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表
面
か

　
　
　

は
じ
め
に

　

一
九
三
一
年
（
昭
和
六
）
二
月
に
没
し
た
小
出
楢
重
を
悼
む
特
集
で
、
安
井
曾
太
郎
は
次
の
よ

う
に
言
う
。

画
技
は
最
近
益
々
円
熟
し
て
ゐ
た
、
そ
の
洗
練
さ
れ
た
灰
色
調
、
優
雅
な
る
ユ
ー
モ
ア
ー
、

着
想
の
妙
、
確
実
な
る
素
描
、
単
化
さ
れ
た
る
本
格
的
、
理
智
的
作
風
は
他
に
類
が
な
い
、

そ
の
造
形
的
技
術
は
実
に
巧
み
で
た
し
か
な
も
の
だ
つ
た
、
又
マ
チ
エ
ー
ル
に
も
十
分
の
関

心
を
も
つ
て
美
麗
な
画
面
を
作
つ
て
ゐ
た
）
（
（

。

　

そ
の
一
〇
年
後
に
開
催
さ
れ
た
小
出
楢
重
遺
作
展
覧
会
図
録
）
（
（

の
冒
頭
で
も
、
安
井
は
言
う
。

　

や
は
り
小
出
君
は
う
ま
か
つ
た
の
だ
。
む
つ
か
し
い
油
絵
の
具
を
あ
れ
だ
け
上
手
に
美
し

く
使
ふ
人
は
余
り
ゐ
な
い
。

　

実
際
小
出
君
は
油
彩
上
手
な
人
で
あ
つ
た
。

　

安
井
は
小
出
よ
り
一
歳
若
く
、
昭
和
前
期
に
は
自
ら
の
様
式
を
確
立
さ
せ
て
い
た
が
、
小
出
の

油
絵
具
の
使
い
手
と
し
て
の
側
面
に
特
に
賛
辞
を
惜
し
ま
な
い
。
初
め
の
引
用
に
は
、
そ
の
後
繰

り
返
し
指
摘
さ
れ
て
ゆ
く
小
出
の
特
徴
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　

小
出
楢
重
の
美
麗
な
画
面
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
高
く
評
価
さ
れ
る
マ
テ
ィ
エ
ー
ル

は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
手
法
を
と
っ
て
描
か
れ
た
の
か
、
何
の
た
め
に
そ
の
よ
う
に
描
い
た

の
か
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
断
片
的
な
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的
な
解
明
が
試
み

ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
「
美
麗
な
画
面
」
と
は
、
美
麗
な
絵
画
の
表
面
の
こ
と
で
あ
る
。
絵
画
の
表
面
は
、
ま
ず
何
が

描
か
れ
て
い
る
の
か
を
伝
え
る
。
そ
の
ほ
か
に
は
第
一
に
、
絵
画
の
表
面
に
残
る
痕
跡
が
作
者
の

意
図
や
行
為
を
伝
え
、
第
二
に
表
面
の
画
材
が
そ
の
材
料
を
雄
弁
に
物
語
る
も
の
で
も
あ
る
。
小

出
は
ど
の
よ
う
な
画
面
を
作
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
造
形
意
識
に
基
づ
く
の
か
。
そ
し

て
造
形
史
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
そ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し
て
見
据
え
つ
つ
、
こ

こ
で
は
小
出
の
画
面
づ
く
り
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
本
稿
で
は
、
特
に
マ
テ
ィ

エ
ー
ル
に
着
目
し
て
、
小
出
の
意
図
と
目
指
し
た
も
の
に
近
づ
く
た
め
の
例
証
を
提
示
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
簡
単
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
整

理
し
、
ハ
イ
ラ
イ
ト
、
モ
チ
ー
フ
の
選
択
と
デ
フ
ォ
ル
メ
、
絵
画
表
面
の
描
画
材
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　

一　

研
究
史
︱
問
題
点
の
整
理

　

没
後
七
〇
年
を
記
念
し
て
開
か
れ
た
小
出
楢
重
展
の
カ
タ
ロ
グ
）
（
（

に
、
山
野
英
嗣
「
小
出
楢
重
の

生
涯
と
そ
の
後
の
記
録
」が
あ
る
。
こ
こ
で
は
タ
イ
ト
ル
の
通
り
に
小
出
の
生
涯
を
ふ
り
か
え
り
、

そ
の
後
の
展
覧
会
や
研
究
動
向
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
東
方
出
版
か
ら
刊
行
さ
れ
た

『
小
出
楢
重
画
集
』（
二
〇
〇
二
年
）
は
、
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
と
言
え
る
も
の
だ
。
所
載
論
文
の

う
ち
熊
田
司
「
小
出
楢
重
の
芸
術
︱
豊
饒
の
培
地
に
咲
く
花
、
い
ろ
い
ろ
︱
」
は
、
生
涯
を
追
い

︱
︱
小
出
楢
重
再
考
︱
︱
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つ
つ
小
出
の
特
徴
を
整
理
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
り
な
が
ら
履
歴
と
研
究
史
を
確
認
し
て
み

た
い
。

　

ま
ず
冒
頭
に
、
日
本
の
油
彩
画
を
切
り
花
に
例
え
、
花
だ
け
を
見
て
根
の
な
い
切
り
花
を
移
植

す
る
こ
と
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
「
日
本
は
洋
画
の
発
祥
の
地
で
は
な
か
つ
た
の
で
、
つ
い
勢
ひ

そ
の
根
が
如
何
な
る
栄
養
を
吸
ひ
つ
ゝ
何
の
要
求
か
ら
現
代
と
な
つ
た
か
、
即
ち
近
代
絵
画
の
花

が
咲
き
崩
れ
出
し
た
か
を
眺
め
る
事
が
出
来
難
い
不
便
な
位
置
に
あ
る
為
め
に
、
つ
い
そ
の
花
だ

け
を
眺
め
、
何
の
支
度
も
な
く
花
だ
け
を
模
造
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
、
又
、
若
き
壮
な
る

年
配
に
あ
つ
て
は
特
に
そ
れ
を
先
づ
企
て
よ
う
と
す
る
。
だ
が
も
と
も
と
、
切
り
花
の
生
命
は
ど

う
せ
幾
日
間
の
間
で
あ
る
。（
後
略
）
（
（

）」
と
い
う
小
出
の
文
章
を
置
く
。
こ
の
よ
う
に
小
出
の
考
え

方
を
ま
ず
明
示
し
て
か
ら
、
年
譜
を
た
ど
る
。
小
出
は
一
八
八
七
年
（
明
治
二
〇
）、
大
阪
・
島

之
内
の
粋
な
老
舗
が
集
ま
る
地
域
の
、天
水
香
と
い
う
花
柳
病
の
膏
薬
を
扱
う
薬
屋
に
生
ま
れ
た
。

島
之
内
は
、
少
し
行
け
ば
見
世
物
小
屋
の
ひ
し
め
く
猥
雑
な
盛
り
場
が
あ
っ
た
場
所
で
あ
る
。
文

章
も
よ
く
し
た
小
出
は
、
幼
少
期
の
体
験
を
後
に
語
る
が
、「
エ
ロ
チ
ツ
ク
に
し
て
毒
々
）
（
（

」
し
い

界
隈
に
育
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

東
京
美
術
学
校
で
は
日
本
画
科
を
経
て
、
一
九
一
四
年
（
大
正
三
）
西
洋
画
科
を
卒
業
。
そ
の

後
は
大
阪
に
戻
り
、
文
部
省
美
術
展
覧
会
に
作
品
を
送
る
が
落
選
が
続
い
た
。
一
九
一
九
年
（
大

正
八
）
第
六
回
二
科
展
に
《
N
の
家
族
》
が
入
選
し
た
の
は
、
三
二
歳
の
時
だ
っ
た
。
こ
の
作
品

と
翌
年
の
《
少
女
お
梅
の
像
》
は
、
モ
チ
ー
フ
の
選
択
の
点
で
岸
田
劉
生
の
草
土
社
時
代
の
作
品

と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
一
九
二
一
年
（
大
正
一
〇
）
八
月
渡
仏
、
翌
四
月
帰
国
。

こ
れ
は
パ
リ
を
拠
点
に
、
小
旅
行
で
ベ
ル
リ
ン
と
南
仏
カ
ー
ニ
ュ
を
訪
れ
た
、
六
カ
月
に
満
た
な

い
滞
欧
だ
っ
た
。
帰
国
後
の
作
風
は
、
粘
り
つ
く
よ
う
な
粘
着
質
の
絵
具
の
使
い
方
か
ら
、
の
び

や
か
な
筆
運
び
に
変
わ
っ
て
お
り
、
小
出
が
「
切
り
花
」
で
は
な
い
も
の
を
学
ん
だ
こ
と
を
よ
く

示
し
て
い
る
。

　

一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
）
に
は
、
鍋
井
克
之
、
国
枝
金
三
、
黒
田
重
太
郎
と
と
も
に
、
大
阪

に
信
濃
橋
洋
画
研
究
所
を
開
設
。
後
進
を
指
導
し
、
夏
季
講
習
会
や
公
募
展
を
開
催
し
た
。
そ
の

後
一
九
二
六
年
（
大
正
一
五
）
二
月
に
、
兵
庫
県
芦
屋
に
転
居
す
る
。
笹
川
慎
一
設
計
の
ア
ト
リ

エ
を
得
て
、
和
室
で
演
出
を
こ
ら
し
て
い
た
そ
れ
ま
で
の
制
作
は
、
洋
室
の
ゆ
と
り
を
持
っ
た
空

間
の
中
で
の
び
や
か
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、体
力
的
な
問
題
も
あ
っ
て
、

裸
婦
と
静
物
を
多
く
制
作
し
た
小
出
に
対
し
て
、
熊
田
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

そ
れ
は
、
な
め
ら
か
な
曲
面
が
継
起
し
つ
つ
自
己
完
結
す
る
肢
体
の
フ
ォ
ル
ム
で
あ
り
、
肌

理
が
細
か
く
艶
と
弾
力
の
あ
る
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
で
あ
り
、
そ
し
て
ピ
ン
ク
や
黄
色
、
緑
色
が

透
明
に
重
層
す
る
複
雑
な
色
沢
で
あ
っ
た
。
東
洋
女
性
の
肉
体
の
持
つ
美
を
完
膚
な
き
ま
で

に
表
現
し
た
、
と
い
う
評
は
至
極
ま
っ
と
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
フ
ォ
ル
ム
と
テ
ク
ス

チ
ュ
ア
、
色
沢
が
、
静
物
画
に
お
け
る
胡
瓜
や
西
瓜
、
桃
と
分
け
隔
て
な
く
通
底
し
て
し
ま

う
こ
と
が
、
楢
重
芸
術
の
さ
ら
に
深
層
を
明
る
み
に
出
す
鍵
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
中
略
）

し
か
も
そ
う
し
た
諸
要
素
が
、
明
暗
法
や
マ
チ
エ
ー
ル
、
色
彩
重
層
と
い
っ
た
油
絵
技
法
に

一
体
化
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
小
出
楢
重
の
絵
画
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
こ
れ
は

一
種
運
命
的
な
暗
合
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
）
（
（

。

　

こ
の
点
は
、
裸
婦
や
静
物
画
に
つ
や
や
か
さ
や
妖
気
を
感
じ
取
っ
た
評
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
先

に
挙
げ
た
小
出
の
出
身
地
に
よ
る
資
質
だ
と
さ
れ
た
り
、
油
彩
画
の
技
法
を
探
求
し
た
か
ら
だ
と

す
る
文
脈
で
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
後
者
は
小
出
が
、『
油
絵
新
技
法
』
と
題
す
る
、『
ア
ト

リ
ヱ
』
誌
の
連
載
を
ベ
ー
ス
に
す
る
技
法
書
を
書
い
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

こ
の
本
は
、
具
体
的
な
技
法
や
描
法
を
詳
細
に
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
主
に
心
構
え
を
説
い
た

も
の
で
あ
る
。

　

ほ
か
に
は
、
や
が
て
移
り
住
ん
だ
芦
屋
で
の
暮
ら
し
が
、
阪
神
間
の
モ
ダ
ン
を
体
現
し
て
い
る

と
す
る
評
価
の
さ
れ
方
が
あ
る
。
最
近
で
は
小
出
の
装
丁
作
品
や
挿
絵
に
、
朝
鮮
民
画
を
は
じ
め

と
す
る
柳
宗
悦
を
中
心
と
し
た
民
芸
と
の
関
係
が
指
摘
）
（
（

さ
れ
て
も
い
る
。

　

熊
田
氏
の
論
文
を
基
盤
に
、
小
出
の
研
究
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
き
た
が
、
小
出
の
最
大
の
特
徴

で
あ
り
な
が
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
点
は
、
引
用
し
た
熊
田
氏
の
文
章
に
集
約
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
う
。
小
出
の
最
大
の
魅
力
は
「
油
絵
技
法
に
一
体
化
」
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

後
期
の
作
品
の
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
に
つ
い
て
、
田
辺
信
太
郎
が
「
画
布
全
体
が
、
透
明
な
厚
硝
子
か
、

磁
器
の
感
触
を
も
つ
て
ゐ
た
）
（
（

」
と
い
い
、
大
久
保
泰
が
「
小
出
氏
の
晩
年
の
裸
婦
の
ス
ベ
ス
ベ
と

し
た
絵
具
の
肌
」「
彼
の
奇
怪
に
く
び
れ
た
胴
体
の
裸
婦
の
、
滑
ら
か
な
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
の
触
覚

的
な
美
感
）
（
（

」
と
言
う
も
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
誰
も
が
最
大
の
特
徴
と
し
て
認
め
、
指
摘
さ
れ
て

八
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な
め
ら
か
な
表
面
の
た
め
に

��

き
た
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
具
体
的
な
解
明
は
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
筆
者
は
こ
こ
で
、
そ
れ
ら
が
集
約
さ
れ
て

い
る
小
出
の
画
面
づ
く
り
に
つ
い
て
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

二　

な
め
ら
か
な
表
面
の
た
め
に

　

小
出
の
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
を
具
体
的
に
分
析
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
ま
ず
材
料
に
つ
い
て
確
認

し
、
ハ
イ
ラ
イ
ト
の
使
い
方
、
モ
チ
ー
フ
の
選
択
と
デ
フ
ォ
ル
メ
の
仕
方
、
絵
画
表
面
の
描
画
材

の
使
い
方
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
。

　

ま
ず
こ
こ
で
使
用
す
る
用
語
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
に
は
、
描
か
れ

た
モ
チ
ー
フ
の
材
質
を
指
す
場
合
と
、
画
面
表
面
の
肌
合
い
、
肌
理
を
指
す
場
合
の
二
つ
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
の
意
味
の
混
同
を
避
け
る
た
め
に
、
前
者
を
「
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
」
と
、
後
者
を

「
絵
肌
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
」
と
呼
ぶ
。
そ
う
し
て
、「
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
」
は
ま
た
、「
描
か
れ
た
モ
チ
ー

フ
の
材
質
」
と
「
絵
具
の
材
質
」
と
の
両
者
に
対
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
（
左
図
参
照
）。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︱
モ
チ
ー
フ
の
材
質
マ
テ
リ
ア
ル

　
　
　
　
　
　

︱
材
質
マ
テ
リ
ア
ル

マ
テ
ィ
エ
ー
ル　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︱
絵
具
の
材
質
マ
テ
リ
ア
ル

　
　
　
　
　
　

︱
絵
肌
テ
ク
ス
チ
ャ
ー

　
　
（
（
）
材
料
に
つ
い
て

　

小
出
は
ど
の
よ
う
な
材
料
を
使
っ
て
い
た
の
か
。
特
別
変
わ
っ
た
材
料
を
使
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。

　
『
油
絵
を
解
剖
す
る
』（
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
二
年
）
で
、
歌
田
眞
介
氏
は
溶
き
油
に
つ

い
て
再
三
発
言
を
し
て
い
る
。
同
書
は
、
溶
き
油
に
は
乾
性
油
と
揮
発
性
油
が
あ
り
、
大
正
期
の

油
彩
画
が
脆
弱
な
の
は
揮
発
性
油
を
多
用
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
明
治
期
の

油
彩
画
は
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
い
る
も
の
の
、
乾
性
油
の
使
用
例
が
多
く
、
白
色
絵
具
は
明

治
期
は
シ
ル
バ
ー
ホ
ワ
イ
ト
（
鉛
白
）
が
多
く
使
わ
れ
、大
正
以
降
は
ジ
ン
ク
ホ
ワ
イ
ト
（
亜
鉛
華
）

が
増
え
た
と
い
う
。
そ
し
て
ジ
ン
ク
ホ
ワ
イ
ト
と
揮
発
性
油
の
組
み
合
わ
せ
に
非
吸
収
性
画
布
を

使
う
と
、
光
沢
は
抑
え
ら
れ
る
け
れ
ど
絵
具
の
固
着
力
も
低
い
画
面
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

大
正
・
昭
和
期
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
に
あ
る
そ
う
だ
。
歌
田
氏
は
同
書
で
、
黒
田
清
輝
は
旧
派
の

画
家
た
ち
の
使
用
し
た
カ
ン
ヴ
ァ
ス
が
吸
収
性
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
た
た
め
、
黒
田
自
身
は
油
性

地
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
（
非
吸
収
性
画
布
と
同
意
）
を
使
用
し
た
の
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
黒
田
も
吸

収
性
地
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
使
っ
て
い
た
、
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
学
生
に
は
指
導
し
な

か
っ
た
可
能
性
も
、
同
書
で
指
摘
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
、『
中
央
美
術
』
で
一
九
二
五
年
に
行
わ
れ
た
「
諸
作
家
の
材
料
調
査
）
（（
（

」

を
み
て
み
る
。
そ
こ
で
は
、
八
三
名
の
画
家
が
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
、
溶
き
油
、
筆
は
何
を
使
っ
て
い

る
の
か
、
の
問
い
に
答
え
て
い
る
。
答
え
方
の
凡
例
が
な
い
た
め
、
回
答
は
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
で
あ
る
。
特
に
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
つ
い
て
は
ど
こ
の
製
品
で
あ
る
の
か
、性
質
（
吸
収
地
、油
性
地
、

エ
マ
ル
ジ
ョ
ン
地
）、
細
目
か
中
目
か
と
い
う
目
の
粗
さ
な
ど
の
要
素
が
入
り
混
じ
っ
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
小
出
は
ブ
ラ
ン
シ
エ
社
の
細
め
吸
収
地
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
、
つ
ま
り

ア
ブ
ソ
ル
バ
ン
を
使
い
、
溶
き
油
は
テ
レ
ピ
ン
油
を
主
と
し
て
ポ
ピ
ー
油
少
々
あ
る
い
は
リ
タ
ッ

チ
ャ
ー
を
混
ぜ
る
、
筆
は
柔
ら
か
い
平
筆
丸
筆
を
混
用
す
る
、
と
答
え
て
い
る
。
ポ
ピ
ー
油
は
乾

性
油
、
テ
レ
ピ
ン
油
は
揮
発
性
油
で
あ
る
。
回
答
で
は
八
三
名
中
五
八
名
が
、
混
合
も
含
め
て
テ

レ
ピ
ン
を
溶
き
油
に
使
っ
て
い
る
と
答
え
て
い
る
。
小
出
も
こ
の
五
八
名
に
含
ま
れ
る
。

　

小
出
に
習
っ
た
山
崎
隆
夫
に
よ
れ
ば
）
（（
（

、
小
出
は
白
色
絵
具
と
し
て
は
シ
ル
バ
ー
ホ
ワ
イ
ト
を

使
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
溶
き
油
に
つ
い
て
は
『
中
央
美
術
』
誌
上
の
ア
ン
ケ
ー
ト
同
様
、
テ
レ

ピ
ン
油
に
ポ
ピ
ー
油
を
少
々
混
ぜ
て
使
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
歌
田
氏
の
指
摘
す
る
大
正
期
の
典
型
的
な
、
固
着
力
の
低
い
材
料
の
組
み
合
わ
せ
で

は
な
い
こ
と
は
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
材
料
の
選
択
は
、
画
面
を
な
め
ら
か
に
描
く
た
め
の
要
素

が
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
そ
う
だ
）
（（
（

。

　

し
か
し
、
同
時
代
に
お
い
て
は
、
小
出
の
使
っ
て
い
た
材
料
は
突
出
し
た
材
料
で
は
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。

　

で
は
、
小
出
は
ど
の
よ
う
な
技
法
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
（
（
）
ハ
イ
ラ
イ
ト
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
ま
ず
、
静
物
画
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
の
部
分
に
着
目
す
る
。
ハ
イ
ラ
イ
ト
の
置
き
方
、
塗

八
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れ
て
い
る
。
画
面
全
体
に
も
筆
触
が
多
く
残
る
の
で
、
ハ
イ
ラ
イ
ト
だ
け
が
特
に
画
面
表
面
か
ら

突
出
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。《
静
物
》（
一
九
二
二
年
、
挿
図
（
）
は
、
滞
欧
か
ら
の
帰
国
後
早

い
時
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
が
、
縁
が
赤
と
青
に
彩
ら
れ
た
グ
ラ
ス
に
金
属
盆
、
金
時
計
、
ガ

ラ
ス
器
が
、
下
側
だ
け
を
の
ぞ
か
せ
た
円
い
額
縁
の
か
か
る
壁
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

は
滞
欧
前
か
ら
よ
く
小
出
の
作
品
に
登
場
す
る
小
箪
笥
に
載
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
と
り
あ
わ
せ

に
は
、
光
る
も
の
の
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
を
描
き
分
け
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
小
出
の
意
図
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
作
品
で
は
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
白
い
盛
り
上
が
り
と
し

て
、
画
面
右
か
ら
ガ
ラ
ス
壺
、
レ
モ
ン
、
グ
ラ
ス
の
各
所
に
点
々
と
置
か
れ
て
い
る
。

　
《
子
供
立
像
》（
一
九
二
三
年
、
挿
図
（
）
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
、
水
差
し
と
レ
モ
ン
に
、
水
差
し

で
は
白
い
か
た
ま
り
と
し
て
、
ま
た
レ
モ
ン
で
は
黄
色
の
絵
具
を
若
干
盛
り
上
げ
て
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
同
年
の
《
貝
殻
草
》（
挿
図
（
）
で
は
、
花
瓶
に
一
箇
所
、
縦
に
走

る
ハ
イ
ラ
イ
ト
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
絵
具
の
盛
り
上
げ
は
強
調
さ
れ
て
い
な

い
。
一
九
二
三
年
の
《
帽
子
の
あ
る
静
物
》（
挿
図
（
）
で
は
、
レ
モ
ン
に
若
干
の
白
い
絵
具
が

置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
ラ
ン
プ
の
傘
に
反
射
し
て
映
る
室
内
の
窓
の
描
き
方
（
挿

図
（
︱
（
）
と
、
水
差
し
に
映
る
窓
（
挿
図
（
︱
（
）
に
着
目
し
て
お
き
た
い
。《
子
供
立
像
》
で

は
白
い
か
た
ま
り
と
し
て
描
か
れ
た
水
差
し
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
が
、《
帽
子
の
あ
る
静
物
》
で
は
窓

挿図 （　小出楢重《鏡のある静物》（（（（ 年、
油彩・カンヴァス、（0.0 × （0.0 cm、
財団法人中野美術館蔵

挿図 （　小出楢重《静物》（（（（ 年、油彩・カンヴァス、
（0.0 × （（.0 cm、個人蔵

り
方
に
、小
出
の
な
め
ら
か
な
表
面
）
（（
（

へ
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
だ
。

　

滞
欧
前
の
例
と
し
て
、《
鏡
の
あ
る
静
物
》（
一
九
一
九
年
、
挿
図
（
）
を
見
る
。
こ
こ
で
は
、

皿
に
盛
ら
れ
た
リ
ン
ゴ
や
レ
モ
ン
に
薄
い
白
色
系
の
絵
具
で
ハ
イ
ラ
イ
ト
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
ほ

か
、
逆
円
錐
形
の
陶
器
の
内
側
と
、
壁
に
立
て
か
け
ら
れ
た
手
鏡
の
ふ
ち
に
、
白
い
絵
具
が
盛
ら

挿図 （ － （　部分、水差しとレモン

挿図 （　小出楢重《貝殻草》（（（（ 年、油彩・カンヴァス、
（（.（ × （（.0 cm、個人蔵

挿図 （　小出楢重《子供立像》（（（（ 年、
油彩・カンヴァス、（（.0 × （（.（ cm、山種美術館蔵

八
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挿図 （　小出楢重《帽子のある静物》（（（（ 年、
油彩・カンヴァス、（（.0 × （（.（ cm、
西宮市大谷記念美術館蔵

挿図 （ － （　部分、ランプ

挿図 （　小出楢重《地球儀のある静物》（（（（ 年、
油彩・カンヴァス、（（.（ × （（.（ cm、ひろしま美術館蔵 

挿図 （　小出楢重《蔬菜静物》（（（（ 年、
油彩・カンヴァス、（（.0 × （（.0 cm、
東京国立近代美術館蔵

挿図 （ － （　部分、コップ

挿図 （ － （　部分、コップ

挿図 （ － （　
部分、水差し

の
格
子
と
思
わ
れ
る
描
写
を
示
し
て
い
る
。
一
九
二
五
年
の
《
地
球
儀
の
あ
る
静
物
》（
挿
図
（
）、

《
蔬
菜
静
物
》（
挿
図
（
）
で
は
、
ハ
イ
ラ
イ
ト
部
分
の
白
い
絵
具
の
盛
り
上
げ
は
だ
い
ぶ
抑
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
コ
ッ
プ
に
使
わ
れ
た
白
い
絵
具
は
、
室
内
の
窓
が
反
射
し
て
映
り
込
む
様
を
表

現
す
る
の
に
使
わ
れ
て
い
る
（
挿
図
（
︱
（
、
（
︱
（
）
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、《
帽
子
の
あ

る
静
物
》
で
の
ラ
ン
プ
の
傘
や
水
差
し
に
映
り
込
ん
だ
窓
の
表
現
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
は
、
白
い
絵
具
を
使
っ
て
い
て
も
、
モ
チ
ー
フ
の
上
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
を
表
現
す
る
こ
と
よ
り
も
、

モ
チ
ー
フ
に
映
っ
た
も
の
を
描
く
こ
と
で
、
反
射
の
現
象
を
表
現
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る

八
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こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
で
、
岸
田
劉
生
の
主
に
草
土
社
時
代
前
後
の
静
物
画
と
比
較
し
て
み
る
。
岸
田
が
、
そ

の
関
心
と
描
法
を
短
期
間
で
変
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。《
静
物
》

（
一
九
一
一
年
、
挿
図
（
）
で
は
、
瓶
の
上
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
が
絵
具
の
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
を
主
張
し

て
い
る
。
こ
れ
が
第
三
回
草
土
社
展
出
品
作
の
《
壺
》（
一
九
一
六
年
四
月
、
挿
図
（
）
に
な
る
と
、

壺
の
口
の
部
分
、
最
も
膨
ら
ん
だ
場
所
、
右
側
の
模
様
近
く
に
、
白
い
絵
具
に
よ
る
盛
り
上
げ
が

認
め
ら
れ
る
。《
静
物
》
の
瓶
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
、
作
品
全
体
に
筆
触
が
多
く
残
る
中
で
の
、
そ

れ
に
紛
れ
る
ほ
ど
の
絵
具
の
盛
り
上
げ
で
あ
っ
た
が
、《
壺
》
は
《
静
物
》
に
比
べ
て
、
画
面
全

体
に
筆
触
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
の
に
、
ハ
イ
ラ
イ
ト
部
分
は
盛
り
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同

年
一
一
月
に
制
作
さ
れ
た
《
壺
の
上
に
林
檎
が
載
っ
て
在
る
》（
挿
図
（0
）
も
、
同
様
に
、
そ
し

て
よ
り
顕
著
に
、
白
い
絵
具
が
盛
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
小
出
の
作
品
に
見
ら
れ
る
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
は
異
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

盛
り
上
げ
ら
れ
た
絵
具
に
、
光
が
反
射
し
そ
う
な
ほ
ど
だ
。
こ
の
壺
を
描
い
た
二
作
に
は
、
カ
ン

ヴ
ァ
ス
裏
に
書
き
込
み
が
あ
り
、
実
在
や
存
在
、
在
る
と
い
う
こ
と
に
岸
田
が
拘
っ
て
制
作
を
し

て
い
た
こ
と
も
周
知
の
通
り
で
あ
る
）
（（
（

。
そ
れ
か
ら
推
測
す
る
と
、
こ
こ
で
岸
田
は
、
材
質
マ
テ
リ

ア
ル
を
表
現
す
る
こ
と
に
主
な
関
心
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
の
静
物
画

挿図 （　岸田劉生《静物》（（（（ 年、
油彩・板、（（.0 × （（.（ cm、
下関市立美術館蔵

挿図 （　岸田劉生《壺》（（（（ 年 （ 月、
油彩・板、（（.（ × （（.（ cm、
下関市立美術館蔵

挿図 （0　岸田劉生《壺の上に林檎が載って
在る》（（（（ 年 （（ 月、油彩・板、
（0.0 × （（.（ cm、
東京国立近代美術館蔵

挿図 （（　岸田劉生《静物（赤林檎三個、茶碗、ブリキ罐、
匙）》（（（0 年 （ 月、油彩・カンヴァス、（（.（ × （（.0 cm、
大原美術館蔵

挿図 （（ － （　部分、茶碗

九
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《
静
物
（
赤
林
檎
三
個
、茶
碗
、ブ
リ
キ
罐
、匙
）》（
一
九
二
〇
年
、挿
図
（（
）
で
も
、バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー

チ
作
の
壺
を
扱
っ
た
二
作
と
同
様
の
白
い
絵
具
の
盛
り
上
げ
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
作
品
全

体
と
し
て
モ
チ
ー
フ
の
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
て
、
絵
肌
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
は
筆

あ
と
が
抑
え
ら
れ
た
平
ら
か
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
茶
碗
に
つ
け
ら
れ
た
白
い
絵
具
（
挿
図
（（

︱
（
）
は
突
出
し
て
お
り
、こ
の
部
分
は
、絵
具
の
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

現
実
に
は
物
質
と
し
て
存
在
し
な
い
反
射
光
を
、
絵
具
で
盛
り
上
げ
て
見
せ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ

は
、
光
が
反
射
す
る
ほ
ど
描
か
れ
た
壺
や
湯
飲
み
の
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
が
な
め
ら
か
で
あ
る
こ
と

を
強
調
す
る
た
め
の
、
強
い
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
し
て
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
絵
具
の
盛
り

上
げ
は
、
二
次
元
の
中
に
収
ま
り
き
ら
ず
に
、
絵
肌
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
を
越
え
て
、
絵
具
と
し
て
の

材
質
や
存
在
も
主
張
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

　

こ
れ
ら
は
、
二
次
元
の
中
に
す
べ
て
を
収
め
、
な
め
ら
か
な
表
面
を
目
指
し
た
小
出
と
、
表
面

の
平
滑
さ
よ
り
も
実
在
や
存
在
を
重
視
し
た
岸
田
と
の
差
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊

　

ハ
イ
ラ
イ
ト
と
は
、物
体
に
光
が
当
た
っ
て
最
も
強
く
光
を
反
射
さ
せ
る
部
分
の
意
味
で
あ
る
。

最
も
明
る
い
調
子
で
描
か
れ
る
と
こ
ろ
、
と
現
在
で
は
定
義
さ
れ
る
。
し
か
し
、
昭
和
初
期
に
は

少
し
違
っ
た
解
釈
も
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
小
出
や
岸
田
の
表
現
は
そ
れ
に
該
当
す
る
部
分
も
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

一
九
三
二
年
（
昭
和
七
）、
ア
ト
リ
ヱ
社
か
ら
『
油
絵
新
技
法
講
座
』
と
い
う
八
巻
本
の
一
般

向
け
技
法
書
が
出
版
さ
れ
た
。第
八
巻
は
洋
画
用
語
解
説
編
で
、当
時
東
京
美
術
学
校
教
授
で
あ
っ

た
田
辺
至
が
執
筆
を
し
て
い
る
。
編
輯
附
記
に
よ
る
と
、
本
講
座
各
巻
で
の
洋
画
一
般
の
術
語
を

始
め
と
し
、「
製マ
マ作

の
慣
用
語
に
対
し
て
は
、
読
者
諸
君
は
是
非
一
応
心
得
て
置
く
必
要
が
あ
ら

う
と
思
ふ
）
（（
（

」
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
中
に
ハ
イ
ラ
イ
ト
の
項
目
が
あ
り
、

ハ
イ
・
ラ
イ
ト　

H
igh light　

（
英
）
高
光
。

立
体
的
の
も
の
に
は
必
ず
明
部
と
暗
部
と
そ
の
中
間
の
幾
段
か
の
調
子
が
あ
る
。
明
部
の
中

に
も
自
ら
段
階
が
あ
つ
て
立
体
の
説
明
を
な
す
。
明
部
の
中
の
最
明
部
を
ハ
イ
・
ラ
イ
ト
と

云
ひ
、
表
面
の
平
滑
な
る
も
の
は
光
線
を
集
中
反
射
す
る
。
然
る
時
は
滑
か
な
る
も
の
程
そ

の
部
分
は
地
の
色
を
失
ひ
光
線
そ
の
儘
の
色
を
反
映
す
る
。
例
へ
ば
玻
璃
器
、
陶
器
、
林
檎

等
の
光
つ
た
部
分
の
如
き
。
ハ
マ
　
　
マ

イ
ラ
イ
ト
に
は
、明
る
い
色
を
用
ひ
る
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、

盛
り
上
げ
を
行
ひ
色
彩
的
効
果
の
他
に
物
理
的
反
射
を
利
用
す
る
事
が
多
い
。（
盛
り
上
げ

の
項
参
照
）
（（
（

）

と
あ
る
。
盛
り
上
げ
（
イ
ン
パ
ス
ト
）
の
項
目
に
は
、
盛
り
上
が
っ
た
絵
具
に
当
た
る
光
線
の
反

射
が
さ
ら
に
そ
の
効
果
を
助
け
る
結
果
に
な
る
、
と
あ
る
。
つ
ま
り
「
色
彩
的
効
果
と
物
理
的
効

果
の
併
用
）
（（
（

」
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
岸
田
の
《
壺
》
な
ど
こ
こ
で
と
り
あ
げ
て
き
た
作
品
に

相
当
す
る
だ
ろ
う
。

　

同
書
に
先
立
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
正
則
洋
画
講
義
）
（（
（

』
で
は
、
物
質
を
ど
の
よ
う
に
描
写
す
べ
き

か
は
、
油
彩
画
の
項
目
に
比
べ
て
木
炭
画
の
項
目
で
よ
り
多
く
語
ら
れ
て
い
る
。
改
訂
前
は
高
村

真
夫
が
木
炭
画
講
義
を
執
筆
し
た
。
そ
こ
で
は
、
土
瓶
と
果
実
と
風
呂
敷
を
描
く
場
合
を
例
に
あ

げ
、
挿
図
を
使
い
な
が
ら
説
明
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
物
質
上
の
相
違
を
描
き
表
わ
す
た
め
に

は
、
第
一
に
線
、
次
に
布き
れ

の
光つ

や沢
等
の
描
き
方
が
大
切
だ
と
す
る
。
そ
の
中
で
「
物
質
の
表
は
し

方
で
可マ
マな

り
困
難
な
の
は
、
硝
子
の
罎
だ
と
か
或
ひ
は
液
体
を
入
れ
て
あ
る
着
色
の
玻
璃
製
の
罎

な
ど
で
あ
る
）
（（
（

」
と
言
っ
て
い
る
。
改
訂
後
は
、
現
役
東
京
美
術
学
校
教
授
の
和
田
英
作
が
木
炭
画

講
義
を
担
当
し
た
。「
異
つ
た
色
彩
の
物
体
上
の
明
暗
の
エ
ッ
フ
ェ
ク
ト
」
の
項
目
で
、
ハ
イ
ラ

イ
ト
は
物
体
の
外
皮
の
滑
ら
か
さ
に
よ
る
こ
と
、
な
め
ら
か
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
ハ
イ
ラ
イ
ト
は

強
く
な
る
こ
と
、
且
つ
そ
の
な
め
ら
か
な
表
面
を
照
ら
す
光
の
色
を
完
全
に
反
射
す
る
こ
と
）
（（
（

を
述

べ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
同
時
代
に
お
け
る
技
法
書
の
理
解
を
参
考
に
す
る
と
、
小
出
の
描
き
方
に
重
な
る
も

の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
小
出
は
、
時
に
は
高
村
の
言
う
よ
う
な
ガ
ラ
ス

の
瓶
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
を
組
み
合
わ
せ
た
制
作
を
試
み
、
イ
ン
パ
ス
ト
の
よ
う
な
物
質
的
効
果
は

控
え
、
光
沢
を
描
き
分
け
て
い
た
。
小
出
は
白
い
絵
具
で
、
岸
田
の
よ
う
に
表
面
を
突
き
破
る
こ

と
を
せ
ず
に
、
光
景
を
反
射
さ
せ
て
映
し
出
し
て
み
せ
る
。
何
か
を
鏡
に
映
し
た
よ
う
に
描
く
こ

と
で
、
モ
チ
ー
フ
の
表
面
は
も
の
が
映
る
ほ
ど
に
な
め
ら
か
な
表
面
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

故
に
、
室
内
の
景
色
を
モ
チ
ー
フ
に
反
射
さ
せ
て
丁
寧
に
描
く
の
だ
。
岸
田
が
瞬
間
的
で
強
烈
な

光
を
表
現
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
小
出
は
夜
の
窓
に
映
り
込
む
蛍
光
灯
の
光
を
描
写
す
る
よ
う
に

描
く
。
小
出
は
絵
具
の
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
を
強
調
さ
せ
な
い
し
、
絵
肌
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
を
破
ら
な

九
一
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ト
は
、
ど
れ
も
表
皮
が
な
め
ら
か
で
か
つ
張
り
つ
め
た
皮
膜
を
持
つ
野
菜
と
果
実
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
表
皮
の
張
り
つ
め
た
モ
チ
ー
フ
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
他
の
野
菜
に
比
べ
る
と
そ
の

表
面
が
な
め
ら
か
で
は
な
い
レ
モ
ン
や
キ
ュ
ウ
リ
も
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
野
菜
で
あ
る
こ
と

を
示
す
固
有
の
特
徴
を
保
ち
な
が
ら
、
キ
ュ
ウ
リ
の
外
皮
の
ざ
ら
つ
き
は
抑
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
こ
で
は
、
小
出
作
品
に
よ
く
み
ら
れ
る
黒
光
り
す
る
テ
ー
ブ
ル
に
注
目
し
た
い
。
漆

塗
り
の
こ
の
テ
ー
ブ
ル
は
、
モ
チ
ー
フ
の
形
を
く
っ
き
り
と
映
し
出
す
（
挿
図
（
︱
（
）。
映
し
出

さ
れ
た
そ
の
形
は
、
例
え
ば
キ
ュ
ウ
リ
の
ざ
ら
つ
き
で
は
な
く
固
有
の
特
徴
を
、
こ
の
場
合
は
形

と
色
が
強
調
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ト
マ
ト
や
ピ
ー
マ
ン
は
、
モ
チ
ー
フ
そ
の
も
の
に
加

え
て
そ
れ
を
卓
上
に
映
し
て
み
せ
る
こ
と
で
、
二
重
に
、
モ
チ
ー
フ
固
有
の
張
り
つ
め
た
表
皮
と

い
う
特
徴
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
。
小
出
は
、
モ
チ
ー
フ
を
歪
曲
し
て
、
つ
ま
り
変デ

フ

ォ

ル

形
さ
せ

てメ

し
て
表
現
す
る
。
こ
れ
は
モ
チ
ー
フ
の
細
部
よ
り
も
形
態
、
さ
ら
に
は
モ
チ
ー
フ
の
材
質
マ
テ

リ
ア
ル
を
表
現
す
る
こ
と
に
比
重
を
か
け
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
。
な
お
か
つ
、
テ
ー
ブ
ル
が

卓
上
の
モ
チ
ー
フ
を
映
し
込
む
ほ
ど
に
、
な
め
ら
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
主
張
し
て
い
る
。

　

裸
婦
の
と
る
ポ
ー
ズ
と
あ
わ
せ
て
、
小
出
の
静
物
画
に
お
け
る
モ
チ
ー
フ
の
選
択
と
そ
の
デ

フ
ォ
ル
メ
は
、
小
出
の
嗜
好
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
単
純
な
好
み
の
問
題
で
は
な
く
、
モ

チ
ー
フ
の
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
を
効
果
的
に
表
す
た
め
の
選
択
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

野
菜
に
、
光
沢
の
あ
る
腹
を
み
せ
る
魚
を
あ
わ
せ
、
金
属
器
の
ラ
ン
プ
台
と
手
前
に
は
鉛
筆
が

一
本
並
べ
ら
れ
た
《
卓
上
静
物
》（
一
九
二
八
年
、
挿
図
（（
）。
本
作
の
モ
チ
ー
フ
は
、
唐
突
な
組

み
合
わ
せ
と
言
え
る
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
の
脈
絡
の
な
さ
は
、
作
品
を
見
る
者
に
そ
の
理
由
を
想

像
さ
せ
、
そ
れ
ら
が
異
素
材
で
あ
る
こ
と
を
、
つ
ま
り
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
の
違
い
を
主
張
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
デ
フ
ォ
ル
メ
に
よ
っ
て
際
だ
た
せ
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
は
、
材
質
マ
テ
リ
ア
ル

を
強
調
す
る
。
そ
し
て
先
に
検
討
し
た
ハ
イ
ラ
イ
ト
を
本
作
で
確
認
す
る
な
ら
、
玉
葱
や
く
わ
い

に
は
白
色
が
平
面
的
に
用
い
ら
れ
、
黒
い
卓
上
に
そ
の
形
を
映
し
て
（
挿
図
（（
︱
（
）、
テ
ー
ブ
ル

が
な
め
ら
か
な
こ
と
も
同
時
に
示
し
て
い
る
。

　
　
（
（
）
絵
画
表
面
の
描
画
材

　

先
に
、
小
出
の
使
用
し
た
画
材
は
同
時
代
に
お
い
て
突
出
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
見
て
き

た
。

挿図 （（　小出楢重《卓上静物》（（（（ 年、
油彩・カンヴァス、（0.（ × （（.（ cm、
京都国立近代美術館蔵

挿図 （（ － （　部分、卓上のタマネギとクワイ

挿図 （ － （　《蔬菜静物》部分、
キュウリとトマト

九
二

い
）
（（
（

。
つ
ま
り
、
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
の
二
重
の
意
味
を
満
た
し
て
、
な
め
ら
か
な
表
面
を
指
向
す
る
。

　
　
（
（
）
モ
チ
ー
フ
の
選
択
と
デ
フ
ォ
ル
メ

　

静
物
画
で
小
出
が
描
く
画
題
は
、一
般
的
に
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
花
な
ど
の
場
合
も
あ
る
が
、

蔬
菜
を
組
み
合
わ
せ
た
作
品
も
多
い
。
前
掲
の
《
蔬
菜
静
物
》（
一
九
二
五
年
、
挿
図
（
）
を
例
に

と
る
。
こ
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
の
う
ち
、
瓜
、
ス
イ
カ
、
ピ
ー
マ
ン
、
ト
マ
ト
、
ナ
ス
、
マ
ス
カ
ッ



な
め
ら
か
な
表
面
の
た
め
に

��

　

こ
こ
で
は
、
絵
肌
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
と
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
の
二
つ
の
意
味
で
の
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
を

重
視
し
た
、
小
出
の
な
め
ら
か
な
表
面
へ
の
意
志
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
絵
画
表
面
の
描
画
材

の
使
い
方
を
報
告
す
る
。
こ
れ
は
、
油
彩
画
を
制
作
す
る
際
に
決
し
て
特
殊
な
こ
と
で
は
な
い
と

い
う
が
、
確
認
で
き
る
作
品
が
少
な
い
た
め
に
珍
し
い
と
も
言
え
る
事
例
で
あ
る
。

　

三
重
県
立
美
術
館
の
《
裸
女
立
像
》（
図
（
）
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
に
経
糸
が

二
二
本
、
緯
糸
が
二
五
本
の
平
織
り
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
、
油
彩
で
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
画
面

寸
法
は
五
三
・
〇
×
四
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
画
面
裏
の
書
き
込
み
か
ら
、
一
九
二
五
年
（
大

正
一
四
）
二
月
の
制
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
耳
の
部
分
は
切
り
放
し
、
釘
も

等
間
隔
に
打
た
れ
て
い
な
い
た
め
、小
出
の
手
で
カ
ン
ヴ
ァ
ス
が
張
ら
れ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。

ま
た
、
画
面
全
面
へ
の
ワ
ニ
ス
が
け
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
紫
外
線
蛍
光
撮
影
）
（（
（

（
図
（
︱

b
）
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
修
復
の
手
も
入
ら
ず
、
制
作
当
初
の
状
態
に
近
い
と
い
う

こ
と
だ
。
な
お
、
本
作
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
三
重
県
立
美
術
館
の
田
中
善
明
氏
の
全
面
的
か

つ
多
大
な
協
力
を
得
て
い
る
。
撮
影
は
田
中
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
作
は
正
面
か
ら
見
る
と
、
後
ろ
向
き
の
何
の
変
哲
も
な
い
裸
婦
像
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
の

作
品
に
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
ラ
ン
プ
四
灯
を
、
作
品
の
両
側
か
ら
画
面
に
対
し
て
ほ
ぼ
垂
直
に
二
灯

ず
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
度
ほ
ど
開
い
た
状
態
で
照
射
し
た
と
こ
ろ
、
反
射
す
る
部
分
が
確
認
で
き

た
（
図
（
︱
a
）。
こ
の
反
射
す
る
部
分
は
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
は
、
臑す
ね

の
外
側
に
あ
る
白
色
に

見
え
る
部
分
（
図
（
︱
c
）
か
ら
、
リ
ン
シ
ー
ド
や
ポ
ピ
ー
な
ど
の
乾
性
油
で
、
白
色
が
混
っ
た

絵
具
を
ご
く
薄
く
の
ば
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
田
中
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
）
（（
（

。

　

背
骨
の
窪
み
の
左
側
は
、
肩
か
ら
臀
部
、
脚
部
に
か
け
て
、
流
れ
る
よ
う
な
光
沢
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
は
正
像
の
画
像
と
比
較
す
る
と
、
反
射
す
る
部
分
が
裸
婦
の
肌
の
明
度
の
高
い

部
分
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
た
だ
、
背
中
の
左
側
の
中
央
部
分
に
は
光
沢
が
な
い
が
、
臀
部
に
は
光

沢
が
見
ら
れ
る
。
一
方
背
中
の
右
側
の
部
分
は
、
右
肩
か
ら
脇
腹
に
か
け
て
肌
の
色
が
暗
く
描
か

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
多
く
の
光
沢
が
あ
る
。
背
中
の
窪
み
の
右
横
の
最
も
明
る
い
部
分
に
は
、

光
沢
が
認
め
ら
れ
な
い
。
両
脚
に
は
ほ
ぼ
全
面
的
に
光
沢
が
施
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
光

沢
の
表
現
に
は
厳
密
な
法
則
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
ハ
イ
ラ
イ
ト
に
沿
っ
て
強
調

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
の
光
沢
は
、
小
出
の
筆
の
動
き
の
ま
ま
に
体
の
部
位
や
筋
肉
の
状
態
に

合
わ
せ
る
よ
う
に
、
感
覚
的
に
施
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
何
ら
か
の
色
を
置
く
よ
う
に
、

表
現
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
裸
婦
が
右
腕
を
置
く
椅
子
の
背
の
間
に
も
、
同
様
の
光
沢
を
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
裸
婦
の
体
を
描
い
た
筆
が
、
興
に
乗
っ
て
周
囲
に
も
及
ん
だ
も

の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
裸
婦
の
肌
の
上
に
肉
眼
で
は
わ
か
り
に
く
い
透
明
に
近
い
画

材
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
小
出
は
、
肌
の
材
質
、
肌
理
を
効
果
的
に
表
現
す
る

た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
描
法
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
裸
婦
の
肌
の
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
を
、
よ

り
肌
ら
し
く
見
せ
る
た
め
に
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
描
画
材
は
、
確
か
に
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
を

補
強
し
て
い
る
。
小
出
は
反
射
さ
せ
て
見
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
表
現
方
法
を
と
っ
て
、

な
め
ら
か
な
肌
を
描
き
出
し
た
の
だ
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
絵
画
表
面
の
描
画
材
の
使
い
方
は
、
他
に
例
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

ポ
ー
ラ
美
術
館
蔵
の
《
静
物
》（
一
九
二
四
年
、
挿
図
（（
）
は
、
全
面
に
ワ
ニ
ス
が
塗
ら
れ
て
い

る
も
の
の
、
ワ
ニ
ス
の
層
の
下
に
、
描
画
す
る
よ
う
に
透
明
な
画
材
が
塗
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
）
（（
（

。
こ
れ
は
同
館
の
内
呂
博
之
氏
の
ご
指
摘
に
よ
る
。
こ
の
作
品
は
、
モ
チ
ー
フ
を
塗
り
残

し
て
描
画
材
が
使
わ
れ
て
い
る
例
だ
。

　

モ
チ
ー
フ
で
は
な
く
背
景
と
卓
上
に
、
区
別
無
く
描
画
材
を
含
ん
だ
筆
を
走
ら
せ
た
こ
の
《
静

物
》
は
、
三
重
県
立
美
術
館
の
《
裸
女
立
像
》
よ
り
さ
ら
に
効
果
が
わ
か
り
に
く
い
。
修
復
家
に

よ
る
と
、
油
絵
具
の
つ
や
や
か
さ
が
衰
え
る
の
を
抑
え
る
た
め
に
、
ワ
ニ
ス
が
黄
変
し
て
も
わ
か

挿図 （（　小出楢重《静物》（（（（ 年、油彩・カンヴァス、
（（.（ × （（.（ cm、ポーラ美術館蔵
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り
に
く
い
濃
い
色
の
上
に
、
ワ
ニ
ス
を
使
う
こ
と
は
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
部
分
的
で
か
つ

一
定
の
面
で
は
な
い
部
分
に
、
モ
チ
ー
フ
を
塗
り
残
し
て
、
モ
チ
ー
フ
を
図
と
す
れ
ば
地
の
部
分

の
み
に
描
画
材
を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
テ
ー
ブ
ル
は
濃
い
色
で
あ
る
が
、
背
景
は
濃
い
色
と

は
言
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
描
画
材
は
、
広
い
面
を
意
識
し
て
一
定
方
向
に
塗
ら
れ
て
い
る
と
い

う
の
で
は
な
く
、
細
め
の
筆
を
使
っ
て
ま
さ
に
描
画
さ
れ
て
い
る
。
筆
の
向
き
も
様
々
だ
。
こ
れ

も
、
絵
具
の
よ
う
に
、
透
明
に
近
い
描
画
材
を
、
表
現
と
し
て
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

小
出
の
ほ
か
に
表
面
の
効
果
を
狙
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
近
年
の
佐
伯
祐
三
展
で
、
佐
伯
作
品

の
絵
具
の
油
性
分
に
よ
る
光
沢
に
関
し
て
の
言
及
）
（（
（

が
あ
る
。
藤
田
嗣
治
に
つ
い
て
は
、小
出
の《
裸

女
立
像
》
に
見
ら
れ
る
描
画
材
の
用
法
と
は
若
干
違
う
も
の
の
、
モ
チ
ー
フ
毎
の
塗
り
分
け
に
つ

い
て
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
）
（（
（

、
実
際
に
確
認
も
で
き
る
も
の
だ
。

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
画
面
全
体
に
ワ
ニ
ス
が
か
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
大
前
提
で
、
調
査

は
非
常
に
困
難
な
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
作
例
は
、
画
家
が
モ
チ
ー
フ
の
材
質
マ
テ
リ

ア
ル
を
表
現
す
る
た
め
に
、
画
材
の
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
を
使
っ
て
行
っ
た
技
法
的
な
工
夫
で
あ
る

こ
と
は
、
疑
い
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
非
常
に
控
え
め
に
表
現
さ
れ
た
の
だ
。
し

か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
効
果
は
あ
っ
た
は
ず
で
、
小
出
に
関
し
て
言
え
ば
、
画
面
づ
く
り
の
狙
い

は
、
モ
チ
ー
フ
の
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
を
絵
具
の
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
で
補
強
し
、
材
質
＝
質
感
＝
を

な
め
ら
か
に
見
せ
る
こ
と
で
、
絵
肌
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
も
な
め
ら
か
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で

は
な
か
っ
た
か
。

　

な
お
、小
出
の
こ
の
技
法
は
、同
時
代
に
書
か
れ
た
石
井
柏
亭
・
西
村
貞
共
著
『
画
の
科
学
』（
中

央
美
術
社
、
一
九
二
五
年
）
の
、
技
法
の
章
透
明
画
の
節
、〝
艶グ
レ
ー
ズ

塗
り
及
び゙
ワ
ニ
ス
塗
り
〟
の
項
目

に
近
い
も
の
も
あ
る
。
艶
塗
り
に
は
「
グ
レ
ー
ズ
」
と
ル
ビ
が
ふ
っ
て
あ
る
。
グ
レ
ー
ズ
と
は
本

来
は
、
下
層
の
色
を
透
か
せ
て
み
せ
る
油
絵
具
の
透
明
性
を
生
か
し
た
技
法
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
以
下
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

艶
塗
り
は
、
仕
上
げ
の
変
化
を
つ
け
る
に
頗
る
有
効
で
あ
る
。
そ
の
特
別
な
魅
力
を
示
す
こ

の
艶マ

マ塗
な
し
に
は
、
油
絵
は
、
そ
の
最
も
貴
い
特
質
の
一
つ
を
失
ふ
わ
け
で
あ
る
）
（（
（

。

　

仕
上
げ
の
変
化
の
た
め
の
技
法
で
は
な
い
グ
レ
ー
ズ
が
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の

だ
。
石
井
は
二
科
会
で
小
出
と
は
面
識
が
あ
り
、
パ
リ
に
発
つ
小
出
を
見
送
っ
て
も
い
る
の
で
、

一
九
二
五
年
出
版
の
こ
の
本
を
小
出
が
手
に
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に　

何
の
た
め
の
な
め
ら
か
な
表
面
か

　

こ
こ
ま
で
、
小
出
の
個
別
な
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
き
た
ハ
イ
ラ
イ
ト
や
デ

フ
ォ
ル
メ
が
、
な
め
ら
か
に
見
え
る
よ
う
に
小
出
に
よ
っ
て
総
合
的
に
意
図
さ
れ
た
も
の
な
の
で

は
な
い
の
か
、
と
い
う
点
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
際
に
三
重
県
立
美
術
館
蔵
《
裸
女
立
像
》
を

例
に
、
人
体
の
表
面
に
目
に
見
え
る
か
見
え
な
い
か
と
い
う
透
明
に
近
い
描
画
材
を
使
い
、
肌
の

材
質
マ
テ
リ
ア
ル
）
（（
（

を
効
果
的
に
見
せ
る
工
夫
も
見
て
き
た
。
小
出
は
、
自
ら
の
描
法
を
総
動
員
し

て
、
絵
肌
を
フ
ラ
ッ
ト
に
保
ち
、
な
め
ら
か
に
見
え
る
よ
う
な
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
を
演
出
し
た
。

　

小
出
は
、
ガ
ラ
ス
絵
の
制
作
で
も
知
ら
れ
る
。
ガ
ラ
ス
絵
（
挿
図
（（
）
は
、
ガ
ラ
ス
の
裏
側
か

ら
油
彩
画
と
は
逆
の
手
順
で
絵
具
を
置
い
て
い
く
も
の
だ
。
最
初
の
線
や
色
は
、
地
の
層
と
な
ら

ず
に
、
ガ
ラ
ス
の
一
番
手
前
に
来
る
。
描
き
直
し
や
塗
り
直
し
は
効
か
な
い
。
ガ
ラ
ス
絵
の
表
面

は
、
ま
さ
に
ガ
ラ
ス
と
い
う
平
ら
か
な
透
明
の
物
質
）
（（
（

で
あ
る
。
そ
の
ガ
ラ
ス
表
面
に
は
、
絵
具
は

材
質
マ
テ
リ
ア
ル
の
痕
跡
を
残
せ
な
い
。

　

こ
の
方
向
性
は
、
油
彩
画
制
作
の
方
向
性
と
合
致
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
な
め
ら
か
な
表
面
を
求
め
た
理
由
は
何
で
あ
る
の
か
。
小
出
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　

私
は
、
こ
ゝ
に
西
洋
絵
画
史
を
述
べ
る
暇
と
用
意
を
持
た
な
い
が
、
と
も
角
も
、
私
は
油

絵
具
と
云
ふ
材
料
と
そ
の
形
式
で
以
て
す
る
芸
術
の
限
界
に
於
て
は
、
再
び
、
レ
オ
ナ
ル
ド

や
、
ル
ー
ベ
ン
ス
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
、
ド
ラ
ク
ロ
ア
、
ヴ
ェ
ラ
ス
ケ
ス
、
ゴ
ヤ
等
の
仕
事
に

比
す
べ
き
位
ひ
の
、
材
料
と
人
間
の
生
活
と
、
技
法
と
画
家
の
心
と
が
無
理
も
な
く
完
全
に

結
び
付
き
、
壮
大
な
も
の
を
生
む
べ
き
時
代
は
お
そ
ら
く
来
ま
い
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。

　

あ
の
重
た
く
、
厚
く
、
深
く
、
大
き
く
、
堅
固
で
悠
長
で
壮
大
で
、
真
実
で
、
華
麗
で
、

油
絵
の
組
織
の
完
備
す
る
点
で
、又
油
絵
具
の
性
状
が
完
全
に
生
か
さ
れ
て
ゐ
る
点
に
於
て
、

私
は
油
絵
具
の
な
さ
る
べ
き
、
頂
点
の
仕
事
が
已
で
に
そ
の
時
代
に
於
て
為
し
尽
さ
れ
て
ゐ

る
様
に
思
へ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
）
（（
（

。

九
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な
め
ら
か
な
表
面
の
た
め
に

��

　

小
出
は
モ
チ
ー
フ
の
材
質
マ
テ
リ
ア
ル
を
十
分
に
表
現
し
な
が
ら
、
絵
肌
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
は
平

ら
か
で
あ
る
と
い
う
あ
り
方
を
目
指
し
た
。
そ
れ
は
、
短
い
滞
欧
経
験
の
中
で
小
出
が
そ
う
あ
り

た
い
と
考
え
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
油
彩
の
伝
統
だ
っ
た
。
小
出
に
と
っ
て
絵
画
の
表
面
と
は
、
小
出

自
身
が
「
油
絵
具
の
な
さ
る
べ
き
頂
点
」
と
呼
ん
だ
油
彩
画
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
場
所
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
全
力
を
傾
注
さ
せ
た
場
所
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
ま
た
、
す
で
に
写
真
や
フ
ィ
ル
ム
が
登
場
し
、
小
出
自
身
も
そ
れ
を
扱
っ
て
い
た
）
（（
（

時
代

に
あ
っ
て
、
小
出
は
絵
画
の
現
代
的
な
方
向
性
を
も
探
り
、
試
み
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
絵
画

は
、
印
象
派
に
よ
っ
て
三
次
元
の
も
の
を
二
次
元
平
面
の
中
に
収
め
る
と
い
う
絵
画
の
制
度
を
超

え
て
い
た
が
、
そ
れ
は
絵
画
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
彫
刻
に
も
同
様
の
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を

打
破
す
る
も
の
と
し
て
の
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
の
存
在
）
（（
（

が
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
反
動
と
し
て
な
め
ら
か

な
表
面
を
指
向
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
膜
面
と
し
て
存
在
す
る
写
真
や
画
像
と
、
ガ
ラ
ス
質）

（（
（

の
存
在
、
金
属
特
有
の
輝
き
や
反
射
を
持
つ
機
械
の
出
現
、
浸
透
と
い
う
問
題
の
、
そ
の
は
ざ
ま

に
小
出
作
品
は
位
置
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
だ
け
を
提
示
し
て
、
次
の
課
題
と

し
た
い
。

註（
（
）　

安
井
曾
太
郎
「
専
問マ
マ

洋
画
家
小
出
君
」『
ア
ト
リ
ヱ
』
八
巻
四
号
、
一
九
三
一
年
四
月
、
七
四
頁
。

（
（
）　

一
九
四
一
年
五
月
一
日
︱
四
日
、
兜
屋
主
催
、
上
野
松
坂
屋
六
階
開
催
。

（
（
）　

二
〇
〇
〇
年
七
月
一
五
日
︱
九
月
一
七
日
、
名
古
屋
市
美
術
館
。
そ
の
後
京
都
国
立
近
代
美
術

館
、
翌
年
に
そ
ご
う
美
術
館
に
巡
回
。

（
（
）　
『
油
絵
新
技
法
』
ア
ト
リ
ヱ
社
、
一
九
三
〇
年
、
五
二
︱
五
三
頁
。

（
（
）　
「
下
手
も
の
漫
談
」『
め
で
た
き
風
景
』
創
元
社
、
一
九
三
〇
年
、
二
二
三
頁
。

（
（
）　

熊
田
司
「
小
出
楢
重
の
芸
術
︱
豊
饒
の
培
地
に
咲
く
花
、
い
ろ
い
ろ
︱
」、
二
五
七
頁
。

（
（
）　

第
五
六
回
美
術
史
学
会
全
国
大
会
（
於
関
西
学
院
大
学
）
で
の
、
廣
瀬
就
久
氏
の
発
表
に
よ
る
。

（
（
）　
「
小
出
君
『
自
画
像
』
の
三
本
筋
」『
み
づ
ゑ
』
三
一
四
号
、
一
九
三
一
年
四
月
、
一
五
頁
。

（
（
）　
「
小
出
楢
重
の
仮
面
」『
み
づ
ゑ
』
五
一
一
号
、
一
九
四
八
年
五
月
、
二
四
頁
。

（
（0
）　
「
第
四
章　

明
治
時
代
の
油
絵
技
法
を
探
る
」
の
う
ち
、「
黒
田
清
輝
は
材
料
・
技
法
を
ど
う
教

え
た
の
か
」、
一
四
七
頁
︱
一
五
一
頁
。

（
（（
）　
『
中
央
美
術
』
一
一
巻
九
号
、
一
九
二
五
年
九
月
、
八
八
頁
︱
一
〇
八
頁
。

（
（（
）　

山
崎
隆
夫
「
小
出
楢
重
の
思
い
出
」『
美
術
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
復
刊
四
号
、
一
九
七
三
年
二
月
、

三
四
頁
。

（
（（
）　

田
中
善
明
氏
（
三
重
県
立
美
術
館
）
の
ご
意
見
に
よ
る
。

（
（（
）　

西
洋
美
術
で
は
、
平
滑
な
表
面
と
は
ま
さ
に
筆
あ
と
一
つ
残
ら
な
い
平
滑
な
も
の
を
指
す
。
こ

こ
で
は
平
滑
な
画
面
と
は
言
わ
ず
に
、
な
め
ら
か
に
見
え
る
よ
う
な
表
面
と
い
う
意
味
で
、
こ
の

言
葉
を
使
う
。

（
（（
）　

下
関
市
立
美
術
館
蔵
の
《
壺
》
に
は
、
裏
面
に
以
下
の
よ
う
な
書
き
込
み
が
あ
る
。「
壺　

千

九
百
十
六
年
／
四
月
廿
八
日　

描
上
／
岸
田
劉
生
／
実
在
の
神
秘
を
探
り
こ
ゝ
に
表
（
は
）
／
そ

う
と
し
た
が
自
ら
の
感
じ
た
の
よ
り
も
／
ず
つ
と
力
弱
き
も
の
と
な
つ
た
驚
く
可
き
／
は
実
在
の

力
（
で
あ
る
）
自
分
は
猶
こ
れ
／
を
探
り
進
め
た
い
／
四
月
廿
八
日　

劉
生
」（　

）
内
は
推
定
、

O
（
岡
本
正
康
）
氏
に
よ
る
「
表
紙
の
作
品　

岸
田
劉
生
《
壺
》」（『
潮
流
』（
下
関
市
立
美
術
館

ニ
ュ
ー
ス
）
六
九
号
、
二
〇
〇
二
年
一
月
、
八
頁
）
に
従
っ
た
。

 

　
《
壺
の
上
に
林
檎
が
載
っ
て
在
る
》
の
裏
面
に
つ
い
て
は
、『
岸
田
劉
生
画
集
』（
岩
波
書
店
、

一
九
八
〇
年
、
七
一
頁
）
を
参
照
。

（
（（
）　
『
油
絵
新
技
法
講
座
』
八
巻
、
ア
ト
リ
ヱ
社
、
一
九
三
二
年
、
一
一
九
頁
。
続
け
て
「
そ
れ
は

単
に
辞マ

マ句
の
意
義
を
知
識
と
し
て
理
解
す
る
為
で
な
く
、
む
し
ろ
洋
画
研
究
そ
の
も
の
を
、
用
語

を
通
し
て
行
ふ
と
い
ふ
意
味
に
本
篇
の
意
義
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
頂
き
た
い
」
と
あ
る
。

（
（（
）　

註
（（
の
前
掲
書
、
三
六
頁
。

（
（（
）　

盛
り
上
げ
の
項
目
は
以
下
の
通
り
（
註
（（
の
前
掲
書
、
三
八
頁
）。

 

　
　

イ
マ
　
　
マ

ム
パ
ス
ト　

Im
pasto

（
英
）
盛
り
上
げ
法
。

油
絵
の
描
き
方
は
上
へ
上
へ
と
重
ね
て
描
く
か
ら
、
何
れ
の
部
分
も
自
然
肉
が
つ
い
て
盛
り
上

が
つ
て
来
る
。
又
余
り
に
薄
い
塗
り
方
を
す
れ
ば
、
時
を
経
る
に
従
ひ
色
の
力
を
減
殺
さ
れ
て

来
る
か
ら
比
較
的
厚
く
、
そ
う
し
て
画
面
一
様
に
塗
る
事
が
望
ま
し
い
。
然
し
盛イ
ン
パ
ス
ト

り
上
げ
と
は

此
の
場
合
の
意
味
で
は
な
い
。
イ
ン
パ
ス
ト
は
特
に
或
る
部
分
ハ
イ
・
ラ
イ
ト
の
箇
所
等
に
行

は
れ
る
技
法
で
あ
る
。
ハ
イ
・
ラ
イ
ト
の
部
分
に
厚
く
絵
具
が
置
か
れ
る
場
合
等
に
は
色
と
し

て
の
明
度
が
強
調
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
盛
り
上
が
つ
た
絵
具
に
当
た
る
光
線
の
反
射
が
更
に

そ
の
効
果
を
助
け
る
結
果
に
な
る
。
つ
ま
り
色
彩
的
効
果
と
物
理
的
効
果
の
併
用
で
あ
る
。

（
（（
）　
『
正
則
洋
画
講
義
』
に
は
発
行
年
の
記
載
が
な
い
。
し
か
し
同
書
を
刊
行
し
た
日
本
美
術
学
院

が
発
行
す
る
『
中
央
美
術
』
の
宣
伝
広
告
か
ら
推
測
す
る
と
、『
中
央
美
術
』
が
創
刊
さ
れ
た
一

九
一
五
年
（
大
正
四
）
に
は
、
第
六
回
新
学
期
開
始
、
と
あ
る
の
で
、
一
九
一
五
年
の
時
点
で
は

す
で
に
『
正
則
洋
画
講
義
』
は
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
や
は
り
同
誌
の
広
告
か

ら
一
九
一
六
年
（
大
正
五
）
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
（0
）　
『
正
則
洋
画
講
義
』
日
本
美
術
学
院
、
三
一
頁
。

（
（（
）　
『
正
則
洋
画
講
義
』
三
号
、
日
本
美
術
学
院
、
七
一
頁
。

九
五



美　

術　

研　

究　
　

三　

九　

五　

号

��

（
（（
）　

佐
藤
直
樹
「
岸
田
劉
生
に
お
け
る
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
受
容
︱
複
製
画
を
通
し
て
見
た
西
洋
古
典
絵

画
」（『
交
差
す
る
ま
な
ざ
し　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
近
代
日
本
の
美
術
』
展
カ
タ
ロ
グ
、
一
九
九
六
年

七
月
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
）
に
、
岸
田
が
デ
ュ
ー
ラ
ー
を
受
容
す
る
際
、
瞳
に
映
る
窓
の
描

き
方
を
学
習
し
た
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
現
出
さ
せ
る
装
置
と
し
て
、
瞳

に
映
る
窓
を
作
品
に
導
入
し
た
例
は
、
一
九
一
六
年
（
大
正
五
）
の
《
古
屋
君
の
肖
像
》
ま
で
は

な
い
と
い
う
。
岸
田
が
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
た
め
に
瞳
に
窓
を
写
し
込
ま
せ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

小
出
は
瞳
に
描
い
て
は
い
な
い
が
、
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
た
め
で
は
な
く
、
窓
を
映
し
た
場
所
が

窓
を
映
す
ほ
ど
な
め
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
、
映
り
込
ん
だ
窓
を
描
い
た
と
考
え

る
。

（
（（
）　

わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
緑
色
に
カ
ラ
ー
調
整
を
施
し
て
あ
る
。

（
（（
）　

そ
も
そ
も
作
品
の
状
態
が
極
め
て
良
い
こ
と
は
、
以
前
よ
り
田
中
氏
か
ら
伺
っ
て
い
た
た
め
、

小
出
の
作
画
へ
の
関
心
が
な
に
が
し
か
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
、
本
作
調
査

の
動
機
で
あ
っ
た
。

 

　

田
中
氏
の
所
見
は
以
下
の
通
り
。「
小
出
作
品
に
は
艶
の
あ
る
と
こ
ろ
と
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る

が
、
そ
れ
ら
は
モ
チ
ー
フ
と
関
連
し
て
効
果
的
に
調
整
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
艶
は
乾
性
油
に
よ
る

グ
レ
ー
ジ
ン
グ
で
あ
り
、
小
出
は
透
明
色
に
限
ら
ず
、
白
色
を
混
ぜ
た
絵
具
を
乾
性
油
で
薄
く
の

ば
し
て
仕
上
げ
に
使
用
し
て
い
る
。
深
み
と
豊
か
さ
の
あ
る
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
は
、
細
め
の
カ
ン
ヴ

ァ
ス
と
ご
く
薄
い
地
塗
り
層
が
あ
っ
て
こ
そ
可
能
で
、
そ
こ
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
グ
レ
ー
ジ
ン
グ
が

施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。」

（
（（
）　

全
面
に
ワ
ニ
ス
が
か
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
下
層
の
効
果
を
全
く
確
認
で
き
な
い
作
品
も
当
然

あ
っ
た
。
東
京
国
立
近
代
美
術
館
蔵
《
静
物
》（
一
九
二
五
年
）
は
、
測
光
を
あ
て
る
と
ス
イ
カ

の
皮
と
実
の
部
分
が
若
干
違
う
光
り
方
を
し
た
が
、
溶
き
油
の
違
い
も
含
め
て
、
こ
こ
で
は
扱
わ

な
い
。

（
（（
）　

田
中
善
明
「
技
法
か
ら
見
る
佐
伯
祐
三
の
油
絵
」『
没
後
八
〇
年
佐
伯
祐
三
展
』
カ
タ
ロ
グ
、

二
〇
〇
八
年
三
月
、
笠
間
日
動
美
術
館
、
そ
ご
う
美
術
館
、
三
重
県
立
美
術
館
。
こ
こ
で
は
、
修

復
の
手
の
入
っ
て
い
な
い
佐
伯
作
品
は
少
な
い
と
い
い
、そ
れ
ら
に
は
「（
前
略
）
ワ
ニ
ス
が
な
く
、

絵
具
の
油
性
分
に
よ
る
光
沢
が
部
分
的
に
認
め
ら
れ
る
だ
け
」
と
言
う
。
田
中
氏
は
「
も
っ
と
深

読
み
す
れ
ば
、
光
沢
の
ち
が
い
に
よ
る
階
調
も
佐
伯
の
意
図
し
た
絵
の
深
み
の
一
部
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
も
考
え
て
み
た
く
な
る
」（
一
一
七
頁
）
と
言
う
。

（
（（
）　

第
五
九
回
美
術
史
学
会
全
国
大
会
（
於
名
古
屋
大
学
）
で
、
林
洋
子
氏
の
発
表
の
質
疑
応
答
で

触
れ
ら
れ
た
こ
と
と
、
そ
の
後
林
氏
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
部
分
と
が
あ
り
、
筆
者
も
二
〇
〇
六

年
の
藤
田
嗣
治
展
会
場
で
部
分
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
フ
ラ
ン
ス
・
エ
ソ
ン
ヌ
県
議
会

が
所
蔵
す
る
《
ラ
イ
オ
ン
の
い
る
構
図
》（
一
九
二
八
年
）
で
は
、
見
事
に
人
体
の
部
分
に
光
沢

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
髪
に
施
さ
れ
ず
肌
だ
け
に
施
さ
れ
た
画
材
は
、
き
ら
き
ら
と
光

り
、
何
か
が
塗
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ォ
ー
ル
美
術
館
所
蔵
の
《
裸

婦
》（
一
九
二
三
年
）
の
背
景
部
分
で
も
、
部
分
的
に
光
沢
の
効
果
が
施
さ
れ
て
い
る
。
背
景
の

ジ
ュ
イ
布
の
赤
い
地
の
部
分
に
比
べ
て
、
白
い
柄
だ
け
が
光
沢
を
帯
び
、
地
と
柄
と
で
使
わ
れ
て

い
る
溶
き
油
か
混
ぜ
ら
れ
て
い
る
顔
料
が
違
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
藤
田
が
タ
ル
ク
と
い
う
白

い
顔
料
を
わ
ず
か
に
混
ぜ
た
も
の
を
表
面
に
使
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
小
谷
野
匡
子
氏
に
よ
っ

て
『
芸
術
新
潮
』（
五
七
巻
四
号
、
二
〇
〇
六
年
四
月
）
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
渡
辺

郁
夫
氏
に
よ
る
と
、
タ
ル
ク
と
い
う
顔
料
を
ど
の
程
度
混
ぜ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
紗
が
か
か
っ
た

よ
う
に
も
な
り
、
一
方
で
は
微
量
な
タ
ル
ク
で
あ
れ
ば
油
分
の
性
質
が
勝
る
と
い
う
。

 

　

な
お
、林
氏
の
近
著
『
藤
田
嗣
治　

作
品
を
ひ
ら
く
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、二
〇
〇
八
年
五
月
）

は
、
こ
れ
ら
の
成
果
も
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
で
、
示
唆
に
富
む
。

（
（（
）　

一
四
九
頁
。

（
（（
）　

一
般
的
に
は
肌
の
質
感
の
こ
と
。

（
（0
）　
「
下
手
も
の
漫
談
」（『
め
で
た
き
風
景
』
創
元
社
、
一
九
三
〇
年
、
二
二
二
頁
）
で
、
小
出
は

以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
小
出
の
透
明
な
物
質
や
光
沢
へ
の
強
い
嗜
好
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

蜻
蛉
の
羽
根
と
胴
体
を
形
づ
く
る
処
の
セ
ル
ロ
イ
ド
風
の
物
質
は
、
セ
ル
ロ
イ
ド
よ
り
も
味

が
デ
リ
ケ
ー
ト
に
色
彩
と
光
沢
は
七
宝
細
工
の
如
く
美
し
い
。
あ
の
紅
色
の
羽
根
が
青
空
に
透

け
る
時
、
子
供
の
私
の
心
は
う
れ
し
さ
に
飛
び
上
つ
た
。
そ
し
て
あ
の
胴
体
の
草
色
と
青
色
の

エ
ナ
メ
ル
風
の
色
沢
は
、
油
絵
の
色
沢
で
あ
り
、
ガ
ラ
ス
絵
で
あ
り
、
ミ
ニ
ア
チ
ユ
ー
ル
の
価

値
で
も
あ
つ
た
。

（
（（
）　
『
油
絵
新
技
法
』
ア
ト
リ
ヱ
社
、
一
九
三
〇
年
、
三
六
頁
。

（
（（
）　

小
出
は
、
ベ
ル
リ
ン
で
写
真
機
を
購
入
し
、「
レ
ン
ズ
が
ス
テ
キ
に
い
ゝ
」
と
妻
へ
の
手
紙
で

書
い
て
い
る
（「
欧
洲
か
ら
の
手
紙
︱
愛
妻
重
子
へ
あ
て
ゝ
︱
」（
一
九
二
一
年
一
一
月
一
四
日
付
）

『
大
切
な
雰
囲
気
』
昭
森
社
、
一
九
三
六
年
、
一
七
三
頁
）。
ま
た
映
画
へ
の
興
味
も
深
く
、
自
身

で
も
一
六
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
を
撮
影
・
編
集
し
て
い
る
。『
小
出
楢
重
画
集
』（
東
方
出
版
、
二
〇
〇

二
年
）
の
河
﨑
晃
一
「
映
画
」（
周
辺
用
語
解
説
、
三
三
四
頁
）
を
参
照
。

（
（（
）　

高
橋
幸
次
「
表
面
と
内
的
生
命
︱
日
本
近
代
彫
刻
に
お
け
る
ロ
ダ
ニ
ズ
ム
の
暗
部
」『
交
差
す

る
ま
な
ざ
し　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
近
代
日
本
の
美
術
』
展
カ
タ
ロ
グ
、
一
九
九
六
年
七
月
、
東
京
国

立
近
代
美
術
館
、
一
七
二
︱
一
七
六
頁
。

（
（（
）　

森
仁
史
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
と
、
工
芸
の
分
野
で
は
ガ
ラ
ス
と
い
う
素
材
と
共
に
、
陶
磁
器
に

お
け
る
釉
下
彩
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
ガ
ラ
ス
質
の
存
在
が
あ
る
（
ガ
ラ
ス
質
に
関
し
て
は
註
（（
の

前
掲
書
に
も
若
干
の
言
及
が
あ
る
）。
ガ
ラ
ス
質
は
表
面
の
質
感
の
獲
得
を
指
向
し
、
杉
江
重
誠

九
六



な
め
ら
か
な
表
面
の
た
め
に

��

は
『
ガ
ラ
ス
』（
共
立
社
書
店
、
一
九
三
三
年
、
二
一
一
頁
）
で
、
ガ
ラ
ス
は
表
裏
両
面
の
綜
合

形
態
美
で
あ
る
と
言
う
。

謝
辞

　

本
稿
は
鹿
島
美
術
財
団
に
よ
る
二
〇
〇
四
年
度
の
研
究
助
成
の
成
果
の
一
部
で
す
。

　

本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
田
中
善
明
氏
（
三
重
県
立
美
術
館
）
の
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
、

内
呂
博
之
氏
（
ポ
ー
ラ
美
術
館
）、
大
谷
省
吾
氏
（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
）、
岡
本
正
康
氏
（
下
関
市
立

美
術
館
）、加
藤
瑞
穂
氏（
芦
屋
市
立
美
術
博
物
館
）、河
﨑
晃
一
氏（
兵
庫
県
立
美
術
館
）、鈴
木
廣
之
氏（
東

京
学
芸
大
学
）、
鳥
海
秀
実
氏
（
株
式
会
社
プ
リ
ザ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
・
ジ
ャ
パ
ン
）、
林

洋
子
氏
（
京
都
造
形
芸
術
大
学
）、
森
仁
史
氏
（
松
戸
市
美
術
館
準
備
室
）、
山
野
英
嗣
氏
（
京
都
国
立
近

代
美
術
館
）、
渡
辺
郁
夫
氏
（
修
復
研
究
所
（（
）、
そ
の
ほ
か
作
品
を
ご
所
蔵
の
方
々
に
ご
高
配
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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一

小
出
楢
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裸
女
立
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大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
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（
原
色
刷
）

二
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） 

同　
　
　
　

同　
　
　
　

光
源
を
真
横
近
く
に
置
い
て
撮
っ
た
画
像
（
原
色
刷
）

　
（
b
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同　
　
　
　

同　
　
　
　

紫
外
線
蛍
光
画
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色
刷
）

　
（
c
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同　
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部
分　
（
原
色
刷
）

　
　
　
油
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画
布　

竪
五
三
・
〇
cm　

横
四
五
・
五
cm　
　
　
　
　
　
　

三
重
県
立
美
術
館
蔵

　
　
　
一
︱
二　

小
林
未
央
子
「
な
め
ら
か
な
表
面
の
た
め
に
︱
︱
小
出
楢
重
再
考
︱
︱
」
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田
中
善
明
撮
影
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