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第
一
章　
「
美
術
（
芸
術
）」
の
「
妙ア

イ
ジ
ヤ想

」

１　
「
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
」
維
新

文
芸
評
論
家
雅
川
滉
（
成
瀬
正
勝
）
が
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
畢
竟
、
明
治
文
学
の
流
れ
は
、
レ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
道
で
あ
る
。
そ
の
道
の
上
で
、
作
家
の
刻
苦
経
営
し
た
跡
が
、
時
に
写
実
派

と
謂
は
れ
、
観
念
派
、
深
刻
派
と
呼
ば
れ
、
ま
た
浪
漫
派
と
名
づ
け
ら
れ
て
、
自
然
主
義
に
ま
で
結
実
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
非
常
に
重
大
で
あ
っ
て
、
写
実
派
の
後
に
浪
漫
派
が
起
り
、
そ
れ
に
対
し
て
自
然
派
が
起
っ
た
な
ど
と
い
ふ
皮
相
な
見
方
で

は
、
明
治
文
学
を
理
解
す
る
こ
と
は
遂
に
出
来
な
い
。
明
治
文
学
の
道
は
、
一
面
、
欧
州
文
学
に
対
す
る
消
化
力
の
跡
と
も
云
へ

る
」１。

こ
れ
は
明
治
に
お
い
て
近
代
小
説
が
成
立
す
る
過
程
を
見
る
上
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
指
摘
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
こ
こ
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で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
写
実
派
、
観
念
派
、
浪
漫
派
、
自
然
主
義
と
い
っ
た
呼
称
に
し
て
も
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
い

ず
れ
も
概
念
と
し
て
は
き
わ
め
て
曖
昧
で
あ
り
、
明
治
文
学
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
で
こ
れ
ら
の
概
念
が
ど
の
よ
う
に

理
解
さ
れ
、
論
争
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
、
創
作
の
上
で
ど
の
よ
う
に
実
践
さ
れ
た
の
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

明
治
維
新
で
西
洋
の
文
明
・
文
化
の
圧
倒
的
な
力
に
直
面
し
て
、
こ
れ
を
す
み
や
か
に
消
化
吸
収
す
る
こ
と
を
至
上
命
令
と
し
た
明

治
日
本
の
知
識
人
に
と
っ
て
、
西
洋
近
代
の
文
学
、
よ
り
ひ
ろ
く
い
え
ば
芸
術
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
吸
収
し
、
こ
れ
に
な
ら
っ
て
自
己

形
成
す
る
べ
き
文
化
領
域
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
と
ば
を
あ
え
て
使
え
ば
、
そ
れ
ま
で
日
本
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
西
洋
近
代
の
「
ア
ー

ト
ワ
ー
ル
ド
」
を
自
己
の
も
の
と
す
る
企
て
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
分
析
哲
学
者
ア
ー
サ
ー
・
ダ
ン
ト
ー
は
、
一
九
六
四
年
に
ア
ン
デ

ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ル
が
、
ブ
リ
ロ
の
洗
剤
の
商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
あ
る
段
ボ
ー
ル
箱
に
そ
っ
く
り
に
似
せ
た
も
の
を
合
板
で
作
っ
て
、
ギ

ャ
ラ
リ
ー
の
床
に
、
あ
た
か
も
商
品
倉
庫
に
置
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
積
み
あ
げ
た
作
品
を
展
示
し
た
の
を
見
て
、「
な
ぜ
こ
れ
が

ア
ー
ト
な
の
か
」
と
自
問
し
、
お
な
じ
年
に
論
文
「
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
」
を
発
表
す
る
。
そ
こ
で
か
れ
は
、
あ
る
「
も
の
」
が
「
芸

術
」
作
品
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
芸
術
論
で
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
時
代
や
民
族
、
地
域
を
こ
え
て
普
遍
的
に

共
通
す
る
「
芸
術
」
の
不
変
の
本
質
を
も
つ
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
や
地
域
に
お
い
て
あ
る
も
の
を
「
芸
術
」
と
し
て
理

解
し
、
受
け
入
れ
、
同
意
す
る
、
そ
の
社
会
に
特
有
の
「
芸
術
」
に
つ
い
て
の
歴
史
や
理
論
や
批
評
と
い
っ
た
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
支
え

ら
れ
た
ひ
と
つ
の
「
雰
囲
気
」
に
も
と
づ
く
と
い
う
。
ダ
ン
ト
ー
は
、
こ
の
特
定
の
時
代
、
特
定
の
社
会
の
芸
術
を
め
ぐ
る
雰
囲
気
を

「
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
」
と
呼
ぶ
が
、
ブ
リ
ロ
の
箱
は
す
く
な
く
と
も
一
九
世
紀
ま
で
の
西
洋
近
代
の
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
で
は
け
っ
し
て

「
芸
術
」
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る２
。
要
す
る
に
西
洋
の
一
九
世
紀
ま
で
と
二
〇
世
紀
半
ば
と
で
は
、
芸
術
の
歴
史
や
理

論
や
批
評
に
も
と
づ
い
て
あ
る
「
も
の
」
に
「
芸
術
」
の
身
分
を
付
与
す
る
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
が
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
明
治
以
前
の
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日
本
に
も
小
説
は
あ
り
、
絵
画
や
彫
刻
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
を
と
く
に
「
文
学
」
と
呼
び
「
美
術
」
と
呼
ん
で
、
こ
れ
に
「
芸
術
」

の
身
分
を
授
与
す
る
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
、
つ
ま
り
は
西
洋
近
代
の
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
文
学
や
美
術
の
領

域
に
お
け
る
社
会
的
実
践
と
し
て
の
明
治
維
新
と
は
、
本
書
の
副
題
に
も
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
維
新
」
な
の
で

あ
る
。

そ
も
そ
も
西
洋
に
お
け
る
「
美
術
（
芸
術
）」
に
し
て
も
、
近
代
に
成
立
す
る
概
念
で
あ
る
。
中
世
ま
で
は
彫
刻
や
絵
画
、
建
築
も

一
般
に
職
人
の
技
芸
（
ギ
リ
シ
ャ
語
でtechne

、
ラ
テ
ン
語
でars

）
に
属
し
、
教
会
や
宮
殿
等
を
荘
厳
す
る
も
の
と
し
て
、
宗
教
的
な

権
威
や
政
治
的
な
権
力
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
の
な
か
で
画
家
や
彫
刻
家
た
ち
の
社
会
的
地
位
が

た
か
ま
っ
た
結
果
、
か
れ
ら
に
し
て
も
自
分
た
ち
の
仕
事
が
た
ん
な
る
職
人
技
と
は
ち
が
う
と
い
う
意
識
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
一
七

世
紀
後
半
に
な
る
と
詩
や
絵
画
、
彫
刻
、
建
築
、
音
楽
な
ど
わ
れ
わ
れ
が
こ
ん
に
ち
芸
術
と
い
う
概
念
で
包
括
し
て
い
る
も
の
を
ひ
と

つ
に
し
て
、
こ
れ
ら
に
共
通
の
本
質
的
な
き
ず
な
を
、
そ
れ
ら
が
も
っ
て
い
る
美
と
調
和
、
お
よ
び
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
あ
た
え
る
快

楽
に
見
る
考
え
か
た
が
で
て
く
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
、
絵
画
や
彫
刻
は
「
自
然
の
摸
倣
」
と
さ
れ
た
が
、
現
実
の
雑
多
な
現
象
そ

れ
自
体
は
つ
ね
に
美
し
い
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
の
技
芸
に
は
あ
る
べ
き
自
然
の
理
想
的
な
い
し
理
念
的
な
美
し
い
か

た
ち
が
要
請
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
、
人
間
精
神
の
特
別
な
能
力
で
あ
る
「
天
才
」
の
、
雑
多
な
現
象
を
ひ
と
つ
の
理

想
（
理
念
）
の
も
と
に
調
和
し
た
美
し
い
全
体
へ
と
構
想
し
作
品
と
し
て
提
示
す
る
能
力
、
し
た
が
っ
て
芸
術
家
の
自
由
で
独
創
的
な

想
像
的
創
造
力
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
変
化
を
経
て
、
こ
ん
に
ち
わ
れ
わ
れ
に
な
じ
み
の
「
美
し
い
芸
術

（
美
術
、fine arts, beaux arts

）」
と
い
う
こ
と
ば
が
浸
透
す
る
の
は
、
よ
う
や
く
一
八
世
紀
も
半
ば
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

所
産
で
あ
る
「
作
品
」
も
、
宗
教
や
王
権
に
対
す
る
従
属
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
そ
の
作
り
手
で
あ
る
芸
術
家
の
、
そ
の
独
創
と
天
才
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に
お
い
て
他
に
際
だ
っ
た
精
神
に
ひ
と
し
い
、
そ
れ
自
体
一
個
の
自
立
し
た
存
在
と
し
て
自
己
を
主
張
す
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
「
美
し

い
芸
術
」
は
、
人
間
精
神
の
「
自
己
表
現
」
で
も
あ
る
。
享
受
者
も
ま
た
い
っ
さ
い
の
社
会
的
な
、
あ
る
い
は
実
用
的
な
関
心
に
か
か

わ
ら
な
い
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
無
関
心
性
」
に
お
い
て
な
り
た
つ
純
粋
に
美
的
な
観
照
に
お
い
て
、
よ
き
趣
味
を
そ
な
え
た
一
個
の
精

神
と
し
て
作
品
に
む
き
あ
う
も
の
と
な
る３
。
明
治
の
日
本
人
が
西
洋
近
代
の
芸
術
、
と
り
わ
け
文
学
や
美
術
に
ふ
れ
た
と
き
、
そ
れ
を

支
え
る
西
洋
近
代
の
芸
術
概
念
と
芸
術
理
論
、
つ
ま
り
西
洋
近
代
の
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

明
治
維
新
に
お
け
る
西
洋
文
明
受
容
の
圧
力
の
下
で
、
在
来
の
日
本
の
絵
画
や
彫
刻
は
顧
み
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
を
に
な
う
絵
師

や
仏
師
た
ち
も
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
武
士
階
級
の
没
落
と
と
も
に
そ
の
庇
護
を
う
し
な
っ
て
零
落
し
、
そ
の
多
く
は
輸
出
用
の
工
芸
品

の
図
案
や
絵
付
け
な
ど
に
従
事
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
一
方
で
高
橋
由
一
（1828-1894

）
の
よ
う
に
、
少
年
時
代
に
狩
野
派
や
北
派

を
学
ん
だ
が
、
友
人
に
洋
製
石
版
画
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
「
悉
皆
真
に
迫
り
た
る
が
上
に
一
の
趣
味
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
忽
ち
修
学

の
念
」４
を
お
こ
す
も
の
も
い
た
。
か
れ
は
一
八
六
二
年
、
三
五
歳
で
、
幕
府
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
洋
学
の
研
究
教
育
機
関
で
あ
る
蕃

書
調
所
（
の
ち
に
開
成
所
と
改
称
、
明
治
維
新
後
は
開
成
学
校
と
な
り
、
明
治
一
〇
年
発
足
の
東
京
大
学
の
母
体
）
の
画
図
局
に
入
学
し
て
教

官
川
上
冬
崖
の
も
と
で
洋
画
を
学
ん
だ
が
、
冬
崖
の
西
洋
画
は
な
お
「
絵
図
」、
し
た
が
っ
て
製
図
や
測
量
図
と
い
っ
た
科
学
技
術
の

一
端
と
し
て
の
画
学
で
あ
っ
て
、
蕃
書
調
所
で
は
油
絵
な
ど
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
か
れ
は
、『
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
テ

ド
・
ロ
ン
ド
ン
・
ニ
ュ
ー
ス
』
特
派
員
で
挿
絵
画
家
と
し
て
横
浜
に
い
た
画
家
ワ
ー
グ
マ
ン
に
入
門
し
た
り
、
の
ち
に
は
明
治
九
年
に

開
設
さ
れ
た
、
わ
が
国
最
初
の
西
洋
美
術
教
育
機
関
で
あ
る
工
部
美
術
学
校
の
画
学
科
教
授
と
し
て
来
日
し
た
画
家
フ
ォ
ン
タ
ネ
ー
ジ

を
訪
ね
て
学
ん
だ
と
い
う
。「
美
術
」
と
い
う
こ
と
ば
が
わ
が
国
で
は
じ
め
て
使
わ
れ
た
の
は
、
明
治
六
年
の
ウ
ィ
ー
ン
万
博
に
出
品

を
う
な
が
す
べ
く
、
明
治
五
年
一
月
に
全
国
各
府
県
に
発
せ
ら
れ
た
「
出
品
差
出
勤
請
書
」
に
添
付
さ
れ
た
出
品
規
定
に
お
い
て
で
あ
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１　「アートワールド」維新

り
、
こ
の
な
か
に
「
美
術
（
西
洋
に
て
音
楽
、
画
学
、
像
を
作
る
術
、
詩
学
等
を
美
術
と
い
ふ
）」
と
い
う
語
が
で
て
く
る
。
し
か
し
じ
っ

さ
い
に
出
品
さ
れ
た
も
の
は
、
出
品
計
画
を
依
頼
さ
れ
た
、
大
学
の
お
雇
い
教
師
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
人
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ワ
グ
ネ
ル

の
進
言
に
よ
っ
て
日
本
の
伝
統
的
工
芸
品
が
中
心
で
、
ウ
ィ
ー
ン
万
博
で
は
「
工
芸
（
ク
ラ
フ
ト
）」
に
分
類
さ
れ
て
展
示
さ
れ
絶
賛

さ
れ
た
と
い
う
。
以
後
明
治
政
府
は
陶
磁
器
、
漆
器
、
七
宝
な
ど
の
伝
統
工
芸
品
の
輸
出
に
力
を
い
れ
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
九
年
に

工
部
美
術
学
校
が
設
置
さ
れ
た
の
も
そ
の
一
環
で
あ
る
。
そ
の
学
校
規
則
に
「
美
術
学
校
は
欧
洲
近
世
の
技
術
を
以
て
我
日
本
国
旧
来

の
職
風
に
移
し
、
百
工
の
補
助
と
な
さ
ん
が
為
に
設
く
る
も
の
な
り
」５
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
い
う
「
美
術
」
も
「
百
工
」
す
な
わ

ち
工
芸
技
術
一
般
を
意
味
し
、「
欧
洲
近
世
の
技
術
」
に
よ
っ
て
「
吾
邦
美
術
の
短
所
を
補
ひ
、
新
に
真
写
の
風
を
講
究
」
す
る
こ
と

で
殖
産
興
業
を
果
た
そ
う
と
い
う
の
が
、
美
術
学
校
設
置
の
目
的
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
小
山
正
太
郎
、
浅
井
忠
ら
、
わ
が
国
の
近
代
洋

画
の
開
拓
者
が
学
ん
だ
の
も
、
従
来
の
狩
野
派
な
ど
の
粉
本
─
各
流
派
の
先
学
の
下
絵
や
古
画
の
模
写
本
─
を
も
と
に
し
た
修
練

で
は
な
く
、
写
生
を
ふ
ま
え
た
西
洋
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
で
あ
っ
た
。
明
治
一
〇
年
に
は
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
が
開
か
れ
、
そ
の

出
品
区
分
名
称
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
「
美
術
」
に
は
彫
像
術
、
書
画
、
版
画
、
写
真
、
建
築
学
、
各
種
工
芸
が
ふ
く
ま
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
に
い
う
「
書
画
」
と
は
書
や
水
墨
画
、
日
本
画
、
油
絵
と
な
ら
ん
で
、
蒔
絵
や
陶
磁
器
、
七
宝
な
ど
絵
付
の
あ
る
工
芸

品
も
ふ
く
ま
れ
る６
。

明
治
一
二
年
に
は
殖
産
興
業
政
策
を
指
揮
し
、
ウ
ィ
ー
ン
万
博
事
務
副
総
裁
を
つ
と
め
た
佐
野
常
民
や
の
ち
に
帝
国
博
物
館
総
長
と

な
る
文
部
官
僚
の
九
鬼
隆
一
、
そ
し
て
輸
出
業
者
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
美
術
団
体
「
龍
池
会
」
が
設
立
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
わ
が
国

の
古
美
術
保
護
と
工
芸
品
の
輸
出
振
興
を
目
的
と
し
た
、
政
府
の
殖
産
興
業
政
策
を
支
え
る
外
郭
団
体
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
一
〇
年

に
来
朝
し
て
東
京
大
学
の
お
雇
い
教
師
を
し
て
い
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
明
治
一
五
年
五
月
一
四
日
に
龍
池
会
で
講
演
「
美
術
真
説
」（
大
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森
惟
中
筆
記
）
を
お
こ
な
う
が
、
こ
れ
が
わ
が
国
に
お
い
て
西
洋
近
代
の
「
美
術
（
芸
術
、fine art

）」
と
い
う
概
念
が
は
っ
き
り
と
示

さ
れ
た
最
初
で
あ
る７
。

フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
美
術
の
種
類
を
列
挙
し
て
「
音
楽
、
詩
歌
、
書
画8
、
彫
刻
、
舞
踏
等
」
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
美
術
が
「
通
常
職

工
」
の
「
非
美
術
」
と
こ
と
な
る
、
そ
の
「
善
イ
キ
セ
ル
レ
ン
ス
美
」
た
る
資
格
は
、
た
ん
な
る
「
技
倆
の
精
巧
」
で
も
、
そ
れ
が
あ
た
え
る
「
愉

悦
」
で
も
、
ま
た
「
天
然
の
事
物
に
擬
似
す
る
」
こ
と
で
も
な
く
、
そ
れ
が
全
体
と
部
分
の
あ
い
だ
の
有
機
的
な
調
和
・
統
一
を
実
現

す
る
こ
と
で
、
天
然
万
物
に
は
存
在
し
な
い
完
全
性
を
提
示
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
て
、
こ
の
完
全
性
を
「
美
術
の
妙ア
イ
ジ
ヤ想

［idea

］」

と
い
う
。
そ
し
て
「
妙
想
な
る
も
の
は
各
般
の
物
件
に
属
す
る
」
が
、
画
家
は
こ
の
「
事
物
の
精
神
を
感
覚
す
る
」
こ
と
で
作
品
の
う

ち
に
「
其
妙
想
を
顕
す
」
が
、
こ
の
妙
想
を
案
出
す
る
能
力
は
「
意
匠
の
力
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
プ
ラ
ト
ン
的

イ
デ
ア
に
も
と
づ
く
近
代
観
念
論
美
学
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
か
れ
は
さ
ら
に
美
術
作
品
の
、
外
部
の
現
実
世
界
か
ら
の
自
立
性
と
、

そ
こ
に
描
か
れ
た
も
の
に
対
す
る
実
践
的
欲
求
や
利
害
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
無
関
心
性
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
か

れ
は
、
さ
い
き
ん
の
欧
州
の
画
家
は
も
っ
ぱ
ら
写
真
の
ご
と
き
模
写
に
終
始
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
の
絵
画
は
余
白
を
の
こ
し

て
「
自
由
且
つ
簡
易
に
妙
想
を
顕
す
」
点
で
油
絵
に
ま
さ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
油
絵
の
新
奇
な
る
を
激
賞
す
る
一
方

で
固
有
の
絵
を
蔑
視
し
て
旧
来
の
画
家
を
排
斥
し
た
こ
と
は
深
く
憂
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、「
日
本
画
術
」
を
興
す
べ
く
美
術

学
校
を
設
立
す
る
こ
と
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
明
治
前
期
の
欧
化
が
一
段
落
し
た
一
〇
年
代
の
後
半
に
は
一
転
し
て
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
・
美
術
の
再
評
価
へ
と
む

か
う
反
動
の
風
潮
が
お
こ
る
。
明
治
一
五
年
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
内
国
絵
画
共
進
会
で
は
洋
画
の
出
品
が
拒
否
さ
れ
、
明
治
一
六
年

に
は
工
部
美
術
学
校
が
廃
校
に
な
る
。
そ
し
て
明
治
二
〇
年
に
は
、
東
京
大
学
卒
業
後
文
部
省
に
勤
め
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
助
手
と
し
て
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欧
米
美
術
行
政
の
視
察
を
終
え
た
岡
倉
天
心
が
中
心
に
な
っ
て
東
京
美
術
学
校
が
設
置
（
開
校
は
二
二
年
）
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
工
部

美
術
学
校
と
は
逆
に
、
絵
画
科
は
日
本
画
の
み
、
美
術
工
芸
科
は
金
工
、
漆
工
、
彫
刻
科
は
木
彫
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
洋
画
排

斥
の
動
き
に
対
し
て
、
洋
画
家
小
山
正
太
郎
は
明
治
一
五
年
に
論
考
「
書
は
美
術
な
ら
ず
」
を
発
表
す
る
が
、
こ
れ
が
次
節
に
見
る
よ

う
な
、
日
本
美
術
と
西
洋
油
絵
を
め
ぐ
る
論
争
に
発
展
す
る
。

こ
の
時
代
の
、
西
洋
近
代
の
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
と
「
芸
術
」
概
念
の
受
容
を
め
ぐ
る
重
要
な
で
き
ご
と
と
し
て
は
も
う
ひ
と
つ
、
明

治
一
六
年
に
文
部
省
の
、
最
新
の
美
学
書
で
大
学
の
教
科
書
と
し
て
使
え
る
も
の
を
と
い
う
委
嘱
に
応
え
て
中
江
兆
民
が
訳
し
た
フ
ラ

ン
ス
人
ユ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
ロ
ン
（『
美
学
』1878

）
の
『
維
氏
美
学　

上
冊
』（
下
冊
は
明
治
一
七
年
）
の
出
版
が
あ
る
。
ヴ
ェ
ロ
ン
は

一
八
五
〇
年
に
文
学
部
門
の
大
学
教
授
資
格
を
取
得
す
る
も
の
の
、
の
ち
に
教
職
を
し
り
ぞ
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
転
じ
、
七
五
年

以
降
パ
リ
の
『
芸
術
（l’A

rt

）』
誌
の
編
集
長
と
し
て
活
動
し
た
。
か
れ
は
旧
態
依
然
と
し
た
ア
カ
デ
ミ
ー
、
す
な
わ
ち
美
術
学
校
や

サ
ロ
ン
展
を
牛
耳
る
芸
術
院
や
そ
れ
が
信
奉
す
る
古
典
派
の
教
義
、
す
な
わ
ち
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
「
理
想
の
美
と
い
う
絶
対
的
観
念
」

は
た
ん
な
る
「
荒
唐
無
稽
な
存
在
論
」
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
こ
の
時
代
の
心
理
・
生
理
学
や
進
化
論
と
、
そ
れ
に
呼
応
し
た
フ
ラ
ン

ス
の
文
学
史
家
イ
ポ
リ
ッ
ト
・
テ
ー
ヌ
の
、
芸
術
を
「
社
会
環
境
（
ミ
リ
ュ
ー
）」
の
所
産
と
す
る
思
想
を
基
礎
に
し
た
実
証
主
義
的

芸
術
論
を
展
開
し
て
い
る
。

ヴ
ェ
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、
ア
カ
デ
ミ
ー
学
派
は
美
を
「
被
造
物
そ
れ
ぞ
れ
の
種
に
本
質
的
な
形
式
（
形
相
）」
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
的

「
理
想
（
イ
デ
ア
）」
の
「
神
的
完
全
性
の
一
属
性
」
と
考
え
、
こ
の
イ
デ
ア
は
、
そ
れ
が
「
物
質
（
質
料
）」
の
う
ち
に
現
実
化
さ
れ
る

際
に
は
必
然
的
に
退
化
を
こ
う
む
る
が
、
芸
術
は
こ
れ
を
完
全
な
も
の
に
し
「
理
想
化
」
す
る
と
い
う
。
だ
が
じ
っ
さ
い
に
は
「
芸
術

は
例
外
な
く
あ
ら
ゆ
る
感
覚
に
う
っ
た
え
る
」
も
の
で
あ
り
、
美
し
い
も
の
の
み
な
ら
ず
醜
い
も
の
恐
ろ
し
い
も
の
で
さ
え
対
象
と
し
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て
、
し
か
も
芸
術
で
あ
る
こ
と
を
や
め
は
し
な
い
し
、
そ
も
そ
も
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
「
ど
こ
に
美
が
あ
る
と
い
う
の
か
」
と
批

判
す
る
。
そ
の
上
で
ヴ
ェ
ロ
ン
は
、
ひ
と
が
「
美
的
感
覚
（les sentim

ents esthétiques

）」
に
よ
っ
て
作
品
の
美
と
そ
れ
に
と
も
な

う
快
を
感
じ
る
と
き
、
こ
の
快
は
も
う
ひ
と
つ
べ
つ
の
感
覚
、「
ほ
ん
ら
い
の
意
味
で
の
美
的
快
（le plaisir esthétique

）、
す
な
わ

ち
当
の
芸
術
家
に
そ
の
よ
う
な
仕
事
を
可
能
に
し
た
能
力
の
卓
抜
さ
に
対
す
る
、
共
感
と
好
意
を
と
も
な
う
賞
賛
を
構
成
す
る
感
覚
」９

と
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
と
い
う
。
醜
怪
な
悪
徳
そ
れ
自
体
を
ひ
と
つ
の
客
観
的
対
象
と
し
て
こ
れ
を
正
確
に
再
現
模
倣
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
美
（
完
全
性
）
と
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
最
後
に
美
的
享
楽
（la jouissance esthétique

）
を
引
き
お
こ
す
」

も
の
は
、
そ
の
対
象
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
生
き
生
き
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
創
造
し
た
詩
人
の
個
性
（la 

personnalité

）」
す
な
わ
ち
「
天
才
」
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
芸
術
家
が
醜
い
自
然
対
象
に
対
し
て
さ
え
、
こ
れ
を
ど
う
感

じ
と
り
、
い
か
に
し
て
生
き
生
き
と
描
出
す
る
か
の
能
力
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
芸
術
家
の
独
創
的
な
個
性
の
、
作
品
の
う
ち
へ
の

「
美
的
表
現
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ヴ
ェ
ロ
ン
の
立
場
は
、
一
九
世
紀
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
自
己
表
現
の
美
学
」
と
い
っ

て
よ
い
。
そ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ー
学
派
の
い
う
美
し
い
自
然
対
象
の
「
模
倣
、
再
現
、
理
想
化
」
を
事
と
す
る
芸
術
と
は
こ
と
な
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
自
己
表
現
の
美
学
に
と
っ
て
自
然
の
美
と
区
別
さ
れ
る
「
芸
術
美
」
は
上
述
の
よ
う
な
狭
義
の
「
美
」
に
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ヴ
ェ
ロ
ン
は
、
こ
の
広
義
の
芸
術
美
の
快
を
よ
り
広
く
「
美
的
享
楽
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

兆
民
の
訳
は
お
お
む
ね
原
書
の
論
旨
に
即
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
ま
ま
省
略
や
要
約
、
大
胆
な
意
訳
も
見
ら
れ
、
ま
た
語
義
や
論

旨
を
説
明
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
原
書
に
は
な
い
兆
民
自
身
に
よ
る
解
説
も
挿
入
さ
れ
て
い
て
、
忠
実
な
訳
と
は
と
う
て
い
い
え
な
い

も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
術
語
の
定
訳
が
ま
だ
な
い
当
時
の
こ
と
で
、「
独
創
性
（des originalités

）」
を
「
己
れ
の
固
有
の
性
を
写

し
出
す
」、「
主
題
（sujet

）」
を
「
旨
趣
」
と
す
る
よ
う
な
訳
語
で
は
、
ヴ
ェ
ロ
ン
が
は
た
し
て
な
に
を
い
お
う
と
し
て
い
た
か
を
理
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解
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
兆
民
は
ま
た
原
文
の
、
芸
術
は
た
ん
な
る
模
擬
で
は
な
い
と
い
う
議

論
に
対
し
て
、
こ
れ
を
説
明
す
る
べ
く
、
芸
術
の
巧
み
は
「
物
の
精
神
を
発
揮
し
て
其
活
発
の
気
象
を
写
す
に
在
り
」10

を
み
ず
か
ら
つ

け
加
え
た
り
も
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
る
い
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
「
美
術
真
説
」
の
「
事
物
の
精
神
」
を
参
照
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
こ
れ
は
書
籍
の
流
通
機
構
に
乗
ら
な
い
政
府
刊
行
物
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
従
来
は
、
か
な
ら
ず
し
も
広
く
流
布
し
読
ま

れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
森
鴎
外
は
明
治
二
九
年
の
『
月
草
』
序
で
、『
維
氏
美
学
』
は
「
非
形
而
上
学

派
と
い
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ
非
学
問
派
な
る
」
も
の
で
、「
こ
れ
は
我
国
の
文
学
美
術
に
は
、
殆
何
の
影
響
を
も
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
」
と

い
い
、
高
山
樗
牛
も
「
今
日
よ
り
是
を
見
れ
ば
、
其
選
択
の
無
謀
、
訳
文
の
粗
笨
は
、
当
時
の
人
が
如
何
に
斯
学
の
歴
史
及
び
意
義
に

昧く
ら

か
り
し
か
を
証
す
る
の
一
標
章
」（「
現
今
我
邦
に
於
け
る
審
美
学
に
就
い
て
」『
太
陽
』
明
29
・
５
）
た
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
だ
が

高
橋
由
一
は
明
治
一
七
年
頃
に
、「
本
書
を
精
読
し
て
克
明
な
ノ
ー
ト
を
作
っ
て
い
た
」11

と
い
う
。
坪
内
逍
遙
は
、
か
れ
が
明
治
一
六

年
か
ら
一
八
年
に
か
け
て
『
小
説
神
髄
』
を
準
備
し
て
い
た
時
期
に
は
ま
だ
『
維
氏
美
学
』
を
読
ん
で
は
い
な
い
。
だ
が
明
治
一
八
年

八
月
ご
ろ
、
小
山
正
太
郎
の
弟
子
で
、『
当
世
書
生
気
質
』
の
挿
絵
の
一
部
を
担
当
し
た
長
原
止
水
に
こ
れ
を
借
り
て
読
み
、
こ
れ
に

触
発
さ
れ
て
翌
一
九
年
『
学
芸
雑
誌
』（
明
19
・
10
・
5
、
10
・
20
、
明
20
・
１
・
５
）
に
「
美
と
は
何
ぞ
や
」
を
連
載
し
て
い
る
が
、

そ
の
議
論
は
ほ
と
ん
ど
ヴ
ェ
ロ
ン
に
負
っ
て
い
る
。
小
山
が
主
催
す
る
画
塾
不
同
舎
の
『
不
同
舎
日
記
』
明
治
二
五
年
一
月
八
日
の
条

に
、「
毎
週
火
曜
日
午
後
三
時
よ
り
美
学
輪
講
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
会
で
読
ま
れ
て
い
た
の
は
『
維
氏
美
学
』
で
あ
っ
た12
と
い
う
。
ま

た
内
田
魯
庵
が
明
治
二
五
年
に
刊
行
し
た
『
文
学
一
斑
』
の
「
第
二　

詩
（
ポ
ー
エ
ト
リ
イ
）」
に
は
、「
詩
と
は
何
ぞ
」
と
の
問
い
に

対
し
て
「
ヴ
ェ
ロ
ン
は
曰
く
」
と
し
て
、「
文
芸
の
才
と
は
何
物
を
指
す
乎
、
曰
く
此
精
神
一
種
の
感
動
な
り
、
一
種
の
想
像
力
な
り
」13

に
つ
づ
く
数
行
を
引
用
し
、
ま
た
ほ
か
に
も
数
か
所
の
引
用
が
あ
る
。
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逍
遙
は
「
美
と
は
何
ぞ
や
」
で
、
ヴ
ェ
ロ
ン
の
美
学
論
は
大
体
に
お
い
て
「
実
に
周
到
な
る
議
論
な
る
の
み
か
頗
る
正
鵠
を
得
た
る

も
の
」
だ
と
評
価
す
る
一
方
で
、「
惜
し
や
肝
要
な
る
定
義
に
至
り
て
は
甚
だ
不
道
理
な
る
解
釈
を
下
し
、
極
め
て
茫
漠
た
る
文
字
を

用
ひ
ぬ
」
と
批
判
す
る
が
、
こ
の
批
判
は
む
し
ろ
兆
民
の
訳
が
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
逍
遙
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
荒
唐
な
る
極
致
［
理

想
］
論
に
も
と
づ
く
「
近
代
の
極
致
主
義
」
を
批
判
す
る
一
方
で
「
模
擬
主
義
の
美
学
論
」
を
も
批
判
す
る
ヴ
ェ
ロ
ン
に
賛
同
し
、
も

し
も
芸
術
の
美
が
現
実
の
模
倣
に
あ
る
と
す
れ
ば
「
醜
穢
惨
刻
の
極
端
」
を
写
し
た
も
の
も
美
と
な
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
あ
り
え
な

い
と
す
る
ヴ
ェ
ロ
ン
に
賛
同
し
て
い
る14
。
こ
れ
に
関
連
し
て
逍
遙
は
、
西
洋
画
の
「
模
擬
主
義
よ
り
出
た
る
弊
」
に
つ
い
て
、「
某
氏

［
フ
ェ
ノ
ロ
サ
］
此
事
を
い
た
く
慨な
げ

き
て
突
然
横よ
こ

合あ
い

よ
り
異
論
を
唱
へ
て
、
美
術
の
真
髄
は
さ
う
し
た
者
に
あ
ら
ず
」
と
演
説
し
た
が
、

「
元
来
美
学
の
理
は
兎
の
毛
ほ
ど
も
」
知
ら
な
い
日
本
の
美
術
家
は
「
そ
れ
よ
り
某
氏
を
神
の
如
く
崇と
う
とみ

」
た
だ
ち
に
模
倣
主
義
の
西

洋
画
を
排
斥
し
た
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
。
逍
遙
は
「
某
氏
の
論
ず
る
所
は
重
に
「
妙
想
」
を
写
す
こ
と
に
あ
り
、
個
人
を
マ
ネ
よ
と
の

事
」
で
は
な
い
の
に
、
日
本
の
美
術
家
は
「
某
氏
の
い
は
れ
し
議
論
を
十
分
了
解
す
る
智
力
も
な
き
ゆ
ゑ
」、
日
本
画
が
も
っ
ぱ
ら
粉

本
す
な
わ
ち
「
古
人
の
書
て
置
し
絵
画
の
み
を
模
倣
し
曾
て
発
明
す
る
所
」
が
な
い
こ
と
に
思
い
い
た
ら
な
い
の
は
笑
止
だ
と
批
判
す

る
。
そ
の
一
方
で
逍
遙
は
、
あ
る
論
者
が
「
美
術
の
要
は
…
…
物
の
精
神
を
模
擬
す
る
に
あ
り
」
と
い
う
の
に
対
し
て
「
こ
れ
は
ま
た

異
な
議
論
な
り
」
と
い
い
、「
無
形
の
精
神
を
模
擬
す
る
と
は
、
口
に
は
い
ふ
べ
け
れ
ど
行
な
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
且
又
精
神
と
は
如

何
な
る
者
を
い
ふ
や
、
其
字
の
定
解
か
ら
聞
か
ね
ば
叶
わ
ず
」
と
難
じ
る
が
、
こ
の
「
論
者
」
も
お
そ
ら
く
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
を
指
し
て

い
る
。
ま
た
ヴ
ェ
ロ
ン
が
「
醜
穢
の
形
状
を
模
写
」
し
て
鑑
賞
者
に
こ
れ
を
も
美
と
称
せ
し
む
る
の
は
「
作
者
の
才
性
な
り
」
と
い
う

の
に
対
し
て
も
、
そ
う
だ
と
す
る
と
ヴ
ェ
ロ
ン
の
い
う
「
美
」
と
は
「
有
形
の
美
に
あ
ら
ず
し
て
無
形
の
才
力
と
い
ふ
者
に
あ
る
」
こ

と
に
な
る
と
批
判
し
、
ま
た
ヴ
ェ
ロ
ン
の
い
う
「
美
学
上
に
所
謂
才
能
」
は
「
実
用
上
に
い
ふ
才
能
」
と
は
こ
と
な
る
「
一
種
特
別
な
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る
才
能
を
さ
す
」
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
尋
常
一
様
の
「
才
能
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
定
義
す
る
の
は
曖
昧
だ
と
非
難
す
る
。
そ
し
て

ヴ
ェ
ロ
ン
が
「
口
を
極
め
て
意
趣
の
必
要
」
を
説
い
た
の
も
、「
才
力
の
一
語
を
以
て
は
美
の
字
を
掩
ひ
が
た
き
由
あ
れ
ば
」
で
は
な

い
か
と
批
判
す
る
。
だ
が
こ
れ
も
兆
民
が
「
天
才
（le génie

）」
を
「
才
力
」
と
訳
し
た
こ
と
、
ま
た
「
意
趣
」
と
は
当
時
の
日
本
で

は
「
内
容
」
な
い
し
「
旨
趣
」
を
意
味
す
る
が
、
兆
民
は
こ
れ
を
芸
術
家
の
「
自
己
表
現
」
の
訳
語
と
し
た
た
め
に
、
逍
遙
が
「
天

才
」
や
「
表
現
」
に
つ
い
て
の
ヴ
ェ
ロ
ン
の
説
明
を
十
分
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
逍
遙
の
論
文
は

『
維
氏
美
学
』
の
評
価
と
批
判
に
終
始
し
て
、
本
題
で
あ
る
「
美
と
は
何
ぞ
や
」
の
問
い
に
答
え
る
と
こ
ろ
ま
で
に
は
い
た
ら
ず
未
完

に
終
わ
っ
て
い
る
。

２　
「
書
は
美
術
な
ら
ず
」

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
明
治
一
〇
年
の
第
一
回
内
国
勧
業
博
覧
会
の
出
品
区
分
名
称
で
は
絵
画
は
油
絵
も
ふ
く
め
て
「
書
画
」
に
分

類
さ
れ
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
講
演
の
日
本
語
訳
で
も
絵
画
を
「
書
画
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
明
治
一
五
年
の
第
一
回
内
国
絵
画
共
進
会
で
は

洋
画
の
出
品
が
拒
否
さ
れ
、
洋
画
排
斥
の
反
動
が
露
骨
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
当
時
二
五
歳
の
洋
画
家
小
山
正
太
郎
は
、
明
治
一
五

年
の
『
東
洋
学
芸
雑
誌
』（
明
15
・
5
─
7
）
に
「
書
は
美
術
な
ら
ず
」
を
寄
稿
す
る
。
小
山
は
、
書
と
は
「
言
語
の
符
号
を
記
す
る
の

術
」
で
あ
り
、
図
画
の
よ
う
に
彩
色
、
濃
淡
を
つ
け
、
彫
刻
の
よ
う
に
凹
凸
を
作
る
こ
と
で
「
人
の
心
目
を
娯
め
ん
と
、
工
夫
を
凝
ら

し
て
、
一
種
の
物
を
製
出
す
る
の
術
」
で
は
な
い
し
、
そ
の
巧
拙
も
「
筆
端
些
少
の
趣
味
に
あ
る
の
み
」
だ
が
、
そ
う
し
た
趣
味
は

「
泥
工
の
壁
を
塗
り
提
灯
匠
の
紋
形
を
書
く
等
」
い
く
ら
も
あ
る
と
い
う
。
ま
た
書
は
「
他
の
美
術
の
如
く
独
立
し
て
作
用
あ
る
者
」


