
夏目漱石と絵画 : 裸体画論争の中で

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2010-05-10

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 三輪, 正胤

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.24729/00004585URL



夏
　
目
　
漱
　
石
　
と
　
絵
　
画

1
裸
体
画
論
争
の
中
で
i

三
　
輪
　
正
　
胤

85夏目漱石と絵画

　
　
　
は
じ
め
に

　
漱
石
が
創
作
の
発
想
に
お
い
て
も
ま
た
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
も
、
絵
画
を

意
識
し
、
絵
画
的
手
法
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ

る
。　

そ
れ
で
い
て
、
こ
の
こ
と
へ
の
研
究
者
の
関
心
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
新
し
く
、

比
較
文
化
的
な
面
で
の
研
究
に
急
速
な
進
展
が
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
江
藤
淳
氏
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
テ
イ
ト
ギ
ャ
ラ
リ
イ
の
タ
ー
ナ
ー
の
絵
画
、
ま

た
ラ
フ
ァ
エ
ロ
前
派
の
絵
画
な
ど
を
丹
念
に
見
て
、
漱
石
へ
の
影
響
を
指
摘
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
か
ら
、
漸
く
二
十
年
余
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
芳
賀
徹
氏
が

『
絵
画
の
領
分
』
に
お
い
て
、
小
説
の
な
か
の
漱
石
、
画
人
漱
石
な
ど
の
面
か

ら
西
欧
絵
画
手
法
か
ら
の
新
た
な
光
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漸
く
漱
石
の

文
学
に
お
け
る
絵
画
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
漱
石
は
「
生

涯
に
わ
た
っ
て
絵
好
き
で
、
み
ず
か
ら
も
絵
を
か
き
、
絵
で
考
え
、
絵
で
息
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
た
と
さ
え
い
え
る
よ
う
な
文
学
者
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
通
し
て
も
、
漱
石
が
、
文
学
の
中
に
絵

画
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
、
そ
れ
が
文
学
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
結
果
を
齎

ら
し
、
延
い
て
は
日
本
の
近
代
化
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
、
ま
だ
ま
だ
未
解
決
の
問
題
は
多
い
。

　
明
治
三
十
二
年
の
『
帝
国
文
学
』
に
お
い
て
、
　
「
文
学
と
美
術
と
当
世
社
会

と
の
関
連
を
稽
査
し
、
以
て
斯
界
の
発
達
手
段
を
考
究
す
る
如
き
は
、
是
れ
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

輩
が
該
会
に
向
っ
て
望
む
適
当
な
る
請
求
た
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
文
学
と
美

術
の
全
き
関
係
が
提
唱
さ
れ
た
時
は
、
漱
石
の
渡
英
前
年
に
当
た
っ
て
い
た
。

こ
の
提
言
は
、
そ
の
前
年
に
発
し
た
岡
倉
天
心
等
の
東
京
美
術
学
校
退
職
問
題

に
起
因
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
が
、
実
の
処
、
明
治
二
十
二
年
の
山



86

田
美
妙
の
『
胡
蝶
』
挿
絵
を
め
ぐ
る
裸
体
画
論
争
以
降
を
根
底
に
見
据
え
た
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
裸
体
画
論
争
は
、
山
田
美
妙
と
い
う
文
学
者
の
引
き
起
こ

し
た
問
題
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
件
は
新
し
い
絵
画
の
在
り
方
を
あ

ぐ
っ
て
、
美
術
家
の
倫
理
性
を
問
う
事
に
も
な
っ
て
い
た
。

　
新
進
気
鋭
の
フ
ラ
ン
ス
帰
り
の
画
家
、
黒
田
清
輝
が
、
明
治
二
十
八
年
間
出

品
し
た
「
朝
牧
」
へ
同
じ
く
三
十
四
年
の
「
智
・
感
・
情
」
な
ど
の
作
品
に
よ

り
、
事
は
重
大
な
社
会
問
題
へ
と
発
展
し
、
遂
に
は
著
名
な
腰
巻
事
件
と
呼
ば

れ
る
事
態
と
な
る
。

　
こ
の
間
、
漱
石
は
三
十
三
年
九
月
か
ら
、
三
十
六
年
一
月
ま
で
英
国
に
留
学

す
る
が
、
裸
体
画
論
争
に
無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
三
十
五
年
正
月

の
日
記
に
、
英
国
に
お
け
る
裸
体
画
に
つ
い
て
尋
ね
た
こ
と
を
記
し
、
そ
の
想

を
練
っ
て
い
た
『
文
学
論
」
の
第
二
編
上
二
章
に
裸
体
画
の
意
義
を
論
じ
て
い

る
。
尤
も
こ
れ
は
、
三
十
六
年
九
月
か
ら
始
ま
る
講
義
に
お
い
て
完
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実
の
偏
狭
な
日
本
画
壇
へ
の
批
判
を
も
含
ん
だ
も
の
と

な
っ
た
。
続
い
て
三
十
八
年
一
月
置
始
ま
る
『
我
輩
は
猫
で
あ
る
』
　
（
七
）
に

お
い
て
、
裸
体
画
を
服
装
の
観
点
か
ら
論
じ
、
　
『
一
夜
』
　
「
草
枕
」
『
三
四
郎
』

と
続
く
作
品
に
お
い
て
、
絵
画
的
手
法
を
駆
使
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
明
治
三
十
二
年
遅
「
帝
国
文
学
』
の
提
言
に
対
す
る
、
文
学
者
か
ら
の
答
え

は
、
こ
の
漱
石
の
道
程
を
辿
る
な
か
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
同
時

に
、
従
来
、
美
術
美
学
者
の
関
心
事
と
し
て
扱
わ
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
裸
体
画
論

争
は
、
文
学
と
の
関
わ
り
を
持
っ
た
問
題
と
し
て
、
ま
た
明
治
と
い
う
時
代
の

持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
事
へ
と
発
展
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

第
［
章
裸
体
画
論
争
の
素
描

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

　
裸
体
画
論
争
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
る
に
は
、
　
『
日
本
近
代
美
術
論
争
史
」

は
、
誠
に
よ
く
ま
と
ま
っ
た
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
幾
分
か
の
文
学
的
な
視
点
を

含
め
て
裸
体
画
論
争
の
素
描
を
試
み
て
み
よ
う
。

　
こ
の
書
が
「
裸
体
画
を
あ
ぐ
る
こ
の
論
議
ほ
ど
、
わ
が
国
美
術
の
近
代
化
の

過
程
を
わ
か
り
や
す
く
明
か
す
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
」
と
い
う
言
は
、

恐
ら
く
、
漱
石
を
通
し
て
の
、
わ
が
国
の
文
学
の
近
代
化
の
問
題
へ
と
取
り
替

え
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
裸
体
画
論
争
は
、
漱
石
が
関
心
を
抱
く
ま
で
に
ど
の
よ
う

に
変
転
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
明
治
二
十
二
年
一
月
「
国
民
の
友
』
に
発
表
さ
れ
た
山
田
美
妙
の
『
胡
蝶
』

の
挿
絵
、
そ
れ
は
”
高
尚
な
る
美
”
を
ハ
愛
の
”
崇
高
”
さ
の
う
ち
に
描
く
作

品
の
一
場
面
を
裸
体
と
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
若
く
し
て
名
を
成
し

た
美
妙
は
世
間
に
挑
戦
す
る
ご
と
く
、
裸
体
を
描
い
た
挿
絵
を
入
れ
一
層
の
名

声
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
。
美
妙
の
読
み
の
ご
と
く
、
　
『
平
家
物
語
』
に
想
を

得
た
文
学
は
”
高
尚
な
る
美
”
に
お
い
て
で
は
な
く
、
裸
体
画
へ
の
興
味
と
し

て
世
間
に
受
け
取
ら
れ
た
。
古
典
文
学
に
発
想
を
得
て
、
新
し
い
時
代
の
表
現
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方
法
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
『
胡
蝶
」
は
、
問
題
児
と
し
て
誕
生
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
時
、
森
鴎
外
は
い
く
ぶ
ん
か
の
椰
楡
を
交
え
な
が
ら
も
賛
意

を
現
わ
し
、
　
「
何
ン
に
し
ろ
コ
ン
ナ
先
生
（
道
徳
家
合
壁
を
し
て
非
難
す
る
人
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

引
用
者
注
）
に
は
鎌
輪
ず
に
裸
で
行
け
や
ポ
エ
ジ
ー
（
！
）
」
と
言
っ
て
い
る
。

　
同
じ
二
十
二
年
九
月
置
幸
田
露
伴
の
『
風
流
仏
』
も
、
　
『
胡
蝶
』
と
同
じ
よ

う
な
運
命
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。
作
品
と
し
て
は
、
愛
す
る
女
性
の
彫
像
を
前

に
し
て
、
死
に
ゆ
く
仏
師
の
荘
厳
な
様
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
、
芥
川

龍
之
介
が
著
わ
す
『
好
色
』
の
主
題
に
も
通
ず
る
優
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
挿
絵
と
し
て
、
こ
こ
に
も
裸
体
画
が
載
せ
ら
れ
た
。
世
間
は
道
徳
的
な

非
難
の
聲
で
、
こ
れ
を
迎
え
、
文
学
と
し
て
の
評
価
は
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
多
く
の
新
聞
、
美
術
誌
な
ど
に
お
い
て
、
裸
体
画
へ

の
賛
否
両
論
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
事
態
は
風
俗
壊
乱
と
い
う
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　

司
直
の
手
が
入
る
と
い
う
政
治
社
会
的
な
方
向
へ
と
推
移
し
て
い
っ
た
。

　
こ
の
間
、
森
鴎
外
は
、
二
十
二
年
九
月
の
『
国
民
の
友
』
に
お
い
て
、
　
「
狸

褻
」
の
意
味
を
説
き
「
美
文
学
的
の
規
矩
」
、
則
ち
美
学
的
な
判
断
な
く
し
て

非
難
を
下
す
世
間
に
、
冷
静
な
判
断
を
求
め
た
。
こ
れ
は
、
二
十
五
年
に
『
審

美
論
』
と
し
て
美
学
の
体
系
的
な
論
拠
を
示
す
こ
と
へ
と
続
い
て
い
く
。
美
を

感
ず
る
心
に
は
、
実
態
を
見
て
直
ち
に
美
を
感
ず
る
実
情
と
、
実
を
離
れ
て
仮

の
想
念
の
な
か
に
美
を
見
る
仮
情
の
二
つ
が
あ
る
と
し
て
、
美
の
本
質
は
仮
丁

に
求
め
ら
れ
る
と
し
た
。
こ
の
論
は
完
結
を
見
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
裸

体
画
に
対
す
る
世
間
の
非
難
は
、
実
情
に
偏
り
す
ぎ
た
も
の
と
し
て
、
退
け
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
中
、
フ
ラ
ン
ス
絵
画
作
法
を
身
に
つ
け
た
黒
田
清
輝
が
洋
行
帰
り

の
成
果
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
朝
牧
」
と
題
す
る
作
品
は
「
コ
ラ
ン
の

紹
介
で
ピ
ュ
ヴ
イ
ス
。
ド
。
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
に
み
て
貰
ひ
、
無
鑑
査
で
新
派
の

サ
ロ
ン
に
出
品
さ
れ
た
も
の
で
、
帰
朝
後
明
治
二
十
八
年
東
都
博
覧
会
に
展
覧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

さ
れ
、
物
議
を
か
も
す
」
こ
と
に
な
る
。
黒
田
の
裸
体
画
は
、
改
め
て
絵
画
の

在
り
方
を
あ
ぐ
っ
て
論
争
を
巻
き
お
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
黒
田
自
身

は
こ
れ
に
積
極
的
な
対
応
は
せ
ず
、
当
事
者
の
明
確
な
弁
明
の
な
い
中
で
議
論

は
沸
騰
し
て
い
っ
た
。
．

　
こ
う
し
た
黒
田
の
世
間
に
対
す
る
無
責
任
な
態
度
に
、
高
山
樗
牛
は
、
二
十

八
年
八
月
に
「
美
術
と
道
徳
」
と
題
し
て
、
美
術
の
自
律
性
を
説
き
、
続
い
て

二
十
九
年
三
月
に
は
「
美
術
と
文
学
と
」
の
中
で
、
　
「
黒
田
、
久
米
両
氏
」
が

帰
朝
後
も
傾
向
を
同
じ
く
す
る
作
品
を
発
表
し
つ
づ
け
る
事
を
非
難
し
、
　
「
両

三
年
後
の
今
日
も
、
尚
か
か
る
怪
画
を
弄
ぶ
を
み
れ
ば
、
斯
の
如
き
は
果
た
し

て
氏
が
真
面
目
の
作
物
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
な
る
乎
」
と
し
、
　
「
我
等
は
黒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
　

田
干
に
向
っ
て
、
其
の
精
細
な
る
説
明
を
求
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
強
く
其
の

態
度
の
表
明
を
迫
っ
た
の
で
あ
る
。
黒
田
の
答
え
は
、
三
十
年
秋
、
同
志
の
集

ま
り
で
あ
る
白
馬
会
第
二
回
展
に
「
智
・
感
・
情
」
を
発
表
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
智
・
感
・
情
を
現
わ
す
と
す
る
三
体
の
裸
婦
人
像
は
、
以
前
に
も
ま
し
て



世
間
を
賑
わ
す
こ
と
と
な
る
。
例
え
、
そ
れ
が
「
天
心
の
世
界
観
の
絵
画
的
表

　
　
　
　

現
」
と
し
て
高
い
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
も
、
世
論
を
無
視
し

た
に
等
し
い
行
動
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
り
行
き
の
当
然
の
結
果
と
い
っ
て
も
良

い
で
あ
ろ
う
、
三
十
四
年
秋
の
白
馬
会
に
出
品
さ
れ
た
黒
田
の
「
裸
体
婦
人
像
」

は
、
画
面
の
下
半
分
を
布
で
覆
わ
れ
る
所
謂
「
腰
巻
事
件
」
へ
と
進
展
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

　
時
に
、
黒
田
と
併
称
さ
れ
て
い
た
久
米
桂
一
郎
は
、
そ
の
所
感
を
初
め
、
二

十
八
年
四
月
・
五
月
の
「
国
民
新
聞
」
に
発
表
し
て
い
た
。
　
「
宇
宙
に
存
在
す

る
無
限
の
形
体
中
に
最
も
其
撰
に
中
る
は
独
り
人
体
あ
る
の
み
」
と
し
、
　
「
繧

紗
と
し
て
神
仙
の
霊
境
に
遊
ぶ
の
想
ひ
」
が
あ
る
の
は
裸
体
で
あ
る
と
。
こ
う

し
た
考
え
は
、
三
十
年
十
一
月
・
十
二
月
の
『
美
術
評
論
』
に
発
表
し
た
「
裸

体
画
に
つ
き
て
」
に
お
い
て
も
変
わ
る
こ
と
な
く
「
人
体
自
然
の
美
貌
を
賞
美
」

す
る
気
風
が
、
現
今
の
日
本
に
欠
け
て
い
る
こ
と
を
憂
え
、
日
本
の
立
ち
遅
れ

を
指
摘
し
た
。
加
え
る
に
、
裸
体
画
の
排
斥
さ
れ
る
理
由
を
「
裸
体
画
を
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

陰
部
の
為
に
作
ら
れ
た
も
の
」
と
見
る
世
間
の
偏
見
に
も
求
め
て
い
た
。
こ
う

し
た
論
は
裸
体
画
を
描
く
立
場
の
者
が
、
事
を
単
純
に
身
す
ぎ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
、
洋
行
帰
り
の
人
々
の
示
す
、
日
本
の
後

進
性
を
指
摘
す
る
態
度
と
も
な
っ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
、
鴎
外
は
、
真
正
な
学
問
的
な
対
応
の
必
要
か
ら
、

明
治
三
十
一
年
に
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の
説
を
『
審
美
新
説
』
と
し
て
、
ま
た
「
彼

の
美
学
は
当
時
最
も
完
備
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
而
も
創
見
に
富
ん
で
い
た
」

と
い
う
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
説
を
「
審
美
綱
領
』
と
し
て
三
十
二
年
に
約
述
し
た
。

こ
れ
ら
は
後
、
三
十
九
年
一
月
、
島
村
抱
月
が
「
イ
プ
セ
ン
の
跡
に
続
き
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

ら
、
絶
え
ず
身
を
赤
き
道
」
に
傾
け
る
と
評
す
る
こ
と
に
な
る
理
知
に
囚
わ
れ

た
自
己
を
解
放
し
、
感
情
を
重
視
す
る
絵
画
、
文
学
を
導
く
も
の
と
な
っ
た
。

広
く
芸
術
は
、
知
識
道
理
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
間
性
の
獲
得
へ
と
向
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
云
わ
れ
る
知
識
道
理
か
ら
の
脱
却
は
、
早
く
三
十
四
年
に
高
山
樗
牛

に
よ
っ
て
「
美
的
生
活
」
と
し
て
、
称
揚
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
高
山
の
論
は
美
的
生
活
の
成
立
に
お
け
る
本
能
的
な
も
の
を
重
視
し
す
ぎ

た
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
を
受
け
て
い
た
。
例
え
ば
、
長
谷
川
天
渓
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

「
美
的
生
活
と
は
な
ん
ぞ
や
」
に
お
い
て
、
知
的
理
念
の
最
も
良
き
実
現
が
美

的
生
活
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
流
れ
の
一
つ
の

到
達
点
が
、
先
の
島
村
望
月
に
至
っ
て
、
理
知
か
ら
の
新
た
な
解
放
の
論
と
し

て
生
ま
れ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
裸
体
画
論
争
の
中
か
ら
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
、
世
論
と
そ
れ
を
聖
子
と
し
て
圧
力
を
か
け
る
官
憲
、
ま
た

そ
れ
に
追
従
す
る
学
者
等
が
唱
え
る
道
徳
的
な
批
判
に
対
し
て
、
新
し
い
文
芸

の
到
来
を
待
ち
望
む
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
絵
画
の
世
界
で
は
、
こ
の
理
知
、
道
徳
の
持
つ
意
味
と
、
自
ら

の
対
象
へ
の
感
動
と
の
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
は
絵
画
自
身
の
持
つ
限
界
を
．
示
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
し
、

希
薄
な
問
題
意
識
に
起
因
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

画
家
自
身
の

第
二
章
　
黒
田
と
久
米
、
そ
し
て
大
塚
保
治
～
そ
の
裸
体
画
論

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
黒
田
も
、
久
米
も
、
そ
の
絵
画
に
つ
い
て
の
論
理

は
、
と
て
も
充
分
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
論
と
実
作
と
は
、
齪
酷
す
る
こ
と

し
ば
し
ば
で
あ
る
と
は
い
え
、
黒
田
の
場
合
は
、
論
理
の
幅
は
薄
く
、
深
み
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

感
じ
ら
れ
な
い
。
黒
田
の
言
を
纏
め
た
『
絵
画
の
将
来
』
と
い
う
一
書
に
語
る

こ
と
は
、
人
体
に
関
す
る
解
剖
学
を
学
び
、
こ
れ
を
基
本
と
し
て
作
画
す
る
手

法
論
が
中
心
で
あ
る
。
黒
田
が
明
治
三
十
六
年
「
日
本
現
今
の
油
画
に
就
い
て
」

と
題
し
て
「
其
画
の
根
帯
た
る
精
神
と
言
ふ
事
に
就
い
て
余
り
深
く
顧
る
者
の

多
か
ら
ぬ
の
は
、
僕
等
の
大
い
に
憂
ひ
と
す
る
所
で
あ
る
」
と
言
う
を
以
て
、

高
階
秀
爾
氏
が
黒
田
の
「
思
想
的
骨
格
」
、
即
ち
主
題
や
構
図
や
意
味
内
容
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

含
め
た
広
い
意
味
で
の
「
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
と
理
解
し
な
お
し
た
の
は
、
余

り
に
早
急
な
思
惟
で
あ
っ
た
ろ
う
。
　
「
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
概
念
が
、

黒
田
に
お
い
て
の
も
の
と
同
様
な
も
の
か
ど
う
か
の
検
証
が
必
要
な
う
え
に
、

黒
田
は
作
品
を
創
る
真
正
な
動
機
を
語
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
黒
田
と
共
に
青
春
を
生
き
、
黒
田
と
共
に
日
本
の
西
洋
画
を
守
り
続
け
た
久

米
は
、
黒
田
に
つ
い
て
面
白
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
黒
田
が
「
一
生
中
の
骨

を
折
っ
た
大
作
」
は
明
治
三
十
年
の
「
小
流
」
で
あ
る
と
。
こ
れ
は
、
黒
田
没

後
の
大
正
十
四
年
の
言
で
あ
る
が
、
大
正
十
三
年
置
ら
昭
和
四
年
に
か
け
て
黒

田
に
つ
い
て
語
る
六
篇
の
文
に
お
い
て
「
小
雪
」
を
大
作
と
評
す
る
眼
は
変
わ
っ

て
い
な
い
。
そ
し
て
一
方
、
裸
体
画
と
し
て
物
議
を
醸
し
た
作
品
に
は
余
り
好

意
の
目
を
向
け
て
い
な
い
。
　
「
三
三
」
は
「
フ
ラ
ン
ス
で
の
最
後
の
大
作
」
で

あ
り
、
　
「
智
・
感
・
情
」
は
「
随
分
長
い
間
、
種
々
研
究
し
て
出
来
上
が
っ
た

も
の
」
と
醒
め
た
評
価
を
下
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
久
米
が
黒
田
の
中
に
見
え

る
日
本
的
な
も
の
と
フ
ラ
ン
ス
風
な
も
の
と
の
奇
妙
な
同
居
に
気
が
付
い
て
い

た
せ
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
黒
田
の
裸
体
画
に
つ
い
て
は
逡
巡

す
る
所
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
点
を
考
慮
し
て
も
、
久
米
の

論
は
随
分
と
貧
弱
で
あ
る
。

　
「
人
の
肉
体
の
美
を
発
見
し
て
美
術
」
が
成
立
し
た
と
言
い
（
明
治
二
十
八

年
「
裸
体
は
美
術
の
基
礎
」
）
、
　
「
美
術
は
人
体
の
美
を
顕
は
さ
ん
と
欲
」
し

た
と
言
い
（
明
治
三
十
年
「
裸
体
画
に
つ
き
て
」
）
、
　
「
あ
ら
ゆ
る
自
然
界
の

物
象
中
に
、
形
相
の
美
を
最
高
の
程
度
を
以
て
表
現
す
べ
き
は
人
体
を
外
に
し

て
採
る
べ
き
も
の
あ
ら
ず
」
　
（
明
治
三
十
七
隼
「
裸
体
画
募
集
に
就
い
て
」
）

「
凡
そ
万
物
の
形
と
し
て
人
体
ほ
ど
に
完
全
な
も
の
は
な
い
」
　
（
大
正
十
五
年

「
裸
体
画
雑
感
」
）
と
言
う
。
人
体
は
自
然
界
に
お
け
る
最
高
の
美
を
持
っ
た

存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
金
科
玉
条
の
如
く
守
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
複

雑
な
社
会
問
題
へ
と
発
展
し
た
論
争
に
は
立
ち
向
か
っ
て
は
い
け
な
い
。
日
本

に
お
け
る
新
し
い
洋
画
の
論
が
欠
如
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
こ
に
弱
い
自
ら
の
立
場
が
見
え
て
き
た
時
、
種
々
の
論
争
の
な
か
で
、
黒

田
の
裸
体
画
を
弁
護
し
て
き
た
哀
し
い
自
分
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。
醒
あ
た
眼
の
久
米
は
、
遂
に
「
黒
田
君
は
肖
像
画
家
と
し
て
最
も
傑
出
し

て
い
た
」
と
咳
く
に
至
る
。
黒
田
の
描
い
た
肖
像
画
の
大
部
分
は
、
当
時
の
有

力
な
政
治
家
の
も
の
で
あ
り
、
権
威
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
た
こ
と
を
考
え
る

と
き
、
久
米
の
論
は
随
分
と
屈
折
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

黒
田
は
「
画
家
で
あ
っ
た
」
、
久
米
は
「
画
家
か
ら
著
述
家
、
教
育
家
へ
と
転

進
」
し
た
人
で
あ
る
と
し
て
、
　
「
す
こ
し
誇
張
し
て
云
え
ば
」
、
　
「
こ
の
二
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

に
よ
っ
て
絵
画
の
実
技
、
理
論
が
性
格
づ
け
ら
れ
た
」
と
言
う
の
は
、
こ
う
し

た
経
緯
を
見
る
時
、
妥
当
な
評
価
と
は
到
底
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
明
晰
な
美
術
論
を
展
開
し
た
の
が
大
塚
保
治
で
あ
る
。

　
西
欧
の
論
理
を
習
得
し
て
き
て
、
東
京
帝
国
大
学
の
美
学
教
授
と
な
っ
た
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

塚
は
、
三
十
四
年
「
裸
体
と
美
術
」
の
論
を
発
表
し
た
。

　
大
塚
は
、
裸
体
画
に
つ
い
て
の
論
争
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
あ
る
と
し
た

上
で
、
美
学
と
し
て
論
ず
べ
き
立
場
を
明
確
に
し
た
。
絵
画
を
論
ず
る
に
は
美

術
家
・
批
評
家
と
道
徳
家
・
宗
教
家
の
立
場
が
あ
る
が
、
裸
体
画
は
美
術
家
・

批
評
家
の
立
場
か
ら
論
ず
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
裸
体
が
美
を
持
つ
要

件
を
探
り
、
こ
れ
を
格
好
の
美
、
色
光
沢
の
美
、
表
現
の
美
の
三
点
と
し
た
。

こ
う
し
た
条
件
を
備
え
た
時
に
、
裸
体
は
描
か
れ
る
が
、
し
か
し
、
　
「
高
等
な

精
神
的
表
現
」
を
め
ざ
す
絵
画
の
場
合
に
は
、
裸
体
が
描
か
れ
る
必
然
性
は
必

ず
し
も
な
い
。
つ
ま
り
、
裸
体
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
身
体
の
格
好
、
色
光

沢
、
機
械
的
生
理
的
精
神
的
表
現
を
必
要
と
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
実
際
、

西
欧
に
お
い
て
裸
体
が
描
か
れ
た
の
は
、
技
術
を
習
得
す
る
際
に
必
要
と
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
　
「
人
間
は
ど
う
い
う
風
に
生
活
し
て
い
る

か
と
云
え
ば
、
裸
で
い
る
場
合
は
湯
に
入
る
か
水
を
浴
び
る
時
丈
で
あ
っ
て
、

開
明
の
人
間
は
平
常
決
し
て
裸
体
に
な
っ
て
居
る
こ
と
は
な
い
。
し
て
み
る
と

実
際
の
事
実
は
皆
着
物
を
被
て
居
る
」
と
、
日
本
開
化
の
時
代
を
視
野
に
入
れ

た
日
常
性
を
重
ん
ず
る
立
場
で
結
ん
で
い
る
。

第
三
章
　
漱
石
の
立
場
～
服
装
論

　
漱
石
が
裸
体
画
論
争
に
入
り
こ
む
の
は
、
帰
国
後
間
も
な
い
三
十
六
年
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

か
ら
始
ま
っ
た
大
学
で
の
講
義
『
文
学
論
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
　
『
文
学
論
』

の
骨
子
は
、
文
学
は
（
F
＋
f
）
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
も
の
で
あ
っ

た
。
F
は
認
識
的
要
素
で
あ
り
、
印
象
又
は
観
念
を
意
味
し
、
f
は
こ
れ
に
付

着
す
る
情
緒
で
あ
る
。
こ
の
F
と
f
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
を
観
察
し
、
あ
る

べ
き
文
学
の
姿
を
F
と
f
と
に
お
け
る
有
機
的
関
連
に
求
あ
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
場
合
、
　
”
道
徳
的
観
念
”
で
あ
る
F
の
偏
重
は
当
然
の
こ
と
な
が

ら
排
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
好
例
と
し
て
裸
体
画
論
争
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
数
年
前
吾
北
に
あ
っ
て
物
議
の
焦
点
た
り
し
裸
体
画
問
題
の
ご
と
き
は
其
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の
好
例
な
り
と
す
。
当
時
大
塚
保
治
氏
は
一
篇
の
論
文
を
草
し
て
秩
序
的
に
裸

体
画
の
成
分
を
講
説
せ
し
と
覚
ゆ
。
余
は
薫
煙
に
同
様
の
考
究
を
試
み
る
に
あ

ら
ず
。
た
だ
裸
体
画
な
る
も
の
の
全
般
に
関
し
て
＝
＝
口
せ
ん
と
欲
す
。
」
と
し

て
論
じ
た
視
点
は
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
「
所
謂
祖
楊
は
さ
て
措
き
、
婦
人

の
前
に
は
脚
の
先
す
ら
示
す
こ
と
を
許
さ
れ
ざ
る
西
洋
各
国
に
於
て
、
以
て
赤

裸
々
た
る
人
物
画
の
発
達
し
て
今
日
に
い
た
り
た
る
は
種
々
の
源
因
あ
る
に
も

関
ら
ず
要
す
る
に
矛
盾
の
極
と
云
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
、
そ
の
主
眼
は
着
服

す
る
生
活
習
慣
の
中
に
あ
る
人
間
の
日
常
性
を
認
め
る
点
に
立
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
大
塚
の
論
に
も
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
の
根
底
に
は
、
カ
ー
ラ

イ
ル
の
『
衣
服
の
哲
学
』
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
は
次
の
『
我
輩

は
猫
で
あ
る
』
に
お
い
て
、
も
っ
と
明
確
に
示
さ
れ
る
。

　
二
つ
め
の
視
点
は
、
　
『
文
学
論
』
の
骨
格
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
　
「
裸
体

を
一
個
の
道
徳
的
F
」
と
し
て
み
る
と
き
、
こ
れ
を
余
り
に
重
ん
じ
て
い
く
と

「
美
感
」
で
あ
る
「
情
緒
的
価
値
f
」
が
評
価
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
作

品
と
し
て
そ
れ
な
り
の
価
値
を
持
っ
て
い
る
裸
体
画
は
、
道
徳
的
F
を
除
外
し

し
て
観
賞
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
一
の
視
点
で
あ
る
服
争
論
は
、
三
十
九
年
七
月
『
太
陽
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

に
、
当
時
の
論
客
、
長
谷
川
天
蓋
が
発
表
し
た
も
の
に
も
見
ら
れ
る
。
　
「
衣
装

あ
る
が
故
に
、
世
は
平
か
に
美
し
き
也
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
視
点

は
「
裸
体
画
問
題
の
認
識
も
、
ど
う
や
ら
こ
う
し
て
文
明
化
さ
れ
〈
近
代
化
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

さ
れ
て
い
っ
た
」
と
い
う
評
価
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

　
「
社
会
は
服
地
を
基
礎
に
し
て
築
か
れ
る
」
と
い
う
カ
ー
ラ
イ
ル
の
論
は
、

裸
体
画
を
論
ず
る
に
も
、
ま
た
文
明
社
会
の
有
様
を
論
ず
る
漱
石
に
も
、
新
た

な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
漱
石
の
場
合
は
特
に
、
カ
ー
ラ
イ
ル
が

抱
い
て
い
た
「
驚
異
心
を
破
砕
し
、
そ
の
代
わ
り
に
測
量
と
計
数
を
打
ち
建
て

よ
う
と
す
る
科
学
の
進
歩
は
お
気
に
召
さ
な
い
」
と
い
う
文
明
観
に
共
通
す
る

も
の
が
あ
っ
た
だ
け
に
、
論
は
ま
す
ま
す
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
三
十
八
年
一
月
か
ら
連
載
が
始
ま
る
『
我
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
お
い
て
の
裸

体
論
は
、
こ
の
カ
ー
ラ
イ
ル
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か

ら
始
ま
る
。

　
銭
湯
を
見
学
に
い
っ
た
（
こ
こ
に
も
大
塚
の
論
の
援
用
が
あ
る
）
　
「
猫
」
は

男
湯
の
裸
体
を
見
て
、
　
「
奇
観
」
と
驚
き
「
そ
も
衣
装
の
歴
史
を
緒
け
ば
1
長

い
事
だ
か
ら
是
は
ト
イ
フ
エ
ル
ス
ド
レ
ッ
ク
君
に
譲
っ
て
、
縮
く
丈
は
や
あ
て

や
る
が
、
1
人
間
は
全
く
服
装
で
持
っ
て
る
の
だ
。
」
と
説
教
を
始
あ
る
。
こ

の
ト
イ
フ
エ
ル
ス
ド
レ
ッ
ク
君
こ
そ
、
カ
ー
ラ
イ
ル
の
『
衣
服
の
哲
学
」
の
中

心
人
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
猫
」
の
口
か
ら
語
ら
れ
て
く
る
例
は
、
六
十
年
前

の
英
国
の
図
案
学
校
の
開
校
式
に
関
わ
る
事
件
で
あ
る
。
こ
の
式
に
参
列
す
る

淑
女
の
為
を
思
っ
て
、
陳
列
さ
れ
た
裸
体
画
類
に
着
物
を
着
せ
た
と
い
う
。
こ

の
記
述
に
つ
い
て
は
、
漱
石
の
「
断
片
」
に
、
英
国
で
の
事
と
し
、
　
「
裸
体
像

ヲ
コ
ト
ゴ
ト
ク
植
木
デ
カ
ク
シ
タ
云
々
」
と
あ
る
こ
と
を
信
頼
し
て
き
た
。
し
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か
し
、
こ
こ
に
は
「
猫
」
の
口
を
借
り
て
譜
講
を
楽
し
み
つ
つ
苦
渋
に
満
ち
て

い
る
漱
石
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
。
即
ち
、
こ
の
開
校
式
で
は
「
呉
服
屋
へ
行
っ

て
財
布
を
三
十
五
反
八
分
七
島
っ
て
き
て
例
の
獣
類
の
人
間
に
悉
く
着
物
を
着

せ
た
。
失
礼
が
あ
っ
て
は
な
ら
ん
と
念
に
念
を
入
れ
て
顔
面
着
物
を
着
せ
た
」

と
「
猫
」
は
語
る
。
こ
れ
は
、
　
「
座
し
て
居
る
婦
人
の
裸
体
画
の
下
半
分
を
海

老
茶
の
布
で
巻
き
、
一
二
寸
大
に
描
か
れ
た
男
子
の
後
ろ
向
き
の
腰
部
ま
で
も

　
　
　
　
　
　
の
　

布
で
覆
ふ
た
」
と
い
う
三
十
四
年
の
白
馬
会
事
件
を
振
っ
た
も
の
で
あ
る
。
三

十
五
反
余
の
布
は
長
す
ぎ
る
し
、
半
端
で
あ
る
。
こ
れ
は
英
国
留
学
中
の
三
十

五
年
八
月
七
日
と
い
う
日
の
取
り
替
え
と
考
え
ら
れ
る
。
日
英
同
盟
の
締
結
後

に
見
え
て
く
る
日
本
を
、
西
欧
を
憂
え
、
そ
の
中
で
〃
狂
気
〃
と
称
さ
れ
て
く

る
苦
悩
の
、
あ
る
記
念
す
べ
き
日
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
海
老
茶
と
い
う
ハ
イ
カ

ラ
な
女
子
学
生
の
腰
を
飾
っ
た
袴
の
色
で
は
な
く
、
黒
一
色
で
、
西
欧
近
代
の

象
徴
と
崇
め
て
い
る
裸
体
を
、
そ
し
て
何
よ
り
も
あ
の
自
分
を
頭
の
天
辺
ま
で

そ
っ
く
り
包
み
隠
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
続
い
て
「
猫
」
は
、
ト
イ
フ
エ
ル
ス
ド
レ
ッ
ク
君
に
譲
っ
た
筈
の
服
争
論
を

独
自
な
立
場
か
ら
展
開
し
て
く
る
。
裸
体
は
希
騰
、
羅
馬
の
遺
風
を
継
い
だ
淫

靡
な
風
か
ら
流
行
っ
た
も
の
で
、
服
装
を
重
ん
ず
る
北
方
の
欧
州
人
か
ら
見
た

ら
裸
体
人
は
〃
獣
〃
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
西
欧
婦
人
の
礼
服
な
ど
と

い
う
も
の
は
、
ま
る
で
頓
珍
漢
な
事
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
裸
で
生
ま
れ
た
人

間
が
平
等
に
安
ん
ず
る
こ
と
な
ど
は
出
来
な
い
故
に
服
装
が
発
達
し
、
日
本
で

は
猿
股
期
、
羽
織
期
、
袴
期
と
変
遷
し
て
き
た
。
こ
れ
を
公
平
の
時
代
、
す
な

わ
ち
裸
を
重
ん
ず
る
時
代
へ
と
戻
る
の
は
狂
人
の
沙
汰
で
あ
る
と
い
う
。

　
明
治
三
十
年
に
、
久
米
桂
一
郎
が
、
　
「
土
豪
の
生
類
と
服
制
と
及
び
裸
体
に

対
し
て
無
頓
着
な
る
風
習
と
は
、
こ
れ
を
上
古
の
希
臆
に
比
す
べ
き
が
如
く
」

で
あ
る
と
し
て
、
古
来
日
本
に
は
裸
体
を
尊
ぶ
風
習
が
あ
っ
た
と
い
い
、
た
だ

日
本
に
は
「
人
体
自
然
の
美
貌
」
を
賞
美
す
る
こ
と
の
な
い
こ
と
が
嘆
か
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

と
裸
体
画
を
弁
護
し
た
こ
と
を
思
う
と
、
　
「
猫
」
の
言
う
論
の
方
が
余
程
ま
っ

と
う
で
あ
る
。

　
「
猫
」
の
観
察
は
更
に
続
く
。
薬
湯
の
白
い
湯
槽
で
騒
然
と
し
て
い
る
時
、

一
大
長
言
が
ぬ
っ
と
立
ち
上
が
っ
て
、
湯
が
熱
い
か
ら
う
め
う
と
叫
ぶ
。
　
「
其

瞬
間
に
は
浴
場
全
体
が
此
男
一
人
に
な
っ
た
と
思
は
る
る
ほ
ど
で
あ
る
。
超
人

だ
。
ニ
ー
チ
ェ
の
所
謂
超
人
だ
。
魔
中
の
大
王
だ
。
化
物
の
頭
梁
だ
」
と
。

　
牧
神
サ
テ
ユ
ロ
ス
の
登
場
で
あ
り
、
ボ
ッ
テ
チ
ェ
リ
の
「
ビ
ー
ナ
ス
の
誕
生
」

の
男
性
版
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
全
く
の
所
、
男
湯
に
裸
体
の
美
女
を
連
想
さ

せ
、
高
山
樗
牛
を
旗
手
と
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
隊
列
に
冷
水
を
浴
び
せ
る
漱
石
の

手
法
の
見
事
さ
に
感
嘆
す
る
の
他
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
四
章
　
漱
石
の
道
程
～
鴎
外
と
の
関
わ
り
に
お
い
て

　
そ
れ
で
は
、
漱
石
は
裸
体
画
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
方
向
へ
と
動
い
て
い
っ

た
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
三
四
郎
』
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
一
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つ
の
答
え
を
用
意
し
て
い
る
。
三
四
郎
の
知
己
と
な
る
広
田
先
生
は
、
な
ぜ
か

独
身
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
学
生
等
が
議
論
す
る
中
で
、
　
「
広
田
先
生
の
所
へ

行
く
と
女
の
裸
体
画
が
懸
け
て
あ
る
か
ら
、
女
が
嫌
ひ
な
ん
ぢ
や
な
か
ら
う
」

と
い
い
、
そ
の
裸
体
は
西
洋
人
で
あ
る
と
わ
ざ
わ
ざ
断
り
を
入
れ
て
い
る
。

「
西
洋
の
画
工
の
名
を
沢
山
知
っ
て
い
る
」
西
洋
通
の
広
田
先
生
は
、
裸
体
画

を
い
と
も
容
易
く
日
常
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
（
実
際
、
漱
石
の
ロ
ン
ド
ン

の
下
宿
に
は
裸
体
画
が
懸
け
て
あ
っ
た
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
）
。

そ
れ
が
裸
体
で
あ
る
か
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
浅
薄
な
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
『
三
四
郎
』
に
は
、
こ
う
し
た
こ
と
に
な
る
絵
画
に
つ
い
て
の
明
ら
か
な
考

え
が
現
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
三
四
郎
が
大
学
入
学
後
、
始
め
て
見
た
女
性
は
池
の
小
高
い
岡
の
上
に
立
っ

て
い
た
。
　
「
女
は
夕
日
に
向
い
て
立
っ
て
い
た
。
三
四
郎
の
し
ゃ
が
ん
で
い
る

低
い
陰
か
ら
見
る
と
岡
の
上
は
大
変
明
る
い
。
女
の
一
人
は
ま
ぼ
し
い
と
見
え

て
、
団
扇
を
額
の
所
に
窮
し
て
い
る
」
と
あ
る
。
こ
の
女
性
、
美
弥
子
は
後
に

画
家
原
口
さ
ん
の
絵
の
な
か
に
同
じ
ポ
ー
ズ
を
取
っ
て
現
れ
る
。
　
「
女
が
団
扇

を
豪
し
て
、
木
立
を
後
に
、
明
る
い
方
を
向
い
て
い
る
所
を
等
身
に
」
描
か
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
姿
は
黒
田
等
の
齎
ら
し
た
西
洋
画
の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ

は
す
で
に
芳
賀
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
等
身
大
の
大
き
さ
と
い
い
、
光
線
を

充
分
使
う
方
法
と
い
い
、
外
光
派
と
称
さ
れ
た
特
質
を
充
分
に
具
し
た
も
の
で

　
　
お
　

あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
構
図
が
絵
と
し
て
出
来
あ
が
る
ま
で
に
は
、
ま
だ
ま
だ
時
間

が
必
要
で
あ
る
。

　
美
弥
子
が
原
口
さ
ん
に
よ
っ
て
絵
に
描
か
れ
る
ま
で
に
、
三
四
郎
に
も
絵
と

な
る
機
会
が
三
回
訪
れ
て
い
る
。
第
一
回
は
さ
き
の
岡
の
上
の
場
面
で
あ
る
。

岡
を
下
り
た
女
が
、
三
四
郎
の
傍
ら
を
通
り
過
ぎ
る
。
　
「
そ
の
拍
子
に
三
四
郎

を
一
目
見
た
。
三
四
郎
は
惜
に
女
の
黒
眼
の
動
く
刹
那
を
意
識
し
た
。
其
時
、

色
彩
の
感
じ
は
悉
く
消
え
て
、
何
と
も
云
へ
ぬ
据
物
に
出
逢
っ
た
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
三
四
郎
に
と
っ
て
女
が
絵
に
な
る
瞬
間
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
先
の

「
猫
」
が
見
た
大
男
の
裸
体
も
「
其
瞬
間
に
は
浴
場
全
体
が
一
人
に
な
っ
た
」

と
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
も
の
は
色
彩
を
失
い
、
対
象
そ
の
も
の
が
確
固
と
し
て

停
弄
す
る
瞬
間
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ポ
ー
ズ
に
加
え
て
、
三
四
郎
の
美
弥
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

に
は
「
眼
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
構
図
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
の
絵

に
な
る
大
切
な
条
件
で
あ
る
。

　
病
院
の
長
い
廊
下
に
、
池
の
女
を
見
る
の
が
第
二
回
あ
で
あ
る
。
　
「
廊
下
の

果
が
四
角
に
切
れ
て
、
ぱ
っ
と
明
る
く
、
表
の
緑
が
映
る
上
り
口
に
、
池
の
女

が
立
っ
て
い
る
（
略
）
其
時
、
透
明
な
空
気
の
壼
布
の
中
に
暗
く
描
か
れ
た
女

の
影
は
一
足
前
へ
動
い
た
」
と
い
う
。
明
る
い
光
の
な
か
に
立
つ
女
の
姿
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
第
一
の
場
面
か
ら
一
歩
進
ん
で
四
角
に
切
ら
れ
た
比
布
が
用

意
さ
れ
て
い
る
。
　
「
振
り
返
っ
た
女
の
眼
に
応
じ
て
、
四
角
の
な
か
に
、
現
は
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れ
た
も
の
も
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
待
ち
受
け
て
い
た
も
の
も
な
い
」
と
あ
る
。

こ
こ
に
も
す
れ
違
う
瞬
間
の
動
き
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
三
四
郎
の

絵
は
描
か
れ
な
い
。

　
第
三
の
場
面
は
、
広
田
先
生
の
引
っ
越
し
を
手
伝
い
に
行
っ
た
先
の
家
で
あ

る
。
　
「
二
方
は
生
垣
で
仕
切
っ
て
あ
る
。
四
角
な
庭
は
十
坪
に
足
り
な
い
。
三

四
郎
は
此
狭
い
囲
の
中
に
立
っ
た
池
の
女
を
見
る
や
否
や
、
忽
ち
悟
っ
た
。
1

花
は
必
ず
舅
っ
て
、
瓶
裏
に
辞
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」

　
三
四
郎
の
絵
に
描
か
れ
る
女
は
動
い
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
必
ず
切
ら
れ

て
花
瓶
に
活
け
ら
れ
眺
め
ら
れ
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
絵
が

成
立
す
る
絶
対
の
条
件
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
三
十
八
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た

『
一
夜
」
の
な
か
に
す
で
に
語
ら
れ
て
い
る
。
香
炉
、
白
磁
の
瓶
に
は
蓮
華
、

床
の
軸
は
若
沖
の
葦
雁
と
用
意
さ
れ
た
部
屋
で
、
女
は
絹
の
団
扇
を
持
ち
「
春

の
夜
の
星
を
宿
せ
る
眼
を
涼
し
く
見
張
り
て
、
私
も
垂
に
な
り
ま
し
よ
か
」
と

云
い
つ
つ
浴
衣
の
衿
を
こ
こ
ぞ
と
正
し
た
と
き
、
　
「
其
侭
、
其
侭
が
名
書
ぢ
や
」

と
一
人
が
云
う
と
「
動
く
と
書
が
崩
れ
ま
す
」
と
。
明
ら
か
に
女
の
動
き
が
封

じ
ら
れ
た
時
が
、
絵
の
完
成
す
る
時
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
三
四
郎
の
思
い
と
は
別
に
、
女
は
動
い
て
く
る
。
眼
だ
け
は
訴
え
っ

て
く
る
。
　
「
会
釈
し
な
が
ら
、
三
四
郎
を
見
詰
め
て
い
る
。
女
の
咽
喉
が
正
面

か
ら
見
る
と
長
く
延
び
た
。
同
時
に
其
眼
が
三
四
郎
の
眸
に
映
っ
た
」
。
こ
の

時
、
グ
ル
ー
ズ
の
蓋
に
描
か
れ
た
女
の
肉
感
的
な
表
情
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
れ

は
「
官
能
に
訴
へ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
官
能
の
骨
を
透
し
て
髄
に
徹
す
る
訴
へ

方
で
あ
る
」
と
。
官
能
に
訴
え
つ
つ
も
、
そ
れ
を
凌
駕
し
て
い
く
も
の
を
感
ず

る
と
は
、
裸
体
画
で
言
え
ば
、
裸
体
の
持
つ
官
能
を
通
し
て
、
そ
の
裸
体
の
持

つ
人
間
の
心
の
深
奥
が
捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
裸
体

は
た
だ
裸
体
で
あ
る
こ
と
だ
け
に
お
い
て
、
美
と
し
て
存
在
す
る
意
味
は
持
た

な
い
の
で
あ
る
。

　
「
官
能
の
骨
を
透
し
て
髄
に
徹
す
る
」
こ
と
は
、
こ
の
後
、
広
田
先
生
の
家

の
二
階
で
浦
里
帖
を
見
る
場
面
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
偶
然
開
け
た
書
帖
の
一
ペ
ー

ジ
に
「
マ
ー
メ
イ
ド
」
が
描
か
れ
て
い
た
。
裸
体
の
女
の
腰
か
ら
下
が
魚
に
な
っ

て
、
魚
の
胴
が
、
ぐ
る
り
と
腰
を
廻
っ
て
、
向
こ
う
側
に
尾
だ
け
で
て
い
る
。

三
四
郎
は
美
弥
子
の
髪
の
香
水
を
嗅
ぎ
、
二
人
は
頭
を
擦
り
付
け
な
が
ら
「
マ
ー

メ
イ
ド
」
と
囁
く
。
性
へ
の
欲
望
の
ぎ
り
ぎ
り
の
断
崖
で
、
男
と
女
は
性
を
越

え
た
世
界
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
。

　
三
四
郎
が
心
に
描
く
女
の
姿
は
、
こ
の
瞬
間
に
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
に
、
原
口
さ
ん
の
絵
に
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
美
弥
子
は
、
三
四
郎
に
は

構
図
と
し
て
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
絵
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な

る
。
原
口
さ
ん
の
画
室
を
お
と
つ
れ
た
三
四
郎
は
、
絵
に
描
き
き
れ
な
い
美
弥

子
を
見
い
だ
し
て
し
ま
う
。
原
口
さ
ん
は
美
弥
子
を
普
通
に
描
い
て
い
く
。
そ

の
静
か
さ
の
う
ち
に
第
二
の
美
弥
子
が
第
一
の
に
近
付
い
て
く
る
。
　
「
三
四
郎

に
は
、
此
二
人
の
美
弥
子
の
間
に
、
時
計
の
音
に
触
れ
な
い
、
静
か
な
長
い
時
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間
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
其
時
間
が
画
家
の
意
識
に
さ
へ
上
ら

な
い
忍
従
記
し
く
経
つ
に
従
っ
て
、
第
二
の
美
弥
子
が
追
い
付
い
て
く
る
。
も

う
少
し
で
双
方
が
ぴ
た
り
と
出
会
っ
て
一
つ
に
収
ま
る
と
い
う
処
で
、
時
の
流

れ
が
急
に
向
き
を
換
え
て
永
久
の
中
に
注
い
で
し
ま
う
」
。
こ
の
時
、
原
口
さ

ん
の
画
筆
も
夫
よ
り
先
に
は
進
ま
な
い
。
こ
の
画
家
と
モ
デ
ル
と
の
間
に
横
た

わ
る
大
き
な
差
こ
そ
、
三
四
郎
と
原
口
さ
ん
と
の
絵
の
違
い
で
あ
る
。
こ
の
断

層
が
、
美
弥
子
に
「
迷
え
る
羊
」
と
眩
か
せ
る
こ
と
に
な
り
、
次
に
回
答
を
与

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
『
三
四
郎
』
で
は

書
き
き
れ
な
い
。

　
丹
青
会
の
展
示
会
に
「
森
の
女
」
と
題
し
て
原
口
さ
ん
の
絵
が
展
覧
さ
れ
た

時
、
三
四
郎
は
大
勢
の
人
の
後
か
ら
覗
き
込
ん
だ
だ
け
で
退
い
て
し
ま
う
。
明

ら
が
に
三
四
郎
は
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
参
会
し
た
人
々
の
評
は
思
っ
た
と
う

り
、
構
図
の
素
晴
ら
し
さ
と
光
線
の
具
合
の
巧
み
さ
に
あ
っ
た
。
原
口
さ
ん
は

フ
ラ
ン
ス
式
の
髭
を
生
や
し
て
、
頭
を
五
分
刈
に
し
た
、
脂
肪
の
多
い
男
と
あ

る
。
現
存
の
黒
田
の
写
真
を
見
る
か
ぎ
り
、
原
ロ
さ
ん
の
特
徴
と
誠
に
良
く
似

て
い
る
。
原
口
さ
ん
は
フ
ラ
ン
ス
式
の
絵
画
を
日
本
に
齎
ら
し
た
黒
田
清
輝
に

擬
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
森
の
女
」
が
展
示
さ
れ
る
以
前
の
丹
青
会
に
出

品
さ
れ
た
「
深
見
さ
ん
の
遺
画
」
は
、
　
「
実
物
を
見
る
気
に
な
ら
な
い
で
、
深

見
さ
ん
の
気
韻
を
見
る
気
に
な
る
と
面
白
い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
原
口
さ
ん
に

言
わ
せ
て
い
る
。
原
口
さ
ん
に
は
と
り
あ
え
ず
の
理
論
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が

実
際
の
作
品
の
上
に
現
れ
て
こ
な
い
と
い
う
批
判
を
し
た
の
で
あ
る
。

　
深
見
さ
ん
と
は
当
時
、
水
彩
画
家
と
し
て
評
判
を
取
っ
た
浅
井
忠
か
と
い
わ

て
お
り
、
漱
石
は
浅
井
を
ず
い
ぶ
ん
と
評
価
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
最
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

の
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、

丹
青
会
と
い
う
設
定
の
中
で
、
浅
井
の
「
心
」
と
黒
田
の
「
技
法
」
と
を
対
比

し
、
黒
田
の
絵
に
は
画
家
の
心
、
対
象
の
真
実
を
捉
え
る
精
神
が
欠
如
し
て
い

る
と
、
漱
石
は
「
猫
」
的
に
椰
冷
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
、
漱
石
の
裸
体
画
論
争
へ
の
結
末
が
あ
る
。
再
説
す
る
迄
も
な
く
、

黒
田
、
久
米
等
が
持
ち
帰
っ
た
新
し
い
技
法
は
、
確
か
に
人
体
の
美
を
再
認
識

さ
せ
る
に
は
十
分
な
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
描
き
だ
さ
れ
た
も
の

に
は
心
が
欠
け
て
い
た
。
漱
石
は
〃
崇
高
な
美
〃
を
も
つ
人
体
は
、
　
”
崇
高
な

心
”
を
兼
ね
備
え
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
黒
田

の
裸
体
画
に
は
〃
崇
高
な
心
〃
が
描
き
だ
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
漱

石
は
そ
の
〃
崇
高
な
心
〃
は
、
絵
と
い
う
形
に
は
納
ま
り
切
ら
な
い
こ
と
も
認

識
し
て
い
た
。
そ
こ
に
文
学
の
問
題
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
絵
に
納
ま
り
切
ら

な
い
人
間
が
生
き
て
い
る
と
い
う
事
、
そ
れ
は
一
人
の
人
間
は
、
そ
れ
に
対
す

る
人
間
の
関
係
の
中
で
、
時
々
刻
々
と
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
改

め
て
認
識
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
あ
の
「
迷
え
る
羊
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
深
い

意
味
、
例
え
九
十
九
人
の
人
を
救
う
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
も
、
最
後
に
残
さ

れ
た
一
人
を
救
え
な
い
な
ら
ば
人
間
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
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と
い
う
文
学
の
世
界
に
、
　
『
そ
れ
か
ら
』
以
降
は
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
裸
体
画
論
争
に
当
初
か
ら
関
わ
っ
て
い
た
森
鴎
外
は
、
こ

の
漱
石
の
進
む
方
向
に
は
明
ら
か
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
。

　
『
我
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
お
け
る
漱
石
の
譜
誰
的
手
法
を
批
判
し
、
明
治
四

十
二
年
七
月
『
イ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
を
執
筆
す
る
。
　
「
夏
目
金
之
介
君
が

小
説
を
書
き
出
し
た
。
金
井
君
は
非
常
な
興
味
を
以
て
読
ん
だ
」
と
い
う
。
こ

の
漱
石
へ
の
対
抗
意
識
の
内
に
は
「
猫
」
の
語
る
裸
体
論
へ
の
対
抗
が
あ
る
。

　
『
青
年
』
　
『
雁
』
へ
と
続
く
三
部
作
の
第
一
番
め
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

裸
体
画
論
争
へ
の
文
学
の
解
答
と
し
て
『
イ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
を
執
筆
し

た
の
で
あ
る
。
鴎
外
は
〃
性
〃
の
問
題
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で
い
く
の
で

あ
る
。
裸
体
画
は
新
世
代
の
道
徳
の
問
題
で
あ
り
、
人
々
の
董
恥
心
を
掻
き
た

て
、
青
少
年
に
徒
な
性
的
興
奮
を
引
き
起
す
も
の
と
し
て
非
難
を
浴
び
た
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
鴎
外
は
言
う
。
性
へ
の
欲
望
は
人
々
が
誰
で
も
持
つ
極
あ

て
普
通
の
感
情
で
あ
る
と
。
年
少
の
頃
か
ら
成
長
す
る
に
及
ぶ
ま
で
、
そ
れ
が

六
歳
、
七
歳
か
ら
で
あ
ろ
う
と
、
更
に
二
十
一
歳
に
至
る
ま
で
も
、
形
を
変
え

姿
を
変
え
て
様
々
に
現
れ
る
。
そ
れ
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
間
は
其

の
人
な
り
の
地
位
を
保
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
某
政
党
の
名
高
い
政
治
家
、

宮
内
省
の
役
人
な
ど
は
、
あ
る
種
の
い
か
が
わ
し
い
女
性
を
妻
と
し
て
体
面
を

保
っ
て
い
る
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
吉
原
、
待
合
通
い
は
言
う
ま
で
も
な

く
、
妾
を
持
つ
こ
と
も
普
通
で
あ
り
、
男
の
世
界
で
は
男
色
も
あ
る
。
金
井
君

は
こ
う
し
た
世
間
を
横
目
に
見
な
が
ら
、
自
分
の
内
に
燃
え
る
情
熱
は
激
し
い

も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
。
そ
し
て
、
現
在
、
独
身
で
あ
る
こ
と
を
、
ミ
ケ
ラ

ン
ジ
ェ
ロ
は
幼
い
時
に
友
達
に
鼻
を
潰
さ
れ
て
恋
愛
を
諦
め
た
が
、
六
十
歳
に

な
っ
て
、
熱
烈
な
恋
愛
を
な
し
遂
げ
た
こ
と
を
思
い
、
必
ず
や
、
そ
の
時
の
来

る
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
を
突
如
引
用
す
る
の
も

漱
石
を
異
常
に
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
『
我
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
行
間
に
、

ば
ら
ま
か
れ
て
い
る
鼻
に
対
し
て
の
異
常
な
興
味
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
鼻

に
関
わ
り
、
漱
石
の
面
貌
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
鴎
外
は
暴
露
す
る
の
で

あ
る
。
　
「
猫
」
で
展
開
さ
れ
る
絵
画
論
も
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
か
ら
の
見
せ
掛

け
の
借
り
物
で
あ
り
、
そ
の
裸
体
画
論
も
、
大
塚
保
治
や
カ
ー
ラ
イ
ル
に
よ
る

博
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
も
っ
と
自
分
に
即
し
た
「
自
然
派
の

小
説
」
と
し
て
『
イ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
余

り
に
正
当
で
あ
り
過
ぎ
た
。
そ
れ
故
に
、
発
禁
の
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
発
禁
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
も
何
ら
痛
痒
を
感
ず
る
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
、
鴎
外
の
う
ち
に
計
算
さ
れ
た
一
部
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
良
い

で
あ
ろ
う
。
漱
石
の
書
け
な
か
っ
た
こ
と
を
書
き
、
自
ら
を
暴
露
す
る
「
真
実
」

に
忠
実
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
黒
田
等
の
裸
体
画
は
、
腰
巻
事
件
と
い
う
恥
辱
に
も
等
し
い
圧
力
を
受
け
た

後
、
裸
体
作
品
は
特
別
室
に
陳
列
さ
れ
、
特
別
に
許
さ
れ
た
者
だ
け
が
観
覧
を

許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
一
方
で
は
、
そ
れ
だ
け
の
弾
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圧
を
受
け
な
が
ら
も
、
な
お
創
り
続
け
る
者
の
意
志
の
強
さ
と
も
評
価
さ
れ
よ

う
が
、
一
方
で
は
、
自
己
の
真
に
信
ず
る
も
の
を
世
間
に
公
表
で
き
な
い
腰
折

れ
者
と
非
難
さ
れ
よ
う
。
　
「
裸
体
画
問
題
ノ
為
メ
内
務
二
六
リ
、
関
屋
秘
書
官

及
ビ
久
保
田
書
記
官
二
面
会
、
意
見
ヲ
延
べ
、
又
警
視
庁
二
於
テ
第
二
部
長
松

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

井
茂
氏
二
面
会
」
　
（
明
治
三
六
・
九
・
十
七
）
と
黒
田
は
淡
々
と
日
記
に
記
し

て
い
く
。
そ
う
し
た
黒
田
の
行
動
の
中
に
芸
術
家
と
し
て
の
確
固
と
し
た
衿
持

は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
偽
善
者
の
姿
勢
が
見
え
た
と
き
、
鴎
外
は

痛
切
に
叫
ぶ
の
で
あ
る
。
特
別
室
で
特
別
に
許
さ
れ
た
者
の
み
が
見
る
裸
体
画

は
正
に
〃
狸
褻
〃
で
は
な
い
か
。
全
く
の
幼
少
時
か
ら
、
大
の
大
人
に
至
る
ま

で
絶
え
ず
湧
き
出
て
く
る
〃
性
〃
へ
の
願
望
を
、
特
別
な
人
、
特
別
な
時
に
限
っ

て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
で
あ
る
裸
体
は
狸
褻
な
裸
体
へ
と
転
落
す
る
の

　
　
　
れ
　
　

で
あ
る
と
。

　
鴎
外
は
、
．
こ
の
叫
び
を
止
め
な
い
。
四
十
三
年
七
月
に
『
花
子
』
を
発
表
す

る
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
が
日
本
人
女
性
で
あ
る
花
子
を
裸
体
の
モ
デ
ル

と
す
る
話
で
あ
る
。
興
行
師
と
共
に
ロ
ダ
ン
の
許
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
花
子
は

裸
体
と
な
る
要
請
を
拒
み
は
し
な
い
。
し
か
も
、
ロ
ダ
ン
は
共
に
来
た
通
訳
を

為
事
場
に
入
れ
な
い
で
製
作
に
没
頭
す
る
。
こ
の
間
、
外
で
待
つ
通
訳
は
ロ
ダ

ン
の
蔵
書
、
ボ
ー
ド
レ
エ
ル
の
書
に
「
子
供
は
理
学
よ
り
形
而
上
学
に
暫
く
」

論
を
発
見
す
る
。
そ
の
時
、
、
製
作
を
終
え
て
出
て
き
た
ロ
ダ
ン
は
「
人
の
体
も

形
が
形
と
し
て
面
白
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
霊
の
鏡
で
す
。
形
の
上
に
透
き

徹
っ
て
見
え
る
内
の
焔
が
面
白
い
の
で
す
」
と
言
う
。
ロ
ダ
ン
は
、
今
更
言
う

ま
で
も
な
く
、
筋
肉
の
働
き
に
よ
る
人
体
の
美
を
最
も
良
く
語
っ
た
人
で
あ
っ

た
。
そ
の
ロ
ダ
ン
を
し
て
、
形
の
向
こ
う
側
に
見
え
る
霊
の
存
在
を
語
ら
せ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
言
は
ま
た
、
カ
ー
ラ
イ
ル
の
服
争
論
の
な
か
に
「
自
分
が
本

当
に
裸
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
自
分
は
ま
た
一
つ
の
霊
で
あ
り
、
曰
く
言
い
難

い
神
秘
中
の
神
秘
で
あ
る
こ
と
を
知
る
瞬
間
に
は
、
何
か
偉
大
な
も
の
が
あ
る
」

と
い
う
意
に
通
じ
て
い
る
。
ロ
ダ
ン
は
暫
ら
く
し
て
ま
た
言
う
。
　
「
マ
ド
モ
ア

ゼ
ユ
は
実
に
美
し
い
体
を
持
っ
て
い
ま
す
。
脂
肪
は
少
し
も
な
い
。
筋
肉
は
一

つ
］
つ
浮
い
て
い
る
。
　
（
略
）
肩
と
腰
の
潤
い
地
中
海
の
受
づ
Φ
と
も
違
ふ
。

腰
ば
か
り
即
く
て
、
肩
の
狭
い
北
ヨ
オ
ロ
ッ
パ
の
チ
イ
プ
と
も
違
ふ
。
強
さ
の

美
で
す
ね
」
と
、
日
本
人
に
は
日
本
人
の
美
し
さ
が
あ
る
と
言
う
。
日
本
人
が

裸
体
を
描
く
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
頼
る
の
み
で
な
く
、
日
本
女
性
の
裸
体

美
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
人
体
は
美
し
い
、
し
か
し
そ
の
上
に
「
霊
の
鏡
」
、
精
神
の
輝
き
を
み
る
視

点
は
、
漱
石
と
同
次
元
で
あ
る
。
そ
う
い
い
つ
つ
、
日
本
の
女
性
美
を
発
見
す

と
こ
ろ
に
、
鴎
外
の
独
自
な
姿
勢
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
製
作
過
程
に
お
い
て
、

原
口
ざ
ん
の
画
室
に
三
四
郎
を
入
れ
る
姿
勢
と
、
ロ
ダ
ン
の
為
事
場
に
他
人
を

入
れ
な
い
姿
勢
と
の
違
い
に
も
な
っ
て
い
る
。
漱
石
は
、
原
口
さ
ん
へ
の
非
難

を
こ
め
て
三
四
郎
を
画
室
に
入
れ
る
。
し
か
し
、
．
鴎
外
は
そ
う
し
た
間
接
的
な

手
段
を
採
ら
な
い
。
鴎
外
に
は
、
そ
う
し
た
一
種
の
余
裕
も
、
資
質
も
な
い
の
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で
あ
る
。
為
事
場
は
モ
デ
ル
を
通
し
て
芸
術
家
が
自
己
を
見
詰
め
る
孤
独
で
厳

粛
な
場
で
あ
る
こ
と
を
直
隠
に
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
あ
の
明
治
二
十
年
の
当

初
か
ら
、
真
面
目
に
裸
体
画
論
争
に
対
処
し
て
き
た
鴎
外
の
姿
勢
は
生
真
面
目

に
保
た
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
裸
体
は
描
く
べ
し
。
真
正
な
る
動
機
と
真
正
な
る

態
度
で
裸
体
の
霊
を
描
く
べ
し
と
、
巨
匠
ロ
ダ
ン
を
以
て
叫
ば
せ
た
の
で
あ
る
。

　
鴎
外
の
漱
石
へ
の
批
判
は
四
十
三
年
の
『
青
年
』
に
お
い
て
、
も
っ
と
露
骨

に
現
れ
て
く
る
。
マ
ネ
、
セ
ガ
ン
チ
ヌ
、
タ
ー
ナ
ー
な
ど
の
絵
画
を
論
じ
な
が

ら
、
漱
石
（
作
品
で
は
柑
石
と
な
っ
て
い
る
が
）
を
「
人
形
を
勝
手
に
踊
ら
せ

て
い
て
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
ら
し
い
自
己
が
物
陰
に
隠
れ
て
、
見
物
の
面
白
が
る
の

を
冷
笑
し
て
い
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
を
ラ
イ
フ
と
ア
ア
ト
が
別
々
に
な
っ

て
い
る
と
言
ふ
」
と
評
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
言
は
、
裸
体
問
題
に
お
け
る
漱

石
の
態
度
に
も
ぴ
っ
た
り
と
当
て
は
ま
っ
て
く
る
。
　
「
猫
」
に
お
い
て
示
し
た

態
度
と
い
い
、
絵
画
を
生
活
か
ら
切
り
離
し
て
書
い
た
「
草
枕
』
ま
で
の
漱
石

に
は
痛
い
言
葉
で
あ
る
。
　
『
そ
れ
か
ら
』
　
『
門
』
と
続
く
作
品
で
は
、
世
の
中

．
を
冷
笑
す
る
こ
と
も
薄
く
な
り
、
　
「
エ
ゴ
」
と
い
う
困
難
な
問
題
に
取
り
組
ん

で
い
た
の
で
あ
り
、
過
去
を
挟
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
漱
石
に
は
苦
い
思
い
が
浮

か
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
と
も
か
く
こ
こ
に
、
漱
石
と
鴎
外
と
い
う
二
人
の
作
家
は
、
黒
田
等

の
出
来
な
か
っ
た
裸
体
画
論
を
文
学
に
お
い
て
引
き
受
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形

で
幕
を
引
い
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
こ
の
時
、
絵
画
界
に
は
一
人
の
巨
人
が
い
た
。
岡
倉
天
心
で
あ
る
。

　
明
治
三
十
一
年
に
、
天
心
が
東
京
美
術
学
校
長
の
職
を
追
放
さ
れ
よ
う
と
し

た
と
き
、
黒
田
は
同
調
す
る
気
風
を
見
せ
な
が
ら
、
一
方
で
は
後
継
者
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
名
が
挙
が
っ
て
い
た
と
言
う
。
西
洋
画
と
日
本
画
と
の
確
執
は
根
強
く
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
絵
画
を
通
し
て
何
を
表
現
す
る
か
の
問
題
を
膿
ん
で
い

た
。
絵
画
を
支
え
る
思
想
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
が
出
来

た
の
は
天
心
で
あ
っ
た
。

　
「
西
洋
は
進
歩
を
信
じ
て
い
る
が
、
い
っ
た
い
、
何
に
む
か
っ
て
の
進
歩
で

あ
ろ
う
か
？
ア
ジ
ア
は
尋
ね
る
一
完
全
な
物
質
的
能
率
が
え
ら
れ
た
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
　

そ
の
と
き
、
い
か
な
る
目
的
が
は
た
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
？
」
こ
の

天
心
の
叫
び
は
、
小
さ
く
は
黒
田
、
久
米
に
向
っ
て
の
も
の
で
あ
り
、
大
き
く

は
西
欧
近
代
と
い
う
時
代
へ
の
叫
び
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
お
ぞ
ま
し
く
も
、

こ
の
聲
は
ア
ジ
ア
は
｝
つ
と
い
う
政
治
戦
略
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に

な
る
の
だ
が
、
根
本
的
に
は
、
漱
石
の
叫
び
と
同
根
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
裸
体
画
論
争
の
渦
中
に
い
た
黒
田
が
、
裸
体
を
西
欧
の
形
と
し
て
、
西
欧
絵

画
の
基
本
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
必
然
性
を
説
く
姿
勢
に
は
、
形
の
な
か
に
含

ま
れ
る
”
崇
高
な
る
心
”
を
忘
失
し
た
画
家
の
姿
が
あ
っ
た
。
同
じ
美
術
学
校

に
お
い
て
、
日
本
画
科
と
西
洋
画
科
と
に
職
を
持
っ
た
黒
田
と
天
心
の
二
人
が

挟
を
分
か
っ
て
い
く
契
機
は
、
正
に
、
こ
の
明
治
日
本
に
対
す
る
文
化
観
の
根

本
的
な
相
違
に
あ
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
漱
石
に
見
え
て
い
た
も
の
は
、
天
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心
に
見
え
、
黒
田
に
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
五
章
　
ま
と
め
に
替
え
て
1
文
学
の
行
方

　
裸
体
画
論
争
を
通
し
て
、
漱
石
と
鴎
外
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
答
を
だ
す
こ

と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
文
学
は
そ
こ
で
留
ま
っ
て
し
ま
う
訳
に
は
い
か
な
か
っ

た
。
そ
の
後
の
二
人
の
軌
跡
は
、
別
の
機
会
に
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

一
言
だ
け
は
言
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
漱
石
は
絵
画
の
追
求
す
る
美
を
文
学
の
な
か
に
も
絶
え
間
な
く
追
い
求
め
て

象
っ
た
。
遺
作
と
な
る
『
明
暗
』
の
清
子
さ
ん
に
至
る
ま
で
、
主
人
公
の
な
か

に
瞬
間
に
定
着
し
て
し
ま
う
美
し
い
人
は
、
ど
ん
ど
ん
と
追
い
詰
め
ら
れ
て
い

く
。
漱
石
の
美
に
憧
れ
続
け
た
資
質
が
齎
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
裸
体
と
い
う

人
間
の
持
つ
美
は
形
を
変
え
て
脈
々
と
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一

方
、
鴎
外
は
、
あ
の
真
摯
な
姿
勢
を
、
人
生
を
事
実
の
中
か
ら
拾
い
あ
げ
る
、

気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
、
史
伝
文
学
と
言
っ
て
よ
い
分
野
の
な
か
に
保
っ

て
い
く
。
黒
田
は
こ
の
両
者
の
中
間
に
、
奇
妙
な
三
角
関
係
を
保
っ
て
い
た
。

　
人
間
の
生
き
て
い
く
根
拠
は
ど
こ
に
求
あ
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
こ
そ

近
代
と
い
う
時
代
が
問
い
掛
け
て
き
た
問
題
で
あ
っ
た
。
確
固
と
し
た
神
と
い

う
存
在
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
な
か
に
、
裸
体
の
美
を
通
し
て
神
を
見
付

け
だ
そ
う
と
し
て
三
人
は
苦
闘
し
た
の
だ
と
も
言
え
る
。

　
こ
の
中
で
、
絵
画
と
文
学
と
い
う
異
質
な
芸
術
形
態
は
、
ど
こ
か
で
統
一
で

き
る
も
の
と
漱
石
と
鴎
外
は
考
え
て
い
た
。
漱
石
は
そ
の
資
質
に
お
い
て
、
鴎

外
は
そ
の
論
理
に
お
い
て
動
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
押
し
つ
あ
れ

ば
押
し
つ
あ
る
ほ
ど
、
別
の
方
向
へ
と
動
い
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
の
こ
と
は
漱
石
に
は
、
自
明
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
『
三

四
郎
』
の
広
田
先
生
は
、
夢
物
語
と
し
て
語
る
。
　
「
僕
が
女
に
、
あ
な
た
は
絵

だ
と
言
ふ
と
、
女
が
僕
に
、
あ
な
た
は
詩
だ
と
言
っ
た
」
。
同
床
異
夢
、
男
は

詩
で
あ
り
、
女
は
絵
で
あ
る
、
男
と
女
は
互
い
に
求
あ
あ
い
つ
つ
、
遂
に
は
同

一
化
で
き
な
い
美
し
く
も
哀
し
い
存
在
で
あ
る
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
の

裏
に
は
、
よ
り
美
し
い
も
の
を
求
め
動
い
て
い
く
男
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
自
覚
さ

れ
て
い
る
。
動
か
な
い
女
を
求
め
る
こ
と
は
、
実
の
処
、
男
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
男
の
「
エ
ゴ
」
と
い
う
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。

　
『
草
枕
』
　
（
『
一
夜
』
も
同
類
で
あ
る
が
）
は
、
こ
の
詩
と
絵
と
を
統
一
し

よ
う
と
す
る
作
品
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
界
か
ら
隔
離
さ
れ
た
山
中
に
お
い

て
も
、
画
工
は
女
を
描
く
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
辛
う
じ
て
山
を
下
り
て
、

近
代
を
象
徴
す
る
糖
乳
を
見
送
る
女
の
顔
に
「
憐
れ
」
を
認
め
て
絵
は
完
成
し

た
。
そ
れ
は
死
へ
と
向
か
う
男
を
見
送
る
女
の
姿
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
果
た
し

て
絵
と
い
っ
て
済
ま
し
て
し
ま
っ
て
良
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
思
っ
た
と

き
、
人
の
世
に
生
き
て
い
く
、
動
く
人
々
を
『
三
四
郎
』
と
し
て
書
い
た
の
で

あ
る
。
漱
石
は
絵
画
が
描
く
、
た
だ
美
し
い
だ
け
の
安
易
な
世
界
を
そ
の
ま
ま



　
　
許
す
訳
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
美
し
い
も
の
、
美
し
い
人
へ
の
思
い

oo1
　
は
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
く
。
遂
に
は
、
漱
石
自
身
が
美
し
く
も
哀
し
い

　
　
人
生
を
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
註

（
1
）
　
『
決
定
版
　
夏
目
漱
石
』
　
（
昭
和
四
九
年
　
新
潮
社
）
の
第
三
部
の

　
　
「
ロ
ン
ド
ン
・
漱
石
・
タ
ー
ナ
ー
」
他
。

（
2
）
　
『
絵
画
の
領
分
　
近
代
比
較
文
化
史
研
究
』
　
（
一
九
九
〇
年
　
朝
日
新

　
　
聞
社
）
の
「
皿
　
夏
目
漱
石
－
絵
画
の
領
分
」
の
章
。

（
3
）
　
『
帝
国
文
学
』
（
第
5
巻
第
2
号
）
の
「
雑
報
　
文
学
家
美
術
家
雑
話
会
」

　
　
に
よ
る
。

（
4
）
　
『
日
本
近
代
美
術
論
争
史
』
　
（
昭
和
五
六
年
　
中
村
義
一
　
求
龍
堂
）

　
　
の
「
皿
　
美
術
に
お
け
る
性
と
権
力
－
裸
体
画
論
争
」
の
章
。

　
　
『
日
本
近
代
美
術
発
達
史
　
明
治
篇
』
　
（
昭
和
四
九
年
　
浦
宝
永
錫
　
東

　
　
京
美
術
）
、
　
『
日
本
洋
画
史
2
　
明
治
期
』
　
（
昭
和
五
三
年
　
外
山
卯
三

　
　
郎
　
日
賀
出
版
社
）
、
　
『
挿
絵
史
と
そ
の
周
辺
　
日
本
の
近
代
美
術
と
文

　
　
学
』
　
（
昭
和
六
二
年
　
匠
秀
夫
　
沖
積
舎
）
な
ど
も
通
史
と
し
て
示
唆
さ

　
　
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

（
5
）
　
以
下
、
鴎
外
に
関
し
て
引
用
す
る
も
の
は
す
べ
て
『
森
鴎
外
全
集
』

　
　
（
全
三
八
巻
　
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
6
）
　
註
4
の
諸
書
に
よ
る
。
裸
体
画
に
つ
い
て
は
、
明
治
の
初
あ
頃
か
ら
新

　
　
聞
雑
誌
他
の
錦
絵
類
、
所
謂
春
画
類
な
ど
を
あ
ぐ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
論

　
　
議
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

（
7
）
　
『
方
眼
美
術
論
』
　
（
昭
和
五
九
年
　
久
米
桂
一
郎
著
　
三
輪
英
夫
編

　
　
中
央
公
論
美
術
出
版
）
所
収
の
「
仏
国
修
学
時
代
の
黒
田
君
と
其
制
作
」

　
　
に
よ
る
。

（
8
）
　
以
下
、
高
山
樗
牛
に
関
し
て
引
用
す
る
も
の
は
す
べ
て
『
改
訂
注
釈

　
　
樗
牛
全
集
』
　
（
全
三
巻
　
博
文
館
）
に
よ
る
。

（
9
）
　
「
黒
田
清
輝
の
岡
倉
天
心
像
！
《
智
感
情
》
の
主
題
と
成
立
を
め
ぐ
っ

　
　
て
一
」
　
（
高
階
絵
里
加
　
『
美
術
史
　
1
3
9
号
」
平
成
八
年
二
月
）
。

　
　
こ
の
論
文
で
は
漱
石
の
『
草
枕
』
の
冒
頭
を
も
引
用
し
、
　
「
智
情
意
」
に

　
　
分
け
る
方
法
の
当
時
の
一
般
性
を
説
き
、
黒
田
の
特
異
性
は
天
心
の
思
想

　
　
に
通
じ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
黒
田
と
『
草
枕
』
と
の
関
係

　
　
か
ら
す
れ
ば
、
漱
石
は
、
黒
田
が
「
智
情
感
」
な
ど
に
意
識
を
分
類
し
、

　
　
そ
の
意
味
を
表
現
す
る
こ
と
の
愚
を
説
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
0
）
　
以
下
に
引
用
す
る
久
米
の
論
は
す
べ
て
、
註
7
の
書
に
よ
る
。

（
1
1
）
　
『
島
村
抱
撰
文
芸
評
論
集
』
　
（
昭
和
二
九
年
　
岩
波
書
店
）
所
収
の

　
　
「
囚
は
れ
た
る
文
芸
」
に
よ
る
。

（
1
2
）
　
『
長
谷
川
天
渓
文
芸
評
論
集
』
　
（
昭
和
三
十
年
　
岩
波
書
店
）
所
収
の
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「
美
的
生
活
と
は
何
ぞ
や
」
に
よ
る
。

（
1
3
）
　
『
絵
画
の
将
来
』
　
（
昭
和
五
八
年
　
黒
田
清
輝
著
　
陰
里
鉄
郎
編
　
中

　
　
央
公
論
美
術
出
版
）

（
1
4
）
　
『
日
本
近
代
美
術
史
論
」
　
（
昭
和
五
五
年
　
講
談
社
）
の
「
黒
田
清
輝
」

　
　
の
章
に
よ
る
。
山
梨
絵
美
子
氏
は
、
　
「
黒
田
清
輝
の
作
品
と
西
洋
文
学
」

　
　
（
『
美
術
研
究
3
4
9
号
』
平
成
三
年
三
月
）
に
お
い
て
、
単
な
る
「
コ

　
　
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
の
概
念
か
ら
離
れ
て
、
西
欧
文
学
の
思
想
と
の
関
連
か

　
　
ら
、
黒
田
の
作
品
を
見
直
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
三
輪
英
夫
氏
は
、
　
「
黒
田
清
輝
筆
「
智
・
感
。
情
」
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（

　
　
『
美
術
研
究
　
三
二
八
号
』
　
昭
和
五
九
年
六
月
）
に
お
い
て
、
構
想
画

　
　
と
し
て
の
視
点
か
ら
、
　
“
無
理
解
な
裸
体
画
批
判
に
対
す
る
黒
田
の
造
形

　
　
上
の
反
撃
”
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
黒
田
自
身
こ
の
作
品
に
”
多
少

　
　
悦
つ
る
と
こ
ろ
”
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
1
5
）
　
註
1
3
の
『
絵
画
の
将
来
』
の
陰
里
鉄
郎
氏
の
「
あ
と
が
き
」
に
よ
る
。

（
1
6
）
　
『
帝
国
文
学
』
第
七
巻
第
一
一
号
　
「
付
録
　
東
京
美
術
学
校
講
演

　
　
裸
体
と
美
術
」
に
よ
る
。

（
1
7
）
　
以
下
、
漱
石
に
関
し
て
引
用
す
る
も
の
は
す
べ
て
『
漱
石
全
集
』
　
（
全

　
　
三
五
巻
　
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
1
8
）
　
『
太
陽
』
　
（
第
＝
巻
第
十
号
）
の
「
文
芸
時
評
」
欄
の
う
ち
、
　
「
馬

　
　
子
に
も
衣
裳
の
世
の
中
也
」
の
項
に
よ
る
。

（
1
9
）
　
註
4
の
『
日
本
近
代
美
術
論
争
史
』
に
よ
る
。

（
2
0
）
　
『
衣
服
の
哲
学
ー
カ
ー
ラ
イ
ル
選
集
・
1
』
　
（
昭
和
三
七
年
　
宇
山
直

　
　
亮
訳
　
日
本
教
文
社
）
に
よ
る
。

（
2
1
）
　
註
7
に
同
じ
。

（
2
2
）
　
註
7
に
同
じ
。

（
2
3
）
　
註
2
の
『
絵
画
の
領
分
　
近
代
比
較
文
化
史
研
究
』
に
よ
る
。
な
お
、

　
　
『
三
四
郎
』
に
お
い
て
、
原
口
さ
ん
は
美
弥
子
が
単
衣
を
着
て
く
れ
る
こ

　
　
と
を
願
っ
て
い
る
。
単
衣
は
裸
体
に
よ
り
近
く
、
身
体
の
線
を
充
分
に
描

　
　
く
こ
と
の
で
き
る
黒
田
の
方
法
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

（
2
4
）
　
『
草
枕
』
に
も
、
　
「
人
間
の
う
ち
で
眼
程
活
き
て
い
る
道
具
は
な
い
」

　
　
と
し
て
、
山
中
で
の
那
美
さ
ん
の
「
視
線
は
毒
矢
の
如
く
空
を
貫
い
て
会

　
　
釈
も
な
く
余
が
眉
間
に
落
ち
る
」
な
ど
、
　
「
眼
」
に
つ
い
て
の
重
要
な
描

　
　
写
が
あ
る
。

　
　
先
の
大
塚
保
治
の
論
で
も
、
絵
画
や
彫
刻
は
目
つ
き
を
重
ん
ず
る
こ
と
を

　
　
説
い
て
い
る
。

（
2
5
）
　
註
2
の
『
絵
画
の
領
分
　
近
代
比
較
文
化
史
研
究
』
に
よ
る
。
な
お
、

　
　
註
4
の
『
日
本
洋
画
史
2
　
明
治
期
』
で
は
、
浅
井
の
絵
画
の
特
質
を
、

　
　
東
洋
的
幽
玄
な
俳
味
に
求
あ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
漱
石
が
『
草
枕
』
で
目

　
　
指
し
た
境
地
と
共
通
し
て
い
る
。

（
2
6
）
　
『
黒
田
清
輝
日
記
』
　
（
全
四
巻
　
隈
元
謙
次
郎
編
　
中
央
公
論
美
術
出



　
　
　
　
版
）
の
第
二
巻
に
よ
る
。

021
　
（
2
7
）
　
早
く
も
、
明
治
二
二
年
の
『
国
民
の
友
』
で
狼
褻
の
意
味
を
論
じ
た
こ

　
　
　
　
と
（
「
観
潮
楼
偶
記
　
そ
の
】
」
に
載
る
）
は
、
先
に
述
べ
た
。

　
　
（
2
8
）
　
『
父
　
岡
倉
天
心
』
　
（
昭
和
四
六
年
　
岡
倉
一
雄
　
中
央
公
論
社
）

　
　
（
2
9
）
　
「
日
本
の
目
覚
め
」
五
白
禍
の
章
。
　
『
日
本
の
名
著
　
岡
倉
天
心
』

　
　
　
　
（
昭
和
四
五
年
　
中
央
公
論
社
）
所
収
に
よ
る
。

　
　
（
3
0
）
　
汽
車
が
タ
ー
ナ
ー
に
よ
っ
て
初
め
て
絵
に
描
か
れ
た
こ
と
は
、
漱
石
も

　
　
　
　
鴎
外
も
述
べ
て
い
る
。
漱
石
は
更
に
タ
ー
ナ
ー
に
特
別
な
興
味
を
示
し
て

　
　
　
　
い
る
。
そ
れ
は
註
1
の
書
で
、
江
藤
氏
が
述
べ
る
光
と
自
然
と
の
関
わ
り

　
　
　
　
だ
け
で
な
く
、
タ
ー
ナ
ー
の
多
く
の
絵
画
に
現
わ
さ
れ
て
い
る
中
央
上
部

　
　
　
　
の
薄
黄
色
の
塊
に
興
味
を
惹
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
色
の
塊
は

　
　
　
近
代
が
失
っ
た
神
の
表
像
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
美
学
の
専
門
中
江
彬
教
授
、
崔
裕
景
後
期
博

士
課
程
院
生
に
多
く
の
教
示
助
言
を
頂
い
た
。
感
謝
の
意
を
表
す
る
と
共
に
、

私
の
力
量
不
足
の
為
に
、
そ
れ
ら
を
有
効
に
生
か
し
き
れ
な
か
っ
た
憾
み
の
あ

る
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
み
わ
　
ま
さ
た
ね
・
日
本
文
学
教
授
）


