
一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
近
代
日
本
の
「
文
学
」
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に

「
絵
画
」
が
か
か
わ
る
か
に
つ
い
て
、
絵
を
語
る
作
家
た
ち

を
通
し
て
、
絵
画
と
文
学
の
あ
い
だ
を
考
察
す
る
こ
と
を
目

指
す
。
二
節
で
は
、
「
文
学
」
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
「
絵
画
」

を
、
実
際
の
絵
画
作
品
と
比
べ
な
が
ら
見
て
い
く
。
三
節
は
、

作
家
た
ち
も
頻
繁
に
訪
れ
て
い
た
展
覧
会
事
情
に
つ
い
て
、

特
に
夏
目
漱
石
の
動
き
を
彼
の
書
簡
か
ら
示
す
。
さ
ら
に
四

節
で
は
、
作
家
に
よ
る
絵
画
批
評
を
あ
げ
て
、
近
代
の
絵
画
、

お
よ
び
芸
術
観
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
五
節
は
ま
と
め

で
あ
る
。

二　

「
文
学
」
作
品
内
で
描
か
れ
る
「
絵
画
」

二
・
一　

作
品
内
に
登
場
す
る
絵
画

　

文
学
作
品
の
中
に
現
れ
る
絵
画
に
は
、
た
と
え
ば
（
１
）

の
よ
う
に
、
登
場
す
る
絵
に
対
す
る
想
像
は
掻
き
立
て
ら
れ

る
も
の
の
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
絵
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
の
か
、
特
定
す
る
の
が
難
し
い
も
の
が
あ
る
。

（
１
）
堀
辰
雄
「
窓
」
『
文
學
時
代　

第
二
巻
第
十
号
』
昭

和
五
（
一
九
三
〇
）
年

　

私
の
用
件
と
い
う
の
は
、―

―

近
、
私
の
恩
師
で
あ

る
Ａ
氏
の
遺
作
展
覧
会
が
催
さ
れ
る
の
で
、
夫
人
の
所
有
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絵
を
語
る
作
家
た
ち

│
近
代
日
本
に
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け
る
絵
画
と
文
学
の
あ
い
だ

│
藤
本
真
理
子

西
嶋　

亜
美



に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
氏
の
晩
年
の
作
品
の
一
つ
を
是
非

と
も
出
品
し
て
貰
お
う
が
た
め
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
作
品
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
氏
の
個
人
展
覧
会
に

は
じ
め
て
発
表
さ
れ
た
時
は
、
私
も
そ
れ
を
一
度
見
る
こ

と
を
得
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
難
解
な
も
の
の
多
い

晩
年
の
作
品
の
中
で
も
こ
と
に
難
解
な
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
「
窓
」
と
い
う
ご
く
簡
単
な
表
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

氏
独
特
の
線
と
色
彩
と
に
よ
る
異
常
な
メ
タ
フ
ォ
ル
の
た

め
に
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
あ
る
対
象
の
ほ
と
ん
ど
何
物
を

も
見
分
け
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
作
品
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
こ
の
後
、
三
節
に
て
そ
の
書
簡
を
見
る
夏
目
漱
石

の
作
品
か
ら
あ
げ
た
（
２
）
～
（
４
）
で
は
、
描
か
れ
た
内

容
か
ら
絵
画
作
品
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
在
す
る

絵
画
に
つ
い
て
述
べ
た
（
２
）
～
（
４
）
ま
で
を
あ
げ
た
後
、

そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
絵
画
を
提
示
す
る
。

（
２
）
夏
目
漱
石
『
草
枕
』
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年

　

横
を
向
く
。
床
に
か
か
っ
て
い
る
若
冲
の
鶴
の
図
が
目

に
つ
く
。
こ
れ
は
商
売
柄
だ
け
に
、
部
屋
に
這
入
っ
た
時
、

す
で
に
逸
品
と
認
め
た
。
若
冲
の
図
は
大
抵
精
緻
な
彩
色

も
の
が
多
い
が
、
こ
の
鶴
は
世
間
に
気
兼
な
し
の
一
筆
が

き
で
、
一
本
足
で
す
ら
り
と
立
っ
た
上
に
、
卵
形
の
胴
が

ふ
わ
っ
と
乗
か
っ
て
い
る
様
子
は
、
は
な
は
だ
吾
意
を
得

て
、
飄
逸
の
趣
は
、
長
い
嘴
の
さ
き
ま
で
籠
っ
て
い
る
。

（
３
）
夏
目
漱
石
『
草
枕
』
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年

　

余
は
ま
た
写
生
帖
を
あ
け
る
。
こ
の
景
色
は
画
に
も
な

る
、
詩
に
も
な
る
。
心
の
う
ち
に
花
嫁
の
姿
を
浮
べ
て
、

当
時
の
様
を
想
像
し
て
見
て
し
た
り
顔
に
、

　
　

花
の
頃
を
越
え
て
か
し
こ
し
馬
に
嫁

　

と
書
き
つ
け
る
。
不
思
議
な
事
に
は
衣
装
も
髪
も
馬
も

桜
も
は
っ
き
り
と
目
に
映
じ
た
が
、
花
嫁
の
顔
だ
け
は
、

ど
う
し
て
も
思
い
つ
け
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
あ
の
顔
か
、

こ
の
顔
か
、
と
思
案
し
て
い
る
う
ち
に
、
ミ
レ
ー
の
か
い

た
、
オ
フ
ェ
リ
ヤ
の
面
影
が
忽
然
と
出
て
来
て
、
高
島
田

の
下
へ
す
ぽ
り
と
は
ま
っ
た
。
こ
れ
は
駄
目
だ
と
、
せ
っ

か
く
の
図
面
を
早
速
取
り
崩
す
。
衣
装
も
髪
も
馬
も
桜
も

一
瞬
間
に
心
の
道
具
立
か
ら
奇
麗
に
立
ち
退
い
た
が
、
オ

フ
ェ
リ
ヤ
の
合
掌
し
て
水
の
上
を
流
れ
て
行
く
姿
だ
け

は
、
朦
朧
と
胸
の
底
に
残
っ
て
、
棕
梠
箒
で
煙
を
払
う
よ

う
に
、
さ
っ
ぱ
り
し
な
か
っ
た
。
空
に
尾
を
曳
く
彗
星
の

何
と
な
く
妙
な
気
に
な
る
。
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（
４
）
夏
目
漱
石
『
三
四
郎
』
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年

　

三
四
郎
は
詩
の
本
を
ひ
ね
く
り
出
し
た
。
美
禰
子
は
大

き
な
画
帖
を
膝
の
上
に
開
い
た
。
勝
手
の
方
で
は
臨
時
雇

い
の
車
夫
と
下
女
が
し
き
り
に
論
判
し
て
い
る
。
た
い
へ

ん
騒
々
し
い
。

　

「
ち
ょ
っ
と
御
覧
な
さ
い
」
と
美
禰
子
が
小
さ
な
声
で

言
う
。
三
四
郎
は
及
び
腰
に
な
っ
て
、
画
帖
の
上
へ
顔
を

出
し
た
。
美
禰
子
の
髪
で
香
水
の
に
お
い
が
す
る
。

　

絵
は
マ
ー
メ
イ
ド
の
図
で
あ
る
。
裸
体
の
女
の
腰
か
ら

下
が
魚
に
な
っ
て
、
魚
の
胴
が
ぐ
る
り
と
腰
を
回
っ
て
、

向
こ
う
側
に
尾
だ
け
出
て
い
る
。
女
は
長
い
髪
を
櫛
で
す

き
な
が
ら
、
す
き
余
っ
た
の
を
手
に
受
け
な
が
ら
、
こ
っ

ち
を
向
い
て
い
る
。
背
景
は
広
い
海
で
あ
る
。

「
人マ

ー
メ
イ
ド魚

」

「
人マ

ー
メ
イ
ド魚

」

　

頭
を
す
り
つ
け
た
二
人
は
同
じ
事
を
さ
さ
や
い
た
。

　

（
２
）
（
３
） 

に
あ
げ
た
『
草
枕
』
は
、
主
人
公
が
画
家
で

あ
り
、
登
場
す
る
絵
画
は
、
画
家
名
と
作
品
の
両
方
が
示
さ

れ
る
。
（
２
）
は
伊
藤
若
冲
の
「
梅
鶴
図
」
、（
３
）
は
ジ
ョ
ン
・

エ
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
・
ミ
レ
イ
の
「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
」
の
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
『
三
四
郎
』
に
出
て
く
る
（
４
）
に
関
し
て
は
、

「
マ
ー
メ
イ
ド
の
図
」
と
絵
の
内
容
の
み
示
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
ウ
ォ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ス
の
「
人
魚
」
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
と
さ
れ
る
。

 図 1  伊藤若冲『梅鶴図』
江戸時代（18 世紀）
紙本墨画、個人蔵

 図 2  ジョン・エヴァレット・ミレイ
《オフィーリア》1851-52 年、
テート・ブリテン
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二
・
二　

作
品
内
の
描
写
か
ら
推
定
さ
れ
る
絵
画

　

近
代
作
家
の
一
人
で
あ
る
芥
川
龍
之
介
（
一
八
九
二-

一
九
二
七
）
が
、
様
々
な
西
洋
の
画
家
か
ら
影
響
を
受
け
て

い
た
こ
と
は
、
小
嶋
（
一
九
九
九
）
な
ど
で
も
指
摘
さ
れ
る

と
お
り
で
あ
る
。
次
の
資
料
に
描
写
さ
れ
る
「
林
檎
」
の
あ

る
「
一
枚
の
油
画
」
は
、
画
家
の
名
前
は
記
さ
れ
て
な
い
も

の
の
、
リ
ン
ゴ
に
か
ん
す
る
一
連
の
作
品
を
も
つ
セ
ザ
ン
ヌ

を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

（
５
）
芥
川
龍
之
介
「
三
つ
の
な
ぜ
」
『
サ
ン
デ
ー
毎
日　

第
六
年
第
十
五
号
』
昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年

　

一　

な
ぜ
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
悪
魔
に
出
会
っ
た
か
？

　

フ
ァ
ウ
ス
ト
は
神
に
仕
え
て
い
た
。
従
っ
て
林
檎
は
こ

う
い
う
彼
に
は
い
つ
も
「
智
慧
の
果
」
そ
れ
自
身
だ
っ
た
。

彼
は
林
檎
を
見
る
度
に
地
上
楽
園
を
思
い
出
し
た
り
、
ア

ダ
ム
や
イ
ヴ
を
思
い
出
し
た
り
し
て
い
た
。

　

し
か
し
或
雪
上
り
の
午
後
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
林
檎
を
見

て
い
る
う
ち
に
一
枚
の
油
画
を
思
い
出
し
た
。
そ
れ
は
ど

こ
か
の
大
伽
藍
に
あ
っ
た
、
色
彩
の
水
々
し
い
油
画
だ
っ

た
。
従
っ
て
林
檎
は
こ
の
時
以
来
、
彼
に
は
昔
の
「
智
慧

の
果
」
の
外
に
も
近
代
の
「
静
物
」
に
変
り
出
し
た
。
（
中

略
）
／
二　

な
ぜ
ソ
ロ
モ
ン
は
シ
バ
の
女
王
と
た
っ
た
一

度
し
か
会
わ
な
か
っ
た
か
？
（
中
略
）
／
三　

な
ぜ
ロ
ビ

ン
ソ
ン
は
猿
を
飼
っ
た
か
？
（
後
略
）

セザンヌ（参考）

 図 4  
ポール・セザンヌ《リンゴの籠》
1890-94 年、シカゴ美術館

 図 3  
ウォーターハウス《人魚》
1900 年、
ロンドン、王立芸術院
記述とはやや齟齬（背景）
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（
５
）
に
あ
る
「
林
檎
」
と
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」「
悪
魔
」
の
イ
メ
ー

ジ
は
（
６
）
に
お
い
て
も
見
ら
れ
、
「
林
檎
」
の
静
物
画
が

セ
ザ
ン
ヌ
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
６
）

で
は
、
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
に
登
場
す
る
悪
魔
で
あ
る
「
メ
フ

イ
ス
ト
フ
エ
レ
ス
」
の
台
詞
と
し
て
、
「
ど
ん
な
作
品
で
も
、

悪
口
を
云
つ
て
云
へ
な
い
と
云
ふ
作
品
は
な
い
」
が
書
か
れ
、

批
評
家
の
話
に
次
い
で
「
芸
術
上
の
あ
ら
ゆ
る
反
抗
の
精
神
」

が
示
さ
れ
る
。
そ
の
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ド
ラ
ク
ロ
ア
に

つ
い
て
の
見
解
と
い
う
形
で
の
「
セ
ザ
ン
ヌ
」
の
態
度
が
挙

が
っ
て
い
る
。

（
６
）
芥
川
龍
之
介
「
芸
術
そ
の
他
」
『
新
潮
』
大
正
八

（
一
九
一
九
）
年

　

日
本
へ
来
た
メ
フ
イ
ス
ト
フ
エ
レ
ス
が
云
ふ
。
「
ど
ん

な
作
品
で
も
、
悪
口
を
云
つ
て
云
へ
な
い
と
云
ふ
作
品
は

な
い
。
賢
明
な
批
評
家
の
な
す
べ
き
事
は
、
唯
そ
の
悪
口

が
一
般
に
承
認
さ
れ
さ
う
な
機
会
を
捉
へ
る
事
だ
。
さ
う

し
て
そ
の
機
会
を
利
用
し
て
、
そ
の
作
家
の
前
途
ま
で
巧

に
呪
つ
て
し
ま
ふ
事
だ
。
か
う
云
ふ
呪
は
二
重
に
利
き
目

が
あ
る
。
世
間
に
対
し
て
も
。
そ
の
作
家
自
身
に
対
し
て

も
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

×

　

芸
術
が
分
る
分
ら
な
い
は
、
言
詮
を
絶
し
た
所
に
あ
る

の
だ
。
水
の
冷
暖
は
飲
ん
で
自
知
す
る
外
は
な
い
と
云
ふ
。

芸
術
が
分
る
の
も
之
と
違
ひ
は
な
い
。
美
学
の
本
さ
へ
読

め
ば
批
評
家
に
な
れ
る
と
思
ふ
の
は
、
旅
行
案
内
さ
へ
読

め
ば
日
本
中
ど
こ
へ
行
つ
て
も
迷
は
な
い
と
思
ふ
や
う
な

も
の
だ
。
そ
れ
で
も
世
間
は
瞞
着
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

が
、
芸
術
家
は―

―

い
や
恐
ら
く
は
世
間
も
サ
ン
タ
ヤ
ア

ナ
だ
け
で
は―

―

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

×

　

僕
は
芸
術
上
の
あ
ら
ゆ
る
反
抗
の
精
神
に
同
情
す
る
。

た
と
ひ
そ
れ
が
時
と
し
て
、
僕
自
身
に
対
す
る
も
の
で
あ

つ
て
も
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

×
（
中
略
）
×

　

昔
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
ド
ラ
ク
ロ
ア
が
好
い
加
減
な
所
に
花

を
描
い
た
と
云
ふ
批
評
を
聞
い
て
、
む
き
に
な
つ
て
反
対

し
た
事
が
あ
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
唯
、
ド
ラ
ク
ロ
ア
を
語
る

つ
も
り
だ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
が
、
そ
の
反
対
の
中
に
は

セ
ザ
ン
ヌ
自
身
の
面
目
が
、
明
々
白
地
に
顕
れ
て
ゐ
る
。

芸
術
的
感
激
を
齎
す
べ
き
或
必
然
の
方
則
を
捉
へ
る
為
な

ら
、
白
汗
百
回
す
る
の
も
辞
せ
な
か
つ
た
、
あ
の
恐
る
べ

き
セ
ザ
ン
ヌ
の
面
目
が
。
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こ
の
よ
う
に
、
近
代
の
文
学
の
中
に
は
西
洋
の
画
家
の
影

響
が
確
認
で
き
る
。
次
節
で
は
、
本
節
で
見
ら
れ
た
セ
ザ
ン

ヌ
が
近
代
の
文
学
作
品
の
中
で
他
に
も
登
場
す
る
様
を
示

す
。

二
・
三　

近
代
の
セ
ザ
ン
ヌ
受
容
の
一
端

　

前
節
で
み
て
き
た
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
後
期
印
象
派
を
代
表
す

る
画
家
で
近
代
日
本
の
文
学
・
美
術
で
盛
ん
に
参
照
さ
れ
る

が
、
次
の
梶
井
基
次
郎
（
一
九
〇
一-

一
九
三
二
）
の
作
品

で
は
、
そ
れ
と
並
ん
で
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
の
巨
匠
レ

ン
ブ
ラ
ン
ト
と
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
活

躍
し
た
マ
チ
ス
の
名
が
挙
が
る
。

（
７
）
梶
井
基
次
郎
「
秘
や
か
な
楽
し
み
」
大
正
11
（1922
）
年

一
顆
の
檸
檬
を
買
い
来
て
、

そ
を
玩
ぶ
男
あ
り
、

電
車
の
中
に
は
マ
ン
ト
の
上
に
、

道
行
く
時
は
手
拭
の
間
に
、

そ
を
見　

そ
を
嗅
げ
ば
、

嬉
し
さ
心
に
充
つ
、

悲
し
く
も
友
に
離
り
て

ひ
と
り　

唯
独
り　

我
が
立
つ
は
丸
善
の
洋
書
棚
の
前
、

セ
ザ
ン
ヌ
は
な
く
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
も
ち
去
ら
れ
、

マ
チ
ス　

心
を
よ
ろ
こ
ば
さ
ず
、

独
り　

唯
ひ
と
り
、
心
に
浮
ぶ
楽
し
み
、

秘
や
か
に
レ
モ
ン
を
探
り
、

色
の
よ
き　

本
を
積
み
重
ね
、

そ
の
上
に
レ
モ
ン
を
の
せ
て
見
る
、

ひ
と
り
唯
ひ
と
り
数
歩
へ
だ
た
り

そ
れ
を
眺
む
、
美
し
き
か
な
、

丸
善
の
ほ
こ
り
の
中
に
、
一
顆
の
レ
モ
ン
澄
み
わ
た
る
、

　

ほ
ほ
え
ま
い
て　

ま
た
そ
れ
を
と
る
、
冷
さ
は
熱
あ
る

手
に
快
く

そ
の
匂
い
は
や
め
る
胸
に
し
み
入
る
、

奇
し
き
こ
と
ぞ　

丸
善
の
棚
に
澄
む
は
レ
モ
ン

企
ら
み
て
そ
の
前
を
去
り

ほ
ほ
え
み
て　

そ
れ
を
見
ず
、

　

ま
た
（
８
）
か
ら
は
、
美
術
商
デ
ル
ス
ニ
ス
が
フ
ラ
ン
ス

か
ら
日
本
に
絵
画
彫
刻
を
持
ち
込
ん
で
一
九
二
二
年
か
ら

三
一
年
の
間
、
九
回
に
わ
た
っ
て
開
催
し
た
仏
蘭
西
現
代
美

術
展
覧
会
（
仏
蘭
西
美
術
展
覧
会
）
一

に
お
い
て
、
セ
ザ
ン

ヌ
の
絵
が
展
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
登
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場
す
る
Ａ
氏
は
、
堀
辰
雄
（
一
九
〇
四-

一
九
五
三
）
が
師

事
し
て
い
た
「
芥
川
龍
之
介
」
の
こ
と
を
意
識
し
た
造
形

と
も
考
え
ら
れ
る
。
堀
は
（
９
）
で
示
す
よ
う
に
、
芥
川
龍

之
介
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
「
セ
ザ
ン
ヌ
」
の
名
を
ひ
き
、

芥
川
の
話
が
セ
ザ
ン
ヌ
の
影
響
を
受
け
た
と
も
言
え
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。

（
８
）
堀
辰
雄
「
窓
」
『
文
學
時
代　

第
二
巻
第
十
号
』
昭

和
五
（
一
九
三
〇
）
年

　

―
―

私
は
Ａ
氏
と
と
も
に
、
第
何
回
か
の
フ
ラ
ン
ス
美

術
展
覧
会
に
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
を
見
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
私
達
は
し
ば
ら
く
そ
の
絵
の
前
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
に

い
た
が
、
そ
の
時
あ
た
り
に
人
気
の
な
い
の
を
見
す
ま
す

と
、
い
き
な
り
氏
は
そ
の
絵
に
近
づ
い
て
行
っ
て
、
自
分

の
小
指
を
唇
で
濡
ら
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
っ
て
そ
の
絵

の
一
部
を
し
き
り
に
擦
っ
て
い
た
。

　

私
が
思
わ
ず
そ
れ
か
ら
不
吉
な
予
感
を
感
じ
て
、
そ
っ

と
近
づ
い
て
行
く
と
、
氏
は
そ
の
緑
色
に
な
っ
た
小
指
を

私
に
見
せ
な
が
ら
、
「
こ
う
で
も
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
色

は
と
て
も
盗
め
な
い
よ
。
」
と
低
い
声
で
さ
さ
や
い
た
の

で
あ
っ
た
。
…
…

（
９
）
堀
辰
雄
「
芥
川
龍
之
介
論―

―

藝
術
家
と
し
て
の
彼

を
論
ず―
―

」
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
国
文
学
科
卒
業
論
文
、

昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年

　

芥
川
龍
之
介
を
論
ず
る
の
は
そ
の
や
う
に
僕
に
と
つ
て

困
難
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
僕
は
、
そ0

の
故
に

0

0

0

彼
を
論
ず
る
事
に
情
熱
を
持
た
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ま

せ
ん
。

　

し
か
し
芥
川
龍
之
介
を
論
ず
る
と
言
つ
て
も
、
彼
の
作

品
の
價
値
を
論
じ
た
り
、
彼
の
文
學
史
上
の
位
置
を
論
じ

た
り
す
る
の
は
、
當
然
、
よ
り

0

0

後
代
の
人
を
俟
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
せ
う
。
唯
僕
が
此
處
に
論
じ
た
い
の
は
、

い
か
に
彼
の
藝
術
が
僕
の
中
に
根
を
下
ろ
し
て
行
つ
た

か
、
そ
し
て
ま
た
、
い
か
に
彼
の
藝
術
が
彼
自
身
を
し
て

あ
の
や
う
な
悲
劇
的
な
死
に
到
ら
し
め
た
か
、
と
云
ふ
事

で
あ
り
ま
す
。

　

芥
川
龍
之
介
は
僕
の
眼
を
「
死
人
の
眼
を
閉
ぢ
る
」
や

う
に
靜
か
に
開
け
て
く
れ
ま
し
た
。
僕
は
そ
の
眼

0

0

0

で
ゲ
エ

テ
や
レ
ム
ブ
ラ
ン
ト
の
豐
か
な
美
し
さ
を
、
ボ
オ
ド
レ
エ

ル
や
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
イ
の
苦
痛
に
似
た
美
し
さ
を
、
そ

し
て
セ
ザ
ン
ヌ
や
志
賀
直
哉
の
極
度
の
美
し
さ
を
見
て
ゐ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
又
、
僕
は
そ
の
眼

0

0

0

で
芥
川
龍

之
介
自
身
の
作
品
を
も
見
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
僕
の
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そ
の
眼

0

0

0

は
彼
の
作
品
の
缺
點
を
も
見
逃
さ
な
い
で
せ
う
。

僕
は
そ
こ
に
も
我
々
人
間
の
負
は
さ
れ
て
ゐ
る
宿
命
み
た

い
な
も
の
を
感
じ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

（
中
略
）

　

芥
川
氏
が
あ
ら
ゆ
る
物
語
的
な
も
の
か
ら
彼
自
身
を
解

放
し
、

も
詩
に
近
い
小
説―

―

彼
の
謂
ふ
と
こ
ろ
の
「
筋

の
な
い
小
説
」
に
強
い
情
熱
を
持
ち
出
し
た
變
化
の
道
程

を
見
究
め
れ
ば
、
そ
こ
に
は
か
う
い
ふ
志
賀
氏
と
の
對
話

が
或
影
響
を
與
へ
て
ゐ
る
事
は
見
逃
が
せ
な
い
だ
ら
う
。

晩
年
の
彼
の
、
佛
蘭
西
の
近
代
の
畫
家
セ
ザ
ン
ヌ
と
、
そ

の
「
セ
ザ
ン
ヌ
が
畫
を
破
壞
し
た
や
う
に
小
説
を
破
壞
し

た
」
小
説
家
ジ
ユ
ウ
ル
・
ル
ナ
ア
ル
に
對
す
る
愛
が
、
志

賀
直
哉
氏
に
對
す
る
愛
と
一
緒
に
な
つ
て
、
彼
の
中
の
物

語
作
家
を
絞
殺
し
、
新
に
彼
の
中
に
「
善
く
見
る
目
」
と

「
感
じ
易
い
心
」
と
だ
け
を
持
つ
と
こ
ろ
の
詩
人
を
眼
覺

め
さ
せ
た
の
で
あ
る
事
は
、
「
文
藝
的
な
餘
り
に
文
藝
的

な
」
の
冒
頭
に
お
い
て
了
解
さ
れ
る
。

　

（
中
略
）

　

彼
は
路
上
の
車
の
轍
に
も
何
か
壓
迫
を
感
じ
る
。
さ
う

い
ふ
病
的
な
、
鋭
ど
い
神
經
が
、
繪
具
の
み
が
殆
ど
デ
ツ

サ
ン
な
し
に
仕
上
げ
て
ゐ
る
セ
ザ
ン
ヌ
の
一
枚
の
畫
の
や

う
に
、
一
つ
の
小
説
を
仕
上
げ
て
ゐ
る
。

　

（
中
略
）

　

「
玄
鶴
山
房
」
は
、
勿
論
彼
の
「
話
」
ら
し
い
話
の
な

い
小
説
の
主
張
以
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
實
に

さ
う
い
ふ
小
説
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
「
蜃
氣
樓
」
の
詩

趣
は
無
い
が
、
僕
は
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。

と
に
か
く
、
實
に
堂
々
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
「
話
」

ら
し
い
話
の
な
い
小
説
の
主
張
以
來
書
い
て
來
た
小
説

は
、
す
べ
て
畫
に―

―

例
へ
ば
セ
ザ
ン
ヌ
の
畫
の
や
う
な

も
の
に
近
い
も
の
だ
つ
た
。

　

二
・
三
節
で
は
、
近
代
の
絵
画
、
画
家
と
文
学
と
の
か
か

わ
り
に
お
い
て
、
特
に
セ
ザ
ン
ヌ
に
注
目
し
た
。
次
節
は
、

（
８
）
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
展
覧
会
へ
向
か
う
作
家
た
ち
の

様
子
を
取
り
あ
げ
る
。

三　

「
絵
画
」
の
展
覧
会
へ
行
く
「
作
家
た
ち
」

　

前
節
の
（
８
）
に
出
て
く
る
「
フ
ラ
ン
ス
美
術
展
覧
会
」

や
次
の
（
10
）
の
「
展
覧
会
」
の
よ
う
に
、
作
家
が
展
覧
会

に
行
く
様
子
は
エ
ッ
セ
イ
や
書
簡
な
ど
か
ら
見
出
せ
る
。
本

節
で
は
、
夏
目
漱
石
の
書
簡
を
例
に
、
近
代
の
作
家
が
絵
画

や
画
家
と
か
か
わ
る
様
子
を
見
る
。
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（
10
）
夏
目
漱
石
書
簡2

3
2
4

　

大
正
四
（
一
九
一
五
）
年

　

拝
復
段
々
好
い
時
節
に
な
り
ま
す
身
体
は
御
蔭
で
大
し

て
悪
い
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
毎
日
展
覧
会
な
ど
を
見
て
歩

い
て
ゐ
ま
す

　

（
11
）
（
12
）
で
は
、
漱
石
と
交
流
の
あ
る
画
家
や
作
家
た

ち
の
名
が
出
て
く
る
。

（
11
）
夏
目
漱
石
書
簡1595
　

明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年

　

二
月
九
日
（
金
）　

笹
川
臨
風　

消
印
午
後
８

－

９
時

　

本
郷
区
駒
込
西
片
町
十
番
地　

笹
川
種
郎
宛

　

牛
込
区
早
稲
田
南
町
七
番
地
よ
り

　

御
手
紙
難
有
拝
見
致
候
御
叮
嚀
な
る
御
招
待
辱
な
く
候

こ
と
に
横
山
画
伯
も
御
来
会
と
承
は
り
候
へ
ば
是
非
都
合

つ
け
参
り
度
と
存
候
へ
ど
も
打
明
け
た
御
恥
づ
か
し
き
処

を
申
す
と
目
下
御
承
知
の
小
説
に
追
は
れ
一
日
後
れ
る
と

社
の
方
で
一
日
休
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
始
末
に
て
大
弱
り
の
処

に
候
過
日
時
々
休
ん
で
呉
れ
と
申
し
叱
ら
れ
候
木
曜
の
面

会
日
な
ど
は
殆
ん
ど
書
き
損
は
ぬ
許
り
危
う
き
思
を
屡
繰

り
返
し
居
候
尤
も
旨
い
具
合
に
行
け
ば
一
夕
の
余
裕
位
は

と
れ
可
申
れ
ど
十
二
日
は
朝
の
う
ち
参
る
人
あ
り
ひ
る
か

ら
四
時
位
の
間
に
は
小
生
の
痩
腕
に
て
は
一
回
書
き
上
げ

る
事
覚
束
な
く
候
へ
ば
或
は
失
礼
致
す
事
に
相
成
る
べ
き

か
と
存
候
右
の
訳
故
も
し
小
生
の
為
な
ら
ば
会
合
の
日
を

他
日
に
御
延
ば
し
彼
岸
過
に
至
れ
ば
幸
甚
も
し
又
他
の
諸

賢
と
の
御
会
合
な
ら
ば
小
生
は
繰
合
せ
つ
け
ば
参
上
も
し

書
け
な
か
つ
た
ら
失
敬
す
る
位
の
処
に
て
御
勘
弁
願
度
候

　

甚
だ
我
意
に
て
定
め
て
御
迷
惑
と
は
存
じ
候
へ
ど
も
右

の
次
第
故
ど
う
ぞ
あ
し
か
ら
ず
御
海
容
被
下
度
候
不
参
の

節
は
大
観
君
に
大
兄
よ
り
宜
し
く
敬
意
を
致
さ
れ
度
先
は

右
不
取
敢
御
返
事
迄　

草
々
敬
具

　

二
月
九
日　
　

金
之
助

　

臨
風
賢
契　

座
下

（
12
）
夏
目
漱
石
書
簡1608　

明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年

　

三
月
十
七
日
（
日
）
津
田
青
楓　

消
印
午
後
６

－

７
時

　

小
石
川
区
高
田
老
松
町
四
十
一
番
地　

津
田
亀
次
郎
宛

　

牛
込
区
早
稲
田
南
町
七
番
地
よ
り

　

拝
啓
今
日
展
覧
会
を
拝
見
に
参
り
ま
し
た
。
あ
の
う
ち

の
非
売
品
の
セ
ー
ブ
ル
と
い
ふ
の
を
譲
つ
て
頂
け
ま
す
ま

い
か
尤
も
あ
ま
り
高
く
て
は
困
り
ま
す
が
。
夫
が
不
可
な

け
れ
ば
京
都
岡
崎
町
と
い
ふ
の
と
宗
○
〔
原
〕
橋
と
か
い

ふ
十
八
円
の
を
二
枚
頂
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

　

事
務
へ
何
と
も
申
し
て
参
り
ま
せ
ん
か
ら
、
貴
方
か
ら
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よ
ろ
し
く
願
ひ
ま
す
。
も
し
右
の
外
に
貴
方
の
推
賞
な
さ

る
の
が
あ
る
な
ら
御
相
談
の
上
以
上
の
を
や
め
て
其
方
に

致
し
て
も
よ
ろ
し
う
御
座
い
ま
す
。

　

青
木
君
の
絵
を
久
し
振
に
見
ま
し
た
あ
の
人
は
天
才
と

思
ひ
ま
す
。
あ
の
室
の
中
に
立
つ
て
自
か
ら
故
人
を
惜
い

と
思
ふ
気
が
致
し
ま
し
た
。　

以
上

　

三
月
十
七
日　
　
　

夏
目
金
之
助

　

津
田
青
楓
様
二

　

（
11
）
に
見
え
る
「
横
山
画
伯
」
と
は
、
『
生
々
流
転
』

（
一
九
二
三
年
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
）
や
『
瀟
湘
八
景
』

（
一
九
一
二
年
、
東
京
国
立
博
物
館
）
で
有
名
な
横
山
大
観

（
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年-

昭
和
三
三
（
一
九
五
八
）
年
）

の
こ
と
で
あ
り
、
（
12
）
の
「
青
木
君
」
と
は
、
『
海
の
幸
』

（
一
九
〇
四
年
、
ア
ー
テ
ィ
ゾ
ン
美
術
館
）
で
有
名
な
青
木

繁
（
明
治
一
五
（
一
八
八
二
）
年-

明
治
四
四
（
一
九
一
一
）

年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
青
木
は
こ
の
書
簡
が
書
か
れ
た
前
年

の
明
治
四
四
年
に
亡
く
な
り
、
翌
明
治
四
五
年
に
遺
作
展
覧

会
が
開
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
ま
た
（
12
）
の
書

簡
の
宛
先
で
も
あ
る
津
田
青
楓
は
、
画
家
で
あ
り
、
漱
石
を

囲
む
弟
子
た
ち
を
描
い
た
絵
に
図
５
が
あ
る
。

　

図
５
で
は
、
『
赤
い
鳥
』
を
主
宰
し
た
鈴
木
三
重
吉
や
岩

波
書
店
の
創
業
者
で
あ
る
岩
波
茂
雄
、
そ
の
他
、
寺
田
寅
彦
、

内
田
百
閒
な
ど
が
描
か
れ
る
。
漱
石
の
周
囲
に
は
多
く
の
文

人
の
出
入
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
図
５
か
ら
も
書
簡
か
ら
も
確

認
で
き
る
。

　

さ
て
、
画
家
や
文
人
と
多
数
の
交
流
の
あ
っ
た
漱
石
は
、

展
覧
会
へ
絵
画
を
見
に
行
く
だ
け
で
な
く
、
自
身
も
絵
を
描

 図 5  津田青楓『漱石山房と其弟子達』
寺田寅彦・小宮豊隆・森田草平・安倍能成・
阿部次郎・野上豊一郎・松根東洋城・鈴木
三重吉・岩波茂雄・赤木桁平・内田百閒の
11 人

－ 110 －



き
、
そ
の
絵
を
人
に
渡
す
様
子
が
（
13
）
（
14
）
（
15
ｃ
）
か

ら
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
（
15
ａ
・
ｂ
）
や
（
16
ａ
）
（
17
）

を
み
る
と
、
当
時
の
文
展
（
文
部
省
美
術
展
覧
会
の
略
。
フ

ラ
ン
ス
の
官
展
サ
ロ
ン
に
な
ら
っ
て
一
九
〇
七
年
か
ら
実
施

さ
れ
た
官
設
公
募
展
で
、
一
九
一
九
年
に
文
部
省
管
轄
下
の

帝
国
美
術
院
展
覧
会
（
帝
展
）
と
名
称
を
改
め
た
）
に
対
し
、

反
発
を
示
し
て
い
る
の
も
見
え
て
く
る
。

（
13
）
夏
目
漱
石
書
簡2

3
2
2

　

大
正
四
（
一
九
一
五
）
年

　

十
月
十
一
日
（
月
）
鳥
居
素
川

　

大
阪
市
北
区
中
之
島
朝
日
新
聞
社
内　

鳥
居
赫
雄
宛

　

牛
込
区
早
稲
田
南
町
七
番
地
よ
り

　

写
真
到
着
あ
り
が
た
く
拝
受
致
し
ま
し
た
幸
に
痘
痕
も

う
つ
ら
ず
結
構
の
出
来
多
々
謝
々
た
ゞ
光
線
が
あ
ま
り
強

過
ぎ
た
る
や
の
感
あ
り
是
は
素
人
観
な
る
や
伺
ひ
ま
す

　

画
と
賛
の
事
承
知
は
致
し
ま
し
た
が
先
約
の
如
是
閑
さ

へ
片
付
な
い
位
故
自
分
な
が
ら
少
々
心
細
い
事
で
す

　

松
茸
の
好
時
節
如
仰
不
消
化
な
れ
ど
決
し
て
御
遠
慮
に

は
及
ば
ず
何
時
で
も
頂
戴
の
上
口
か
ら
尻
へ
押
し
出
し
ま

す
先
は
御
礼
迄　

匆
々

　

十
月
十
一
日　
　

夏
目
金
之
助

　

鳥
居
素
川
様

（
14
）
夏
目
漱
石
書
簡1

9
1
5

　

大
正
二
（
一
九
一
三
）
年

　

十
月
九
日
（
木
）
村
上
霽
月　

消
印
午
後
８

－

９
時

　

伊
予
温
泉
郡
今
出　

村
上
半
太
郎
様

　

十
月
九
日　

東
京
牛
込
早
稲
田
南
町
七　

夏
目
金
之
助

　

拝
啓
此
間
橋
口
五
葉
か
ら
北
京
の
紙
と
い
ふ
の
を
六
七

枚
貰
ひ
そ
れ
へ
気
紛
れ
に
墨
竹
を
三
枚
ほ
ど
描
き
申
候
そ

の
う
ち
の
一
枚
を
遥
か
に
大
兄
に
献
上
致
候
間
御
笑
納
被

下
度
候
三
枚
の
う
ち
一
枚
は
津
田
青
楓
へ
一
枚
は
伊
勢
の

神
宮
皇
学
館
教
授
湯
浅
廉
孫
へ
残
る
一
枚
を
君
に
差
上
候

ま
あ
三
幅
対
を
分
け
た
や
う
な
も
の
に
候
。
君
に
上
げ
る

理
由
は
君
が
あ
の
小
さ
い
絵
に
興
味
を
も
つ
て
ゐ
た
か
ら

で
も
あ
る
が
何
と
い
ふ
事
な
し
に
君
な
ら
愛
玩
し
て
く
れ

る
だ
ら
う
と
い
ふ
気
が
す
る
か
ら
で
あ
る
。
竹
は
小
包
に

て
此
手
紙
よ
り
後
れ
て
着
き
ま
す　

以
上

　

十
月
九
日　
　

夏
目
金
之
助

　

村
上
霽
月
様

（
15
）
夏
目
漱
石
書
簡1

9
1
7

　

大
正
二
（
一
九
一
三
）
年

　

十
月
十
五
日
（
水
）
津
田
青
楓　

消
印
午
後
８

－

９
時

　

小
石
川
区
高
田
老
松
町
四
十
三
番
地　

津
田
亀
次
郎
宛

　

牛
込
区
早
稲
田
南
町
七
番
地
よ
り

　

ａ
愈
文
展
が
開
会
に
な
り
ま
し
た
あ
な
た
は
落
選
の
や
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う
で
す
が
其
当
否
は
行
つ
て
見
な
い
う
ち
は
何
と
も
云
へ

ま
せ
ん
が
兎
に
角
不
折
な
ど
が
あ
の
孔
子
老
子
に
見
ゆ
な

ど
ゝ
い
ふ
あ
の
活
動
の
看
板
に
似
た
も
の
を
並
べ
る
の
に

あ
の
ナ
チ
ユ
ー
ル
モ
ル
ト
が
落
第
す
る
の
は
よ
ろ
し
く
あ

り
ま
せ
ん
な
。
其
他
に
も
ま
だ
落
第
者
が
沢
山
あ
る
や
う

で
す
が
ど
う
か
し
て
其
人
々
の
作
品
を
当
選
者
と
対
照
し

て
見
せ
た
い
。
ｂ
ど
う
で
す
か
山
下
と
か
湯
浅
と
か
い
ふ

連
中
と
相
談
し
て
ヸ
ー
ナ
ス
俱
楽
部
で
も
借
り
て
落
選
展

覧
会
と
号
し
て
天
下
に
呼
号
し
た
ら
。

　

雨
が
降
つ
て
鬱
陶
し
い
で
す
な
。
昨
日
御
宅
の
そ
ば
迄

行
き
ま
し
た
が
昼
に
近
か
つ
た
か
ら
寄
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

ｃ
あ
れ
か
ら
又
竹
の
画
を
絹
に
描
い
て
人
に
や
り
ま
し
た

以
上

　

十
月
十
五
日　

夏
目
金
之
助

　

津
田
青
楓
様

（
16
）
夏
目
漱
石
書
簡1

9
4
4

　

大
正
二
（
一
九
一
三
）
年

　

十
二
月
八
日
（
月
）
津
田
青
楓　

消
印
午
後
８

－

９
時

　

小
石
川
区
高
田
老
松
町
四
十
三
番
地　

津
田
亀
次
郎
宛

　

牛
込
区
早
稲
田
南
町
七
番
地
よ
り

　

拝
啓
先
日
は
失
礼
高
芙
蓉
の
画
を
見
て
か
ら
僕
も
一
枚

か
き
ま
し
た
が
駄
目
で
す

　

ａ
今
日
上
野
の
美
術
協
会
に
あ
る
平
泉
書
屋
古
書
画
展

覧
会
と
い
ふ
の
を
見
に
行
き
ま
し
た
夥
し
い
点
数
で
す
大

変
面
白
い
私
は
文
展
よ
り
も
ど
の
位
面
白
か
つ
た
か
分
ら

な
い
あ
な
た
も
是
非
入
ら
つ
し
や
い
必
ず
参
考
に
な
り
ま

す
、
中
に
は
画
は
面
白
く
て
も
贋
物
ら
し
い
の
が
随
分
あ

り
ま
す
中
に
は
本
当
か
も
知
れ
な
い
が
ち
つ
と
も
難
有
な

い
の
も
沢
山
あ
り
ま
す
も
ら
つ
て
も
掃
溜
へ
棄
て
た
い
の

さ
へ
交
つ
て
ゐ
ま
す
然
し
好
き
な
も
の
に
な
る
と
堪
ら
な

い
の
で
す
。
買
は
う
と
す
れ
ば
買
へ
る
の
だ
が
と
て
も
寄

り
つ
け
ま
い
と
思
つ
て
聞
い
て
も
見
ま
せ
ん
で
し
た
、
ｂ

私
は
生
涯
に
一
枚
で
い
ゝ
か
ら
人
が
見
て
難
有
い
心
持
の

す
る
絵
を
描
い
て
見
た
い
山
水
で
も
動
物
で
も
花
鳥
で
も

構
は
な
い
只
崇
高
で
難
有
い
気
持
の
す
る
奴
を
か
い
て
死

に
た
い
と
思
ひ
ま
す
文
展
に
出
る
日
本
画
の
や
う
な
も
の

は
か
け
て
も
か
き
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
、
平
泉
書
屋
展
覧

会
を
御
報
知
す
る
筈
の
処
飛
ん
だ
事
を
申
し
ま
し
た
先
は

御
報
迄　

匆
々
頓
首

　

十
二
月
八
日　
　

夏
目
金
之
助

　

津
田
青
楓
様

（
17
）
夏
目
漱
石
書
簡1

9
4
5

　

大
正
二
（
一
九
一
三
）
年

－ 112 －



　

十
二
月
八
日
（
月
）
野
上
豊
一
郎　

消
印
午
後
８

－

９

時
　

府
下
巣
鴨
町
上
駒
込
三
百
三
十
四
番
地　

野
上
豊
一
郎

宛
　

牛
込
区
早
稲
田
南
町
七
番
地
よ
り

先
達
て
は
難
有
う
私
は
別
に
岡
田
さ
ん
に
礼
状
を
出
さ
な

い
か
ら
君
か
ら
宜
し
く
願
ひ
ま
す
景
清
の
画
は
閑
〔
簡
〕

単
で
調
つ
て
ゐ
て
傑
作
で
す
私
に
は
あ
ん
な
も
の
は
到
底

か
け
な
い
高
芙
蓉
の
画
を
見
て
か
ら
僕
も
一
枚
か
い
た
が

ど
う
も
う
ま
く
行
か
な
い
ａ
生
涯
に
一
枚
で
い
ゝ
か
ら
有

が
た
い
感
じ
の
す
る
絵
が
描
き
た
い
山
水
動
物
花
鳥
何
で

も
構
は
な
い
あ
り
が
た
い
の
で
人
が
頭
を
下
げ
る
や
う
な

崇
高
の
気
分
を
持
つ
た
も
の
を
か
い
て
死
に
た
い
。
ｂ
今

日
上
野
美
術
協
会
へ
行
つ
て
平
泉
書
屋
古
書
画
展
覧
会
と

い
ふ
も
の
を
見
た
が
文
展
よ
り
は
遥
か
に
面
白
か
つ
た
是

非
行
つ
て
見
た
ま
へ
非
常
な
点
数
の
う
ち
に
は
厭
な
も
の

も
大
分
ま
じ
つ
て
ゐ
る
贋
物
も
あ
る
様
子
だ
が
好
い
も
の

は
実
に
好
い
買
ひ
た
い
が
金
が
な
い
僕
に
岩
崎
の
富
が
あ

れ
ば
書
画
併
せ
て
二
三
十
幅
は
是
非
買
つ
て
置
く
所
で
す

先
は
行
覧
御
観
〔
勧
〕
誘
迄　

匆
々

　

十
二
月
八
日　
　

金
之
助

　

臼
川
様

四　

「
絵
画
」
の
批
評
を
す
る
「
作
家
た
ち
」

　

こ
こ
ま
で
漱
石
の
書
簡
を
中
心
に
、
近
代
の
文
学
と
絵
画

の
か
か
わ
り
を
見
て
き
た
。
前
節
の
（
16
ｂ
）
（
17
ａ
）
や
、

次
の
（
18
）
に
示
し
た
漱
石
を
は
じ
め
、
近
代
の
作
家
た
ち

は
絵
画
へ
の
批
評
を
積
極
的
に
行
う
。

（
18
）
夏
目
漱
石
書
簡2

3
0
2

　

大
正
四
（
一
九
一
五
）
年

　

九
月
二
十
日
（
月
）　

西
川
一
草
亭　

消
印
午
後
８

－

９
時

　

京
都
富
小
路
御
池　

西
川
源
兵
衛
様

　

九
月
二
十
日　

東
京
牛
込
早
稲
田
南
町
七　

夏
目
金
之
助

　

拝
啓
あ
の
草
花
の
横
長
い
画
は
達
者
な
も
の
で
あ
り
ま

す
あ
れ
は
津
田
君
に
は
書
け
ま
す
ま
い
、
あ
る
人
が
見
て

是
は
四
条
派
を
習
つ
た
も
の
だ
と
申
し
ま
し
た
題
辞
は
ど

う
か
く
の
か
よ
く
解
り
ま
せ
ん
か
ら
曲
り
な
り
に
詩
を
書

い
て
置
き
ま
し
た
無
理
に
作
る
の
だ
か
ら
手
間
ば
か
り

か
ゝ
つ
て
面
白
い
も
の
は
一
向
出
来
ま
せ
ん
詩
〔
に
〕
紅

蓼
青
蘋
と
い
ふ
字
を
使
ひ
ま
し
た
が
あ
な
た
の
画
の
何
処

に
も
そ
ん
な
も
の
は
見
当
ら
な
い
の
で
す
、
あ
の
中
で
私

は
断
腸
花
よ
り
外
何
も
知
り
ま
せ
ん
か
ら
こ
ん
な
う
そ
で

御
免
蒙
る
次
第
で
あ
り
ま
す
、
御
承
知
の
通
り
紅
蓼
は
白

蘋
と
つ
ゞ
き
ま
す
が
白
蘋
で
は
平
灰
〔
仄
〕
が
合
は
な
い
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の
で
已
を
得
ず
青
蘋
に
し
ま
し
た
尤
も
青
蘋
と
い
ふ
字
も

あ
る
事
は
あ
る
の
で
す
下
手
な
詩
と
う
そ
の
詩
の
言
訳
の

為
に
数
言
を
費
や
し
ま
し
た
、

　

も
う
一
つ
の
画
は
色
は
好
い
が
構
図
が
ま
と
ま
つ
て
ゐ

な
い
と
考
へ
ま
す
、
何
だ
か
途
切
れ
て
ゐ
ま
す
、
鶏
は
う

ま
い
で
す
ね
、
桐
も
わ
る
く
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
然
し
全
体

の
統
一
が
ど
う
し
て
も
取
れ
な
い
や
う
に
思
は
れ
ま
す
、

　

画
も
題
も
小
包
で
御
送
り
致
し
ま
す
か
ら
御
落
手
を
願

ひ
ま
す　

以
上

　

九
月
二
十
日　
　

夏
目
金
之
助

　

西
川
一
草
亭
様

　

（
19
）
は
、
永
井
荷
風
が
日
本
の
浮
世
絵
に
つ
い
て
芸
術

論
を
述
べ
る
中
で
、
西
洋
か
ら
入
っ
て
き
た
油
画
技
法
を
用

い
日
本
で
描
か
れ
た
油
画
作
品
群
に
一
定
の
評
価
を
与
え
つ

つ
も
、
や
は
り
日
本
の
風
物
は
日
本
の
技
法
で
、
油
画
で
描

く
べ
き
は
西
洋
の
風
物
や
人
物
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考

え
を
述
べ
て
い
る
。

（
19
）
永
井
荷
風
「
浮
世
絵
の
鑑
賞
」
『
中
央
公
論　

第

二
十
九
年
第
一
號
』
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年

　

新
し
き
国
民
音
楽
い
ま
だ
起
ら
ず
、
新
し
き
国
民
美
術

な
ほ
出
で
ず
、
唯
だ
一
時
的
な
る
模
倣
と
試
作
の
濫
出
を

見
る
の
時
代
に
お
い
て
は
、
元
よ
り
わ
が
民
族
的
芸
術
の

前
途
を
予
想
す
る
事
態
は
ざ
る
や
論
な
し
。
余
は
徒
に
唯

多
く
の
疑
問
を
有
す
る
の
み
。
ピ
ア
ノ
は
果
し
て
日
本
的

固
有
の
感
情
を
奏
す
る
に
適
す
べ
き
や
。
油
画
と
大
理
石

と
は
果
し
て
日
本
特
有
な
る
造
形
美
を
紹
介
す
べ
き
唯
一

の
道
た
り
や
。
余
は
余
り
に
数
理
的
な
る
西
洋
音
楽
の
根

本
的
性
質
と
、
落
花
落
葉
虫
語
鳥
声
等
の
単
純
可
憐
な

る
日
本
的
自
然
の
音
楽
と
に
対
し
て
、
先
づ
そ
の
懸
隔
の

甚
だ
し
き
に
驚
か
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
余
は
日
本
人
の
描
け

る
油
画
に
し
て
、
日
本
の
婦
女
と
日
本
の
風
景
及
び
室
内

を
描
け
る
も
の
に
対
し
て
は
常
に
熱
心
な
る
注
意
を
怠
ら

ず
。
然
れ
ど
も
余
は
不
幸
に
し
て
い
ま
だ
か
つ
て
油
画
の

描
き
た
る
日
本
婦
女
の
髷
及
び
頭
髪
に
対
し
、
あ
る
ひ
は

友
禅
、
絣
、
縞
、
絞
等
の
衣
服
の
紋
様
に
対
し
て
、
な
ん

ら
美
妙
の
感
覚
に
触
れ
た
る
事
な
く
、
ま
た
縁
側
、
袖
垣
、

障
子
、
箪
笥
等
の
日
本
的
家
居
及
び
什
器
に
対
し
て
、
毫

も
親
密
な
る
特
殊
の
情
趣
を
催
し
た
る
事
な
し
。
余
は
し

ば
し
ば
同
一
の
画
家
の
制
作
に
つ
き
て
、
そ
の
描
け
る
西

洋
の
風
景
は
日
本
の
風
景
よ
り
も
遥
に
優
秀
な
る
が
如
き

感
を
な
せ
り
。
一
歩
を
進
め
て
妄
断
す
る
事
を
憚
ら
ざ
れ

ば
油
画
は
金
髪
の
婦
女
と
西
洋
の
風
景
と
を
描
く
に
適
す
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る
も
の
と
い
ふ
べ
し
。
余
は
決
し
て
邦
人
の
制
作
す
る
現

代
の
油
画
を
嫌
ふ
も
の
に
あ
ら
ず
、
然
れ
ど
も
奈
何
に
せ

ん
、
歌
麿
と
北
斎
と
は
今
日
の
油
画
よ
り
も
遥
に
よ
く
余

の
感
覚
に
向
つ
て
日
本
の
婦
女
と
日
本
風
景
の
含
有
す
る

秘
密
を
語
る
が
故
に
、
余
は
そ
の
以
上
の
新
し
き
天
才
の

制
作
に
接
す
る
ま
で
、
容
易
に
江
戸
の
美
術
家
を
忘
る
る

こ
と
能
は
ず
と
い
ふ
の
み
。
日
本
都
市
の
外
観
と
社
会
の

風
俗
人
情
は
遠
か
ら
ず
し
て
全
く
変
ず
べ
し
。
痛
ま
し
く

も
米
国
化
す
べ
し
。
浅
間
し
く
も
独
逸
化
す
べ
し
。
然
れ

ど
も
日
本
の
気
候
と
天
象
と
草
木
と
は
黒
潮
の
流
れ
に
ひ

た
さ
れ
た
る
火
山
質
の
島
嶼
の
存
す
る
か
ぎ
り
、
永
遠
に

初
夏
晩
秋
の
夕
陽
は
猩
々
緋
の
如
く
赤
か
る
べ
し
。
永
遠

に
中
秋
月
夜
の
山
水
は
藍
の
如
く
青
か
る
べ
し
。
椿
と
紅

梅
の
花
に
降
る
春
の
雪
は
ま
た
永
遠
に
友
禅
模
様
の
染
色

の
如
く
絢
爛
た
る
べ
し
。
婦
女
の
頭
髪
は
焼
鏝
を
も
て
殊

更
に
縮
さ
ざ
る
限
り
、
永
遠
に
水
櫛
の
鬢
の
美
し
さ
を
誇

る
に
適
す
べ
し
。
然
ら
ば
浮
世
絵
は
永
遠
に
日
本
な
る
太

平
洋
上
の
島
嶼
に
生
る
る
も
の
の
感
情
に
対
し
て
必
ず
親

密
な
る
私
語
を
伝
ふ
る
処
あ
る
べ
き
な
り
。
浮
世
絵
の
生

命
は
実
に
日
本
の
風
土
と
共
に
永
劫
な
る
べ
し
。
し
か
し

て
そ
の
傑
出
せ
る
制
作
品
は
今
や
挙
げ
て
尽
く
海
外
に
輸

出
せ
ら
れ
た
り
。
悲
し
か
ら
ず
や
。

　

大
正
二
年
正
月
稿

　

ま
た
、
浮
世
絵
や
油
画
以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
、
次
の

（
20
）で
は
、「
支
那
画
」と
い
う
語
句
が
見
ら
れ
る
。（
20
）は
、

漱
石
が
津
田
青
楓
に
対
し
、
支
那
画
を
見
に
行
く
よ
う
に
勧

め
て
い
る
。
現
在
は
絵
画
の
ジ
ャ
ン
ル
分
け
は
、「
油
画
」「
日

本
画
」
な
ど
と
主
に
画
材
の
違
い
で
区
別
さ
れ
、
描
か
れ
た

地
域
は
区
別
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
日
本
人

が
い
わ
ゆ
る
中
国
風
の
技
法
で
描
い
た
も
の
を
支
那
画
と
呼

ぶ
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
元
・
明
代
の
南
宗
画
に
影
響

を
受
け
て
日
本
で
江
戸
後
期
か
ら
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

「
南
画
」
風
の
も
の
を
指
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
20
）
夏
目
漱
石
書
簡2

3
1
9

　

大
正
四
（
一
九
一
五
）
年

　

十
月
四
日
（
月
）　

津
田
青
楓　

は
が
き　

消
印
午
後

２

－

３
時

　

小
石
川
区
高
田
老
松
町
三
十
七
番
地　

津
田
亀
次
郎
宛

　

牛
込
区
早
稲
田
南
町
七
番
地
よ
り

　

大
光
社
へ
行
つ
て
支
那
画
を
見
て
来
ま
し
た
大
変
面
白

い
是
非
御
出
掛
な
さ
い
。
銀
座
二
丁
目
の
東
側
の
裏
河
岸

通
に
あ
り
ま
す
。
二
階
に
あ
る
複
製
の
芸
阿
弥
の
双
幅
は

非
常
に
よ
ろ
し
い
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（
21
）
で
も
漱
石
は
、
今
度
は
芥
川
龍
之
介
や
久
米
正
雄

に
向
け
て
、
「
東
洋
の
絵
（
支
那
の
画
）
」
を
勧
め
て
い
る
。

（
21
）
夏
目
漱
石
書
簡2

4
5
1

　

大
正
五
（
一
九
一
六
）
年

　

八
月
二
十
四
日
（
木
）　

芥
川
龍
之
介
・
久
米
正
雄　

消
印
午
後
６

－

７
時

　

千
葉
県
一
ノ
宮
海
岸
一
ノ
宮
館　

芥
川
龍
之
介
様
／
久

米
正
雄
様

　

八
月
二
十
四
日　

牛
込
早
稲
田
南
町
七　

夏
目
金
之
助

　

此
手
紙
を
も
う
一
本
君
等
に
上
げ
ま
す
。
君
等
の
手
紙

が
ま
あ
〔
あ
ま
〕
り
に
潑
溂
と
し
て
ゐ
る
の
で
、
無
精
の

僕
も
〔
も
〕
う
一
度
君
等
に
向
つ
て
何
か
云
ひ
た
く
な
つ

た
の
で
す
。
云
は
ゞ
君
等
の
若
々
し
い
青
春
の
気
が
、
老

人
の
僕
を
若
返
ら
せ
た
の
で
す
。

　

今
日
は
木
曜
で
す
。
然
し
午
後
（
今
三
時
半
）
に
は
誰

も
来
ま
せ
ん
。
例
の
滝
田
樗
陰
君
は
木
曜
日
を
安
息
日
と

自
称
し
て
必
ず
金
太
郎
に
似
た
顔
を
僕
の
書
斎
に
あ
ら
は

す
の
で
す
が
、
そ
の
先
生
も
今
日
は
欠
席
す
る
と
い
つ
て

わ
ざ
わ
ざ
断
つ
て
来
ま
し
た
。
そ
こ
で
相
変
ら
ず
蟬
の
声

の
中
で
他
か
ら
頼
ま
れ
た
原
稿
を
読
ん
だ
り
手
紙
を
書
い

た
り
し
て
ゐ
ま
す
。
昨
日
作
つ
た
詩
に
手
も
入
れ
て
見
ま

し
た
。
「
癲
狂
院
の
中
よ
り
」
と
い
ふ
色
々
な
狂
人
を
書

き
分
け
た
も
の
だ
と
い
ふ
原
稿
を
読
ま
せ
ら
れ
ま
し
た
。

中
々
思
ひ
付
き
を
書
く
人
が
あ
る
も
の
で
す
。

　

芥
川
君
の
俳
句
は
月
並
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
。
も
つ
と
も

久
米
君
の
や
う
な
立
体
俳
句
を
作
る
人
か
ら
見
た
ら
何
う

か
知
り
ま
せ
ん
が
、
我
々
十
八
世
紀
派
は
あ
れ
で
結
構
だ

と
思
ひ
ま
す
。
其
代
り
画
は
久
米
君
の
方
が
う
ま
い
で
す

ね
。
久
米
君
の
絵
の
う
ま
い
に
は
驚
ろ
い
た
。
あ
の
三
枚

の
う
ち
の
一
枚
（
夕
陽
の
景
？
）
は
大
変
う
ま
い
。
成
程

あ
れ
な
ら
三
宅
恒
方
さ
ん
の
絵
を
く
さ
す
筈
で
す
。
く
さ

し
て
も
構
は
な
い
か
ら
、
僕
に
い
つ
か
書
い
て
呉
れ
ま
せ

ん
か
。
（
本
当
に
い
ふ
の
で
す
）
。
同
時
に
君
が
た
は
東
洋

の
絵
（
こ
と
に
支
那
の
画
）
に
興
味
を
有
つ
て
ゐ
な
い
や

う
だ
が
、
ど
う
も
不
思
議
で
す
ね
。
そ
ち
ら
の
方
面
へ
も

少
し
色
眼
を
使
つ
て
御
覧
に
な
つ
た
ら
如
何
で
す
か
、
其

所
に
は
又
そ
こ
で
満
更
で
な
い
の
も
ち
よ
い
／
＼
あ
り
ま

す
よ
、
僕
が
保
証
し
て
上
げ
ま
す
。
（
後
略
）

　

（
22
）
は
芥
川
龍
之
介
の
展
覧
会
評
で
あ
る
。

（
22
）
芥
川
龍
之
介
『
俳
画
展
覧
会
を
観
て
』

　

俳
画
展
覧
会
へ
行
つ
て
見
た
ら
、
先
づ
下
村
為
山
さ
ん

の
半
折
が
、
皆
う
ま
い
の
で
驚
い
た
。
が
、
実
を
云
ふ
と
、
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う
ま
い
以
上
に
高
い
の
で
も
驚
い
た
。
尤
も
こ
れ
は
為
山

さ
ん
ば
か
り
ぢ
や
な
い
。
諸
先
生
の
俳
画
に
対
し
て
、
皆

多
少
は
驚
い
た
の
で
あ
る
。
か
う
云
ふ
と
、
諸
先
生
の
画

を
軽
蔑
す
る
や
う
に
聞
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
決
し
て

さ
う
云
ふ
つ
も
り
ぢ
や
な
い
。
そ
れ
よ
り
寧
ろ
、
頭
の
ど

こ
か
に
俳
画
と
云
ふ
も
の
と
、
値
段
の
安
い
と
云
ふ
事
と

を
結
び
つ
け
る
も
の
が
、
予
め
存
在
し
た
と
云
つ
た
方
が

適
当
で
あ
る
。

　

但
し
中
に
は
画
そ
の
も
の
が
く
だ
ら
な
く
つ
て
、
し
か

も
頗
る
高
価
な
も
の
も
全
く
な
か
つ
た
訣
じ
や
な
い
。
が
、

あ
れ
は
余
り
ま
づ
す
ぎ
る
の
で
、
人
に
買
は
れ
る
と
、
醜

を
後
世
に
残
す
か
ら
、
わ
ざ
と
誰
も
買
は
な
い
や
う
な
、

高
い
値
段
づ
け
を
つ
け
た
ん
だ
ら
う
と
推
察
し
た
。
唯
、

さ
う
云
ふ
画
が
二
三
点
既
に
売
約
済
に
な
つ
て
ゐ
た
の

は
、
誰
よ
り
も
先
づ
描
い
た
人
自
身
が
遺
憾
だ
つ
た
の
に

違
ひ
な
い
。

　

そ
れ
か
ら
句
仏
上
人
が
、
画
を
描
か
せ
て
も
や
は
り
器

用
な
の
に
敬
服
し
た
。
上
人
は
「
勿
体
な
や
祖
師
は
紙
衣

の
五
十
年
」
と
云
ふ
句
を
作
つ
た
人
で
あ
る
。
が
、
上
人

の
俳
画
は
勿
論
祖
師
で
も
何
で
も
な
い
か
ら
、
更
に
紙
衣

な
ん
ぞ
は
着
て
ゐ
な
い
。
皆
こ
の
頃
の
寒
空
を
知
ら
な
い

や
う
に
、
立
派
な
表
装
を
着
用
し
て
ゐ
る
。

　

そ
の
次
に
参
考
品
の
所
で
、
浅
井
黙
語
先
生
の
画
を
拝

見
し
た
。
こ
れ
は
非
売
品
だ
か
ら
、
値
段
に
脅
さ
れ
な
い

丈
で
も
、
甚
だ
安
全
な
も
の
で
あ
る
。
が
、
そ
ん
な
こ
と

を
眼
中
に
置
か
な
い
で
も
、
鳳
凰
や
羅
漢
な
ん
ぞ
は
、
至

極
結
構
な
出
来
だ
と
思
ふ
。
あ
の
位
達
者
で
、
し
か
も
あ

の
位
気
品
の
あ
る
所
は
、
そ
れ
こ
そ
本
式
に
敬
服
の
外
は

な
い
。

　

後
に
夏
目
漱
石
先
生
の
南
山
松
竹
を
見
て
、
同
じ
く

又
敬
意
を
表
し
た
。
先
生
は
生
前
、
「
己
は
画
で
も
津
田

に
頭
を
下
げ
さ
せ
る
や
う
な
も
の
を
描
い
て
や
る
」
と
力

ん
で
ゐ
ら
れ
た
さ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
津
田
青
楓
さ
ん
に

御
相
談
申
し
上
げ
る
が
、
技
巧
は
兎
も
角
も
、
気
品
の
点

へ
行
く
と
、
先
生
の
画
の
中
に
は
、
あ
な
た
が
頭
を
御
下

げ
に
な
つ
て
も
、
恥
し
く
な
い
も
の
が
あ
り
や
し
ま
せ
ん

か
。
こ
れ
は
私
自
身
が
頭
を
下
げ
る
か
ら
、
さ
う
し
て
平

生
あ
な
た
が
か
う
云
ふ
問
題
に
は
公
明
正
大
な
事
を
よ
く

承
知
し
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
れ
で
伺
つ
て
見
た
い
と
思
ふ
。

　

前
に
書
き
忘
れ
た
が
、
鳴
雪
翁
の
画
も
面
白
く
拝
見
し

た
。
昔
、
初
午
に
稲
荷
へ
行
く
と
、
よ
く
鳥
居
を
く
ぐ
る

途
に
地
口
の
行
燈
が
な
ら
ん
で
ゐ
た
。
あ
れ
は
そ
の
行
燈

の
絵
を
髣
髴
さ
せ
る
所
が
甚
だ
風
流
で
あ
る
。

　

ま
だ
い
ろ
い
ろ
思
ひ
つ
い
た
事
が
あ
る
が
、
目
下
多
忙
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の
際
だ
か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
御
免
を
蒙
り
た
い
。

 

（
大
正
七
年
十
一
月
）

　

（
21
）
の
漱
石
か
ら
の
書
簡
で
は
、
東
洋
の
絵
に
は
興
味

を
示
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
芥
川
龍
之
介
で
あ
る

が
、
（
22
）
で
は
、
「
俳
画
展
覧
会
」
に
行
き
、
さ
ら
に
そ
こ

で
漱
石
の
画
に
つ
い
て
「
技
巧
は
兎
も
角
も
、
気
品
の
点
へ

行
く
と
」
と
い
う
よ
う
に
高
い
評
価
を
し
て
い
る
。 

五　

ま
と
め

　

本
稿
で
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
様
々
な
絵
画
に
触
れ

た
近
代
の
作
家
た
ち
が
語
る
様
を
、
小
説
だ
け
で
な
く
、
展

覧
会
評
、
エ
ッ
セ
イ
、
ま
た
書
簡
文
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

確
認
し
た
。
な
お
、
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
八
月
五
日
に
開

か
れ
た
尾
道
文
学
談
話
会
第
五
回
で
話
し
た
内
容
に
も
と
づ

く
。
当
日
は
、
作
家
の
書
簡
を
通
し
て
、
当
時
の
交
流
の
様

子
や
作
家
の
考
え
が
見
え
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
も
話
し
、

参
加
者
か
ら
は
絵
画
の
側
面
、
文
学
的
側
面
、
ま
た
書
簡
と

い
う
資
料
的
側
面
な
ど
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
、
活
発
な
談

話
が
行
わ
れ
た
。

　

注

一 

　

仏
蘭
西
現
代
美
術
展
覧
会
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
会

図
書
館
の
オ
ン
ラ
イ
ン
展
示
「
近
代
日
本
と
フ
ラ
ン

ス―

憧
れ
、
出
会
い
、
交
流
」
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
n
d
l
.

g
o
.
j
p
/
f
r
a
n
c
e
/
j
p
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m
l

）
お
よ
び
、
中
川

三
千
代
「
デ
ル
ス
ニ
ス
と
日
仏
芸
術
社―

展
覧
会
活
動

を
中
心
に―

」
（
平
成
28
年
度
筑
波
大
学
大
学
院
人
間

総
合
科
学
研
究
科
芸
術
専
攻
博
士
論
文
概
要
）
参
照
。

二 

　

津
田
青
楓
は
「
画
家
。
京
都
生
ま
れ
。
西
川
一
草
亭

の
弟
。
浅
井
忠
に
ま
な
ぶ
。
京
都
高
島
屋
図
案
部
勤

務
の
の
ち
、
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
か
ら
四
三
年

（
一
九
一
〇
）
ま
で
パ
リ
に
留
学
し
、
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ジ
ュ

リ
ア
ン
で
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ル
・
ロ
ー
ラ
ン
ス
に
学
ぶ
。

帰
国
後
、
夏
目
漱
石
に
油
絵
を
教
え
、
漱
石
の
『
道
草
』

『
明
暗
』
の
装
丁
を
手
が
け
る
。
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）

に
は
二
科
会
の
創
立
に
参
加
。
翌
四
年
（
一
九
一
五
）
、

津
田
洋
画
塾
を
開
い
て
京
都
画
壇
に
一
勢
力
を
な
し

た
。
」（
『
日
本
大
百
科
全
書
』『
日
本
人
名
大
辞
典
』『
日

本
国
語
大
辞
典
』
他
参
照
）

　

調
査
資
料

夏
目
金
之
助
（
二
〇
〇
四
）
『
書
簡 

上
』
漱
石
全
集
第
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二
十
二
巻
、
（
岩
波
書
店
）

夏
目
金
之
助
（
一
九
九
七
）
『
書
簡 

下
』
漱
石
全
集
第

二
十
四
巻
、
（
岩
波
書
店
）

※
こ
の
他
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
青
空
文
庫
、J

a
p
a
n
 

K
n
o
w
l
e
d
g
e

を
参
照
し
た
。

　

参
考
文
献

小
嶋
千
明
（
一
九
九
九
）
「
芥
川
龍
之
介
と
西
洋
絵
画―

内

容
と
形
式
を
巡
る
葛
藤
」
『
比
較
文
学
・
文
化
論
集
』

（
一
六
）
東
京
大
学
比
較
文
学
・
文
化
研
究
会
、
四
二

－

五
六
頁

　

付
記

　

本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
度
尾
道
市
立
大
学
公
開
講
座
「
尾

道
文
学
談
話
会
」
（
第
５
回
、
二
〇
一
九
年
八
月
五
日
）
の

内
容
に
も
と
づ
く
。

　

な
お
、
本
研
究
は
、
二
〇
一
九
年
度
学
長
裁
量
教
育
研
究

費
に
よ
る
。

―

ふ
じ
も
と
・
ま
り
こ　

日
本
文
学
科
准
教
授―

―

に
し
じ
ま
・
あ
み　
　

美
術
学
科
准
教
授―

　

－ 119 －


