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明
治
の
初
期
に
英
国
総
領
事
と
し
て
日
本
に
滞
在
し
た
ラ
ザ

フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
、『
大
君
の
都
』
で
、
日
本
に
高
級

藝
術
の
存
在
し
な
い
こ
と
に
、
日
本
藝
術
の
劣
勢
の
証
拠
を
見
出

し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
同
じ
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
、
一
八
七
八
年
に

著
し
た
『
日
本
の
藝
術
と
工
業
藝
術
』
で
は
、
以
前
の
見
解
を
改

め
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
理
念
を
借
り
な
が
ら
、
職
人
と
藝

術
家
と
に
区
別
の
な
い
こ
と
を
、
む
し
ろ
日
本
に
お
け
る
美
術
の

あ
り
か
た
の
長
所
と
し
て
認
め
る
価
値
観
を
表
明
す
る
よ
う
に
な

る
。
こ
こ
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
古
典
的
な
藝
術
観
、

す
な
わ
ち
装
飾
藝
術
や
工
藝
を
、
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
な
ど
の
高

級
藝
術
の
派
生
物
、
す
な
わ
ち
応
用
藝
術
と
み
な
す
価
値
観
へ
の

反
措
定
が
あ
っ
た
。
欧
州
に
お
け
る
、
日
本
美
術
の
流
行
、
い
わ

ゆ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
な
い
し
ジ
ャ
パ
ニ
ズ
ム
と
は
、
こ
う
し
た
価

値
観
の
拮
抗
に
根
ざ
し
た
文
脈
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
問
題
を
孕
ん

（
１
）

（
２
）

で
い
る
。

欧
州
に
お
け
る
産
業
藝
術
振
興
の
機
運
を
助
長
し
、
ま
た
そ
の

な
か
で
高
い
評
価
を
蒙
っ
た
の
が
、
明
治
期
の
輸
出
工
藝
だ
っ
た
。

だ
が
、
い
さ
さ
か
皮
肉
な
こ
と
に
も
、
そ
の
明
治
日
本
で
は
、

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
批
判
し
た
西
洋
近
代
の
藝
術
価
値
と
、
そ
れ
に

基
づ
く
諸
制
度
が
植
え
つ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
端
的
に
は
工
部
美

術
学
校
か
ら
東
京
美
術
学
校
へ
の
変
遷
の
な
か
で
、
美
術
と
い
う

用
語
が
蒙
っ
た
意
味
の
断
絶
に
、
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
美
術

の
定
義
と
そ
の
内
実
を
め
ぐ
る
混
乱
は
、
序
章
で
も
見
た
よ
う
に
、

と
り
わ
け
何
度
に
も
わ
た
る
万
国
博
覧
会
へ
の
日
本
の
出
展
方
針

を
め
ぐ
る
紆
余
曲
折
に
も
露
呈
し
て
い
た
。
藝
術
ジ
ャ
ン
ル
に

よ
っ
て
高
級
藝
術
と
応
用
藝
術
の
区
別
を
設
け
る
こ
と
を
し
な
い

点
に
日
本
独
自
の
美
術
観
を
誇
示
し
よ
う
と
し
た
一
八
九
三
年
の

シ
カ
ゴ
博
で
の
姿
勢
は
、
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
で
は
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影
を
潜
め
、
代
わ
っ
て
欧
州
の
藝
術
位
階
秩
序
に
忠
実
な
日
本
美

術
像
の
提
出
が
図
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
の
欧
米
日
本
愛
好
者
た
ち

に
よ
る
日
本
美
術
観
は
、
近
世
の
浮
世
絵
・
応
用
藝
術
を
中
心
と

し
た
民
衆
主
義
史
観
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
二
十

世
紀
を
迎
え
る
に
及
ん
で
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
よ
う
に
、
日
本
政

府
主
導
で
、
古
代
仏
教
美
術
に
日
本
に
お
け
る
古
典
主
義
を
見
出

す
、
い
わ
ば
貴
族
主
義
的
で
古
美
術
志
向
の
公
式
美
術
史
観
が
提

出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

工
藝
の
現
代
化
、
と
り
わ
け
大
正
期
以
降
の
動
向
を
、
以
下
京

都
の
近
代
工
藝
を
中
心
に
見
て
ゆ
く
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
出
発
点
と
し
て
も
、
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
を
視

野
に
納
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
視
察

か
ら
帰
国
し
た
浅
井
忠
は
、
東
京
美
術
学
校
で
の
黒
田
清
輝
一
派

と
の
競
合
を
嫌
っ
た
も
の
か
、
京
都
へ
と
移
住
し
て
晩
年
を
送
っ

た
。
パ
リ
で
ア
ー
ル
・
ヌ
ヴ
ォ
ー
に
接
し
た
浅
井
は
、
そ
れ
を
手

本
に
京
都
の
工
藝
界
の
刷
新
を
意
図
し
て
い
た
。
お
雇
い
外
国
人

フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ
の
も
と
で
修
行
し
た
油
絵
画
家
と
し
て
、
本
場

欧
州
を
相
手
に
西
洋
画
法
で
勝
負
す
る
こ
と
の
「
愚
劣
」
を
悟
っ

た
浅
井
は
、
当
時
の
日
本
の
輸
出
工
藝
の
過
度
な
精
緻
さ
に
も
飽

き
た
ら
ず
、
琳
派
の
装
飾
性
と
、
大
津
絵
の
よ
う
な
お
お
ら
か
な

筆
致
に
新
た
な
可
能
性
を
感
じ
て
い
た
よ
う
だ
。

と
は
い
え
浅
井
は
、
美
術
学
校
教
授
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
日

（
３
）

（
４
）

本
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
権
威
と
と
も
に
、
図
案
家
と
し
て
京
都

の
職
人
に
雛
形
を
提
案
す
る
立
場
を
体
験
す
る
。
そ
れ
が
必
ず
し

も
し
っ
く
り
と
来
な
い
立
場
だ
っ
た
こ
と
は
、
最
晩
年
の
《
武
士

山
狩
の
図
》
な
ど
に
も
露
呈
す
る
。
こ
の
油
彩
は
西
欧
の
綴
れ
織

の
向
こ
う
を
張
っ
た
織
物
下
図
の
性
格
を
宿
し
、
画
家
没
後
の
明

治
四
十
二
（
一
九
〇
八
）
年
に
、
二
代
川
島
甚
兵
衛
に
よ
っ
て
錦

織
に
織
ら
れ
る
。
だ
が
、
浅
井
と
し
て
は
珍
し
く
ア
カ
デ
ミ
ー
の

油
彩
制
作
の
面
倒
な
手
順
を
踏
ん
だ
原
画
は
、
著
し
く
精
彩
を
欠

き
、
筆
致
に
も
、
余
技
と
し
て
嗜
ん
だ
南
画
や
戯
画
と
は
好
対
照

な
ま
で
の
、
不
如
意
が
目
立
つ
。
そ
こ
に
は
、
西
欧
の
応
用
藝
術

意
識
に
基
づ
く
分
業
へ
の
、
浅
井
の
消
極
的
な
姿
勢
も
透
け
て
見

え
る
。
浅
井
が
京
都
に
求
め
た
の
は
、
西
欧
流
儀
の
、
美
術
に
従

属
的
に
奉
仕
す
る
工
藝
と
は
異
質
の
工
藝
の
世
界
だ
っ
た
は
ず
だ
。

し
か
し
そ
の
可
能
性
は
、
浅
井
の
死
に
よ
っ
て
未
完
成
の
ま
ま
で

寸
断
さ
れ
る
。

だ
が
京
都
が
は
た
し
て
浅
井
の
意
図
を
受
け
入
れ
る
よ
う
な
文

化
土
壌
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
あ
ら
た
め
て
考
察
に
値
し
よ
う
。

浅
井
の
図
案
は
、
そ
の
意
図
に
反
し
て
、
な
お
箱
や
器
に
図
案
を

貼
り
付
け
た
、
と
い
う
印
象
を
と
き
に
拭
い
が
た
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
一
九
〇
二
年
、
欧
州
視
察
よ
り
戻
っ
て
ほ
ど
な
く
、
は
っ

き
り
と
ア
ー
ル
・
ヌ
ヴ
ォ
ー
調
へ
の
批
判
を
打
ち
出
し
た
神
坂
雪

佳
が
、
浅
井
の
没
後
、
京
都
の
工
藝
の
主
軸
と
な
っ
て
行
っ
た
様

（
５
）



子
は
、
当
時
の
記
録
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。
浅
井
が
パ
リ
万
国
博

覧
会
で
知
り
合
っ
た
中
沢
岩
太
の
依
頼
で
一
九
〇
二
年
新
設
の
京

都
高
等
工
藝
学
校
で
教
鞭
を
取
っ
た
の
に
た
い
し
、
神
坂
雪
佳
は
、

京
都
府
画
学
校
（
一
八
八
八
）
か
ら
、
京
都
市
絵
画
専
門
学
校
（
一

八
八
八
）、
さ
ら
に
京
都
市
美
術
学
校
（
一
八
九
一
）
へ
と
改
名
さ

れ
た
職
人
養
成
学
校
が
、
京
都
市
美
術
工
藝
学
校
（
一
八
九
四
）

へ
と
改
組
さ
れ
た
あ
た
り
か
ら
、
嘱
託
と
し
て
指
導
に
加
わ
っ
た

様
子
で
あ
る
。
明
治
二
十
九
（
一
八
九
六
）
年
に
雪
佳
は
京
都
市

立
図
案
調
整
所
の
主
任
と
な
る
が
、
同
年
に
、
二
歳
年
上
の
竹
内

棲
鳳
が
京
都
市
立
美
術
工
藝
学
校
で
教
鞭
を
取
り
始
め
る
。
こ
の

二
人
の
経
歴
か
ら
は
、
絵
画
と
工
藝
図
案
と
が
、
近
代
の
社
会
制

度
の
中
で
、
分
離
し
た
ふ
た
つ
の
道
を
た
ど
り
始
め
た
経
緯
が
歴

然
と
す
る
。

実
際
、
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
に
は
市
立
美
術
工
藝
学

校
か
ら
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
が
分
離
し
、
そ
の
第
一
期
卒
業

生
や
選
科
生
を
中
心
と
し
て
、
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
に
国
画

創
作
協
会
が
結
成
さ
れ
、
京
都
の
日
本
画
に
お
け
る
近
代
を
彩
る

の
は
周
知
の
事
績
だ
。
市
立
絵
画
専
門
学
校
開
校
の
翌
年
に
あ
た

る
、
明
治
四
十
三
年
に
は
、
雪
佳
ら
が
中
心
と
な
っ
て
競
美
会
、

佳
美
会
合
同
の
第
一
回
展
覧
会
が
催
さ
れ
る
が
、
こ
の
背
景
に
は
、

絵
画
の
興
隆
に
比
べ
て
美
術
工
藝
が
不
振
な
状
態
に
あ
る
、
と
の

当
事
者
た
ち
の
認
識
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
先
立
つ
明
治
四
十
（
一

（
６
）

九
〇
七
）
年
に
は
、
文
部
省
展
覧
会
、
通
称
「
文
展
」
で
工
藝
部
門

が
除
外
さ
れ
る
事
態
が
発
生
し
て
い
た
。
佳
美
会
の
発
足
も
、
こ

う
し
た
外
部
の
状
況
へ
の
反
応
だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
が
、
そ
れ

が
発
展
し
た
佳
都
美
村
の
第
一
回
展
覧
会
（
一
九
一
九
）
が
、
国

画
創
作
協
会
第
一
回
展
覧
会
を
意
識
し
た
活
動
だ
っ
た
こ
と
も
疑

い
な
か
ろ
う
。
翌
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に
は
、
楠
部
弥
弌
、
河

合
栄
之
助
、
河
村
喜
太
郎
、
八
木
一
艸
ら
、
国
立
陶
磁
試
験
場

（
旧

伝
習
所

明
治
四
十
四
年
創
設
）
の
同
窓
た
ち
が
赤
土
（
あ
る

あ
か
つ
ち

い
は
赤
土
社
）
を
結
成
し
、
大
阪
高
島
屋
で
作
品
展
を
催
し
て
い

せ
き
ど

る
が
、
こ
れ
ま
た
、
絵
画
の
世
界
で
の
動
向
が
、
同
時
代
の
陶
磁

器
の
世
界
に
飛
び
火
し
た
有
様
を
証
し
て
い
る
。
京
都
に
お
け
る

工
藝
の
近
代
を
考
え
る
う
え
で
は
、
大
正
期
の
こ
う
し
た
運
動
を

一
体
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
周
知
の
と
お
り
、
帝
展

第
四
部
に
工
藝
が
設
け
ら
れ
る
の
に
は
、
昭
和
二
（
一
九
二
七
）

年
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
を
大
ま
か
な
枠
組
み
と
し
て
、
以
下
の
報
告
で
は
、
京
都

を
中
心
に
、
工
藝
が
そ
の
外
部
と
い
か
な
る
緊
張
関
係
を
も
っ
た

か
を
、
制
度
史
の
枠
組
み
、
ジ
ャ
ン
ル
間
の
共
鳴
や
乖
離
、
人
脈

と
交
友
関
係
、
世
代
交
代
に
よ
る
継
承
と
断
絶
と
い
っ
た
側
面
か

ら
、
で
き
る
だ
け
典
型
的
な
作
例
に
即
し
つ
つ
、
具
体
的
に
考
察

し
た
い
。
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一

北
齋

─
工
業
藝
術
の
職
人
と
し
て
の
評
価

十
九
世
紀
後
半
の
欧
州
で
は
日
本
趣
味
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
ポ
ニ

ス
ム
の
流
行
を
み
た
。
そ
の
な
か
で
と
り
わ
け
注
目
を
浴
び
、
世

界
の
巨
匠
の
地
位
を
占
め
た
の
が
、
浮
世
絵
師
、
北
齋
だ
っ
た
。

一
介
の
職
人
が
藝
術
家
と
し
て
遇
さ
れ
た
背
景
に
は
、
欧
州
側
の

潜
在
的
な
需
要
を
見
越
す
必
要
が
あ
る
。
最
も
初
期
に
北
齋
と
そ

の
『
漫
画
』
を
評
価
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ビ
ュ
ル
テ
ィ
ー
の
著
作

は
『
工
業
藝
術
の
傑
作
』（
一
八
六
六
）
だ
っ
た
し
、
一
八
八
二
年

に
北
齋
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
じ
め
て
学
術
雑
誌
に
論
じ
た
テ
オ

ド
ー
ル
・
デ
ュ
レ
も
、
北
齋
が
欧
州
で
は
当
時
「
工
業
藝
術
」
と

呼
ば
れ
た
分
野
で
の
職
匠
だ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
い
わ

ゆ
る
大
藝
術
の
範
疇
に
は
属
さ
な
い
民
衆
藝
術
の
職
人
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
北
齋
を
高
く
評
価
す
る
と
い
う
価
値
観
。
そ
こ
に
は
、
欧

州
と
り
わ
け
第
二
帝
政
下
の
フ
ラ
ン
ス
で
支
配
的
だ
っ
た
、
美
術

ア
カ
デ
ミ
ー
、
国
立
美
術
学
校
教
授
お
よ
び
官
立
展
覧
会
サ
ロ
ン

に
よ
る
三
位
一
体
の
寡
占
支
配
に
対
す
る
自
由
主
義
的
共
和
派
の

反
発
が
あ
っ
た
。
一
八
六
七
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
を
回
顧
し
た

文
章
「
パ
リ
の
日
本
」（
一
八
七
八
）
で
エ
ル
ネ
ス
ト
・
シ
ェ
ノ
ー

も
述
べ
る
よ
う
に
、
北
齋
を
活
用
し
た
最
初
期
の
作
品
に
は
、

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ッ
ク
モ
ン
の
軟
質
陶
器
、
セ
ル
ヴ
ィ
ス
・

ル
ソ
ー
が
あ
る
。『
北
齋
漫
画
』
ほ
か
の
日
本
の
絵
手
本
か
ら
動

（
７
）

（
８
）

植
物
の
絵
柄
を
選
び
、
皿
の
内
部
に
自
由
に
按
配
し
て
焼
き
付
け

た
意
匠
が
斬
新
だ
っ
た
。
だ
が
、
同
心
円
や
シ
ン
メ
ト
リ
ー
を
崩

し
て
、
絵
柄
を
偶
然
ま
か
せ
に
配
列
す
る
工
夫
は
、
シ
ェ
ノ
ー
も

主
張
す
る
よ
う
に
、
日
本
か
ら
学
ん
だ
反
シ
ン
メ
ト
リ
ー
美
学
の

実
践
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
遠
近
法
を
無
視
し
た
こ
う
し
た
偶
然
任
せ

の
配
列
と
い
う
工
夫
は
、
た
し
か
に
『
北
齋
漫
画
』
に
見
ら
れ
る

配
列
法
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
絵
皿
に
応
用
す
る
手
腕
に
は
、

絵
手
本
そ
の
ま
ま
と
い
う
よ
り
は
、
あ
く
ま
で
欧
州
側
の
積
極
的

な
解
釈
が
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
「
日
本
へ
の
卑
怯
な
隷
属
で

は
な
く
、
独
創
性
の
相
乗
」
を
認
め
る
シ
ェ
ノ
ー
の
観
察
は
妥
当

で
あ
り
、
決
し
て
単
な
る
強
が
り
と
は
い
え
な
い
。

さ
て
『
北
齋
漫
画
』
に
見
え
る
相
撲
取
り
の
図
は
、
世
紀
末
に

は
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
に
よ
っ
て
換
骨
奪
胎
さ
れ
、
タ
ヒ
チ
の

フ
ラ
ン
ス
行
政
官
を
揶
揄
す
る
戯
画
に
応
用
さ
れ
る
。
南
太
平
洋

に
文
明
に
汚
染
さ
れ
な
い
野
生
を
見
出
そ
う
と
し
た
こ
の
藝
術
家

は
、
な
に
も
日
本
に
低
級
藝
術
の
見
本
を
見
出
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
民
衆
画
像
に
は
政
治
権
力
を
嘲
弄
し
、
糾
弾
す
る
批
評
力
が

籠
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
見
落
と
さ
な
い
。
さ
ら
に

ゴ
ー
ギ
ャ
ン
が
切
り
開
い
た
未
開
藝
術
へ
の
道
標
と
し
て
、
極
東

の
日
本
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
る
ま

い
。
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
た
ん
に
画
家
だ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
木
彫

や
焼
き
物
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
。
テ
オ
ド
ー
ル
・
デ
ッ
ク

（
９
）

（

）
１０

（

）
１１



の
工
房
で
軟
質
陶
器
に
接
し
た
経
験
は
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
立
体
造
形

の
才
能
を
開
花
さ
せ
た
が
、
今
井
祐
子
氏
の
最
近
の
博
士
論
文
に

よ
れ
ば
、
デ
ッ
ク
工
房
と
軟
質
陶
器
の
結
び
つ
き
の
背
景
に
は
、

当
時
日
本
に
あ
っ
た
ア
ー
レ
ン
ス
商
会
と
画
商
ビ
ン
グ
と
の
提
携

に
よ
る
日
本
陶
磁
器
の
輸
出
戦
略
と
の
競
合
も
想
定
で
き
る
。
売

り
た
て
カ
タ
ロ
グ
に
基
づ
い
た
今
井
氏
の
統
計
的
な
調
査
に
よ
れ

ば
、
世
紀
末
に
い
た
っ
て
、
欧
州
で
は
そ
れ
ま
で
の
磁
器
へ
の
関

心
が
陶
器
に
移
り
、
そ
の
自
在
な
造
形
的
可
能
性
に
ゴ
ー
ギ
ャ
ン

が
と
り
わ
け
引
か
れ
た
様
も
想
定
で
き
る
。
そ
こ
に
は
さ
ら
に
、

可
塑
性
に
富
ん
だ
炻
器
へ
の
デ
ッ
ク
や
シ
ャ
プ
レ
の
興
味
も
加
算

し
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
藝
術
家
の
創
作
意
欲
を
炎
の
試
練
に

よ
っ
て
鍛
え
る
、
と
い
っ
た
価
値
観
を
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
表
明
し
て

お
り
、
こ
こ
に
は
焼
き
物
を
劣
等
藝
術
と
貶
め
る
、
当
時
の
支
配

的
な
美
術
観
に
は
囚
わ
れ
な
い
野
生
児
の
見
識
も
横
溢
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
陶
器
製
作
も
、
世
紀
末
の
装
飾
藝

術
の
復
権
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
日
本
製
品
の
輸
入
で
林

忠
正
と
競
う
仲
だ
っ
た
ビ
ン
グ
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ア
ー
ル
・
ヌ

ヴ
ォ
ー
推
進
の
立
役
者
だ
っ
た
が
、
そ
の
工
房
で
働
い
た
若
い
藝

術
家
の
ひ
と
り
に
、
ナ
ビ
派
の
画
家
、
ピ
エ
ー
ル
・
ボ
ナ
ー
ル
が

い
る
。
か
れ
の
衝
立
仕
立
て
の
石
版
画
に
は
《
乳
母
の
散
歩
》
が

知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
十
九
世
紀
後
半
の
欧
州
を
席
巻
し
た
日

本
趣
味
の
集
大
成
が
認
め
ら
れ
得
る
。
ま
ず
、
リ
ト
グ
ラ
フ
の
利

（

）
１２

（

）
１３

（

）
１４

（

）
１５

（

）
１６

点
を
生
か
し
た
、
墨
絵
を
思
わ
せ
る
、
水
性
の
自
由
で
闊
達
な
筆

跡
、
陰
影
法
を
無
視
し
た
平
板
な
色
斑
の
配
置
、
さ
ら
に
は
現
実

の
複
製
と
は
無
縁
な
淡
彩
に
近
い
彩
色
、
加
え
て
透
視
図
法
を
無

視
し
、
遠
景
を
上
方
に
配
置
し
、
画
面
右
下
の
巨
大
な
近
景
と
著

し
く
対
比
さ
せ
る
特
異
な
構
図
。
そ
し
て
も
は
や
イ
ー
ゼ
ル
絵
画

へ
と
収
斂
す
る
こ
と
の
な
い
、
衝
立
と
い
う
室
内
装
飾
を
支
持
体

に
選
ぶ
選
択
。
こ
れ
ら
い
ず
れ
も
、
欧
州
が
半
世
紀
を
費
や
し
て

極
東
か
ら
学
ん
だ
教
訓
を
総
合
し
た
試
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
総

合
藝
術
」
の
理
念
を
体
現
す
る
作
品
が
成
就
し
た
こ
と
は
、
明
ら

か
だ
。二

浅
井
忠
と
ア
ー
ル
・
ヌ
ヴ
ォ
ー

こ
う
し
て
パ
リ
は
一
九
〇
〇
年
の
万
国
博
を
迎
え
る
。
こ
の
機

会
に
欧
州
を
訪
問
し
た
多
く
の
日
本
人
の
ひ
と
り
に
浅
井
忠
が
あ

る
。
浅
井
は
パ
リ
で
ビ
ン
グ
の
工
房
を
訪
問
し
て
お
り
、「
実
に

う
ら
や
ま
し
き
生
涯
に
し
て
、
お
も
し
ろ
う
金
ま
う
け
出
来
て
、

愉
快
な
事
と
感
じ
申
し
候
」
と
「
椋
鳥
通
信
」
に
報
告
す
る
と
お

り
、
装
飾
藝
術
の
可
能
性
と
そ
の
商
品
価
値
に
強
い
印
象
を
得
て

帰
国
し
た
。
現
地
で
意
気
投
合
し
た
中
沢
岩
太
の
斡
旋
も
あ
っ
て

帰
国
後
の
浅
井
は
東
京
美
術
学
校
を
辞
し
、
新
設
さ
れ
た
京
都
高

等
工
藝
学
校
に
招
か
れ
、
工
藝
美
術
の
刷
新
に
尽
力
す
る
。
帰
国

後
の
作
品
《
犬
を
散
歩
さ
せ
る
パ
リ
の
貴
婦
人
》
を
見
れ
ば
、
ボ

（

）
１７

（

）
１８

（

）
１９
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ナ
ー
ル
の
作
品
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
浅
井
の
意
気
込
み
も
た
や

す
く
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
同
一
の
モ
チ
ー
フ
の
扱
い
の
み
な
ら

ず
、
水
墨
画
風
の
筆
致
の
お
手
並
み
や
、
淡
彩
の
彩
色
、
縦
長
の

構
図
と
、
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
、
浅
井
の
理
解
し
た
パ
リ
最
新

流
行
と
は
、
極
東
古
来
の
画
法
へ
の
回
帰
を
意
味
し
て
い
た
。
こ

の
間
の
事
情
を
、
ひ
と
世
代
あ
と
の
小
出
楢
重
は
、
昭
和
五
（
一

九
三
〇
）
年
に
公
刊
し
た
『
油
絵
新
技
法
』
で
近
代
日
本
の
宿
命

と
し
て
一
般
化
し
、「
他
人
の
離
縁
状
で
新
し
き
細
君
を
得
た
る

や
う
な
も
の
」
と
、
卓
抜
な
警
句
を
も
っ
て
皮
肉
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
京
都
に
移
っ
て
の
ち
の
浅
井
は
、
一
種
の
東
洋
回

帰
を
見
せ
る
が
、
装
飾
美
術
振
興
に
関
し
て
、
な
お
紆
余
曲
折
の

（

）
２０

あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
最
晩
年
の
油
彩
《
武
士
の
山
狩

り
》
は
川
島
甚
兵
衛
に
よ
っ
て
綴
織
に
壁
掛
け
に
仕
立
て
ら
れ
、

一
九
一
〇
年
の
日
英
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
る
（
図
１
）。
こ
こ
に

は
ゴ
ブ
ラ
ン
織
な
ど
と
同
様
に
、
藝
術
家
に
よ
る
油
彩
作
品
を
織

物
に
転
写
・
応
用
す
る
と
い
う
、
欧
州
の
伝
統
を
模
倣
す
る
姿
勢

が
濃
厚
だ
。
さ
ら
に
浅
井
と
し
て
は
、
東
京
の
黒
田
清
輝
に
対
抗

し
て
、
欧
州
の
サ
ロ
ン
出
品
油
彩
作
品
の
製
作
法
に
則
っ
た
歴
史

風
俗
画
の
学
識
を
披
露
す
る
責
務
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
黒
田
の

《
昔
語
り
》
は
『
平
家
物
語
』
に
話
題
を
取
り
清
閑
寺
境
内
の
写

生
を
背
景
に
、
人
物
を
配
し
て
緻
密
に
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ

と
同
様
に
、《
武
士
の
山
狩
り
》
で
も
、
部
分
下
絵
か
ら
、
縮
尺
の

全
体
図
、
武
具
の
細
か
な
写
生
と
い
っ
た
周
到
な
下
準
備
を
経
た

う
え
で
、
完
成
作
が
制
作
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の

エ
ル
ネ
ス
ト
・
メ
ソ
ニ
エ
な
ど
を
意
識
し
た
、
歴
史
風
俗
画
の
趣

向
と
い
え
よ
う
。
だ
が
結
果
を
見
る
限
り
、
水
彩
な
ど
で
浅
井
が

身
上
と
し
た
即
興
の
巧
み
さ
は
見
ら
れ
ず
、
規
則
に
沿
っ
た
制
作

を
義
務
付
け
ら
れ
た
不
自
由
さ
、
不
如
意
さ
、
さ
ら
に
は
一
種
の

倦
怠
感
す
ら
漂
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
、
職
人
の
制
作
す
る
応
用
藝

術
と
し
て
の
織
物
に
原
画
を
提
供
す
る
藝
術
家
、
と
い
う
欧
州
藝

術
の
階
層
秩
序
と
上
下
意
識
に
対
す
る
浅
井
の
居
心
地
の
悪
さ
ま

で
読
み
込
む
の
も
、
あ
な
が
ち
深
読
み
が
過
ぎ
る
と
は
い
え
ま
い
。

黒
田
も
浅
井
も
、
と
も
に
日
本
と
い
う
土
壌
に
美
術
学
校
ば
り

（

）
２１

（

）
２２

図１ 二代川島甚兵衛《武士山狩図刺繍壁
掛》明治４２（１９０９）年、川島織物文化
館〔『万国博覧会の美術』東京国立博
物館、大阪市立博物館ほか、２００５年〕



の
油
彩
を
移
植
し
よ
う
と
努
め
た
も
の
の
、
そ
の
試
み
は
成
功
し

た
と
は
い
い
難
い
。
そ
こ
に
は
、
か
れ
ら
が
移
植
し
よ
う
と
努
め

た
本
格
的
な
油
彩
技
法
そ
の
も
の
が
、
ほ
ど
な
く
欧
州
に
お
い
て

時
代
遅
れ
と
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
、
と
い
う
時
代
の
推
移
が
あ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
、
欧
米
に
お
け
る
こ
の
価
値
観
の
転
換
に
あ
た
り
、

ほ
か
な
ら
ぬ
日
本
趣
味
が
無
視
で
き
な
い
役
割
を
演
じ
て
い
た
、

と
い
う
事
情
が
加
わ
っ
た
。
先
に
引
用
し
た
小
出
楢
重
の
発
言
は
、

こ
う
し
た
二
重
の
要
因
の
競
合
を
踏
ま
え
て
い
る
。
油
彩
画
は
、

か
つ
て
の
欧
米
で
享
受
し
た
美
術
の
最
高
位
と
し
て
の
地
位
を
、

極
東
の
島
国
で
は
結
局
の
と
こ
ろ
獲
得
し
そ
こ
な
っ
て
ゆ
く
。
そ

の
蹉
跌
、
あ
る
い
は
挫
折
に
、
欧
州
の
理
念
た
る
「
美
術
」
の
極

東
へ
の
移
植
の
限
界
を
確
認
し
て
お
く
必
要
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
の
「
付
け
」
は
、
あ
た
か
も
日
の
あ
た
る
領
分
の
影
の
よ
う
に
、

日
本
近
代
の
工
藝
の
あ
り
か
た
の
う
ち
に
、
い
わ
ば
陰
画
（
ネ

ガ
）
と
し
て
投
影
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

三

浅
井
忠
と
神
坂
雪
佳

拙
庵
、
滝
精
一
は
、
東
京
大
学
の
初
代
美
術
史
教
授
だ
が
、
浅

井
の
言
と
し
て
、
日
本
画
は
純
正
美
術
と
見
る
よ
り
も
、
む
し
ろ

応
用
美
術
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
長
所
に
は
世
界
に
比
類
な

き
と
こ
ろ
も
あ
る
か
ら
、
純
正
美
術
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
「
毫

も
悔
や
む
に
足
ら
ず
」
と
の
見
解
を
伝
え
る
。
と
り
わ
け
浅
井
は

（

）
２３

大
津
絵
の
よ
う
な
瓢
軽
な
滑
稽
味
を
愛
し
、
こ
れ
を
皿
の
意
匠
と

し
て
推
奨
し
て
み
せ
た
。
日
本
の
絵
画
表
現
に
あ
っ
て
は
、「
総

じ
て
た
っ
ぷ
り
と
し
た
る
墨
絵
が
一
番
目
を
引
く
」
と
は
パ
リ
の

万
国
博
会
場
で
浅
井
の
得
た
確
信
で
も
あ
り
、
琳
派
に
特
有
の

タ
ッ
プ
リ
と
し
た
墨
汁
の
た
ら
し
込
み
の
可
能
性
は
、
浅
井
の
み

な
ら
ず
、
と
り
わ
け
神
坂
雪
佳
ら
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
こ

と
と
な
る
。
ち
な
み
に
岡
倉
天
心
も
『
東
洋
の
理
想
』
な
ど
で
、

琳
派
の
う
ち
に
、
西
欧
に
二
世
紀
ほ
ど
先
ん
じ
て
実
現
さ
れ
た

「
印
象
主
義
」
を
認
め
、
純
正
藝
術
と
応
用
藝
術
の
区
別
を
超
え

た
「
巧
藝
」
の
概
念
に
よ
っ
て
、
日
本
美
術
を
捉
え
よ
う
と
す
る

構
想
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
光
悦
、
宗
達
、
光
琳
あ
る
い
は
乾
山
に
模
範
を
仰

ご
う
と
す
る
機
運
は
、
玉
蟲
敏
子
〔
さ
と
こ
〕
氏
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、
二
十
世
紀
を
迎
え
て
顕
著
と
な
り
、
や
が
て
大
正
四
（
一

九
一
五
）
年
の
光
琳
二
百
年
忌
を
迎
え
る
。
し
か
し
明
治
四
十

（
一
九
〇
七
）
年
の
浅
井
の
死
去
と
と
も
に
、
京
都
で
は
神
坂
雪
佳

が
工
藝
革
新
の
中
心
人
物
と
な
る
。
こ
の
事
情
を
語
っ
た
資
料
に

黒
田
天
外
の
記
事
（「
京
都
に
於
る
美
術
工
藝
革
新
の
機
運
」『
京
都

新
聞
』
明
治
四
十
四
年
六
月
）
が
知
ら
れ
る
。
浅
井
の
意
匠
図
案
は
、

日
本
趣
味
を
基
礎
に
洋
画
の
手
法
を
混
ぜ
た
も
の
で
、「
こ
れ
を

好
む
者
も
あ
れ
ば
、
好
ま
ざ
る
者
も
あ
り
」、
と
評
価
に
は
ば
ら

つ
き
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
雪
佳
は
「
能
く
日
本
人
の
性
情

（

）
２４

（

）
２５

（

）
２６

（

）
２７

（

）
２８

（

）
２９

（

）
３０
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に
投
合
し
、
十
人
が
十
人
之
を
好
む
の
状
を
呈
」
し
た
と
い
う
。

こ
の
間
欧
州
で
の
趣
味
も
北
齋
、
歌
麿
へ
の
偏
愛
を
脱
し
て
、

「
既
に
進
ん
で
東
山
の
淡
宕
、
鎌
倉
の
雄
勁
、
藤
原
の
繊
麗
、
金
岡
、

宅
摩
の
荘
重
を
も
咀
嚼
せ
ん
と
す
」
る
機
運
で
あ
り
、
こ
う
し
た

な
か
で
は
泰
西
趣
味
を
排
除
し
た
「
純
日
本
趣
味
」
が
海
外
で
も

好
評
と
な
っ
た
、
と
い
う
。
浅
井
が
「
線
の
ず
る
ず
る
延
び
た
る

ぐ
り
ぐ
り
式
」
の
ア
ー
ル
・
ヌ
ヴ
ォ
ー
を
推
奨
し
た
の
に
対
し
、

雪
佳
は
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
に
欧
州
視
察
よ
り
戻
る
や
、

「
マ
カ
ロ
ニ
ア
ル
ヌ
ー
ボ
ー
即
ち
饂
飩
美
術
」
と
の
悪
口
を
紹
介

し
、
欧
州
の
流
行
追
従
を
戒
め
て
い
る
。
浅
井
が
京
都
の
美
術
工

藝
の
製
作
者
に
は
、「
皆
手
の
尖
の
仕
事
で
、
頭
脳
の
仕
事
が
な

い
」
と
批
判
し
た
の
に
た
い
し
て
、
雪
佳
は
「
図
案
家
な
ど
は
十

分
日
本
で
頭
脳
を
こ
し
ら
へ
、
そ
れ
か
ら
」
欧
州
視
察
に
行
け
ば

よ
い
、
と
応
じ
て
い
る
。
頭
脳
の
有
無
を
め
ぐ
る
諍
い
か
ら
も
、

両
者
の
対
抗
意
識
が
明
ら
か
に
見
て
と
れ
る
。

浅
井
と
神
坂
は
と
も
に
、
光
悦
（
図
２
）
に
範
を
と
っ
て
硯
箱

な
ど
を
提
案
し
て
い
る
が
、
画
家
と
し
て
図
案
を
提
供
し
た
浅
井

と
、「
天
性
の
美
術
工
藝
家
」（
黒
田
天
外
）
と
評
さ
れ
た
神
坂
と

で
は
、
作
品
に
対
す
る
姿
勢
は
対
照
的
だ
っ
た
。
浅
井
の
場
合
、

京
都
と
い
う
土
地
に
対
し
て
は
よ
そ
者
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
卓

抜
の
発
想
に
恵
ま
れ
た
気
前
の
よ
い
意
匠
提
供
者
で
は
あ
っ
て
も
、

素
材
を
熟
知
し
て
い
た
と
は
言
い
切
れ
ず
、
な
お
平
面
の
図
案
を

無
理
や
り
立
体
に
貼
り
付
け
た
印
象
を
覆
い
難
い
場
合
が
み
ら
れ

る
（
図
３
）。
ま
た
、
諧
謔
や
滑
稽
味
を
狙
っ
た
新
奇
な
意
匠
は
、

万
人
向
き
と
は
言
い
が
た
く
、
西
川
一
草
亭
も
回
顧
す
る
よ
う
に
、

「
世
間
に
不
向
き
で
売
れ
ぬ
」
面
も
否
定
し
が
た
か
っ
た
。
さ
ら

に
蒔
絵
や
螺
鈿
を
手
が
け
た
杉

林
古
香
が
夭
折
し
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
技
術
的
に
も
な
お
十

分
な
成
果
を
挙
げ
て
い
な
い
嫌

い
が
残
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

生
粋
の
京
都
人
た
る
神
坂
雪
佳

の
作
品
は
、
意
匠
の
面
で
は

「
新
彩
古
鏽
」
と
い
う
伝
統
を

踏
ま
え
た
新
鮮
さ
が
顕
著
で
あ

（

）
３１

図２ 本阿弥光悦《樵夫蒔絵硯箱》１７世
紀、MOA美術館蔵〔『琳派』展
（古田亮他編）東京国立近代美術
館、２００４年〕

図３ 浅井忠・図案、杉林古香・漆《鶏
梅蒔絵文庫》明治３９（１９０６）年、
京都国立近代美術館蔵。〔『浅井
忠』展覧会カタログ（前川公秀他
編）京都国立近代美術館、千葉県
立美術館、１９９８年〕



り
、
造
形
的
に
も
面
取
り
の
巧
み
さ
な
ど
、
立
体
の
扱
い
に
も
長

け
、
技
法
の
点
か
ら
も
成
熟
度
が
高
い
。
な
る
ほ
ど
京
都
人
の
趣

味
と
嗜
好
に
合
っ
た
も
の
と
納
得
さ
れ
、
浅
井
没
後
の
雪
佳
の
隆

盛
も
腑
に
落
ち
る
。

四

工
藝
的
造
形
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

浅
井
の
奉
職
し
た
京
都
高
等
工
藝
学
校
が
、
工
藝
を
指
導
す
る

美
術
家
の
要
請
を
主
眼
と
し
、
図
案
、
色
染
、
機
織
と
い
う
学
科

編
成
か
ら
も
繊
維
業
界
を
意
識
し
た
施
設
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

神
坂
雪
佳
や
谷
口
香
喬
ら
が
指
導
に
あ
た
っ
た
京
都
市
美
術
工
藝

学
校
は
、
京
都
府
画
学
校
（
明
治
十
三
年
創
立
）
を
前
身
と
す
る
が
、

な
お
職
人
養
成
学
校
と
し
て
の
色
彩
が
強
か
っ
た
。
絵
画
部
門
が

所
期
の
成
果
を
挙
げ
な
い
こ
と
か
ら
、
美
術
工
藝
学
校
か
ら
は
明

（

）
３２

治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
に
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
が
独
立

す
る
が
、
そ
の
第
一
回
生
と
選
科
生
か
ら
、
土
田
麦
僊
、
村
上
華

岳
、
榊
原
紫
峰
ほ
か
、
将
来
の
国
画
創
作
協
会
の
主
要
な
構
成
員

が
輩
出
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。『
白
樺
』
の
同
時
代
で

あ
り
、
そ
の
感
化
の
も
と
で
、
自
我
の
主
張
を
藝
術
表
現
に
盛
り

込
も
う
と
す
る
機
運
は
、
京
都
に
あ
っ
て
も
、
大
正
七
（
一
九
一

八
）
年
の
国
画
創
作
協
会
第
一
回
展
覧
会
に
結
実
し
、
そ
の
潮
流

は
、
漆
の
世
界
で
も
佳
都
美
村
の
第
一
回
展
覧
会
（
一
九
一
九
）

に
飛
び
火
し
、
陶
磁
器
の
分
野
で
も
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に

は
「
赤
土
」
の
結
成
を
見
る
。

国
画
創
作
協
会
の
面
々
の
師
匠
は
、
京
都
市
立
絵
画
学
校
で
教

鞭
を
取
る
日
本
画
家
の
竹
内
栖
鳳
だ
っ
た
。
同
時
期
、
横
山
大
観

も
教
鞭
を
取
っ
て
い
る
が
、
横
山
大
観
は
東
京
美
術
学
校
第
一
回

生
。
す
な
わ
ち
学
校
組
織
に

よ
っ
て
育
成
さ
れ
た
、
近
代

的
な
意
味
で
の
藝
術
家
の
第

一
世
代
だ
っ
た
こ
と
を
想
起

し
た
い
。
今
日
で
こ
そ
日
本

画
と
工
藝
と
い
え
ば
、
ま
っ

た
く
異
な
っ
た
範
疇
と
の
意

識
が
強
い
が
、
そ
の
分
岐
点

に
立
っ
て
い
た
の
が
、
京
都

272

図４ 神坂雪佳・図案、神坂祐作・漆
《大原女硯箱》大正末年〔『神坂雪
佳展』（佐藤敬二他編）京都国立
近代美術館、２００４年〕

図５ 土田麦僊《大原女》１９２７年、京都
国立近代美術館〔『土田麦僊』展、
京都国立近代美術館、千葉県立美
術館、１９９７年〕
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で
い
え
ば
栖
鳳
と
神
坂
雪
佳
の
世
代
だ
っ
た
。
ま
た
と
り
わ
け
京

都
の
美
術
を
考
え
る
う
え
で
は
、
西
洋
の
制
度
と
し
て
の
絵
画
と

工
藝
の
分
類
は
、
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
口
に
工

藝
と
い
っ
て
も
、
東
京
で
は
将
来
の
工
業
デ
ザ
イ
ン
（
量
産
品
と

そ
の
下
絵
図
案
）
へ
の
脱
皮
を
胚
胎
さ
せ
た
動
向
が
顕
著
な
の
に

た
い
し
て
、
京
都
で
は
美
術
工
藝
へ
と
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、

一
品
制
作
へ
の
拘
り
が
強
く
、
絵
画
と
美
術
工
藝
と
に
は
、
密
接

な
連
関
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
ん
の
一
例
だ
が
、
お
土
地
柄
と

い
う
べ
き
絵
柄
を
手
が
か
り
に
、
ひ
と
つ
だ
け
検
討
し
て
お
こ
う
。

大
原
女
の
モ
チ
ー
フ
は
浅
井
忠
と
神
坂
雪
佳
（
図
４
）
に
と
も

に
図
案
作
例
が
見
ら
れ
、
漆
や
陶
磁
器
に
応
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ

を
絵
画
作
品
に
取
り
込
ん
だ
例
と
し
て
は
、
土
田
麦
僊
の
試
み
を

待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
「
斬
新
」
な
主
題
選
択
に
、
国
画
創
作

協
会
の
進
取
の
気
勢
を
見
る
評
価
も
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
考
え
方

に
よ
っ
て
は
、
工
藝
作
品
に
お
い
て
宗
達
や
光
琳
以
来
の
伝
統
を

踏
ま
え
た
絵
柄
が
、
絵
画
と
い
う
媒
体
に
越
境
し
た
作
例
と
見
る

こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
麦
僊
の
《
大
原
女
》（
図
５
）
は
画
家
の
滞

欧
後
の
作
品
で
あ
り
、
三
人
の
人
物
の
配
置
に
あ
っ
て
は
、
エ

ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
の
《
草
上
の
昼
食
》
の
構
図
を
下
敷
き
に
し

て
い
る
こ
と
も
、
す
で
に
内
山
武
夫
氏
に
指
摘
が
あ
る
。
浅
井
忠

と
は
ま
た
ひ
と
つ
違
っ
た
意
味
で
、
こ
こ
に
は
日
本
の
風
物
を
泰

西
名
画
の
文
法
に
そ
っ
て
配
列
す
る
と
い
う
、
和
洋
折
衷
が
企
て

（

）
３３

ら
れ
て
い
た
。
今
日
で
こ
そ
文
化
勲
章
受
章
者
と
し
て
日
本
画
家

の
代
表
扱
い
さ
れ
る
、
師
匠
の
竹
内
栖
鳳
と
て
も
、
欧
州
旅
行
よ

り
戻
っ
て
、
画
名
を
棲
鳳
か
ら
栖
鳳
に
改
め
、
洋
風
絵
画
へ
の
精

通
を
自
負
し
て
見
せ
た
。
そ
の
栖
鳳
は
帰
朝
作
で
洋
風
の
色
彩
や

光
線
の
表
現
を
日
本
画
に
取
り
込
も
う
と
腐
心
し
、
世
間
か
ら
鵺

派
と
揶
揄
さ
れ
た
こ
と
も
有
名
だ
。
だ
が
同
時
に
、
西
欧
で
は
今

日
な
お
、
日
本
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
必
ず
し
も
絵
画
と
い
う
範

疇
で
は
理
解
さ
れ
ず
、
そ
の
高
度
な
装
飾
性
や
、
画
家
の
主
観
的

表
現
を
殺
し
た
伝
統
的
な
意
匠
性
の
重
視
、
季
節
風
物
や
風
俗
的

題
材
へ
の
忠
実
さ
な
ど
か
ら
、
骨
董
同
様
、
応
用
藝
術
の
一
種
と

し
て
遇
さ
れ
る
場
合
の
少
な
く
な
い
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
る
ま

い
。美

術
と
工
藝
を
区
別
す
る
ひ
と
つ
の
基
準
が
、
作
品
に
込
め
ら

れ
た
思
想
性
の
有
無
に
あ
る
こ
と
は
、「
手
先
」
か
「
頭
脳
」
か
、

と
い
う
浅
井
の
議
論
に
も
見
ら
れ
る
と
お
り
。
そ
し
て
造
形
作
品

図６ 山鹿清華《熱河壁掛》
１９３７年、東京藝術大学
資料館〔『京都の工藝
［１９１０-１９４０］』（松原龍
一他編）京都国立近代
美術館、１９９８年〕



が
、
そ
こ
に
盛
ら
れ

た
主
題
を
通
じ
て
、

何
ら
か
の
思
念
を
伝

達
す
る
媒
体
で
あ
る

か
ぎ
り
、
思
想
性
を

盛
り
込
む
に
は
絵
画

の
ほ
う
が
、
い
わ
ゆ

る
工
藝
よ
り
も
有
利

な
立
場
に
あ
る
。
と

同
時
に
、
絵
画
は
そ

の
主
題
選
択
を
通
じ
て
、
容
易
に
思
想
的
な
文
脈
に
取
り
込
ま
れ

や
す
い
、
と
い
う
性
質
を
も
ち
、
従
っ
て
そ
の
社
会
的
な
機
能
と

し
て
も
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
を
問
わ
ず
、
時
事
性
を
帯
び
や
す

い
媒
体
で
も
あ
っ
た
。
土
田
麦
僊
は
《
大
原
女
》
に
つ
づ
い
て
、

舞
台
を
京
都
か
ら
併
合
後
の
韓
国
に
ま
で
拡
大
し
《
平
牀
》（
一
九

三
三
）
を
制
作
す
る
。《
大
原
女
》
が
マ
ネ
の
《
草
上
の
昼
食
》
か

ら
構
図
を
借
用
し
た
な
ら
、《
平
牀
》
は
同
じ
マ
ネ
の
《
オ
ラ
ン
ピ

ア
》
の
引
き
写
し
だ
ろ
う
、
と
は
西
原
大
輔
氏
の
推
定
だ
が
、
こ

う
し
て
東
ア
ジ
ア
の
風
俗
が
欧
米
の
絵
画
と
い
う
範
疇
に
市
民
権

を
獲
得
す
る
。
日
本
人
画
家
に
よ
る
朝
鮮
風
俗
の
描
写
は
、
一
九

二
〇
年
パ
リ
の
国
民
藝
術
家
サ
ロ
ン
に
出
品
さ
れ
た
児
島
虎
次
郎

の
《
秋
》
に
描
か
れ
た
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
姿
の
少
女
あ
た
り
を
嚆
矢

（

）
３４

（

）
３５

（

）
３６

と
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
作
者
個
人
の
意
図
は
と
に
か
く
、
日
本
に

お
け
る
植
民
地
絵
画
と
い
う
範
疇
に
分
類
さ
れ
う
る
歴
史
的
意
義

を
担
う
作
品
だ
ろ
う
。
併
合
さ
れ
た
土
地
の
女
性
を
描
く
こ
と
を

介
し
て
、
間
接
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
宗
主
国
の
支
配
を
な
ぞ

り
、
そ
の
支
配
の
正
統
性
を
寿
ぐ
営
み
に
参
画
す
る
、
と
い
う
効

果
を
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
否
応
な
く
発
揮
す
る
。

狭
義
の
工
藝
作
品
で
、
こ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
帯
び
る

だ
け
の
時
事
性
を
誇
示
し
た
作
品
と
し
て
特
筆
に
価
す
る
の
が
、

山
鹿
清
華
の
《
熱
河
壁
掛
》（
図
６
）（
一
九
三
七
）
だ
ろ
う
。
山
鹿

は
西
陣
の
図
案
家
、
西
田
竹
雪
に
師
事
す
る
一
方
、
日
本
画
は
河

辺
華
挙
に
学
び
、
神
坂
雪
佳
に
も
師
事
し
た
が
、
一
九
二
五
年
の

パ
リ
の
万
国
装
飾
美
術
工
藝
博
覧
会
、
い
わ
ゆ
る
ア
ー
ル
・
デ
コ

展
で
グ
ラ
ン
プ
リ
を
獲
得
し
、
一
九
二
七
年
の
第
八
回
帝
展
に
新

設
さ
れ
た
工
藝
部
で
も
特
選
と
な
っ
て
い
た
。
晩
年
に
は
芸
術
院

会
員
、
文
化
功
労
者
と
な
っ
た
、
京
都
西
陣
を
代
表
す
る
工
藝
家

の
一
人
と
い
っ
て
よ
い
。《
熱
河
壁
掛
》
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
背

景
は
、
清
朝
の
皇
帝
が
代
々
避
暑
地
と
し
た
故
地
と
し
て
名
高
い

承
徳
の
ラ
マ
廟
で
あ
り
、
当
時
関
野
貞
を
中
心
と
す
る
日
本
の
建

築
史
学
者
た
ち
が
実
測
を
行
い
、
文
化
遺
産
と
し
て
の
保
存
を
満

洲
国
政
府
に
訴
え
て
い
た
。
日
本
が
多
大
な
犠
牲
を
払
っ
て
建
設

し
た
承
徳
へ
の
鉄
道
は
、
満
洲
国
開
発
事
業
の
拠
点
の
ひ
と
つ
で

あ
り
、
当
時
承
徳
詣
は
、
文
化
人
た
ち
の
ス
テ
イ
タ
ス
・
シ
ン
ボ

（

）
３７

（

）
３８
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図７ 安井曾太郎《承徳喇嘛廟》１９３７年、
愛知県美術館〔『写実の系譜Ⅳ
絵画の成熟』（田中淳他編）東京
国立近代美術館、１９９４年〕
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ル
と
も
な
っ
て
い
た
。
こ
の
文
脈
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
典
型
的
な

絵
画
作
品
と
し
て
は
、
安
井
曾
太
郎
の
《
承
徳
喇
嘛
廟
》（
図
７
）

（
一
九
三
七
）
が
知
ら
れ
、
こ
れ
は
日
本
軍
占
領
下
の
北
京
の
北
京

飯
店
最
上
階
に
陣
取
っ
て
制
作
さ
れ
た
梅
原
龍
三
郎
の
《
紫
禁

城
》（
一
九
三
九
─
四
〇
）
と
並
ん
で
、
日
本
を
代
表
す
る
植
民
地

絵
画
あ
る
い
は
戦
争
を
描
い
て
い
な
い
戦
争
画
と
し
て
位
置
づ
け

る
べ
き
「
昭
和
の
傑
作
」
と
い
う
の
が
、
論
者
積
年
の
主
張
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
安
井
、
梅
原
は
、
と
も
に
京
都
時
代
の
浅
井
忠

の
最
良
の
弟
子
で
あ
り
、
山
鹿
同
様
、
京
都
出
身
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
は
東
亜
が
世
界
に
誇
る
文
化
遺
産
を
題
材
に
選
ぶ
行
為
が
、

直
接
・
間
接
に
大
日
本
帝
国
の
覇
権
政
策
と
連
動
し
、
国
威
発
揚

に
参
画
す
る
位
相
が
見
え
て
く
る
。
事
の
善
悪
は
さ
て
お
き
、
そ

れ
が
西
洋
か
ら
移
入
さ
れ
た
制
度
と
し
て
の
油
彩
絵
画
ひ
い
て
は

美
術
の
、
制
度
的
な
成
熟
の
ひ
と
つ
の
指
標
だ
っ
た
こ
と
は
、
忘

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

五

工
藝
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム

山
鹿
清
華
の
《
承
徳
壁
掛
》
の
前
景
に
は
、
駱
駝
が
描
か
れ
て

い
る
。
一
見
政
治
的
な
含
み
な
ど
見
え
な
い
、
異
国
趣
味
の
モ

チ
ー
フ
だ
が
、
こ
れ
も
当
時
の
文
脈
で
は
、
蒙
古
に
い
た
る
帝
国

の
生
命
線
、
満
鉄
に
よ
っ
て
醸
し
出
さ
れ
た
西
域
へ
の
ロ
マ
ン
と

い
っ
た
、
政
治
的
な
含
意
を
強
烈
に
匂
わ
せ
る
風
物
だ
っ
た
こ
と

（

）
３９

（

）
４０

（

）
４１

を
無
視
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
を
納
得
す
る
に
は
、
晩
年
の
藤
島

武
二
の
《
蒙
古
の
日
の
出
》
に
見
え
る
駱
駝
の
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
と

並
ん
で
、
翌
一
九
三
八
年
に
制
作
さ
れ
た
川
端
龍
子
の
《
源
義
経

あ
る
い
は
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
》（
一
九
三
八
）（
図
８
）
を
見
れ
ば
よ
か

ろ
う
。
こ
こ
に
は
平
泉
を
脱
出
し
た
義
経
が
大
陸
で
テ
ム
ジ
ン
と

な
っ
た
と
す
る
、
荒
唐
無
稽
で
時
代
錯
誤
（
？
）
な
夢
が
描
か
れ

て
お
り
、
義
経
が
駱
駝
の
背
中
に
跨
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、

日
本
人
の
大
陸
雄
飛
を
正
当
化
す
る
政
治
的
意
図
に
正
面
か
ら
応

え
た
作
品
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
『
成
吉
思
汗
ハ
源
義

経
也
』（
大
正
十
三
年
）
の
著
者
小
矢
部
全
一
郎
が
『
満
洲
と
源
九

郎
義
経
』
を
著
す
の
が
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
。
こ
の
先
、
川
端

龍
子
は
満
洲
国
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
美
術
留
学
生
を
受
け
入
れ

て
育
成
す
る
国
際
的
事
業
に
参
画
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
山
鹿

の
《
承
徳
壁
掛
》
も
、
こ
う
し
た
時
局
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
絵

柄
で
あ
り
、
同
時
代
的
な
社
会
的
要
請
に
応
え
る
た
め
に
工
藝
に

許
さ
れ
た
表
象
の
特
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
作
例
だ
。

モ
チ
ー
フ
の
選
択
に
暗
に
含
ま
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
に
着
目

す
る
と
、
同
時
代
の
駱
駝
を
は
じ
め
と
す
る
動
物
モ
チ
ー
フ
が
い

か
な
る
時
代
性
の
乗
り
物
に
な
っ
て
い
た
か
も
、
よ
う
や
く
明
確

に
見
え
て
く
る
。
沼
田
一
雅
や
船
津
英
治
の
《
胡
砂
の
旅
》（
図
９

上
下
）（
一
九
三
七
）
も
含
め
、
こ
れ
ら
の
駱
駝
置
物
の
時
局
性
は

も
は
や
明
ら
か
だ
ろ
う
。
同
じ
船
津
に
は
同
年
《
印
度
牛
》（
図
９



中
右
）
も
知
ら
れ
る
が
、
コ
ブ
牛
の
居
る
情
景
は
、
山
口
蓬
春
の

《
南
嶋
薄
暮
》（
一
九
四
〇
）
ほ
か
の
同
時
代
絵
画
に
も
現
れ
る
。

こ
の
時
期
の
南
洋
進
出
の
機
運
や
、
大
英
帝
国
か
ら
の
独
立
を
目

指
す
印
度
と
の
共
栄
圏
樹
立
意
識
に
乗
じ
て
要
請
さ
れ
、
歓
迎
さ

れ
た
南
方
風
物
を
代
表
し
、
当
時
の
南
洋
を
象
徴
す
る
の
が
、
こ

ぶ
牛
だ
っ
た
。
さ
ら
に
鶏
の
置
物
に
し
て
も
（
図
９
中
左
）、
こ
れ

が
伊
勢
神
宮
、
あ
る
い
は
皇
室
の
象
徴
と
し
て
の
意
味
を
担
っ
て

い
る
こ
と
は
、
最
晩
年
の
河
村
清
雄
が
一
九
三
七
年
の
パ
リ
国
際

藝
術
技
術
博
覧
会
に
《
振
天
府
》
を
出
展
す
る
の
に
先
立
ち
、

リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
に
寄
贈
し
た
《
建
国
》
の
鶏
の
図
像

を
思
い
出
せ
ば
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

動
物
を
あ
し
ら
っ
た
昭
和
初
期
の
陶
磁
器
は
、
八
木
一
艸
の

《
青
磁
香
炉
》
や
《
鹿
香
炉
》
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
香
炉
と
い
う

実
用
的
な
用
途
に
応
じ
て
伝
統
的
な
狛
犬
や
鹿
を
配
し
た
作
例
か

ら
、
五
代
清
水
六
兵
衛
の
《
鶴
巣
篭
手
焙
》
の
よ
う
に
、
膨
ら
み

を
も
っ
た
形
態
と
暖
を
取
る
器
具
と
し
て
の
機
能
と
の
融
合
に
、

白
と
黒
と
の
配
色
の
対
比
も
印
象
的
な
鶴
と
い
う
意
匠
の
面
白
み

を
加
味
し
た
作
品
、
さ
ら
に
《
三
彩
孔
雀
置
物
》
の
よ
う
に
装
飾

品
と
し
て
実
用
と
は
一
応
断
絶
し
な
が
ら
も
、
唐
三
彩
に
準
じ
る

彩
色
を
復
活
す
る
と
い
う
技
術
史
的
な
意
義
を
担
う
作
例
な
ど
を

含
む
が
、
そ
れ
が
日
中
戦
争
期
に
い
た
っ
て
、
駱
駝
、
コ
ブ
牛
、

鶏
と
、
時
局
性
を
纏
っ
て
変
質
を
遂
げ
た
点
も
確
認
し
て
お
き
た

（

）
４２

（

）
４３

（

）
４４

い
。そ

う
し
た
時
代
相
の
な
か
に
初
期
の
八
木
一
艸
の
息
子
で
あ
る

八
木
一
夫
を
位
置
づ
け
て
み
る
と
、
工
藝
か
ら
造
形
彫
刻
へ
の
過

渡
期
の
実
相
が
見
え
て
く
る
。《
猫
》
や
《
兎
》
と
い
っ
た
造
形
に

は
、
同
じ
「
陶
彫
」
な
が
ら
、
同
時
代
の
動
物
置
物
に
は
還
元
で

き
な
い
、
彫
塑
と
し
て
の
造
形
性
の
追
究
が
既
に
顕
著
で
あ
り
、

（

）
４５
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図８ 川端龍子《源義経あるいはジ
ンギスカン》大田区龍子記念
館、１９３８年〔『生誕百二十年
川端龍子展覧』滋賀県立美術
館、２００６年〕

図９ ［上］沼田一雅《胡砂の旅》
１９３７年、［下］船津栄治《胡砂
の旅》、［中右］船津栄治《イ
ンド牛》、［中左］船津栄治
《鶏》１９３７年〔『京都の工藝
［１９１０-１９４０］』（松 原 龍 一 他
編）京都国立近代美術館、
１９９８年〕
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し
か
も
《
駱
駝
》
や
《
印
度
牛
》
の
よ
う
に
、
安
易
に
モ
チ
ー
フ

を
時
局
の
求
め
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達
媒
体
へ
と
切
り
詰
め
て
し

ま
う
誘
惑
か
ら
も
距
離
を
置
い
た
姿
勢
が
確
認
で
き
る
。
も
ち
ろ

ん
、
造
形
的
な
自
律
性
は
、
そ
れ
だ
け
で
た
だ
ち
に
時
代
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
の
断
絶
を
保
障
す
る
免
罪
符
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

見
た
と
こ
ろ
時
局
に
阿
ら
な
い
没
価
値
的
な
営
み
で
あ
る
は
ず
の

工
藝
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
戦
争
協
力
を
免
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と

は
、
駱
駝
の
モ
チ
ー
フ
に
見
ら
れ
る
と
お
り
。
逆
に
《
承
徳
壁

掛
》
と
い
っ
た
題
材
が
、
時
局
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
こ
と

を
理
由
に
、
刺
繍
の
造
形
的
価
値
ま
で
否
定
す
る
の
も
筋
違
い
な

議
論
だ
ろ
う
。
思
想
と
造
形
と
の
否
応
な
き
相
互
依
存
に
あ
っ
て
、

工
藝
に
は
、
絵
画
に
お
け
る
表
象
や
抽
象
と
は
異
な
っ
た
、
い
か

な
る
造
形
的
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
見
定
め

る
こ
と
が
、
目
下
の
課
題
と
な
る
。

工
藝
に
お
け
る
絵
柄
は
思
想
の
媒
体
と
な
る
。
八
木
一
夫
の
造

形
と
て
、
こ
の
関
係
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
戦
後
す
ぐ
の
《
掻
落

向
日
葵
図
壺
》（
一
九
四
七
）
の
絵
柄
に
は
、
フ
ィ
ン
セ
ン
ト
・

フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
、
一
つ
目
を
宿
し
た
神
秘
の
ヒ
マ
ワ
リ
か
ら

の
感
化
も
、
い
さ
さ
か
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
な
ま
で
に
明
ら
か
だ
ろ
う

（
芦
屋
で
戦
災
に
よ
り
焼
失
し
た
『
白
樺
』
将
来
の
作
品
か
ら
の

感
化
を
想
起
し
た
い
）。
こ
こ
に
は
「
炎
の
人
」
を
象
徴
す
る
絵

柄
の
選
択
を
通
じ
て
、
陶
藝
作
家
と
し
て
の
創
作
の
意
思
を
訴
え

（

）
４６

る
姿
勢
が
顕
著
に
見
え
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
粘
土
の
肌

に
食
い
込
む
よ
う
な
掻
き
落
と
し
の
描
線
は
、
線
刻
の
彫
る
亀
裂

に
よ
っ
て
、
あ
わ
よ
く
ば
壺
そ
の
も
の
を
砕
こ
う
と
す
る
、
ま
が

ま
が
し
い
意
思
ま
で
も
覗
か
せ
る
。
そ
こ
に
は
富
本
憲
吉
に
対
す

る
、
八
木
の
敵
愾
心
す
ら
読
み
込
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
富
本
憲

吉
は
、
轆
轤
は
他
人
任
せ
で
、
お
世
辞
に
も
「
お
上
手
」
と
は
い

え
ず
、
素
人
ま
る
だ
し
を
憚
ら
ず
に
お
い
て
、
一
転
、
絵
付
け
に

は
厳
格
で
「
生
理
的
な
陶
酔
」
す
ら
隠
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
か
ぎ

り
で
富
本
憲
吉
は
、
生
粋
の
陶
磁
器
職
人
で
は
な
く
て
、
ど
こ
ま

で
も
陶
磁
器
を
絵
画
の
下
地
と
見
て
、
絵
画
や
模
様
を
優
位
に
置

く
、
ハ
イ
カ
ラ
な
藝
術
家
肌
の
創
作
者
だ
っ
た
、
と
す
る
の
が
八

木
の
見
立
て
だ
ろ
う
（
む
ろ
ん
こ
れ
は
、
八
木
の
誇
張
を
伴
っ
た

解
釈
で
は
あ
ろ
う
）。
だ
が
あ
く
ま
で
陶
磁
器
職
人
と
し
て
の
出

自
に
拘
る
八
木
一
夫
な
ら
ば
、
さ
ら
に
突
き
詰
め
て
、
も
は
や
絵

柄
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
を
支
え
る
素
材
そ
の
も
の
の
性
質

に
食
い
入
り
、
器
を
自
己
否
定
す
る
段
階
に
ま
で
経
験
を
深
め
て

ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
ろ
う
。
こ
こ
に
立
体
造
形
に
お
け
る
モ
ダ

ニ
ズ
ム
へ
の
飛
翔
の
条
件
が
示
さ
れ
る
。

造
形
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
何
か
。
突
き
詰
め
て
や
や
極
端
に
定

義
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
己
表
現
の
純
粋
化
に
よ
る
副
次
的
機

能
の
捨
象
を
目
指
す
。
立
体
造
形
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
も
は
や

絵
画
的
表
現
の
支
持
体
（
た
と
え
ば
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
具
象
画



で
あ
れ
、
ホ
ア
ン
・
ミ
ロ
の
抽
象
記
号
で
あ
れ
、
そ
う
し
た
絵
柄

を
描
く
べ
き
陶
磁
の
下
地
肌
）
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
。
さ
ら
に

外
在
的
な
表
象
の
二
次
的
媒
体
（
駱
駝
や
猫
と
い
っ
た
動
物
を
象

る
素
材
）
と
し
て
彫
塑
素
材
を
位
置
づ
け
る
立
場
も
放
棄
す
る
。

第
三
に
、
何
ら
か
の
実
用
的
用
途
に
用
立
て
る
目
的
で
（
た
と
え

ば
液
体
を
貯
め
る
器
と
し
て
の
陶
磁
器
や
、
香
道
、
茶
道
な
ど
と

い
っ
た
外
在
的
な
目
的
の
た
め
の
道
具
と
し
て
）
造
形
を
活
用
す

る
依
存
関
係
も
清
算
す
る
。
第
四
に
、
媒
体
の
物
理
的
性
質
に
依

存
し
た
表
現
も
排
除
さ
れ
る
（
陶
土
の
性
質
や
、
木
材
の
癖
を
生

か
す
造
形
、
あ
る
い
は
紙
な
り
漆
な
り
の
特
性
に
依
存
し
た
造
形

は
、
そ
の
意
味
で
は
あ
く
ま
で
も
工
藝
的
発
想
、
職
人
的
な
手
作

業
の
水
準
と
判
断
さ
れ
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
造
形
思
考
と
は
区
別
さ

れ
う
る
）。
そ
の
う
え
で
、
あ
く
ま
で
精
神
に
内
在
す
る
造
形
意

志
を
、
物
質
的
媒
体
を
利
用
し
て
具
体
化
す
る
こ
と
に
徹
し
、
表

現
の
模
索
を
自
己
目
的
と
す
る
価
値
観
が
、
厳
密
な
意
味
で
の
モ

ダ
ニ
ズ
ム
と
定
義
で
き
よ
う
。

確
か
に
昭
和
初
期
に
は
、「
工
藝
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
も

喧
伝
さ
れ
、
ま
た
模
索
さ
れ
た
。
だ
が
煎
じ
詰
め
れ
ば
そ
れ
は
、

工
藝
と
い
う
非
自
律
的
な
造
形
範
疇
に
、
当
時
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
と

見
な
さ
れ
た
機
能
主
義
的
な
意
匠
と
い
う
外
在
的
な
衣
を
、
無
理

や
り
纏
わ
せ
る
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
だ
が
上
述
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
定
義
を
貫
徹
す
る
な
ら
ば
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
追
究
は
、

「
工
藝
」
と
呼
ば
れ
る
範
疇
か
ら
の
離
脱
、
す
な
わ
ち
生
活
の
場

に
密
着
し
た
他
律
的
な
用
途
と
、
美
的
鑑
賞
の
対
象
と
し
て
の
性

格
と
を
兼
備
し
た
「
工
藝
」
と
い
う
範
疇
か
ら
の
離
反
を
招
く
ほ

か
あ
る
ま
い
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
本
来
、
定
義
か
ら
し
て
「
工
藝
」

に
は
収
ま
ら
な
い
営
み
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
京
都
と
い
う
美
術

工
藝
の
都
に
あ
っ
て
、
工
藝
と
い
う
殻
を
陶
磁
器
の
内
部
か
ら
破

り
、
そ
の
造
形
的
宣
言
を
正
面
か
ら
表
明
し
た
歴
史
的
作
品
。
そ

れ
が
、「
前
衛
陶
藝
家
」
八
木
一
夫
の
名
前
を
高
か
ら
し
め
て
あ

ま
り
に
著
名
な
《
ザ
ム
ザ
氏
の
散
歩
》（
一
九
五
四
）
と
な
る
。

六

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
桎
梏
と
現
代

「
わ
て
ら
茶
碗
屋
で
っ
せ
」
と
、
あ
く
ま
で
轆
轤
職
人
と
し
て

（

）
４７

（

）
４８

（

）
４９

278

図１０『毎日新聞』夕刊、１９５４年９月５日付
《ザムザ氏の散歩》を肩に乗せる八
木一夫
〔『八木一夫』展覧会（松原龍一他編）
京都国立近代美術館ほか、２００４年〕
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の
出
自
に
拘
泥
し
な
が
ら
も
、
し
か
も
轆
轤
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て

い
た
実
用
の
規
則
か
ら
轆
轤
を
解
き
放
ち
、
轆
轤
を
作
品
の
造
形

的
思
考
の
発
動
機
と
し
て
暴
走
さ
せ
る
。
器
を
構
成
す
る
轆
轤
細

工
の
円
環
を
輪
切
り
に
し
て
、
器
と
し
て
の
用
途
か
ら
切
り
離
し
、

垂
直
に
立
て
、
こ
の
無
限
軌
道
に
、
こ
れ
ま
た
壺
の
口
と
し
て
は

役
に
立
た
な
い
開
口
部
を
増
殖
さ
せ
、
寄
生
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
誕

生
し
た
の
が
《
ザ
ム
ザ
氏
の
散
歩
》
だ
ろ
う
。
一
夜
に
し
て
虫
へ

と
変
身
を
遂
げ
た
カ
フ
カ
の
短
編
の
主
人
公
に
肖
っ
て
、
八
木
一

夫
み
ず
か
ら
が
果
た
し
た
「
変
身
」
ぶ
り
を
集
約
す
る
作
品
と
見

る
の
が
、
一
般
的
な
解
釈
だ
。

土
の
凝
集
性
と
轆
轤
の
遠
心
力
と
の
兼
ね
合
い
を
追
究
す
る
と
、

と
も
す
れ
ば
「
手
（
作
者
の
内
部
）
と
土
（
素
材
の
状
況
）
と
を
、

水
の
な
が
れ
る
よ
う
な
協
和
と
必
然
」
の
う
ち
に
調
整
し
よ
う
と

す
る
、
職
人
藝
的
な
完
璧
さ
へ
と
収
斂
し
が
ち
だ
、
と
八
木
は
語

る
。
両
者
の
予
定
調
和
に
傷
を
負
わ
せ
、
亀
裂
を
走
ら
せ
る
契
機

に
、
思
索
が
入
り
込
む
。
素
材
と
の
親
和
性
を
熟
知
し
な
が
ら
、

そ
こ
に
意
図
的
に
葛
藤
を
発
生
さ
せ
る
。
こ
の
意
図
的
な
葛
藤
の

う
ち
に
、
八
木
は
創
作
へ
の
糸
口
を
掴
ん
だ
よ
う
だ
。
そ
れ
は
ま

た
、
や
き
も
の
を
放
擲
し
て
、
彫
刻
に
専
念
す
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
焼
き
物
と
彫
刻
と
の
あ
い
だ
の
亀
裂
を
見
つ
め
続
け
る

営
み
で
あ
り
、〈
用
〉
を
脱
し
、
機
能
と
は
訣
別
し
た
〈
形
〉
に
、

別
途
の
生
命
を
吹
き
込
む
実
験
だ
っ
た
。
器
も
の
と
し
て
は
役
立

た
ぬ
く
せ
に
、
内
部
に
空
虚
を
宿
し
た
器
。
そ
の
潜
在
的
可
能
性

を
問
い
詰
め
る
こ
と
。

こ
の
の
ち
の
八
木
は
、
器
か
ら
彫
刻
へ
の
脱
皮
に
と
も
な
う
出

産
外
傷
が
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
系
を
、
あ
た
か
も
各
個
撃

破
よ
ろ
し
く
ひ
と
つ
ひ
と
つ
追
究
し
、
そ
の
痕
跡
を
個
々
の
作
品

に
刻
ん
で
い
っ
た
。
造
形
思
考
の
た
め
の
媒
体
と
し
て
、
あ
く
ま

で
素
材
に
拘
泥
す
る
八
木
の
姿
勢
。
そ
こ
に
は
、
後
年
京
都
市
立

芸
術
大
学
で
同
僚
と
な
っ
て
切
磋
琢
磨
す
る
関
係
と
な
っ
た
、
彫

刻
家
、
堀
内
正
和
と
は
き
わ
め
て
対
照
的
な
姿
勢
が
露
呈
す
る
。

地
中
海
的
な
頭
脳
の
理
知
的
明
晰
さ
に
よ
っ
て
、
イ
デ
ア
を
志
向

す
る
自
律
的
思
索
の
う
ち
か
ら
形
を
つ
む
ぎ
、
そ
こ
に
恩
寵
の
よ

う
に
宿
る
乾
い
た
エ
ロ
ス
を
漂
わ
せ
た
堀
内
正
和
。
そ
の
堀
内
は
、

日
本
と
い
う
湿
潤
な
風
土
に
あ
っ
て
は
例
外
的
な
ま
で
、
西
欧
的

な
合
理
的
造
形
姿
勢
を
貫
い
た
。
そ
こ
か
ら
零
れ
落
ち
た
の
が
、

徹
底
し
た
合
理
性
の
裏
を
か
き
、
計
算
づ
く
を
裏
切
る
よ
う
な
、

余
剰
と
し
て
の
果
実
で
あ
っ
た
。
八
木
一
夫
の
作
品
は
、
そ
の
対

極
に
あ
っ
て
、
土
俗
的
と
い
っ
て
よ
い
、
材
質
に
密
着
し
た
工
藝

思
考
に
よ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
あ
り
か
た
を
、
こ
の
表
現
自
体
の
矛

盾
を
抱
え
た
ま
ま
に
、
示
し
て
い
る
。

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
経
由
し
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
純
粋
志
向
を

脱
し
て
し
ま
っ
た
現
在
、
二
十
一
世
紀
初
頭
に
あ
っ
て
、
半
世
紀

前
の
八
木
一
夫
の
原
点
に
立
ち
戻
る
こ
と
に
、
い
か
な
る
現
代
的

（

）
５０



な
意
義
が
あ
る
の
か
。
端
的
に
い
っ
て
、
八
木
一
夫
の
創
作
に
は
、

現
代
の
美
術
が
工
藝
と
切
り
結
ぶ
系
統
発
生
の
過
程
で
負
う
傷
を
、

個
体
の
発
生
論
に
お
い
て
先
回
り
し
て
経
験
し
て
し
ま
っ
た
、
ま

た
と
な
い
稀
有
な
症
例
標
本
が
示
さ
れ
て
い
る
。
素
材
と
匠
の
技

と
の
究
極
的
調
和
が
も
た
ら
す
多
幸
状
態
の
無
意
識
へ
と
回
帰
す

る
こ
と
は
断
固
と
し
て
拒
絶
し
つ
つ
、
し
か
し
素
材
の
性
質
を
無

視
し
て
頭
脳
的
造
形
の
鋳
型
に
嵌
め
る
営
み
に
も
、
執
拗
な
抵
抗

を
示
し
続
け
た
八
木
一
夫
。
か
れ
は
一
九
五
四
年
に
、
清
水
寺
を

背
景
と
し
た
五
条
坂
の
ふ
も
と
で
、《
ザ
ム
ザ
氏
の
散
歩
》
を
意

気
揚
々
と
肩
に
担
い
で
写
真
に
納
ま
っ
た
（
図

）。
そ
の
末
裔

１０

は
こ
の
先
、
清
水
新
道
を
伝
統
の
山
奥
へ
と
遡
る
の
か
、
そ
れ
と

も
新
境
地
を
目
指
し
て
市
街
地
へ
と
下
る
の
か
。
素
材
と
の
格
闘

の
な
か
で
、
工
藝
的
な
る
も
の
の
誘
惑
に
屈
す
る
の
か
、
そ
れ
と

も
抵
抗
を
続
け
る
の
か
。
工
藝
へ
と
越
境
を
遂
げ
る
の
か
、
そ
れ

と
も
工
藝
的
な
る
も
の
を
現
代
美
術
の
領
域
へ
と
横
領
し
、
そ
こ

か
ら
滋
養
を
得
て
、
さ
ら
な
る
脱
皮
を
遂
げ
る
の
か
。
今
か
ら
半

世
紀
以
前
を
振
り
返
り
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
分
岐
点
に
立
ち
ど

ま
っ
て
見
る
こ
と
で
、
と
り
あ
え
ず
の
考
察
を
終
え
、
本
書
第
Ⅲ

部
へ
の
導
入
に
代
え
た
い
。

（
１
）

A
lcook,

R
utherford,

A
rt
and
A
rt
Industries

in
Japan,

L
ondon:

V
irtue,

1878.

（
２
）
谷
田
博
幸
『
唯
美
主
義
と
ジ
ャ
パ
ニ
ズ
ム
』
名
古
屋
大
学
出
版
会

二
〇
〇

四
年
。

（
３
）
稲
賀
繁
美
「「
工
藝
」
の
脱
構
築
の
た
め
に
」『「
工
藝
」』
創
刊
号

一
九
九

五
年
、
一
三
─
一
八
頁
。

（
４
）
佐
藤
道
信
『<

日
本
美
術>

誕
生
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ

九
二
、
一
九
九
六

年
。
稲
賀
繁
美
「
日
本
美
術
像
の
変
遷
」『
環
』
第
六
巻
、
一
九
四
─
二
一
三
頁
。

（
５
）
浅
井
忠
『
浅
井
忠
の
図
案
展
』（
前
川
公
秀
・
原
田
平
作
他
編
）
佐
倉
市
美
術

館
、
愛
媛
県
美
術
館

二
〇
〇
二
年
。

（
６
）
神
坂
雪
佳
『
神
坂
雪
佳
展
』（
佐
藤
敬
二
他
編
）
京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
二

〇
〇
四
年
。

（
７
）

B
urty,

Philippe,
C
hefs

d’œ
uvre

des
arts

industriels,
Paris

:
Paul

D
ucrocq,

1866.
D
uret,

T
héodore,

C
ritique

d’avant-garde,
Paris

:

C
harpentier,1885.

（
８
）
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ッ
ク
モ
ン
《
セ
ル
ヴ
ィ
ス
・
ル
ソ
ー
》
個
人
蔵
、

Japanese
Influence

on
French

A
rt,
1854-1910,

C
leveland

M
useum

of

A
rt,1975.

（
９
）

C
hesneau,

E
rnest,

“L
e
Japon

à
Paris,”

G
azettes

des
B
eaux-A

rts,
1878,

pp.385-397,841-856.

（

）
葛
飾
北
斎
『
北
斎
漫
画
』
よ
り
〈
力
士
の
入
浴
〉〔
稲
賀
繁
美
「
戯
画
の
効

１０
能
」『
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
研
究
』
二
一
号
、
二
〇
〇
一
年
、
三
八
─
四
三
頁
〕。

（

）
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
《
力
の
お
稽
古
》（
北
斎
模
写
の
戯
画
）
個
人
蔵
〔
稲

１１
賀
繁
美
「
戯
画
の
効
能
」『
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
研
究
』
二
一
号
、
二
〇
〇
一
年
、
三

八
─
四
三
頁
〕。

（

）
今
井
祐
子
『
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
期
の
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
日
本
陶
磁
器
コ
レ
ク

１２
シ
ョ
ン
の
形
成
』
博
士
論
文
、
神
戸
大
学
大
学
院
総
合
人
間
科
学
研
究
科

二

〇
〇
三
年
。（
未
刊
行
）

（

）
稲
賀
繁
美
「
東
西
交
流
の
中
の
ア
ー
ル
・
ヌ
ヴ
ォ
ー
」『
現
代
の
眼
』
東
京
国

１３
立
近
代
美
術
館

五
五
三
号
、
二
〇
〇
五
年
、
六
─
八
頁
。

（

）
稲
賀
繁
美
「
意
味
の
生
成
：
イ
メ
ー
ジ
と
テ
ク
ス
ト
の
関
わ
り
を
読
み
解
く

１４

280
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う
え
で
」『
あ
い
だ
』
九
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
二
六
─
三
〇
頁
。

（

）
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ナ
タ
ン
ソ
ン
《
ピ
エ
ー
ル
・
ボ
ナ
ー
ル
写
真
肖
像
》
一
八

１５
九
二
年
頃
〔『
没
後
五
十
年
ボ
ナ
ー
ル
展
』
愛
知
県
美
術
館
、
一
九
九
七
年
〕

（

）
ピ
エ
ー
ル
・
ボ
ナ
ー
ル
《
乳
母
の
散
歩
》
一
八
九
〇
年
、
石
版
画
、
屏
風
、

１６
愛
知
県
美
術
館
〔『
没
後
五
十
年
ボ
ナ
ー
ル
展
』
愛
知
県
美
術
館
、
一
九
九
七

年
〕

（

）
稲
賀
繁
美
『
絵
画
の
東
方

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
ら
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
へ
』

１７
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
一
九
〇
─
九
二
頁
。

（

）
芳
賀
徹
『
絵
画
の
領
分

近
代
日
本
比
較
文
化
史
研
究
』
朝
日
新
聞
社
、
一

１８
九
八
四
年
、
三
二
七
頁
。

（

）
浅
井
忠
《
犬
を
連
れ
る
パ
リ
の
貴
婦
人
》
水
墨
、
一
九
〇
二
年
、
個
人
蔵
、

１９
〔『
浅
井
忠
』
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
（
前
川
公
秀
他
編
）
京
都
国
立
近
代
美
術
館
、

千
葉
県
立
美
術
館
、
一
九
九
八
年
〕

（

）
小
出
楢
重
『
小
出
楢
重
随
筆
集
』（
芳
賀
徹
編
）
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
、

２０
三
四
三
頁
。

（

）
浅
井
忠
《
武
士
の
山
狩
り
》（
油
彩
下
絵
）
京
都
工
業
繊
維
大
学
〔『
浅
井
忠
』

２１
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
（
前
川
公
秀
他
編
）
京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
千
葉
県
立
美

術
館
、
一
九
九
八
年
〕

（

）
黒
田
清
輝
《
昔
語
り
》（
喪
失
：
写
真
）〔『
白
馬
会
』
展
覧
会
、
ブ
リ
ヂ
ス
ト

２２
ン
美
術
館
、
京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
一
九
九
六
年
〕

（

）
芳
賀
徹
『
絵
画
の
領
分

近
代
日
本
比
較
文
化
史
研
究
』
朝
日
新
聞
社
、
一

２３
九
八
四
年
、
三
二
九
頁
。

（

）
浅
井
忠
、
大
津
絵
皿
下
絵
、〔『
浅
井
忠
』
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
（
前
川
公
秀
他

２４
編
）
京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
千
葉
県
立
美
術
館
、
一
九
九
八
年
〕

（

）
本
阿
弥
光
悦
《
樵
夫
蒔
絵
硯
箱
》
十
七
世
紀
、
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
〔『
琳
派
』
展

２５
（
古
田
亮
他
編
）
東
京
国
立
近
代
美
術
館
、
二
〇
〇
四
年
〕

（

）
神
坂
雪
佳

図
案
、
神
坂
祐
吉

漆
《
蓮
図
螺
鈿
蒔
絵
煙
草
箱
》
個
人
蔵

２６
《
葦
図
蒔
絵
箱
》
個
人
蔵
、
明
治
末
・
大
正
初
年
〔『
神
坂
雪
佳
展
』（
佐
藤
敬
二

他
編
）
京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
二
〇
〇
四
年
〕

（

）
岡
倉
天
心
『
日
本
美
術
史
』（
木
下
長
宏
編
）
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇

２７
〇
一
年
、
二
六
四
頁
。

（

）
俵
屋
宗
達
《
仔
犬
図
》
十
七
世
紀
、
個
人
蔵
〔『
琳
派
』
展
覧
会
（
古
田
亮
他

２８
編
）
東
京
国
立
近
代
美
術
館
、
二
〇
〇
四
年
〕

（

）
玉
蟲
敏
子
『
生
き
つ
づ
け
る
光
琳
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
。

２９
（

）
神
坂
雪
佳
『
神
坂
雪
佳
展
』（
佐
藤
敬
二
他
編
）
京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
二

３０
〇
〇
四
年
。

（

）
神
坂
雪
佳
《
百
々
草
原
画
》
明
治
四
二
─
四
三
（
一
九
〇
九
─
一
〇
）
年
、

３１
多
色
木
版
、
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館
〔『
神
坂
雪
佳
展
』（
佐
藤
敬
二
他
編
）

京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
二
〇
〇
四
年
〕

（

）
佐
藤
敬
二
「
近
代
琳
派
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
・
神
坂
雪
華
」『
学
術
コ
ン

３２
ソ
ー
シ
ア
ム
通
信
』
特
別
編
、
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
中
間
報
告
集
、
二
〇

〇
五
年
。
お
よ
び
本
書
所
収
の
佐
藤
論
文
を
参
照
。

（

）
山
田
由
希
代
「
近
代
京
都
に
お
け
る
絵
画
と
織
物
工
芸
と
の
関
係
」『
美
学
』

３３
二
一
九
号
、
二
〇
〇
四
年
、
二
八
─
四
一
頁
。

（

）
土
田
麦
僊
《
平
牀
》
一
九
三
三
年
、
京
都
市
立
美
術
館
〔『
土
田
麦
僊
』
展
、

３４
京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
千
葉
県
立
美
術
館
、
一
九
九
七
年
〕

（

）
西
原
大
輔
「
近
代
日
本
絵
画
の
ア
ジ
ア
観
」『
日
本
研
究
』
第
二
十
六
集
、
国

３５
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
四
年
、
一
八
五
─
二
二
〇
頁
。

（

）
児
島
虎
次
郎
《
秋
》、
一
九
二
〇
年
、
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
に
油
彩
、
ポ
ン
ピ

３６
ド
ー
・
セ
ン
タ
ー
寄
託
〔『
児
島
虎
次
郎
』
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
、
そ
ご
う
美
術
館
、

ひ
ろ
し
ま
美
術
館
他
、
一
九
九
九
年
〕

（

）
稲
賀
繁
美
「
詩
の
翻
訳
は
化
膿
か
？

金
素
雲
『
朝
鮮
詩
集
』
の
訳
業
と
土

３７
田
麦
僊
の
風
俗
画
を
繋
ぐ
も
の
』」『
あ
い
だ
』
九
十
号
、
七
─
一
〇
頁
、
二
〇

〇
三
年
。
朴
美
貞
「
植
民
地
朝
鮮
は
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
た
か
」『
美
学
』
二

一
三
号
、
二
〇
〇
三
年
。
金
恵
信
『
韓
国
近
代
美
術
研
究
』
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二

〇
〇
五
年
。

（

）
関
野
貞
・
竹
島
卓
一
《
普
陀
宗
乗
廟
平
面
図
》『
熱
河
』
一
九
三
四
年
、
座
右

３８
宝
刊
行
会
。
関
野
貞
『
関
野
貞
ア
ジ
ア
踏
査
』
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
、



二
〇
〇
五
年
。

（

）
梅
原
龍
三
郎
《
紫
禁
城
》
一
九
三
九
年
、
永
青
文
庫
〔『
写
実
の
系
譜
Ⅳ

絵

３９
画
の
成
熟
』（
田
中
淳
他
編
）
東
京
国
立
近
代
美
術
館
、
一
九
九
四
年
〕

（

）
稲
賀
繁
美
「《
他
者
》
と
し
て
の
美
術
、
美
術
の
《
他
者
》
と
し
て
の
日
本
」

４０
『
美
術
史
と
他
者
』（
島
本
浣
・
加
須
屋
誠
編
）
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
○
年
。
稲

賀
繁
美
「
越
境
す
る
学
術
：
二
十
世
紀
前
半
の
東
ア
ジ
ア
の
遺
蹟
跡
保
政
策
」

『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム

』
六
号
、
二
〇
〇
二
年
、
四
〇
─
四
六
頁
。

２１

（

）
絵
画
の
成
熟
『
写
実
の
系
譜
Ⅳ

絵
画
の
成
熟
』（
田
中
淳
他
編
）
東
京
国
立

４１
近
代
美
術
館
、
一
九
九
四
年
。

（

）
川
村
清
雄
《
振
天
府
》
一
九
三
七
年
、
パ
リ
国
際
藝
術
技
術
博
覧
会
出
品
、

４２
〔『
川
村
清
雄
展
』（
丹
尾
安
典
他
編
）
静
岡
県
立
美
術
館
、
一
九
九
四
年
〕

（

）
八
木
一
艸
《
青
磁
香
炉
》
昭
和
初
期
《
鹿
香
炉
》
昭
和
初
期
〔『
京
都
の
工
藝

４３
［1910-1940

］』（
松
原
龍
一
他
編
）
京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
一
九
九
八
年
〕

（

）
五
代

清
水
六
兵
衛
《
三
彩
孔
雀
置
物
》
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
、《
鶴

４４
巣
篭
手
焙
》
昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
〔『
京
都
の
工
藝
［1910-1940

］』（
松

原
龍
一
他
編
）
京
都
国
立
近
代
美
術
館
、
一
九
九
八
年
〕

（

）
八
木
一
夫
《
陶
彫

猫
》
昭
和
十
三
（
一
九
三
八
）
年
（
左
上
）、《
陶
彫

４５

う
さ
ぎ
》
昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
（
左
下
）［
京
都1998

］
土
淵
這
禕
《
猫
》

昭
和
前
期
（
右
上
）、
加
藤
春
平
《
猿
》
昭
和
初
期
（
右
中
）
石
田
来
之
助
《
陶

彫

熊
》（
右
下
）〔『
京
都
の
工
藝
［1910-1940

］』（
松
原
龍
一
他
編
）
京
都

国
立
近
代
美
術
館
、
一
九
九
八
年
〕

（

）
八
木
一
夫
《
掻
落
向
日
葵
図
壺
》
一
九
四
七
年
、
個
人
蔵
〔『
八
木
一
夫
』
展

４６
覧
会
（
松
原
龍
一
他
編
）
京
都
国
立
近
代
美
術
館
ほ
か
、
二
〇
〇
四
年
〕

（

）
北
澤
憲
昭
『
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
以
降
の
工
芸
』
美
学
出
版
、
二
〇
〇
三
年
。

４７
樋
田
豊
次
郎
『
工
芸
に
は
生
活
感
情
が
封
印
さ
れ
て
い
る
』
中
央
公
論
美
術
出

版
、
二
〇
〇
三
年
。
樋
田
豊
次
郎
『
工
芸
家
「
伝
統
」
の
生
産
者
』
美
学
出
版
、

二
〇
〇
四
年
。

（

）
八
木
一
夫
《
ザ
ム
ザ
氏
の
散
歩
》
一
九
五
四
年
、
個
人
蔵
〔『
八
木
一
夫
』
展

４８
覧
会
（
松
原
龍
一
他
編
）
京
都
国
立
近
代
美
術
館
ほ
か
、
二
〇
〇
四
年
〕

（

）
金
子
賢
治
『
現
代
陶
芸
の
造
形
思
考
』
阿
部
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
四
七
頁
、

４９
六
四
頁
。

（

）
稲
賀
繁
美
「
古
傷
に
宿
る
光
：
や
き
も
の
と
彫
刻
と
の
亀
裂
に
八
木
一
夫
を

５０
読
む
」『
あ
い
だ
』
一
○
九
号
、
二
〇
○
五
年
、
三
五
─
四
一
頁
。
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