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は
じ
め
に

日
本
近
世
絵
画
史
研
究
で
知
ら
れ
る
美
術
史
家
・
土
居
次
義
（
一
九
〇
六
〜

九
一
）
の
業
績
が
紹
介
さ
れ
る
と
き
、
必
ず
言
及
さ
れ
る
の
が
「
モ
レ
ッ
リ

法
」
の
応
用
で
あ
る
。
モ
レ
ッ
リ
法
と
は
、
イ
タ
リ
ア
の
医
師
で
あ
り
政
治
家

で
あ
り
、
か
つ
美
術
評
論
家
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
モ
レ
ッ
リ
（
一
八
一

六
〜
九
一
）
が
提
唱
し
た
筆
者
鑑
定
の
方
法
を
い
う
。
モ
レ
ッ
リ
は
、
優
れ
た

画
家
は
固
有
の
手
や
耳
の
形
式
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
全
体
的
な
意
味
か
ら
す

れ
ば
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
こ
れ
ら
細
部
に
あ
ら
わ
れ
る
個
性
に
注
目
す
る
こ

と
で
、
実
証
的
に
作
者
鑑
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
た

0

。
一
九
世
紀

末
の
ド
イ
ツ
で
モ
レ
ッ
リ
が
こ
の
鑑
定
法
を
世
に
発
表
し
て
か
ら
約
半
世
紀
、

土
居
は
モ
レ
ッ
リ
の
方
法
を
応
用
す
る
こ
と
で
、
桃
山
時
代
の
障
壁
画
の
筆
者

問
題
に
取
り
組
も
う
と
す
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
土
居
の
障
壁
画
研
究
に
モ
レ
ッ
リ
法
が
い
か
に
し
て
持
ち

込
ま
れ
た
の
か
、
時
系
列
に
そ
っ
て
具
体
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の

た
め
、
ま
ず
、
土
居
に
直
接
影
響
を
与
え
た
土
田
杏
村
の
研
究
手
法
と
の
関
係

を
追
う
。
続
い
て
、
土
居
の
障
壁
画
研
究
に
関
す
る
言
説
と
、
土
居
に
よ
る
調

査
ノ
ー
ト
で
の
記
述
か
ら
、
モ
レ
ッ
リ
法
と
の
対
応
を
示
す
。
加
え
て
、
土
居

の
研
究
以
前
の
、
日
本
に
お
け
る
モ
レ
ッ
リ
法
受
容
の
様
相
を
た
ど
る
。
本
稿

で
取
り
上
げ
る
土
居
の
事
例
だ
け
で
は
な
く
、
近
年
、
日
本
美
術
史
の
形
成
期

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
美
術
史
家
の
調
査
記
録
の
研
究
が
進
み
つ
つ
あ

る

1

。
現
在
の
美
術
史
研
究
の
根
幹
と
な
る
彼
ら
の
視
点
を
一
次
資
料
か
ら
見
直

し
、
私
た
ち
の
拠
っ
て
立
つ
基
盤
が
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
築
き
上
げ
ら
れ

た
の
か
、
具
体
的
に
検
証
す
る
意
義
は
大
き
い
。
本
研
究
は
そ
の
一
端
と
し

て
、
土
居
に
特
徴
的
な
研
究
手
法
の
源
流
を
探
る
試
み
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
モ
レ
ッ
リ
法
受
容
の
一
様
相

―	

土
居
次
義
に
よ
る
障
壁
画
研
究
へ
の
応
用
に
い
た
る
ま
で	

―
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一　

土
居
次
義
と
モ
レ
ッ
リ
法

◎　

土
田
杏
村
へ
の
共
感

土
居
次
義
は
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
哲
学
科
に

入
学
す
る
。
東
洋
絵
画
の
研
究
で
知
ら
れ
、
日
本
絵
画
の
研
究
に
お
い
て
も
広

く
論
考
を
発
表
し
て
い
た
澤
村
専
太
郎
（
一
八
八
四
〜
一
九
三
〇
）
の
も
と
、

学
生
時
代
か
ら
、
京
都
を
中
心
に
数
多
く
残
る
桃
山
時
代
の
障
壁
画
研
究
に
取

り
組
ん
で
い
た
。
土
居
が
京
都
帝
大
に
在
籍
し
て
い
た
そ
の
時
期
、
桃
山
時
代

障
壁
画
に
関
す
る
画
期
的
な
論
考
を
『
東
洋
美
術
』
誌
上
に
次
々
に
発
表
し
て

い
た
の
が
、
哲
学
者
の
土
田
杏
村
（
一
八
八
一
〜
一
九
三
四
）
で
あ
っ
た

2

。
後

年
、
土
居
は
土
田
の
論
文
を
読
ん
だ
と
き
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。

　

	

等
伯
に
大
き
な
関
心
を
も
ち
は
じ
め
て
い
た
私
が
そ
れ
ら
の
土
田
氏
の
論

文
を
非
常
に
興
味
深
く
読
ん
だ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
何
よ
り
も

私
の
共
感
を
よ
ん
だ
の
は
、
氏
の
客
観
的
、
実
証
的
な
比
較
研
究
法
で

あ
っ
た

3

。	

こ
こ
で
土
居
が
指
し
て
い
る
「
土
田
氏
の
論
文
」
は
、「
智
積
院
障
壁
畵
の
筆
者

を
論
ず
」（『
東
洋
美
術
』
七
号
、
一
九
三
〇
年
）
で
あ
り
、
筆
者
に
つ
い
て
狩

野
永
徳
・
山
楽
説
を
斥
け
長
谷
川
等
伯
説
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
土
居
は
、

従
来
の
桃
山
障
壁
画
の
筆
者
に
関
す
る
研
究
方
法
が
主
観
的
、
印
象
批
評
的
で

あ
っ
て
、
科
学
的
厳
密
さ
に
欠
け
る
不
満
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、

　

	

土
田
氏
の
と
ら
れ
た
方
法
は
、
多
分
に
モ
レ
リ
的
で
あ
っ
て
、
私
の
共
感

を
ひ
い
た
の
で
あ
っ
た

4

。

と
、
モ
レ
ッ
リ
の
名
を
出
し
て
い
る
。

土
居
が
共
感
し
た
杏
村
の
手
法
と
は
、
根
拠
の
な
い
伝
承
か
ら
離
れ
、
作
品

の
構
図
法
、
線
の
筆
法
、
岩
の
皴
法
な
ど
を
子
細
に
観
察
し
て
整
理
し
、
筆
者

候
補
と
な
る
画
家
た
ち
の
障
壁
画
以
外
の
確
実
な
基
準
作
品
と
の
比
較
を
通
し

て
筆
者
鑑
定
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
論
考
に
は
、
杏
村
自
身
に
よ
っ

て
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
た
挿
図
（
図
１
）
が
添
え
ら
れ
、
説
得
力
を
増
し
て
い
る

5

。

兄
で
あ
り
、
画
家
の
土
田
麦
僊
（
一
八
八
七
〜
一
九
三
六
）
と
絵
を
描
い
て
遊

図１：杏村による挿図
（画像出典：『土田杏村全集』第一書房、1936年）
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び
な
が
ら
育
っ
た
杏
村
は
、
形
を
捉
え
写
す
力
を
十
分
に
も
っ
て
お
り
、
研
究

に
も
ス
ケ
ッ
チ
を
活
用
し
て
い
た
。
杏
村
が
手
元
に
置
い
て
い
た
資
料
と
し
て
、

「
土
田
氏
自
身
の
手
に
な
る
皴
法
、
米
點
法
、
な
ど
の
雅
致
な
る
毛
筆
の
デ
ツ
サ

ン
さ
え
交
つ
」
た
「
幾
箱
に
も
あ
ま
る
障
屛
画
の
寫
眞
、
覺
書
」
が
あ
り

6

、「
寫

眞
と
寫
眞
を
つ
き
つ
け
て
比
較
研
究
に
熱
中
し
、
或
は
大
作
の
持
つ
リ
ズ
ム
を

考
へ
、
筆
法
を
照
合
し
、
土
坡
の
筆
致
や
、
岩
石
の
皴
法
に
細
心
の
注
意
を
向

け
た
」
と
い
う
証
言
も
あ
る

7
。

杏
村
は
決
し
て
文
献
を
軽
ん
じ
た
わ
け
で
は
な
い
が

8

、
こ
の
よ
う
に
積
極
的

に
図
や
写
真
を
利
用
し
、
画
面
に
表
さ
れ
た
形
か
ら
語
り
始
め
よ
う
と
し
て
い

た
。
そ
の
背
景
に
は
、
障
壁
画
の
筆
者
に
つ
い
て
、
各
寺
院
の
伝
承
が
無
批
判

に
傾
聴
さ
れ
、「
概
ね
永
徳
山
楽
の
如
き
盛
名
あ
る
畫
家
の
名
に
統
一
せ
ら
れ
て

了
つ
て
ゐ
る

9

」
状
況
へ
の
疑
問
が
あ
っ
た
。
加
え
て
そ
の
寺
伝
が
、
近
世
の
地

誌
図
絵
等
の
資
料
と
符
合
し
な
い
こ
と
か
ら
、
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
近
年
作
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る

A

。
そ
の
上

で
、
学
問
的
に
な
ん
の
根
拠
も
な
い
桃
山
絵
画
史
は
「
全
然
未
耕
の
野
を
の
こ

す

B

」
と
記
し
た
。
こ
の
よ
う
な
言
説
が
、
研
究
者
と
し
て
歩
み
始
め
た
ば
か
り

の
土
居
に
強
く
響
い
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
杏
村
は
一
九
三
四
年
に
四
三

歳
で
亡
く
な
り
、
同
時
代
の
研
究
者
と
し
て
彼
ら
が
交
流
し
た
時
間
は
わ
ず
か

で
あ
る
が
、
土
居
の
論
文
を
読
ん
だ
杏
村
か
ら
、
土
居
の
実
証
的
な
態
度
に
対

す
る
賛
意
や
、
意
見
の
異
な
る
天
球
院
障
壁
画
筆
者
問
題
に
つ
い
て
の
興
味
を

示
す
手
紙
が
届
い
た
と
い
う

C

。

杏
村
が
亡
く
な
っ
た
後
も
、
土
居
は
彼
の
視
点
と
課
題
を
引
き
継
ぐ
よ
う
に
、

同
様
の
問
題
意
識
と
手
法
を
も
っ
て
、
障
壁
画
の
筆
者
問
題
に
取
り
組
む
。
土

居
の
業
績
の
金
字
塔
で
あ
る
『
山
楽
と
山
雪
』（
桑
名
文
星
堂
、
一
九
四
三
年
）

で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
、
杏
村
の
論
考
か
ら
十
五
年
ほ
ど
経
過
し
た
時

点
に
お
い
て
も
、
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

	

障
屛
画
の
筆
者
に
就
い
て
は
、
現
在
の
所
謂
寺
伝
は
必
ず
し
も
信
用
を
置

き
難
い
故
に
、
吾
々
は
そ
れ
ら
の
作
品
一
々
に
就
い
て
、
一
面
に
記
録
、

文
献
を
渉
猟
し
て
出
来
る
だ
け
古
い
寺
伝
を
調
べ
る
と
と
も
に
、
他
面
に

於
て
作
風
そ
の
も
の
を
精
細
厳
密
に
観
察
し
、
而
し
て
そ
の
真
の
筆
者
を

探
求
す
る
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る

D

。	

◎　

岩
へ
の
注
目　

調
査
記
録
か
ら

土
居
に
よ
る
こ
れ
ら
の
障
壁
画
研
究
は
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
続
け
ら
れ
、

研
究
成
果
が
次
々
と
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
一
九
五
三
年
、
龍
谷
大
学
に

提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
の
参
考
論
文
『
近
世
初
期
狩
野
派
の
研
究
（
上
）』

E

の
緒

言
に
、
モ
レ
ッ
リ
法
へ
の
言
及
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
論
じ
た

F

の
で

詳
細
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、
土
居
は
モ
レ
ッ
リ
法
の
細
部
に
注
目
す
る
研
究
手

法
に
「
尠
な
か
ら
ざ
る
共
鳴
を
感
じ
」、
モ
レ
ッ
リ
が
人
体
細
部
の
耳
や
手
、
爪

に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
障
壁
画
研
究
に
お
い
て
は
「
岩
」
が
観
察
対
象
に
あ
た

る
と
述
べ
る
。
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で
は
、
土
居
は
ど
の
よ
う
に
岩
に
注
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
の
前
で

土
居
が
何
を
見
て
書
き
留
め
て
い
た
か
を
示
す
調
査
記
録
か
ら
、
そ
の
一
例
を

紹
介
し
た
い

G

。
図
２
〜
４
は
、
妙
心
寺
所
蔵
《
文
王
呂
尚
・
商
山
四
皓
図
屛
風
》

の
調
査
記
録
お
よ
び
調
査
写
真
で
あ
る
。
図
２
の
上
部
に
「
傳
友
松
筆
」
と
い

う
文
字
が
見
え
る
よ
う
に
、
こ
の
屛
風
は
海
北
友
松
筆
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

土
居
は
こ
れ
に
疑
問
を
呈
し
、
調
査
研
究
の
結
果
、
山
楽
筆
と
判
断
す
る
。
定

説
を
書
き
替
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
調
査
の
記
録
で
あ
る
。
土
居
が
具
体
的

に
ど
こ
に
注
目
し
て
判
断
し
た
か
、
ま
ず
は
成
果
物
で
あ
る
論
文
か
ら
確
認
し

た
い
。
論
文
に
お
い
て
土
居
は
細
部
の
写
真
を
並
べ
、
人
物
の
容
貌
、
樹
木
の

枝
ぶ
り
、
そ
し
て
岩
組
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
自
身
の
研
究
成
果
か
ら
山
楽

の
基
準
作
と
定
め
て
い
た
作
例
と
比
較
し
、
表
現
が
一
致
す
る
こ
と
を
次
々
と

図２：土居次義記「文王呂尚・商山四皓図屛風」
（妙心寺）調査
昭和18（1943）年以前

（京都工芸繊維大学附属図書館所蔵、筆者撮影）

図３：土居次義記「文王呂尚・商山四皓図屛風」
（妙心寺）調査
昭和18（1943）年以前

（京都工芸繊維大学附属図書館所蔵、筆者撮影）

図４：土居次義旧蔵「文王呂尚・商山四皓図屛風」
（妙心寺）調査写真　ディテール
（京都工芸繊維大学美術工芸資料館所蔵）
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解
説
す
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

	
か
や
う
な
大
き
な
画
面
の
一
部
に
何
げ
な
く
画
か
れ
て
ゐ
る
も
の
に
、
案

外
筆
者
そ
の
人
の
偽
ら
ざ
る
筆
癖
が
現
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き

だ
と
思
は
れ
る

H

。	

明
ら
か
に
モ
レ
ッ
リ
法
を
踏
ま
え
て
の
言
及
で
あ
る
。
論
文
で
は
こ
の
よ
う
に

形
の
一
致
を
主
に
論
じ
て
い
る
が
、
調
査
記
録
を
確
認
す
る
と
、
論
文
で
省
か

れ
た
感
覚
的
な
形
容
が
散
見
さ
れ
る
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
モ
レ
ッ
リ
法
の
手
や

爪
、
耳
に
あ
た
る
と
い
う
岩
の
表
現
に
つ
い
て
、
図
３
に
見
ら
れ
る
ス
ケ
ッ
チ

と
共
に
「
軽
い
爽
や
か
な
皺
法
」「
細
い
筆
で
か
い
た
や
う
な
感
さ
へ
与
へ
る
／

こ
の
輪
郭
は
極
め
て
淡
い
細
い
」「
あ
る
か
な
し
の
輪
郭
線
／
こ
の
部
分
は
写
真

で
見
る
と
か
た
い
が
そ
れ
は
緑
青
、
群
青
を
ぬ
り
て
い
る
か
ら
で
あ
る
／
皺
法

は
さ
は
や
か
な
特
に
左
の
部
分
な
る
は
う
る
ほ
ひ
の
あ
る
山
楽
式
の
も
の
な
り
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、「
爽
や
か
な
」
と
い
っ
た
印
象
を
山
楽
の
様
式

と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

I

。
ま
た
「
か
い
た
や
う
な
」
や
「
ぬ

り
て
い
る
」、
あ
る
い
は
図
３
の
中
の
書
き
込
み
に
あ
る
「
力
を
入
れ
る
」
と
い

う
よ
う
に
、
画
家
の
側
に
立
っ
て
制
作
を
追
体
験
し
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
他
の
調
査
記
録
で
も
ま
ま
見
ら
れ
、
多
分
に
感
覚
的
な
理

解
を
含
み
な
が
ら
も
、
形
の
観
察
に
基
づ
い
て
筆
者
を
見
定
め
て
い
っ
た
過
程

を
教
え
て
く
れ
る
。

◎　

実
証
的
な
論
拠
か
枝
葉
末
節
か

モ
レ
ッ
リ
が
、
彼
の
提
唱
す
る
手
法
を
用
い
た
イ
タ
リ
ア
絵
画
の
筆
者
問
題

に
つ
い
て
の
論
文
を
発
表
し
た
の
は
、
一
八
七
四
年
か
ら
七
六
年
に
か
け
て
で

あ
り
、
そ
れ
ら
が
本
の
形
に
ま
と
ま
り
、『
イ
タ
リ
ア
絵
画
論　

歴
史
的
・
批
判

的
研
究
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
が
一
八
九
〇
年
で
あ
る

J

。
そ
れ
か
ら
四
〇
年

ほ
ど
が
経
過
し
た
一
九
三
〇
年
前
後
、
土
田
杏
村
が
障
壁
画
研
究
に
持
ち
込
ん

だ
方
法
が
、
構
図
法
や
描
法
、
細
部
に
注
目
し
て
比
較
検
討
す
る
実
証
的
な
筆

者
鑑
定
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
杏
村
の
方
法
と
モ
レ
ッ
リ
を
結
び
つ
け
て
い
る

の
は
土
居
を
は
じ
め
と
す
る
周
囲
の
発
言
で
あ
っ
て
、
現
段
階
で
モ
レ
ッ
リ
に

対
す
る
杏
村
の
言
及
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

土
居
は
杏
村
の
方
式
を
継
ぎ
、
杏
村
か
ら
バ
ト
ン
を
受
け
た
よ
う
に
次
々
と

論
考
を
発
表
す
る
が
、
モ
レ
ッ
リ
的
な
方
法
が
当
時
の
美
術
史
界
に
歓
迎
さ
れ

た
か
と
言
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、『
美
術
研
究
』

誌
上
で
の
杏
村
と
田
中
喜
作
に
よ
っ
て
交
わ
さ
れ
た
議
論
が
、
当
時
の
状
況
を

推
測
す
る
手
が
か
り
と
な
る
。

一
九
三
二
年
、『
美
術
研
究
』
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
大
安
寺
客
殿
障
壁
画
に

就
て
」
で
田
中
は
、
杏
村
が
細
部
の
手
法
に
注
目
す
る
こ
と
を
枝
葉
皮
相
に
す

ぎ
な
い
と
し
、
そ
の
画
品
こ
そ
を
ま
ず
見
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

　

	

細
部
の
手
法
を
檢
討
し
、
こ
れ
を
以
て
最
も
科
學
的
な
、
ま
た
實
証
的
な
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鑑
畫
の
要
件
と
す
る
こ
と
は
近
時
土
田
氏
の
特
に
重
要
視
さ
れ
て
ゐ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
私
見
よ
り
云
は
ゞ
此
の
種
の
手
法
の
異
同
の
如
き
は
、

本
寺
障
壁
畫
の
鑑
識
に
関
し
て
は
、
要
す
る
に
枝
葉
皮
相
の
論
點
に
過
ぎ

な
い
も
の
で
、
要
は
寧
ろ
そ
の
畫
品
で
あ
る
。
先
づ
其
の
畫
品
を
心
讀
し

て
後
初
め
て
モ
レ
リ
學
徒
の
解
剖
刀
あ
る
の
み
で
あ
る

K

。

こ
こ
で
「
モ
レ
リ
学
徒
の
解
剖
刀
」
と
モ
レ
ッ
リ
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
田
中
は
ま
た
同
年
の
『
美
術
研
究
』
八
号
に
掲
載
さ

れ
た
「
妙
蓮
寺
障
屛
畫
に
就
い
て
」
で
も
杏
村
の
研
究
を
あ
げ
、
そ
の
研
究
成

果
に
少
な
か
ら
ぬ
興
味
と
敬
意
を
も
っ
て
い
る
も
の
の
、「
石
法
樹
法
に
多
少
の

類
似
が
あ
る
と
し
て
も
」
智
積
院
障
壁
画
を
容
易
に
等
伯
と
観
る
こ
と
は
で
き

ず
、
加
え
て
妙
蓮
寺
障
壁
画
と
の
関
係
を
見
る
な
ら
ば
「
作
品
の
本
質
と
も
云

ふ
べ
き
畫
人
の
思
致
に
至
つ
て
は
非
常
に
遠
い
こ
と
を
観
過
す
る
こ
と
は
出
来

ぬ
」
と
述
べ
る
。

論
文
全
体
を
読
め
ば
、
田
中
の
立
場
は
単
な
る
従
来
の
伝
承
尊
重
で
は
な
く
、

様
式
を
も
と
に
伝
承
の
作
者
と
の
照
合
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、

そ
の
様
式
を
見
る
場
合
に
形
の
背
後
に
あ
る
「
畫
人
の
思
致
」
を
第
一
に
見
よ

う
と
し
、
筆
者
鑑
定
に
あ
た
っ
て
も
画
家
が
生
み
出
す
「
畫
品
」
に
最
も
重
き

を
置
く
点
が
杏
村
と
相
違
す
る
。

一
方
杏
村
は
、
同
年
の
『
美
術
研
究
』
十
号
に
「
妙
蓮
寺
障
屏
画
に
つ
い
て

の
一
正
誤
」
と
題
し
た
文
章
を
寄
せ
、
田
中
に
一
部
誤
解
さ
れ
た
自
説
を
訂
正

し
た
上
で
、
自
ら
の
実
証
的
研
究
は
「
或
は
永
徳
、
或
は
山
楽
と
い
ふ
や
う
な

作
家
の
一
の
「
概
念
」
よ
る
出
発
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
欲
す
る
」
と
こ
ろ

に
出
発
点
が
あ
る
と
主
張
す
る
。

議
論
の
背
景
に
は
、
二
人
の
様
々
な
立
場
の
違
い
が
あ
る
。
美
術
史
研
究
の

専
門
家
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
で
学
び
、
現

地
で
の
モ
レ
ッ
リ
評
を
知
る
田
中
か
ら
す
れ
ば
、
非
専
門
家
で
あ
る
杏
村
が
我

田
引
水
的
に
モ
レ
ッ
リ
法
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
か
も
し
れ
な
い

L

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
や
り
と
り
を
通
し
て
見
え
る
の
は
、
一
九
三
〇
年
代
に

お
け
る
モ
レ
ッ
リ
的
な
考
え
方
の
受
容
が
一
様
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
次
章
で
は
、
モ
レ
ッ
リ
の
著
作
刊
行
か
ら
杏
村
や
土
居
に
よ
る
障
壁
画
研

究
ま
で
の
間
の
半
世
紀
に
注
目
し
、
モ
レ
ッ
リ
の
研
究
手
法
が
日
本
に
持
ち
込

ま
れ
た
経
緯
を
探
る
。

二　

日
本
に
お
け
る
モ
レ
ッ
リ
法
受
容
の
経
緯

◎　

岡
倉
天
心
の
言
及
、
岩
村
透
に
よ
る
紹
介

モ
レ
ッ
リ
の
方
法
が
い
つ
日
本
に
入
っ
て
き
た
の
か
文
献
上
の
記
録
を
辿
る

と
、
最
初
期
の
ま
と
ま
っ
た
記
述
と
し
て
、
岩
村
透
（
一
八
七
〇
〜
一
九
一

七
）
に
よ
る
『
藝
苑
雑
稿	

第
二
集
』（
一
九
一
三
年
）
に
収
録
さ
れ
た
「
モ
レ

リ
の
古
畫
鑑
定
法
」
が
あ
る
。
内
容
は
、
モ
レ
ッ
リ
の
伝
記
を
概
説
し
、
前
章

で
触
れ
た
著
書
『
イ
タ
リ
ア
絵
画
論　

歴
史
的
・
批
判
的
研
究
』
か
ら
部
分
的
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西
洋
に
て
は
鑑
定
法
の
上
に
於
い
て
、
尚
ほ
我
邦
に
於
て
用
ひ
ら
れ
ざ
る

種
々
の
研
究
が
あ
る
。
譬
へ
ば
或
る
作
家
の
特
長
を
見
出
す
上
に
於
い

て
、
そ
の
筆
癖
の
主
な
る
も
の
、
鼻
の
形
、
指
尖
の
形
等
を
、
特
に
比
較

研
究
し
て
判
断
す
る
や
う
な
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
モ
レ
リ
ー
と
云
ふ
人

の
新
鑑
定
法
で
あ
る
。（
中
略
）
其
他
、
種
々
鑑
定
の
上
に
於
い
て
計
画

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
沢
山
あ
る
。
是
等
の
準
備
が
整
頓
し
な
け
れ

ば
、
日
本
画
の
鑑
賞
法
は
大
成
し
た
も
の
と
は
言
は
れ
ぬ

P

。

『
岡
倉
天
心
全
集
』
第
三
巻
（
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
）
の
解
題
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
は
、
一
九
〇
八
年
二
月
に
発
行
さ
れ
た
『
時
事
新
報　

文
藝
週
報
』
九
三

号
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
文
藝
週
報
』
に
は
い
つ
ど
こ
で
行
わ
れ
た

講
演
で
あ
る
か
記
載
さ
れ
な
い
が
、
部
分
的
な
内
容
の
重
複
か
ら
、
一
九
〇
七

年
十
一
月
に
「
美
術
上
の
所
感
」
の
題
目
で
行
わ
れ
た
講
演
の
別
の
速
記
録

で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
読
み
比
べ
る
と
そ
の
蓋
然
性
が
高
い

Q

。

「
美
術
上
の
所
感
」
は
一
九
〇
八
年
一
月
に
発
行
さ
れ
た
『
美
術
新
報
』
二
十

号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

R

「
美
術
上
の
急
務
」
で
岡
倉
は
、
日
本
に
お
け
る
西
洋

画
の
鑑
識
、
ま
た
日
本
画
の
鑑
識
に
つ
い
て
、
知
識
が
不
完
全
で
あ
り
鑑
賞
法

が
幼
稚
で
あ
る
こ
と
を
嘆
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
西
洋
の
新
し
い
鑑
識
法
の
ひ

と
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
の
が
、
先
に
引
用
し
た
モ
レ
ッ
リ
法
に
関
す
る
部
分

で
あ
っ
た
。
天
心
の
言
及
は
、
モ
レ
ッ
リ
法
を
い
ち
早
く
紹
介
す
る
と
い
う
意

に
翻
訳
し
た
文
を
交
え
て
、
モ
レ
ッ
リ
の
主
張
を
解
説
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
論
考
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

　

	

先
頃
、
あ
る
美
術
批
評
家
の
談
話
中
に
、
モ
レ
リ
の
古
畫
鑑
定
の
こ
と
が

一
寸
引
合
に
出
さ
れ
て
ゐ
た
。
こ
の
古
畫
鑑
定
法
は
決
し
て
、
新
ら
し
い

と
云
ふ
も
の
で
は
な
い
。
記
者
が
知
て
か
ら
も
、
既
に
十
五
年
に
な
る
。

が
我
國
の
新
聞
、
雑
誌
に
、
此
事
が
公
表
せ
ら
れ
た
の
は
、
此
人
の
談
話

が
初
で
あ
る
と
思
ふ
。
記
者
は
十
五
年
来
、
深
く
モ
レ
リ
の
議
論
に
興
味

を
感
じ
、
モ
レ
リ
の
後
継
者
ベ
レ
ン
ソ
ン
の
著
書
な
ど
、
常
に
、
愛
読
し

て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
多
少
、
此
事
に
就
い
て
嘴
を
容
る
〻
資
格
の

あ
る
者
と
信
じ
て
、
未
だ
知
ら
ぬ
我
国
の
人
々
に
、
モ
レ
リ
と
、
彼
が
議

論
、
所
説
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
と
思
ふ

M

。

こ
こ
に
登
場
す
る
「
あ
る
美
術
批
評
家
」
と
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
論
考
の

冒
頭
か
ら
三
分
の
一
は
、『
藝
苑
雑
稿	

第
二
集
』
に
収
録
さ
れ
る
前
に
、
白
馬

会
の
会
誌
『
光
風
』
に
て
一
九
〇
八
年
に
発
表
さ
れ
て
い
た

N

。『
光
風
』
に
発

表
さ
れ
た
論
考
の
冒
頭
は
「
先
頃
、
岡
倉
覺
三
氏
が
せ
ら
れ
た
美
術
談
が
新
聞

雑
誌
に
掲
載
せ
ら
れ
て
ゐ
た
が

O

」
と
始
ま
り
、
岩
村
を
し
て
モ
レ
ッ
リ
の
紹
介

文
を
書
か
し
め
る
契
機
を
与
え
た
の
は
岡
倉
天
心
（
一
八
六
三
〜
一
九
一
三
）

で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
そ
こ
で
、
岩
村
の
発
表
か
ら
遡
り
、
岡
倉
に
よ
る
談
話

を
探
る
と
、「
美
術
上
の
急
務
」
と
題
さ
れ
た
次
の
筆
記
録
に
行
き
当
た
る
。
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図
で
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
、
す
な
わ
ち
一
九
〇
〇
年

前
後
に
は
、
留
学
経
験
の
あ
る
研
究
者
、
あ
る
い
は
原
書
や
英
訳
に
よ
っ
て
積

極
的
に
西
欧
の
学
問
を
摂
取
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
、
モ
レ
ッ
リ
法

は
、
当
地
で
の
評
価
を
含
め
て
、
既
に
知
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
天
心
の
談
話
録
を
目
に
し
た
岩
村
は
「
十
五
年
来
、
深
く
モ
レ

リ
の
議
論
に
興
味
を
感
じ
」
て
い
た
と
い
う
経
緯
を
書
か
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
岡
倉
が
短
い
文
章
な
が
ら
も
モ
レ
ッ
リ
法
の
要
点
を
具
体
的
に
示
す

の
に
対
し
て
、『
光
風
』
に
掲
載
さ
れ
た
岩
村
の
紹
介
は
モ
レ
ッ
リ
法
そ
の
も

の
に
は
触
れ
ず
、『
イ
タ
リ
ア
絵
画
論　

歴
史
的
・
批
判
的
研
究
』
か
ら
の
選

択
的
な
訳
出
を
含
む
解
説
か
ら
成
る
。
田
辺
徹
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
岩
村
の
持
論
と
モ
レ
ッ
リ
の
主
張
の
一
致
点
が
引
用
さ
れ
解
説
さ
れ
る
こ

と
で
、
結
果
的
に
岩
村
自
身
の
方
法
論
を
示
す
内
容
に
な
っ
て
い
る

S

。「
製
作

の
面
前
で
な
け
れ
ば
美
術
史
の
正
當
な
研
究
は
出
来
ん
」「
鑑
定
家
が
據
り
得

べ
き
唯
一
の
記
録
は
、
製
作
そ
れ
自
身
で
あ
る
」「
完
全
に
美
術
の
製
作
を
知

ら
う
と
云
ふ
に
は
自
身
技
藝
家
で
な
く
て
は
叶
は
ぬ
。
言
を
換
へ
て
言
へ
ば
技

藝
家
の
眼
で
周
囲
を
観
る
こ
と
を
修
業
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
よ
う
な
翻
訳

引
用
箇
所

T

は
、
そ
の
ま
ま
岩
村
の
言
葉
と
し
て
聞
こ
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

芸
術
家
（
岩
村
の
言
葉
で
は
「
技
藝
家
」）
の
視
点
を
も
ち
、
作
品
（
岩
村
の

言
葉
で
は
「
製
作
」）
に
即
し
た
研
究
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張

で
あ
る
。

『
光
風
』
で
の
掲
載
か
ら
五
年
後
、『
芸
苑
雑
稿　

第
二
集
』
に
こ
の
文
章

を
再
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、
先
述
の
通
り
、
岩
村
は
大
き
く
改
稿
し
て
い
る
。

『
芸
苑
雑
稿　

第
二
集
』
に
は
「
耳
の
特
徴
」「
手
の
特
徴
」
と
い
う
挿
図
（
図

５
・
６
）
も
登
場
す
る
。
図
は
『
イ
タ
リ
ア
絵
画
論　

歴
史
的
・
批
判
的
研

究
』
か
ら
そ
の
ま
ま
起
こ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
別
の
箇
所
に
掲
載
さ
れ
て
い

た
耳
や
手
の
図
も
あ
わ
せ
て
再
編
成
し
て
い
る
。
こ
の
『
芸
苑
雑
稿　

第
二

集
』
に
収
録
さ
れ
た
加
筆
修
正
版
で
は
、
モ
レ
ッ
リ
の
方
法
が
具
体
的
に
紹
介

さ
れ
る
と
共
に
、
作
品
研
究
へ
の
活
用
事
例
が
書
き
加
え
ら
れ
た
。
論
考
は
、

モ
レ
ッ
リ
の
研
究
が
ベ
レ
ン
ソ
ン
ら
後
の
研
究
者
た
ち
に
つ
な
が
る
こ
と
を
紹

介
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。

岩
村
に
続
く
、
モ
レ
ッ
リ
法
の
詳
し
い
紹
介
と
し
て
、
澤
木
四
方
吉
（
一
八

八
六
〜
一
九
三
〇
）
に
よ
る
「
モ
レ
リ
の
美
術
論
」（『
三
田
文
学
』、
一
九
一

九
年
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
澤
木
は
慶
應
義
塾
大
学
で
の
岩
村
の
後
任
に
あ
た

る
。「
モ
レ
リ
の
美
術
論
」
で
は
、
岩
村
の
よ
う
に
恣
意
的
な
部
分
訳
で
は
な

く
、『
イ
タ
リ
ア
絵
画
論　

歴
史
的
・
批
判
的
研
究
』
の
う
ち
冒
頭
の
「
原
理

と
方
法
」
が
、
途
中
ま
で
で
は
あ
る
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る

U

。

こ
の
澤
木
の
論
考
は
、『
三
田
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
後
、
彼
の
代
表
的
著
作

で
あ
る
『
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ　

そ
の
前
半
生
』（
東
光
閣
書
店
、

一
九
二
五
年
）
に
収
録
さ
れ
、
さ
ら
に
没
後
刊
行
さ
れ
た
論
文
集
『
西
洋
美
術

史
論
攷
』（
慶
應
出
版
社
、
一
九
四
二
年
）
に
も
再
録
さ
れ
た
。
な
お
澤
木
は
、

モ
レ
ッ
リ
の
方
法
を
紹
介
す
る
上
で
、
岩
村
が
触
れ
な
か
っ
た
、
ド
イ
ツ
美
術
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史
界
に
お
け
る
モ
レ
ッ
リ
へ
の
激
し
い
反
論
に
も
言
及
し
て
い
る

V

。

こ
こ
ま
で
の
経
緯
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
岩
村
の
言
葉
を
信
じ
る
な
ら
ば
、

日
本
で
初
め
て
活
字
と
し
て
モ
レ
ッ
リ
法
に
触
れ
た
の
は
岡
倉
天
心
の
談
話
の

速
記
録
で
あ
り
、
す
ぐ
に
岩
村
が
補
足
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
岡
倉
は
そ

の
後
東
京
帝
大
の
「
泰
東
工
藝
史
」
に
お
い
て
も
モ
レ
ッ
リ
法
に
言
及
し
て
い

る

W

。
天
心
が
言
及
し
、
岩
村
が
『
光
風
』
誌
上
に
発
表
し
た
頃
に
は
、
モ
レ
ッ

リ
法
の
内
容
と
西
欧
で
の
受
け
と
め
ら
れ
方
に
つ
い
て
、
既
に
一
部
の
研
究
者

は
知
り
得
る
状
況
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
日
本
語
で
知
る
手
段
は
な
く
、
研
究

者
一
般
が
知
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
が
推
察
さ
れ
る
。

部
分
的
な
翻
訳
が
多
数
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
岩
村
に
こ
の
方
法
を

教
え
た
の
は
モ
レ
ッ
リ
の
著
書
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
一
八
九
二
年
に
刊
行
さ

れ
た
英
訳
版
『
イ
タ
リ
ア
絵
画
論　

歴
史
的
・
批
判
的
研
究
』
で
あ
る
と
推
察

さ
れ
る
。
英
訳
版
の
同
書
が
現
在
も
岩
村
の
旧
蔵
書
の
な
か
に
あ
り
、
そ
こ
に

は
岩
村
の
筆
跡
で
書
き
込
み
が
あ
る
こ
と
を
田
辺
徹
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。
一

八
八
八
年
か
ら
九
二
年
に
か
け
て
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
留
学
し
て
い
た

岩
村
は
、『
光
風
』
で
モ
レ
ッ
リ
を
紹
介
し
た
一
九
〇
八
年
か
ら
十
五
年
ほ
ど

前
、
つ
ま
り
一
八
九
二
年
版
英
訳
本
が
刊
行
さ
れ
て
間
も
な
く
同
書
を
入
手
し

た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
モ
レ
ッ
リ
の
発
表
と
日
本
の
美

術
界
と
の
接
触
は
、
ほ
ぼ
時
間
差
な
く
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

◎　

ベ
レ
ン
ソ
ン
か
ら
矢
代
幸
雄
へ

図５・６：「手の特徴」「耳の特徴」
岩村透「モレリの古畫鑑定法」『藝苑雑稿第二集』1913年

（画像出典： 国会図書館デジタルコレクション）
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モ
レ
ッ
リ
法
の
受
容
を
め
ぐ
り
、
前
項
で
確
認
し
た
岡
倉
や
岩
村
に
よ
る
紹

介
と
平
行
し
て
、
岩
村
の
文
章
で
「
モ
レ
リ
の
後
継
者
」
と
称
さ
れ
た
バ
ー

ナ
ー
ド
・
ベ
レ
ン
ソ
ン
（
一
八
六
五
〜
一
九
五
九
）
か
ら
、
彼
に
直
接
教
え
を

受
け
た
矢
代
幸
雄
（
一
八
九
〇
〜
一
九
七
五
）
へ
と
い
う
流
れ
が
想
定
さ
れ

る
。
矢
代
幸
雄
は
一
九
二
一
年
か
ら
二
三
年
に
か
け
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
あ
る

ベ
レ
ン
ソ
ン
の
研
究
所
で
学
び
、
ロ
ン
ド
ン
で
『
サ
ン
ド
ロ
・
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ

ル
リ
』
を
書
き
上
げ
た
。
一
九
二
五
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
出
版
さ
れ
た
同
書
の
序

説
に
、
モ
レ
ッ
リ
法
へ
の
言
及
が
あ
る
。

　

	

真
の
作
品
鑑
識
が
モ
レ
ㇽリ
と
共
に
開
始
し
た
こ
と
は
、
歴
史
的
批
評
に

お
い
て
彼
以
後
に
達
成
さ
れ
た
大
き
な
進
歩
か
ら
容
易
に
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う

X

。

矢
代
は
こ
の
よ
う
に
モ
レ
ッ
リ
の
鑑
識
に
つ
い
て
い
っ
た
ん
認
め
た
上
で
、
続

い
て
、
作
品
鑑
識
は
有
用
で
あ
る
が
芸
術
的
価
値
を
黙
殺
し
て
い
る
点
で
モ

レ
ッ
リ
の
方
法
論
の
限
界
を
指
摘
す
る
。
加
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

	

事
実
モ
レ
ㇽ
リ
は
次
の
よ
う
に
語
る
と
き
私
の
反
論
を
予
想
し
て
い
た
。

即
ち
、
批
評
家
は
「
自
然
研
究
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。
芸
術
作
品
を
周

到
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
自
身
が
芸
術
家
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
自
分
の
周
囲
の
一
切
を
芸
術
家
の
眼
を
も
っ
て
見
る
こ
と

を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
！

Y

矢
代
は
決
し
て
モ
レ
ッ
リ
法
を
全
面
的
に
是
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
モ

レ
ッ
リ
法
の
提
唱
が
そ
れ
以
前
の
作
品
鑑
識
の
常
識
を
大
き
く
変
え
た
功
績
は

認
め
る
。
そ
し
て
、
モ
レ
ッ
リ
の
方
法
よ
り
も
、
彼
が
主
張
す
る
「
芸
術
家
の

眼
を
も
っ
て
芸
術
作
品
を
理
解
す
る
」
と
い
う
姿
勢
に
対
し
て
、
岩
村
同
様
、

賛
意
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

矢
代
は
こ
の
後
日
本
に
帰
り
、
東
洋
美
術
の
研
究
へ
打
ち
込
む
。
帰
国
後
も

ベ
レ
ン
ソ
ン
と
矢
代
は
、
ベ
レ
ン
ソ
ン
が
亡
く
な
る
ま
で
手
紙
の
や
り
と
り
を

続
け
て
お
り
、
一
九
四
〇
年
の
矢
代
か
ら
ベ
レ
ン
ソ
ン
に
あ
て
ら
れ
た
手
紙
に

は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

	

私
は
い
ま
だ
東
洋
美
術
史
に
お
け
る
い
わ
ば
「
前
モ
レ
ッ
リ
的
ナ
ン
セ
ン

ス
」
の
す
べ
て
を
払
拭
し
て
、
先
生
が
イ
タ
リ
ア
美
術
に
お
い
て
な
さ
っ

た
よ
う
に
、
し
っ
か
り
し
た
基
礎
の
上
に
東
洋
美
術
史
を
築
く
べ
く
奮
闘

努
力
し
て
お
り
ま
す

Z

。

矢
代
に
と
っ
て
は
、
ベ
レ
ン
ソ
ン
に
よ
っ
て
批
判
的
に
継
承
さ
れ
た
モ
レ
ッ
リ

以
降
の
実
証
的
な
検
証
を
東
洋
美
術
研
究
に
持
ち
込
む
こ
と
が
、
喫
緊
の
課
題

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
手
紙
に
書
か
れ
た
よ
う
に
矢
代
が
奮
闘
努
力
し
て
い
る

な
か
、
桃
山
時
代
の
障
壁
画
研
究
に
モ
レ
ッ
リ
的
視
点
を
持
ち
込
ん
で
い
た
の



日本におけるモレッリ法受容の一様相 ― 土居次義による障壁画研究への応用にいたるまで ―

11

が
杏
村
で
あ
り
土
居
で
あ
っ
た
。

◎　

モ
レ
ッ
リ
の
発
表
か
ら
土
居
の
研
究
ま
で

本
稿
の
末
尾
に
示
し
た
参
考
図
に
、
現
段
階
で
知
り
得
た
モ
レ
ッ
リ
法
の
受

容
に
関
す
る
時
間
的
経
緯
を
ま
と
め
た
。
モ
レ
ッ
リ
の
学
説
が
発
表
さ
れ
て
か

ら
、
杏
村
や
土
居
の
障
壁
画
研
究
に
持
ち
込
ま
れ
る
ま
で
の
間
に
、
い
く
つ
か

の
点
と
線
が
見
え
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
見
取
り
図
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
広
げ
て
、
受
容
状
況
を
詳
ら
か
に
し
て
い
き
た
い

a

。

重
要
な
こ
と
は
、
ま
ず
、
モ
レ
ッ
リ
の
手
法
が
時
間
差
を
お
か
ず
―
―
ド
イ

ツ
語
の
英
訳
と
い
う
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
は
あ
る
も
の
の
―
―
ほ
ぼ
直
接
に
日
本

の
研
究
者
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
読
む
、

話
す
、
書
く
す
べ
て
に
お
い
て
語
学
に
堪
能
な
岩
村
や
矢
代
が
果
た
し
た
役
割

が
大
き
い
。
彼
ら
は
モ
レ
ッ
リ
の
方
法
論
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
西

欧
で
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
状
況
も
含
め
て
、
同
時
代
的
に

理
解
し
て
い
る
。

ま
た
、
杏
村
に
よ
る
モ
レ
ッ
リ
的
比
較
法
の
障
壁
画
研
究
へ
の
応
用
は
、
ベ

レ
ン
ソ
ン
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
た
矢
代
が
日
本
で
奮
闘
し
て
い
る
そ
の
時
期

に
行
わ
れ
て
い
た
。
研
究
者
と
し
て
歩
み
始
め
た
ば
か
り
の
土
居
は
、
杏
村
の

方
法
を
め
ぐ
る
論
争
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
受
け
止
め
な
が
ら
、
自
身
の
研
究
手

法
と
し
て
杏
村
を
継
ぐ
こ
と
を
選
択
し
て
い
る
。
大
学
進
学
前
、
フ
ラ
ン
ス
近

代
絵
画
の
研
究
を
志
し
て
い
た
土
居
は
、
恩
師
・
澤
村
専
太
郎
の
言
葉
に
導
か

れ
る
よ
う
に
、
京
都
に
あ
る
未
解
決
の
課
題
、
桃
山
時
代
障
壁
画
の
筆
者
問
題

に
取
り
組
む
の
で
あ
る
が

b

、
同
じ
京
都
を
拠
点
と
す
る
杏
村
の
作
品
に
即
し
た

研
究
へ
の
共
感
が
推
進
力
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
京
都
と
い
う
環

境
、
言
い
替
え
れ
ば
作
品
を
容
易
に
比
較
観
察
で
き
る
研
究
状
況
が
土
居
と
杏

村
を
結
ん
だ
と
も
言
え
る

c

。

お
わ
り
に

今
回
一
例
を
紹
介
し
た
よ
う
に
、
土
居
の
記
録
に
は
、
画
家
の
目
に
な
っ
て

制
作
を
追
体
験
す
る
よ
う
な
記
述
が
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
。
ス
ケ
ッ
チ
を
多
用

す
る
記
録
の
取
り
方
だ
け
で
は
な
く
、「
力
を
入
れ
る
」
な
ど
制
作
者
の
行
為

を
な
ぞ
る
か
の
よ
う
な
覚
え
書
き
に
、
土
居
の
中
の
画
家
の
視
点
が
想
像
さ
れ

る
。
ま
た
、
成
稿
時
に
は
隠
さ
れ
る
感
覚
的
な
捉
え
方
―
―
そ
れ
は
調
査
記

録
の
蓄
積
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
鑑
識
眼
に
基
づ
く
判
断
で
も
あ
る
わ
け
だ

が
―
―
そ
の
よ
う
な
最
終
的
に
は
残
ら
な
い
制
作
に
寄
り
添
う
感
覚
が
、
判
別

に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

本
稿
に
登
場
す
る
岩
村
、
矢
代
、
杏
村
、
土
居
は
、
そ
れ
ぞ
れ
美
術
史
研
究

と
は
か
か
わ
り
の
な
い
と
こ
ろ
で
も
絵
画
作
品
を
残
す
と
い
う
共
通
項
を
も

つ
。
岩
村
や
矢
代
は
専
門
的
に
絵
画
制
作
を
学
ん
で
お
り
、
杏
村
や
土
居
も
研

究
と
伴
走
す
る
よ
う
に
描
く
こ
と
を
習
慣
に
し
続
け
て
い
た
（
図
７
）。
先
に

触
れ
た
よ
う
に
、
岩
村
と
矢
代
は
モ
レ
ッ
リ
の
考
え
方
の
う
ち
「
芸
術
家
の
眼
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を
も
っ
て
作
品
か
ら
語
れ
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
同
じ
よ
う
に
賛
同
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
土
居
は
次
の
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

　

	

作
品
を
真
に
見
る
為
に
は
そ
の
作
品
の
如
何
な
る
細
部
を
も
綿
密
に
見
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
細
部
を
見
る
と
は
、
細
部
を
眼
を
も
っ
て
描
き
、

そ
れ
を
描
い
た
作
家
の
創
造
体
験
を
眼
を
通
じ
て
追
体
験
す
る
た
め
の
営

み
に
外
な
ら
な
い

d

。

「
細
部
を
眼
を
も
っ
て
描
」
く
と
い
う
言
葉
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、

土
居
に
と
っ
て
細
部
を
見
る
行
為
は
、
機
械
的
な
鑑
定
の
手
段
で
は
な
い
。

「
作
家
の
創
造
体
験
を
眼
を
通
じ
て
追
体
験
す
る
た
め
の
営
み
」
で
あ
り
、
モ

レ
ッ
リ
の
示
す
「
芸
術
家
の
眼
を
も
っ
て
徹
底
的
に
作
品
を
見
よ
」
と
い
う
命

題
へ
の
共
感
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
反
対
に
、
制
作
者
と
し
て
の
視
点

を
も
つ
研
究
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
細
部
の
観
察
の
み
で
簡
単
に
鑑
定
は
で
き

な
い
と
い
う
実
感
も
強
く
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も

な
い
が
、
モ
レ
ッ
リ
の
方
法
を
知
れ
ば
誰
で
も
機
械
的
に
形
に
基
づ
く
鑑
定
が

で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
土
居
も
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
モ
レ
ッ
リ
法
」
そ
の
も

の
に
全
面
的
な
賛
同
を
示
し
て
は
い
な
い
。

冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
、
研
究
者
の
調
査
記
録
か
ら
日
本
美
術
史

の
記
録
と
評
価
の
歴
史
を
た
ど
る
試
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
他
の
研
究
者
の

調
査
記
録
と
比
較
し
た
際
、
土
居
の
内
な
る
制
作
者
の
視
点
は
特
徴
的
で
あ

り
、
実
証
的
な
細
部
の
比
較
と
い
う
研
究
手
法
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
想
定
さ

れ
る
。
研
究
者
と
制
作
者
の
視
点
を
併
せ
持
つ
こ
と
が
、
土
居
の
作
品
評
価
の

プ
ロ
セ
ス
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
今
後
、
調
査
記
録
の
研
究
を

続
け
る
上
で
注
視
し
て
い
く
。

	

（
た
た
ら	

た
き
こ
／
広
島
大
学
）

（
１
）	　

岡
田
温
司
氏
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
モ
レ
ッ
リ
自
身
こ
の
方
法
の

み
で
鑑
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
岡
田
温
司
「
作
者
を
捜
せ
！
ボ
ル
ケ
ー
ゼ

美
術
館
と
二
人
の
目
利
き
」『
イ
メ
ー
ジ
の
根
源
へ
：
思
考
の
イ
メ
ー
ジ
論
的
転
回
』

人
文
書
院
、
二
〇
一
四
年
）。
ま
た
、
モ
レ
ッ
リ
自
身
も
こ
れ
が
万
能
な
鑑
定
法
と

主
張
し
て
は
お
ら
ず
、
ま
ず
作
品
を
観
察
す
る
目
を
磨
く
こ
と
、
補
助
手
段
と
し

て
細
部
の
観
察
、
比
較
と
い
う
点
検
方
法
を
取
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
と
述
べ
て

図７：調査の合間に描かれたスケッチ
土居次義《福田寺 庭》
1947年頃、（京都工芸繊維大学附属図書館蔵、
筆者撮影）
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い
る
。
し
か
し
、
自
分
の
目
で
作
品
を
見
る
こ
と
が
軽
視
さ
れ
、
書
物
に
頼
っ
て

作
者
が
鑑
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
当
時
の
美
術
史
界
の
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
、

あ
え
て
戦
略
的
に
、
極
端
な
細
部
へ
の
注
目
を
促
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

（
２
）	　

二
〇
一
八
年
に
は
、
相
見
香
雨
、
田
中
一
松
、
土
居
次
義
の
研
究
記
録
を
中
心

と
し
た
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
（
実
践
女
子
大
学
香
雪
記
念
資
料
館
、
京
都
工
芸

繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
『
記
録
さ
れ
た
日
本
美
術
史
―
相
見
香
雨
、
田
中
一

松
、
土
居
次
義
の
調
査
ノ
ー
ト
展
―
』）。
記
録
方
法
は
三
者
三
様
で
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
研
究
手
法
と
の
関
連
が
う
か
が
わ
れ
た
。
例
え
ば
田
中
一
松
は
土
居
同
様

ス
ケ
ッ
チ
を
多
用
す
る
が
、
そ
こ
に
は
、
目
の
前
の
作
品
の
情
報
を
よ
り
具
体
的

に
精
緻
に
収
集
す
る
こ
と
で
、
今
後
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
有
事
に
備
え
る
と
い

う
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
（
江
村
知
子
「
研
究
ノ
ー
ト　

田
中
一
松
の
眼

と
手
」『
美
術
研
究
』
四
三
二
号
、
東
京
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
二
〇
年
）。
田
中

と
土
居
の
資
料
に
つ
い
て
は
二
〇
二
〇
年
に
も
展
示
が
な
さ
れ
た
ほ
か
、
相
見
資

料
に
つ
い
て
も
近
年
さ
ら
に
研
究
が
進
展
し
て
い
る
（
東
京
国
立
博
物
館
『
日
本

美
術
史
の
記
録
と
評
価
―
調
査
ノ
ー
ト
に
み
る
美
術
史
研
究
の
あ
ゆ
み
―
』。
桑
原

羊
次
郎
・
相
見
香
雨
研
究
会
編
『
相
見
香
雨
没
後
五
十
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
関

連
展
示
実
施
報
告
書
』
桑
原
羊
次
郎
・
相
見
香
雨
研
究
会
、
二
〇
二
一
年
）。

（
３
）	　

一
九
二
九
年
か
ら
三
四
年
に
か
け
て
、
杏
村
の
桃
山
障
壁
画
に
関
す
る
論
考
八

本
が
集
中
的
に
『
東
洋
美
術
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
杏
村
が
桃
山
障
壁
画

研
究
に
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
、
並
木
誠
士
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
並
木
誠
士
「
近
代
日
本
に
お
け
る
「
桃
山
」
の
発
見
」『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
』

二
八
号
、
二
〇
一
三
年
）。
な
お
、
杏
村
は
『
東
洋
美
術
』
の
編
集
顧
問
の
一
人
と

し
て
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
た
（
湯
淺
健
次
郎
「
美
術
史
研
究
誌
の
東
西
」『
美
術

フ
ォ
ー
ラ
ム
21
』
二
八
号
、
二
〇
一
三
年
）。

（
４
）	　

土
居
次
義
「
長
谷
川
等
伯
研
究
回
顧
」『
長
谷
川
等
伯
』
一
九
七
七
年
、
講
談
社
、

一
六
一
頁
。

（
５
）	　

前
傾
註
４
、
一
六
一
頁
。

（
６
）	　

こ
の
よ
う
な
図
は
、
写
真
の
細
部
突
き
合
わ
せ
を
研
究
手
法
と
し
て
い
た
杏
村

が
、
論
証
過
程
を
わ
か
り
や
す
く
再
現
す
る
た
め
、
ま
た
形
へ
の
意
識
を
強
調
す

る
た
め
に
用
い
た
と
見
ら
れ
る
。
土
居
も
ま
た
、
自
身
の
論
文
中
に
略
画
を
取
り

入
れ
て
い
る
。

（
７
）	　
『
セ
ル
パ
ン　

土
田
杏
村
追
悼
号
』（
第
一
書
房
、
一
九
三
四
年
六
月
号
）
に
掲

載
さ
れ
た
杏
村
の
遺
稿
（「
桃
山
時
代
の
障
屛
画
」）
末
尾
に
掲
載
さ
れ
た
、
三
浦

逸
雄
の
附
記
に
よ
る
（
五
一
頁
）。

（
８
）	　

山
根
德
太
郎
「
杏
村
の
桃
山
美
術
研
究
」（『
セ
ル
パ
ン　

土
田
杏
村
追
悼
号
』

（
第
一
書
房
、
一
九
三
四
年
六
月
号
）。
別
の
原
稿
で
山
根
は
「
死
の
前
日
に
於
て

さ
へ
、
奄
々
た
る
気
息
の
下
に
、
研
究
資
料
の
撮
影
方
を
寫
眞
師
に
依
頼
し
て
」

い
た
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
事
象
に
目
を
配
っ
た
杏
村
で
あ
る
が
「
そ
の
最
後
ま

で
深
く
心
を
留
め
て
ゐ
た
課
題
の
一
つ
は
、
確
か
に
桃
山
時
代
障
屛
画
の
作
家
を

決
定
す
る
こ
と
に
就
て
で
あ
つ
た
」
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
（
山
根
德
太
郎
「
編

集
後
記　

第
十
巻　

藝
術
史
研
究
」『
土
田
杏
村
全
集
第
十
五
巻
』
日
本
図
書
セ
ン

タ
ー
、
一
九
八
二
年
、
附
録
三
八
頁
）。

（
９
）	　

な
お
山
根
は
、
杏
村
が
書
斎
の
二
室
を
芸
術
史
関
係
の
図
書
で
充
た
し
「
大
学

の
美
術
史
研
究
室
よ
り
充
實
し
て
ゐ
る
」
と
自
慢
し
て
い
た
こ
と
も
証
言
し
て
い

る
（
前
掲
註
８
「
編
集
後
記　

第
十
巻　

藝
術
史
研
究
」
附
録
三
六
・
三
七
頁
）。

文
献
資
料
の
渉
猟
と
細
部
描
写
の
照
合
の
両
輪
に
よ
っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
10
）	　

土
田
杏
村
「
桃
山
時
代
障
屛
畫
概
説
」『
土
田
杏
村
全
集
第
十
巻
』、
第
一
書
房
、

一
九
三
六
年
、
一
三
四
頁
。

（
11
）	　
「
或
は
そ
の
寺
傳
の
甚
だ
大
い
な
る
部
分
は
、
明
治
年
代
以
後
畫
家
な
ど
が
寺
院

を
訪
ふ
や
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
畫
家
が
筆
者
を
或
は
永
徳
、
或
は
山
楽
と
呼
ん

だ
と
こ
ろ
か
ら
、
い
つ
の
間
に
か
そ
れ
を
傳
へ
て
寺
傳
と
な
し
た
も
の
と
い
つ
て

も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。」（
前
掲
註
10
、
一
三
四
頁
）。

（
12
）	　

前
掲
註
10
、
一
三
四
頁
。

（
13
）	　

土
居
次
義
「
土
田
杏
村
氏
の
こ
と
」（
上
木
敏
郎
編
著
『
土
田
杏
村
と
そ
の
時
代
』

新
穂
村
教
育
委
員
会
、
一
九
九
一
年
）。
天
球
院
障
壁
画
の
筆
者
に
つ
い
て
は
、
杏

村
が
山
楽
説
を
示
し
、
土
居
は
山
雪
の
関
与
を
軽
視
で
き
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い

た
。
土
居
の
論
文
「
天
球
院
障
壁
画
の
筆
者
の
問
題
（
上
）」
は
杏
村
が
亡
く
な
っ

た
翌
年
『
東
洋
美
術
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
。

（
14
）	　

土
居
次
義
「
障
屛
画
と
山
楽
」『
山
楽
と
山
雪
』
桑
名
文
星
堂
、
一
九
四
三
年
、

七
三
頁
。
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（
15
）	　

土
居
の
博
士
論
文
は
、
主
論
文
『
長
谷
川
等
伯
・
信
春
同
人
説
』、
参
考
論
文

『
近
世
初
期
狩
野
派
の
研
究
（
上
・
下
）』、
参
考
論
文
『
近
世
初
期
狩
野
派
の
研
究　

参
考
写
真
』
の
四
冊
か
ら
成
り
、
龍
谷
大
学
図
書
館
お
よ
び
国
立
国
会
図
書
館
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
参
考
論
文
の
存
在
は
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
附
属
図
書

館
が
所
蔵
す
る
土
居
次
義
調
査
研
究
資
料
の
う
ち
、
推
敲
中
の
原
稿
か
ら
判
明
し

た
。

（
16
）	　

拙
稿
「
京
狩
野
研
究
と
土
居
次
義
の
眼
」
三
木
順
子
、
平
芳
幸
浩
、
井
戸
美
里

編
『
芸
術
の
価
値
創
造　

京
都
の
近
代
か
ら
ひ
ら
け
る
世
界
』
昭
和
堂
、
二
〇
二

一
年
。

（
17
）	　

調
査
記
録
に
お
け
る
土
居
の
視
点
と
論
文
の
記
述
と
の
関
係
、
ま
た
現
在
整
理

を
進
め
て
い
る
調
査
写
真
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
詳
述
し
た
い
。

（
18
）	　

前
掲
註
14
、
八
五
頁
。

（
19
）	　

土
居
に
よ
る
他
の
山
楽
作
品
調
査
記
録
に
は
、
こ
の
他
「
自
由
な
」
と
い
う
形

容
が
し
ば
し
ば
与
え
ら
れ
る
。

（
20
）	　

日
本
語
訳
は
上
田
恒
夫
氏
の
論
考
を
参
照
し
た
。
上
田
恒
夫
「
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・

モ
レ
ッ
リ
『
イ
タ
リ
ア
絵
画
論	

：	

ロ
ー
マ
の
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
美
術
館
と
ド
ー
リ
ア=

パ
ン
フ
ィ
ー
リ
美
術
館
』
翻
訳
（
一
）
：	「
序
文
」
と
「
基
本
理
念
と
方
法
」」『
金

沢
美
術
工
芸
大
学
紀
要
』
四
六
号
、
二
〇
〇
二
年
、
上
田
恒
夫
「
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・

モ
レ
ッ
リ
『
イ
タ
リ
ア
絵
画
論-

歴
史
的
・
批
判
的
研
究
―
ロ
ー
マ
の
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ

美
術
館
と
ド
ー
リ
ア=

パ
ン
フ
ィ
ー
リ
美
術
館
』
翻
訳
（
二
）	

：	
第
一
章
ボ
ル
ゲ
ー

ゼ
美
術
館
（
序
論
か
ら
ジ
ロ
ー
ラ
モ
・
ジ
ェ
ン
ガ
ま
で
）」『
金
沢
美
術
工
芸
大
学

紀
要
』
四
七
号
、
二
〇
〇
三
年
。

（
21
）	　

田
中
喜
作
「
大
安
寺
客
殿
障
壁
画
に
就
て
」『
美
術
研
究
』
二
号
、
一
九
三
二
年
、

一
五
頁
。

（
22
）	　

な
お
、
京
都
出
身
の
田
中
は
、
京
都
市
立
美
術
工
芸
学
校
、
関
西
美
術
院
で
学

び
、
帰
朝
後
も
無
名
会
、
黒
猫
会
ま
た
後
の
国
画
創
作
協
会
な
ど
の
活
動
で
麦
僊

と
活
動
を
共
に
し
て
お
り
、
当
然
、
杏
村
と
国
展
な
ど
を
通
じ
て
交
流
が
あ
っ
た

と
想
定
さ
れ
る
。

（
23
）	　

岩
村
透
「
モ
レ
リ
の
古
畫
鑑
定
法
」『
藝
苑
雑
稿	

第
二
集
』
画
報
社
、
一
九
一

三
年
、
三
四
九
頁
。

（
24
）	　
「
モ
レ
リ
の
古
畫
鑑
定
法
（
一
）」
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、（
二
）
以
降
も

続
け
て
い
く
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
25
）	　

岩
村
透
「
モ
レ
リ
の
古
畫
鑑
定
法
」『
光
風
』
第
四
年
（
一
）、
一
九
〇
八
年
、

一
頁
。

（
26
）	　

岡
倉
天
心
「
美
術
上
の
急
務
」『
時
事
新
報	

文
藝
週
報
』
一
九
〇
八
年
（『
岡
倉

天
心
全
集
』
第
三
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
、
三
一
三
〜
三
一
九
頁
。

（
27
）	　

前
掲
註
26
「
解
題
」（
四
八
四
頁
）。「
美
術
上
の
急
務
」
と
「
美
術
上
の
所
感
」

両
者
を
比
べ
る
と
、
欧
州
の
鑑
定
に
つ
い
て
、
後
者
で
は
モ
レ
ッ
リ
の
名
前
や
方

法
に
触
れ
ず
「
西
洋
も
鑑
定
学
は
楽
翁
公
時
代
で
（
中
略
）
其
後
い
ろ
い
ろ
の
人

が
出
て
来
て
、
欧
州
の
鑑
定
学
が
出
来
た
」
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
部
分
に
モ

レ
ッ
リ
へ
の
言
及
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
28
）	　

岩
村
は
『
美
術
新
報
』
の
創
刊
か
ら
深
く
か
か
わ
り
、
編
集
上
の
助
言
を
し
、

数
多
く
の
寄
稿
を
し
て
い
る
（
田
辺
徹
『
美
術
批
評
の
先
駆
者
、
岩
村
透　

ラ
ス

キ
ン
か
ら
モ
リ
ス
ま
で
』
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）。
た
だ
し
、
天
心
の
こ
の
速

記
録
が
『
美
術
新
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
時
期
は
、
執
筆
を
や
め
て
同
誌
か
ら
離
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
講
演
に
つ
い
て
は
讀
売
新
聞
紙
上
で
三
度
報
じ
ら
れ
る

（
講
演
の
案
内
や
広
告
（
一
九
〇
七
年
一
一
月
六
日
、
一
〇
日
各
朝
刊
）、
講
演
大

要
（
同
年
一
一
月
一
一
日
朝
刊
））
な
ど
、
天
心
が
ボ
ス
ト
ン
へ
行
く
直
前
の
も
の

と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

（
29
）	　

田
辺
、
前
掲
註
28
。

（
30
）	　

前
掲
註
25
、
六
頁
。

（
31
）	　

訳
出
箇
所
の
対
応
は
、
前
掲
註
20
を
参
照
し
た
。

（
32
）	　

ド
イ
ツ
美
術
史
界
で
の
モ
レ
ッ
リ
評
や
、
ウ
ィ
ー
ン
の
美
術
史
家
と
モ
レ
ッ
リ

の
関
係
な
ど
詳
細
は
、
加
藤
哲
弘
『
美
術
史
学
の
系
譜
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、

二
〇
一
八
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、『
西
洋
美
術
史
論
攷
』
に
寄
せ
た
「
美

術
史
家
澤
木
四
方
吉
」
で
児
島
喜
久
雄
は
、
澤
木
が
「
モ
レ
リ
に
偏
し
た
書
き
振

り
」
で
あ
る
こ
と
を
西
洋
美
術
の
学
問
的
知
識
を
強
く
求
め
て
い
た
「
当
時
の
読

後
感
の
自
然
」
で
あ
る
と
書
く
（
一
二
・
一
三
頁
）。
田
辺
徹
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
こ
こ
に
は
「
児
島
の
モ
レ
ル
リ
に
対
す
る
ひ
そ
や
か
な
軽
視
に
あ
ら
わ
れ
」

を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
（
田
辺
、
前
掲
書
、
一
三
九
頁
）。
一
九
四
〇
年
代
の

日
本
に
お
け
る
モ
レ
ッ
リ
観
を
知
る
ひ
と
つ
の
材
料
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
33
）	　

神
林
恒
道
「
岡
倉
天
心
と
美
術
史
学
の
形
成
」『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
』
四
号
、
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二
〇
〇
一
年
。

（
34
）	　

和
訳
か
ら
引
用
。
吉
川
逸
治
・
摩
寿
意
善
郎
監
修
『
矢
代
幸
雄　

サ
ン
ド
ロ
・

ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ル
リ
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
、
七
頁
。

（
35
）	　

前
掲
註
34
、
七
頁
。

（
36
）	　

書
簡
三
三
「
一
九
四
〇
年
五
月
二
十
四
日　

矢
代
幸
雄
（
東
京
）
か
ら
バ
ー
ナ
ー

ド
・
ベ
レ
ン
ソ
ン
宛
（
絵
葉
書
四
枚
）」（
山
梨
絵
美
子
・
越
川
倫
明
編
訳
『
美
術

の
国
の
自
由
市
民　

矢
代
幸
雄
と
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ベ
レ
ン
ソ
ン
の
往
復
書
簡
』
玉

川
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
九
年
、
一
二
四
頁
）。

（
37
）	　

本
稿
で
は
「
モ
レ
ッ
リ
」
の
語
の
出
現
履
歴
の
一
部
を
追
う
に
留
ま
っ
て
い
る

が
、
澤
木
の
論
集
に
児
島
が
寄
せ
た
文
に
見
ら
れ
る
モ
レ
ッ
リ
へ
の
態
度
（
前
掲

註
32
）
や
、
田
中
喜
作
が
「
モ
レ
リ
學
徒
の
解
剖
刀
」
と
冷
淡
に
評
す
る
背
景
な

ど
、
受
容
の
あ
り
方
を
深
く
探
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
杏
村
、
田
中
、
土
居
の

時
代
に
お
け
る
桃
山
障
壁
画
に
対
す
る
研
究
熱
の
高
ま
り
と
社
会
的
背
景
の
関
係
、

そ
こ
に
モ
レ
ッ
リ
法
が
持
ち
込
ま
れ
た
意
味
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
後
の
日
本
美
術
史
研
究
に
お
い
て
モ
レ
ッ

リ
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
研
究
例
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
て
考
察
を
進
め
た
い
。

（
38
）	　

土
居
次
義
「
松
濤
室
随
筆
」『
嵯
峨
』
七
月
号
、
一
九
六
九
年
（
土
居
次
義
『
花

鳥
山
水
の
美
』（
京
都
新
聞
社
、
一
九
九
二
年
）
収
録
）。

（
39
）	　

前
掲
註
３
の
並
木
氏
に
よ
る
論
文
で
、
車
を
使
い
同
日
三
宝
院
と
聚
光
院
の
障

壁
画
を
見
比
べ
る
杏
村
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
杏
村
自
身
も
「
京

都
に
住
ん
で
ゐ
て
私
の
最
も
大
い
な
る
悦
び
の
一
つ
と
す
る
も
の
は
、
桃
山
時
代

を
中
心
と
し
た
金
碧
壁
障
画
を
當
時
の
古
建
築
の
中
で
鑑
賞
」
す
る
こ
と
だ
と
述

べ
る
（
土
田
杏
村
「
桃
山
時
代
障
屛
画
概
説
」『
土
田
杏
村
全
集
第
十
巻
』、
第
一

書
房
、
一
九
三
六
年
、
一
三
三
頁
）。

（
40
）	　

前
掲
註
15
。

付
記
：

　
　

調
査
お
よ
び
図
版
掲
載
に
あ
た
っ
て
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
附
属
図
書
館
、
京
都

工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
に
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
本
研
究
はJSPS

科
研
費9H

01217

（「
日
本
美
術
の
記
録
と
評
価
に
つ

い
て
の
研
究
―
美
術
作
品
調
書
の
保
存
活
用
」
代
表
：
江
村
知
子
）
の
助
成
を
受

け
た
も
の
で
す
。
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