
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)

『
操
曲
入
門
口
伝
之
巻
』
の
内
容
や
意
義
に
つ
い
て
は
、
細
回
明
宏
編
『
二

O
世
紀
に
お
け
る
人
形
浄
瑠
璃
の
総
合
的
研
究
』
(
三

O
O
八

|

一
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
〈
基
盤
研
究

(
C
)
〉
研
究
成
果
報
告
書
、
二

O
二
一
年
一
一
一
月
)
が
詳
し
い
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

式
亭
三
馬
編
『
忠
臣
蔵
偏
痴
気
論
初
稿
』
、
壁
鶴
堂
、
一
八
一
一
年
六
月
序
、
題
巻
首
一
丁
裏
。

式
亭
三
馬
『
古
今
百
馬
鹿
』
上
巻
、
一
八
一
二
年
九
月
序
、
首
巻
序
一
丁
裏
1
序
二
丁
表
。

t

t

d

f

b

い
ぱ
し
ん
え
ん

三
馬
の
軒
柳
川
は
「
く
く
り
庇
」
と
い
う
も
の
で
こ
れ
は
「
意
馬
心
猿
」
と
い
う
語
に
由
来
す
る
と
い
う
(
徳
亭
三
孝
『
客
者
評
判
記
』
〈
一
八
一
一

年
刊
〉
政
文
)
。
「
意
馬
心
猿
」
と
は
、
走
り
回
る
馬
や
、
騒
ぎ
立
て
る
野
猿
の
よ
う
に
落
ち
着
か
な
い
様
子
に
由
来
す
る
語
で
、
煩
悩
や
迷
い

に
よ
っ
て
心
が
落
ち
着
か
な
い
こ
と
の
た
と
え
で
あ
る
。

棚
橋
正
博
『
江
戸
に
花
聞
い
た
「
戯
作
」
文
学
』
、

N
H
K
出
版
、
二

O
二
二
年
一
月
、
一

O
五
1
一
O
六
頁
。

式
亭
三
馬
『
浮
世
床
』
初
編
巻
之
下
「
後
叙
」
、
鶴
屋
金
助
・
粕
屋
半
蔵
、
一
八
一
四
年
春
、
下
四
九
丁
一
一
異
。

同
前
、
巻
之
中
、
下
二

O
丁
表
。
「
痴
二
文
字
で
「
た
わ
け
」
と
読
ま
せ
る
例
(
ア
ノ
く
乞
蝋
め
が
、
う
ぬ
。
)
が
三
馬
作
扇
町
気
質
』
(
一
八
一
一
一
一

年
正
月
、
津
村
三
郎
兵
衛
・
西
宮
平
兵
衛
・
石
渡
利
助
、
一
八
一
三
年
正
月
)
に
見
え
る
。

松
本
修
『
全
国
ア
ホ
・
パ
カ
分
布
考
』
、
新
潮
文
庫
、
一
九
九
六
年
二
一
月
、
一

O
八
1
一三

O
頁。

森
銑
三
ほ
か
編
『
随
筆
百
花
苑
』
第
三
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八

O
年
二
月
、
五
三
頁
。

松
浦
静
山
著
、
中
村
幸
彦
・
中
野
三
敏
校
訂
『
甲
子
夜
話
1
』
、
東
洋
文
庫
、
一
九
七
七
年
四
月
、
三
一
九
頁
。
『
甲
子
夜
話
・
三
篇
』
巻
之

一
六
に
も
「
痴
漢
」
の
用
例
が
あ
る
。

同
『
甲
子
夜
話
三
篇
2
』
、
東
洋
文
庫
、
一
九
八
二
年
二
一
月
、
四
一

'l
四
二
頁
。

森
銑
コ
一
・
北
川
博
邦
監
修
『
続
日
本
随
筆
大
成
』
別
巻
(
近
世
風
俗
見
開
集
・
九
)
、
古
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
二
月
、
一
四
一
頁
。

ど

う

あ

ん

お

ろ

し

や

き

ぷ

ん

庵
支
離
子
(
古
賀
伺
庵
)
編
『
俄
羅
斯
紀
開
』
第
一
集
第
二
冊
。

狩
野
亨
-
K
・
メ
ド
ベ
ェ

l
ト
キ
ン
編
『
露
和
対
訳
現
代
ロ
シ
ア
話
し
こ
と
ば
辞
典
』
、
新
時
代
社
、
ニ

O
O
O年
三
月
、
一
五
五

1
一
五
六
頁
。

井
桁
貞
敏
編
『
コ
ン
サ
イ
ス
露
和
辞
典
(
第
四
版
)
』
、
三
省
堂
、
一
九
九
八
年
一

O
月
、
一
九
六
頁
。

村
山
七
郎
編
『
新
ス
ラ
ヴ
日
本
語
辞
典
(
日
本
版
)
』
、
ナ
ウ
カ
、
一
九
八
五
年
五
月
、
一

O
三
頁
。

前
掲
『
コ
ン
サ
イ
ス
露
和
辞
典
(
第
四
版
)
』
、
一
九
六
頁
。
た
だ
し
、
「
①
ば
か
女
、
②
あ
ほ
う
(
罵
語
と
し
て
男
に
も
)
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

強
く
罵
る
場
合
に
は
、
男
に
対
し
て
も
用
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
初
)

(
況
)

(
沼
)

(
お
)

(
誕
)

(
お
)

(
お
)

(
幻
)

(
招
)

(
却
)

(
判
)

(
剖
)

(
位
)

(
紹
)

(
必
)

(
必
)
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(
必
)

ア
ニ
ッ
ク
・
ホ
リ
グ
チ
「
近
世
日
本
の
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
『
魯
西
亜
(
ロ
シ
ア
)
』
関
連
の
言
説
を
通
し
て
|
」
『
比
較
日
本
学
教
育
研
究

セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
』
第
五
号
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
比
較
日
本
学
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
三

O
O九
年
三
月
。
他
に
、
江
戸
時
代
の
日
本
人

の
ロ
シ
ア
観
を
知
る
に
は
志
水
速
雄
『
日
本
人
の
ロ
シ
ア
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
そ
の
源
流
を
探
る
』
(
中
公
新
書
、
一
九
八
四
年
一
一
月
)

が
参
考
に
な
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
痴
漢
、
性
犯
罪
、
戯
作
、
白
話
小
説
、
唐
話



The Introduction and Modification of the word 

“Chikan" in China and J apan 

Shigeki IWAI 

三O

This paper aims to clarifies the process that the word “Chikan(groper)" put into 

J apan. The word 

stupid manぜ1"¥.“Hoku路shi吐i"，written in the 7t白hcentury， is considered to be the oldest 
examp1e currently. This word was rare to be 1eft as a 1etter because this word was 

the spoken 1anguage in China. However， it came to be become a 1etter in the 

nove1s described in the Ming and Qing dynasties， which are called “Hakuwa" 
nove1s in Japan. 

Thes巴Chinesenove1s entered Japan in 1arge quantities in the 18th c巴nturyand 

became a target of the studies.“Suikoden" was the favorab1e factor among other 

things. As well as studies， these novels had a big in:fluence on the“Gesaku"， 

which are fictiona1 and comica1 nove1s in the Edo era. As well as in the“Gekaku"， 

the word， Chikan"， was used as the written 1anguage by various kinds of books 
including the essay. 

As a result， the word disappeared because it was the spok巴n1anguage in China， 
but this word still remains because it was main1y recognized as the written 1an-

guage in Japan， with the change of meaning from“a stupid man" to“aman who 
does sexua1 acts to women" after the Meiji era. 
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