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日
本
庭
園
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
は
多
い
。
そ

う
し
た
本
か
ら
教
わ
り
な
が
ら
、
私
も
京
都
に
数

多
く
あ
る
名
園
を
訪
ね
歩
い
て
い
る
。
山
内
朋
樹

さ
ん
の
『
庭
の
か
た
ち
が
生
ま
れ
る
と
き
』
は
、

そ
う
い
う
本
と
は
だ
い
ぶ
毛
色
が
違
う
。
語
ら
れ

て
い
る
の
は
、
福
知
山
の
古
刹
、
観
音
寺
大
聖
院

庭
園
。
一
冊
を
通
し
て
、
そ
の
庭
だ
け
を
、
庭
師

が
庭
を
つ
く
っ
て
い
く
、
そ
の
一
挙
手
一
投
足
を

観
察
し
、
記
録
し
、
そ
の
作
業
の
意
味
を
考
え
、

記
し
た
本
で
あ
る
。
4
0
0
頁
近
い
分
量
の
本
。

そ
の
記
述
は
微
に
入
り
細
に
入
っ
て
い
る
。

日
本
の
庭
に
は
、
い
わ
ゆ
る
設
計
図
は
な
い
。

で
も
、
そ
こ
に
も
構
想
が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い

て
の
職
人
さ
ん
た
ち
と
の
会
話
も
あ
る
。
つ
ま
り
、

そ
こ
に
は
、
ま
ず
最
初
に
計
画
を
立
て
て
、
そ
れ

を
「
作
業
」
と
し
て
実
現
す
る
、
と
い
う
作
り
方

と
は
ま
る
で
異
な
る
「
つ
く
る
」
が
あ
る
世
界
な

の
だ
。
必
ず
し
も
、
庭
師
の
意
思
で
庭
が
つ
く
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
石
が
求
め
る
こ
と
に
人
が

従
う
。
正
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
も
あ
る
。

な
か
で
も
、
職
人
た
ち
の
言
葉
、「
ぬ
す
む
」

が
お
も
し
ろ
い
。
人
の
物
を
盗
る
、
と
い
う
意
味

で
は
な
い
。
物
理
的
に
は
正
確
に
据
え
ら
れ
た
石

で
も
、
自
然
石
を
使
っ
て
い
る
た
め
、
見
た
目
に

は
整
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
こ
と
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
各
石
に
少
し
ず
つ
嘘
を
つ
か
せ
て
、
見

た
目
を
調
整
す
る
。
そ
れ
を
「
偸
む
」
と
呼
ぶ
と

い
う
の
だ
。

日
本
人
な
ら
自
然
に
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
こ

と
。
で
も
そ
れ
を
客
観
的
な
立
場
に
立
っ
て
、
論

理
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
本
で
あ
る
。

庭をつくること
京都市京セラ美術館館長　青木　淳
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潮
江 
私
は
専
門
が
西
洋
美
術
史
で
す
か
ら
、
京
都

市
立
芸
術
大
学
で
工
芸
科
の
仕
事
を
見
て
は
い
ま
し

た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
思
考
す
る
、
批
評
す

る
、
分
析
す
る
等
の
作
業
を
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
す
か
ら
今
日
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
目
撃
者
と
い
う

立
場
で
お
話
を
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、

京
都
市
美
術
館
の
館
長
を
務
め
た
関
係
で
、
た
く
さ

ん
の
展
覧
会
に
接
し
ま
し
た
し
、
多
く
の
工
芸
作
家

さ
ん
と
お
話
し
す
る
機
会
は
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し

た
こ
と
を
通
じ
て
、
印
象
と
し
て
も
っ
て
い
る
の
は
、

現
代
陶
芸
の
作
家
の
み
な
さ
ん
が
置
か
れ
て
い
る
状

況
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
よ
く
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。

秋
山 

そ
れ
は
、
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
す
ね
。

工
芸
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ

実
際
に
難
し
い
状
況
に
あ
る
の
は
確
か
で
す
し
、
何

が
問
題
な
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
も
、
な
か
な
か
難

し
い
。

潮
江 

工
芸
と
ひ
と
言
で
い
っ
て
も
、
大
き
く
四
つ

の
カ
テ
ゴ
リ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
ね
。
ま
ず
産
業
工

芸
、
主
に
工
場
で
生
産
さ
れ
る
工
業
製
品
と
し
て
の

工
芸
品
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
伝
統
技
術
に
よ
っ
て

製
作
さ
れ
て
い
る
伝
統
工
芸
品
。
さ
ら
に
、
工
芸
の

範
疇
に
入
る
け
れ
ど
も
、
ア
ー
ト
寄
り
の
美
術
工
芸
。

そ
し
て
秋
山
さ
ん
が
制
作
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
コ
ン

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
な
工
芸
作
品
。
と
こ
ろ
が
、
た
と
え

ば
難
し
い
状
況
に
あ
る
工
芸
支
援
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

な
ど
が
あ
る
と
し
て
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
参
加
し
て

聞
い
て
い
ま
す
と
、
こ
れ
ら
四
つ
の
分
野
の
代
表
者

の
発
言
が
噛
み
合
わ
な
く
て
話
が
進
ま
な
い
の
で
す

よ
。

秋
山 
目
に
浮
か
び
ま
す
。

潮
江 
当
た
り
前
の
こ
と
な
ん
で
す
が
、
目
指
す
在
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り
方
、
求
め
る
方
向
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
ん
で
す
ね
。

な
の
に
、
工
芸
を
応
援
し
よ
う
と
い
う
有
意
義
な
は

ず
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
限
っ
て
、
こ
れ
ら
四
つ
を
ひ

と
括
り
に
し
よ
う
と
す
る
。
結
果
、
イ
ベ
ン
ト
で
は

安
く
購
入
で
き
る
産
業
工
芸
品
ば
か
り
が
売
れ
る
。

あ
る
い
は
、
芸
術
と
し
て
迫
力
が
あ
っ
た
り
奇
抜
で

あ
っ
た
り
す
る
作
品
に
注
目
が
集
ま
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
り
が
ち
で
す
。

秋
山 

た
し
か
に
、
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

潮
江 

四
つ
の
う
ち
、
特
に
伝
統
工
芸
と
美
術
工
芸

の
分
野
に
お
い
て
は
そ
の
市
場
が
非
常
に
脆
弱
に

な
っ
て
い
る
、
こ
の
こ
と
は
傾
向
と
し
て
明
瞭
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
若
い
陶
芸
作

家
た
ち
は
ど
う
い
う
指
針
を
も
っ
て
作
品
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
い
っ
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
。

秋
山 

い
き
な
り
現
状
の
核
心
を
突
く
お
話
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
ね
。

秋
山 

陶
芸
の
世
界
に
身
を
置
い
て
い
る
と
い
っ
て

も
私
は
研
究
者
で
も
何
で
も
な
く
、
ひ
と
り
の
作
り

手
と
し
て
自
分
の
経
験
し
た
こ
と
し
か
お
話
し
で
き

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
の
世
代
が
創
作
を
志
し

た
頃
と
は
、
社
会
の
状
況
が
ま
っ
た
く
違
う
と
い
う

こ
と
は
言
え
ま
す
ね
。
何
し
ろ
五
十
年
く
ら
い
前
で

す
か
ら
。

潮
江 

違
い
ま
し
た
ね
。

秋
山 

あ
の
頃
は
陶
芸
だ
け
で
な
く
、
工
芸
分
野
の

そ
れ
ぞ
れ
が
産
業
と
し
て
も
力
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

潮
江 

た
し
か
に
、
産
業
が
元
気
な
時
代
で
し
た
。

秋
山 

は
い
、
工
芸
品
の
世
界
も
産
業
界
が
岩
盤
の

よ
う
に
存
在
し
て
い
た
、
つ
ま
り
し
っ
か
り
し
た
土

台
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
に
抗

「
産
業
」
と
し
て
力
を
も
っ
て
い
た
時
代
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い
た
い
人
た
ち
も
「
安
心
し
て
」
無
茶
が
で
き
る
、

遊
べ
る
、
は
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
的
に
力

を
持
つ
勢
力
に
対
し
て
、
ア
ン
チ
派
の
姿
勢
で
臨
む

こ
と
に
も
意
義
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
臨

む
対
象
が
な
い
の
で
す
。

潮
江 

ア
ン
チ
を
ぶ
つ
け
る
相
手
が
は
っ
き
り
し
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

秋
山 

で
す
か
ら
、
今
の
若
い
作
家
に
と
っ
て
何
を

軸
に
し
て
新
た
な
創
作
に
向
か
っ
て
い
け
ば
い
い
の

か
と
い
う
の
は
難
し
い
問
題
だ
ろ
う
な
と
思
っ
て
い

ま
す
。

潮
江 

最
近
の
若
い
作
家
が
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
で
展

示
し
て
い
る
仕
事
を
見
て
い
る
と
、
た
と
え
ば
漫
画

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
よ
う
な
作
品
。

そ
れ
自
体
は
デ
コ
ラ
テ
ィ
ヴ
で
面
白
い
ん
で
す
よ
。

実
際
、
そ
う
い
っ
た
作
品
に
は
需
要
が
あ
っ
て
と
て

も
よ
く
売
れ
る
。
現
在
は
主
に
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
お

客
さ
ん
が
ど
ん
ど
ん
買
っ
て
い
く
ん
で
す
よ
。
す
る

秋山 陽氏
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と
、
あ
あ
こ
う
す
れ
ば
売
れ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
同
じ
傾
向
の
も
の
を
再
生
産
し
て
い
く
。
も

ち
ろ
ん
そ
れ
も
陶
芸
の
範
囲
の
仕
事
で
は
あ
る
ん
で

す
が
、
そ
う
や
っ
て
売
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
「
売
れ

線
」
と
い
う
も
の
を
乗
り
越
え
て
本
当
の
意
味
で
の

自
分
の
表
現
を
目
指
す
と
い
う
指
針
が
持
て
な
い
で

い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

秋
山 

そ
れ
は
私
も
感
じ
ま
す
。
あ
る
種
の
需
要
に

う
ま
く
応
え
て
世
に
出
て
、
評
価
さ
れ
、
商
品
価
値

が
上
が
る
。
そ
れ
自
体
は
こ
の
世
界
に
お
け
る
一
つ

の
成
功
の
か
た
ち
で
す
か
ら
、
私
も
否
定
は
し
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
も
、
も
う
少
し
長
い
時
間
軸
や
グ
ロ
ー

バ
ル
な
観
点
か
ら
見
た
時
に
、
そ
う
い
う
類
の
作
品

づ
く
り
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
を
考
え
る
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
視
点
が
希
薄
な
よ
う
に

感
じ
ら
れ
ま
す
。
私
は
こ
れ
を
非
常
に
危
惧
し
て
い

ま
す
。

潮
江 

私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
売
れ
る
こ
と
は
い
い

こ
と
で
す
し
、
商
業
的
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
確
実
に

そ
の
ニ
ー
ズ
が
あ
り
、
支
持
す
る
人
た
ち
が
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
か
ら
ね
。
た
だ
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

グ
ッ
ズ
の
変
形
の
よ
う
な
も
の
は
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ

だ
け
の
広
が
り
で
し
か
な
い
わ
け
で
、
作
家
と
し
て

土
と
付
き
合
う
こ
と
の
本
質
は
ま
た
別
の
と
こ
ろ
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う

原
点
ま
で
深
め
て
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
新
し
い
価
値
観
を
見
つ
け
る
力
と
い
う

の
が
な
け
れ
ば
創
作
に
お
い
て
新
し
い
展
開
は
望
め

な
い
で
す
か
ら
。
土
の
も
っ
て
い
る
可
能
性
を
追
求

し
て
き
た
秋
山
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う
な
思
考
の
過
程

を
踏
ん
で
き
た
の
か
、
土
と
ど
の
よ
う
に
付
き
合
っ

自
分
自
身
を
解
放
す
る
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て
き
た
の
か
、
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
。

秋
山 

本
当
に
私
個
人
の
場
合
で
す
け
れ
ど
も
、
な

ぜ
自
分
が
美
術
と
い
う
世
界
で
何
か
し
た
い
と
欲
し
、

な
ぜ
今
も
続
け
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
結
局
、
こ
の

社
会
の
中
に
あ
る
様
々
な
自
分
自
身
を
縛
る
も
の
か

ら
自
分
自
身
を
解
き
放
っ
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
す

る
べ
き
か
、
そ
の
道
を
美
術
に
見
出
そ
う
と
し
た
か

ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

潮
江 

な
る
ほ
ど
。

秋
山 

縛
る
と
い
う
の
は
、
社
会
的
に
外
側
か
ら
縛

る
も
の
も
あ
れ
ば
、
内
側
か
ら
自
分
で
自
分
を
束
縛

す
る
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と

か
ら
自
分
自
身
を
解
放
す
る
た
め
の
、
何
か
今
こ
の

現
状
に
は
な
い
別
の
も
の
さ
し
、
価
値
基
準
み
た
い

な
も
の
を
見
つ
け
よ
う
と
も
が
い
て
い
ま
し
た
。
自

分
を
息
苦
し
く
さ
せ
て
い
る
何
か
に
対
し
て
抵
抗
し

た
い
と
い
う
欲
求
が
根
本
に
あ
っ
て
、
十
代
の
頃
か

ら
美
術
に
気
持
ち
を
向
か
わ
せ
た
ん
で
す
。
こ
の
よ

う
な
葛
藤
め
い
た
こ
と
は
、
世
代
を
問
わ
ず
誰
も
が

自
分
の
内
部
に
も
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
を
大

事
に
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

潮
江 

土
と
の
付
き
合
い
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、

フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
な
形
と
い
う
の
は
意
外
と
大
事

だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
を
自
分
で
ど
う
考
え
て
打

ち
出
し
て
い
け
る
か
。
秋
山
さ
ん
の
場
合
、
最
初
に

考
え
た
の
は
「
塊
」
で
し
ょ
う
か
。

秋
山 

私
の
場
合
、
そ
う
い
う
形
状
み
た
い
な
考
え

方
と
は
た
ぶ
ん
違
う
と
思
い
ま
す
。
も
と
も
と
具
体

的
な
ア
イ
デ
ア
の
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
く
、
焼
き

物
を
や
り
た
い
な
ん
て
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
の
で
。

授
業
料
の
安
い
公
立
大
学
で
、
当
時
倍
率
が
低
か
っ

た
工
芸
科
を
受
け
た
ら
幸
い
合
格
し
た
ん
で
す
。
工

「
熱
」
が
生
む
も
の
と

「
土
」
が
意
味
す
る
も
の



8

芸
に
は
陶
磁
器
、
染
織
、
漆
工
の
三
つ
が
あ
り
、
そ

の
う
ち
ど
れ
か
を
専
攻
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ

れ
で
先
輩
た
ち
の
制
作
の
様
子
を
見
学
し
て
回
っ
て

い
た
時
に
、
陶
磁
器
の
と
こ
ろ
で
面
白
い
仕
事
に
出

会
い
ま
し
た
。
土
と
金
網
で
造
形
し
た
も
の
を
焼
成

す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
焼
成
の
温
度

に
よ
っ
て
土
と
金
属
の
反
応
の
仕
方
が
違
う
の
で
、

異
な
る
姿
に
な
っ
て
現
れ
る
。
私
は
広
島
出
身
な
も

の
で
す
か
ら
…
。

潮
江 

そ
う
で
し
た
ね
。

秋
山 

原
爆
資
料
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
数
々
の
遺

物
を
思
い
出
し
た
ん
で
す
。
な
る
ほ
ど
熱
と
い
う
の

は
こ
う
い
う
現
象
を
生
む
の
か
と
、
非
常
に
興
味
を

惹
か
れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
造
形
と
、
焼
く
と
い

う
プ
ロ
セ
ス
の
両
方
が
あ
る
陶
芸
に
、
表
現
の
可
能

性
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
入
り
口
だ
っ
た
と

言
え
ま
す
ね
。

潮
江 

た
い
へ
ん
納
得
で
き
る
お
話
で
す
ね
、
秋
山

さ
ん
の
作
品
を
思
う
と
。

秋
山 

そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
京
都
の
書
店
で
『
八

木
一
夫
作
品
集
』
を
見
つ
け
ま
し
た
。
先
生
の
最
初

の
作
品
集
で
す
が
、
失
礼
な
が
ら
「
あ
あ
こ
の
人
、

名
前
知
っ
て
る
、
陶
器
の
先
生
や
」
程
度
の
認
識
し

か
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
、
本
を
手
に
取

り
ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、
単
に
「
面
白
い
」
を
超
え
た
、

言
葉
に
な
ら
な
い
作
品
が
並
ん
で
い
ま
し
て
。
心
の

底
か
ら
ざ
わ
ざ
わ
す
る
よ
う
な
感
動
を
感
じ
て
、
衝

動
買
い
し
ま
し
た
。
た
し
か
下
宿
代
一
か
月
分
の
値

段
で
し
た
。

潮
江 

作
品
集
な
ら
高
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
で
も
思

い
切
っ
て
買
っ
て
よ
か
っ
た
で
す
ね
。

秋
山 

本
を
見
な
が
ら
、
自
分
な
ら
ど
う
す
る
だ
ろ

う
と
思
い
巡
ら
す
こ
と
が
楽
し
か
っ
た
で
す
ね
。
そ

ん
な
こ
と
で
陶
磁
器
専
攻
を
決
め
た
の
で
す
が
、
ま

ず
陶
芸
の
基
礎
と
い
う
も
の
を
学
ば
な
い
と
い
け
な

い
。
ろ
く
ろ
の
練
習
と
か
。
そ
う
な
る
と
私
は
「
な
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ま
し
た
。「
粘
土
」
で
は
な
く
「
土
」
と
。「
そ
の
土

取
っ
て
」「
こ
う
土
を
こ
ね
る
ん
や
」
と
い
う
ふ
う

に
。
そ
の
「
土
」
と
い
う
言
葉
に
刺
激
さ
れ
て
想
像

が
広
が
っ
た
気
が
し
ま
す
。
普
段
歩
く
道
も
土
、
畑

も
土
、
山
に
も
土
。
違
い
は
あ
っ
て
も
同
じ
土
な
ん

だ
、
と
い
う
意
識
が
芽
生
え
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い

ま
す
。

潮
江 

「
土
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、「
粘
土
」
と

い
う
陶
芸
を
目
的
に
し
た
素
材
の
外
側
に
あ
る
広
が

り
を
感
じ
た
の
で
す
ね
。
そ
こ
か
ら
大
地
の
層
に
つ

な
が
る
と
い
う
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
重
要
で
す
ね
。

秋
山
作
品
の
ス
ケ
ー
ル
感
も
そ
こ
に
あ
る
と
わ
か
り

ま
す
。

秋
山 
高
校
二
年
の
時
に
大
阪
万
博
を
見
ま
し
た
。

「
超
絶
技
巧
」
が
意
味
す
る
も
の

ん
で
こ
ん
な
こ
と
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ん
だ
」
と

思
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
習
得
の
た
め
の
や
り
方

は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
、
ハ
イ
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
、

な
ん
て
言
わ
れ
る
と
「
ど
う
し
て
？
」「
自
分
に
は

そ
う
す
る
理
由
が
な
い
」
と
い
ち
い
ち
反
発
し
て
し

ま
っ
て
、
挙
句
や
り
た
く
な
い
と
拒
否
し
て
先
生
方

を
た
い
へ
ん
困
ら
せ
ま
し
た
。
か
と
言
っ
て
、
た
だ

土
を
目
の
前
に
し
て
能
動
的
に
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ

す
何
か
と
い
う
も
の
は
自
分
の
中
に
な
く
て
、
当
惑

す
る
と
い
う
か
呆
然
と
す
る
と
い
う
か
ね
。

潮
江 

困
っ
た
学
生
さ
ん
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
し
か

し
、
そ
の
頃
の
芸
大
の
先
生
方
は
「
絶
対
や
ら
な
あ

か
ん
」
な
ど
と
は
言
わ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

秋
山 

面
白
い
な
と
思
っ
た
の
は
、
ろ
く
ろ
の
練
習

の
時
、
く
る
く
る
回
る
対
象
を
ず
っ
と
見
つ
め
続
け

る
、
対
峙
す
る
と
い
う
経
験
、
そ
し
て
、
ち
ょ
っ
と

手
を
添
え
る
だ
け
で
対
象
に
変
化
が
起
こ
る
と
い
う

現
象
。
あ
と
、
先
生
も
先
輩
も
「
土
」
と
呼
ん
で
い
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太
陽
の
塔
の
地
下
部
分
に
展
示
さ
れ
て
い
た
世
界
各

地
の
民
族
美
術
、
特
に
仮
面
や
神
像
に
す
ご
く
感
動

し
ま
し
た
。
作
品
そ
の
も
の
の
力
強
さ
、
あ
る
い
は

つ
く
る
こ
と
へ
の
切
迫
感
み
た
い
な
も
の
を
感
じ
ま

し
た
。
生
き
る
こ
と
と
つ
く
る
こ
と
、
日
々
の
暮
ら

し
と
つ
く
る
こ
と
が
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
、
そ
の

強
さ
。
一
方
、
当
時
の
現
代
作
家
の
作
品
も
熱
心
に

観
賞
し
て
い
た
の
で
す
が
、
な
に
か
し
ら
違
和
感
を

覚
え
ま
し
た
。
現
代
ア
ー
ト
は
同
時
代
の
新
し
い
創

作
の
試
み
で
あ
り
、
生
き
て
い
く
た
め
の
根
源
的
な

と
こ
ろ
か
ら
く
る
民
族
美
術
と
は
異
な
る
。
創
作
へ

の
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
が
そ
の
頃
か
ら
自
分
の
な
か
に

存
在
し
、
今
も
続
い
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

潮
江 

土
と
の
出
会
い
以
前
に
、
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル

に
よ
る
創
作
へ
の
意
欲
が
秋
山
さ
ん
の
な
か
に
は
す

で
に
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
新
し
い
も
の
を
創
る
と
い

う
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
よ
る
思
考
の
世
界
と
、

も
っ
と
本
能
的
な
、
精
神
の
根
っ
こ
か
ら
起
こ
る
造

潮江 宏三氏
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土
台
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
細
密
な
も
の
も
生
ま
れ

得
た
と
思
い
ま
す
。

潮
江 

そ
れ
と
同
じ
世
界
を
今
こ
の
時
代
に
復
活
、

体
現
す
る
と
い
う
の
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

秋
山 

私
も
陶
芸
の
公
募
展
な
ど
の
審
査
員
を
務
め

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
必
ず
何
点
か
、「
超
絶
技

巧
」
的
な
作
品
が
あ
り
ま
す
ね
。
表
現
す
る
う
え
で

の
一
つ
の
考
え
方
あ
る
い
は
指
標
と
し
て
、
そ
う
し

た
と
こ
ろ
か
ら
学
ん
で
作
品
を
創
る
こ
と
自
体
は
大

い
に
結
構
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
現
代
に
お
い

て
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
か
、
ど
の
よ
う
な
新
た

な
価
値
を
生
み
出
す
の
か
と
い
う
視
点
が
不
可
欠
な

は
ず
で
す
。
つ
ま
り
、
単
に
一
つ
の
手
法
と
し
て
、

表
現
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
る
だ
け
に
し
か
見
え
な
い
作
品
が
と
て
も
多
い
。

こ
う
い
う
の
も
ア
リ
だ
よ
ね
、
と
い
う
程
度
の
。
そ

の
こ
と
に
少
し
危
う
さ
を
感
じ
ま
す
。

潮
江 
た
だ
、
ア
ー
ト
の
本
質
だ
け
を
重
視
し
て
、

形
。
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
自
分
の
な
か
で
混
ぜ
合
わ

せ
て
一
つ
に
す
る
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
ん

で
す
ね
。
の
ち
に
、
大
学
へ
入
っ
て
土
を
知
り
イ

メ
ー
ジ
が
広
が
っ
た
と
。

秋
山 
は
い
、
あ
く
ま
で
個
人
的
な
話
で
す
け
れ
ど
。

潮
江 

そ
ん
な
秋
山
さ
ん
に
敢
え
て
も
う
一
度
尋
ね

ま
す
が
、
土
を
扱
う
こ
れ
か
ら
の
作
家
に
は
ど
う
い

う
方
向
へ
の
可
能
性
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え

ば
、
近
年
の
市
場
で
再
び
注
目
さ
れ
て
い
る
「
超
絶

技
巧
」
の
世
界
に
つ
い
て
は
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

秋
山 

江
戸
末
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
、現
在「
超

絶
技
巧
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
細
密
な
工
芸
は
当
時

輸
出
と
い
う
目
的
が
あ
っ
て
生
産
が
伸
び
た
の
で
す
。

潮
江 

再
現
性
の
強
い
絵
付
け
な
ど
は
西
洋
人
好
み

で
は
あ
り
ま
し
た
ね
。
し
か
し
、
日
本
人
に
も
そ
う

い
う
細
か
い
も
の
、
リ
ア
ル
な
も
の
を
好
む
性
質
は

あ
り
ま
し
た
。
根
付
な
ど
そ
の
最
た
る
も
の
で
す
ね
。

秋
山 

伝
統
工
芸
技
術
が
し
っ
か
り
と
日
本
文
化
の
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た
か
ら
、
学
生
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
助
言
を
し
て
こ

ら
れ
た
で
し
ょ
う
。

秋
山 

い
え
、
具
体
的
な
こ
と
は
何
も
…
…
そ
れ
は

こ
れ
こ
れ
こ
う
だ
よ
、
な
ん
て
言
え
る
よ
う
な
ら
苦

労
は
し
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
今
の
人
た
ち
は
、
今

こ
の
現
代
を
呼
吸
し
な
が
ら
何
か
を
や
ろ
う
と
し
て

い
る
わ
け
で
す
。
昔
の
私
と
は
感
じ
方
、
考
え
方
が

違
っ
て
当
た
り
前
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
な
ど
に

は
と
う
て
い
理
解
で
き
な
い
く
ら
い
の
何
か
を
生
み

出
す
可
能
性
が
十
分
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
む
し
ろ

私
な
ん
か
が
理
解
で
き
る
程
度
の
も
の
だ
っ
た
ら
や

め
た
方
が
い
い
よ
、
と
は
言
え
ま
す
ね
。
歴
史
を
振

り
返
る
と
、
社
会
的
に
豊
か
な
時
代
に
も
厳
し
い
時

代
に
も
、
や
っ
ぱ
り
そ
の
状
況
の
中
で
必
然
的
に
生

み
出
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
の
証
言
と
し
て
の
強
さ
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か

ら
、
今
の
時
代
を
悲
観
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
今
と

い
う
時
代
か
ら
個
々
の
セ
ン
サ
ー
で
汲
み
取
り
な
が

そ
う
い
う
も
の
を
手
先
の
技
術
だ
と
し
て
ば
っ
さ
り

切
り
捨
て
た
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
西
洋
か
ぶ

れ
の
価
値
観
、
そ
れ
も
違
う
よ
ね
。
た
だ
技
術
が
優

れ
て
い
る
だ
け
で
は
、
本
質
を
新
た
に
変
え
て
い
く

力
に
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

秋
山 

「
超
絶
技
巧
」
自
体
が
目
的
に
な
っ
て
は
い

け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
し
か
に
、
現
代
に
お

い
て
も
な
お
有
効
な
表
現
手
段
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
あ
く
ま
で
手
段
と
し
て
、
何
に
対
し
て
有
効

な
の
か
。
な
ぜ
「
超
絶
技
巧
」
で
表
現
す
る
の
か
。

そ
こ
を
手
探
り
で
考
え
続
け
る
姿
勢
が
今
後
と
て
も

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
実
際
、
技
術
的
に
も
の
す
ご

く
上
手
な
人
た
ち
は
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
…
。

潮
江 

秋
山
さ
ん
は
母
校
で
教
え
て
も
お
ら
れ
ま
し

脳
だ
け
で
な
く

身
体
が
関
わ
っ
て
何
か
が
生
ま
れ
る
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ら
新
た
な
何
か
を
見
出
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
。
若
い
方
た
ち
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
何

か
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

潮
江 
な
る
ほ
ど
ね
。
た
し
か
に
、
も
の
の
感
じ
方

と
か
、
社
会
と
の
対
話
の
仕
方
と
か
、
我
々
が
経
験

し
た
の
と
は
違
う
形
で
生
き
残
っ
て
い
く
ん
だ
ろ
う

な
と
い
う
考
え
や
予
感
は
あ
り
ま
す
ね
。
し
か
し
、

私
は
古
い
世
界
で
生
き
て
き
た
せ
い
か
、
先
人
に
連

な
る
か
た
ち
で
新
し
い
作
り
手
が
登
場
し
て
く
る
の

を
期
待
し
て
し
ま
い
ま
す
。

秋
山 

焼
き
物
の
世
界
も
技
術
革
新
が
進
ん
で
、
焼

成
を
百
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る

フ
ァ
イ
ン
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
や
、
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
を
使

う
も
の
も
あ
り
ま
す
ね
。
た
だ
、
人
間
が
創
る
も
の

で
あ
る
か
ら
に
は
、
身
体
が
関
わ
る
中
で
何
か
が
生

ま
れ
る
は
ず
な
ん
で
す
。
脳
で
考
え
た
こ
と
を
そ
の

ま
ま
忠
実
に
具
体
化
す
る
だ
け
に
終
わ
ら
ず
、
人
間

の
身
体
で
働
き
か
け
る
と
い
う
身
体
性
。
思
い
通
り

に
な
ら
な
い
も
の
を
引
き
受
け
る
こ
と
は
と
て
も
健

全
な
在
り
方
で
あ
り
、
可
能
性
を
生
み
出
す
部
分

じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

潮
江 

脳
を
駆
使
し
て
技
術
を
研
ぎ
澄
ま
し
、
サ
イ

エ
ン
ス
の
領
域
に
近
づ
く
ほ
ど
そ
れ
は
ク
ロ
ー
ズ
ド

シ
ス
テ
ム
に
な
り
ま
す
ね
。
目
的
の
た
め
に
全
部
が

組
織
化
さ
れ
、
綻
び
を
許
さ
な
く
な
る
。
そ
れ
で
言

う
と
、
ア
ー
ト
と
い
う
の
は
オ
ー
プ
ン
シ
ス
テ
ム
で

す
。
矛
盾
が
あ
っ
た
り
、
す
っ
き
り
完
結
し
て
い
な

か
っ
た
り
。
む
し
ろ
、
そ
の
オ
ー
プ
ン
シ
ス
テ
ム
の

不
完
全
さ
を
保
つ
こ
と
が
大
事
な
の
だ
と
思
い
ま
す

ね
。
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
と
い
う
技
術
を
ど
う
使
う
の
か
、

新
し
い
可
能
性
を
考
え
る
の
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し

て
の
使
い
方
で
す
よ
ね
。
私
は
美
術
史
を
研
究
し
な

が
ら
、
絵
画
を
何
回
も
見
ま
す
。
同
じ
絵
を
何
回
も

何
回
も
見
る
。
す
る
と
同
じ
絵
が
、
あ
る
時
期
、
あ

る
時
間
に
見
た
の
と
は
、
違
っ
て
見
え
る
。
以
前
は

見
え
な
か
っ
た
も
の
を
新
た
に
発
見
す
る
。
そ
れ
が
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ア
ー
ト
の
面
白
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
工
芸
の
世
界
も

そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
工
芸
品
で
あ
る
か

ら
に
は
、
あ
る
用
途
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
な
が
ら
、

そ
う
じ
ゃ
な
い
膨
ら
み
を
含
ん
で
い
る
か
ら
面
白
い
。

見
る
者
、
使
う
者
に
よ
っ
て
そ
の
は
み
出
た
部
分
の

と
ら
え
方
が
ま
た
異
な
る
。
不
完
全
さ
や
遊
び
の
部

分
は
身
体
性
と
関
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

潮
江 

秋
山
さ
ん
の
作
品
は
ス
ケ
ー
ル
感
の
大
き
い

も
の
が
多
い
で
す
ね
。
ま
た
、
表
面
に
亀
裂
の
入
っ

た
、
土
の
痕
跡
を
残
す
こ
と
に
特
徴
の
ひ
と
つ
が
あ

り
ま
す
ね
。

秋
山 

亀
裂
は
土
に
生
じ
る
現
象
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、

私
は
そ
こ
に
人
智
の
及
ば
な
い
不
思
議
、
神
秘
を
感

じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

八
木
一
夫
の
空
間

秋
山
　
陽
の
空
間

自
体
が
大
切
な
造
形
要
素
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
空

間
の
中
で
の
自
分
と
物
と
の
関
係
、
今
こ
こ
で
の
潮

江
先
生
と
の
距
離
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
時
の
カ
ッ
プ

と
手
と
の
関
係
。
日
常
は
空
間
に
あ
り
、
日
常
に
は

そ
の
空
間
の
中
で
の
他
者
や
物
と
の
距
離
感
が
伴
い

ま
す
。
お
相
撲
さ
ん
に
近
く
で
会
う
と
威
圧
感
が
あ

り
ま
す
よ
ね
。
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
て
い
る
時
は
そ
の

小
さ
さ
に
可
愛
ら
し
さ
頼
り
な
さ
を
感
じ
る
。
何
か

を
大
き
い
、
小
さ
い
と
感
じ
る
の
は
、
必
ず
何
か
と

何
か
が
同
じ
空
間
で
対
峙
し
関
わ
る
時
な
ん
で
す
。

潮
江 

す
る
と
、
視
覚
的
な
広
が
り
も
含
ま
れ
る
わ

け
で
す
ね
。

秋
山 

美
術
作
品
で
す
の
で
、
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
ま
す
。
観
る
だ
け
で
な
く
、「
体
験

す
る
」
作
品
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
鑑
賞

者
が
作
品
を
遠
く
か
ら
観
る
、
近
づ
い
て
観
る
、

触
っ
て
み
る
。
そ
の
作
品
の
展
示
さ
れ
て
い
る
屋
内

ま
た
は
屋
外
の
空
間
に
お
い
て
、
人
と
作
品
の
関
係
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の
中
で
生
じ
る
何
か
を
感
じ
て
も
ら
え
れ
ば
。

潮
江 

そ
う
い
う
考
え
方
の
も
と
に
創
作
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
あ
れ
ほ
ど
の
大
き
い
作
品
が
生
ま
れ
る
の

で
す
ね
。
前
衛
陶
芸
の
作
家
た
ち
の
作
品
は
、
意
外

と
肩
幅
の
広
さ
以
内
に
収
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

八
木
一
夫
先
生
も
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
展
覧
会
に
は

都
合
が
よ
く
て
、
こ
れ
は
美
術
館
サ
イ
ド
の
話
で
す

が
、
現
実
問
題
と
し
て
、
秋
山
さ
ん
の
よ
う
な
大
き

な
作
品
な
ど
は
搬
入
や
搬
出
が
大
変
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
そ
の
展
示
の
事
情
は
作
家
の
脳
裏
の
隅
っ
こ
に

必
ず
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
ス
ケ
ー
ル
の
作
品
を
創
る
と
い
う
の
は
、
秋
山

さ
ん
の
ひ
と
つ
飛
び
抜
け
た
力
だ
と
思
い
ま
す
。

秋
山 

そ
の
展
示
の
事
情
と
い
う
の
も
そ
う
で
す
が
、

よ
く
尋
ね
ら
れ
る
の
が
、
窯
の
大
き
さ
に
も
限
度
が

あ
る
で
し
ょ
、
と
か
。

潮
江 

あ
あ
、
と
て
も
現
実
的
な
問
題
で
す
ね
。

秋
山 

し
か
し
で
す
ね
、
逆
に
問
い
た
い
の
で
す
。

そ
ん
な
こ
と
で
作
品
の
大
き
さ
を
決
め
ら
れ
る
の
か
、

と
。

潮
江 

そ
こ
が
秋
山
先
生
の
凄
い
と
こ
ろ
で
す
。
普

通
は
そ
こ
で
み
ん
な
、
妥
協
す
る
ん
で
す
よ
。

秋
山 

既
存
の
枠
組
み
や
条
件
に
縛
ら
れ
る
の
は
、

大
嫌
い
な
ん
で
す
。

潮
江 

若
い
時
か
ら
一
貫
し
て
い
ま
す
ね
。
非
常
に

大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

秋
山 

先
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
現
実
問
題
と

し
て
窯
の
大
き
さ
な
ど
の
制
約
に
対
し
て
何
ら
か
の

工
夫
を
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
新
た

な
発
想
の
手
掛
か
り
に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

潮
江 

な
る
ほ
ど
。
秋
山
さ
ん
の
作
品
に
は
そ
の
大

き
さ
だ
け
で
な
く
、見
た
目
の
素
材
感
や
手
触
り
、触

覚
に
訴
え
る
要
素
も
実
に
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ

り
ま
す
が
、
お
考
え
を
聞
き
ま
す
と
納
得
で
き
ま
す
。

秋
山 
先
ほ
ど
お
名
前
の
出
た
八
木
一
夫
先
生
、
私

は
ず
い
ぶ
ん
お
世
話
に
な
り
、
影
響
も
受
け
ま
し
た
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が
、
先
生
の
作
品
の
サ
イ
ズ
に
は
長
ら
く
納
得
で
き

ず
に
い
ま
し
た
。

潮
江 

え
え
、
私
も
あ
る
日
突
然
、
気
が
つ
い
た
ん

で
す
。
八
木
先
生
、
肩
幅
の
範
囲
で
創
っ
て
お
ら
れ

る
と
。

秋
山 

そ
う
な
ん
で
す
が
、
八
木
先
生
と
私
と
で
は
、

空
間
に
お
け
る
ス
ケ
ー
ル
に
対
す
る
考
え
方
、
感
じ

方
が
違
う
か
ら
な
の
だ
と
、の
ち
に
わ
か
っ
た
の
で
す
。

潮
江 

ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

秋
山 

創
作
へ
向
か
う
出
発
点
が
、
た
ぶ
ん
全
然
違

う
の
で
す
。
私
は
、
た
と
え
ば
ミ
ロ
の
彫
刻
の
よ
う

に
、
広
い
青
空
と
太
陽
の
も
と
、
広
い
原
野
に
存
在

す
る
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
へ
の
憧
れ
が
あ
り
ま
し

た
。
け
れ
ど
も
八
木
先
生
は
、
た
と
え
ば
畳
の
小
さ

な
部
屋
、
直
射
日
光
が
飛
び
込
む
の
で
は
な
く
小
さ

な
窓
の
障
子
越
し
に
柔
ら
か
な
光
が
入
る
よ
う
な
場

所
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
を
前
提
に
し
て
お
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
。

潮
江 

な
る
ほ
ど
、
六
畳
間
、
八
畳
間
の
和
室
の
よ

う
な
ね
。

秋
山 

そ
れ
こ
そ
、
お
茶
室
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
な

空
間
で
八
木
作
品
と
対
峙
す
る
と
、
な
ん
だ
か
特
別

な
力
、
魅
力
を
発
揮
す
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
気

が
つ
い
た
ん
で
す
。
先
生
は
、
小
さ
く
て
も
濃
密
な

空
間
を
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

潮
江 

八
木
先
生
は
い
つ
も
ご
自
分
の
こ
と
を
「
茶

碗
屋
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
そ
う
い
う

凝
縮
し
た
空
間
の
中
に
置
い
て
こ
そ
も
の
を
言
う
、

あ
る
い
は
鑑
賞
者
に
多
様
な
読
み
方
を
さ
せ
る
作
品

を
創
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

秋
山 

で
す
か
ら
、
美
術
館
の
よ
う
な
天
井
も
高
い

広
い
空
間
に
置
か
れ
る
と
、
な
か
な
か
そ
の
魅
力
が

伝
わ
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

潮
江 

そ
の
説
に
は
私
も
納
得
で
す
。
展
示
す
る
側

に
も
空
間
演
出
の
工
夫
が
要
求
さ
れ
ま
す
ね
。
実
に

興
味
深
い
お
話
の
数
々
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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験
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は
じ
め
に 

─
一
九
三
七
年
と
い
う
転
換

一
九
三
七
年
六
月
、
美
術
雑
誌
『
ア
ト
リ
ヱ
』
で
特
集
「
前
衛
絵
画
の
研
究
と
批
判
」
が
組
ま
れ
た
。
巻
頭
の
ア
ー

ト
紙
に
印
刷
さ
れ
た
の
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
や
マ
グ
リ
ッ
ト
、
ダ
リ
、
マ
ン
・
レ
イ
、
タ
ン
ギ
ー
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
、
カ
ン

デ
ィ
ン
ス
キ
ー
ら
の
作
品
図
版
に
ブ
ル
ト
ン
の
オ
ブ
ジ
ェ
《
物
体
詩
》、
そ
し
て
彼
ら
の
顔
写
真
で
あ
る
。
こ
こ
で
言

う
「
前
衛
絵
画
」
と
は
「
超
現
実
主
義
絵
画
」
と
「
抽
象
主
義
絵
画
」
の
こ
と
を
指
す
。
続
く
モ
ノ
ク
ロ
の
ペ
ー
ジ
は

福
沢
一
郎
の
「
前
衛
絵
画
論
」
と
長
谷
川
三
郎
の
「
前
衛
絵
画
の
周
囲
」
か
ら
始
ま
り
、
須
田
国
太
郎
や
瀧
口
修
造
、

尾
川
多
計
、
植
村
鷹
千
代
ら
の
「
超
現
実
主
義
」
も
し
く
は
「
抽
象
主
義
」
に
関
す
る
文
章
が
掲
載
さ
れ
た
。

中
で
も
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
前
衛
絵
画
批
判
」
と
題
し
た
セ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
企
画
者
か
ら
出
さ
れ
た

「
前
衛
絵
画
（
超
現
実
主
義
・
抽
象
主
義
）
の
現
状
を
如
何
に
御
考
察
に
な
り
ま
す
か
」、「
前
衛
絵
画
の
存
在
意
義
に

就
て
何
う
御
考
へ
に
な
り
ま
す
か
」、「
前
衛
絵
画
の
将
来
性
に
就
て
は
何
う
御
判
断
に
な
り
ま
す
か
」
と
い
う
三
つ
の

質
問
に
対
し
て
、
批
評
家
と
画
家
が
各
々
の
立
場
か
ら
「
前
衛
絵
画
」
へ
の
不
満
や
期
待
、
共
感
を
伝
え
た
。
も
ち
ろ

ん
そ
こ
に
は
、
無
関
心
と
い
う
「
批
判
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。
当
時
、
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
（
現
京
都
市
立
芸
術

大
学
）
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
中
井
宗
太
郎
の
解
答
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

超
現
実
主
義
、
抽
象
主
義
等
の
絵
画
を
私
は
前
衛
と
認
め
な
い
。

　

そ
れ
等
は
前
衛
ど
こ
ろ
か
寧
ろ
後
退
的
の
も
の
と
思
ふ
。
何
故
な
ら
、
超
現
実
派
に
し
ろ
抽
象
派
に
し
ろ
、
現

実
の
客
観
性
よ
り
も
、
主
観
的
な
恣
意
の
観
念
に
美
を
感
じ
る
。
正
と
不
正
の
葛
藤
、
動
乱
と
不
安
の
坩
堝
で
あ
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「前衛絵画」と京都と戦争─「集団制作」という実験

る
現
実
の
世
相
に
向
つ
て
、
積
極
的
に
こ
の
混
乱
を
克
服
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
云
は
ば
自
己
陶
酔
に
わ
づ
か
に
安

住
の
足
溜
り
を
見
出
し
た
。
現
実
の
否
定
と
云
ふ
よ
り
も
、
退
嬰
の
結
果
に
他
な
ら
な
い
と
思
ふ1

。

国
画
創
作
協
会
の
支
援
な
ど
を
通
し
て
日
本
画
の
革
新
に
尽
力
し
た
中
井
宗
太
郎
で
あ
る
が
、「
超
現
実
主
義
、
抽

象
主
義
等
の
絵
画
」
に
対
し
て
は
極
め
て
否
定
的
な
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
わ
る
。
そ
の
後
も
「
前
衛
」
で
は
な
く

む
し
ろ
「
退
嬰
」
で
あ
る
と
す
る
「
前
衛
絵
画
批
判
」
が
覆
る
こ
と
は
な
く
、
二
年
後
に
は
「
シ
ユ
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
、

ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
シ
ヨ
ン
等
は
西
洋
に
於
て
こ
そ
、
そ
の
歴
史
的
必
然
性
を
持
つ
が
日
本
で
は
単
な
る
模
倣
に
す
ぎ
な

い
」2

と
述
べ
る
に
至
る
。

一
方
、
京
都
帝
国
大
学
（
現
京
都
大
学
）
の
講
師
で
、
文
芸
雑
誌
『
世
界
文
化
』
や
隔
週
新
聞
『
土
曜
日
』
の
編
集

に
携
わ
っ
て
い
た
中
井
正
一
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

一
、�

彼
等
は
基
礎
的
な
積
極
的
な
否
定
を
も
た
ず
し
て
、
只
現
実
を
拒
否
だ
け
し
て
、
い
る
人
達
で
す
。
世
の
中

が
考
へ
た
だ
け
で
判
る
に
は
餘
り
に
も
複
雑
な
巨
大
な
矛
盾
を
も
つ
て
動
い
て
来
た
か
ら
知
識
人
に
現
は
れ

た
現
象
の
一
つ
で
せ
う
。（
中
略
）

一
、�

ス
ペ
イ
ン
で
ピ
カ
ソ
が
行
動
し
て
い
る
行
動
が
示
す
様
に
、
そ
れ
が
根
の
降
り
た
否
定
に
腰
を
す
え
る
か
、

只
現
実
拒
否
に
浮
く
か
、
こ
の
数
年
が
、
そ
れ
を
決
定
的
な
も
の
と
し
て
示
す
で
せ
う3

。

京
都
を
拠
点
と
す
る
二
人
の
「
中
井
」
が
吐
露
す
る
の
は
、「
前
衛
絵
画
」
の
担
い
手
た
ち
が
「
現
実
を
拒
否
だ
け



20

し
て
」
い
る
こ
と
に
対
す
る
不
満
で
あ
る
。「
動
乱
と
不
安
の
坩
堝
」
を
生
き
る
た
め
に
は
、
単
な
る
「
現
実
拒
否
」

に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、「
根
の
あ
る
否
定
」
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
中
井
正
一
は
説
く
。

他
方
、
画
家
の
立
場
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
「
批
判
」
が
寄
せ
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。
京
都
の
洋
画
を
牽
引
し
た
画
家
の

一
人
、
里
見
勝
蔵
は
「
超
現
実
主
義
絵
画
、
抽
象
主
義
絵
画
が
生
れ
て
来
た
必
然
の
理
由
は
よ
く
わ
か
る
そ
し
て
大
い

に
賞
賛
も
す
る
」
と
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

然
し
、
今
日
、
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
さ
へ
全
然
失
敗
の
状
態
で
あ
る
。
決
し
て
成
功
し
た
と
は
云
ひ
得
な
い
。
日
本

の
そ
れ
は
も
と
よ
り
云
ふ
ま
で
も
な
い4

。

日
本
の
美
術
界
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
表
現
が
現
れ
た
の
は
、
一
九
二
九
年
の
第
一
六
回
二
科
展
に
出
品
さ
れ
た

東
郷
青
児
や
阿
部
金
剛
、
古
賀
春
江
の
絵
画
が
最
初
と
さ
れ
る
。
徳
永
郁
介
は
、
中
井
正
一
ら
を
中
心
に
刊
行
さ
れ
た

同
人
誌
『
美
・
批
評
』
の
中
で
、「
超
現
実
派
を
フ
ロ
イ
ド
の
精
神
分
析
に
か
け
る
こ
と
の
当
否
は
問
は
な
い
。
た
だ

私
は
、
超
現
実
派
の
中
に
機
械
へ
の
思
慕
を
見
る
」、「
青
児
の
『
超
現
実
派
の
散
歩
』
に
は
何
ら
機
械
の
描
写
が
な
い
。

然
し
、
そ
こ
に
は
、
確
か
に
現
代
機
械
文
明
に
対
す
る
感
覚
が
あ
る
」5

と
、
二
科
展
に
現
出
し
た
超
現
実
派
の
特
徴
を

指
摘
し
た6

。
雑
誌
『
ア
ト
リ
ヱ
』
が
「
超
現
実
主
義
研
究
号
」
を
出
し
た
翌
年
、
一
九
三
一
年
一
月
に
開
催
さ
れ
た
第

一
回
独
立
展
に
は
「
日
本
で
正
当
な
意
味
で
超
現
実
主
義
を
移
入
し
た
」7

と
言
わ
れ
る
福
沢
一
郎
が
全
三
七
点
の
絵
画

を
出
品
し
、
日
本
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
表
現
が
広
が
る
契
機
と
な
っ
た
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
を
訪
れ

た
批
評
家
や
画
家
の
多
く
は
、
現
地
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
す
で
に
「
下
火
」
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
の
終
焉
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を
伝
え
て
い
る
。
里
見
と
同
じ
く
関
西
美
術
院
で
学
び
、「
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
新
風
を
二
科
会
に
も
た
ら
し
た
」8

と
言
わ

れ
る
画
家
の
黒
田
重
太
郎
は
「
日
本
で
は
昨
今
の
事
の
や
う
に
、
物
珍
ら
し
さ
う
に
持
て
囃
し
て
い
る
シ
ュ
ー
ル
レ
ア

リ
ズ
ム
も
最
う
本
場
で
は
そ
ろ
そ
ろ
山
が
見
え
出
し
て
来
た
ら
し
い
。『
非
絵
画
的
な
』
一
部
分
を
、
こ
の
連
中
が
ど

う
始
末
を
つ
け
る
か
と
云
ふ
事
が
、
向
ふ
で
も
か
な
り
問
題
に
な
つ
て
い
る
ら
し
い
か
ら
」9

と
述
べ
た
。「
前
衛
絵
画
」

的
な
傾
向
は
日
本
の
必
然
で
は
な
い
と
考
え
る
渡
欧
経
験
者
・
里
見
に
と
っ
て
、「
超
現
実
主
義
絵
画
」
と
「
抽
象
主

義
絵
画
」、
ど
ち
ら
も
す
で
に
「
終
わ
っ
た
」
絵
画
で
あ
る
こ
と
は
「
云
ふ
ま
で
も
な
い
」。

「
前
衛
絵
画
」
へ
の
批
判
は
、
主
に
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
現
実
社
会
か
ら
遊
離
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
、
も
う
一

つ
は
、
西
洋
の
模
倣
の
域
を
脱
し
て
い
な
い
こ
と
へ
の
批
判
で
、
新
傾
向
に
対
す
る
嫌
悪
や
嘲
笑
そ
し
て
無
関
心
を
別

に
す
れ
ば
、「
前
衛
絵
画
」
が
日
本
の
社
会
や
歴
史
、
生
活
、
そ
し
て
「
古
典
」
に
肉
迫
で
き
て
い
な
い
こ
と
へ
の
不

満
の
反
映
と
も
言
え
る
。
中
井
正
一
が
「
只
現
実
拒
否
に
浮
く
か
、
こ
の
数
年
が
、
そ
れ
を
決
定
的
な
も
の
と
し
て
示

す
で
せ
う
」
と
予
感
め
い
た
こ
と
を
述
べ
る
と
き
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
の
は
、「
前
衛
絵
画
」
の
担
い
手
た
ち
に
対

す
る
期
待
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
彼
ら
／
自
ら
を
取
り
巻
く
状
況
に
対
す
る
不
安
と
憤
り
の
反
映
だ
ろ
う
か
。

「
前
衛
絵
画
」
が
良
く
も
悪
く
も
注
目
さ
れ
た
一
九
三
七
年
、
京
都
に
も
「
超
現
実
主
義
」
的
な
表
現
を
模
索
す
る

者
た
ち
が
現
れ
る
。
そ
の
中
心
に
い
た
の
は
、「
独
立
美
術
京
都
研
究
所
」（
一
九
三
三
年
開
所
）
や
研
究
所
の
有
志
に

よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
「
新
日
本
洋
画
協
会
」（
一
九
三
五
年
結
成
）
に
在
籍
す
る
北
脇
昇
や
小
牧
源
太
郎
、
今
井
憲
一
、

高
木
四
郎
、
松
崎
政
雄
ら
で
あ
っ
た10

。「
前
衛
絵
画
」
を
強
烈
に
批
判
し
た
里
見
は
、
独
立
美
術
京
都
研
究
所
が
開
所

間
も
な
い
頃
に
制
作
指
導
や
作
品
批
評
会
の
役
割
を
担
っ
た
画
家
の
一
人
で
あ
り
、
中
井
正
一
は
、
研
究
所
主
催
の
講

習
会
に
講
師
と
し
て
招
か
れ
て
い
た
関
係
者
の
一
人
で
あ
っ
た11

。
だ
が
関
係
者
か
ら
の
痛
烈
な
「
批
判
」
に
も
関
わ
ら
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ず
、
京
都
の
「
前
衛
画
家
」
た
ち
の
「
前
衛
絵
画
」
の
実
験
は
加
速
度
を
増
し
、
や
が
て
「
集
団
制
作
」
と
い
う
奇
妙

で
不
可
解
な
る
一
連
の
絵
画
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。

盧
溝
橋
事
件
が
起
き
た
の
は
、『
ア
ト
リ
ヱ
』
が
「
前
衛
絵
画
」
を
特
集
し
た
翌
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
三
七

年
七
月
七
日
以
後
、
京
都
市
伏
見
区
を
拠
点
と
す
る
大
日
本
帝
国
陸
軍
第
一
六
師
団12

は
華
北
戦
線
に
投
入
さ
れ
、
上
海

派
遣
軍
指
揮
の
下
、
南
京
攻
略
戦
へ
と
突
き
進
ん
で
い
く
。
中
井
正
一
ら
『
世
界
文
化
』
や
『
土
曜
日
』
の
関
係
者
が

治
安
維
持
法
違
反
の
嫌
疑
で
次
々
と
拘
束
さ
れ
、
社
会
か
ら
の
隔
絶
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
年
の
一
一
月
か

ら
翌
年
に
か
け
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
報
道
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
少
な
く
と
も
北
脇
と
小
牧
は
中
井
の
逮
捕
及
び
一

連
の
拘
束
事
件
を
知
っ
て
い
た13

。

戦
争
は
そ
の
時
を
日
常
と
し
て
生
き
る
人
々
の
精
神
お
よ
び
内
臓
／
肉
体
に
深
く
関
与
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
兵
役

に
従
事
し
画
家
と
し
て
の
自
ら
と
切
り
離
さ
れ
た
者
や
、
陸
海
軍
か
ら
戦
地
に
派
遣
さ
れ
た
従
軍
画
家
の
み
な
ら
ず
、

銃
後
を
生
き
た
画
家
た
ち
も
同
様
で
あ
る
。「
否
定
」
す
べ
き
「
現
実
」
が
刻
一
刻
と
変
化
す
る
時
代
状
況
に
お
い
て
、

「
前
衛
画
家
」
た
ち
は
矛
盾
し
た
「
現
実
」
と
如
何
に
対
峙
し
、
思
考
し
、
何
を
創
造
し
た
か
。
本
稿
で
は
、
京
都
の

「
前
衛
絵
画
」
を
先
導
し
た
北
脇
昇
と
小
牧
源
太
郎
の
二
人
に
焦
点
を
合
わ
せ
な
が
ら
、
彼
ら
の
作
品
と
発
せ
ら
れ
た

言
葉
の
変
／
不
変
を
通
し
て
、
一
九
三
〇
年
代
の
「
前
衛
絵
画
」
の
興
隆
か
ら
弾
圧
へ
と
至
る
過
程
を
辿
る
。「
否
定
」

し
得
な
い
「
現
実
」
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
時
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
「
前
衛
絵
画
」
は
そ
の
「
現
実
」
を
ど
の
よ
う
に
照

射
し
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
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１
　
北
脇
昇
と
小
牧
源
太
郎
、「
前
衛
画
家
」
の
は
じ
ま
り

一
九
三
二
年
一
二
月
、
東
京
府
美
術
館
（
現
東
京
都
美
術
館
）
で
開
幕
し
た
「
巴
里
・
東
京
新
興
美
術
展
覧
会
」
が
、

そ
の
後
「
巴
里
新
興
美
術
展
覧
会
」
と
名
を
変
え
て
、
大
阪
、
京
都
、
福
岡
、
熊
本
、
大
連
、
金
沢
、
名
古
屋
の
七
箇

所
を
巡
回
し
た14

。
キ
リ
コ
や
エ
ル
ン
ス
ト
、
ミ
ロ
、
タ
ン
ギ
ー
の
実
作
が
含
ま
れ
て
い
た
そ
の
展
覧
会
は
、
シ
ュ
ル
レ

ア
リ
ス
ム
の
み
な
ら
ず
、
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
潮
流
を
体
感
す
る
貴
重
な
機
会
と
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
批

評
家
や
画
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
巴
里
・
東
京
新
興
美
術
同
盟
」
の
一
人
、
批
評
家
の
森
口
多
里
は
、
展
覧
会
を

次
の
よ
う
に
振
り
返
る
。

「
巴
里
・
東
京
新
興
美
術
同
盟
」
が
キ
ュ
ビ
ス
ム
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
、
ネ
オ
プ
ラ
ス
チ
シ
ス
ム
（
新
造
形
主

義
）
其
他
の
作
品
を
パ
リ
か
ら
取
寄
せ
て
府
美
術
館
で
展
観
し
た
時
で
、
私
も
同
盟
の
関
係
者
で
あ
つ
た
が
、
そ

の
時
の
超
現
実
派
の
作
品
は
い
づ
れ
も
本
格
的
の
タ
ブ
ロ
ー
で
、
実
は
私
は
こ
れ
に
よ
つ
て
始
め
て
こ
の
派
の
作

品
の
真
価
を
知
つ
た
の
で
あ
る15

。

展
覧
会
が
京
都
・
岡
崎
勧
業
館
に
巡
回
し
た
の
は
、
一
九
三
三
年
一
月
の
こ
と
で
あ
る
（
一
月
二
五
日
‒
二
八
日
）。

会
場
を
訪
れ
た
観
客
の
一
人
に
、
の
ち
に
京
都
の
「
超
現
実
派
」
の
一
人
と
な
る
小
牧
源
太
郎
が
い
た
。
画
家
を
目
指

す
「
直
接
的
な
動
機
の
一
つ
」16

と
な
り
、「
感
銘
を
受
け
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
存
在
を
知
る
」17

契
機
と
な
る
そ
の

巡
回
展
を
、
小
牧
は
次
の
よ
う
に
振
り
返
る
。
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な
ん
と
云
っ
て
も
シ
ュ
ル
派
の
人
達
、
中
で
も
エ
ル
ン
ス
ト
の
「
森
と
太

陽
」、
タ
ン
ギ
ー
の
「
青
い
背
景
」
な
ど
に
は
た
ま
ら
な
い
魅
力
を
感
じ
た
。

何
れ
に
し
て
も
既
成
の
概
念
を
打
ち
破
っ
た
こ
れ
ら
の
作
品
を
観
る
こ
と
に

よ
っ
て
絵
画
へ
の
関
心
は
今
迄
と
異
り
積
極
的
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る18

。

美
術
評
論
家
の
中
村
義
一
は
、
そ
の
展
覧
会
が
「
少
な
く
と
も
京
都
で
は
最
初

の
、
実
物
作
品
に
よ
る
二
〇
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
の
一
大
展
観
で
あ
っ
た
」
こ

と
、「
地
元
の
若
い
美
術
家
を
大
い
に
刺
激
し
た
」19

こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。
中

村
は
小
牧
自
身
か
ら
、
も
し
く
は
小
牧
以
外
の
証
言
者
か
ら
実
際
に
そ
の
「
刺

激
」
に
つ
い
て
聞
く
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

小
牧
が
独
立
美
術
京
都
研
究
所
に
入
所
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
約
二
年
後
の

一
九
三
五
年
六
月
で
あ
る
。
そ
の
頃
小
牧
が
描
い
た
の
が
《
マ
ユ
》（
図
１
）
と

《
エ
ビ
》（
図
２
）
で
あ
る
。
画
家
と
し
て
の
軌
跡
を
開
始
し
た
ば
か
り
の
時
期
に
、

す
で
に
小
牧
は
、
背
景
に
「
マ
ユ
」
と
「
エ
ビ
」
が
浮
遊
す
る
幻
想
的
な
空
間
を

生
み
出
し
て
い
た20

。
京
都
研
究
所
の
今
井
憲
一
は
次
の
よ
う
に
当
時
の
小
牧
に
つ

い
て
語
っ
て
い
る
。

図１　小牧源太郎《マユ》
1935年頃、京都国立近代美術館

図２　小牧源太郎《エビ》
1935年頃、京都国立近代美術館
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彼
は
研
究
所
へ
入
所
し
た
当
初
よ
り
、
独
自
の
技
法
で
作
品
を
作
り
始
め
て
い
た
。
伝
統
的
な
技
法
に
は
頭
か
ら

染
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
転
向
の
苦
労
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
自
分
の
世
界
が
、
独
特
な
自
分
の
技
法
を

生
み
出
す
、
生
え
抜
き
の
シ
ュ
ー
ル
・
リ
ア
リ
ス
ト
だ
と
言
え
よ
う
。
彼
の
場
合
、
彼
が
絵
画
を
始
め
る
以
前
に

仏
教
哲
学
を
研
究
し
て
い
た
と
言
う
事
も
、
見
逃
す
訳
に
は
い
か
な
い
事
で
あ
ろ
う21

。

そ
の
今
井
が
、「
独
立
の
研
究
所
で
、
最
初
に
シ
ュ
ー
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に
踏
み
切
っ
た
」22

人
物
と
し
て
挙
げ
て
い

る
の
が
、
北
脇
昇
で
あ
る
。
一
八
歳
で
鹿
子
木
孟
郎
の
画
塾
に
入
塾
し
た
北
脇
は
、
そ
の
後
、
津
田
青
楓
洋
画
塾
で
の

学
び
を
通
し
て
二
科
展
で
の
入
選
を
果
た
し
た23

。
師
で
あ
る
青
楓
の
検
挙
・
拘
束
と
そ
の
後
の
洋
画
断
筆
に
よ
っ
て
画

塾
が
解
散
し
た
後
、
独
立
美
術
研
究
所
の
開
所
に
向
け
て
奔
走
し
た
の
は
、
北
脇
で
あ
る24

。「
伝
統
的
な
技
法
に
は
頭

か
ら
染
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
小
牧
と
は
、
辿
っ
て
来
た
軌
跡
が
異
な
っ
て
い
た
。

北
脇
君
が
最
初
に
と
っ
た
方
法
は
、
従
来
の
油
絵
筆
を
捨
て
る
事
、
つ
ま
り
新
し
い
技
法
に
は
新
し
い
道
具
を
使

え
、
と
言
う
事
で
あ
っ
た
。
即
ち
ロ
ー
ラ
ー
で
の
地
塗
り
、
霧
吹
き
で
の
ぼ
か
し
、
フ
ロ
ッ
タ
ー
ジ
ュ
等
が
そ
れ

で
あ
っ
た25

。

北
脇
の
研
究
を
切
り
拓
く
大
谷
省
吾
に
よ
れ
ば
、
北
脇
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
へ
の
関
心
は
「『
ニ
ッ
ポ
ン
新
聞
』

に
「
子
供
の
絵
と
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
」
を
執
筆
し
た
一
九
三
六
年
一
〇
月
頃
」26

か
ら
始
ま
る27

。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
へ
の
「
関
心
」
は
や
が
て
、
そ
れ
ま
で
の
描
く
技
法
や
モ
チ
ー
フ
か
ら
の
解
放
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
は
単
に
視
覚
的
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な
変
化
に
留
ま
ら
ず
、

北
脇
の
、
新
た
な
る

絵
画
の
創
造
と
そ
れ

に
ま
つ
わ
る
思
想
の

発
見
を
も
意
味
し
て

い
た
。

「
ロ
ー
ラ
ー
で
の

地
塗
り
、
霧
吹
き
で

の
ぼ
か
し
」
を
用
い

図３　北脇昇《眠られぬ夜のために》
1937年、京都市美術館

た
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
《
眠
ら
れ
ぬ
夜
の
た
め
に
》（
図
３
）
で
あ
る
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
眠
ら
れ
ぬ

夜
」
の
苦
痛
を
経
験
し
て
い
た
ス
イ
ス
の
文
筆
家
、
カ
ー
ル
・
ヒ
ル
テ
ィ
の
代
表
作
『
眠
ら
れ
ぬ
夜
の
た
め
に
』

（
一
九
三
六
年
、
岩
波
書
店
）
か
ら
と
ら
れ
た
と
い
う28

。
深
海
の
よ
う
な
青
の
空
間
に
浮
か
ぶ
桃
色
の
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
と
、

そ
れ
ら
を
照
ら
す
一
筋
の
光
は
、
不
眠
の
苦
痛
に
あ
え
ぐ
者
に
絶
望
を
も
た
ら
す
朝
の
光
か
、
そ
れ
と
も
異
世
界
（
夢
）

へ
と
導
く
救
い
の
光
か
。
ロ
ー
ラ
ー
と
エ
ア
ス
プ
レ
ー
が
導
く
均
質
な
絵
の
具
の
広
が
り
が
、
現
実
と
夢
、
意
識
と
無

意
識
の
間
に
あ
る
「
眠
ら
れ
ぬ
夜
」
の
幻
想
的
空
間
を
も
た
ら
す
。
作
品
を
前
に
し
た
者
の
意
識
も
ま
た
、
無
意
識
的

に
柔
ら
か
な
夢
幻
の
中
へ
と
吸
い
寄
せ
ら
れ
て
い
く
。
本
作
は
第
三
回
京
都
市
美
術
展
覧
会
（
市
展
）（
一
九
三
八
年

五
月
一
日
‒
二
十
日
、
大
礼
記
念
京
都
美
術
館
）
に
出
品
さ
れ
、
洋
画
部
門
で
市
長
賞
を
受
賞
し
た29

。

同
じ
一
九
三
七
年
、
小
牧
が
描
い
た
の
は
《
民
族
系
譜
学
》（
図
4
）
で
あ
る
。
木
村
重
信
が
「
そ
こ
に
は
現
実
の

図４　小牧源太郎《民族系譜学》
1937年、京都市美術館
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空
気
は
少
し
も
感
じ
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
作
者
の
胎
内
空
想
に
よ
る
架
空
の
世
界
で
あ
る
」30

と
述
べ
る
と
お
り
、

《
民
族
系
譜
学
》
に
描
か
れ
た
の
は
、
眼
前
に
広
が
る
世
界
か
ら
は
遠
く
隔
た
っ
た
「
作
者
の
胎
内
空
想
」
で
あ
っ
た
。

胎
内
空
想
に
つ
い
て
、
小
牧
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

胎
児
が
羊
水
に
囲
ま
れ
た
母
体
内
で
生
き
て
い
る
時
、
そ
れ
は
極
楽
浄
土
の
よ
う
な
世
界
で
あ
り
、
理
想
郷
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
至
福
至
楽
の
胎
内
生
活
へ
の
幻
想
、
思
慕
願
望
を
云
う
の
で
あ
る
が
、
山
々
に
繞
ま
れ
た
湖
水

と
か
、
島
々
に
囲
繞
さ
れ
た
海
や
湾
、
海
底
な
ど
は
胎
内
空
想
の
象
徴
的
対
象
で
あ
る31

。

「
胎
内
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
導
く
の
は
、
描
か
れ
た
複
数
の
モ
チ
ー
フ
を
包
み
込
む
背
景
部
分
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
技
法
の
一
つ
、
デ
カ
ル
コ
マ
ニ
ー
を
想
起
さ
せ
る
。
小
牧
が
「
独
特
」
な
の
は
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で

「
デ
カ
ル
コ
マ
ニ
ー
風
」
で
あ
っ
て
デ
カ
ル
コ
マ
ニ
ー
で
は
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
背
景
部
分
は
、

偶
然
性
を
も
た
ら
す
転
写
の
技
法
で
は
な
く
、
絵
筆
と
油
絵
具
で
丹
念
に
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
び
か
れ
た
イ

メ
ー
ジ
で
あ
る
。「
胎
内
」
を
浮
遊
す
る
異
形
の
生
物
／
セ
ミ
の
臓
物
は
「
ひ
き
ち
ぎ
ら
れ
た
人
間
」32

の
象
徴
で
あ
り
、

自
ら
を
修
復
す
る
か
の
よ
う
に
「
系
譜
」
の
糸
を
吐
く
。
作
品
の
中
央
に
は
、
赤
い
花
に
し
が
み
つ
く
カ
マ
キ
リ
が
描

か
れ
る
。「
美
は
カ
マ
キ
リ
の
性
本
能
の
如
く
可
食
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」33

と
述
べ
る
小
牧
に
と
っ
て
、
交
尾
と

死
と
が
隣
り
合
う
カ
マ
キ
リ
は
無
意
識
の
性
的
欲
望
と
根
源
的
な
生
を
象
徴
す
る
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、「
残
忍

さ
の
象
徴
」34

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
凄
惨
な
「
タ
ブ
ー
（
禁
忌
）
と
し
て
の
生
」35

を
包
み
込
む
の
が
、
極
楽
浄
土
の
よ
う

な
「
胎
内
」
で
あ
る
。
羊
水
／
海
を
浮
遊
す
る
胎
児
は
、
球
体
の
中
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
重
の
「
至
福
至
楽
」
の



28

中
に
あ
る
。「
胎
内
空
想
に
よ
る
架
空
の
世
界
」
と
は
言
え
、
死
へ
の
恐
怖
を
伴
う
胎
内
空
想
こ
そ
が
小
牧
の
真
実
で

あ
り
、
超
現
実
で
あ
っ
た
。
本
作
は
大
礼
記
念
京
都
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
京
都
市
美
術
展
覧
会
（
五
月
二
九

日
‒
六
月
一
七
日
）
に
出
品
さ
れ
た
。

北
脇
と
小
牧
の
大
い
な
る
転
換
の
年
と
な
っ
た
一
九
三
七
年
、
京
都
・
朝
日
画
廊
で
開
催
さ
れ
た
の
は
、
シ
ュ
ル
レ

ア
リ
ス
ム
の
世
界
的
展
開
を
伝
え
た
展
覧
会
「
海
外
超
現
実
主
義
作
品
展
」（
六
月
二
四
日
‒
二
九
日
）
で
あ
る36

。
東

京
、
京
都
、
大
阪
、
名
古
屋
、
福
井
を
巡
回
し
た
そ
の
展
覧
会
は
、
資
料
が
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
も
の
の
、

海
外
か
ら
直
接
送
ら
れ
て
来
た
作
品
や
資
料
が
、
地
方
の
観
客
に
対
し
て
与
え
た
影
響
力
は
大
き
い
。
京
都
展
を
訪
れ

た
北
脇
昇
は
「（
解
ら
ん
！
世
界
が
違
ふ
ん
だ
な
）
と
頭
を
ふ
り
乍
ら
、
然
し
何
か
た
の
し
さ
う
に
帰
つ
て
行
く
」
観

客
の
姿
を
伝
え
な
が
ら
、「
単
な
る
酔
興
や
た
わ
事
で
は
な
く
、
行
詰
つ
た
わ
れ
わ
れ
の
世
紀
に
何
か
一
つ
の
血
脈
を

与
へ
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
」37

と
述
べ
た
。
後
に
小
牧
は
「
原
画
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
そ
の
殆
ど
は
印
刷
物

で
あ
っ
た
が
、
資
料
的
に
は
み
る
べ
き
も
の
が
あ
り
解
説
も
適
切
で
あ
っ
た
」38

と
そ
の
時
の
感
想
を
伝
え
て
い
る
。

一
九
三
七
年
、「
前
衛
絵
画
」
に
対
す
る
嫌
悪
や
冷
笑
の
対
岸
で
、
東
京
か
ら
「
相
当
遅
れ
て
」
始
ま
っ
た
京
都
に

お
け
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
巡
る
展
開
が
、「
独
立
美
術
京
都
研
究
所
に
所
属
す
る
ほ
ん
の
一
部
の
人
た
ち
」
を
通

し
て
盛
り
上
が
り
を
み
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
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２
　
集
団
制
作
と
い
う
実
験
１ 

─
「
浦
島
物
語
」
を
紡
ぐ
／
解
体
す
る

一
九
三
五
年
、
北
脇
を
中
心
と
す
る
独
立
美
術
京
都
研
究
所
の
有
志
で
「
新
日
本
洋
画
協
会
」
が
結
成
さ
れ
る
。

「
研
究
所
の
研
究
作
品
発
表
機
関
」39

と
し
て
の
側
面
を
持
つ
新
日
本
洋
画
協
会
に
は
、
今
井
や
松
崎
の
ほ
か
、
翌
年
か

ら
は
新
し
く
研
究
生
と
な
っ
た
小
牧
も
加
わ
っ
た
。
そ
の
頃
北
脇
は
、
研
究
所
の
機
関
紙
『
Ｔ
Ｏ
Ｉ
Ｌ
Ｅ
』（
五
号
、

一
九
三
五
年
）
に
「
京
都
洋
画
壇
を
爆
撃
す
る
も
の
」
と
い
う
文
章
を
掲
載
し
て
い
る
。

　

京
都
画
壇
の
爆
撃
と
云
ふ
言
葉
は
、
や
ゝ
穏
当
を
欠
い
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
、
然
し
吾
々
の
真
意
は
先
づ
自

か
ら
を
爆
撃
す
る
事
に
依
つ
て
、
身
を
以
て
画
壇
革
新
の
捨
石
た
ら
ん
と
す
る
、
飽
く
ま
で
も
謙
虚
な
気
持
か
ら

の
行
動
に
他
な
ら
な
い
の
で
、
唯
徒
ら
に
言
を
壮
と
し
て
得
た
り
と
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

　

吾
々
は
も
と
よ
り
微
力
で
あ
つ
て
、
す
さ
ま
じ
い
実
績
を
上
げ
る
に
は
尚
相
当
の
時
日
を
要
す
る
事
で
あ
ら
う

が
、
雨
後
の
大
河
の
様
に
、
ひ
し
ひ
し
と
押
し
進
ん
で
行
く
こ
の
不
退
転
の
努
力
は
、
何
時
か
、
何
者
か
を
生
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
事
を
深
く
自
認
し
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
る40

。

北
脇
が
「
爆
撃
」
を
目
論
む
の
は
「
自
か
ら
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
自
か
ら
」
を
相
対
化
せ
ず
に
「
武
陵
桃

源
の
安
き
に
ま
ど
ろ
む
」41

か
の
ご
と
き
京
都
画
壇
に
対
す
る
違
和
と
憤
懣
が
、
彼
ら
を
奮
起
さ
せ
て
い
く42

。
新
日
本
洋

画
協
会
の
開
設
は
、「
す
さ
ま
じ
い
実
績
」
を
成
さ
ん
と
す
る
北
脇
ら
研
究
生
た
ち
「
微
力
」
の
集
合
が
踏
み
出
し
た

第
一
歩
で
あ
る
。
研
究
所
の
指
導
者
・
須
田
国
太
郎
は
、「
そ
の
旺
盛
な
る
製
作
意
欲
と
不
断
の
研
究
と
は
既
に
中
央
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画
壇
に
驚
異
と
刺
激

と
を
齎
し
つ
ゝ
あ

る
」43

と
し
て
、
新
日

本
洋
画
協
会
の
活
動

を
全
面
的
に
後
押
し

し
た
。

海
外
超
現
実
主
義

作
品
展
が
京
都
に
巡

図５　集団制作《浦島物語》1937年、京都市美術館（「さまよえる絵筆」展会場、2021年、京都文化博物館）

図６　松崎政雄《乙姫に会ふ（恋着）
―集団制作「浦島物語」より》

1937年、京都市美術館

回
し
た
三
ヶ
月
後
、
第
三
回
新
日
本
洋
画
協
会
展
（
一
九
三
七

年
九
月
二
一
日
‒
二
三
日
、
大
礼
記
念
京
都
美
術
館
）
の
会
場

に
並
べ
ら
れ
た
の
は
、
集
団
制
作
《
浦
島
物
語
》（
図
５
）
と

い
う
奇
妙
な
一
連
の
作
品
で
あ
っ
た
。「
集
団
制
作
」
と
い
う

試
み
に
関
与
し
た
の
は
、
新
日
本
洋
画
協
会
の
会
員
一
四
名

（
吉
加
江
清
、
小
石
原
勉
、
北
脇
昇
、
原
田
潤
、
安
田
謙
、
今

井
憲
一
、
松
崎
政
雄
（
図
６
）、
井
上
稔
、
田
村
一
二
、
三
水

公
平
、
小
栗
美
二
、
小
牧
源
太
郎
、
杉
山
昌
文
、
島
津
俊
一
）

で
あ
る
。
北
脇
が
考
案
し
た
「
設
計
書
」
に
沿
っ
て
、
各
々
が

「
浦
島
物
語
」
の
一
場
面
を
描
い
た44

。
の
ち
に
小
牧
が
「
そ
の
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当
時
、
京
都
の
芸
術
運
動
の
企
画
を
、
ほ
と
ん
ど
北
脇
さ
ん
が
し
て
い
る
」45

、「
ほ
と
ん
ど
は
そ
れ
ほ
ど
の
意
識
を
も
っ

て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
中
に
は
絵
画
理
念
と
し
て
全
く
シ
ュ
ル
に
反
対
な
連
中
も
い
た
」46

と
回
顧
し
て
い
る
が
、

動
機
や
意
図
を
含
め
、
全
て
を
知
る
の
は
北
脇
た
だ
一
人
で
あ
っ
た
。

展
覧
会
の
後
、
北
脇
は
美
術
雑
誌
『
み
づ
ゑ
』
に
「
浦
島
物
語
」
と
い
う
文
章
を
発
表
し
た
。

こ
の
実
験
は
そ
の
直
接
的
動
機
を
「
妙
屍
体
」
に
持
つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
一
面
俳
諧
連
句
の
形
式
が
、
対
立
的
に

考
慮
さ
れ
て
ゐ
る
。
従
つ
て
両
者
を
対
比
研
究
す
る
こ
と
に
依
つ
て
我
々
は
プ
ラ
ン
の
内
容
を
明
か
に
す
る
こ
と

が
出
来
る
と
思
ふ47

。

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
「
遊
戯
」
と
し
て
の
「
妙
屍
体
」
と
、
江
戸
庶
民
の
「
遊
び
」
と
し
て
の
俳
諧
連
句
を
「
対

立
的
に
考
慮
」
し
た
の
が
集
団
制
作
《
浦
島
物
語
》
で
あ
る
。
複
数
の
小
さ
な
キ
ャ
ン
バ
ス
の
集
積
が
、
一
つ
の
「
浦

島
物
語
」
を
構
成
し
た
。
大
谷
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
右
か
ら
左
へ
、
横
一
列
で
会
場
内
に
並
べ
ら
れ
た
と
い
う
。
そ

れ
は
つ
ま
り
全
一
四
点
の
「
浦
島
物
語
」
を
、
あ
た
か
も
絵
巻
物
や
屏
風
の
よ
う
に
「
見
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
浦
島
物
語
」
と
は
、
古
く
は
『
丹
後
国
風
土
記
』
や
『
日
本
書
紀
』、『
万
葉
集
』
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
、
数

あ
る
昔
話
の
中
で
も
と
り
わ
け
有
名
な
物
語
の
一
つ
で
あ
る
。
北
脇
の
設
計
図
に
基
づ
い
て
他
の
一
三
名
の
作
家
が
バ

ラ
バ
ラ
に
各
自
の
持
ち
分
を
描
い
た
本
作
は
、
展
示
方
法
が
絵
巻
物
語
で
あ
る
こ
と
と
は
逆
に
、「
浦
島
物
語
」
を
絵

巻
物
的
に
見
る
こ
と
／
読
む
こ
と
か
ら
解
放
す
る
。「
浦
島
物
語
」
を
無
意
識
的
に
知
っ
て
い
る
か
否
か
で
、
本
作
の

見
え
方
は
全
く
異
な
っ
て
く
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
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北
脇
は
文
章
「
浦
島
物
語
」
を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　

絵
画
が
個
性
的
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
迄
は
必
然
的
で
あ
つ
た
。
往
年
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
美
術
す
ら
こ
の
問
題
に
は
蓋
を
し
て
通
つ
た
観
さ
へ
あ
つ
た
。
絵
画

の
今
後
の
行
衛
は
、
こ
の
個
性
と
集
団
性
の
矛
盾
の
積
極
的
克
服
の
方
向
に
こ

そ
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か48

。

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
俳
諧
連
句
、
前
衛
と
伝
統
、
西
洋
と
日
本
、
意
識
と
無
意

識
、
そ
し
て
個
人
と
集
団
な
ど
複
数
の
「
対
立
す
る
両
者
」
が
、
一
連
の
作
品
に
包

含
さ
れ
た49

。
そ
れ
が
「
決
し
て
満
足
な
結
果
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
」50

と
し

て
も
、
あ
ら
ゆ
る
「
対
立
」
を
相
補
的
か
つ
可
逆
的
な
も
の
と
し
て
提
示
す
る
と
い

う
、
以
後
北
脇
が
表
明
し
続
け
る
思
想
の
片
鱗
、
お
よ
び
そ
の
可
能
性
を
予
感
さ
せ

図７　作品はがき　集団制作《庭園》（1938年）
＊�作品は現存せず（小牧源太郎のスクラップブックより、市立伊丹
ミュージアム）

る
だ
ろ
う
。

一
九
三
八
年
、
第
八
回
新
日
本
洋
画
協
会
展
（
一
〇
月
一
五
日
‒
一
八
日
、
大
礼
記
念
京
都
美
術
館
）
の
会
場
に
は
、

一
五
名
の
会
員
が
一
枚
の
キ
ャ
ン
バ
ス
を
共
有
し
た
新
た
な
る
集
団
制
作
《
庭
園
》（
図
７
）
が
披
露
さ
れ
た
。
同
時

に
、
複
数
の
実
験
作
品
や
オ
ブ
ジ
ェ
の
並
ぶ
「
超
現
実
性
観
測
室
」
な
る
部
屋
が
出
現
し
、『
ニ
ッ
ポ
ン
新
聞
』
に
は
、

「
美
術
界
の
新
生
命　

時
局
と
共
に
注
目
さ
れ
る
超
現
実
派
」51

と
い
う
見
出
し
が
掲
げ
ら
れ
た
。
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３
　
集
団
制
作
と
い
う
実
験
２ 

─
《
鴨
川
風
土
記
序
説
》
で
「
建
設
」
す
る
「
京
都
／
日
本
の
歴
史
」

京
都
の
「
前
衛
画
家
」
を
取
り
巻
く
状
況
に
変
化
が
訪
れ
る
の
は
、
一
九
三
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。「
美
術
文
化
協

会
」
の
創
立
に
参
加
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
北
脇
と
小
牧
の
二
人
が
、
独
立
美
術
京
都
研
究
所
と
新
日
本
洋
画
協
会
を

脱
退
し
た
。「
前
衛
画
家
」
と
し
て
の
始
ま
り
を
支
え
た
京
都
研
究
所
か
ら
の
離
脱
は
、
新
し
い
展
開
に
向
け
た
二
人

の
決
意
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。『
美
術
文
化
』
創
刊
号
（
一
九
三
九
年
八
月
）
で
な
さ
れ
た
「
現
代
の
前
衛

美
術
を
如
何
に
進
め
て
ゆ
き
た
い
か
」
と
い
う
設
問
に
対
し
て
、
北
脇
は
次
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
る
。

耕
作
さ
れ
た
土
に
も
の
を
「
作
る
」
ば
か
り
が
作
る
事
の
総
で
な
い
や
う
に
、
新
な
領
域
の
開
拓
、
こ
れ
こ
そ
前

衛
美
術
の
本
領
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
吾
々
は
こ
の
意
味
で
前
衛
美
術
は
「
作
る
」
こ
と
よ
り
先
づ
「
拓
く
」
こ

と
に
専
念
す
可
き
と
信
ず
る52

。

北
脇
は
「
拓
く
」
こ
と
こ
そ
が
「
現
代
の
前
衛
美
術
」
の
本

領
だ
と
す
る
。
以
後
北
脇
は
、
集
団
制
作
で
明
ら
か
に
し
た
異

な
る
二
つ
の
も
の
を
「
対
立
的
に
考
慮
」
す
る
と
い
う
思
想
を

さ
ら
に
進
化
さ
せ
、《
非
相
称
の
相
称
構
造
（
窓
）》（
図
８
）

や
《
相
関
的
秩
序
Ｌ
・
Ｃ
・
Ｍ
》（
一
九
三
九
年
、
東
京
国
立

近
代
美
術
館
）
と
い
っ
た
「
図
式
的
」
な
絵
画
作
品
を
描
く
よ

う
に
な
る
。
一
方
の
小
牧
は
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
。

図８　北脇昇
《非相称の相称構造（窓）》
1939年、東京国立近代美術館
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ジ
ン
テ
ー
ゼ
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
シ
ユ
ウ
ル
機
構
は
、
合
理
と
非
合
理

の
相
反
並
存
性
で
あ
る
。
こ
の
相
反
の
離
接
点
に
於
い
て
行
動
実
践
化
を

為
す
べ
き
で
あ
る
。

　

歴
史
は
謂
は
ゞ
、
無
意
識
的
で
あ
り
、
作
家
は
意
識
意
図
的
で
あ
る
だ

ら
う
。
歴
史
的
予
見
に
先
ば
し
ら
ず
、
又
反
動
構
成
（
心
理
的
現
象
と
し

て
）
に
陥
入
ら
ず
、
歴
史
の
主
体
化
に
於
い
て
行
動
す
る
こ
と
こ
そ
唯
一

の
具
象
的
実
現
で
あ
る
と
考
え
る53

。

「
合
理
と
非
合
理
」
が
交
わ
る
こ
と
の
な
い
「
接
点
」、
つ
ま
り
「
相
反
の
離

図９　小牧源太郎《多義図形》
1940年、京都市美術館

接
点
」
に
お
い
て
行
動
実
践
し
、
か
つ
思
考
す
る
こ
と
が
小
牧
の
目
指
す
「
前
衛
美
術
」
で
あ
り
、
主
体
的
な
創
造
の

原
点
で
あ
る
。
小
牧
も
ま
た
、
精
神
分
析
学
を
徹
底
的
に
学
び
、
執
拗
に
自
己
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
《
作
品
》

（
一
九
三
九
年
、
京
都
国
立
近
代
美
術
館
）
や
《
多
義
図
形
》（
図
９
）
を
提
示
し
、
抽
象
と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
、
合

理
と
非
合
理
な
ど
、
相
反
す
る
も
の
同
士
の
「
離
接
点
」
を
探
る
試
み
を
深
化
さ
せ
て
い
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
一
九
四
一
年
四
月
五
日
、
美
術
文
化
協
会
の
中
心
に
い
た
画
家
・
福
沢
一
郎
と
詩
人
で
美
術
批
評
家

の
瀧
口
修
造
が
治
安
維
持
法
違
反
の
嫌
疑
で
拘
束
さ
れ
る
。
所
謂
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
事
件
」
で
あ
る
。
事
件
を
知
っ

た
北
脇
と
小
牧
が
想
起
し
た
の
は
、
中
井
正
一
ら
が
水
面
下
で
一
斉
に
逮
捕
さ
れ
た
所
謂
「
京
都
人
民
戦
線
事
件
」
で

あ
っ
た
。
東
京
を
拠
点
と
す
る
会
員
た
ち
の
不
安
と
動
揺
は
す
さ
ま
じ
く
、
事
件
直
後
の
第
二
回
美
術
文
化
展

（
一
九
四
一
年
四
月
二
七
日
‒
五
月
六
日
、
東
京
府
美
術
館
）
で
は
会
員
同
士
の
相
互
審
査
が
行
わ
れ
、
小
牧
の
《
形
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象
石
》（
図
10
）
は
出
展
を
拒
否
さ
れ
る
。
贋
作
の
化
石
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
が
、
対
の
石
棒
が
も
つ
性
的
な
イ
メ
ー

ジ
に
よ
る
の
か
、
描
か
れ
た
星
形
が
陸
軍
の
「
五
芒
星
」
を
想
起
さ
せ
る
か
ら
か
、
拒
否
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
小

牧
は
、「
絵
画
所
論
」54

と
題
し
た
自
筆
の
ノ
ー
ト
に
次
の
こ
と
を
記
し
た
。

福
澤
氏
の
拘
引
事
件
等
が
あ
り
、
対
時
局
的
に
同
人
の
作
品
も
考
慮
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
為
、
同
人
の
作
品
の

出
陳
如
何
を
多
数
決
に
依
っ
て
決
定
し
た
。（
此
の
時
の
審
査
に
は
多
く
の
問
題
あ
り
）
其
の
結
果
・
形
象
石
・

は
出
品
不
能
と
な
っ
た
。（
中
略
）
嵐
だ
。
嵐
だ
。
反
動
の
嵐
だ
。
何
時
如
何
な
る
所
に
於
い
て
も
自
己
の
本
領

を
徹
底
的
に
追
及
す
る
事
以
外
に
真
実
は
な
い
。
本
領
は
腹
に
。（
生
活
）
技
術
は
指
頭
に55

。

事
件
以
降
、
小
牧
は
仏
像
を
モ
チ
ー
フ
に
描
く
よ
う
に
な
る
。
仏
教
や
古
美

術
を
学
ぶ
た
め
に
史
迹
美
術
同
攷
会
や
天
平
会
に
入
会
し
、
一
九
四
一
年
か
ら

一
九
四
六
年
ま
で
の
間
に
全
三
一
点
の
「
仏
画
的
な
も
の
」
を
制
作
し
た56

。

一
方
の
北
脇
は
、
事
件
後
に
発
表
さ
れ
た
美
術
雑
誌
『
美
術
世
界
』
に
「
美

術
新
体
制
の
具
体
的
形
態
」
と
題
し
た
文
章
を
発
表
し
た
。

美
術
に
も
強
力
な
国
防
国
家
体
制
が
要
望
さ
れ
る
の
は
、
全
国
民
の
一
億

一
心
の
一
環
と
し
て
美
術
の
一
億
一
心
を
も
期
待
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と

思
ふ
。
こ
の
意
味
か
ら
云
つ
て
今
日
の
展
覧
会
中
心
の
美
術
団
体
と
云
ふ

図10　小牧源太郎《形象石》
1941年　＊作品は現存せず
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も
の
は
根
本
的
に
駄
目
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
ふ
。
と
云
ふ
の
は
今
日
の
展
覧
会
構
成
は
個
人
単
位
の
競
技

精
神
に
そ
の
基
礎
を
置
い
て
ゐ
る
。
従
つ
て
こ
れ
は
如
何
に
集
団
化
し
て
行
つ
て
も
「
小
我
」
の
集
合
で
あ
つ
て

「
大
我
」
に
は
な
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
画
壇
と
云
は
れ
る
も
の
は
謂
は
ば
そ
う
云
ふ
も
の
の
恐
る
可
き
累
積

だ
と
見
れ
ば
間
違
ひ
な
い57

。

展
覧
会
や
画
壇
の
「
小
我
」、
つ
ま
り
個
人
主
義
的
な
傾
向
に
対
す
る
批
判
が
露
骨
に
語
ら
れ
る
。
北
脇
に
よ
る

「
新
な
領
域
の
開
拓
」
と
は
、「
前
衛
画
家
」
と
し
て
の
新
し
い
絵
画
の
模
索
で
あ
る
と
同
時
に
、「
大
我
」
を
目
指
し

て
新
体
制
に
挑
む
「
国
民
」
と
し
て
の
覚
悟
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

当
時
北
脇
は
、
易
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
「
周
易
解
理
図
」
シ
リ
ー
ズ
を
手
掛
け
て
い
た58

。
そ
れ
ら
「
図
式
絵
画
」
の

延
長
上
に
あ
る
シ
リ
ー
ズ
と
同
時
期
に
手
掛
け
ら
れ
て
い
た
の
が
、《
浦
島
物
語
》
や
《
庭
園
》
に
次
ぐ
集
団
制
作
の

実
験
《
鴨
川
風
土
記
序
説
》（
図
11
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
三
回
美
術
文
化
展
（
一
九
四
二
年
五
月
二
七
日
‒
六
月

四
日
、
東
京
府
美
術
館
）
の
「
美
術
文
化
に
お
け
る
文
化
建
設
」
と
い
う
課
題
に
応
じ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

北
脇
の
呼
び
か
け
に
対
し
て
、
小
牧
と
小
石
原
勉
、
原
田
潤
、
そ
し
て
吉
加
江
清
の
四
名
が
応
じ
た
。
中
央
の
縦
長
の

画
面
「
平
安
京
変
遷
図
」
を
北
脇
、
右
上
の
「
藤
原
時
代
」
を
小
牧
、
左
上
の
「
足
利
時
代
」
を
吉
加
江
、
右
下
の

「
桃
山
時
代
」
を
原
田
、
そ
し
て
左
下
の
「
徳
川
時
代
」
を
小
石
原
が
担
い
、
一
つ
の
「
鴨
川
風
土
記
序
説
」
を
構
成

し
た
。
大
谷
が
「
堂
本
印
象
画
塾
に
よ
る
第
四
回
東
丘
社
展
で
発
表
さ
れ
た
一
八
点
の
共
同
制
作
を
意
識
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
」60

と
指
摘
す
る
本
作
も
ま
た
、
北
脇
を
中
心
に
行
わ
れ
た
「
新
な
領
域
の
開
拓
」
を
目
指
す
絵
画
の
実
験

で
あ
っ
た59

。
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《
鴨
川
風
土
記
序
説
》
を
構
成
す

る
キ
ャ
ン
バ
ス
五
点
の
う
ち
、
鴨
川

が
描
か
れ
た
の
は
北
脇
が
手
が
け
た

「
平
安
京
変
遷
図
」
で
あ
る
。
縦
長

の
キ
ャ
ン
バ
ス
に
、
上
（
北
）
か
ら

下
（
南
）
へ
と
、
四
点
の
「
変
遷

図
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
中
で
も
、

時
代
的
に
最
も
遡
る
の
は
一
番
上
に

あ
る
平
安
京
の
図
で
あ
る
。
図
で
示

さ
れ
た
円
形
は
天
皇
の
居
住
区
域
で

あ
る
内
裏
、
三
角
形
は
政
治
の
中
枢

で
あ
る
朝
堂
院
、
朱
雀
門
と
羅
城
門

を
南
北
に
結
ぶ
朱
雀
大
路
の
左
右
に

付
さ
れ
た
四
角
形
は
東
寺
と
西
寺
を

表
す
。
右
京
の
低
湿
な
土
地
の
悪
条

件
に
よ
り
左
京
へ
と
都
市
域
を
拡
大

し
た
先
に
あ
る
の
が
、
院
政
期
の
京

都
を
示
す
、
上
か
ら
二
番
目
の
図
で

図11�共同制作《鴨川風土記序説》1942年、東京国立近代美術館
（�中央：北脇昇「平安京変遷図」、右上：小牧源太郎「藤原時代」、左上：吉加江清「足利時代」、�
 右下：原田潤「桃山時代」、左下：小石原勉「徳川時代」）



38

あ
る
。
鴨
川
の
東
側
に
描
か
れ
た
六
つ
の
四
角
形
が
天
皇
家
の
御
願
寺
の
六
勝
寺
、
そ
の
南
側
に
あ
る
円
形
は
平
家
の

拠
点
、
六
波
羅
を
指
す
。
続
け
て
上
か
ら
三
番
目
の
図
は
室
町
時
代
、
四
番
目
の
図
は
安
土
桃
山
か
ら
江
戸
時
代
に
か

け
て
の
京
都
を
示
し
て
い
る
。
総
構
え
が
縮
小
し
た
室
町
時
代
の
京
都
に
お
い
て
、
内
裏
近
く
に
建
て
ら
れ
た
将
軍
邸

と
そ
の
周
り
を
京
都
五
山
と
南
禅
寺
が
囲
む
。
御
土
居
に
囲
ま
れ
た
安
土
桃
山
時
代
の
京
都
の
南
方
に
は
伏
見
城
が
、

そ
の
中
心
に
は
江
戸
時
代
に
築
城
し
た
二
条
城
が
あ
る
。

寺
院
／
卍
を
四
角
形
、
政
治
の
中
枢
／
城
を
三
角
形
、
そ
し
て
天
皇
の
御
所
／
雲
を
円
形
で
図
式
化
し
た
北
脇
の
思

い
の
中
心
は
、
鴨
川
を
軸
に
連
綿
と
続
く
京
都
の
「
歴
史
」
を
繋
ぐ
こ
と
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
縦
長
の
キ
ャ
ン
バ
ス
に

描
か
れ
た
「
平
安
京
変
遷
図
」
そ
の
も
の
が
、
京
都
を
北
か
ら
南
へ
と
流
れ
る
鴨
川
の
「
見
立
て
」
に
も
な
っ
て
い
る
。

他
四
名
が
担
当
し
た
「
藤
原
時
代
」「
足
利
時
代
」「
桃
山
時
代
」「
徳
川
時
代
」
は
、
す
べ
て
北
脇
の
「
変
遷
図
」
に

対
応
し
て
い
る
が
、
タ
イ
ト
ル
も
テ
ー
マ
も
、
そ
し
て
キ
ャ
ン
バ
ス
の
配
置
も
す
べ
て
「
千
載
の
皇
都
」61

と
し
て
の
京

都
／
鴨
川
／
天
皇
を
中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
点
に
、
企
画
者
・
北
脇
が
本
作
に
込
め
た
意
図
を
垣
間
見
る
。

だ
が
課
題
制
作
と
集
団
制
作
（
共
同
制
作
）
の
双
方
に
対
し
て
強
い
不
満
を
覚
え
て
い
た
者
が
い
る
。「
藤
原
時
代
」

を
担
当
し
た
小
牧
で
あ
る
。
小
牧
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

課
題
制
作
、
共
同
制
作
其
ノ
事
ニ
関
シ
テ
ハ
芸
術
上
色
々
困
難
ナ
問
題
ガ
ア
リ
特
ニ
此
処
デ
試
ミ
タ
試
作
ニ
於
イ

テ
考
エ
テ
見
テ
モ
芸
術
良
心
的
ニ
十
全
ヲ
期
ス
ル
事
ハ
困
難
デ
ア
ル
。
時
間
的
ニ
早
ク
仕
上
ゲ
ル
事
ヲ
意
図
シ
タ

ノ
デ
表
現
ニ
充
分
力
ヲ
用
イ
ズ
、
一
応
的
ナ
仕
上
ゲ
デ
ケ
リ
ヲ
ツ
ケ
タ
。
余
ノ
絵
画
芸
術
ニ
於
ケ
ル
原
理
的
諸
命

題
ヲ
徹
底
的
ニ
追
求
ス
ル
事
ガ
余
ノ
許
容
ス
ル
芸
術
ト
シ
テ
ノ
絵
画
デ
ア
ル
ガ
此
レ
ハ
其
ノ
意
味
ニ
於
イ
テ
価
値
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ヲ
付
与
ス
ル
事
ノ
出
来
ナ
イ
、
謂
ハ
バ
副
次
的
所
産
デ
ア
ル62

。

中
央
に
平
等
院
鳳
凰
堂
の
阿
弥
陀
如
来
像
を
、
光
背
に
法
勝
寺
の
瓦
や
『
往
生
要
集
』、《
高
尾
曼
荼
羅
》
や
《
平
家

納
経
》
な
ど
を
構
成
し
た
小
牧
の
「
藤
原
時
代
」
は
、
平
安
時
代
を
代
表
す
る
「
文
化
財
」
を
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
す
る
こ

と
で
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
異
な
る
も
の
を
組
み
合
わ
せ
て
新
た
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
創
出
す
る
「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」

で
は
な
い
。「
相
反
の
離
接
点
」
を
模
索
し
続
け
て
き
た
小
牧
に
と
っ
て
、
個
が
集
団
お
よ
び
テ
ー
マ
に
吸
収
さ
れ
、

埋
没
し
、
果
て
は
喪
失
す
る
「
課
題
制
作
、
共
同
制
作
」
は
、「
価
値
ヲ
付
与
ス
ル
事
ノ
出
来
ナ
イ
、
謂
ハ
バ
副
次
的

所
産
」
に
過
ぎ
ず
、「
余
ノ
絵
画
芸
術
」
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。

集
団
制
作
（
共
同
制
作
）
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
る
歴
史
と
文
化
を
一
つ
の
作
品
と
し
て
提
示
し
た
《
鴨
川
風
土
記

序
説
》
は
、「
個
性
を
包
越
」63

す
る
こ
と
に
よ
る
普
遍
性
を
探
求
し
た
《
浦
島
物
語
》
や
《
庭
園
》
の
延
長
上
に
あ
る
。

だ
が
反
面
、「
京
都
／
日
本
の
歴
史
」
の
「
建
設
」
と
い
う
目
的
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
本
作
は
、「
唯
一
」
を
模
索
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、《
浦
島
物
語
》
が
包
含
し
て
い
た
は
ず
の
、
対
立
す
る
も
の
の
共
存
お
よ
び
そ
こ
に
生
じ
る
矛
盾
を
、

意
識
／
無
意
識
的
に
喪
失
し
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

北
脇
が
《
鴨
川
風
土
記
序
説
》
に
込
め
た
意
図
を
、
当
時
ど
れ
だ
け
の
他
者
が
理
解
し
た
だ
ろ
う
か
。
第
三
回
美
術

文
化
展
が
開
催
さ
れ
た
の
は
東
京
府
美
術
館
で
あ
っ
て
、
京
都
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
わ
か
り
や
す
さ
か
ら
遠
く
離
れ

た
本
作
は
、
時
局
が
要
請
す
る
表
現
か
ら
も
乖
離
す
る
。
最
後
の
集
団
制
作
（
共
同
制
作
）
と
な
っ
た
本
作
は
、「
大

我
」
を
求
め
た
北
脇
と
時
局
と
の
ズ
レ
を
、
悲
し
く
も
鮮
や
か
に
照
射
す
る
。
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お
わ
り
に 

─
「
絵
画
機
能
の
再
認
識
と
拡
大
強
化
」
を
試
み
る

京
都
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
巡
る
展
開
が
最
盛
を
迎
え
た
一
九
三
八
年
、
北
脇
は
、
第
三
回
軌
線
美
術
展
（
八
月

一
日
‒
三
日
、
京
都
・
河
原
町
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
を
評
し
た
文
章
の
中
で
次
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

或
る
人
が
「
シ
ユ
ー
ル
が
稍
や
古
臭
く
思
へ
出
し
た
た
め
か
、
こ
の
会
場
に
は
も
う
更
に
新
し
い
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク

ト
の
臭
ひ
が
し
て
ゐ
る
」
と
云
つ
た
と
か
だ
が
、
シ
ユ
ー
ル
と
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
の
在
り
方
を
、
単
に
古
い
と
か

新
し
い
と
か
云
ふ
概
念
で
片
付
け
ら
れ
る
無
知
さ
に
も
驚
く
が
、
実
は
こ
れ
が
日
本
画
人
一
般
の
現
実
で
あ
る
か

知
れ
ぬ
、
吾
々
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
画
人
が
シ
ユ
ー
ル
に
対
し
不
感
症
で
、
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
へ
の
関
心
が
容
易

な
理
由
と
し
て
は
、
一
般
的
に
彼
ら
が
思
想
的
（
知
性
的
）
で
あ
る
よ
り
も
視
覚
的
（
感
覚
的
）
で
あ
る
事
に
依

る
も
の
と
思
ふ64

。

北
脇
に
と
っ
て
の
「
前
衛
絵
画
」
と
は
、「
超
現
実
主
義
絵
画
」
と
「
抽
象
主
義
絵
画
」
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
振
り

切
る
こ
と
無
く
、
相
反
す
る
双
方
を
、
そ
こ
に
生
じ
る
矛
盾
ご
と
包
含
す
る
世
界
で
あ
る
。「
新
し
さ
」
を
消
費
す
る

こ
と
に
、
そ
の
意
義
は
な
い
。

同
様
の
こ
と
を
、
小
牧
も
ま
た
『
美
術
文
化
』（
三
号
、
一
九
四
〇
年
）
を
通
し
て
述
べ
て
い
る
。

人
は
絵
画
を
リ
ア
リ
ズ
ム
、
シ
ユ
ー
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
、
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
・
ア
ー
ト
等
と
分
類
し
て
認
識
仕
様
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と
す
る
。
然
し
創
作
者
と
し
て
の
私
自
身
の
気
持
か
ら
云
へ
ば
、
其
等
の
範
疇
付
け
は
ス
コ
ラ
哲
学
に
外
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
一
見
抽
象
絵
画
に
見
え
様
と
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
見
え
様
と
、
如
何
な
る
表
現
上
の
変
貌
が
あ
ら
う
と
、

其
処
に
切
点
的
な
造
型
が
あ
れ
ば
良
い
の
で
あ
る65

。

か
つ
て
、
美
術
評
論
家
の
瀧
口
修
造
が
「
日
本
の
前
衛
美
術
も
抽
象
性
と
超
現
実
性
と
の
限
界
に
逢
着
す
る
で
あ
ら

う
」
と
し
た
上
で
、「
額
縁
の
中
の
問
題
、
額
縁
自
身
の
問
題
、
額
縁
の
外
の
問
題
、
謂
は
ば
絵
画
機
能
の
再
認
識
と

拡
大
強
化
な
ど
」66

と
そ
の
因
と
な
る
は
ず
の
問
題
点
を
予
測
し
て
い
た
。
額
縁
の
中
や
外
、
そ
の
概
念
を
含
め
た
「
絵

画
機
能
の
再
認
識
と
拡
大
強
化
」
を
目
指
し
た
北
脇
と
小
牧
に
と
っ
て
、
集
団
制
作
と
い
う
奇
妙
な
実
験
も
ま
た
、
そ

の
試
み
の
一
端
と
し
て
こ
こ
に
記
録
し
て
お
き
た
い
。

北
脇
と
、「
余
ノ
哲
学
観
念
タ
ル
造
型
人
間
学
ノ
諸
原
理
ヲ
カ
ゝ
ル
外
皮
ノ
モ
ト
ニ
於
イ
テ
表
現
ス
ル
事
ガ
真
ノ
意

図
」
と
す
る
「
仏
画
的
」
絵
画
を
描
き
続
け
た
小
牧
と
の
間
に
は
、
明
確
な
差
異
が
あ
る
。
矛
盾
す
る
二
つ
の
個
性
は
、

融
合
す
る
の
で
も
な
く
対
立
す
る
の
で
も
な
く
、
違
い
を
維
持
し
た
ま
ま
互
い
に
在
り
続
け
た
。
そ
し
て
、
異
な
る
彼

ら
が
協
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
集
団
制
作
は
、
一
九
三
〇
〜
四
〇
年
代
の
「
前
衛
絵
画
」
が
手
さ
ぐ
り
の
中

で
た
ど
り
着
い
た
一
つ
の
到
達
点
で
あ
る
と
同
時
に
、「
前
衛
画
家
」
と
時
局
、
そ
し
て
画
家
同
志
の
相
克
の
証
左
で

も
あ
る
だ
ろ
う
。
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註1　

中
井
宗
太
郎
「
前
衛
絵
画
批
判
」『
ア
ト
リ
ヱ
』
一
四
巻
六
号
、
一
九
三
七
年
六
月
、
三
〇
‒
三
一
頁
。

2　

中
井
宗
太
郎
「
現
代
の
美
術
に
就
い
て
」『
時
局
と
日
本
精
神
』
昭
徳
会
京
都
支
部
、
一
九
三
九
年
、
三
一
頁
。

3　

中
井
正
一
「
前
衛
絵
画
批
判
」『
ア
ト
リ
ヱ
』
一
四
巻
六
号
、
同
前
、
三
二
頁
。

4　

里
見
勝
蔵
「
前
衛
絵
画
批
判
」
同
前
、
六
二
頁
。

5　

徳
永
郁
介
「
院
展
・
二
科
展
・
構
造
社
展
」『
美
・
批
評
』
一
二
号
、
一
九
三
一
年
一
〇
月
、
七
二
‒
七
三
頁
。

6　

そ
の
他
、
美
術
批
評
家
の
外
山
卯
三
郎
は
「
人
は
東
郷
静マ
マ

児
を
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
と
見
る
が
、
然
し
東
郷
氏
の
作
品
は
シ
ュ
ー

ル
レ
ア
リ
ズ
ム
と
言
ふ
よ
り
も
、
メ
ン
ゼ
と
か
シ
ュ
リ
ム
プ
等
に
通
じ
る
ヴ
ェ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
一
九
二
九
年

の
二
科
に
出
た
『
超
現
実
主
義
散
歩
』
と
言
ふ
の
は
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
に
接
近
し
た
作
品
で
あ
る
。
然
し
こ
の
一
つ
の

作
品
を
持
つ
て
、
彼
を
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
と
言
ふ
な
ら
ば
、
私
達
は
中
川
紀
元
を
指
し
て
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
と
言
ふ

に
等
し
い
だ
ら
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
外
山
卯
三
郎
『
二
十
世
紀
絵
画
大
観
』
金
星
堂
、
一
九
三
〇
年
、
二
四
五
頁
）。

7　

外
山
卯
三
郎
『
超
近
代
派
の
絵
画
』
第
三
書
院
、
一
九
三
三
年
、
一
二
三
頁
。

8　

中
村
義
一
『
日
本
の
前
衛
絵
画　

そ
の
反
抗
と
挫
折
─
Ｋ
の
場
合
』
美
術
出
版
社
、
一
九
六
八
年
、
二
九
頁
。

9　

黒
田
重
太
郎
「
若
き
仏
蘭
西
絵
画
の
現
状
に
関
す
る
私
記
」『
美
』
二
四
巻
五
号
、
一
九
三
〇
年
五
月
、
芸
艸
堂
、
八
四
頁
。

10　

そ
の
他
伊
藤
久
三
郎
が
い
る
が
、
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
を
卒
業
後
、
伊
藤
は
活
動
の
拠
点
を
東
京
に
移
し
て
い
た
。
伊
藤

は
洋
画
家
を
目
指
し
て
い
た
が
、
当
時
の
絵
画
専
門
学
校
に
は
「
洋
画
科
」
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
伊
藤
は
「
九
室

会
」
の
活
動
に
参
加
し
、
福
沢
一
郎
の
『
シ
ユ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
』
で
は
二
科
会
の
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ー
ル
ド
の
画
家
」
と
し

て
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
福
沢
一
郎
『
シ
ユ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
』
ア
ト
リ
ヱ
社
、
一
九
三
七
年
、
二
〇
二
頁
）。

11　

設
立
当
初
、
独
立
美
術
協
会
員
の
林
重
義
や
児
島
善
三
郎
、
伊
藤
廉
、
里
見
勝
蔵
、
田
中
佐
一
郎
な
ど
が
指
導
を
行
っ
て
い
た
。

当
初
須
田
国
太
郎
は
実
技
で
は
な
く
「
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
知
ら
れ
ざ
る
傑
作
」
や
「
ク
ー
ル
ベ
の
写
実
主
義
」
な
ど
の
講
話
を
担

当
し
て
い
た
（「
研
究
所
消
息
」『
独
立
美
術
京
都
研
究
所
機
関
紙
Ｔ
Ｏ
Ｉ
Ｌ
Ｅ
』
一
号
、
一
九
三
三
年
、
一
二
月
、
七
頁
）。
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中
井
正
一
は
、
京
大
哲
学
科
の
先
輩
で
あ
る
須
田
と
の
関
係
性
か
ら
、
京
都
研
究
所
で
の
講
師
を
引
き
受
け
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

12　

日
露
戦
争
中
の
一
九
〇
五
年
に
新
設
さ
れ
た
。
京
都
市
伏
見
区
に
司
令
部
が
あ
り
、
そ
の
一
帯
に
は
練
兵
場
や
京
都
衛
戍
病
院

な
ど
の
軍
用
施
設
が
配
置
さ
れ
た
。

13　

北
脇
が
小
牧
に
宛
て
た
手
紙
（
一
九
四
一
年
四
月
一
〇
日
）
の
中
に
「
例
の
中
井
正
一
氏
等
と
同
様
な
事
」
と
し
て
記
さ
れ
て

い
る
（
小
牧
源
太
郎
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
よ
り
、
市
立
伊
丹
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）

14　

一
九
二
九
年
に
渡
仏
し
た
画
家
・
峰
岸
義
一
が
批
評
家
・
ア
ン
ド
レ
・
サ
ル
モ
ン
に
展
覧
会
の
開
催
を
持
ち
か
け
た
こ
と
が
発

端
と
な
っ
た
。

15　

森
口
多
里
『
近
代
美
術
』
東
京
堂
、
一
九
四
八
年
、
二
八
七
頁
。

16　

小
牧
源
太
郎
「
作
画
四
〇
年
（
一
）」『
京
都
市
美
術
館
ニ
ュ
ー
ス
』
九
九
号
、
一
九
七
六
年
六
月
、
三
頁
。

17　
「
小
牧
源
太
郎
─
年
譜
」『
小
牧
源
太
郎
・
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
実
証
《
貌
》』
講
談
社
、
一
九
八
七
年
、
二
二
二
頁
。

18　

同
前
。

19　

中
村
義
一
『
日
本
の
前
衛
絵
画　

そ
の
反
抗
と
挫
折
─
Ｋ
の
場
合
』
前
掲
、
五
九
頁
。

20　

京
都
研
究
所
で
は
、
石
膏
デ
ッ
サ
ン
な
ど
基
本
的
な
「
教
育
」
は
行
っ
て
お
り
、
小
牧
も
参
加
し
て
い
た
。《
裸
婦
習
作
》

（
一
九
三
六
年
、
京
都
府
［
京
都
文
化
博
物
館
管
理
］）
も
手
が
け
て
い
る
が
、
一
九
三
六
年
以
降
、
油
彩
作
品
と
し
て
の
「
裸

婦
」
は
描
い
て
い
な
い
。

21　

今
井
憲
一
「
京
都
に
お
け
る
シ
ュ
ー
ル
・
リ
ア
リ
ズ
ム
」『
京
都
市
美
術
館
ニ
ュ
ー
ス
』
四
三
号
、
一
九
六
二
年
一
〇
月
、
二
頁
。

22　

同
前
。

23　

一
九
三
〇
年
四
月
に
津
田
青
楓
洋
画
塾
に
入
塾
、
第
一
九
回
二
科
展
で
《
マ
ー
ト
》
が
入
選
を
果
た
し
た
の
は
一
九
三
二
年
の

こ
と
で
あ
る
。

24　

津
田
青
楓
は
、
経
済
学
者
・
河
上
肇
を
匿
っ
た
こ
と
に
よ
り
一
九
三
三
年
七
月
、
治
安
維
持
法
違
反
の
嫌
疑
で
杉
並
署
に
連
行
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さ
れ
る
。
神
楽
坂
署
に
移
送
さ
れ
た
後
、
留
置
、
翌
八
月
釈
放
さ
れ
た
。
青
楓
は
二
科
会
を
脱
会
し
、
以
後
洋
画
を
描
か
な
く

な
る
。
京
都
、
東
京
、
名
古
屋
に
あ
っ
た
画
塾
は
解
散
、
次
な
る
「
研
究
所
」
設
立
の
た
め
に
尽
力
し
た
の
が
北
脇
で
あ
っ
た
。

25　

註
21
に
同
じ
。

26　

大
谷
省
吾
『
激
動
期
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
六
年
、
二
八
七
頁
。

27　

北
脇
昇
「
ア
ト
リ
エ
放
談
（
四
）
子
供
の
絵
と
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
」『
ニ
ッ
ポ
ン
新
聞
』
一
九
三
六
年
一
〇
月
頃
（
小
牧

源
太
郎
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
よ
り
、
市
立
伊
丹
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）。

28　
『
北
脇
昇
展
』
東
京
国
立
近
代
美
術
館
・
京
都
国
立
近
代
美
術
館
・
愛
知
県
美
術
館
、
一
九
九
七
年
、
八
〇
頁
。

29　

第
一
部
は
日
本
画
で
、
洋
画
は
第
二
部
、
第
三
部
は
彫
塑
、
第
四
部
は
工
芸
で
あ
る
。
洋
画
の
審
査
は
大
橋
孝
吉
、
太
田
喜
二

郎
、
鹿
子
木
孟
郎
、
田
中
善
之
助
、
黒
田
重
太
郎
、
須
田
が
行
っ
た
。
北
脇
の
ほ
か
、
京
都
研
究
所
か
ら
は
今
井
《
残
花
》、

島
津
冬
樹
《
龍
安
寺
石
庭
》
が
受
賞
し
た
（『
大
礼
記
念
京
都
美
術
館
年
報
』
大
礼
記
念
京
都
美
術
館
、
一
九
三
九
年
三
月
、

八
‒
一
四
頁
）。

30　

木
村
重
信
「
ビ
オ
モ
ル
フ
ィ
ッ
ク
な
暗
号
」『
小
牧
源
太
郎
・
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
実
証
《
貌
》』
講
談
社
、
一
九
八
七
年
、

三
一
頁
。

31　

小
牧
源
太
郎
「
自
作
に
つ
い
て
」『
小
牧
源
太
郎
展　

非
合
理
の
美
を
求
め
て
』
伊
丹
市
美
術
館
、
一
九
八
八
年
、
三
頁
。

32　
「
小
牧
源
太
郎
／
非
合
理
の
美
学
─〈
私
の
絵
画
論
〉
そ
の
一
『
デ
ケ
メ
ン
と
胎
内
空
想
』」『
螺
旋
階
段
』
一
五
号
、
一
九
八
〇

年
四
月
、
七
頁
。

33　

小
牧
源
太
郎
「
造
形
人
間
学
」『
ニ
ッ
ポ
ン
新
聞
』
一
九
三
八
年
七
月
一
五
日
。

34　

註
32
に
同
じ
。

35　

註
33
に
同
じ
。

36　

開
催
に
あ
わ
せ
て
山
中
散
生
や
瀧
口
修
造
を
招
い
た
座
談
会
も
催
さ
れ
た
。
小
牧
が
「『
海
外
超
現
実
主
義
作
品
展
』
が
京
都

の
朝
日
会
館
画
廊
で
開
か
れ
た
時
、
北
脇
な
ど
の
斡
旋
で
滝
口
氏
を
囲
ん
で
座
談
会
が
持
た
れ
た
が
、
そ
の
時
は
生
憎
く
祖
母
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「前衛絵画」と京都と戦争─「集団制作」という実験

の
葬
式
で
私
は
こ
の
会
合
に
出
席
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
（
小
牧
源
太
郎
「「
創
紀
」・
初
期
「
美
術
文

化
」
の
頃
」『
古
沢
岩
美
美
術
館
月
報
』
二
五
号
、
一
九
七
七
年
六
月
、
五
頁
）。

37　

乃
母
流
生
（
北
脇
昇
）「
シ
ユ
ー
ル
・
レ
ア
リ
ズ
ム
作
品
展
よ
り
」『
土
曜
日
』
三
六
号
、
一
九
三
七
年
七
月
五
日
。

38　

小
牧
源
太
郎
「
作
画
四
〇
年
（
二
）」『
京
都
市
美
術
館
ニ
ュ
ー
ス
』
一
〇
〇
号
、
一
九
七
六
年
八
月
、
三
頁
。

39　

井
澤
元
一
「
新
日
本
洋
画
協
会
に
参
加
し
て
」『
独
立
美
術
京
都
研
究
所
機
関
紙
Ｔ
Ｏ
Ｉ
Ｌ
Ｅ
』
五
号
、
一
九
三
五
年
七
月
、

八
頁
。

40　

乃
母
流
（
北
脇
昇
）「
京
都
洋
画
壇
を
爆
撃
す
る
も
の
」
同
前
。

41　

同
前
。

42　

そ
の
決
意
の
裏
に
は
、
京
都
の
洋
画
を
巡
る
状
況
が
深
く
関
与
し
て
い
る
。
黒
田
重
太
郎
が
そ
の
著
書
の
冒
頭
で
「
微
々
た
る

民
間
の
研
究
に
発
祥
し
て
、
終
始
殆
ど
私
的
な
機
関
に
拠
り
乍
ら
、
今
日
の
基
礎
を
築
い
た
京
都
の
洋
画
は
、
そ
の
根
底
に
於

て
常
に
在
野
的
な
精
神
に
一
貫
さ
れ
て
ゐ
る
」（
黒
田
重
太
郎
『
京
都
洋
画
の
黎
明
期
』
高
桐
書
院
、
一
九
四
七
年
、
一
頁
）

と
述
べ
て
い
る
が
、「
京
都
画
壇
」
で
「
洋
画
家
」
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、「
前
衛
絵
画
」
を
手
掛
け
る
こ
と
の
困
難
は
推

し
て
知
る
べ
し
だ
ろ
う
。
北
脇
が
「
爆
撃
」
の
語
を
当
時
、
京
都
で
唯
一
の
公
的
な
美
術
学
校
で
あ
る
京
都
市
立
絵
画
専
門
学

校
（
現
京
都
市
立
芸
術
大
学
）
に
洋
画
科
は
存
在
せ
ず
、「
西
洋
画
科
」
が
新
設
さ
れ
た
の
は
敗
戦
か
ら
二
年
後
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

43　

一
九
三
八
年
六
月
二
〇
日
か
ら
二
四
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
「
新
日
本
洋
画
協
会
小
品
展
」（
美
術
新
論
社
画
廊
）
の
案
内
ハ
ガ

キ
に
書
か
れ
た
須
田
の
文
章
よ
り
（
小
牧
源
太
郎
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
よ
り
、
市
立
伊
丹
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）。

44　
「
設
計
書
」
は
「
第
三
回
新
日
本
洋
画
協
会
展
目
録
」（
一
九
三
七
年
）
の
裏
面
に
示
さ
れ
て
い
る
。

45　

小
牧
源
太
郎
「
美
術
家
放
談
」『
経
済
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
九
七
六
年
一
〇
月
、
三
九
頁
。

46　

小
牧
源
太
郎
「
昭
和
十
年
代
の
思
い
出
」『
京
都
市
美
術
館
ニ
ュ
ー
ス
』
九
七
号
、
一
九
七
五
年
九
月
、
一
頁
。

47　

北
脇
昇
「
浦
島
物
語
」『
み
づ
ゑ
』
三
九
四
号
、
一
九
三
七
年
一
二
月
、
二
一
頁
。
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48　

同
前
。

49　

大
谷
省
吾
は
、
精
神
分
析
学
者
・
大
槻
憲
二
か
ら
の
影
響
の
可
能
性
や
、
物
語
に
込
め
ら
れ
た
多
様
な
「
願
望
」
の
存
在
を
指

摘
す
る
と
同
時
に
、
中
井
正
一
や
壁
画
の
流
行
な
ど
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
以
外
の
側
面
か
ら
《
浦
島
物
語
》
を
考
え
る
こ
と

の
重
要
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
大
谷
省
吾
「
二
つ
の
共
同
制
作
《
浦
島
物
語
》
と
《
鴨
川
風
土
記
序
説
》
に
つ
い
て
」

『
さ
ま
よ
え
る
絵
筆
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
二
一
年
、
一
五
九
‒
一
六
一
頁
）。

50　

註
47
に
同
じ
。

51　
《
庭
園
》
に
つ
い
て
は
「
昨
年
浦
島
太
郎
の
物
語
り
を
一
人
一
枚
宛
離
し
て
合
作
し
て
み
た
の
が
始
り
で
今
度
は
一
つ
の
画
面

に
思
ひ
思
ひ
の
も
の
を
無
関
係
に
描
き
出
し
た
と
こ
ろ
に
進
歩
が
あ
る
と
云
わ
れ
て
ゐ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
（「
美
術
界
の

新
生
命　

時
局
と
共
に
注
目
さ
れ
る
超
現
実
派
」『
ニ
ッ
ポ
ン
新
聞
』
四
五
六
号
、
一
九
三
八
年
一
〇
月
一
五
日
）。

52　

北
脇
昇
「
現
代
の
前
衛
美
術
を
如
何
に
進
め
て
ゆ
き
た
い
か
」『
美
術
文
化
』
一
号
、
一
九
三
九
年
八
月
、
一
一
頁
。

53　

小
牧
源
太
郎
「
現
代
の
前
衛
美
術
を
如
何
に
進
め
て
ゆ
き
た
い
か
」
同
前
。

54　

ノ
ー
ト
『
絵
画
諸
論
』
の
表
紙
に
は
「
史
迹
と
美
術
、
資
料
ノ
ー
ト
、
別
冊
第
一
部　

聴
講
筆
記
」
と
記
載
さ
れ
、
そ
の
冒
頭

に
は
「
本
目
錄
ハ
１
９
３
９
年
（
皇
紀
２
５
９
９
年
）
10
月
23
日
現
在
カ
ラ
編
成
ニ
着
手
ス
」
と
書
か
れ
て
い
る
（
市
立
伊
丹

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
蔵
）。

55　

同
前
。

56　

小
牧
の
「
仏
画
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
は
以
下
に
お
い
て
論
じ
た
。
拙
稿
「
塗
ら
れ
な
い
画
布
─
転
換
期
・
京
都
の
裁
断
面
」

『
さ
ま
よ
え
る
絵
筆
』
前
掲
書
。
拙
稿
「
矛
盾
の
絵
画
─
土
地
の
記
憶
と
接
続
す
る
」（『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
日
本
』
青
幻

舎
、
二
〇
二
四
年
。

57　

北
脇
昇
「
美
術
新
体
制
の
具
体
的
形
態
」『
美
術
世
界
』
四
六
号
、
一
九
四
一
年
六
月
、
一
七
頁
。

58　
「
図
式
絵
画
」
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
中
村
義
一
『
日
本
の
前
衛
絵
画　

そ
の
反
抗
と
挫
折
─
Ｋ
の
場
合
』
美
術
出
版
社
、

一
九
六
八
年
。
大
谷
省
吾
『
激
動
期
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
六
年
。
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「前衛絵画」と京都と戦争─「集団制作」という実験

59　

北
脇
は
「
集
団
制
作
」
と
「
共
同
制
作
」
の
二
種
類
の
呼
び
名
を
使
用
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、「
集
団
制
作
」
を
主
と
す
る

も
の
の
、
作
品
名
に
「
共
同
制
作
」
と
あ
る
場
合
は
、「
集
団
制
作
（
共
同
制
作
）」
と
す
る
。

60　

大
谷
省
吾
「
二
つ
の
共
同
制
作
《
浦
島
物
語
》
と
《
鴨
川
風
土
記
序
説
》
に
つ
い
て
」
前
掲
論
文
、
一
六
一
頁
。

61　
「
日
本
文
化
と
京
都
」
展
（
一
九
四
〇
年
一
〇
月
五
日
‒
二
二
日
、
大
礼
記
念
京
都
美
術
館
）
に
際
し
て
刊
行
さ
れ
た
目
録
の

「
は
し
が
き
」
よ
り
（『
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
「
日
本
文
化
と
京
都
」
大
展
観
目
録
』
京
都
市
史
編
纂
事
務
局
、
一
九
四
〇
年
、

一
頁
）。

62　

註
54
に
同
じ
。

63　

今
井
憲
一
「
集
団
制
作
に
就
て
」『
第
四
回
新
日
本
洋
画
協
会
展
目
録
』（
裏
面
）、
一
九
三
八
年
。

64　

北
脇
昇
「
京
都
画
信
」『
美
術
世
界
』
一
三
号
、
一
九
三
八
年
九
月
、
三
〇
頁
。

65　

小
牧
源
太
郎
「
切
点
的
な
造
型
」『
美
術
文
化
』
三
号
、
一
九
四
〇
年
四
月
、
三
三
頁
。

66　

瀧
口
修
造
「
超
現
実
派
と
抽
象
派
」『
セ
ル
パ
ン
』
六
三
号
、
一
九
三
六
年
五
月
、
四
九
頁
。

（
し
み
ず　

と
も
よ　
　

京
都
文
化
博
物
館
学
芸
員
）
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第37回「京都美術文化賞」
第
37
回
「
京
都
美
術
文
化
賞
」
受
賞
者

第
37
回
「
京
都
美
術
文
化
賞
」
受
賞
記
念
展

第
37
回
京
都
美
術
文
化
賞
を
受
賞
さ
れ
た
、

猪
熊
佳
子
氏
、
吉
岡
俊
直
氏
、
草
間
喆
雄
氏
に

よ
る
展
示
と
、「
京
都
美
術
文
化
賞
の
あ
ゆ
み
」

と
題
し
て
京
都
美
術
文
化
賞
歴
代
受
賞
者
（
第

16
回
〜
第
18
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
5
年
1
月
17
日
〜
1
月
26
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
37
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
）

日
本
画

猪
　
熊
　
佳
　
子

版
画

吉
　
岡
　
俊
　
直

フ
ァ
イ
バ
ー
ア
ー
ト

草
　
間
　
喆
　
雄
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第37回「京都美術文化賞」贈呈式

第37回「京都美術文化賞」受賞記念展

2024年₅月　於　ウェスティン都ホテル京都

2025年₁月17日〜₁月26日　於　京都文化博物館

受賞記念展会場風景第37回京都美術文化賞受賞記念展開催のテープカット
草間喆雄氏、吉岡俊直氏、猪熊佳子氏、白波瀬誠財団理事長

第37回京都美術文化賞の贈呈
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第
37
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
き
ま
し
た
候
補
者
の
中
か
ら

近
年
の
活
躍
が
目
覚
ま
し
い
３
名
の
受
賞
者
を
選
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
キ
ャ
リ
ア
は
異
な
る
も
の
の
、
い

ず
れ
の
作
家
も
京
都
の
地
に
関
わ
り
な
が
ら
制
作
を
続
け
ら
れ
、
十
分
な
成
果
を
上
げ
る
と
と
も
に
、
京
都
の
美
術
を
活
性

化
さ
せ
る
存
在
と
な
ら
れ
て
い
ま
す
。
選
考
委
員
を
代
表
し
て
講
評
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

猪
熊
佳
子
さ
ん
は
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
を
修
了
後
、
日
展
を
舞
台
に
活
躍
さ
れ
て
お
り
、
２
度
の
特
選
や
日
春

展
で
の
受
賞
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
風
景
画
は
四
季
折
々
の
自
然
を
素
直
に
描
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
実
は
巧
み
な

描
写
力
の
持
ち
主
で
あ
り
、
日
本
画
独
特
の
控
え
目
で
美
し
い
表
現
に
よ
っ
て
、
清
ら
か
な
画
面
を
作
り
出
し
て
い
ま
す
。

自
然
の
景
観
の
一
部
を
切
り
取
る
目
の
確
か
さ
、
非
凡
な
構
成
能
力
は
高
く
評
価
で
き
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
多
く
の
作
品

に
登
場
す
る
鳥
や
小
動
物
が
観
る
人
の
心
を
和
ま
せ
、
親
密
な
造
形
世
界
へ
と
導
い
て
い
ま
す
。
特
に
ま
と
ま
っ
た
数
の
作

　
　
選
考
経
過

福　

永　
　
　

治

第
37
回
京
都
美
術
文
化
賞
講
評
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品
で
構
成
さ
れ
る
個
展
に
お
い
て
、
そ
の
本
領
を
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

吉
岡
俊
直
さ
ん
は
、
戦
後
日
本
を
代
表
す
る
版
画
家
を
輩
出
し
続
け
て
き
た
京
都
の
版
画
芸
術
を
継
承
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
を
用
い
た
版
画
制
作
に
よ
っ
て
デ
ジ
タ
ル
時
代
な
ら
で
は
の
美
術
表
現
を
追
求
し
て
い
ま
す
。
そ
の

フ
ォ
ト
グ
ラ
メ
ト
リ
ー
と
い
う
手
法
は
、
対
象
と
な
る
も
の
を
様
々
な
角
度
か
ら
撮
影
し
、
三
次
元
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を

加
工
し
て
二
次
元
の
版
を
作
る
も
の
で
、
ゴ
ム
シ
ー
ト
の
支
持
体
に
シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
で
刷
り
上
げ
る
独
特
の
作
品
で
す
。

色
彩
と
し
て
使
わ
れ
る
ブ
ル
ー
グ
リ
ー
ン
は
、
単
色
な
が
ら
現
代
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま

す
。
そ
の
独
特
の
技
法
は
、
観
る
人
の
深
層
に
あ
る
複
雑
な
感
情
を
呼
び
起
こ
す
装
置
と
し
て
機
能
し
、
現
実
を
可
視
化
し

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

草
間
喆
雄
さ
ん
は
、
比
較
的
新
し
い
美
術
分
野
で
あ
る
フ
ァ
イ
バ
ー
ア
ー
ト
の
パ
イ
オ
ニ
ア
の
一
人
と
し
て
日
本
を
代
表

す
る
作
家
で
す
。
染
色
芸
術
の
伝
統
を
持
つ
京
都
で
川
島
織
物
に
就
職
さ
れ
た
こ
と
で
こ
の
新
し
い
造
形
に
出
会
っ
た
草
間

さ
ん
は
、
の
ち
に
ア
メ
リ
カ
で
学
び
、
国
際
的
な
創
作
活
動
を
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
最
大
の
特
徴
は
優
れ
た
色
彩
感

覚
に
あ
り
、
現
代
に
生
き
る
我
々
に
通
じ
る
美
し
さ
は
、
他
に
例
の
な
い
独
自
の
境
地
に
達
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
現
在
は
、

細
い
ワ
イ
ヤ
ー
に
鮮
や
か
な
色
の
糸
を
コ
イ
リ
ン
グ
し
て
立
体
的
に
立
ち
上
げ
る
こ
と
で
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
ス
ケ
ー
ル

ま
で
作
域
を
広
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
京
都
で
様
々
な
グ
ル
ー
プ
展
へ
の
参
加
の
ほ
か
、
自
ら
展
覧
会
を
組
織
す
る
な
ど
意
欲

的
に
活
動
を
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

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
。

（
ふ
く
な
が　

お
さ
む
／
京
都
国
立
近
代
美
術
館
長
）
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猪いの
熊くま
　
佳けい
子こ

日
本
画

第
37
回
京
都
美
術
文
化
賞
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
大
変
嬉
し
く
光
栄

に
思
い
ま
す
。

私
は
京
都
の
地
で
生
ま
れ
、
学
生
時
代
を
送
り
、
制
作
活
動
を
し
て
お
り
、
こ
の
町
が

私
を
育
て
て
く
れ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
美
術
と
の
出
会
い
は
15
歳
の
時
、
美
術
高
校
で

基
礎
か
ら
伝
統
的
な
日
本
画
の
勉
強
を
始
め
ま
し
た
。
狭
い
分
野
か
ら
美
術
に
関
わ
っ
た

こ
と
を
負
担
に
思
う
時
も
あ
り
ま
し
た
が
、
地
道
な
積
み
重
ね
は
、
迷
っ
た
時
に
い
つ
も

私
を
支
え
て
く
れ
ま
し
た
。

学
生
時
代
か
ら
自
然
の
景
観
に
惹
か
れ
、
森
や
動
植
物
を
モ
チ
ー
フ
に
制
作
を
続
け
て
い
ま
す
。
自
然
の
風
物
と
関
わ
る
こ
と
で
生

ま
れ
る
心
の
動
き
や
イ
メ
ー
ジ
を
、
写
生
に
基
づ
く
表
現
で
描
い
て
い
ま
す
。
転
機
と
な
っ
た
の
は
１
９
９
５
年
に
屋
久
島
の
森
に
取

材
し
た
作
品
で
山
種
美
術
館
展
賞
優
秀
賞
を
い
た
だ
い
た
「
太
古
の
森
の
」
で
す
。
初
め
て
屋
久
島
の
森
を
歩
い
た
時
、
神
々
し
く
圧

倒
的
な
生
の
命
に
触
れ
言
葉
を
な
く
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
懐
か
し
い
感
情
に
も
出
会
い
ま
し
た
。
祖
母
が
大
切
に
守
っ
て
い

た
京
都
の
坪
庭
の
記
憶
と
重
な
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
ま
で
描
く
対
象
と
し
て
外
に
あ
っ
た
森
が
自
分
の
内
に
も
感
じ
ら
れ
、
私
の
中

で
重
な
り
、
生
き
生
き
と
物
語
を
語
り
始
め
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
共
生
す
る
命
を
森
や
そ
こ
に
息
づ
く
動
植
物
の
姿
を
借
り
て
寄
り

添
い
描
く
こ
と
が
、
私
の
表
現
の
手
段
と
な
り
ま
し
た
。

日
本
画
の
顔
料
で
あ
る
岩
絵
の
具
は
そ
れ
自
体
と
て
も
美
し
く
、
ま
た
、
混
色
の
割
合
や
塗
り
重
ね
る
順
序
で
無
限
に
表
情
が
変
わ

り
ま
す
。
近
年
は
、
画
面
に
光
を
取
り
入
れ
る
た
め
箔
を
多
く
使
用
し
、
典
具
帖
紙
と
い
う
極
薄
い
和
紙
を
用
い
て
光
を
調
整
し
て
い

ま
す
。
絵
の
具
の
発
色
の
効
果
に
留
意
し
つ
つ
、
形
の
要
素
は
少
な
く
し
、
繰
り
返
す
リ
ズ
ム
と
自
然
の
動
き
を
工
夫
し
て
画
面
を
作

り
ま
す
。
画
面
に
あ
ら
わ
れ
る
形
や
色
彩
が
、
日
本
人
や
東
洋
人
の
持
つ
共
通
の
文
化
と
し
て
の
自
然
の
イ
メ
ー
ジ
が
紡
ぐ
琴
線
に
触

れ
る
こ
と
で
、
個
々
に
物
語
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
を
願
い
制
作
し
て
い
ま
す
。
作
品
を
通
し
て
、
視
覚
で
語
る
こ
と
の
喜
び
と
可

能
性
を
信
じ
、
こ
れ
か
ら
も
描
い
て
い
き
た
い
で
す
。

長
年
に
わ
た
り
応
援
し
て
く
だ
さ
る
多
く
の
方
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
試
行
錯
誤
の
毎
日
で
す
が
、
今
回
の
受
賞
を
励

み
に
こ
れ
か
ら
も
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
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

「木霊」２０２４年
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版
画 吉よし
岡おか
　
俊とし
直なお

第
37
回
京
都
美
術
文
化
賞
を
い
た
だ
き
深
い
感
謝
の
念
と
大
き
な
喜
び
を
感
じ
て
い
ま
す
。
財
団
理
事
長
な
ら
び
に
選
考
委
員
の
先

生
方
を
は
じ
め
皆
様
に
心
か
ら
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
こ
の
賞
は
、
近
年
の
受
賞
者
に
知
り
合
い
が
多
く
、
受
賞
記
念
展
に
何
度
も
足

を
運
ん
で
い
た
の
で
、
そ
ん
な
賞
を
自
分
が
い
た
だ
け
た
こ
と
に
最
初
と
て
も
驚
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

今
回
で
37
回
目
を
迎
え
る
歴
史
あ
る
賞
な
ら
で
は
で
、
歴
代
受
賞
者
の
中
に
私
が
大
学
で
教
わ
っ
て
い
た
先
生
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
特
に
感
謝
を
お
伝
え
し
た
い
お
二
方
の
名
前
を
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
様
々
な
お
話
を
通
し
て
こ
の
道
に
進
む
き
っ
か
け

を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
吉
原
英
雄
先
生
、
そ
し
て
今
で
も
批
評
を
通
し
て
刺
激
を
与
え
続
け
て
く
だ
さ
る
木
村
秀
樹
先
生
で
す
。
私
が

作
家
を
志
し
、
活
動
を
続
け
て
今
こ
こ
に
立
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
お
二
方
の
お
か
げ
だ
と
も
思
い
ま
す
し
、
過
去
の
受
賞
者
で
あ
る
、

お
二
方
の
名
前
の
連
な
り
に
自
分
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
気
が
引
き
締
ま
る
思
い
が
い
た
し
ま
す
。

こ
の
賞
が
、
１
つ
の
作
品
に
対
し
て
で
は
な
く
、
一
連
の
活
動
を
評
価
し
て
い
た
だ
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
非
常
に

嬉
し
く
、
賞
金
と
合
わ
せ
て
今
後
の
活
動
の
糧
と
し
て
、
自
分
に
と
っ
て
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
上
げ
る
き
っ
か
け
を
い
た
だ
け
た
と

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

私
は
ゴ
ム
シ
ー
ト
の
上
に
印
刷
を
す
る
技
法
を
使
っ
た
版
画
を
作
っ
て
お

り
ま
す
が
、
や
は
り
現
物
を
見
な
い
と
伝
わ
ら
な
い
質
感
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
作
品
の
質
感
だ
と
か
匂
い
だ
と
か
雰
囲
気
と
か
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
な
ど
の
モ
ニ
タ
ー
画
面
で
は
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ

の
賞
は
、
来
年
の
１
月
に
受
賞
記
念
展
の
機
会
を
い
た
だ
け
る
、
つ
ま
り
生

の
作
品
を
み
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
皆
様
に
は
ぜ
ひ
現
物
の
作
品

を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
切
に
願
っ
て
お
り
ま
す
。

今
回
ま
だ
若
輩
者
の
私
が
賞
を
い
た
だ
い
た
の
は
叱
咤
激
励
の
意
味
だ
と

思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後
も
驕
る
こ
と
な
く
、
ま
た
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
恐

れ
ず
、
邁
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
指
導
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「全身と指先」２０２１年
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第
37
回
京
都
美
術
文
化
賞
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は
、
１
９
4
６
年
に
父
の
赴
任
先
で
あ
っ
た
愛
媛
県
で
生
ま
れ
、
78
年
間
で
計
32
回
の
引

っ
越
し
を
経
験
し
て
お
り
ま
す
。
武
蔵
野
美
術
大
学
卒
業
ま
で
東
京
に
、
川
島
織
物
の
デ
ザ
イ

ナ
ー
と
し
て
就
職
し
京
都
へ
、
そ
の
後
10
年
間
は
ア
メ
リ
カ
で
大
学
院
を
修
了
し
北
イ
リ
ノ
イ

大
学
・
ユ
タ
州
立
大
学
で
教
鞭
を
取
り
ま
し
た
。
帰
国
後
、
京
都
の
成
安
女
子
短
期
大
学
で
13

年
、
岡
山
の
岡
山
県
立
大
学
で
退
官
ま
で
の
26
年
を
過
ご
し
、
4
年
前
か
ら
京
都
に
戻
っ
て
現

在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。
日
本
人
の
平
均
引
っ
越
し
回
数
3.3
回
の
約
10
倍
と
い
う
こ
と
で
、
悪

く
言
え
ば
根
無
し
草
、
よ
く
言
え
ば
活
動
的
・
行
動
的
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

私
の
将
来
を
決
め
る
出
会
い
と
出
来
事
が
あ
っ
た
の
は
、
１
９
６
９
年
、
川
島
織
物
に
デ
ザ

イ
ナ
ー
と
し
て
就
職
し
た
時
の
こ
と
で
す
。
２
年
先
輩
の
小
林
正
和
さ
ん
に
出
会
い
、
デ
ザ
イ

ン
部
の
資
料
室
で
小
林
さ
ん
と
ア
メ
リ
カ
の
雑
誌
『Craft�H

orizons

』
で
展
覧
会
「W

all�H
angings

」（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術

館
、
１
９
６
９
年
）
の
記
事
を
見
つ
け
ま
し
た
。
当
時
は
フ
ァ
イ
バ
ー
ア
ー
ト
で
は
な
く
ウ
ォ
ー
ル
ハ
ン
ギ
ン
グ
と
い
う
名
前
が
つ
い

て
い
ま
し
た
。
世
界
の
繊
維
の
新
し
い
ア
ー
ト
表
現
に
触
発
さ
れ
て
、
小
林
さ
ん
と
細
野
尚
美
さ
ん
（
後
の
小
林
氏
の
妻
）
と
３
人
で

初
め
て
の
展
覧
会
「
テ
キ
ス
タ
イ
ル
・
ス
カ
ル
プ
チ
ュ
ア
展
」（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
１
６
／
京
都
、
１
９
７
１
年
）
を
開
催
し
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
繊
維
の
新
し
い
表
現
、
フ
ァ
イ
バ
ー
ア
ー
ト
の
世
界
に
魅
了
さ
れ
、
現
在
ま
で
制
作
を
続
け
て
お
り
ま
す
。

私
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
美
術
館
で
発
表
す
る
作
品
と
は
別
に
、
ア
メ
リ
カ
滞
在
中
の
１
９
７
0
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー

ト
の
流
れ
に
の
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
、
中
国
の
１
0
0
か
所
以
上
の
公
共
空
間
の
た
め
の
作
品
を
制
作
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
建
築
空
間
の
た
め
の
作
品
制
作
と
い
う
の
は
、
美
術
館
の
よ
う
な
場
所
で
発
表
す
る
作
品
制
作
と
は
異
な
り
、
設
置
す
る
空
間
の

持
つ
機
能
、
そ
の
空
間
が
存
在
す
る
場
所
性
な
ど
を
考
慮
し
、
建
築
家
と
の
協
力
の
も
と
作
品
制
作
を
行
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
仕
事

は
あ
る
意
味
で
デ
ザ
イ
ナ
ー
的
な
仕
事
で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。

今
回
の
受
賞
を
励
み
と
し
て
、
今
後
も
常
に
新
し
い
表
現
方
法
も
模
索
し
つ
つ
、
作
家
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 フ

ァ
イ
バ
ー
ア
ー
ト

草くさ
間ま
　
喆てつ
雄お

「Season’s�Mirage」２０２２年



　
■
　
あ
　
と
　
が
　
き

まず、今回は、戦後の京都において爆発的に花開いた前衛陶芸の
血脈を継承し、その赫赫たる業績で推進役を果たしてこられた秋
山陽さんを対談相手としてお招き致しました。筆者の思い込みに
満ちた、どちらかと言うと無理難題といった問いに、実に誠実に
かつ理路整然とお答えしていただきました。なかでも喫緊の課題、
今日の日本の工芸界が置かれている難しい状況といった問題につ
いては、二人で額を突き合わせてもこれといった策まで至りませ
んでしたが、二人の発言の端々に皆さんが考えていただけるヒン
トでもあればと思うところです。とはいえ、作品論になると、オ
ブジェ焼きを実践した、秋山氏の師匠八木一夫さんの作品のス
ケール感の問について、目から鱗の答えをいただき、流石と唸っ
たところです。
　清水さんの論考も力作でした。ご本人がこの間展覧会として手
掛けてこられた日本のシュルレアリスム、特に京都の独立美術研
究所のメンバーにおけるその試みについて、関連する評言を丁寧
に読み込んで的確に配されたことで、この運動の全体の動向と
個々の作家の想いや狙いの相違等に至るまで把握することができ
ました。状況に押し潰されざるを得なかったといえ、重苦しい時
代に「前衛」を求めて格闘した若い洋画家たちの熱い思いがしっ
かりと伝わってくる論考になったと、編者はほくそ笑んでいると
ころです。
　今号でも、巻頭の青木京都市京セラ美術館館長の作庭について
のエッセイ、さらには三人の京都美術文化賞受賞者のことば、そ
こからも京都で営まれている美術文化活動の多彩さの一端を感じ
ていただければ幸いです。� （潮江宏三記）
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