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北
野
恒
富
筆

「
道
行
」

に
つ
い
て

i
 
I
 

E

，，J
 

西

由

里

は

じ

め

一
度
見
た
ら
忘
れ
ら
れ
な
い
絵
、
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
心
地
よ
き
を
与
え
て
く
れ
る
絵
で
は
な
く
、

む
し
ろ
胸
を

刺
す
よ
う
な
衝
撃
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

（

1）
 

北
野
恒
富
筆
「
道
行
」
（
挿
図
1
）
は
、
そ
ん
な
絵
の
一
つ
で
あ
る
。
二
曲
一
双
、
絹
本
に
裏
箔
を
ほ
ど
こ
し
た
界
風
に
、
い
わ
く
あ

り
げ
な
一
組
の
男
女
と
、
三
羽
の
烏
だ
け
が
描
か
れ
て
い
る
。
背
を
向
け
て
直
立
し
、
横
顔
を
見
せ
る
男
は
、
眉
を
ひ
そ
め
悲
痛
な
表

情
を
浮
か
べ
て
い
る
。
そ
の
肩
に
乱
れ
髪
の
、
虚
ろ
な
目
を
し
た
女
が
し
な
だ
れ
、
黒
ず
ん
だ
唇
で
何
か
を
つ
ぶ
や
い
て
い
る
。
死
人

の
よ
う
な
蒼
白
な
顔
に
対
し
て
指
先
だ
け
が
ほ
ん
の
り
と
赤
く
、
ま
だ
湿
も
り
を
残
す
繋
い
だ
子
と
手
が
、
二
人
の
聞
に
交
わ
さ
れ
た

情
愛
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、

そ
こ
に
掛
け
ら
れ
た
黒
い
数
珠
が
、
死
と
い
う
結
末
を
指
し
示
す
。
不
気
味
な
ま
で
の
迫

力
を
備
え
た
烏
に
追
わ
れ
、
二
人
が
向
か
う
の
は
心
中
よ
り
ほ
か
に
な
い
だ
ろ
う
。
作
者
、
北
野
恒
富
は
一
体
い
つ
、
ど
ん
な
つ
も
り

23 

で
こ
の
絵
を
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
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近
年
紹
介
さ
れ
た
こ
の
作
品
の
本
来
の
タ
イ
ト
ル
お
よ
ぴ
制
作
年
は
不
詳
で
、
頼
廃
的
な
作
風
か
ら
、
「
暖
か
」
（
挿
図
2
）
な
ど
が

（

2）
 

描
か
れ
た
大
正
時
代
初
め
、
あ
る
い
は
明
治
末
期
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
こ
の
作
品
の
制
作
年
、
お
よ
び
主
題
を
は
っ
き
り

と
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

恒
富
の
「
心
中
も
の
」
と
い
え
ば
、
画
家
自
身
が
「
そ
れ
か
ら
七
回
に
『
朝
露
』
と
云
ふ
小
春
治
兵
衛
の
心
中
も
の
を
露
骨
に
描
い

（

3）
 

て
出
し
た
、
大
分
非
難
が
あ
っ
た
と
か
で
落
ち
た
の
で
、
そ
れ
で
文
展
が
い
や
に
な
っ
て
出
さ
ず
に
居
た
」
と
い
う
記
述
を
残
し
て
い

（

4
）

（

5）
 

る
こ
と
や
、
自
筆
の
履
歴
の
中
に
「
文
展
ニ
朝
露
ヲ
出
品
シ
心
中
ハ
：
：
：
落
選
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

こ
こ
で
画
家
本
人
は
、
具
体
的
な
絵
の
内
容
に
つ
い
て
は
一
切
語
っ
て
い
な
い
。
落
選
し
た
た
め
文
部
省
美
術
展
覧
会
（
以
下
、
「
文
展
」
）

の
画
集
に
も
写
真
が
載
っ
て
お
ら
ず
、
「
朝
露
」
の
図
様
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
作
品
を
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
一
人
の
人
物
が
貴
重
な
手
が
か
り
を
残
し
て
い
た
。

北
野
恒
富
氏
の
『
朝
露
』
と
云
ふ
作
は
叙
説
し
て
見
る
と
、
こ
れ
は
元
禄
前
後
の
時
代
か
と
思
は
れ
る
。
男
女
が
相
携
へ
て
死

出
の
旅
路
に
向
か
っ
て
行
く
光
景
を
二
枚
折
の
塀
風
半
襲
に
描
き
、
他
の
半
襲
に
は
烏
が
暗
い
て
飛
ぴ
行
く
所
が
描
い
て
、
暁
の

近
さ
を
示
す
と
共
に
形
勢
の
穏
か
な
ら
ざ
る
状
を
灰
め
か
し
て
居
る
。
其
構
図
は
宜
し
き
を
得
て
、
技
巧
も
『
日
照
雨
』
に
比
す

れ
ば
驚
く
可
き
程
進
歩
し
、
衣
装
の
描
法
は
随
分
研
究
が
積
ん
で
あ
る
。
今
し
も
男
の
一
肩
一
か
ら
外
れ
て
脱
ぎ
捨
て
ら
れ
た
黒
の
羽

織
が
女
の
鼠
の
衣
服
の
遁
に
懸
か
っ
て
地
上
に
委
棄
せ
ら
れ
ん
と
す
る
有
様
は
、
既
に
臨
終
の
地
鈷
に
達
し
た
る
を
示
し
、
男
の

腰
に
落
し
差
し
に
し
て
居
る
朱
鞘
の
一
万
と
女
の
繊
手
に
掛
け
た
る
数
珠
と
は
断
末
魔
の
光
景
を
眼
前
に
揺
曳
せ
し
め
て
居
る
。

殊
に
若
い
女
の
蒼
白
な
る
顔
面
と
其
釣
り
上
っ
た
白
眼
勝
ち
な
る
眼
球
と
は
既
に
此
世
の
も
の
に
非
ず
、
懐
恰
の
気
人
を
襲
ふ
趣



が
あ
る
。
画
面
全
体
淫
廉
の
趣
な
ど
は
毒
も
之
を
認
む
る
を
得
ず
、
寧
ろ
上
品
な
る
所
が
あ
っ
て
恒
富
氏
の
驚
く
べ
き
手
腕
を
発

（

6
）
 

揮
し
て
居
る
作
で
あ
る
。

こ
の
文
章
を
記
し
た
の
は
、
大
正
二
年
（
一
九
二
ニ
）
、
第
七
回
文
展
の
審
査
員
を
務
め
た
松
本
亦
太
郎
で
あ
る
。
審
査
の
場
で
「
朝

露
」
を
自
に
し
た
松
本
が
、
落
選
を
惜
し
む
よ
う
に
書
き
綴
っ
た
詳
細
な
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
の
内
容
は
、
「
道
行
」
の
画
面
と
ぴ
た

り
と
一
致
し
て
い
る
。

つ
ま
り
「
道
行
」
こ
そ
が
、
文
展
で
落
選
し
た
「
朝
露
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
先
に
引
用
し
た
恒
富
の

北野恒富筆「道行」について

コ
メ
ン
ト
を
参
照
す
れ
ば
、

そ
の
主
題
が
「
小
春
治
兵
衛
の
心
中
も
の
」
す
な
わ
ち
近
松
門
左
衛
門
の
「
心
中
天
網
島
」
で
あ
っ
た
こ

と
も
分
か
る
。

制
作
年
代
な
ら
び
に
主
題
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
本
作
品
（
便
宜
上
、
本
論
に
お
い
て
は
、
現
在
「
道
行
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
「
朝
露
」
の
こ
と
を
、
「
本
作
品
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
の
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
恒
富
は
明
治
四
0
年
代
、

（

7）
 

独
特
の
陰
影
を
用
い
て
豊
か
な
肉
体
を
持
つ
艶
麗
な
女
性
像
を
制
作
し
、
好
評
を
博
し
て
い
た
。
し
か
し
本
作
品
で
は
人
物
の
描
写
に

陰
影
を
用
い
ず
、
指
先
や
耳
に
施
さ
れ
た
赤
い
隈
以
外
は
、
肌
を
白
一
色
で
彩
色
し
て
い
る
。
ま
た
、
衣
服
の
下
に
あ
る
肉
体
の
量
感

を
大
切
に
し
た
従
来
の
表
現
か
ら
も
離
れ
、
衣
装
そ
の
も
の
の
色
や
形
へ
の
こ
だ
わ
り
を
見
せ
て
い
る
。

女
性
を
生
き
生
き
と
描
く
こ
と
を
課
題
と
し
た
そ
れ
ま
で
の
作
品
と
異
な
り
、
本
作
品
で
は
二
人
の
人
物
と
三
羽
の
烏
の
色
と
形
、

そ
し
て
配
置
に
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
各
モ
チ
ー
フ
は
、
右
上
か
ら
左
下
に
か
け
て
の
対
角
線
を
意
識
し
て
配
置
さ
れ
、
さ

25 
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ら
に
右
隻
の
烏
の
両
翼
と
、
女
性
の
腕
、

地
面
に
垂
れ
た
羽
織
が
弓
な
り
の
曲
線
を
作
っ
て
い
る
。
色
は
金
と
黒
を
基
調
と
し
、
暖
色

を
ほ
と
ん
ど
使
用
し
な
い
た
め
、

心
中
の
持
つ
生
々
し
き
が
幾
分
薄
れ
、
渋
み
の
あ
る
落
ち
着
い
た
画
面
に
な
っ
て
い
る
。
金
箔
を
そ

の
ま
ま
用
い
る
の
で
は
な
く
、
裏
箔
を
用
い
て
金
の
輝
き
を
抑
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
周
到
な
計
算
の
跡
が
う
か
が
え
る
。

一
歩
間
違

え
れ
ば
陰
惨
な
、
あ
る
い
は
淫
磨
に
な
り
が
ち
な
題
材
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
作
品
が
格
調
を
保
っ
て
い
る
の
は
、
無
駄
の
な
い
整
理
さ

れ
た
構
図
と
、
裏
箔
に
よ
る
荘
厳
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
金
色
で
何
も
描
か
れ
な
い
背
景
は
空
間
を
暖
昧
に
し
、
人
物
と
烏
の
住
置
関
係

ゃ
、
こ
こ
は
ど
こ
な
の
か
と
い
う
場
所
の
説
明
を
不
要
に
し
て
い
る
。
人
物
を
右
端
に
寄
せ
、
左
隻
に
広
い
空
間
を
と
る
こ
と
で
、
烏

が
夜
明
け
を
告
げ
る
中
、
二
人
が
彼
岸
へ
歩
み
去
る
と
い
う
状
況
が
効
果
的
に
表
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

本
作
品
の
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
は
、
濃
密
に
彩
色
さ
れ
た
衣
装
と
装
身
具
で
あ
る
。
藤
の
花
の
意
匠
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
女
の
着
物
は
、

鹿
子
絞
り
と
な
っ
て
い
る
。
絞
り
の
表
現
は
恒
富
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
も
白
い
小
さ
な
菱
形
を
幾
つ
も
並
べ
、

分
の

際
も
な
い
鍛
密
な
描
写
が
見
ら
れ
る
。
大
き
く
引
き
ず
ら
れ
た
裾
は
、
男
の
一
屑
か
ら
ず
り
落
ち
た
紹
の
羽
織
と
重
な
り
な
が
ら
波
打
つ

て
い
る
。
金
と
白
と
の
絞
り
の
裾
か
ら
黒
い
嬬
衿
の
端
が
ち
ら
ち
ら
と
の
ぞ
き
、

さ
ら
に
そ
の
一
部
を
透
け
る
素
材
の
黒
い
羽
織
が
覆

っ
て
い
る
。
小
春
、
治
兵
衛
の
心
中
は
十
月
で
あ
っ
た
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
夏
の
羽
織
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
作
者
の
こ
だ
わ
り
が
感

じ
ら
れ
る
。
筆
触
を
残
し
て
彩
色
さ
れ
た
羽
織
は
、
向
こ
う
側
が
透
け
て
見
え
る
部
分
と
、
二
枚
重
ね
に
な
っ
て
い
る
た
め
透
け
な
い

部
分
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
裾
の
部
分
だ
け
を
取
り
出
す
と
ま
る
で
抽
象
画
の
よ
う
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
布
が
生
み
出
す
色
と
曲

線
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
、
恒
富
が
意
図
的
に
演
出
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

男
の
無
地
の
着
物
に
は
雲
母
が
施
さ
れ
、

た
ら
し
込
み
の
様
に
所
々
を
に
じ
ま
せ
た
灰
色
の
線
で
丁
寧
に
縁
取
ら
れ
て
い
る
。
頭
に

被
っ
た
手
ぬ
ぐ
い
は
輪
郭
線
を
掘
り
塗
り
で
表
し
、
顔
料
の
下
に
ぎ
ら
つ
い
た
材
料
を
盛
り
上
げ
て
布
の
質
感
を
再
現
し
て
い
る
。
ま



た
、
数
珠
を
丸
く
盛
り
上
げ
た
り
、
印
篭
の
紐
の
目
を
一
つ
ず
つ
盛
り
上
げ
る
な
ど
、
細
部
へ
の
こ
だ
わ
り
も
見
ら
れ
る
。
顔
料
の
厚

塗
り
は
前
年
の
作
「
浴
後
」
か
ら
既
に
見
ら
れ
た
が
、
「
浴
後
」
の
場
合
は
何
色
も
の
顔
料
の
重
ね
塗
り
に
よ
っ
て
油
絵
に
近
い
効
果
を

生
み
出
し
て
い
た
の
に
対
し
、
本
作
品
の
盛
り
上
げ
彩
色
や
掘
り
塗
り
に
は
日
本
の
古
美
術
、
特
に
衣
装
や
装
身
具
を
細
か
く
描
写
し

た
近
世
の
風
俗
画
か
ら
の
影
響
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

本
作
品
の
強
烈
な
印
象
を
支
え
て
い
る
の
は
、
三
羽
の
烏
で
あ
る
。
恒
富
は
美
人
画
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
烏
の
描
写

北野恒富筆 f進行jについて

は
大
変
精
密
で
、

し
か
も
迫
力
が
あ
る
。
両
翼
を
広
げ
、
鋭
い
噛
と
爪
を
む
き
出
し
に
し
た
左
隻
の
二
羽
は
、
今
に
も
人
に
襲
い
か
か

り
そ
う
な
真
に
迫
っ
た
描
写
で
あ
る
。
黒
い
顔
料
の
濃
淡
と
筆
致
を
生
か
し
た
羽
の
描
写
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
裏
箔
の
光
を
利
用
し

た
足
の
質
感
表
現
は
、
恒
富
の
技
術
の
高
さ
、
多
彩
さ
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
右
隻
の
一
羽
は
淡
墨
を
用
い
た
シ
ル
エ
ッ
ト
に
よ
っ

て
飛
ぴ
去
る
様
を
表
し
、
二
人
が
遥
か
遠
い
場
所
へ
旅
立
つ
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

烏
は
「
天
網
島
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
登
場
す
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
が
、
実
際
に
三
羽
の
烏
が
飛
来
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
小
春
、

治
兵
衛
の
二
人
は
、
ま
さ
に
死
な
ん
と
す
る
時
に
聞
こ
え
て
き
た
「
冥
途
へ
迎
ひ
の
烏
」
の
声
か
ら
、
「
牛
王
の
裏
に
誓
紙
一
枚
書
く
度

に
。
熊
野
の
お
山
に
て
三
羽
づ
っ
死
ぬ
る
」
と
い
う
言
い
伝
え
を
思
い
出
し
、
こ
れ
も
誓
紙
を
書
く
度
に
烏
を
殺
し
た
罪
の
報
い
と
思

（

8）
 

い
知
る
。
恒
富
は
そ
の
烏
を
あ
え
て
絵
に
描
き
、
二
重
三
重
の
役
割
を
担
わ
せ
て
い
る
。
三
羽
の
烏
は
構
図
上
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な

い
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
金
の
上
に
黒
で
描
か
れ
る
こ
と
で
色
彩
に
お
い
て
も
絶
妙
な
効
果
を
生
み
出
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の

烏
は
二
人
の
運
命
の
象
徴
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
朝
露
」
と
い
う
題
名
を
匂
わ
せ
る
「
明
け
烏
」
に
も
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
、

（

9）
 

小
春
、
治
兵
衛
が
心
中
し
た
の
が
夜
明
け
前
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

27 

本
作
品
は
、
近
松
の
「
心
中
天
網
島
」
に
取
材
し
て
い
る
も
の
の
、
単
な
る
物
語
の
絵
画
化
で
は
な
い
、
象
徴
的
な
作
品
で
あ
る
。
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近
松
な
ど
の
戯
曲
が
絵
画
化
さ
れ
る
の
は
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
が
、
他
の
画
家
の
作
品
と
比
べ
る
と
、
本
作
品
は
や
や
特

殊
で
あ
る
。
鏑
木
清
方
ら
、
烏
合
会
の
画
家
た
ち
も
物
語
に
題
材
を
求
め
た
絵
画
を
多
く
描
い
て
い
る
が
、
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
主
題

（日）

を
明
示
し
、
背
景
を
描
い
て
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
説
明
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
恒
富
は
、
取
材
源
を
示
す
よ
う
な

タ
イ
ト
ル
を
つ
け
ず
、
背
景
を
一
切
省
き
、
男
と
女
と
烏
だ
け
を
金
地
の
上
に
配
し
て
い
る
。

恒
富
が
狙
っ
た
の
は
「
天
網
島
」

の
内
容
を
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
金
色
の
幻
想
的
な
空
間
の
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る

情
愛
と
死
の
絡
み
合
い
を
象
徴
的
に
表
す
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
大
き
く
鳴
を
開
い
た
左
端
の
烏
の
目
線
の
先
に
、
ち
ょ
う
ど
小
春

と
治
兵
衛
の
顔
が
あ
る
。
起
請
文
の
化
身
、
二
人
の
運
命
を
可
る
烏
の
鋭
い
叫
ぴ
声
に
押
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
死
出
の
旅
へ
と
向

か
う
。
烏
よ
り
も
高
い
位
置
に
描
か
れ
た
二
人
が
立
っ
て
い
る
の
は
、
も
は
や
地
上
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
恒
富
は
流
血
の
惨

事
を
直
接
描
か
ず
し
て
、
二
人
の
冥
土
へ
の
旅
立
ち
を
表
現
し
、

さ
ら
に
心
中
を
選
ば
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
二
人
の
苦
悩
と
甘
美
な

死
の
享
受
と
い
う
絵
画
化
の
難
し
い
テ
l
マ
を
、
過
不
足
な
く
描
き
出
す
こ
と
に
も
成
功
し
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（日）

恒
富
の
明
治
四

0
年
代
の
作
品
、
特
に
「
浴
後
」
に
、
外
光
派
の
油
絵
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
以
前
に
指
摘
し
た
が
、
本
作
品

に
も
黒
田
清
輝
や
白
馬
会
の
洋
画
に
つ
な
が
る
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
作
品
の
よ
う
な
ポ
l
ズ
の
人
物
、
す
な
わ
ち
背
を

向
け
て
直
立
す
る
男
と
、

そ
の
肩
に
手
を
か
け
頭
を
載
せ
て
も
た
れ
か
か
る
女
は
、

里
山
田
清
輝
の
「
昔
語
り
」
に
描
か
れ
て
い
る
（
挿

図
3
）
。
「
昔
語
り
」
の
画
面
右
端
に
描
か
れ
た
男
女
の
位
置
を
入
れ
替
え
、
女
性
の
体
の
向
き
を
反
転
さ
せ
る
と
、
本
作
品
の
男
女
の

ポ
ー
ズ
と
ほ
ぽ
同
じ
に
な
る
。
男
に
も
た
れ
か
か
る
女
の
図
は
、
鏑
木
清
方
も
「
金
色
夜
叉
の
絵
看
板
」
に
描
い
て
い
る
が
、
互
い
の



子
を
握
り
合
う
部
分
は
「
昔
語
り
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
恒
富
は
男
女
が
子
に
子
を
携
え
る
歌
舞
伎
の

（ロ）

道
行
の
シ
l
ン
な
ど
か
ら
手
を
握
り
合
う
男
女
を
描
く
こ
と
を
思
い
つ
き
、
「
昔
語
り
」
の
図
像
を
引
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
金
地
無
背
景
の
象
徴
的
な
人
物
像
と
し
て
は
黒
田
清
輝
の
「
智
・
感
・
情
」
が
想
起
さ
れ
る
。
黒
田
以
外
の
画
家
の
作
品
に

目
を
向
け
る
と
、
背
景
に
金
を
用
い
た
も
の
に
は
藤
島
武
二
の
「
天
平
の
面
影
」
が
あ
り
、
物
語
に
取
材
し
、
人
物
を
組
み
合
わ
せ
て

画
面
を
構
成
し
た
も
の
に
は
青
木
繁
の
「
わ
だ
つ
み
の
い
ろ
こ
の
宮
」
が
あ
る
。
人
物
の
配
量
に
工
夫
を
凝
ら
し
な
が
ら
抽
象
的
な
観

北野f亘富筆「道行」について

念
を
表
現
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
本
作
品
は
い
わ
ゆ
る
「
構
想
画
」
に
近
い
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
造
形
的
な
近
さ
だ
け
で
は
な
く
、
恒
富
は
黒
田
の
絵
画
論
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。
黒
田
清
輝
は
「
絵

画
の
将
来
」
と
題
す
る
一
文
の
中
で
、

日
本
画
に
つ
い
て
「
楽
し
み
ゃ
苦
し
み
を
全
く
心
理
的
に
画
き
現
は
し
た
も
の
は
私
は
未
だ
見

た
事
は
な
い
」
と
述
べ
、
絵
画
に
お
け
る
和
洋
混
交
の
方
法
と
し
て
は
「
西
洋
画
か
ら
は
先
づ
何
か
一
つ
の
考
を
画
き
出
す
と
い
ふ
こ

と
を
採
り
、
そ
れ
か
ら
描
き
方
に
就
い
て
は
影
を
除
け
て
仕
舞
っ
て
そ
う
し
て
日
本
画
の
方
に
は
形
を
確
か
に
書
く
と
云
ふ
こ
と
を
加

（日）

へ
る
」
と
い
う
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
恒
富
が
本
作
品
を
描
く
際
に
は
、
黒
田
の
こ
の
主
張
が
頭
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

明
治
四
0
年
代
の
文
展
デ
ビ
ュ
ー
の
頃
か
ら
黒
田
と
そ
の
周
辺
の
洋
画
家
た
ち
の
影
響
を
受
け
て
い
た
恒
富
が
、
こ
の
文
章
を
読
ん
で

い
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
古
代
へ
の
憧
れ
を
描
い
た
白
馬
会
の
浪
漫
主
義
的
な
作
品
と
、
近
松
の
心
中
も
の
に
取
材
し
た
本
作
品
と
で
は

趣
が
ま
る
で
異
な
っ
て
い
る
。
本
作
品
の
よ
う
な
頚
廃
の
色
を
帯
び
た
江
戸
懐
古
趣
味
は
、
北
原
白
秋
の
『
東
京
景
物
詩
』
や
谷
崎
潤

一
郎
の
「
刺
青
」
と
い
っ
た
明
治
四
0
年
代
の
文
学
に
現
れ
て
い
る
。
特
に
白
秋
の
『
東
京
景
物
詩
」
に
収
め
ら
れ
た
「
お
か
る
勘
平
」
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は
、
芝
居
で
な
じ
み
深
い
物
語
に
取
材
し
な
が
ら
情
愛
と
死
の
香
が
濃
厚
な
、
全
く
独
自
の
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
本
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作
品
と
の
共
通
点
が
見
ら
れ
て
興
味
深
い
。
「
お
か
る
勘
平
」
は
、
白
秋
が
明
治
四
二
年
（
一
九
O
九
）
の
パ
ン
の
会
の
会
合
で
朗
読
し

（

M
）
 

の
ち
同
会
の
機
関
誌
『
屋
上
庭
園
」
第
二
号
（
明
治
四
三
年
刊
）
に
掲
載
さ
れ
て
発
禁
処
分
を
受
け
た
作
品
で
あ
る
。

て
好
評
を
得
、

こ
う
し
た
傾
向
に
は
、
木
下
杢
太
郎
が
パ
ン
の
会
に
つ
い
て
「
我
々
の
思
想
の
中
心
を
形
作
っ
た
も
の
は
、
ゴ
オ
チ
ェ
、

（日）

ル
等
を
伝
は
っ
て
来
た
『
芸
術
の
た
め
の
芸
術
』
で
あ
っ
た
。
」
と
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
紀
末
芸
術
の
影
響
が
顕
著

フ
ロ
オ
ベ

に
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
西
洋
化
の
進
む
東
京
で
都
会
生
活
を
謡
歌
す
る
こ

O
代
の
文
学
青
年
で
あ
っ
た
パ
ン
の
会
の
メ
ン
バ
ー
と
、

木
版
彫
刻
師
か
ら
た
た
き
上
げ
て
大
阪
で
絵
描
き
に
な
っ
た
当
時
三
三
歳
の
恒
富
と
で
は
、
置
か
れ
て
い
た
環
境
が
異
な
っ
て
お
り
、

両
者
を
た
だ
ち
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
が
同
じ
時
代
の
空
気
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

恒
富
は
、

パ
ン
の
会
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
京
都
で
誕
生
し
た
「
仮
面
会
（
ル
・
マ
ス
ク
）
」
に
参
加
し
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
帰
国
し
、
西
洋
美
術
に
精
通
し
て
い
た
田
中
喜
作
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
「
黒
猫
会
（
シ
ャ
・
ノ
ワ
i
ル
こ
を
継
続
す
る
形
で
誕
生

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家
た
ち
が
カ
フ
ェ
に
集
っ
て
議
論
を
戦
わ
せ
た
こ
と
に
倣
っ
た
と
い
う
点
で
パ
ン
の
会
と
性
格

（

M）
 

を
同
じ
く
し
て
い
る
。
日
本
画
、
洋
画
の
別
な
く
土
田
麦
健
、
小
野
竹
喬
、
黒
田
重
太
郎
な
ど
の
顔
ぶ
れ
が
参
加
し
、
恒
富
は
明
治
四

し
た
仮
面
会
は

四
年
（
一
九
一
一
）
五
月
の
第
一
回
展
覧
会
を
見
学
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
入
会
し
た
。
仮
面
会
へ
の
参
加
は
恒
富
に
と
っ
て
同
時
代

の
西
洋
美
術
に
接
す
る
機
会
と
な
っ
た
の
だ
が
、
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
同
世
代
の
画
家
た
ち
と
の
交
流
に
加
え
て
、
新
し
い
美

術
思
想
の
喧
伝
者
で
あ
っ
た
田
中
喜
作
と
接
点
を
も
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

仮
面
会
誕
生
に
先
立
つ
明
治
四
三
年
、

（口）

田
中
は
京
都
の
日
本
画
家
グ
ル
ー
プ
、
無
名
会
の
会
合
で
講
演
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
田
中

は
「
絵
画
は
視
覚
に
お
こ
る
音
楽
な
り
」
と
主
張
し
、
絵
画
に
あ
っ
て
注
意
す
べ
き
事
と
し
て
「
色
の
調
和
と
線
の
リ
ズ
ム
」
や
「
色

の
擦
り
方
の
リ
ズ
ム
」
を
挙
げ
て
い
る
。
先
述
し
た
本
作
品
の
着
物
の
裾
の
表
現
に
見
ら
れ
る
線
の
リ
ズ
ム
、
色
の
重
な
り
あ
い
、
端



正
な
鹿
子
地
と
筆
触
が
露
わ
な
羽
織
と
の
対
比
な
ど
は
、

田
中
の
い
う
「
視
覚
に
起
こ
る
音
楽
」
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

仮
面
会
第
一
回
展
目
録
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
に
は
「
た
と
へ
ば
一
の
作
品
に
於
け
る
棋
の
。
白
色
巳
白
色
。
ロ
や
色
の

R
－2
E
S骨
が
作

者
の
情
調
の
無
邪
気
な
暴
露
で
あ
る
や
う
に
こ
の
展
覧
会
そ
の
も
の
が
私
等
の
遊
戯
で
あ
り
、
情
慾
で
あ
り
生
命
で
あ
り
、
ま
た
一
の

（凶）

芸
術
的
創
作
で
あ
り
た
い
と
思
ふ
」
と
の
言
葉
が
あ
り
、
田
中
の
考
え
が
同
会
に
知
実
に
反
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
仮

北野恒富筆「道行jについて

面
会
展
を
訪
れ
、
感
銘
を
受
け
て
入
会
し
た
恒
富
が
、
そ
の
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
は
ず
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、

（

m
U）
 

本
作
品
は
日
本
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
紀
末
美
術
の
受
容
の
あ
り
か
た
を
示
す
一
例
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
作
品
の
よ
う
な
裾
の
表
現
に
対
す
る
執
着
は
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
の
「
風
」
（
挿
図
4
）
に
も
見
ら
れ
る
。
「
風
」

は
、
裏
箔
、
濃
厚
な
彩
色
、
白
く
細
い
女
の
腕
、
指
先
の
赤
い
隈
と
い
っ
た
本
作
品
に
共
通
す
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、

は
だ
け
た
裾
か
ら
こ
ぽ
れ
る
青
い
腰
巻
き
と
黒
の
祷
件
、

そ
し
て
小
豆
色
の
着
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
執
劫
な
ま
で
の
襲
を
作
り
、
裾
を
激

し
く
波
打
た
せ
て
お
り
、
作
者
恒
富
が
、
流
れ
る
よ
う
な
線
と
鮮
や
か
な
色
の
対
比
を
楽
し
ん
で
描
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

実
は
「
風
」
の
図
像
は
恒
富
の
全
く
の
独
創
で
は
な
く
、
浮
世
絵
の
中
か
ら
選
ぴ
取
っ
て
こ
ら
れ
た
形
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
同
じ
形

の
人
物
は
、
鳥
居
清
長
の
錦
絵
「
風
俗
東
之
錦
・
凧
糸
の
纏
れ
」
の
左
端
に
描
か
れ
て
い
る
（
挿
図
5
）
。
帯
の
結
び
方
が
異
な
る
も
の

（却｝

の
、
頭
巾
の
形
や
、
最
も
特
徴
的
な
裾
の
表
現
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
清
長
の
錦
絵
か
ら
図
像
を
採
っ
た
こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
。

本
作
品
も
、
白
塗
り
の
肌
や
フ
ラ
ッ
ト
な
色
面
で
表
さ
れ
た
男
の
衣
装
が
浮
世
絵
版
画
を
連
想
さ
せ
る
。
ま
た
、
金
色
の
背
景
に
濃

密
な
色
彩
、
特
に
衣
装
や
装
身
具
に
盛
り
上
げ
を
用
い
て
執
鋤
な
ま
で
の
細
密
描
写
を
行
っ
て
い
る
点
は
、
寛
永
、
寛
文
期
の
風
俗
画

（幻）

に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
異
様
に
長
く
、
反
り
返
っ
た
足
の
指
な
ど
デ
ッ
サ
ン
を
無
視
し
た
人
体
も
、
浮
世
絵

31 

の
造
形
感
覚
に
近
い
。
他
の
作
品
を
見
て
も
、
「
暖
か
」
（
挿
図
2
）
の
背
景
の
襖
に
近
世
初
期
風
俗
画
を
模
し
た
人
物
を
描
い
た
り
、
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本
作
品
制
作
と
同
じ
大
正
二
年
に
日
本
製
版
印
刷
合
資
会
社
の
懸
賞
で
一
等
を
獲
得
し
た
「
サ
ク
ラ
ビ

l
ル
」
ポ
ス
タ
ー
の
背
景
に
「
西

（幻）

本
願
寺
の
光
琳
」
を
写
し
た
燕
子
花
の
金
扉
風
を
描
い
た
り
し
て
お
り
、
恒
富
が
近
世
美
術
を
好
ん
で
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら

（お）

か
で
あ
る
。
ま
た
同
時
代
人
の
証
言
か
ら
、
恒
富
が
書
画
交
換
会
に
出
向
く
な
ど
し
て
浮
世
絵
を
蒐
集
し
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。
明

治
三

O
、
四
0
年
代
に
は
多
く
の
日
本
画
家
が
近
世
美
術
を
研
究
し
、
制
作
の
参
考
に
し
て
い
た
。
近
世
の
風
俗
画
に
倣
っ
た
作
品
は

初
期
文
展
に
も
多
数
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
本
作
品
の
よ
う
に
浮
世
絵
が
持
っ
て
い
た
生
々
し
き
を
継
承
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど

（

M）
 

な
い
。
上
品
か
つ
華
や
か
に
近
世
風
俗
を
再
現
し
た
界
風
が
並
ぶ
審
査
の
場
で
異
彩
を
放
つ
本
作
品
は
、
文
展
審
査
員
た
ち
を
驚
傍
さ

せ
た
に
違
い
な
い
。

本
作
品
が
文
展
に
落
選
し
た
と
い
う
事
実
は
、
二

O
世
紀
初
頭
の
日
本
の
美
術
の
あ
り
方
を
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
。
恒
富
は
ど
ん

な
思
い
で
こ
の
絵
を
文
展
に
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
な
ぜ
こ
れ
が
落
選
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

文
展
審
査
員
、
松
本
亦
太
郎
は
「
斯
の
如
き
作
が
何
故
に
入
選
す
る
事
能
は
ざ
り
し
や
は
疑
問
で
あ
る
が
」
と
前
置
き
し
た
上
で
、

（お）

落
選
の
理
由
に
つ
い
て
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
松
本
は
「
此
書
一
に
対
し
て
何
人
の
心
に
も
第
一
に
起
る
は
悲
惨
見
る
に
志
ぴ
ず
と

云
ふ
印
象
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
浄
瑠
璃
や
音
楽
と
違
っ
て
い
つ
ま
で
も
形
の
と
ど
ま
る
美
術
に
お
い
て
、
肉
体
の
苦
痛
を
表

現
す
る
こ
と
に
は
「
其
美
的
価
値
に
就
い
て
疑
を
狭
ま
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
い
る
。
「
死
を
描
く
事
必
し
も
悪
し
き
に
あ
ら
ず
」
と

考
え
る
松
本
は
、
仏
画
の
浬
繋
図
、

ヴ
ェ
レ
シ
チ
ャ

l
ギ
ン
の
戦
争
画
、

そ
し
て
イ
タ
リ
ア
の
宗
教
画
を
引
き
合
い
に
出
し
、
宗
教
的

信
念
や
、

死
に
対
す
る
哀
悼
の
情
趣
に
基
づ
い
た
描
写
を
肯
定
す
る
。

つ
ま
り
信
仰
心
や
死
者
へ
の
哀
悼
の
喚
起
と
い
う
道
徳
に
反
し



な
い
テ
l
マ
に
限
り
、
死
の
描
写
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
作
品
の
落
選
の
理
由
は
、
死
を
主
題
と
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
反
道

徳
的
に
「
死
」
あ
る
い
は
「
苦
し
み
」

の
表
現
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
時
期
の
日
本
に
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
芸
術
に
お
け
る
反
道
徳
的
な
要
素
を
積
極
的
に
歓
迎
し
た
の
は
、
当
時
『
朝
日
新
聞
」
や

の
批
評
文
「
土
田
麦
悟
『
三
人
の
舞

『
美
術
新
報
』
に
美
術
評
論
を
寄
せ
て
い
た
春
山
武
松
で
あ
る
。
彼
の
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）

（
町
四
）

妓
』
」
で
は
、
芸
術
と
道
徳
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
麦
悟
の
『
三
人
の
舞
妓
』
に
「
近
代
的
な
反
道
徳
的
傾
向
と
倣
慢
な
自
我
の

北野恒富筆「道行」について

主
張
」
を
見
い
だ
し
た
春
山
は

ゴ
i
チ
ェ
、

ボ
ー
ド
レ

1
ル
、
ポ
！
と
い
っ
た
西
洋
の
作
家
を
引
き
合
い

一一
l
チ
ェ
、

ワ
イ
ル
ド
、

に
出
し
て
、
そ
の
表
現
の
新
し
さ
故
に
世
間
に
認
め
ら
れ
な
い
麦
悟
の
作
品
を
擁
護
し
て
い
る
。
「
道
徳
か
ら
芸
術
を
独
立
せ
し
め
や
う

と
す
る
傾
向
は
著
し
く
「
芸
術
の
為
の
芸
術
』
主
義
や
耽
美
主
義
に
現
は
れ
て
居
る
」
と
い
う
一
文
に
は
、
春
山
が
こ
の
時
代
の
「
芸

（
幻
）

の
構
図
を
見
て
取
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

術
」
対
「
道
徳
」

本
作
品
は
、
落
選
し
た
た
め
春
山
の
目
に
は
触
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
本
作
品
に
つ
い
て
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し

「
三
人
の
舞
妓
」
批
評
文
に
は
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
の
「
暖
か
」
（
挿
図
2
）
に
つ
い
て
の
論
考
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
春
山
は
、

恒
富
の
肉
体
描
写
の
巧
み
さ
を
評
価
し
た
上
で
、
「
暖
か
」
に
も
「
反
道
徳
」

の
精
神
を
見
い
だ
し
、
「
劣
等
感
覚
の
芸
術
化
」
さ
ら
に

は
「
生
殖
機
関
そ
の
も
の
を
芸
術
の
祭
壇
に
祭
り
上
げ
た
」
と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。
「
暖
か
」
が
「
性
」
の
芸
術
化
を
図
っ
た
も
の

だ
と
す
る
と
、
本
作
品
は
「
死
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
、
道
徳
上
の
タ
ブ
ー
を
犯
し
て
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
に
挑
ん
だ
意
欲
作
で
あ

った、

と
考
え
ら
れ
る
。
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本
作
品
落
選
の
前
年
で
あ
る
大
正
元
年
、
夏
目
激
石
は
「
芸
術
は
自
己
の
表
現
に
始
っ
て
、
自
己
の
表
現
に
終
わ
る
も
の
で
あ
る
」

（
お
）

の
一
文
で
始
ま
る
「
文
展
と
芸
術
」
を
朝
日
新
聞
に
連
載
し
た
。
こ
こ
で
は
「
個
人
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
が
ら
、
芸
術
家
は
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他
人
の
評
価
を
顧
慮
す
べ
き
で
な
い
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
激
石
も
や
は
り
芸
術
が
他
の
価
値
観
か
ら
独
立
す
べ
き
存
在
で
あ

る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
あ
す
こ
に
出
て
ゐ
る
以
外
に
、
ど
ん
な
個
性
を
発
揮
し
た
作
品
が
あ
っ
た
か
は
不
幸
に
し
て
ま
だ

解
決
さ
れ
な
い
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
る
激
石
は
、
文
展
の
審
査
制
度
が
突
出
し
た
個
性
を
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
。

本
作
品
こ
そ
、
激
石
の
い
う
「
個
性
を
発
揮
し
た
作
品
」
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

本
作
品
に
は
、
没
個
性
的
な
文
展
の
作
品
に
対
す
る
挑
戦
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
露
骨
に
描
い
た
」

と
い
う
画
家
本
人
の
言
葉
に
は
、
確
信
犯
的
な
態
度
が
ほ
の
見
え
て
い
る
。
恒
富
が
明
治
四
三
年
（
一
九
一

O
）
、
第
四
回
の
文
展
に
初

入
選
し
た
と
き
に
注
目
を
浴
び
た
の
は
、
文
展
日
本
画
の
典
型
で
あ
っ
た
近
世
風
俗
の
美
人
図
と
は
全
く
違
う
、
当
世
風
の
新
鮮
な
女

性
像
を
描
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
大
正
一
疋
年
に
は
、
恒
富
を
含
む
大
阪
の
日
本
画
家
二
五
人
が
団
結
し
て
、
森
琵
7

石
が
文
展
審
査

（
刊
日
）

員
に
あ
が
る
こ
と
に
対
す
る
抗
議
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
行
動
か
ら
、
恒
富
が
文
展
の
あ
り
方
に
不
満
を
持
ち
、
新
し
い
動
き

を
試
み
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

本
作
品
の
出
品
の
際
に
は
、
近
世
風
俗
に
取
材
し
な
が
ら
誰
も
行
っ
た
こ
と
の
な
い
表
現
に
よ
っ
て
、
判
で
押
し
た
よ
う
な
文
展
の

人
物
図
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
小
林
古
径
が
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
「
文
展
を
見
候
へ
ば
一
見
文
展
風
な

様
に
候

る
も
の
が
出
来
上
り
候
様
に
思
は
れ
候

（

初

）

金
箔
も
目
立
候
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
の
文
展
に
は
、
画
面
を
豪
華
に
見
せ
る
た
め
に
金
地
の
昇
風
を
用
い
、
華
や
か

皆
作
家
が
知
何
に
し
て
六
曲
の
角
に
ま
で
努
力
を
及
ぼ
し
た
ら
ば
よ
き
か
に
苦
心
致
さ
れ
候

に
近
世
風
の
人
物
を
描
い
た
「
文
展
風
」
と
よ
べ
る
よ
う
な
型
が
出
来
つ
つ
あ
っ
た
。
本
作
品
は
、
無
駄
の
な
い
整
理
さ
れ
た
構
図
、

最
大
限
に
生
か
さ
れ
た
裏
箔
の
効
果
、
「
心
中
」
と
い
う
深
刻
な
テ
l
マ
と
い
っ
た
点
で
「
文
展
風
」
の
作
品
群
を
凌
駕
し
て
い
る
。
甘

美
な
夢
の
う
ち
に
江
戸
を
追
憶
す
る
ば
か
り
の
作
品
に
刃
を
突
き
つ
け
る
よ
う
に
、
恒
富
は
浮
世
絵
が
本
来
持
っ
て
い
た
力
強
さ
を
蘇



ら
せ
、
さ
ら
に
当
時
の
最
先
端
の
思
想
を
も
盛
り
込
ん
だ
本
作
品
を
、
文
展
に
送
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
意
気
込
み
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
作
品
は
落
選
す
る
。
冒
頭
で
引
用
し
た
恒
富
自
身
の
「
心
中
ハ
：
：
：
落
選
」
「
大
分

非
難
が
あ
っ
た
と
か
で
落
ち
た
の
で
、

そ
れ
で
文
展
が
い
や
に
な
っ
て
出
さ
ず
に
居
た
」
と
い
っ
た
言
葉
に
、
悔
し
さ
が
凄
み
出
て
い

る
。
そ
し
て
翌
年
の
大
正
三
年
、

日
本
美
術
院
が
再
興
さ
れ
、

以
前
か
ら
目
を
か
け
ら
れ
て
い
た
横
山
大
観
の
勧
誘
に
応
じ
て
、
恒
富

は
院
展
に
出
品
す
る
。
院
展
へ
の
参
加
が
恒
富
の
そ
の
後
の
作
風
展
開
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
本
作
品
の
落

北野恒富筆「道行」について

選
は
恒
富
の
画
業
に
お
け
る
重
大
事
件
だ
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
次
の
年
、
恒
富
は
本
来
一
対
で
あ
っ
た
作
品
の
一
方
を
「
暖
か
」

と
題
し
て
文
展
に

一
方
を
「
鏡
の
前
」
と
題
し
て
院
展
に
出
品
す
る
。
愛
想
を
つ
か
し
た
は
ず
の
文
展
に
出
し
た
「
暖
か
」
は
、
賛

否
両
論
を
ま
き
お
こ
し
、
多
く
の
人
に
恒
富
の
存
在
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
真
意
を
測
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
「
鏡
の
前
」

に
比
べ
、

よ
り
挑
発
的
な
「
暖
か
」
を
出
す
こ
と
で
、
文
展
へ
の
逆
襲
を
果
た
し
た
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
の
後
、
文
展
へ
の
出

品
を
き
っ
ぱ
り
と
や
め
、
院
展
に
出
品
を
続
け
る
中
で
、
作
風
は
徐
々
に
穏
や
か
な
も
の
へ
と
移
行
す
る
。
文
展
を
嫌
っ
て
決
別
し
た

恒
富
は
院
展
へ
の
出
品
と
平
行
し
て
、

ど
う
と
ら
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

（但）

地
元
大
阪
で
の
展
覧
会
に
は
「
風
」
を
は
じ
め
と
す
る
実
験
的
な
作
品
を
出
品
し
、
大
正
七

に
も
関
わ
ら
ず
、
今
度
は
「
院
展
風
」
に
染
ま
っ
て
行
っ
た
恒
富
の
こ
の
動
き
を
、

年
に
は
大
阪
の
日
本
画
家
た
ち
と
共
に
革
新
的
な
美
術
団
体
「
大
阪
茶
話
会
」
を
旗
揚
げ
す
る
と
い
っ
た
動
き
も
見
せ
て
い
た
。
こ
こ

に
、
院
展
と
い
う
全
国
規
模
の
展
覧
会
と
地
元
大
阪
で
の
展
覧
会
と
で
参
加
態
度
を
変
え
る
恒
富
の
戦
略
が
う
か
が
え
る
。

松
本
亦
太
郎
は
「
朝
露
」
落
選
理
由
の
分
析
の
中
で
、
「
其
企
図
其
技
巧
余
り
作
家
自
身
の
極
端
な
る
趣
味
を
示
し
、
私
我
の
色
を
帯

ぴ
て
、

日
本
画
な
る
形
象
美
術
の
分
限
を
躍
踊
せ
る
趣
あ
る
場
合
に
は
、
団
体
的
審
査
意
識
の
承
認
を
得
て
入
選
す
る
事
が
困
難
に
な

35 

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
個
人
主
義
」
の
理
想
を
謡
う
激
石
に
対
し
、
松
本
の
論
説
は
冷
静
で
現
実
的
で
あ
る
。
松
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本
は
「
公
衆
の
所
有
物
た
る
美
術
」
と
し
て
の
文
展
の
必
要
性
を
認
め
た
上
で
、
文
展
の
鑑
査
に
関
す
る
論
の
最
後
に
「
一
個
人
な
り
、

同
志
な
り
が
思
ひ
切
っ
た
、

云
は
ば
極
端
な
る
芸
術
上
の
主
張
を
公
衆
に
発
表
せ
ん
と
す
る
な
ら
個
人
展
覧
会
、
或
は
同
志
展
覧
会
の

如
き
も
の
に
よ
る
の
が
最
も
適
当
な
る
方
法
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
て
い
る
」
と
の
一
文
を
添
え
て
い
る
。

恒
富
の
戦
略
的
な
姿
勢
は
、
こ
の
松
本
の
考
え
に
相
通
じ
る
と
こ
ろ
を
持
つ
。
恒
富
は
、
地
元
の
同
志
と
と
も
に
自
由
な
制
作
を
行

う
一
方
、
院
展
と
い
う
舞
台
に
通
用
す
る
作
画
へ
の
転
換
を
試
み
た
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
大
阪
画
壇
の
牽
引
役
で
あ
る
こ
と
へ
の

責
任
感
か
ら
発
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
正
三
年
か
ら
画
塾
、
白
耀
社
の
経
営
を
始
め
、
後
進
の
育
成
に
乗
り
出
し
た
恒
富

に
は
、
院
展
内
で
二
疋
の
地
位
を
保
つ
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

お

わ

本
作
品
を
近
代
日
本
美
術
の
流
れ
の
中
で
と
ら
え
る
な
ら
、
西
洋
美
術
の
受
容
と
江
戸
の
懐
古
と
い
う
、

明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期

に
見
ら
れ
る
こ
つ
の
傾
向
を
一
つ
の
画
面
内
に
表
し
た
作
品
と
し
て
住
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
当
時
の
文
展
と
新
進
気
鋭

の
芸
術
家
と
の
聞
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
示
し
て
く
れ
る
好
例
で
も
あ
る
。

明
治
四
O
年
に
開
設
さ
れ
た
文
展
も
、
大
正
に
入
る
と
画
家
の
側
か
ら
様
々
な
不
満
が
噴
出
し
、

日
本
画
の
分
野
で
は
日
本
美
術
院

の
再
興
や
国
画
創
作
協
会
の
結
成
と
い
っ
た
形
に
現
れ
て
く
る
。
本
作
品
は
、

そ
う
し
た
団
体
の
設
立
以
前
に
、

た
っ
た
一
人
で
文
展

に
挑
ん
だ
恒
富
が
放
っ
た
、
決
死
の
一
打
で
あ
っ
た
。
様
々
な
研
究
の
成
果
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
の
画
面
を
見
て
い
る
と
、
熱
い
思
い
を

胸
に
秘
め
な
が
ら
、
冷
静
な
分
析
と
冴
え
た
腕
を
武
器
に
黙
々
と
制
作
に
励
む
恒
富
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。
本
作
品
が
見
る
者
に
大

き
な
衝
撃
を
与
え
る
の
は
、
北
野
恒
富
と
い
う
希
有
な
個
性
が
、
最
も
勢
い
の
あ
っ
た
時
期
に
揮
身
の
力
を
込
め
て
描
き
あ
げ
た
野
心



作
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

北野厄富筆「道行jについて

‘淫

（1
）
福
富
太
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
資
料
室
蔵
絹
本
着
彩
二
曲
一
双
各
一
五
五
・

O
×
一
七
0
・
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（2
）
福
富
太
郎
「
心
中
も
の
を
集
め
る
理
由
」
（
『
絵
を
蒐
め
る
｜
｜
私
の
推
理
画
説
｜
｜
』
新
潮
社
平
成
七
年
、
初
出
は
『
芸
術
新
潮
』

平
成
五
年
四
月
号
）
、
『
近
代
日
本
画
に
見
る
美
人
画
名
作
選
耽
美
の
時
｜
｜
福
富
太
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
｜
i
』
（
読
売
新
聞
大
阪
本
社
、

読
売
テ
レ
ビ
平
成
一

O
年
）
、
『
美
術
都
市
・
大
阪
の
発
見
近
代
美
術
と
大
阪
イ
ズ
ム
』
（
大
阪
市
立
近
代
美
術
館
建
設
準
備
室
平

成
九
年
）

（3
）
北
野
恒
富
「
日
照
雨
」
『
帝
国
絵
画
宝
典
』
（
帝
国
絵
画
協
会
大
正
七
年
）

（
4
）
馬
場
京
子
「
北
野
恒
富
の
美
人
画
」
（
『
現
代
日
本
美
人
画
全
集
3
北
野
恒
富
／
中
村
大
三
郎
』
集
英
社
昭
和
五
三
年
）

（5
）

注
2
前
掲
『
美
術
都
市
・
大
阪
の
発
見
近
代
美
術
と
大
阪
イ
ズ
ム
』

（6
）
松
本
亦
太
郎
「
文
展
日
本
画
の
鑑
査
及
審
査
の
心
理
」
（
『
現
代
の
日
本
画
』
北
文
館
大
正
四
年
）

こ
の
論
説
は
文
末
に
、
大
正
二
年
一
一
月
一
日
の
日
付
が
あ
る
。
な
お
、
『
美
術
週
報
』
大
正
二
年
一
一
月
三
O
日
号
に
は
、
「
朝
露
」

が
他
の
入
選
画
よ
り
優
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
落
選
し
た
と
述
べ
た
松
本
の
言
葉
を
引
い
て
、
数
点
の
入
選
画
を
捨
て
て
も
「
朝

露
」
を
入
れ
て
貰
い
た
い
、
と
主
張
す
る
黒
田
鵬
心
「
松
本
博
士
の
鑑
査
論
」
な
る
一
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（7
）
「
摘
草
」
（
大
阪
市
立
近
代
美
術
館
建
設
準
備
室
蔵
）
、
「
日
照
雨
」
（
明
治
四
四
年
、
第
五
回
文
展
出
品
作
）
で
は
、
ハ
イ
ラ
イ
ト
や

陰
影
を
駆
使
し
た
肉
付
き
の
表
現
が
行
わ
れ
、
「
浴
後
」
（
京
都
市
美
術
館
蔵
、
明
治
四
五
年
「
現
代
名
家
風
俗
画
展
」
出
品
作
）
で
は

細
か
い
敏
の
描
き
込
み
に
よ
っ
て
肌
の
ふ
く
よ
か
さ
が
表
さ
れ
て
い
る
。

（8
）
日
本
古
典
文
学
大
系
四
九
『
近
松
浄
瑠
璃
集
上
』
（
岩
波
書
店
昭
和
三
三
年
）

（9
）
金
地
に
烏
を
描
い
た
も
の
に
は
、
吉
祥
の
象
徴
と
し
て
群
烏
を
描
い
た
近
世
の
扉
風
（
醍
醐
寺
蔵
「
松
槍
群
烏
図
」
、
シ
ア
ト
ル
美
術

館
蔵
「
烏
図
」
な
ど
）
が
あ
る
。
近
代
で
は
、
下
村
観
山
「
イ
ソ
ッ
プ
物
語
」
、
木
村
武
山
「
イ
ソ
ッ
プ
物
語
」
、
平
福
百
穏
「
群
烏
」

な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
動
物
画
の
一
主
題
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
烏
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
象
徴
的
な
意
味
を
負
わ
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せ
、
さ
ら
に
色
や
形
に
お
い
て
も
画
面
を
支
え
る
重
要
な
要
素
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
本
作
品
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
ち
な

み
に
人
物
画
に
烏
を
描
い
て
構
図
を
引
き
締
め
る
手
法
は
、
恒
富
が
師
事
し
た
稲
野
年
恒
の
師
、
月
間
芳
年
の
錦
絵
に
見
ら
れ
る
。

（
叩
）
池
田
輝
方
「
お
七
」
（
大
正
元
年
、
第
六
回
文
展
出
品
作
）
、
鏑
木
清
方
「
野
崎
村
」
（
大
正
三
年
）
な
ど
。

（
日
）
緑
の
植
物
を
背
景
に
若
い
女
を
描
く
構
図
や
、
絵
の
具
の
重
ね
塗
り
と
い
っ
た
点
が
類
似
し
て
い
る
。
拙
稿
「
北
野
恒
富
の
画
風
形

成
に
関
す
る
一
考
察
｜
｜
明
治
末
期
の
作
品
を
中
心
に

l
l」
「
美
術
史
』
第
一
五
O
冊
平
成
二
二
年
刊
行
予
定

（
ロ
）
本
作
品
制
作
の
大
正
二
年
ご
ろ
の
、
大
阪
で
の
「
心
中
天
網
島
」
上
演
記
録
は
以
下
の
通
り
。

〈
歌
舞
妓
〉
明
治
四
四
年
二
月
松
島
八
千
代
座
心
中
天
網
島
こ
た
つ
の
だ
ん

明
治
四
四
年
四
月
中
劇
場
時
同
の
矩
熔
紙
屋
内
の
場

明
治
四
四
年
十
月
福
島
座
天
網
島
河
庄

明
治
四
五
年
一
月
堀
江
座
心
中
天
網
島

明
治
四
五
年
五
月
浪
速
座
矩
熔
紙
屋
店

大
正
二
年
六
月
常
磐
座
心
中
天
網
島

〈
文
楽
〉
明
治
四
四
年
十
二
月
御
霊
文
楽
座
心
中
天
網
島
北
新
地
河
庄
、
紙
屋
内

大
正
元
年
十
一
月
近
松
座
心
中
天
網
島
上
下
、
新
地
茶
屋
、
紙
屋
内

大
正
二
年
四
月
御
霊
文
楽
座
心
中
天
網
島
紙
屋
内

『
近
代
歌
舞
妓
年
表
大
阪
篇
第
五
巻
』
（
国
立
劇
場
近
代
歌
舞
妓
年
表
編
纂
室
平
成
二
年
）
、
『
国
立
文
楽
劇
場
上
演
資
料
集
一
七

四
」
（
国
立
文
楽
劇
場
調
査
養
成
部
芸
能
調
査
室
昭
和
五
五
年
）
参
照
。

「
心
中
天
網
島
」
は
上
演
回
数
が
多
く
、
人
気
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
し
、
通
し
で
演
じ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
、
特
に
二
人

が
心
中
す
る
「
名
残
の
橋
づ
く
し
」
が
上
演
さ
れ
る
機
会
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
日
）
里
山
田
清
輝
「
絵
画
の
将
来
」
（
青
木
茂
編
『
明
治
洋
画
資
料
［
記
録
編
］
』
中
央
公
論
美
術
出
版

問
録
』
第
一
集
、
第
二
集
金
港
堂
明
治
三
五
年
）

（H
）
パ
ン
の
会
に
つ
い
て
は
、
野
田
宇
太
郎
「
パ
ン
の
舎
略
説
」
（
『
明
治
文
学
全
集
七
四

昭
和
六
一
年
、
初
出
は
「
名
家
訪

明
治
反
自
然
主
義
文
学
（
上
）
』
筑
摩
書
房



昭
和
二
七
年
て
な
ら
び
に
河
村
政
敏
『
北
原
白
秋
の
世
界
ー
ー
そ
の

北野恒富筆「道行」について

昭
和
四
一
年
、
初
出
は
野
田
宇
太
郎
『
パ
ン
の
舎
』
三
笠
書
房

世
紀
末
的
詩
境
の
考
察
』
（
至
文
堂
平
成
九
年
）
を
参
照
。

｛
日
）
木
下
杢
太
郎
『
「
パ
ン
の
会
」
と
「
屋
上
庭
園
」
』
（
『
日
本
文
学
講
座
』
改
造
社

会
略
説
」
参
照
。

（
団
）
「
仮
面
会
」
に
つ
い
て
は
、
閥
千
代
「
黒
猫
会
・
仮
面
会
等
覚
え
書
き
」
（
『
美
術
研
究
」
第
二
三
二
号

『
京
都
の
臼
本
画
近
代
日
本
の
揺
鑑
』
（
京
都
新
聞
社
平
成
三
年
）
を
参
照
。

（
口
）
こ
の
講
演
会
の
内
容
は
、
明
治
四
三
年
四
月
一

O
日
か
ら
五
月
二
二
日
に
か
け
て
『
日
出
新
聞
』
に
断
続
的
に
連
載
さ
れ
た
。
注
M

前
掲
、
島
田
康
寛
『
京
都
の
日
本
画
近
代
日
本
の
揺
箆
』
参
照
。

（
時
）
「
仮
面
会
」
第
一
回
展
目
録
の
言
葉
は
、
注
日
前
掲
、
閥
千
代
「
黒
猫
会
・
仮
面
会
等
覚
え
書
き
」
、
島
田
康
寛
『
京
都
の
日
本
画

近
代
日
本
の
揺
鑑
』
に
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
四
）
本
作
品
に
つ
い
て
西
洋
絵
画
か
ら
の
図
像
の
借
用
の
可
能
性
と
し
て
は
、
ホ
ル
マ
ン
・
ハ
ン
ト
「
イ
ザ
ベ
ラ
と
パ
ジ
ル
の
鉢
」
（
レ
イ

ン
美
術
館
）
が
考
え
ら
れ
る
。
長
い
髪
を
垂
ら
し
て
何
か
に
も
た
れ
掛
か
る
女
の
姿
勢
、
地
面
に
ず
り
落
ち
る
衣
、
そ
し
て
女
が
裸
足

で
あ
る
と
い
っ
た
点
が
共
通
し
て
い
る
。
な
お
ハ
ン
ト
の
こ
の
作
品
は
、
鏑
木
清
方
「
一
葉
女
史
の
墓
」
の
図
像
の
元
に
な
っ
た
と
の

指
摘
が
あ
る
。
（
茂
木
博
「
鏑
木
清
方
と
西
洋
美
術
｜
｜
試
論
的
仮
説
1
1」
『
造
形
学
研
究
』
第
一
二
号
平
成
五
年
）
。

（
却
）
他
に
、
「
風
」
に
近
い
も
の
と
し
て
同
じ
く
清
長
の
「
藤
下
の
女
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
絵
の
写
真
が
、
「
清
長
（
柱
絵
）

風
の
美
人
」
と
し
て
明
治
四
五
年
の
『
美
術
新
報
』
一
一

l
五
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
担
）
「
彦
根
扉
風
」
「
本
田
平
八
郎
姿
絵
」
な
ど
の
衣
装
や
装
身
具
に
盛
り
上
げ
彩
色
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
奥
平

俊
六
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
幻
）
黒
川
英
夫
「
忘
れ
ら
れ
な
い
先
生
の
温
情
」
『
今
井
先
生
追
憶
』
（
今
井
先
生
追
憶
記
編
集
係
編
昭
和
三
七
年
）

（
お
）
高
安
吸
江
「
昔
遇
っ
た
恒
富
さ
ん
」
、
中
井
浩
水
「
『
大
阪
の
江
戸
っ
子
』
」
『
美
術
と
趣
味
北
野
恒
富
特
集
号
』
昭
和
一
四
年

（
担
）
少
し
後
の
こ
と
に
な
る
が
、
洋
画
家
で
は
岸
田
劉
生
が
近
世
初
期
風
俗
画
の
持
つ
生
々
し
い
感
覚
を
意
識
的
に
取
り
上
げ
て
い
る
。

宮
展
の
日
本
画
で
も
大
正
半
ば
の
帝
展
に
は
、
退
廃
的
な
人
物
像
が
入
選
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

昭
和
九
年
）
。
注
M
前
掲
、
野
田
宇
太
郎
「
パ
ン
の

昭
和
三
九
年
）
、
島
田
康
寛
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（
お
）
少
し
長
く
な
る
が
、
本
作
品
の
考
察
に
お
い
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
の
で
、
松
本
に
よ
る
「
朝
露
」
落
選
理
由
の
解
釈
の
部
分
を
以

下
に
引
用
し
て
お
く
。

「
此
書
店
対
し
て
何
人
の
心
に
も
第
一
に
起
る
は
悲
惨
見
る
に
恋
ぴ
ず
と
云
ふ
印
象
で
あ
る
。
情
死
は
死
に
は
相
違
な
け
れ
ど
、
其

死
は
落
謄
世
を
怨
み
て
の
死
に
非
ず
。
死
は
蓮
台
同
棲
の
楽
境
に
移
ら
ん
が
為
め
の
子
段
に
し
て
幾
何
か
は
男
女
の
胸
に
来
往
す
る
艶

な
る
気
分
の
表
現
あ
る
可
き
筈
な
る
に
此
「
朝
露
」
の
画
面
に
は
失
望
の
死
苦
痛
の
死
の
表
現
あ
り
て
、
而
か
も
血
液
淋
滴
た
る
断
末

魔
の
光
景
さ
へ
暗
示
さ
れ
て
居
る
。
若
し
浄
瑠
璃
に
し
て
語
る
な
ら
艶
な
る
道
行
な
り
、
葛
藤
な
り
を
経
て
最
後
に
斯
る
悲
劇
に
達
し
、

其
悲
劇
は
瞬
間
的
の
言
葉
と
な
り
て
消
え
て
跡
無
く
な
っ
て
仕
舞
ふ
の
で
あ
る
か
ら
快
感
中
に
一
点
悲
哀
の
曇
が
懸
る
に
過
ぎ
ぬ
の
で

あ
る
が
、
之
を
絵
画
と
し
て
断
末
魔
に
近
き
光
景
を
描
き
、
前
後
の
関
係
よ
り
切
り
離
し
て
永
久
的
に
之
を
眼
前
に
示
す
に
至
り
て
は

死
の
苦
痛
の
み
あ
っ
て
美
的
快
感
は
心
に
動
く
余
地
が
無
い
。
死
を
描
く
事
必
し
も
悪
し
き
に
あ
ら
ず
。
往
生
涯
般
市
は
悲
哀
な
れ
ど
も
、

悲
哀
は
生
け
る
人
間
に
あ
り
て
、
寂
定
せ
る
仏
陀
の
姿
に
は
喜
悦
の
光
明
が
遍
照
し
て
居
る
。
ヴ
ェ
レ
ス
チ
ヤ
ギ
ン
は
死
の
悲
哀
を
描

く
巧
な
り
と
雄
も
、
彼
は
寧
ろ
死
に
対
す
る
哀
悼
の
情
趣
を
画
き
死
の
苦
痛
を
露
骨
に
一
不
す
を
避
け
て
居
る
。
伊
太
利
の
宗
教
画
中
に

は
基
督
教
の
殉
死
者
が
迫
害
せ
ら
る
冶
光
景
を
描
き
た
る
も
の
あ
れ
ど
是
等
は
宗
教
上
の
信
念
に
訴
ふ
る
目
的
を
以
て
描
か
れ
る
も
の

に
し
て
必
し
も
美
術
上
の
考
へ
よ
り
製
作
さ
れ
た
る
も
の
に
非
ず
、
而
か
も
迫
害
は
体
躯
に
あ
り
て
殉
教
者
の
心
は
歓
喜
自
由
の
天
地

に
鞠
期
す
る
の
状
あ
り
。
要
す
る
に
肉
体
の
歓
楽
な
り
、
苦
痛
な
り
を
極
端
に
表
現
せ
る
も
の
音
楽
的
美
術
と
し
て
は
可
な
ら
ん
も
、

形
象
美
術
と
し
て
は
英
美
的
価
値
に
就
い
て
疑
を
狭
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
縦
令
作
家
は
其
企
図
を
実
現
す
る
に
於
て
成
功
し
、
其
技
巧

も
亦
頗
る
鋭
利
な
る
も
の
あ
り
と
錐
も
、
其
企
図
其
技
巧
余
り
作
家
自
身
の
極
端
な
る
趣
味
を
一
不
し
、
私
我
の
色
を
帯
ぴ
て
、
日
本
画

な
る
形
象
美
術
の
分
限
を
採
捌
せ
る
趣
あ
る
場
合
に
は
、
団
体
的
審
査
意
識
の
承
認
を
得
て
入
選
す
る
事
が
困
難
に
な
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
と
解
釈
せ
ら
る
る
」
（
注
6
前
掲
、
松
本
亦
太
郎
「
文
展
日
本
画
の
鑑
査
及
審
査
の
心
理
」
）

（Mm
）
春
山
武
松
「
土
田
麦
億
『
三
人
の
舞
妓
』
附
・
北
野
恒
富
『
暖
か
』
の
事
」
（
「
美
術
新
報
』
一
ム
ハ
｜
一
大
正
五
年
）

（
幻
）
春
山
武
松
は
、
大
正
六
年
の
「
美
術
新
報
』
一
六
｜
四
掲
載
の
「
ク
ラ
イ
ブ
・
ベ
ル
の
『
新
芸
術
論
』
に
就
い
て
」
の
文
中
に
も
「
芸

術
至
上
主
義
戸
池
田
吋
片
岡
ν

。R
F
u白
立
の
思
想
」
と
い
う
一
言
葉
を
使
用
し
て
お
り
、
西
洋
の
芸
術
思
潮
に
通
じ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
却
）
『
激
石
全
集
二
ハ
』
（
岩
波
書
店
平
成
七
年
）
参
照
。
初
出
は
「
東
京
朝
日
新
聞
」
大
正
元
年
一

O
月
一
五
日
か
ら
二
八
日
、
な



ら
び
に
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
大
正
元
年
一

O
月
一
七
日
か
ら
二
八
日
に
連
載
。

（
却
）
橋
爪
節
也
「
北
野
恒
富
略
年
議
」
（
稿
本
）
参
照

（
却
）
小
林
士
口
径
書
簡
相
原
寛
太
郎
宛
大
正
三
年
一

O
月
三
二
日
付
。
神
林
淳
子
「
小
林
古
径
作
《
異
端
》
に
関
す
る
一
考
察
｜
｜
古

典
修
学
の
様
相
と
主
題
解
釈
を
中
心
に
｜
｜
」
（
『
美
術
史
』
第
一
四
二
冊
平
成
九
年
）

（
担
）
「
風
」
は
、
大
正
六
年
、
第
三
回
大
阪
美
術
展
の
出
品
作
と
さ
れ
て
い
る
。
注
2
前
掲
、

『
美
術
都
市
・
大
阪
の
発
見
』
参
照
。

北野f亘富筆「道行Jについて

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
作
品
の
調
査
を
お
許
し
下
さ
っ
た
福
富
太
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
資
料
室
な
ら
び
に
広
島
県
立
美
術
鎗
、
ご
協
力
下

さ
っ
た
京
都
文
化
博
物
館
、
ご
指
導
、
ご
助
言
を
賜
っ
た
大
阪
大
学
奥
平
俊
六
教
授
、
内
藤
高
教
授
に
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
大
学
院
後
期
課
程
学
生
）
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43 北野恒冨筆「道行Jについて

図2 北野恒富「暖かj

滋賀県立近代美術館蔵

関3 黒田清輝「昔語り」（部分）

jjミ失

図 1、図 4＇ま f美術都市大阪の発見 近代美術と大阪イズ、ムJJ （大阪市立近代美

術館建設準備室平成 9if－）より、凶 2は『滋賀県立近代美術館名品選・日本

画』（滋賀県立近代美術館平成 6年）より、図3は f近代日本洋画の巨匠黒

田清輝展j（東京国立文化財研究所、成羽町美術館平成10年）よりそれぞれ転

載。



図 5 鳥居清まえ「風俗束之錦 鳳糸の縫れ」

ペレスコレクション蔵

凶4 北野恒昌：［風j

広島県立美術館蔵
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