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川
の
流
れ
は
合
流
す
る
も
の
で
、
立
体
交
差
す

る
こ
と
な
ど
な
い
と
信
じ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
京

都
に
は
そ
れ
が
あ
る
。
銀
閣
寺
か
ら
や
や
東
に
行

っ
た
あ
た
り
、
北
東
か
ら
流
れ
て
き
た
白
川
が
東

西
に
流
れ
る
白
川
疏
水
を
跨
い
で
い
る
。
そ
れ
が

不
思
議
で
、
白
川
疏
水
を
遡
っ
て
い
っ
た
ら
、
南

に
曲
が
っ
た
先
で
、
流
れ
は
「
哲
学
の
道
」
に
寄

り
添
っ
て
い
た
。
こ
の
あ
た
り
に
な
る
と
、
白
川

疏
水
は
白
川
と
2
0
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
隔
て
て
平

行
に
走
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
白
川
が
北
か
ら
南

へ
流
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
白
川
疏
水
は
南
か

ら
北
に
向
か
っ
て
流
れ
て
い
る
。
や
は
り
不
思
議

だ
っ
た
。

調
べ
て
み
れ
ば
、
琵
琶
湖
疏
水
は
も
と
も
と
、

農
業
用
の
灌
漑
だ
け
で
な
く
、
工
業
用
の
水
車
動

力
源
を
目
的
と
し
て
開
削
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
南

禅
寺
か
ら
銀
閣
寺
に
か
け
て
水
流
を
つ
く
り
だ
し
、

そ
こ
か
ら
西
の
白
川
に
向
か
っ
て
何
筋
も
の
水
を

流
し
、
そ
の
流
れ
で
建
ち
並
ぶ
繊
維
工
場
の
水
力

タ
ー
ビ
ン
を
回
す
予
定
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
工

事
着
工
後
、
ア
メ
リ
カ
の
最
新
情
報
と
し
て
、
水

を
動
力
と
し
て
で
は
な
く
発
電
に
利
用
す
る
水
力

発
電
な
る
も
の
が
始
ま
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が

も
た
ら
さ
れ
、
急
遽
、
計
画
が
大
変
更
さ
れ
た
の

だ
と
い
う
。

電
力
な
ら
水
流
の
近
く
に
工
場
を
建
設
し
な
く

て
良
い
。
お
か
げ
で
、
東
山
に
沿
っ
た
地
区
が
工

場
地
帯
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
結
果
と
し
て
か
え

っ
て
思
索
に
ふ
さ
わ
し
く
、
静
か
に
水
が
流
れ
る

散
歩
道
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
場
所
が
素
敵
な
場
所
に
な
る
か
ど
う
か
。

そ
こ
に
は
、
必
然
と
偶
然
と
が
あ
や
か
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
微
妙
な
綾
が
、
長
い
歴
史
を
持
つ
京
都
の

あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
織
り
重
な
っ
て
い
る
。

偶然の恩恵
京都市京セラ美術館 館長　青木　淳
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榊
原 
源
豊
宗
先
生
の
日
本
美
術
史
の
講
義
を
聞
い

て
い
ま
す
と
「
○
○
的
」「
○
○
性
」「
○
○
化
」
と

い
う
言
葉
が
頻
繁
に
出
て
き
ま
し
た
。
私
は
こ
れ
を

「
的
・
性
・
化
」
と
ま
と
め
て
呼
ん
で
い
ま
す
が
、

あ
る
言
葉
に
こ
の
「
的
」
や
「
性
」
を
つ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
意
味
が
独
り
歩
き
を
す
る
。
た
と
え
ば

「
近
代
」
で
す
と
「
近
代
的
」「
近
代
性
」「
近
代
化
」。

も
っ
と
も
ら
し
く
聞
こ
え
ま
す
が
、
そ
の
実
態
を
問

わ
れ
た
時
に
、
的
確
に
答
え
る
の
は
な
か
な
か
難
し

い
。「
京
都
」
な
ら
ど
う
で
し
ょ
う
、「
京
都
的
」

「
京
都
性
」
と
言
う
時
、
田
島
先
生
は
何
を
思
い
つ

か
れ
ま
す
か
。

田
島 

「
京
都
的
」
と
は
、
と
い
う
と
こ
れ
は
も
う

永
遠
の
テ
ー
マ
で
、
い
ろ
い
ろ
な
側
面
、
立
場
か
ら

幸
野
楳
嶺
が
シ
ス
テ
ム
化
し
た 

運
筆
指
導

「
京
都
的
」
を
語
れ
る
と
思
い
ま
す
。
い
ま
京
都
市

立
芸
術
大
学
芸
術
資
料
館
所
蔵
の
、
と
り
わ
け
明
治

美
術
の
資
料
に
つ
い
て
研
究
が
進
ん
で
き
て
い
る
の

で
そ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、
幸

野
楳
嶺
が
技
術
指
導
に
お
い
て
運
筆
を
非
常
に
重
視

し
ま
す
よ
ね
。
私
は
、
運
筆
自
体
は
江
戸
時
代
か
ら

画
家
の
あ
い
だ
で
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
て
き
た
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
ど
う
や
ら
そ
れ
ほ
ど
で
も

な
い
。
師
の
絵
を
真
似
て
技
法
を
習
得
し
よ
う
と
は

し
て
い
ま
す
が
。
こ
の
運
筆
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し

て
徹
底
的
に
指
導
す
る
の
が
楳
嶺
な
ん
で
す
。

榊
原 

た
し
か
に
、
そ
う
で
す
ね
。

田
島 

明
治
時
代
に
楳
嶺
が
シ
ス
テ
ム
化
し
た
運
筆

教
育
を
受
け
た
京
都
の
画
家
は
本
当
に
筆
遣
い
が

し
っ
か
り
し
て
い
て
、
書
と
同
じ
よ
う
に
「
と
め
」

「
は
ね
」
や
筆
運
び
の
ス
ピ
ー
ド
感
を
習
得
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
同
時
代
京
都
の
鈴
木
松
年
や
望
月
玉

泉
ら
の
門
下
も
同
様
だ
と
思
い
ま
す
。
一
方
、
東
京
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の
絵
を
見
る
と
、
た
と
え
ば
去
年
京
都
で
も
展
覧
会

の
あ
っ
た
鏑
木
清
方
、
日
本
画
の
偉
大
な
作
家
で
あ

る
の
は
論
を
俟
た
な
い
の
で
す
が
、
上
村
松
園
の
よ

う
な
、
力
強
い
、
が
っ
ち
り
と
し
た
筆
遣
い
に
比
べ

る
と
、
清
方
の
筆
遣
い
は
形
を
取
る
こ
と
が
優
先
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
清
方
で
さ
え
そ
う
で

す
か
ら
、
他
の
画
家
、
有
名
な
画
家
で
あ
っ
て
も
、

京
都
の
師
匠
か
ら
叩
き
込
ま
れ
た
運
筆
と
比
べ
る
と
、

そ
の
筆
運
び
は
緩
い
と
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

榊
原 

な
る
ほ
ど
、
楳
嶺
の
運
筆
は
京
都
的
と
い
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

田
島 

京
都
画
壇
と
は
円
山
四
条
派
の
系
統
だ
、
こ

れ
は
必
ず
言
わ
れ
る
こ
と
な
ん
で
す
が
、
榊
原
先
生

円
山
派
＋
四
条
派
＝
円
山
四
条
派
？

田島 達也氏

は
つ
ね
づ
ね
円
山
派
と
四
条
派
を
区
別
な
さ
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
あ
た
り
を
改
め
て
解
説
し
て
い
た
だ
け

ま
せ
ん
か
。
円
山
派
は
円
山
応
挙
か
ら
、
と
明
解
な

ん
で
す
が
、
四
条
派
と
い
う
の
は
い
つ
か
ら
四
条
派

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
。

榊
原 
四
条
派
の
祖
は
、
呉
春
で
す
。
し
か
し
、
呉

春
の
前
に
は
蕪
村
が
い
ま
す
。
呉
春
は
ま
た
、
応
挙
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の
門
を
叩
い
て
も
い
ま
す
。

田
島 

呉
春
の
弟
子
の
岡
本
豊
彦
や
実
の
弟
の
松
村

景
文
ら
、
主
要
な
画
家
が
み
な
四
条
通
に
居
を
構
え

て
い
た
こ
と
か
ら
四
条
派
と
呼
ば
れ
た
、
と
い
う
単

純
な
話
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
四
条
に
は
円
山
応
挙

も
住
ん
で
い
た
と
い
い
ま
す
し
。

榊
原 

呉
春
の
実
弟
の
景
文
、
彼
の
写
生
帳
を
堂
本

印
象
さ
ん
の
お
身
内
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
て
い
て
、

見
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た

現
存
す
る
作
品
を
調
べ
て
い
く
と
、
減
筆
の
傾
向
が

見
て
と
れ
ま
す
。
つ
ま
り
筆
数
を
減
ら
す
方
向
が
、

四
条
派
で
は
な
い
か
と
。
い
ま
、
最
後
の
四
条
派
と

評
価
さ
れ
て
い
る
の
が
幸
野
楳
嶺
の
弟
子
の
竹
内
栖

鳳
で
、
た
し
か
に
栖
鳳
の
運
筆
を
見
る
と
、
で
き
る

だ
け
筆
数
を
減
ら
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
そ

れ
に
対
し
て
円
山
派
は
、
筆
を
加
え
る
加
筆
派
な
ん

で
す
。
筆
数
を
増
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
細
密
な
描
写

が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
二
つ
の
流
派
の
違

い
は
そ
こ
で
す
。
円
山
派
の
根
底
に
は
、
そ
の
当
時

入
っ
て
き
た
西
洋
の
影
響
が
あ
り
ま
す
。
長
崎
を
通

じ
て
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
入
っ
て
く
る
西
洋
文
明
、
あ
る

い
は
文
化
。
応
挙
自
身
は
腑
分
け
（
解
剖
図
）
や
骸

骨
の
図
を
描
い
て
い
ま
す
。
写
実
的
な
表
現
を
追
究

し
て
い
た
の
で
す
。

田
島 

円
山
派
に
は
対
象
の
骨
格
を
、
芯
を
と
ら
え

る
と
い
う
描
き
か
た
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
に
対
し

て
四
条
派
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
筆
の
働
き
、
運
び

で
形
を
描
き
出
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
呉
春
、
景

文
、
景
文
の
弟
子
の
横
山
清
暉
ら
は
、
江
戸
時
代
か

ら
「
四
条
流
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
考
え

る
と
呉
春
、
景
文
、
清
暉
の
流
れ
が
四
条
派
と
呼
ば

れ
る
の
は
当
然
だ
と
い
え
ま
す
。
で
も
、
最
後
の
四

条
派
と
い
わ
れ
る
竹
内
栖
鳳
の
師
の
幸
野
楳
嶺
は
、

も
と
も
と
円
山
派
で
す
。

榊
原 
そ
う
で
す
。

田
島 
中
島
来
章
に
円
山
派
を
習
い
、
そ
の
あ
と
、
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塩
川
文
麟
に
師
事
し
ま
す
。
塩
川
文
麟
の
師
匠
は
岡

本
豊
彦
、
さ
ら
に
そ
の
師
は
呉
春
。
と
い
う
こ
と
で
、

な
ん
だ
か
細
か
い
話
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
呉
春
、

豊
彦
、
文
麟
、
楳
嶺
と
い
う
流
れ
も
あ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

榊
原 

そ
う
で
す
ね
。

田
島 

四
条
派
の
な
か
で
も
、
呉
春
、
景
文
、
清
暉

の
流
れ
は
、
そ
の
筆
遣
い
が
柔
ら
か
い
感
じ
で
す
が
、

呉
春
、
豊
彦
、
文
麟
、
楳
嶺
の
流
れ
は
、
わ
り
と
ぱ

き
っ
と
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
、
と
思
っ
て
い

ま
す
。
楳
嶺
の
弟
子
の
栖
鳳
は
、
や
は
り
減
筆
傾
向

が
あ
り
ま
す
。
楳
嶺
は
そ
れ
ほ
ど
減
筆
に
力
を
入
れ

て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
の
で
、
つ
ま
り
栖
鳳
は

隔
世
遺
伝
み
た
い
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
師
か
ら

受
け
継
ぎ
つ
つ
、
四
条
派
の
良
さ
を
取
り
入
れ
て

い
っ
た
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

榊
原 

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
呉
春
の
前
に
は
蕪

村
が
い
る
わ
け
で
す
。
蕪
村
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
絵

師
で
あ
り
な
が
ら
俳
人
で
も
あ
り
、
多
く
の
名
句
を

遺
し
て
い
ま
す
。
彼
は
中
国
の
漢
詩
を
崇
拝
し
て
い

た
と
い
い
ま
す
が
、
一
方
、
日
本
に
は
和
歌
が
あ
り
、

俳
諧
を
経
て
俳
句
と
い
う
表
現
方
法
に
至
る
ま
で
の

変
遷
は
さ
て
お
き
、
ひ
と
つ
の
句
に
仕
立
て
る
に
は

言
葉
数
を
減
ら
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
言
葉
を
厳

選
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
創
作
の
精
神
は
、
絵
画
に

お
け
る
減
筆
に
通
ず
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

田
島 

「
京
都
的
」
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
京
都

画
壇
に
は
大
き
く
二
つ
の
構
造
が
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
一
つ
は
、
皆
川
淇
園
が
始
め
た
東
山
新
書
画

展
と
い
う
展
覧
会
の
よ
う
に
、
民
間
の
有
志
に
よ
る

イ
ベ
ン
ト
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
京
都
の

京
都
画
壇
─
─ 

美
術
を
支
え
た
二
つ
の
構
造
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画
家
を
集
め
て
、
み
ん
な
で
開
い
た
展
覧
会
。
京
都

に
住
む
流
派
を
超
え
た
画
家
た
ち
が
春
と
秋
の
展
覧

会
に
こ
ぞ
っ
て
出
品
す
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
す
ご
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

榊
原 
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
皆
川
淇
園
の
業

績
は
素
晴
し
い
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
も
そ
も
円

山
応
挙
を
育
て
た
の
は
淇
園
の
支
援
が
大
き
い
の
で

す
。
淇
園
は
も
っ
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
ね
。

田
島 

そ
う
で
す
ね
。
実
際
、
い
ろ
い
ろ
な
小
グ

ル
ー
プ
で
の
、
現
代
で
い
う
グ
ル
ー
プ
展
み
た
い
な

も
の
は
す
で
に
ど
こ
に
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
し

か
し
、
大
き
な
規
模
の
、
今
で
言
え
ば
京
展
の
よ
う

な
、
流
派
関
係
な
し
の
展
覧
会
が
十
八
世
紀
に
つ
く

ら
れ
た
と
い
う
の
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
す
。
だ
か

ら
、
よ
く
、
京
都
画
壇
と
い
う
の
は
た
ま
た
ま
京
都

に
あ
る
だ
け
と
か
、「
画
壇
」
だ
な
ん
て
た
い
そ
う

に
呼
ぶ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
見
方
が
あ

る
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
昔
か
ら
展
覧
会
が
行
わ

れ
、
こ
う
し
た
活
動
が
幕
末
ま
で
続
い
た
こ
と
を
考

え
る
と
、
や
は
り
「
画
壇
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い

で
す
よ
ね
。

榊
原 

ま
さ
に
、
そ
う
で
す
ね
。

田
島 

こ
う
し
た
展
覧
会
は
若
手
の
登
竜
門
で
も

あ
っ
た
わ
け
で
す
。
展
覧
会
に
出
品
し
、
そ
こ
で
認

め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
絵
師
、
画
家
と
し
て

の
キ
ャ
リ
ア
を
積
む
う
え
で
非
常
に
重
要
だ
っ
た
。

幸
野
楳
嶺
の
こ
と
ば
か
り
に
な
り
ま
す
が
、
楳
嶺
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、
入
門
し
た
て
で
貧
乏
だ
っ
た
頃
、

作
品
を
出
品
し
た
い
け
れ
ど
絹
を
買
う
金
も
な
い
と
。

大
き
い
絹
を
買
っ
て
大
き
い
作
品
を
出
せ
ば
注
目
さ

れ
る
け
ど
、
そ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
。
で
、
ど
う

し
た
か
と
い
う
と
、
普
通
は
縦
に
使
う
絹
を
横
に

使
っ
て
、
幅
を
大
き
く
と
っ
た
作
品
を
出
品
し
た
と

こ
ろ
、
ち
ょ
っ
と
注
目
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

榊
原 
な
る
ほ
ど
。

田
島 
や
は
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
い
か
に
重
要
か
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と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し
た
あ
る
種
の
評
価
シ
ス

テ
ム
と
し
て
京
都
画
壇
が
存
在
し
た
。
こ
の
こ
と
は

美
術
史
の
蓄
積
と
し
て
非
常
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

榊
原 
本
当
に
そ
う
で
す
。
京
都
画
壇
が
な
け
れ
ば

生
ま
れ
な
か
っ
た
絵
師
、
作
品
は
多
か
っ
た
の
で
す
。

田
島 

も
う
一
つ
の
構
造
と
し
て
は
、
民
間
と
対
を

な
す
官
の
ほ
う
で
す
ね
。
天
皇
家
が
あ
り
、
御
所
が

あ
っ
て
、
そ
の
御
所
の
御
用
絵
師
と
い
う
形
で
優
れ

た
画
家
の
一
門
が
組
織
化
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
も
と

も
と
の
御
用
絵
師
と
い
う
と
土
佐
家
、
狩
野
派
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
と
も

ゆ
か
り
の
深
い
望
月
家
。
初
代
で
あ
る
望
月
玉
蟾
も

絵
師
と
し
て
御
所
に
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
ま
す
。
十
八
世
紀
半
ば
ま
で
は
、
ま
だ
民
間
か

ら
絵
師
が
呼
ば
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
は
ず
で
す

が
、
望
月
玉
蟾
は
指
名
さ
れ
て
御
所
に
出
向
い
て
絵

を
描
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
十
八

世
紀
の
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
は
民
間
の
画
家
に

も
御
用
絵
師
に
な
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺

え
ま
す
。
さ
ら
に
、
天
明
の
大
火
（
一
七
八
八
）
で

焼
失
し
た
御
所
が
再
建
さ
れ
る
時
に
、
多
く
の
絵
師

が
駆
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
だ
い
た
い
の

優
れ
た
画
家
と
そ
の
一
門
は
御
所
か
ら
も
認
識
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
す
。
先
に
述
べ
た
民
間
の
展
覧
会
の

主
宰
者
同
士
に
も
連
携
が
あ
り
、
御
所
の
御
用
繋
が

り
も
あ
っ
て
、
京
都
画
壇
に
お
い
て
は
こ
の
二
つ
の

構
造
が
し
っ
か
り
機
能
し
て
、
近
世
を
通
じ
て
発
展

し
て
き
た
と
い
え
ま
す
。
で
す
か
ら
近
代
に
入
っ
て

も
な
お
、
芸
術
家
同
士
の
結
束
が
固
い
と
い
い
ま
す

か
、
伝
統
を
保
持
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

榊
原 

ま
さ
に
そ
の
御
所
の
文
化
な
し
に
京
都
画
壇

は
語
れ
な
い
で
す
ね
。
も
と
も
と
京
都
は
文
字
ど
お

り
御
所
あ
っ
て
の
町
で
す
か
ら
、
公
家
も
町
衆
も
、

そ
の
文
化
は
御
所
と
の
繋
が
り
で
で
き
あ
が
っ
て

い
っ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
天
皇
家
は
明
治
に
な

る
時
に
江
戸
へ
、
東
京
へ
行
か
れ
ま
す
ね
。
公
家
た
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榊原 𠮷郎氏

な
の
は
冷
泉
家
で
す
が
、
冷
泉
家
以
外
に
も
残
っ
て

い
ま
す
。

田
島 

天
皇
家
と
、
宮
家
と
、
有
力
な
公
家
が
ご
っ

そ
り
東
へ
移
動
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
失
わ
れ
た
も

の
は
、
や
は
り
甚
大
で
し
た
ね
。

榊
原 

上
村
淳
之
先
生
が
文
化
勲
章
を
受
章
さ
れ
ま

す
が
、
こ
れ
で
上
村
家
は
三
代
続
け
て
の
文
化
勲
章

で
す
。

田
島 

は
い
。

榊
原 

淳
之
先
生
は
、
い
ろ
い
ろ
苦
悩
が
あ
っ
た
と

思
う
ん
で
す
。
苦
悩
の
末
に
、
言
葉
を
作
り
出
し
た

ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
「
象
徴
空
間
」。
日
本
画
の
、

絵
の
空
間
と
い
う
も
の
を
ど
う
捉
え
て
い
く
か
と
い

上
村
淳
之
画
伯
の
「
象
徴
空
間
」

ち
も
、
天
皇
家
御
用
達
の
老
舗
も
、
追
従
し
ま
し
た
。

そ
の
家
々
が
所
蔵
し
て
い
た
資
料
や
芸
術
作
品
な
ど

も
、
持
っ
て
行
か
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
は
全

部
、
関
東
大
震
災
と
第
二
次
世
界
大
戦
で
焼
失
し
ま

し
た
。
公
家
文
化
を
伝
え
る
も
の
が
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
大
き
な
戦
禍
を
免
れ

た
京
都
に
は
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
ま
す
。
代
表
的
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う
こ
と
を
、
彼
は
ず
っ
と
追
究
し
て
い
ま
し
た
。
淳

之
さ
ん
と
い
え
ば
「
象
徴
空
間
」
と
い
っ
て
い
い
の

で
す
が
、
あ
く
ま
で
私
の
解
釈
、
理
解
の
仕
方
で
言

い
ま
す
と
─
─
。
西
洋
絵
画
は
、
必
ず
三
次
元
存
在

で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
底
辺
、
立
面
、
奥
行
き
が
あ

る
。
そ
の
空
間
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
。
テ
ー

ブ
ル
が
あ
る
の
な
ら
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
部
屋
の

中
の
ど
こ
に
立
っ
て
い
る
の
か
。
そ
う
い
う
の
は
常

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
意
識
の
根
底
に
あ
る
。
一
方
、

日
本
人
は
、
中
国
絵
画
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、
東
洋

絵
画
の
中
で
は
、
テ
ー
ブ
ル
が
ど
こ
に
あ
っ
て
も
構

わ
な
い
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
は
わ
か
ら
な
い

ん
で
す
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
空
間
の
捉
え
か
た
は

常
に
三
次
元
を
き
っ
ち
り
意
識
し
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
そ
う
い
う
、
地
面
、
壁
、
奥
行
き
の
あ
る

空
間
じ
ゃ
な
く
、
ま
っ
た
く
象
徴
化
し
て
、
ぼ
や
っ

と
わ
か
ら
な
く
し
て
し
ま
う
。
ど
こ
が
地
面
で
、
地

面
の
ど
こ
に
鳥
が
立
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
地
面
は

ど
こ
ま
で
続
い
て
い
る
の
か
。
地
面
は
庭
な
の
か
、

森
な
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
一
切
関
係
な
い
、
た
だ
、

そ
こ
に
鳥
が
居
る
。
そ
う
い
う
絵
な
ん
で
す
。
そ
れ

が
「
象
徴
空
間
」。
た
と
え
ば
、
山
口
華
楊
の
『
黒

豹
』、
あ
れ
は
豹
が
互
い
違
い
に
寝
転
が
っ
て
い
る

ん
で
す
け
ど
、
豹
の
い
る
空
間
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
、
な
ど
の
説
明
は
一
切
な
い
。
け
れ
ど
も
、
日

本
人
に
は
、
そ
れ
で
な
ん
と
な
く
絵
と
し
て
伝
わ
る

ん
で
す
ね
。

田
島 

「
象
徴
空
間
」
に
つ
い
て
、
私
も
思
う
と
こ

ろ
を
言
い
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る
西
洋
的
・
日
本
的
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
う
近
代
の
絵
画
教
育
で

は
、
み
ん
な
三
次
元
的
な
デ
ッ
サ
ン
を
し
っ
か
り
た

た
き
こ
ま
れ
ま
す
よ
ね
。
今
の
学
生
た
ち
も
、
三
次

元
的
な
デ
ッ
サ
ン
を
さ
ん
ざ
ん
描
か
さ
れ
て
、
入
学

し
て
き
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
昔
の
絵
、
日
本
画

の
絵
は
、
そ
う
し
た
三
次
元
的
要
素
の
な
い
空
間
が

描
か
れ
て
い
る
。「
象
徴
空
間
」
と
い
う
名
称
で
意
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画
は
、
実
は
ず
っ
と
、
古
い
と
言
わ
れ
続
け
て
い
ま

す
よ
ね
。
明
治
に
な
り
、
西
洋
画
が
入
っ
て
き
た
時

か
ら
ず
っ
と
言
わ
れ
て
い
て
、
大
正
期
も
そ
う
で
す

し
、
戦
後
は
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
し
。
で
も
、
な
か

な
か
衰
退
し
ま
せ
ん
。

榊
原 

日
本
画
は
、
な
く
な
ら
な
い
で
す
ね
。

田
島 

な
く
な
ら
な
い
、
こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
な
ん

で
す
よ
ね
。
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
日
本
画
専
攻
は
、

も
ち
ろ
ん
伝
統
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

美
術
学
部
の
美
術
科
の
中
で
依
然
と
し
て
最
大
勢
力

な
ん
で
す
。
昔
の
よ
う
に
日
展
な
ど
に
出
し
て
い
る

だ
け
で
、
絵
画
作
品
や
画
家
が
も
の
す
ご
く
有
名
に

な
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
ほ
と
ん
ど
な
い
状
態
な

の
に
、
日
本
画
を
や
り
た
い
と
い
う
人
が
続
々
と
絶

え
間
な
く
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。

榊
原 

い
や
、
そ
う
言
わ
れ
ま
す
と
、
私
の
若
気
の

至
り
と
い
う
し
か
な
く
て
ね
。
親
父
の
や
っ
て
る
日

本
画
は
古
臭
い
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
は
、
い

識
さ
れ
る
理
論
は
、
私
は
近
代
特
有
の
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
う
し
た
表
現
は
過
去
に
は
無
か
っ
た
と

い
う
意
味
で
は
な
く
、
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

三
次
元
的
な
知
覚
、
空
間
の
捉
え
方
を
、
完
全
に
身

に
つ
け
た
人
が
、
そ
う
で
は
な
い
空
間
を
ど
う
新
し

く
創
造
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。「
象
徴

空
間
」
と
は
、
昔
の
人
と
違
い
、
絵
画
教
育
の
な
か

で
徹
底
的
に
三
次
元
空
間
を
描
い
て
、
骨
の
髄
ま
で

そ
れ
が
身
に
つ
い
て
い
る
現
代
人
が
、
東
洋
的
空
間

に
立
ち
向
か
う
時
、
指
針
と
な
る
理
論
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

田
島 

榊
原
先
生
も
、
お
若
い
時
に
日
本
画
は
古
い

と
感
じ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
け
ど
、
日
本

変
遷
し
な
が
ら
生
き
残
る
、
日
本
画
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ろ
い
ろ
当
時
の
社
会
状
況
、
社
会
情
勢
の
影
響
が
あ

り
、
戦
争
に
負
け
て
、
日
本
の
文
化
が
否
定
さ
れ
た

と
感
じ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
西
洋
画
、
油
絵
を
や

り
た
い
と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
、
と
こ
と
ん

ず
っ
と
続
け
て
や
っ
て
い
け
る
世
界
、
そ
れ
は
、
や

は
り
日
本
美
術
の
世
界
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し

た
ん
で
す
ね
。

田
島 

日
本
画
と
い
う
の
は
結
局
こ
れ
こ
れ
こ
う
だ
、

と
い
う
ふ
う
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、
時
代
ご
と
に
「
今
の
日
本
画
は
何
な
の
か
、

ど
う
な
の
か
」
と
問
わ
れ
る
べ
き
で
、
逆
に
言
う
と
、

日
本
画
と
は
、
要
は
そ
の
「
日
本
画
と
は
何
な
の
か
、

と
考
え
続
け
る
」
と
い
う
の
が
そ
の
本
質
の
ひ
と
つ

で
あ
る
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
ね
。

榊
原 

東
洋
絵
画
に
は
、
天
地
人
に
お
い
て
「
山
水

人
物
花
鳥
走
獣
」
と
い
う
序
列
が
あ
り
ま
す
。
絵
画

の
上
で
一
位
に
な
る
の
が
山
水
画
。
そ
の
次
は
人
物
。

誰
で
も
い
い
わ
け
で
は
な
く
、
お
手
本
に
な
る
人
物

を
描
く
ん
で
す
。
京
都
御
所
に
《
賢
聖
障
子
》
が

残
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
偉
い
人
が
い
ま
し
た
、

こ
の
人
を
見
習
い
ま
し
ょ
う
と
教
え
る
意
図
の
あ
る

の
が
人
物
画
。
そ
の
次
に
花
鳥
、
そ
し
て
走
獣
。
上

村
淳
之
さ
ん
は
徹
底
し
て
花
鳥
画
を
描
き
ま
し
た
。

そ
の
花
が
ど
こ
に
咲
い
て
い
る
か
、
な
ど
は
気
に
せ

ず
に
描
く
。
た
と
え
ば
梅
の
花
が
あ
っ
た
ら
枝
が

す
っ
と
出
て
き
て
、
梅
の
木
の
幹
は
ど
こ
、
と
か
、

雪
が
降
っ
て
鳥
が
飛
ん
で
き
た
と
か
、
そ
ん
な
こ
と

は
後
か
ら
描
く
。
序
列
で
言
え
ば
低
い
ラ
ン
ク
の
花

鳥
走
獣
の
世
界
の
空
間
を
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
表
し

て
い
く
か
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
位
置
づ
け
る
か
。
上

村
さ
ん
も
相
当
苦
悩
し
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
、

一
つ
に
は
植
物
学
の
よ
う
な
世
界
が
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
の
植
物
学
風
に
描
く
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
花
の
描

き
か
た
に
な
る
ん
で
す
。
花
鳥
図
譜
、
花
の
図
譜
、

花
譜
、
と
い
う
、
生
物
学
に
関
連
す
る
花
や
種
子
の

断
面
図
と
か
で
す
ね
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
の
ち
の
薬
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学
に
連
な
る
本
草
学
、
中
国
で
は
本
草
学
と
い
い
ま

す
が
、
そ
う
い
う
も
の
に
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。
と

こ
ろ
が
中
国
の
本
草
学
は
ま
っ
た
く
抽
象
世
界
の
植

物
の
絵
が
描
か
れ
て
い
て
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い

よ
う
な
形
で
日
本
に
入
っ
て
き
ま
し
て
、
日
本
の
薬

学
の
人
た
ち
が
困
っ
て
分
類
を
し
始
め
る
の
で
す
が
、

そ
の
分
類
を
手
助
け
し
た
の
が
、
実
は
円
山
応
挙
な

ん
で
す
。
応
挙
の
写
生
画
と
い
う
の
は
、
実
は
た
い

へ
ん
写
実
的
で
、
は
っ
き
り
と
、
植
物
学
的
に
分
類

で
き
る
ほ
ど
の
形
を
き
っ
ち
り
と
描
い
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
応
挙
の
絵
を
見
れ
ば
子
ど
も
で
も
わ
か

る
、
と
京
の
ま
ち
で
は
評
判
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

誰
が
見
て
も
わ
か
る
ん
で
す
か
ら
、
優
れ
た
描
写

だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
日
本
の
花
鳥
画
と

い
う
の
は
、
そ
う
し
た
歴
史
も
持
ち
な
が
ら
、
次
第

に
変
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
、
生
き
と
し
生
け

る
も
の
、
万
物
の
生
命
と
い
う
の
か
、
そ
う
い
う
も

の
に
つ
い
て
、
淳
之
さ
ん
も
関
心
が
あ
る
わ
け
で
す
。

と
い
う
の
は
、
彼
自
身
が
鳥
を
飼
い
、
鳥
の
生
き
死

に
を
ず
っ
と
観
察
し
続
け
て
い
る
ん
で
す
。
ま
た
非

常
に
生
物
学
的
な
好
奇
心
が
あ
る
人
で
、
も
と
も
と

京
大
の
理
学
部
へ
行
き
た
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
で
も
、

結
局
彼
は
絵
描
き
の
世
界
へ
入
っ
て
き
た
。
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
が
彼
の
な
か
で
練
り
上
げ
ら
れ
て
出
て
き

た
言
葉
が
「
象
徴
空
間
」
で
す
。
日
本
画
、
あ
る
い

は
東
洋
画
の
、
一
つ
の
思
想
体
系
と
い
う
か
、
考
え

方
の
礎
を
つ
く
り
上
げ
た
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。

田
島 

補
足
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
花
鳥
画
は
、
も

と
も
と
は
綺
麗
な
花
や
鳥
を
描
い
て
、
中
国
で
は
そ

こ
に
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
見
出
し
て
四
君
子
と
か
高

潔
な
人
物
と
か
、
あ
る
い
は
吉
祥
画
で
お
め
で
た
い

意
味
と
か
、
そ
う
い
う
の
を
い
ろ
い
ろ
込
め
た
形
で

描
か
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
吉
祥
画
で
す
ね
。
応
挙

も
、
正
確
な
植
物
画
を
描
く
一
方
で
、
吉
祥
画
的
な

も
の
も
い
ろ
い
ろ
描
い
て
い
ま
す
。
大
正
期
に
な
る

と
、
い
わ
ゆ
る
大
正
生
命
主
義
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
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時
代
の
共
通
す
る
思
想
が
出
て
き
ま
す
。
対
象
を
描

く
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
描
く
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、

花
な
ら
花
が
生
え
て
い
る
地
面
で
あ
り
、
そ
れ
が
繋

が
る
世
界
で
あ
り
─
─
。
そ
う
い
う
一
部
を
描
き
な

が
ら
、
全
部
世
界
と
繋
が
っ
て
い
て
、
さ
ら
に
は
宇

宙
に
す
ら
繋
が
っ
て
い
く
、
と
い
う
。
そ
う
い
う
世

界
の
捉
え
方
を
す
る
人
が
大
正
期
の
画
家
に
は
わ
り

と
多
い
ん
で
す
。
村
上
華
岳
、
入
江
波
光
、
だ
い
た

い
あ
の
時
代
の
人
に
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し

て
。
で
、
こ
の
感
覚
が
、
私
が
教
鞭
を
と
る
大
学
の

日
本
画
の
学
生
に
今
も
引
き
継
が
れ
て
い
ま
し
て
、

今
の
学
生
も
ひ
た
す
ら
、
修
行
の
よ
う
に
写
生
を
す

る
ん
で
す
よ
。
本
当
に
修
行
の
よ
う
で
す
。
何
日
も

か
け
て
、
た
と
え
ば
石
こ
ろ
だ
け
を
描
け
と
か
、
木

の
幹
の
肌
だ
け
を
描
け
と
か
。
こ
れ
は
ね
、
も
は
や
、

絵
が
う
ま
く
な
る
た
め
の
練
習
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ

ね
。
対
象
と
向
き
合
っ
て
、
そ
こ
で
、
自
分
自
身
と

対
話
す
る
な
か
で
、
こ
の
世
界
の
宇
宙
に
繋
が
る
、

何
か
し
っ
か
り
し
た
、
根
の
生
え
た
も
の
を
受
け
取

る
と
い
う
よ
う
な
。
そ
う
し
た
感
覚
は
、
上
村
淳
之

先
生
も
お
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
花
や
鳥

を
描
き
な
が
ら
、
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
り
は
描

い
て
い
な
い
け
れ
ど
、
空
間
が
本
当
に
世
界
の
な
か

で
確
か
に
存
在
し
て
い
る
、
そ
の
存
在
化
と
い
う
も

の
を
表
現
す
る
こ
と
が
重
要
な
ん
で
す
。
若
い
学
生

も
、
そ
こ
の
気
持
ち
は
す
ご
く
持
っ
て
い
る
ん
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
な
か
な
か
そ
の
表
現
が
至
ら
な
く

て
で
す
ね
…
。
や
は
り
、
い
き
な
り
「
象
徴
空
間
」

を
描
こ
う
と
思
っ
て
も
難
し
い
ん
で
す
よ
ね
。

榊
原 

あ
る
意
味
で
は
哲
学
の
世
界
で
も
あ
り
ま
す

ね
。

田
島 

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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は
じ
め
に

　

太
田
喜
二
郎
（
一
八
八
三
〜
一
九
五
一１

、
図
①
）
は
、
京
都
生
ま
れ
の
洋
画

家
で
あ
る
。
東
京
美
術
学
校
で
黒
田
清
輝
、
藤
島
武
二
ら
に
洋
画
を
学
ん
で
後
、

ベ
ル
ギ
ー
で
エ
ミ
ー
ル
･
ク
ラ
ウ
ス
に
師
事
し
、
点
描
技
法
に
よ
っ
て
ま
ば
ゆ

い
光
を
と
ら
え
る
ベ
ル
ギ
ー
の
印
象
派
の
技
法
を
身
に
つ
け
る
。
帰
国
後
は
京

都
を
拠
点
に
し
て
、
文
展
や
帝
展
な
ど
官
展
へ
の
出
品
を
重
ね
る
と
同
時
に
、

後
進
の
指
導
に
尽
力
し
た
。
し
か
し
、
大
正
後
期
以
後
の
太
田
喜
二
郎
の
活
動
、

特
に
美
術
界
で
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。

　

稿
者
は
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
か
ら
太
田
喜
二
郎
旧
蔵
資
料
群
の
調
査
を
始
め
た
。
そ
の
資
料
群
の
中
に

「
京
都
洋
画
家
連
盟
」
に
関
す
る
一
件
綴
り
（
図
②
・
図
③
、
個
人
蔵
）
が
あ
り
、
京
都
洋
画
家
連
盟
の
規
約
・
名
簿

な
ど
が
綴
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
太
田
自
筆
に
よ
る
連
盟
結
成
の
経
緯
説
明
が
メ
モ
書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
（
資
料
①
参

照
）。

　

稿
者
は
以
前
、
京
都
日
本
画
家
連
盟
の
結
成
事
情
の
詳
細
に
つ
い
て
、
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る２

。
京
都
日
本
画
家
連

盟
は
、
現
在
も
続
く
京
都
の
日
本
画
家
の
団
体
、
京
都
日
本
画
家
協
会
の
前
身
で
、
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
四
月

十
日
、
竹
内
栖
鳳
、
菊
池
契
月
、
西
山
翠
嶂
、
川
村
曼
舟
、
橋
本
関
雪
を
顧
問
と
し
て
結
成
さ
れ
た３

。
こ
の
連
盟
が
結

成
さ
れ
た
背
景
に
は
、
戦
時
体
制
下
の
停
滞
し
た
状
況
が
あ
っ
た
。
日
中
戦
争
が
激
し
さ
を
増
す
な
か
で
、
物
資
の
節

約
か
ら
展
覧
会
へ
の
出
品
に
も
統
制
が
加
え
ら
れ
、
作
品
の
寸
法
や
点
数
な
ど
も
制
限
さ
れ
た
。
京
都
日
本
画
家
連
盟

図①　太田喜二郎肖像写真
個人蔵
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太田喜二郎と京都洋画家連盟

図②　�太田喜二郎「京都洋画家連盟」
一件綴り（表紙）　個人蔵

が
創
設
さ
れ
た
昭
和
十
六
年
の
十
二
月
八
日
に
は
ハ
ワ
イ
真
珠
湾

攻
撃
が
行
わ
れ
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、

京
都
日
本
画
家
連
盟
は
献
納
画
展
を
た
び
た
び
開
催
し
、
聖
戦
完

遂
に
動
員
さ
れ
る
。

　

昭
和
十
八
年
五
月
十
八
日
に
は
、
京
都
日
本
画
家
連
盟
と
京
都

洋
画
家
連
盟
、
京
都
彫
塑
家
連
盟
、
京
都
工
芸
家
連
盟
を
統
合
し

て
日
本
美
術
及
工
芸
統
制
協
会
京
都
支
部
が
結
成
さ
れ
、
日
本
画

家
の
金
島
桂
華
が
支
部
長
と
な
り
、
事
務
局
は
京
都
府
商
工
課
内

に
置
か
れ
た４

。
こ
の
日
本
美
術
及
工
芸
統
制
協
会
は
、
全
国
の
美

術
工
芸
家
へ
の
制
作
資
材
の
配
給
を
引
き
受
け
た
団
体
で
、
会
員

の
技
量
と
経
歴
を
査
定
し
、
資
料
配
給
受
給
者
を
無
鑑
査
、
甲
種
、

乙
種
、
丙
種
と
い
う
よ
う
に
わ
け
、
資
材
受
給
料
の
順
位
を
決
定

す
る
な
ど
し
た５

。

　

こ
の
よ
う
に
戦
時
下
京
都
の
日
本
画
家
は
連
盟
を
結
成
す
る
こ

と
で
、
制
作
資
材
の
配
給
を
得
、
ま
た
献
納
画
展
な
ど
を
開
い
た

ほ
か
、
戦
局
が
悪
化
し
た
昭
和
二
十
年
に
は
特
攻
隊
遺
族
へ
の
慰

問
、
職
域
国
民
義
勇
隊
の
編
成
な
ど
も
懇
談
し
た
と
い
う６

。

　

日
本
画
壇
が
こ
の
よ
う
な
動
き
を
し
た
の
に
対
し
、
京
都
の
洋

図③　�太田喜二郎「京都洋画家連盟」
一件綴り（中）　個人蔵
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画
壇
は
ど
の
よ
う
な
動
き
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
太
田
旧
蔵
の
「
京
都
洋
画
家
連
盟
」
一
件
綴
り
を
も
と

に
し
て
、
従
来
あ
ま
り
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
京
都
洋
画
家
連
盟
の
詳
細
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
大
正
・
昭
和
期
の

京
都
洋
画
史
に
お
け
る
太
田
の
位
置
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

1
．
太
田
喜
二
郎
と
は

　

太
田
喜
二
郎
は
、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
十
二
月
一
日
、
京
都
･
西
陣
の
織
物
商
の
家
に
生
ま
れ
た
。
小
学
校

に
入
学
し
た
頃
か
ら
絵
が
好
き
で
、
京
都
府
尋
常
中
学
校
（
明
治
三
二
年
に
京
都
府
立
第
一
中
学
校
と
改
称
）
に
進
学

す
る
と
、
在
学
当
時
の
図
画
教
員
で
あ
っ
た
矢
野
倫
眞
に
学
び
、
洋
画
を
志
す
よ
う
に
な
る７

。
中
学
時
代
の
親
友
が
岩

村
透
の
弟
だ
っ
た
と
い
う
縁
も
あ
り
、
明
治
三
五
年
の
中
学
卒
業
後
に
は
東
京
へ
出
て
、
東
京
外
国
語
学
校
で
英
語
を

学
ぶ
と
同
時
に
、
白
馬
会
洋
画
研
究
所
に
通
っ
て
絵
を
学
ん
だ
。
翌
年
に
は
東
京
美
術
学
校
に
入
学
す
る
が
、
一
方
で

図④　�太田喜二郎《赤い日傘》�
大正元年（1912年）　�
新潟大学蔵

図⑤　�太田喜二郎《小憩》大正４年�
（1915年）　京都府蔵�
（京都文化博物館管理）

は
東
京
外
国
語
学
校

英
語
科
を
卒
業
す
る

と
今
度
は
仏
語
科
に

入
学
し
、
フ
ラ
ン
ス

語
を
学
ん
だ
。
画
学

修
業
と
並
行
し
て
語

学
を
身
に
つ
け
た
太
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太田喜二郎と京都洋画家連盟

田
は
、
明
治
四
一
年
に
卒
業
す
る
と
ベ
ル
ギ
ー
に
留
学
を
す
る
。
ベ
ル
ギ
ー
の
印
象
派
の
画
家
･
エ
ミ
ー
ル
･
ク
ラ
ウ

ス
の
指
導
を
受
け
、
ま
た
ガ
ン
市
立
美
術
学
校
で
も
学
ん
で
い
る
。
留
学
中
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
旅
し
、
大
正
二

（
一
九
一
三
）
年
九
月
に
帰
国
す
る
。

　

帰
国
後
の
太
田
は
、
滞
欧
中
に
描
い
た
代
表
作
《
赤
い
日
傘
》（
大
正
元
年
、
新
潟
大
学
蔵
、
図
④
）
の
ほ
か
、
日

本
の
風
景
を
明
る
い
色
彩
の
点
描
で
描
い
た
作
品
（
図
⑤
な
ど
）
を
発
表
し
、
文
展
等
で
受
賞
を
重
ね
、
脚
光
を
浴
び

る
よ
う
に
な
る
。
太
田
の
点
描
表
現
に
は
賛
否
両
論
あ
っ
た
が
、
文
展
で
は
大
正
五
年
に
は
推
薦
と
な
り
、
そ
の
地
位

を
確
固
と
し
て
い
っ
た
。

　

大
正
六
年
八
月
に
は
、
太
田
は
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校
・
絵
画
専
門
学
校
両
校
講
師
を
嘱
託
さ
れ
、
日
本
画
家
た

ち
に
デ
ッ
サ
ン
を
教
え
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
大
正
九
年
に
は
京
都
帝
国
大
学
工
学
部
講
師
を
嘱
託
さ
れ
、
今
度

は
建
築
を
志
す
学
生
た
ち
に
自
在
画
（
コ
ン
パ
ス
や
定
規
を
使
わ
ず
、
手
だ
け
で
描
く
図
画
の
こ
と
）
を
教
え
た
。
順

図⑥　�太田喜二郎《田植》昭和２年
（1927年）　京都府蔵�
（京都文化博物館管理）

図⑦　�太田喜二郎《黄海海戦下絵》�
昭和９年（1934年）頃　個人蔵

風
満
帆
に
見
え
る
が
、
こ
の
大

正
六
年
を
最
後
に
、
太
田
は
点

描
に
よ
る
描
写
方
法
を
や
め
、

平
た
く
塗
る
よ
う
な
描
き
方
へ

と
画
風
を
変
え
る
（
図
⑥
・
図

⑦
な
ど
参
照
）。
そ
の
後
も
帝

展
、
新
文
展
、
日
展
と
官
展
を

中
心
に
作
品
発
表
を
続
け
た
太
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田
は
、
官
展
系
の
関
西
洋
画
壇
の
中
心
人
物
の
一
人
と
し
て
活
躍
を
続
け
た
。
そ
し
て
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
十

月
二
七
日
、
脳
溢
血
で
死
去
。
享
年
六
七
歳
で
あ
っ
た
。

２
．
京
都
洋
画
家
連
盟
と
結
成
経
緯

　

京
都
洋
画
家
連
盟
は
、
規
約
（
資
料
②
）
に
よ
る
と
「
在
京
都
の
洋
画
家
と
し
て
の
職
域
奉
公
に
邁
進
す
る
た
め
報

国
精
神
の
下
に
協
同
し
て
諸
種
の
事
業
を
行
ひ
作
家
相
互
研
鑽
便
宜
を
図
り
後
進
誘
導
に
当
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

設
立
さ
れ
た
。
会
員
は
京
都
府
在
住
の
洋
画
家
で
、
京
都
市
展
（
京
都
市
美
術
展
覧
会
）
洋
画
部
で
三
回
以
上
の
入
選

者
並
に
受
賞
者
、
美
術
家
連
盟
の
加
入
者
で
京
都
に
在
住
し
て
い
る
者
、
他
は
委
員
会
の
承
諾
を
経
た
者
で
あ
っ
た
。

　

京
都
市
展
で
の
審
査
結
果
が
会
員
認
定
に
重
要
だ
っ
た
こ
と
、
連
盟
の
事
務
所
が
京
都
市
美
術
館
に
置
か
れ
た
こ
と
、

顧
問
に
京
都
市
教
育
局
長
及
び
京
都
市
文
化
課
長
が
な
り
、
参
与
に
京
都
市
文
化
課
主
事
、
京
都
市
美
術
館
主
事
、
京

都
市
美
術
館
嘱
託
職
員
等
が
な
っ
た
こ
と
を
考
え
て
も
、
京
都
市
・
京
都
市
美
術
館
が
洋
画
家
連
盟
を
主
導
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

幹
事
は
川
端
弥
之
助
、
錦
義
一
郎
、
今
井
憲
一
が
務
め
た
。
川
端
弥
之
助
（
一
八
九
三
〜
一
九
八
一
）
は
京
都
生
ま

れ
の
洋
画
家
で
、
太
田
喜
二
郎
よ
り
十
歳
年
下
、
一
世
代
後
の
洋
画
家
で
あ
る
。
京
都
府
立
第
一
中
学
校
を
経
て
、
慶

應
義
塾
大
学
法
学
科
を
卒
業
後
、
大
正
九
年
に
は
二
科
展
に
初
入
選
を
果
た
し
、
十
一
年
渡
仏
、
パ
リ
で
ア
カ
デ
ミ

ー
・
コ
ラ
ロ
ッ
シ
に
入
り
、
シ
ャ
ル
ル
・
ゲ
ラ
ン
に
師
事
す
る
。
サ
ロ
ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ
に
も
入
選
を
果
た
し
て
十
四

年
に
帰
国
し
、
以
後
は
春
陽
会
に
出
品
を
続
け
た
。
昭
和
十
四
年
に
は
会
員
に
推
挙
さ
れ
て
い
る
。
錦
義
一
郎
（
一
八
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九
八
〜
一
九
六
二
）
は
韓
国
に
生
ま
れ
、
大
正
五
年
に
京
都
へ
出
て
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
で
日
本
画
を
学
び
、
卒

業
後
は
日
本
画
家
の
木
島
櫻
谷
に
つ
い
た
が
、
や
が
て
洋
画
に
転
向
し
て
関
西
美
術
院
で
学
ん
だ
。
昭
和
二
年
の
白
堊

会
結
成
に
参
加
、
ま
た
二
科
会
で
活
躍
し
た
。
今
井
憲
一
（
一
九
〇
七
〜
一
九
八
八
）
は
さ
ら
に
若
い
世
代
の
洋
画
家

で
、
京
都
に
生
ま
れ
、
津
田
青
楓
洋
画
塾
で
学
び
、
は
じ
め
二
科
展
に
出
品
し
、
昭
和
八
年
よ
り
独
立
美
術
京
都
研
究

所
に
学
び
、
須
田
国
太
郎
に
師
事
し
た
。
独
立
展
、
京
都
市
展
に
出
品
し
た
。
超
現
実
主
義
的
作
風
を
特
徴
と
し
、
風

景
と
静
物
を
組
み
合
わ
せ
、
暗
色
を
基
調
と
す
る
色
彩
で
独
自
の
絵
画
空
間
を
構
築
し
た
。

　

こ
の
三
人
が
幹
事
を
務
め
て
は
い
る
が
、
太
田
の
自
筆
メ
モ
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
京
都
洋
画
家
連
盟
を
作
ろ
う
と

し
た
の
は
、
京
都
市
展
二
部
（
洋
画
）
の
審
査
員
を
し
て
い
た
黒
田
重
太
郎8

、
田
中
善
之
助9

、
須
田
国
太
郎10

、
太
田
喜

二
郎
、
大
橋
孝
吉11

、
鹿
子
木
孟
郎
だ
っ
た
。

　

京
都
洋
画
家
連
盟
の
結
成
の
経
緯
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
昭
和
十
五
年
十
二
月
十
三
日
に
、
太
田
は
京
都
市
役
所

の
中
村
、
原
を
訪
ね
て
、
京
都
洋
画
家
連
盟
を
作
る
こ
と
を
相
談
し
、
快
諾
を
得
て
い
る
。
そ
し
て
、
翌
日
、
京
都
市

美
術
館
事
務
所
に
京
都
市
役
所
の
中
村
、
原
、
西
野
、
京
都
市
展
二
部
審
査
員
の
黒
田
、
田
中
、
須
田
、
大
橋
、
太
田

（
た
だ
し
、
鹿
子
木
は
欠
席
）
が
集
ま
っ
て
相
談
し
、
京
都
洋
画
家
連
盟
の
規
約
な
ど
を
定
め
る
。
そ
し
て
、
同
月
二

一
日
に
は
、
鹿
子
木
を
含
め
た
審
査
員
六
名
を
発
起
人
と
し
て
、
京
都
洋
画
家
連
盟
の
結
成
相
談
の
通
知
を
送
り
、
二

四
日
に
会
合
を
行
い
、
京
都
洋
画
家
連
盟
は
成
立
し
た
。

　

こ
う
し
て
成
立
し
た
京
都
洋
画
家
連
盟
で
は
あ
る
が
、
正
式
に
動
き
出
す
の
は
二
年
後
の
昭
和
十
七
年
の
年
末
か
ら

で
あ
っ
た
。
戦
況
が
進
む
に
連
れ
石
炭
が
不
足
し
、
冬
に
各
研
究
所
（
黒
田
が
指
導
す
る
関
西
美
術
院
、
須
田
が
指
導

す
る
独
立
美
術
京
都
研
究
所
、
太
田
が
指
導
す
る
紫
野
洋
画
研
究
所
）
で
モ
デ
ル
写
生
を
行
う
際
に
支
障
が
あ
る
た
め
、
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石
炭
の
配
給
を
受
け
る
た
め
の
希
望
を
連
盟
で
出
す
た
め
に
、
連
盟
発
会
式
を
挙
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ

も
、
太
田
と
黒
田
、
田
中
、
須
田
、
川
端
、
錦
、
今
井
で
相
談
、
協
議
し
て
す
す
め
て
い
る
。

　

翌
年
一
月
九
日
に
京
都
市
公
会
堂
で
、
京
都
洋
画
家
連
盟
の
結
成
式
が
開
催
さ
れ
る
。
そ
の
次
第
は
資
料
③
に
あ
る

よ
う
に
、
都
鳥
、
太
田
、
黒
田
、
川
端
、
須
田
、
田
中
、
今
井
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
錦
、
大
橋
を
加
え
た

メ
ン
バ
ー
が
京
都
洋
画
家
連
盟
の
中
核
で
あ
り
、
且
つ
当
時
の
京
都
洋
画
界
の
実
力
者
と
目
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
後
、
一
月
十
八
日
か
ら
洋
画
家
連
盟
で
は
陸
海
軍
へ
画
を
献
納
す
る
た
め
に
動
き12

、
一
月
二
五
日
に
は
当
初
の

目
的
で
あ
っ
た
石
炭
配
給
を
請
願
す
る
た
め
に
も
動
く
な
ど
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
月
に
は
無
事
石
炭
の
配
給
を
受

け
、
ま
た
市
主
催
の
献
納
画
展
も
開
い
て
い
る
。

　

京
都
日
本
画
家
連
盟
と
同
様
に
、
京
都
洋
画
家
連
盟
も
制
作
活
動
の
た
め
の
物
資
の
配
給
を
得
る
必
要
が
あ
り
、
大

同
団
結
し
て
連
盟
を
作
り
、
献
納
画
展
を
す
る
な
ど
の
活
動
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。

３
．
大
正
・
昭
和
戦
前
期
の
京
都
洋
画
史
素
描

　

最
後
に
、
大
正
・
昭
和
戦
前
期
の
京
都
洋
画
史
の
流
れ
を
簡
単
に
振
り
返
り
、
京
都
洋
画
家
連
盟
結
成
の
中
心
と
な

っ
た
メ
ン
バ
ー
（
太
田
、
黒
田
、
田
中
、
須
田
、
大
橋
、
川
端
、
錦
、
今
井
）
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
か
を

簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

既
に
原
田
平
作
氏
が
「
日
本
の
洋
画
と
京
都
の
洋
画
」（『
叢
書
・
京
都
の
美
術
Ⅱ　

京
都
の
洋
画　

資
料
研
究
』
京



23

太田喜二郎と京都洋画家連盟

都
市
美
術
館
、
昭
和
五
五
年
）
の
中
で
、
京
都
洋
画
史
を
次
の
六
期
に
わ
け
て
考
察
を
さ
れ
て
い
る
。

①
〜
明
治
二
三
年　
　
　
　
　

：
洋
画
へ
の
関
心
か
ら
京
都
府
画
学
校
西
宗
の
閉
鎖
ま
で
。

②
明
治
二
四
年
〜
明
治
三
九
年
：
家
塾
の
時
代
か
ら
関
西
美
術
会
の
設
立
、
関
西
美
術
院
の
発
足
ま
で
。

③
明
治
四
〇
年
〜
大
正
十
四
年
：
文
展
・
帝
展
及
び
二
科
会
な
ど
と
の
関
係
。

④
昭
和
元
年
〜
昭
和
二
十
年　

：
日
本
調
と
新
様
式
の
流
入
。

⑤
昭
和
二
一
年
〜
昭
和
四
〇
年
：
諸
団
体
へ
の
参
加
と
国
際
性
の
認
識
。

⑥
昭
和
四
一
年
〜　
　
　
　
　

：
諸
大
学
の
発
足
と
新
た
な
る
展
望

　

第
一
世
代
（
①
）
は
田
村
宗
立
や
京
都
府
画
学
校
西
宗
で
活
躍
し
た
人
物
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
第
二
世
代
（
②
）

は
明
治
三
四
年
に
設
立
さ
れ
た
関
西
美
術
会
で
活
躍
し
た
画
家
た
ち
や
、
明
治
三
五
年
に
京
都
に
来
た
浅
井
忠
を
中
心

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
の
京
都
洋
画
史
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
も
比
較
的
多
く
、
そ

の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

第
三
世
代
（
③
）、
第
四
世
代
（
④
）
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
明
治
四
十
年
に
浅
井
が
亡
く
な
っ
た
後
、
鹿
子

木
が
京
都
洋
画
壇
の
中
心
と
な
る
も
の
の
、
大
正
四
年
に
は
関
西
美
術
院
を
太
田
喜
二
郎
に
任
せ
て
渡
仏
し
、
帰
国
し

た
の
は
七
年
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
関
西
美
術
会
で
は
大
正
八
年
頃
会
員
間
で
紛
争
が
あ
り
、
大
正
十
年
に
は
委
員
制
度

を
導
入
し
、
太
田
、
澤
部
清
五
郎
、
田
中
、
黒
田
、
霜
鳥
之
彦
（
正
三
郎
）、
森
脇
忠
、
国
松
桂
溪
、
須
田
、
加
藤
源

之
助
、
川
端
、
里
見
勝
蔵
、
富
本
憲
吉
、
河
井
寛
次
郎
、
新
井
謹
也
が
委
員
に
推
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
大
正
半
ば
に
は
、
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鹿
子
木
か
ら
太
田
、
黒
田
、
須
田
ら
の
世
代
に
、
京
都
洋
画
壇
の
舵
取
り
の
中
心
が
移
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
人
選
は
官
展
系
の
太
田
、
二
科
会
系
の
黒
田
、
独
立
系
の
須
田
と
い
う
よ
う
に
、
各
団
体
に
目
配
せ
も
し

た
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

さ
ら
に
昭
和
に
入
る
と
、
前
衛
美
術
が
流
入
し
、
京
都
で
も
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
影
響
を
受
け
た
画
家
と
し
て
、

北
脇
昇
、
小
牧
源
太
郎
、
今
井
憲
一
な
ど
が
現
れ
、
頭
角
を
出
し
て
く
る13

。

　

こ
う
し
て
、
京
都
洋
画
家
連
盟
が
結
成
さ
れ
る
昭
和
十
五
年
に
な
る
と
、
京
都
洋
画
壇
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
は

太
田
（
官
展
系
）、
黒
田
（
二
科
会
系
）、
田
中
（
春
陽
会
系
）、
須
田
（
独
立
系
）、
大
橋
（
国
画
会
系
）
で
あ
り
、
彼

ら
は
京
都
に
お
け
る
各
派
の
代
表
格
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
次
の
世
代
に
い
た
の
が
川
端
（
春
陽
会
系
）、
錦

（
二
科
会
系
）、
今
井
（
独
立
系
）
で
あ
り
、
彼
ら
が
連
盟
の
幹
事
を
務
め
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
太
田
喜
二
郎
旧
蔵
資
料
の
う
ち
「
京
都
洋
画
家
連
盟
」
一
件
綴
り
を
も
と
に
、
京
都
洋
画
家
連
盟
の
詳
細
、

結
成
の
経
緯
や
活
動
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
。
そ
の
上
で
、
太
田
喜
二
郎
が
京
都
洋
画
史
上
、
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ

る
の
か
を
素
描
的
に
で
は
あ
る
が
、
確
認
し
た
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
戦
時
下
に
物
資
が
不
足
す
る
中
で
、
各
洋
画
研
究
所
で
の
石
炭
の
不
足
か
ら
モ
デ
ル
写
生
が
で
き

な
い
こ
と
に
困
り
、
配
給
を
得
る
こ
と
が
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
り
、
連
盟
結
成
の
動
き
が
起
き
た
の
で
あ
っ
た
。
中

心
と
な
っ
た
の
は
、
京
都
市
展
審
査
員
を
し
て
い
た
黒
田
、
田
中
、
須
田
、
太
田
、
大
橋
ら
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
川
端
、
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錦
、
今
井
を
幹
事
に
据
え
て
、
京
都
洋
画
家
連
盟
を
発
足
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
石
炭
等
の
配
給
を
得
る
と
と
も
に
、
献

納
画
展
を
す
る
な
ど
の
活
動
も
行
っ
た
。

　

太
田
を
は
じ
め
と
し
た
連
盟
の
中
心
メ
ン
バ
ー
は
、
浅
井
、
鹿
子
木
の
後
、
大
正
中
期
以
降
か
ら
関
西
美
術
会
の
中

核
を
担
っ
て
い
っ
た
画
家
た
ち
で
あ
り
、
官
展
、
二
科
会
、
春
陽
会
、
独
立
、
国
画
会
の
各
派
を
そ
れ
ぞ
れ
に
代
表
す

る
人
物
で
も
あ
っ
た
。
戦
時
期
に
は
も
は
や
重
鎮
と
な
っ
て
い
た
彼
ら
は
、
今
井
ら
次
の
世
代
に
運
営
を
任
せ
つ
つ
も
、

連
盟
の
結
成
の
背
後
に
い
た
の
で
あ
っ
た
。

註1　

太
田
喜
二
郎
に
つ
い
て
は
、
主
に
下
記
論
文
・
図
録
等
を
参
照
。

中
谷
至
宏
「
太
田
喜
二
郎
と
日
本
の
点
描
」『
平
成
六
年
度
京
都
市
美
術
館
年
報
』
平
成
八
年
三
月
。

山
田
真
規
子
「
太
田
喜
二
郎
の
サ
ン
ピ
エ
ー
ル
寺
連
作
に
つ
い
て
」『
姫
路
市
立
美
術
館
研
究
紀
要
』
第
十
五
号
、
平
成
二
八

年
三
月
。

『
京
都
の
画
家
と
考
古
学
─
─
太
田
喜
二
郎
と
濱
田
耕
作
─
─
』
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
京
都
文
化
博
物
館
、
平
成
二
九
年
。

拙
稿
「
太
田
喜
二
郎
研
究
─
─
そ
の
画
業
と
生
涯
」
並
木
誠
士（
編
）『
近
代
京
都
の
美
術
工
芸
─
─
制
作
・
流
通
・
鑑
賞
─
─
』

思
文
閣
出
版
、
平
成
三
一
年
。

『
太
田
喜
二
郎
と
藤
井
厚
二
─
─
日
本
の
光
を
追
い
求
め
た
画
家
と
建
築
家
』
青
幻
舎
、
平
成
三
一
年
。

『
近
代
文
化
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

太
田
喜
二
郎
の
周
辺
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
み
や
こ
の
学
術
資
源
研
究
・
活
用
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
、
令
和
三
年
。

2　

拙
稿
「
京
都
日
本
画
家
協
会
の
歴
史
」『
京
都
文
化
博
物
館
研
究
紀
要　

朱
雀
』
第
二
三
集
、
平
成
二
三
年
三
月
。

3　
「
画
壇
鳥
瞰　

日
本
画
家
聯
盟
結
成
さ
る
」『
塔
影
』
十
七
巻
四
号
、
昭
和
十
六
年
四
月
。
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4　

赤
田
正
一
「
京
都
日
本
画
家
協
会
」『
京
都
芸
術
家
国
民
健
康
保
険
組
合
三
十
周
年
史　

第
2
巻　

ザ
･
ぷ
ろ
ふ
い
る
』
京
都

芸
術
家
国
民
健
康
保
険
組
合
、
昭
和
六
十
年
。

5　
「
伝
統
の
技
芸
品
製
作　

公
共
の
用
途
へ
優
先
」『
朝
日
新
聞
』
昭
和
十
八
年
九
月
三
十
日
。「
技
倆
に
応
じ
て
資
材
を
配
給
」

『
読
売
新
聞
』
昭
和
十
九
年
一
月
十
三
日
。「
無
鑑
査
は
千
二
十
名
」『
朝
日
新
聞
』
昭
和
十
九
年
一
月
二
七
日
。「
絵
具
類
の
配

給
量
決
る
」『
読
売
新
聞
』
昭
和
十
九
年
五
月
十
二
日
。

6　

橋
本
喜
三
『
京
都
画
壇
』
三
彩
社
、
昭
和
四
三
年
。

7　

黒
田
重
太
郎
『
改
訂
版　

京
都
洋
画
の
黎
明
期
』
山
崎
書
店
、
2
0
0
6
年
増
補
改
訂
版
、
1
9
4
7
年
初
版
。

8　

黒
田
重
太
郎
（
一
八
八
七
〜
一
九
七
〇
）
は
滋
賀
県
大
津
市
に
生
ま
れ
、
明
治
三
七
年
に
鹿
子
木
孟
郎
に
入
門
し
て
洋
画
を
学

ん
だ
後
、
翌
年
に
は
聖
護
院
洋
画
研
究
所
に
入
り
、
浅
井
忠
の
指
導
を
受
け
た
。
大
正
七
年
、
十
年
と
渡
仏
し
、
帰
国
後
は
二

科
会
に
参
加
し
て
、
作
品
を
発
表
し
た
。
十
三
年
、
大
阪
に
信
濃
橋
洋
画
研
究
所
を
開
設
、
昭
和
十
二
年
に
は
全
関
西
洋
画
研

究
所
を
設
立
す
る
な
ど
、
関
西
洋
画
壇
を
牽
引
し
た
。

9　

田
中
善
之
助
（
一
八
八
九
〜
一
九
四
六
）
は
京
都
・
西
陣
に
生
ま
れ
、
明
治
三
八
年
に
聖
護
院
洋
画
研
究
所
に
入
り
、
翌
年
に

は
浅
井
忠
の
内
弟
子
と
な
っ
て
洋
画
を
学
ぶ
。
四
四
年
に
は
黒
猫
会
（
シ
ャ
・
ノ
ア
ー
ル
）
に
参
加
。
大
正
九
年
か
ら
十
一
年

に
か
け
て
渡
欧
し
、
帰
国
後
は
春
陽
会
、
関
西
美
術
院
な
ど
で
活
躍
し
た
。
昭
和
七
年
に
は
、
新
興
美
術
協
会
を
創
立
す
る
な

ど
も
し
た
。

10　

須
田
国
太
郎
（
一
八
九
一
〜
一
九
六
一
）
は
京
都
市
中
京
区
に
生
ま
れ
、
第
三
高
等
学
校
入
学
後
か
ら
独
学
で
油
絵
を
は
じ
め
、

京
都
帝
国
大
学
文
科
大
学
で
美
学
・
美
術
史
を
学
び
、
大
学
院
へ
も
進
学
。
大
正
六
年
に
関
西
美
術
院
へ
入
っ
て
都
鳥
英
喜
ら

に
デ
ッ
サ
ン
を
学
び
、
翌
年
に
は
大
学
院
を
退
学
し
、
八
年
か
ら
十
二
年
に
か
け
て
渡
欧
し
た
。
帰
国
後
は
独
立
美
術
協
会
会

員
と
な
り
、
ま
た
独
立
美
術
京
都
研
究
所
で
実
技
指
導
に
も
あ
た
っ
た
。

11　

大
橋
孝
吉
（
一
八
九
八
〜
一
九
八
四
）
は
京
都
市
に
生
ま
れ
、
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校
・
同
市
立
絵
画
専
門
学
校
で
日
本
画

を
学
ん
だ
後
、
川
端
画
学
校
で
洋
画
を
学
ぶ
。
大
正
十
三
年
か
ら
昭
和
二
年
ま
で
渡
欧
し
、
帰
国
後
は
国
画
創
作
協
会
展
に
出
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品
、
新
文
展
な
ど
に
も
出
品
し
た
。

12　

弘
中
智
子
・
清
水
智
世
『
さ
ま
よ
え
る
絵
筆
─
─
東
京
・
京
都　

戦
時
下
の
前
衛
画
家
た
ち
』
み
す
ず
書
房
、
令
和
三
年
。

13　

前
掲
註
12
な
ど
参
照
。

資
料
①　

太
田
喜
二
郎
旧
蔵
「
京
都
洋
画
家
連
盟
」
一
件
の
内
容

・
昭
和
十
五
年
十
一
月
付
の
美
術
団
体
連
盟
規
約

・
昭
和
十
五
年
十
二
月
付
の
国
画
会
の
声
明
書

・
昭
和
十
八
年
一
月
二
八
日
付
け
の
京
都
洋
画
家
連
盟
の
「
洋
画
研
究
所
暖
炉
用
石
炭
特
別
配
給
に
付
願
書
」

・
京
都
洋
画
家
連
盟
規
約
・
名
簿

・
有
島
生
馬
「
新
体
制
と
美
術
団
体
」（『
知
性
』
昭
和
十
六
年
新
年
号
）
抜
刷

・
昭
和
十
七
年
七
月
十
二
日
付
の
太
田
喜
二
郎
宛
美
術
家
連
盟
の
領
収
書

・
昭
和
十
五
年
十
一
月
二
四
日
付
の
美
術
団
体
連
盟
会
報

・
第
五
回
市
展
審
査
委
員
・
委
員
名
簿

・
昭
和
十
五
年
十
二
月
十
三
日
付
の
太
田
喜
二
郎
宛
中
村
長
太
郎
（
京
都
美
術
館
長
事
務
取
扱
）
書
簡
（
来
駕
依
頼
）

・
太
田
喜
二
郎
自
筆
の
京
都
洋
画
家
連
盟
結
成
経
緯
メ
モ
（
資
料
③
）

・
京
都
洋
画
家
連
盟
規
約

・
第
五
回
市
展
洋
画
部
委
員
名
（
住
所
録
）［
今
井
、
錦
、
川
端
の
名
前
の
上
に
鉛
筆
で
丸
印
あ
り
］

・
昭
和
十
六
年
一
月
十
二
日
付
の
太
田
喜
二
郎
宛
美
術
懇
談
会
世
話
人
書
簡
（
会
合
招
待
）

・
京
都
洋
画
家
連
盟
規
約
草
稿
（
三
種
類
）

・
新
聞
記
事
（
朝
日
新
聞
一
月
八
日
朝
、
京
都
新
聞
一
月
十
日
）

・
太
田
喜
二
郎
の
美
術
家
連
盟
会
員
証
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・
太
田
喜
二
郎
宛
洋
画
家
連
盟
領
収
書

・
昭
和
十
八
年
一
月
二
八
日
付
の
京
都
洋
画
家
連
盟
の
「
洋
画
研
究
所
暖
炉
用
石
炭
特
別
配
給
ニ
付
願
書
」
草
稿

・
太
田
喜
二
郎
宛
京
都
洋
画
家
連
盟
の
献
納
画
「
水
車
」「
冬
の
山
」
の
領
収
書

・
京
都
洋
画
家
連
盟
の
舞
鶴
鎮
守
府
へ
の
献
納
画
依
頼
書
類

・
昭
和
十
八
年
六
月
十
五
日
付
の
太
田
喜
二
郎
宛
日
本
美
術
報
国
会
第
二
部
書
簡
（「
日
本
美
術
報
国
会
創
立
総
会
に
於
け
る
後

藤
副
総
裁
挨
拶
」「
同
横
山
会
長
の
挨
拶
」「
日
本
美
術
及
工
芸
統
制
協
会
創
立
総
会
に
於
け
る
副
総
裁
挨
拶
」
お
よ
び
会
合
招

待
に
つ
い
て
）

・
日
本
美
術
報
国
会
名
誉
会
員
及
役
員
名
簿
（
昭
和
十
八
年
五
月
十
八
日
）

・
日
本
美
術
報
国
会
入
会
案
内
・
定
款
（
抄
）（
昭
和
十
八
年
七
月
）

・
太
田
喜
二
郎
宛
日
本
美
術
報
国
会
の
入
会
承
認
書
、
領
収
書
（
昭
和
十
八
年
九
月
四
日
）

・
太
田
喜
二
郎
宛
日
本
美
術
及
工
芸
統
制
協
会
の
受
領
証
（
昭
和
十
八
年
八
月
廿
五
日
、
同
年
九
月
十
八
日
）

・
太
田
喜
二
郎
宛
日
本
画
製
作
資
材
統
制
協
会
京
都
支
部
の
領
収
書
（
昭
和
十
八
年
九
月
十
八
日
）

・
太
田
喜
二
郎
の
業
務
用
絵
絹
購
入
票
（
日
本
美
術
及
工
芸
統
制
協
会
、
昭
和
十
八
年
十
二
月
三
一
日
）

資
料
②　

京
都
洋
画
家
連
盟　

規
約
・
名
簿
（
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
た
。
／
は
原
文
で
は
行
が
替
わ
る
こ
と
を
示
す
）

　

京
都
洋
画
家
連
盟

　

規
約

一
、
本
会
は
京
都
洋
画
家
連
盟
と
称
す

二
、�

本
会
は
在
京
都
の
洋
画
家
と
し
て
の
職
域
奉
公
に
邁
進
す
る
た
め
報
国
精
神
の
下
に
協
同
し
て
諸
種
の
事
業
を
行
ひ
作
家
相

互
研
鑽
便
宜
を
図
り
後
進
誘
導
に
当
る
を
以
て
目
的
と
す

三
、
本
会
は
京
都
府
在
住
の
左
記
洋
画
家
を
会
員
と
し
て
組
織
す
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京
都
市
美
術
展
覧
会
洋
画
部
委
員
三
回
以
上
の
入
選
者
並
に
受
賞
者

美
術
家
連
盟
加
入
者
に
し
て
京
都
に
在
住
せ
る
者

右
の
外
会
員
た
ら
ん
と
す
る
者
は
委
員
会
の
承
諾
を
経
る
を
要
す

四
、
本
会
は
原
則
と
し
て
毎
年
一
回
会
員
総
会
を
開
き
そ
の
年
度
に
於
け
る
事
業
の
方
針
を
決
定
す

五
、�
本
会
会
員
中
に
委
員
若
干
名
を
置
き
重
要
事
項
の
審
議
運
営
に
当
る
た
め
随
時
委
員
会
を
開
く　

委
員
会
は
委
員
数
三
分
の

二
以
上
の
出
席
を
以
て
成
立
し
出
席
委
員
過
半
数
の
賛
成
を
以
て
議
事
を
決
定
す

　
　

本
会
委
員
は
当
分
の
間
京
都
市
展
洋
画
部
委
員
を
以
て
之
に
充
つ

　
　

委
員
会
の
決
議
に
よ
り
之
を
増
員
す
る
こ
と
を
得

六
、
本
会
に
顧
問
及
び
参
与
若
干
名
を
置
き
重
要
事
項
を
諮
問
し
協
力
を
受
く

　
　

顧
問
及
び
参
与
の
委
嘱
期
間
は
当
該
公
職
在
任
中
と
す

七
、
本
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
委
員
中
互
選
を
以
て
幹
事
若
干
名
を
置
く

　
　

幹
事
の
任
期
は
一
ヶ
年
と
し
留
任
を
妨
げ
ず

八
、
会
員
は
年
額
金
貳
円
也
の
会
費
を
納
付
す
る
も
の
と
す

　
　

本
会
事
業
遂
行
上
必
要
を
生
じ
た
る
と
き
は
臨
時
に
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
あ
る
べ
し

　
　

本
会
の
会
計
年
度
は
暦
年
通
り
と
す

九
、
本
会
の
趣
旨
に
違
反
し
た
る
会
員
は
委
員
会
の
決
議
に
よ
り
除
名
す
る
こ
と
あ
る
べ
し

十
、
本
会
の
解
散
並
に
規
約
の
改
変
は
委
員
会
の
決
議
に
依
る

附
則

本
会
は
昭
和
十
八
年
一
月
九
日
を
以
て
成
立
す

本
会
事
務
所
を
京
都
市
美
術
館
内
に
置
く
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顧
問

京
都
市
教
育
局
長　

大
石
右
一

京
都
市
文
化
課
長　

中
村
隆
太
郎

大
政
翼
賛
会
府
支
部
実
践
部
長　

藤
田
徳
松

大
政
翼
賛
会
市
支
部
実
践
部
長　

村
田
昇
司

参
与

京
都
市
文
化
課
主
事　

西
野
厳
三

京
都
市
美
術
館
主
事　

河
村
泰
敏

京
都
市
美
術
館
嘱
託　

岡
部
三
郎

幹
事

川
端
弥
之
助
／
錦
義
一
郎
／
今
井
憲
一

委
員

伊
庭
傳
治
郎
（
二
科
会
会
友
）
／
井
垣
嘉
平
（
文
展
無
鑑
査
）
／
伊
谷
賢
蔵
（
二
科
会
会
員
）
／
池
田
治
三
郎
（
文
展
無
鑑
査
）
／
飯

田
清
毅
（
二
科
会
会
友
）
／
今
井
憲
一
（
独
立
美
術
会
友
）
私
立
女
美
術
講
師
／
岩
崎
又
二
郎
（
春
陽
会
出
品
者
）
平
安
女
学
院
講
師
／

伴
庄
兵
衛
（
文
展
出
品
者
）
／
錦
義
一
郎
（
二
科
会
会
員
）
／
都
鳥
英
喜
（
文
展
無
鑑
査
）
京
高
工
講
師
／
大
橋
孝
吉
（
文
展
無
鑑
査
）

／
太
田
喜
二
郎
（
文
展
審
査
員
）
京
大
、
絵
専
門
講
師
／
川
端
弥
之
助
（
春
陽
会
会
員
・
文
展
無
鑑
査
）
府
立
女
学
全
科
講
師
／
田
中
善

之
助
（
春
陽
会
会
員
・
文
展
無
鑑
査
）
／
坪
井
一
男
（
文
展
無
鑑
査
）
／
津
田
周
平
（
二
科
出
品
者
）
／
国
盛
義
篤
（
春
陽
会
会
員
・

文
展
無
鑑
査
）
／
黒
田
重
太
郎
（
二
科
会
会
員
）
／
松
村
綾
子
（
二
科
会
出
品
者
）
／
寺
松
國
太
郎
（
文
展
無
鑑
査
）
／
澤
部
清
五
郎
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（
川
嶋
織
物
所
図
案
部
長
）
／
水
清
公
子
（
二
科
会
出
品
者
）
／
霜
鳥
之
彦
（
京
高
工
教
授
）
／
森
脇
忠
（
文
展
無
鑑
査
）
／
須
田
国
太

郎
（
独
立
美
術
会
員
）

会
員

井
上
松
治　

石
田
與
夫　

井
澤
元
一
／
井
上
豊
久　

石
田
政
男　

巌
本
け
い
／
井
上
三
郎　

齋
淑
子　

池
西
吾
一
／
居
井
直
胤　

伊
藤
泰
造　

岩
崎
重
雄
／
出
水
四
郎　

服
部
喜
三　

原
田
潤
／
早
田
嘉
之　

原
藤
雄　

原
田
千
太
郎
／
原
野
一
衞　

服
部
勲　

長

谷
眞
次
郎
／
原
田
久
之
助　

西
村
五
郎　

西
田
静
子
／
西
川
純　

西
村
藤
雄　

西
田
秀
雄
／
堀
英
一　

本
田
圭
淵　

保
智
謹
也
／

戸
島
孚
雄　

徳
力
牧
之
助　

徳
永
玉
樹
／
近
森
巌
雄　

尾
崎
悌
之
助　

沖
嘉
一
郎
／
小
合
保
一
郎　

小
栗
美
二　

小
栗
千
鶴
子
／

大
橋
三
郎　

奥
田
輝
一
郎　

奥
山
藤
一
／
大
谷
元　

大
友
一
三　

奥
田
仁
／
川
戸
傳　

吉
加
江
清　

吉
倉
三
郎
／
横
地
直
子　

武

田
新
太
郎　

竹
内
満
佐
子
／
高
木
四
郎　

谷
川
順
一　

高
橋
竹
三
郎
／
高
橋
正
雄　

田
中
俊
夫　

田
村
清
一
／
高
松
仁　

竹
内
喜

助　

辻
井
新
十
郎
／
辻
平　

通
次
進　

塚
田
清
秀
／
辻
親
造　

成
瀬
十
郎　

中
澤
元
明
／
中
澤
一
典　

村
上
尚
雄　

上
島
悦
三
／

上
原
吉
郎　

兎
本
信
子　

山
田
憲
三
／
山
下
小
夜
武　

安
江
孝
治　

山
下
陸
奥
子
／
正
木
順
子　

松
尾
隆
夫　

松
本
正
子
／
藤
田

輝
世　

福
井
勇　

藤
井
義
晴
／
富
士
一
男　

藤
井
正
俊　

福
井
太
三
郎
／
小
石
原
勉　

近
藤
忠
雄　

小
山
壽
夫
／
小
牧
源
太
郎　

琴
塚
英
一　

小
南
桃
子
／
小
林
雨
郊　

小
林
正
雄　

榎
愛
子
／
淺
木
勝
之
助　

芦
田
泰
淳　

青
木
倉
繁
／
芦
田
卓　

佐
々
木
竺
子　

齋
藤
鐵
洲
／
齋
藤
眞
成　

北
原
元
七　

北
脇
昇
／
木
村
新
七　

木
村
和
子　

由
里
明
／
三
井
文
二　

南
素
行　

三
增
ヒ
サ
コ
／
箕

浦
照　

清
水
次
男　

篠
崎
貞
五
郎
／
島
津
冬
樹　

柴
田
惠　

柴
田
又
太
郎
／
柴
原
菖
造　

芝
千
秋　

志
水
操
／
下
郷
羊
雄　

清
水

平
作　

久
本
初
太
郎
／
関
口
俊
吾　

関
口
正
夫　

関
川
政
雄
／
杉
山
徳
昭　

鈴
木
は
る
み　

薄
田
芳
彦

資
料
③　

太
田
喜
二
郎
自
筆
の
京
都
洋
画
家
連
盟
結
成
経
緯
メ
モ

（
カ
タ
カ
タ
は
ひ
ら
が
な
に
改
め
た
。
＊
＊
＊
は
頁
が
変
わ
る
こ
と
を
示
す
。
□
は
判
読
で
き
な
か
っ
た
文
字
を
示
す
。）
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昭
和
十
五
年
十
二
月
十
三
日
朝

市
役
所
に
中
村
部
長�

原
課
長
を
訪
ひ
市
展
を
背
景
と
し
て
京
都
洋
画
家
の
連
盟
を
作
る
こ
と
を
依
頼
し
快
諾
を
得
た
り

十
二
月
十
四
日
午
後
二
時

美
術
館
事
務
所
楼
上
に
／
中
村
部
長
、
原
課
長
、
西
野
主
事
／
市
展
二
部
審
査
員
黒
田
、
田
中
、
須
田
、
大
橋
、
太
田
、（
鹿
子

木
欠
）
会
合
し
左
記
を
決
定
す

一　

会
名
を
京
都
洋
画（
マ
マ
）連

盟
と
称
す

一　

会
員
を
市
展
審
査
員
六
名�

委
員
十
七
名�

計
廿
六
（
マ
マ
）名
と
す
る

一　

部
長
課
長
を
顧
問
に
推
薦
す

一　

会
費　

主
に
通
信
費
に
使
用
す
る
為
め
各
自
負
担
す

一　

事
務
所
を
美
術
館
事
務
所
内
に
置
く

一　

審
査
員
を
発
起
人
と
な
し
委
員
に
十
二
月
廿
四
五
日
頃
参
集
の
通
知
を
発
し
相
談
す
、
本
会
は
本
日
成
立
す

一　

�

本
会
の
目
的
は
国
家
の
方
針
に
副
ひ
時
勢
の
推
移
に
即
応
し
得
べ
き
／
請
般
の
準
備
を
協
議
し
実
行
に
當
り
て
手
落
無
き
を

期
す

十
二
月
廿
一
日　

通
知
発
送

拝
啓　

時
勢
の
推
移
に
応
じ
国
家
に
副
ふ
為
に
市
展
洋
画
部
を
背
景
／
と
し
た
連
盟
を
作
る
こ
と
を
御
相
談
致
し
度
く
来
る
廿
四

日
午
後
二
時
／
美
術
館
事
務
所
へ
御
足
労
煩
は
し
度
く
此
般
御
依
頼
し
ま
す

　
　
　
　

発
起
人　

鹿
子
木　

太
田
／
黒
田　

田
中
／
須
田　

大
橋

十
二
月
廿
四
日　

午
後
二
時
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美
術
館
事
務
所
楼
上
に
て
会
合

出
席
者　

中
村
部
長　

西
野
主
事　

発
起
人
全
部

　
　
　
　

伊
庭
、
伊
藤
、
井
垣
、
池
田
、
飯
田
、
今
井
、
錦
、
都
鳥
、
川
端
、
坪
井
、
国
盛

　
　
　
　

寺
松
、
霜
鳥
、
森
脇

京
都
洋
画（
マ
マ
）連
盟
成
立

（
＊
人
名
略
）

市
展
受
賞
者
（
委
員
を
除
く
）
三
十
二
名

＊
＊
＊

昭
和
十
七
年
々
末

二
百
三
十
□
預
蓄
に
つ
き
洋
画
家
連
盟
に
て
預
蓄
組
合
を
組
織
す
る
等
勧
進
の
噂
あ
り
／
各
研
究
所
の
石
炭
欠
せ
し
モ
デ
ル
写
生

に
支
障
を
生
じ
冬
中
研
究
所
閉
館
の
止
む
な
き
／
こ
と
な
り
。
連
盟
を
組
織
し
石
炭
の
配
給
を
受
け
た
き
希
望
出
で
急
に
連
盟
発

会
式
を
挙
ぐ
る
こ
と
と
な
る

十
二
月
廿
日　
　

川
端
君
来
訪

　
　
　

廿
二
日　

夜�

右
相
談
会
を
開
く　

黒
田
、
田
中
、
須
田
、
川
端

　
　
　

廿
六
日　

后
一
時
〜
三
時　

美
術
館
事
務
楼
上
に
て
委
員
会
開
会　

協
議
（
結
成
準
備
委
員
会
）

　
　
　

廿
八
日　

夜�

錦
、
今
井
二
君
来
訪
、
発
会
式
を
一
月
九
日
と
決
定
し
準
備
手
配
す

昭
和
十
八
年
一
月
八
日　

夜　

会
合　

黒
田
、
須
田
、
川
端
、
錦
、
今
井
君
来
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

発
会
式
次
第
相
談

＊
＊
＊

昭
和
十
八
年
一
月
九
日　

京
都
洋
画
家
連
盟
結
成
式
（
市
公
会
堂
）

　

国
民
儀
礼　

宮
城
連
拝　

東
方
に
向
ひ
／
君
が
代
斉
唱　

正
面
に
向
ひ
／
祈
念
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開
会
の
辞　
　
　

都
鳥
英
喜

　

経
過
報
告　
　
　

太
田
喜
二
郎

　

宣
言　
　
　
　
　

黒
田
重
太
郎

　

規
約
朗
読　
　
　

川
端
弥
之
助

　

役
員
報
告　
　
　

〃

　

祝
辞　

市
長　
　

大
石
右
一
局
長
殿
代
読

　
　
　
　

翼
賛
会
府
支
部
実
践
部
長　

藤
田
徳
松
殿

　
　
　
　

〃　
　

市
〃　
　
　
　
　
　

村
田
昇
司
殿

　

以
上
開
会
式
終
了

　

議
事

　

事
業
計
画　
　
　

須
田
国
太
郎

　

万
歳　
　
　
　
　

田
中
善
之
助

　

閉
会
の
辞　
　
　

今
井
憲
一

　

平
安
神
宮
参
拝
／
二
礼
二
拍
午
一
礼

＊
＊
＊

一
月
十
八
日　
　

川
端
君
同
道�

伏
見
十
二
時�

国
へ
献
画
に
つ
き
出
頭�

小
西
（
岬
）
少
尉
紹
介

　
　
　
　
　
　
　

神
谷
大
佐
に
面
会
し
献
画
受
納
を
快
諾
せ
ら
る

　
　

二
十
一
日　

高
橋
少
尉
よ
り
電
話
に
て
照
会
あ
り　

献
納
点
数
百
五
十
枚
大
さ
画
面
半
紙
大
と
確
定

　
　
　
　
　
　
　

時
機
は
不
問

一
月
十
九
日　
　

川
端
君
同
道�

舞
鶴
鎮
守
府
人
事
部
第
三
課
長
友
住
大
佐
に
面
会�

献
画
快
諾
せ
ら
る

　
　
　
　
　
　
　

画
の
大
さ
任
意�

題
は
海
に
因
む
も
の
な
ら
ば
猶
幸
な
り
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時
機
は
四
月
三
日
の
海
軍
記
念
館
落
成
式
に
陳
列
し
た
し
と
の
こ
と
後
美
術
館
の
展
覧
を

　
　
　
　
　
　
　

三
月
下
旬
と
定
む

一
月
二
十
五
日　

朝　

田
村
労
務
課
長
を
訪
問
し
研
究
所
へ
石
炭
配
給
請
願
に
つ
き
加
勢
を
頼
む

　
　
　
　
　
　
　

同
日　

請
願
文
書
を
作
製
（
六
通
）
謄
写
印
刷
代
七
円
六
十
銭

　
　
　
　
　
　
　

右
原
稿
左
の
通
り

　
　
　
　
　
　
　
（
＊
左
ペ
ー
ジ
に
「
洋
画
研
究
所
の
暖
炉
用
石
炭
特
別
配
給
ニ
付
願
書
」
草
稿
添
付
）

＊
＊
＊

一
月
二
十
七
日　

�
午
後
一
時
〜
三
時　

美
術
館
事
務
所
楼
上
に
委
員
会
開
催　

出
席
者　

黒
田
、
須
田
、
川
端
、
都
鳥
、
霜
鳥
、

森
脇
、
錦
／
津
田
、
井
垣
、
伊
庭
、
国
盛
、
水
清
、
大
橋
、
飯
田
、
太
田

　
　
　
　
　
　
　

�

展
覧
会
時
期
三
月
二
十
日
（
土
）
よ
り
二
十
八
日
ま
で
と
し
市
主
催
に
て
美
術
館
に
於
て
開
催
の
希
望
を
太
田

名
義
／
に
て
市
長
宛
書
面
提
出
し
同
日
認
可
あ
り

　
　
　
　
　
　
　

会
員
に
左
記
（
別
表
）
を
詮
（
マ
マ
）考

推
薦
す

二
月
十
八
日　
　

名
簿
及
献
納
画
に
つ
き
通
告
受
取
る

二
月
廿
六
日　
　

川
端
幹
事
府
保
安
課
に
出
頭
亜
炭
の
良
質
配
給
の
承
諾
を
得

三
月　
　
　
　
　

亜
炭
の
上
質
関
西
美
術
院
に
配
給
さ
れ
た
り　

他
は
仲
仕
の
都
合
に
て
後
日
と
す

三
月
十
日　
　
　

�

府
市
翼
賛
会
よ
り
献
艦
運
動
に
つ
き
参
集
の
通
知
来
る�

美
術
館
評
議
員
会
と
同
時
刻
と
な
り
／
黒
田
須
田
君

出
席

三
月
九
日　
　
　

府
植
田
源
三
市
兵
事
厚
生
課
長
来
訪�

慰
問
及
記
録
画
作
製
承
諾

三
月
十
日　
　
　

�

大
阪
に
て　

東
京
美
術
家
連
盟
笹
鹿
氏
大
阪
へ
来
り
献
艦
運
動
と
美
術
報
国
団
と
に
就
き
／
懇
談　

後
高
工
省

志
村
課
長
絵
具
工
業
組
合
員
乃
京
阪
小
売
業
者
を
加
へ
配
給
に
つ
き
懇
談
／
京
都
よ
り
黒
田
君
出
席
す

＊
＊
＊
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三
月
十
八
日　
　

献
画
展
搬
入　

市
主
催

　
　

十
九
日　
　

陳
列
（
十
一
時
）
総
数
二
百
五
十
点

　
　
　
　
　
　
　

午
後
一
時
よ
り
事
務
所
に
て
連
盟
委
員
会
開
催

　
　
　
　
　
　
　

黒
田
、
須
田
、
森
脇
、
坪
井
、
井
垣
、
大
橋
、
川
端
、
錦
、
今
井
、
水
清
、
津
田
、
伊
庭
、
飯
田

　
　
　
　
　
　
　

大
阪
に
於
け
る
配
給
及
献
艦
運
動
美
術
報
国
団
懇
談
会
の
様
□
を
黒
田
君
よ
り
委
員
へ
説
明

　
　
　
　
　
　
　

後 

新
し
く
委
員
を
左
記
に
推
薦
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
源
之
助
、
安
藤
百
子
、
廣
瀬
正
雄

［
謝
　
　
辞
］

　

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
清
水
智
世
氏
、
早
川
喜
子
氏
、
村
野
正
景
氏
よ
り
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

［
図
版
出
典
］
左
記
文
献
よ
り
転
載
し
た
。

図
①
：�『
近
代
文
化
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク　

太
田
喜
二
郎
の
周
辺
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
み
や
こ
の
学
術
資
源
研
究
・
活
用

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
令
和
三
年

図
④
〜
⑦
：『
太
田
喜
二
郎
と
藤
井
厚
二
─
─
日
本
の
光
を
追
い
求
め
た
画
家
と
建
築
家
』
青
幻
舎
、
平
成
三
一
年

（
う
え
だ　

さ
よ
こ　
　

京
都
文
化
博
物
館
学
芸
員
）
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第35回「京都美術文化賞」
第
35
回
「
京
都
美
術
文
化
賞
」
受
賞
者

第
35
回
「
京
都
美
術
文
化
賞
」
受
賞
記
念
展

第
35
回
京
都
美
術
文
化
賞
を
受
賞
さ
れ
た
、

伊
庭
靖
子
氏
、
笹
井
史
恵
氏
、
中
原
浩
大
氏
に

よ
る
展
示
と
、「
京
都
美
術
文
化
賞
の
あ
ゆ
み
」

と
題
し
て
財
団
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
京
都
美

術
文
化
賞
歴
代
受
賞
者
（
第
10
回
〜
第
12
回
受

賞
者
9
名
）
の
作
品
の
展
示
を
行
い
ま
し
た
。

●
主
催　

公
益
財
団
法
人
中
信
美
術
奨
励
基
金

●
後
援　

京
都
府
、
京
都
市
、
京
都
府
教
育
委
員
会
、

　
　
　
　

京
都
市
教
育
委
員
会

●
協
力　

京
都
中
央
信
用
金
庫

2
0
2
3
年
1
月
20
日
〜
1
月
29
日

於　

京
都
文
化
博
物
館

京
都
美
術
文
化
賞

●
京
都
府
下
を
基
盤
に
し
て
美
術
の
創
作
活
動
を
行
い
、
京
都
府

市
民
の
精
神
文
化
向
上
に
多
大
の
功
績
が
あ
っ
た
方
に
対
し
て

賞
牌

賞
金
…
…
一
人　

2
0
0
万
円

●
創
作
活
動
の
対
象
は
次
の
い
ず
れ
か
の
分
野

絵
画
（
日
本
画
・
洋
画
・
版
画
）、
彫
刻
、

工
芸
（
染
織
・
陶
芸
・
漆
芸
・
そ
の
他
）

●
第
35
回
選
考
委
員

太
田
垣　

實
（
美
術
評
論
家
）

潮
江　

宏
三
（
京
都
市
立
芸
術
大
学
名
誉
教
授
）

篠
原　

資
明
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

福
永　
　

治
（
京
都
国
立
近
代
美
術
館
長
）

冷
泉　

為
人
（
公
益
財
団
法
人
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
理
事
長
）

洋
画

伊
　
庭
　
靖
　
子

漆
芸

笹
　
井
　
史
　
恵現

代
美
術

中
　
原
　
浩
　
大
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第35回「京都美術文化賞」贈呈式

第35回「京都美術文化賞」受賞記念展

2022年₅月26日　於　ウェスティン都ホテル京都

2023年₁月20日〜₁月29日　於　京都文化博物館

受賞記念展会場風景第35回京都美術文化賞受賞記念展開催のテープカット
中原浩大氏、笹井史恵氏、伊庭靖子氏、白波瀬誠財団理事長

第35回京都美術文化賞の贈呈
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第
35
回
京
都
美
術
文
化
賞
の
ご
受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
各
界
か
ら
ご
推
薦
い
た
だ
い
た
多
く
の
候
補
者
の
中
か

ら
選
考
委
員
５
名
に
よ
り
議
論
を
重
ね
、
充
実
し
た
活
動
を
展
開
し
て
き
た
中
堅
世
代
で
あ
り
、
独
自
の
表
現
手
法
や
コ
ン

セ
プ
ト
で
独
創
的
な
世
界
を
切
り
拓
い
て
こ
ら
れ
た
３
名
の
受
賞
者
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

伊
庭
靖
子
さ
ん
は
、
描
く
対
象
と
な
る
身
近
な
も
の
と
光
や
空
気
の
質
感
を
、
版
画
・
洋
画
・
映
像
表
現
な
ど
で
一
貫
し

て
追
求
し
て
い
ま
す
。
み
つ
め
る
対
象
の
表
面
を
包
み
、
そ
の
周
囲
に
漂
う
気
配
や
雰
囲
気
な
ど
の
目
に
見
え
な
い
不
可
視

領
域
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
で
す
。
ク
ッ
シ
ョ
ン
や
シ
ー
ツ
の
柔
ら
か
で
優
し
み
の
あ
る
描
写
は
、
慈
光
に
く
る
ま
れ
た
よ
う
な

温
か
み
が
あ
り
、
そ
っ
と
触
れ
た
く
な
る
よ
う
な
穏
や
か
な
気
持
ち
に
さ
せ
、
ま
た
陶
磁
器
の
皿
や
壺
な
ど
を
包
む
空
間
に

差
し
込
む
光
や
映
り
込
み
な
ど
を
描
い
た
絵
画
は
空
間
の
奥
行
き
や
凛
と
し
た
静
寂
空
間
の
余
韻
を
残
し
ま
す
。
今
年
の
国

立
国
際
美
術
館
に
お
い
て
最
新
作
の
大
作
絵
画
や
映
像
作
品
が
ま
と
ま
っ
て
展
示
さ
れ
、
伊
庭
さ
ん
が
一
貫
し
て
追
求
し
て

き
た
絵
画
表
現
が
、
空
間
的
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
、
立
体
視
、
３
デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ン
の
効
果
を
織
り
込
ん
だ
映
像
作
品
の

虚
実
皮
膜
的
な
芸
術
表
現
の
魅
力
も
加
え
て
豊
か
な
展
開
を
み
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
　
選
考
経
過

太 

田 

垣　
　

實

第
35
回
京
都
美
術
文
化
賞
講
評
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笹
井
史
恵
さ
ん
は
、
日
本
を
代
表
す
る
工
芸
で
あ
る
漆
芸
の
作
家
と
し
て
1
9
9
9
年
に
デ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。
そ
の
紅

色
の
漆
作
品
は
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
で
、
歴
史
的
調
度
品
に
お
け
る
加
飾
や
装
飾
と
し
て
の
漆
芸
で
は
な
く
、
手
に
取
っ
て
膝

の
上
に
置
い
て
撫
で
た
り
、
両
手
で
包
ん
で
胸
の
前
で
可
愛
が
る
よ
う
な
、
皮
膚
感
覚
で
慈
し
む
よ
う
に
愛
で
る
漆
の
愛
玩

物
的
な
造
形
物
で
す
。
タ
イ
に
留
学
し
て
ア
ジ
ア
の
文
化
を
通
し
て
表
現
の
視
野
を
広
げ
た
り
、
異
な
る
工
芸
分
野
で
活
躍

す
る
作
家
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
通
じ
て
造
形
的
な
ス
ケ
ー
ル
や
構
成
的
な
強
さ
を
作
品
に
織
り
込
む
こ
と
で
、

今
日
的
で
個
性
豊
か
な
漆
芸
表
現
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
漆
表
現
の
可
能
性
を
広
げ
る
力
を
秘
め
た
作
家
と
し
て
今
後
の
展

開
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

中
原
浩
大
さ
ん
は
、
関
西
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
で
誕
生
し
た
型
破
り
で
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
作
家
で
す
。
素
材
を

ラ
デ
ィ
カ
ル
に
組
み
合
わ
せ
た
得
体
の
知
れ
な
い
立
体
造
形
や
、
10
万
個
の
レ
ゴ
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
巨
大
モ
ン
ス
タ
ー
、
毛

糸
を
編
ん
だ
巨
大
な
手
袋
の
指
が
床
面
に
伸
び
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
均
整
や
均
衡
、
構
成
美
や
完
成
度
と
い
っ

た
近
代
の
芸
術
概
念
を
根
底
か
ら
ひ
っ
く
り
返
す
か
の
よ
う
に
、
造
形
が
拡
張
し
、
伸
び
広
が
っ
て
い
く
作
品
が
強
烈
な
印

象
を
残
し
ま
す
。
ま
た
、
美
術
作
家
と
し
て
の
自
身
の
文
脈
や
あ
り
方
を
根
底
か
ら
問
う
作
品
と
動
向
は
後
進
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
本
年
発
表
さ
れ
た
「
Ｔ
ｅ
ｘ
ｔ　

Ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
」
は
頁
ご
と
に
異
な
る
色
の
円
が
刷
ら
れ
た
1
５
0

頁
の
巨
大
な
「
色
彩
の
教
科
書
」
で
、
鑑
賞
者
は
頁
を
め
く
り
な
が
ら
、
次
頁
の
色
に
期
待
し
、
め
く
っ
た
頁
の
色
か
ら
個

人
的
な
記
憶
や
思
い
出
を
連
想
し
ま
す
。
鑑
賞
者
が
見
た
り
、
体
験
す
る
こ
と
で
新
た
な
感
覚
や
イ
メ
ー
ジ
の
回
路
を
刺
激

す
る
、
美
術
表
現
の
根
源
的
な
魅
力
を
内
包
し
た
優
れ
た
表
現
で
し
た
。

以
上
、
３
名
の
今
後
の
さ
ら
な
る
活
躍
を
祈
念
し
て
講
評
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
は
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

（
お
お
た
が
き　

ま
こ
と
／
美
術
評
論
家
）
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伊い
庭ば
　
靖やす
子こ

洋
画

　

こ
の
度
は
大
変
素
晴
ら
し
い
賞
を
い
た
だ
き
ま
し
て
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
は
現
在
油
彩
を
主
に
描
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
学
時
代
は
嵯
峨
美
術
短
期
大

学
で
木
村
秀
樹
先
生
の
も
と
シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
の
版
画
を
学
び
ま
し
た
。
祖
父
も
父
も

油
絵
を
描
い
て
い
た
の
で
、
違
う
分
野
に
挑
戦
し
た
い
と
思
い
版
画
を
学
び
ま
し
た
が
、

卒
業
し
て
し
ば
ら
く
す
る
と
結
局
油
絵
を
描
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
父
は
私
に
パ
レ
ッ

ト
と
ナ
イ
フ
を
渡
し
た
だ
け
で
、
私
は
誰
に
習
う
こ
と
も
な
く
独
自
の
や
り
方
で
見
よ
う

見
ま
ね
で
油
絵
を
始
め
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
経
緯
か
ら
、
油
絵
を
描
き
な
が
ら
も
私
の

考
え
方
や
プ
ロ
セ
ス
に
は
版
画
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
り
ま
す
。

　

版
画
は
版
を
介
在
さ
せ
て
作
品
を
作
り
ま
す
が
、
私
は
油
絵
で
そ
れ
を
写
真
に
置
き
換

え
、
写
真
を
介
在
さ
せ
な
が
ら
制
作
す
る
と
い
う
形
で
進
め
て
い
ま
す
。
油
絵
に
取
り
組

み
始
め
た
90
年
代
後
半
は
、
写
真
を
介
在
さ
せ
る
と
同
時
に
、
写
真
に
写
っ
た
何
か
と
い
う
よ
り
ボ
ケ
や
ブ
レ
が
生
み
出
す
軽
さ
や
透

明
感
と
い
っ
た
写
真
ら
し
い
質
感
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
求
め
て
い
ま
し
た
。
2
0
0
0
年
以
降
は
、
ク
ッ
シ
ョ
ン
や
陶
器
な
ど
身
近
に

あ
る
日
常
的
な
も
の
を
対
象
に
、
物
に
当
た
る
光
に
よ
っ
て
物
の
質
が
表
現
さ
れ
、
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
、
目
に
見
え
て
い
る
よ
う
で

見
え
て
い
な
い
質
感
の
表
現
を
求
め
て
い
ま
す
。
作
品
を
「
目
で
触
っ
て
い
る
感
じ
」
と
言
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ま

さ
に
視
覚
を
通
し
て
体
感
す
る
よ
う
な
感
覚
を
絵
画
に
生
み
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
が
作
品
を
通
し
て
追
求
し
た
い
の
は
、
観
る
こ
と
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
世
界
を
知
覚
す
る
の
か
、
何
を
見
て
い
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
立
体
視
に
よ
っ
て
透
明
な
立
体
感
を
織
り
込
ん
だ
映
像
作
品
な
ど
、
さ
ら
に
色
々
な
形
で
の
視
覚
の
在
り
方
・
世
界
の
認

識
の
仕
方
を
求
め
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
道
半
ば
で
試
行
錯
誤
と
失
敗
を
繰
り
返
し
て
制
作
し
て
お
り
ま
す
が
、
様
々
な
方
の
ご
指
導
と
お
力
添
え
の
お
か
げ
で
、

今
回
こ
の
よ
う
な
賞
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
大
変
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
励
み
に
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

今
後
も
ご
指
導
の
ほ
ど
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　

 
受
賞
者
の
こ
と
ば

「untitled 2018-02」２０１８年
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漆
芸 笹ささ
井い
　
史ふみ
恵え

　

こ
の
た
び
は
第
35
回
京
都
美
術
文
化
賞
を
い
た
だ
き
、
と
て
も
光
栄
に
思

い
ま
す
。
漆
芸
の
作
業
は
工
程
が
多
く
、
手
間
と
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
コ

ツ
コ
ツ
と
地
道
に
続
け
て
き
た
こ
と
を
、
見
て
い
て
く
だ
さ
り
、
評
価
し
て

く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
心
よ
り
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

私
は
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
30
年
前
に
京
都
市
立
芸
術
大
学
で
漆
工
芸
と
出
会

い
、
こ
れ
ま
で
漆
と
と
も
に
過
ご
し
て
き
ま
し
た
。
同
大
学
で
は
工
芸
科
1
年
次
に
、
基
礎
授
業
と
し
て
漆
工
・
染
織
・
陶
磁
器
の
専

攻
課
題
に
取
り
組
み
、
そ
の
経
験
を
基
に
以
後
の
自
身
の
専
攻
を
決
め
ま
す
。
私
は
造
形
に
興
味
が
あ
り
、
漆
と
陶
磁
器
で
悩
み
ま
し

た
が
、
造
形
物
の
制
作
過
程
で
、
陶
磁
器
が
焼
成
後
に
小
さ
く
な
る
の
に
対
し
て
、
漆
は
下
地
や
塗
り
の
工
程
で
ふ
く
よ
か
に
な
っ
て

い
く
の
が
気
に
入
り
、
漆
工
専
攻
を
選
び
ま
し
た
。
こ
れ
が
漆
芸
を
本
格
的
に
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
で
す
。

　

私
は
心
の
有
り
様
と
し
て
、
可
愛
さ
・
愛
し
さ
・
優
し
さ
な
ど
の
慈
し
み
の
心
情
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の

慈
し
み
の
心
情
は
、
花
や
果
実
や
子
ど
も
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
あ
ふ
れ
出
て
い
る
慈
し
み
の
心
情
が
情
熱
と
な
っ
て
、
作
品
制

作
の
動
機
が
生
じ
ま
す
。

　

私
は
、
花
や
果
実
や
子
ど
も
を
モ
チ
ー
フ
に
、
漆
塗
り
の
柔
ら
か
な
肌
合
い
で
、
思
わ
ず
触
り
た
く
な
る
質
感
や
か
た
ち
を
表
現
し

て
き
ま
し
た
。
そ
の
表
現
は
、
漆
と
過
ご
す
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
わ
ず
か
ず
つ
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
変
化
が
、
着
物
の
か

さ
ね
や
む
す
び
を
モ
チ
ー
フ
に
取
り
入
れ
、
柔
ら
か
い
漆
の
質
感
と
稜
線
の
連
な
り
が
美
し
く
見
え
る
か
た
ち
を
表
現
し
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
竹
や
木
彫
、
截
金
、
自
在
置
物
な
ど
の
他
分
野
の
作
家
の
方
々
と
合
作
を
す
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
表
現
に
取

り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
他
の
工
芸
作
家
と
協
働
す
る
こ
と
は
、
創
作
の
刺
激
に
な
り
、
工
夫
の
探
求
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　

作
家
活
動
と
と
も
に
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
教
員
と
し
て
学
生
達
の
教
育
に
も
励
ん
で
い
ま
す
。
30
年
前
の
初
心
者
の
自
分
自
身

を
教
え
導
く
こ
と
を
思
い
、
学
生
達
に
接
し
て
い
ま
す
。
恩
師
で
あ
る
漆
芸
の
望
月
玉
船
先
生
か
ら
当
時
教
え
て
い
た
だ
き
、
譲
り
受
け

た
漆
塗
り
の
実
地
資
料
を
、
現
在
で
も
活
用
し
て
お
り
ま
す
。
望
月
先
生
と
同
じ
賞
を
い
た
だ
け
た
こ
と
を
と
て
も
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
受
賞
を
励
み
に
、
今
後
も
作
家
活
動
と
教
育
活
動
に
注
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
応
援
、
ご
指
導
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
あ

げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「かさね８」２０１５年
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こ
の
度
は
第
35
回
京
都
美
術
文
化
賞
を
い
た
だ
き
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は
岡
山
県
出
身
で
、
高
校
時
代
ま
で
倉
敷
で
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
近
親
者
に
芸

術
・
文
化
に
携
わ
る
人
間
は
お
ら
ず
、
私
に
と
っ
て
の
美
術
の
ル
ー
ツ
の
よ
う
な
も
の

は
、
学
校
教
育
の
美
術
の
授
業
で
勉
強
し
た
美
術
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
の
自
分
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

特
に
中
学
時
代
の
美
術
の
先
生
の
影
響
は
大
き
く
、「
こ
の
中
に
彫
刻
家
に
な
る
人
が

い
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
授
業
中
の
先
生
の
言
葉
を
自
分
の
こ
と
と
信
じ
込
ん
だ

こ
と
が
、
美
術
の
道
に
進
む
一
つ
の
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
高
校
受
験
の

直
後
に
そ
の
先
生
に
連
れ
ら
れ
て
大
原
美
術
館
に
行
っ
た
際
、
美
術
っ
て
こ
ん
な
タ
イ

ミ
ン
グ
で
こ
う
い
う
風
に
接
す
る
も
の
な
の
か
と
思
っ
た
こ
と
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま

す
。
そ
の
後
京
都
の
大
学
に
入
学
し
て
、
京
都
と
い
う
町
の
文
化
・
学
問
の
豊
か
さ
や
幼
少
期
か
ら
美
術
に
触
れ
て
育
っ
た
人
た
ち
の

存
在
を
知
っ
て
、
自
信
を
な
く
し
消
極
的
な
気
持
ち
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
に
自
分
を
助
け
て
く
れ
た
の
が
、
自
分

の
美
術
は
学
校
で
習
っ
た
美
術
な
の
だ
と
い
う
意
識
で
し
た
。

し
か
し
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
美
術
作
家
で
あ
る
と
か
美
術
を
や
っ
て
い
る
と
迷
わ
ず
言
え
て
い
た
の
は
活
動
を
始
め
て
10
年
く
ら

い
ま
で
で
し
た
。
そ
の
後
は
、
自
分
が
何
者
な
の
か
、
ど
う
名
乗
れ
ば
い
い
の
か
、
何
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
悩
み
、
今
な

お
多
種
多
様
な
活
動
に
取
り
組
み
模
索
を
続
け
て
い
ま
す
。
今
回
の
受
賞
分
野
に
つ
い
て
も
、
大
学
で
の
専
門
は
彫
刻
で
あ
り
、
ま
た

現
代
美
術
を
専
門
と
す
る
こ
と
に
少
々
の
違
和
感
を
覚
え
な
が
ら
も
、
あ
え
て
現
代
美
術
と
い
た
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
「
美
術
」
や

「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
な
く
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

最
近
は
、
か
つ
て
必
ず
し
も
社
会
の
役
に
立
つ
こ
と
を
目
指
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
に
思
い
至
り
、
さ
ら
に
悩
み
を
深
く
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
よ
う
な
私
が
賞
を
い
た
だ
く
こ
と
に
戸
惑
い
も
あ
り
ま
す
が
、
歴
代
受
賞
者
の
中
に
一
人
く
ら
い
変
わ
り
種
が
い
る
の
も
い
い

だ
ろ
う
と
自
ら
納
得
し
、
お
受
け
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
年
を
重
ね
る
中
で
丸
く
大
人
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す

が
、
賞
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
励
み
と
し
、
今
一
度
気
を
引
き
締
め
て
、
試
行
錯
誤
を
恐
れ
ず
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
精
神
を
大
切
に
今
後

の
活
動
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

現
代
美
術
中なか
原はら
　
浩こう
大だい

「無題（レゴ・モンスター）」１９９０年
写真 成田　弘



　

■　

あ　

と　

が　

き

　巻頭エッセイに青木館長の寄稿。改めて都市の営みを支えてき

た水の重みを感じる。孔子は水の流れを、「行くものは斯くの如

きか」と言ったそうだ。千年の都でありえた京都の水。これから

も水の在り方について、自然環境へと想いが拡がる。漠然と「京

都画壇」とよく使い、そこから「京都的」と短絡表現が生まれる。

京都画壇研究を深められてきた田島教授との対談。「京都的」と

いう表現では摑みきれない重なりの存在がある。京都の日本画は

その深層から滲み出す色合いを示す。そこに京の町衆や旦那衆の

意識の継承を見る。初代上村松園の魅力も町衆が産み出したので

あり、三代に亘る文化勲章受章、まさに家学の誕生である。

　太田喜二郎は、文明開化により京都も世界と立ち向った町であ

り、その町の旦那衆の一人だ。世界を相手に戦う時、日本は敵性

語として相手の言葉すら排除した。当時の状況は、異文化の西洋

画を現地で修得し、それを自由に生かせる環境ではなく、彼に思

わぬ労苦を課している。その隠れた姿を植田さんの原稿が知らせ

てくれた。まだまだ発掘されていない一西洋画家の業績の積み重

ねがあり、それらが京の文化地層を形成してきたのではないか。
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