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日
本
で
庶
民
女
性
の
化
粧
習
慣
が
確
立
・
普
及
す
る
の
は
江
戸

時
代
で
あ
る
。
だ
が
庶
民
を
対
象
と
す
る
化
粧
書
の
刊
行
は
大
変

遅
く
、
十
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
、
一
八
一
三
年
の
『
都
風
俗

化
粧
伝
」
と
翌
年
の
「
容
顔
美
艶
考
』
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
・

本
報
告
で
は
、
こ
の
二
書
を
基
本
的
な
史
料
と
し
つ
つ
、
そ
れ
以

前
に
刊
行
さ
れ
た
江
戸
時
代
の
女
用
物
と
呼
ば
れ
る
女
子
教
育
書

や
女
性
向
け
実
用
書
の
中
の
化
粧
関
係
の
記
述
と
比
較
分
析
し

て
、
医
学
・
医
療
が
幕
末
期
の
化
粧
意
識
に
与
え
た
影
響
に
つ
い

て
考
え
る
。

江
戸
時
代
、
「
女
用
物
」
と
総
称
さ
れ
る
女
性
向
け
の
実
用
書
は

数
多
く
刊
行
さ
れ
る
が
、
前
述
の
如
く
庶
民
女
性
向
け
の
化
粧
専

門
書
は
幕
末
ま
で
な
く
、
従
来
は
女
子
教
育
書
の
中
の
一
部
分
に

取
り
あ
げ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
記
述
は

46

ｌ
「
容
顔
美
艶
考
」
と
「
都
風
俗
化
粧
伝
」
分
析
を
中
心
に

江
戸
時
代
の
化
粧
と
医
療

鈴
木
則
子

過
度
な
化
粧
を
た
し
な
め
、
夫
に
対
す
る
礼
儀
と
し
て
の
化
粧
を

勧
め
る
た
め
に
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
具
体
的
な
化
粧
技
術
を
教

え
て
は
く
れ
な
い
。
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
生
ま
れ
付
き
の
容

姿
は
化
粧
で
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
女
性
は
容
色
よ
り
も

精
神
の
修
養
と
家
事
の
習
得
を
心
が
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
儒

教
道
徳
だ
っ
た
。

だ
が
十
八
世
紀
後
半
か
ら
女
用
物
の
化
粧
記
事
の
記
述
の
ト
ー

ン
に
変
化
が
現
れ
は
じ
め
る
。
「
女
教
艶
文
庫
』
二
七
六
九
年
）
は

儒
教
の
教
え
る
女
性
の
「
四
行
」
の
内
の
「
婦
容
」
を
拡
大
解
釈

し
、
単
な
る
身
だ
し
な
み
で
は
な
く
美
し
く
な
る
た
め
の
化
粧
を

奨
励
し
た
。
そ
し
て
従
来
非
難
さ
れ
て
き
た
美
貌
に
よ
っ
て
玉
の

輿
に
乗
る
女
性
を
、
自
分
を
美
し
く
見
せ
る
努
力
を
惜
し
ま
ず
、

ま
た
そ
の
術
を
心
得
た
聡
明
な
女
性
と
し
て
賞
賛
し
た
の
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

こ
の
流
れ
は
前
掲
「
容
顔
美
艶
考
』
と
『
都
風
俗
化
粧
伝
」
に

お
い
て
、
さ
ら
に
大
き
な
展
開
を
見
せ
る
。
「
容
顔
美
艶
考
』
は
そ

の
序
文
で
華
や
か
な
大
坂
女
性
を
賞
賛
し
、
本
文
で
は
季
節
や
目

的
、
生
活
状
況
に
応
じ
た
化
粧
法
を
説
明
す
る
。
例
え
ば
四
季
微

妙
に
変
化
す
る
肌
の
状
態
に
応
じ
た
、
崩
れ
に
く
く
て
顔
色
が
美
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し
く
見
え
る
化
粧
法
、
真
昼
の
屋
外
の
花
見
や
燈
火
の
下
で
の
夜

の
集
ま
り
と
い
っ
た
光
線
の
状
態
に
応
じ
た
化
粧
法
、
芝
居
見
物

な
ど
の
華
や
い
だ
場
で
の
化
粧
法
な
ど
の
記
事
が
並
ぶ
。
ま
た
後

半
で
は
様
々
な
顔
の
欠
点
を
紅
や
白
粉
で
補
正
す
る
方
法
も
紹
介

す
る
。「

都
風
俗
化
粧
伝
」
は
『
容
顔
美
艶
考
』
に
見
ら
れ
る
化
粧
技

術
を
さ
ら
に
詳
細
に
図
入
り
で
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
美
白
と
し

わ
取
り
を
目
的
と
す
る
美
顔
術
や
薬
方
、
ほ
っ
そ
り
と
し
な
や
か

な
手
足
を
作
る
た
め
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
法
を
記
す
。
こ
れ
ら
の
美
容

法
は
単
に
身
体
の
表
面
を
美
し
く
繕
う
だ
け
で
な
く
、
『
本
草
綱

目
』
に
あ
る
よ
う
な
薬
方
や
、
按
摩
・
導
引
の
医
療
技
術
を
導
入

し
て
、
気
血
の
状
態
を
整
え
る
こ
と
に
よ
り
身
体
の
内
部
に
働
き

か
け
て
全
身
の
美
し
さ
を
め
ざ
す
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
化
粧
や
薬
、
按
摩
・
導
引
に
よ
っ
て
身
体
を
よ

り
価
値
の
あ
る
も
の
に
作
り
替
え
よ
う
と
い
う
発
想
が
庶
民
女
性

に
ま
で
普
及
す
る
の
は
、
十
九
世
紀
前
後
の
社
会
が
も
た
ら
し
た

現
象
で
あ
る
。
念
入
り
な
化
粧
技
術
や
『
本
草
綱
目
」
が
記
載
す

る
よ
う
な
美
容
法
の
情
報
を
、
書
物
を
媒
介
と
し
て
貴
族
や
遊
女

で
は
な
く
庶
民
女
性
が
収
集
す
る
と
い
う
構
図
は
、
そ
れ
以
前
の

社
会
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
江
戸
時
代
後
期
の
経

済
発
展
と
都
市
社
会
の
成
熟
に
裏
付
け
ら
れ
た
、
女
性
の
教
育
レ

ベ
ル
の
向
上
、
都
市
女
性
労
働
人
口
の
拡
大
、
女
性
の
自
意
識
の

形
成
、
化
粧
品
業
界
の
成
長
や
化
粧
情
報
媒
体
と
し
て
の
メ
デ
ィ

ア
の
展
開
と
い
っ
た
、
社
会
の
近
代
化
に
向
け
て
の
さ
ま
ざ
ま
な

変
化
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
奈
良
女
子
大
学
）


