
紹

介

を
蓼
照
し
つ
」
著
蒋
自
身
の
灰
見
を
述
べ
て
み
る
の
は
一
般
概
説
書
と
し
は

極
め
め
て
稔
健
な
立
場
で
あ
る
と
思
ふ
。
然
も
階
所
に
引
用
ぜ
ら
れ
た
交
書
、

資
料
等
の
殆
ど
す
べ
て
が
著
者
自
身
に
よ
っ
て
操
催
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

レ
」
と
、
流
石
に
多
年
費
地
調
査
に
從
照
せ
る
人
の
著
で
あ
る
こ
と
を
患
は
し

め
る
Q
そ
の
調
査
旅
行
中
の
感
想
や
所
見
を
蒐
録
し
た
第
六
編
を
除
き
、
爾

飴
の
五
編
に
は
そ
れ
く
そ
の
編
末
に
簡
軍
な
内
容
の
総
括
が
揚
げ
ら
れ
て

み
る
導
者
に
…
封
ず
の
も
る
親
切
で
あ
る
と
思
ふ
。
　
（
四
六
版
四
八
三
頁
、
東

京
岩
波
書
店
孝
行
、
定
三
二
、
三
〇
）
〔
柴
田
〕

　
　
　
　
○
満
洲
國
安
束
省
輯
安
縣
高
句
麗
遺
蹟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
満
文
農
協
會
刊

　
満
洲
國
の
輯
盲
管
と
い
っ
た
だ
け
で
は
其
の
地
馳
な
ど
霞
ち
に
想
ひ
起
さ

ぬ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
廣
開
土
王
の
碑
の
所
在
と
い
っ
た
な
ら
多
撒
の
昏
々
は

頷
く
筈
で
あ
る
。
亭
壌
に
遜
都
す
る
以
前
高
句
麗
は
、
業
晒
紀
に
か
け
て
、

鴨
線
紅
中
流
北
岸
、
普
通
に
通
溝
と
呼
ば
れ
て
居
る
地
に
望
都
を
お
い
た
。

既
威
が
即
ち
馬
下
縣
で
あ
る
。
明
治
「
二
十
八
年
鳥
層
博
士
が
踏
査
さ
れ
次
い

で
、
佛
の
故
シ
ヤ
ザ
ソ
ヌ
教
擾
、
我
が
故
關
野
博
士
等
が
赴
い
て
以
後
、
約

二
十
年
聞
、
匪
賊
の
集
窟
と
し
て
全
く
學
三
三
な
調
査
の
届
か
な
か
っ
た
薩

に
於
て
、
昭
和
十
年
五
月
壁
號
の
あ
る
二
古
墳
が
獲
見
さ
れ
、
こ
れ
に
櫨
っ

て
再
び
學
界
の
一
部
に
梶
常
の
興
昧
を
惹
く
こ
と
」
な
っ
た
。
本
書
は
同
年

親
し
く
既
地
を
訪
ふ
て
遺
蹟
を
調
査
さ
れ
た
池
内
博
士
の
執
筆
に
な
る
。
其

の
内
容
は
先
づ
通
溝
準
野
の
地
理
的
歌
況
を
欝
し
、
更
に
欝
っ
て
墨
界
を
賑

は
し
た
丸
窓
・
國
内
臣
籍
問
題
に
就
い
て
考
へ
、
爾
城
愚
慮
設
を
以
っ
て
鐵

　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
｝
巻
　
第
四
號
　
　
八
七
〇

案
と
す
る
旨
を
強
調
さ
れ
、
次
い
で
同
弔
虚
実
に
存
す
る
零
話
即
ち
丸
都
疑
・

丸
都
山
城
祉
・
贋
開
土
王
碑
等
を
略
説
し
か
く
て
古
墳
の
こ
と
に
及
び
共
の

構
造
を
蓮
べ
、
石
塚
と
土
塚
の
二
種
あ
る
こ
と
を
稼
げ
、
「
角
抵
塚
辱
舞
踊
塚
し

と
命
名
し
た
も
の
等
新
着
見
の
壁
豊
古
墳
を
紹
介
さ
れ
、
最
後
に
石
塚
と
土

塚
と
の
年
代
灘
と
陵
墓
の
比
定
と
に
及
ん
で
居
る
Q

　
本
書
に
は
猫
北
亭
清
華
大
學
教
擾
銭
稻
孫
氏
の
課
丈
と
三
十
三
葉
の
濁
版

を
観
め
て
到
る
。
本
交
は
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
は
居
る
が
著
者
自
ら
も

云
は
れ
る
如
く
簡
略
の
憾
が
な
い
で
は
な
い
。
然
し
こ
れ
は
や
が
て
獲
刊
さ

る
可
き
詳
細
な
報
告
書
に
期
待
す
る
こ
と
」
し
、
三
十
三
葉
の
圓
版
と
共
に

「
大
い
に
學
界
を
盆
す
る
し
も
の
と
し
て
薦
め
購
い
。
無
慮
鍛
禽
と
講
せ
ら
れ

る
古
墳
群
の
爲
眞
を
一
見
す
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
何
人
も
古
墳
調
査
の
興
昧

が
已
に
樂
浪
か
ら
鰻
　
安
へ
蓬
り
つ
㌧
あ
る
の
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら

う
。
又
、
角
抵
や
舞
踊
そ
の
他
の
壁
書
を
通
じ
て
竪
句
麗
人
の
風
俗
や
生
活

を
窺
ふ
こ
と
が
出
足
る
と
す
れ
ば
、
四
瀞
や
庚
草
冠
等
の
壁
寳
を
通
じ
て
は

六
朝
交
化
と
の
關
係
が
推
湖
さ
れ
る
Q
日
瀧
文
化
協
愈
の
刊
行
物
と
し
て
は

蓋
し
適
宣
な
も
の
で
あ
る
。
但
し
本
文
の
魏
課
に
就
い
て
は
謬
交
の
如
何
は

問
題
外
と
し
て
、
謬
者
は
満
…
洲
無
人
で
あ
っ
て
欲
し
か
っ
た
O
菊
版
、
座
右

喪
刊
行
曾
獲
費
り
（
小
野
）

○
西
洋
法
制
史
講
義

酉
　
本

頴
著

　
　
　
　
　
1
猫
逸
私
法
史
一

　
本
書
は
、
・
本
三
法
學
部
に
湿
て
西
洋
洪
語
歴
を
講
ぜ
ら
る
』
西
本
助
教
授

の
近
業
で
あ
っ
て
、
著
者
陶
ら
太
書
の
冒
頭
に
云
は
れ
る
如
く
「
西
洋
法
制

（192）



史
學
の
講
義
案
と
し
て
執
筆
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
本
書
の
特
質

は
、
先
づ
そ
れ
が
研
究
と
し
て
で
は
な
く
、
教
科
書
と
し
て
編
ま
れ
た
織
に

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
著
者
の
意
見
に
依
れ
ば
、
「
樫
威
あ
る
研
究
と
初
學
の
た
め
に
教
材
と
す
る

教
科
書
と
の
間
に
は
、
共
の
目
的
に
從
っ
て
當
然
の
差
異
が
認
め
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
内
容
の
方
面
か
ら
考
へ
て
、
教
科
書
は
簡
箪
に
し
て
而
も
要
黙

を
省
く
し
且
つ
概
論
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
ま
た
「
形
式
の
方
面
か
ら

考
へ
て
、
教
科
書
は
出
血
う
る
隈
り
亭
易
に
し
て
且
つ
明
確
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
」
（
序
、
二
頁
）
o
そ
こ
で
本
書
は
、
内
容
。
形
式
と
も
に
、
か
」
る
制
約

の
も
と
に
置
か
れ
て
み
る
。

　
例
へ
ば
、
本
論
第
一
篇
に
於
て
「
…
法
欄
史
総
論
た
る
法
源
更
を
取
扱
」
ひ
、

「
ゲ
ル
マ
ン
特
に
鶴
逸
法
源
史
を
」
教
材
と
せ
ら
れ
た
が
如
き
、
或
は
本
論
第

二
篇
に
於
て
私
法
史
を
取
上
げ
、
特
に
猫
逸
私
法
更
を
封
象
と
せ
ら
れ
た
が

如
き
、
何
れ
も
教
科
書
と
し
て
の
要
講
に
態
へ
る
た
め
の
著
者
の
周
到
な
用

意
に
他
な
ら
な
い
◎
何
故
な
ら
コ
教
科
書
と
し
て
は
殊
に
我
が
國
の
現
行
法

に
關
係
深
き
制
度
を
材
料
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
が
、
「
我
が

現
行
法
は
、
大
瞭
に
於
て
粛
学
法
の
難
解
法
で
あ
り
、
私
法
は
其
の
淵
源
最

も
奮
く
、
よ
っ
て
其
の
群
系
が
最
も
整
備
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」

（
序
、
二
頁
）
。

　
さ
て
、
本
書
の
内
容
は
二
十
三
頁
に
わ
た
る
「
緒
…
冒
」
を
以
て
始
め
ら
れ
て

み
る
。
既
の
部
分
は
、
既
に
本
年
風
月
、
「
西
洋
法
盛
服
研
究
の
方
法
に
就
て
」

と
題
し
て
『
法
學
論
叢
』
（
第
三
四
巻
、
第
五
號
）
に
獲
表
さ
れ
た
も
の
の
再
銀

に
他
な
ら
な
い
が
、
著
者
は
こ
㌧
に
於
て
そ
の
濁
虜
の
「
方
法
論
し
を
展
開
せ

紹

介

ら
れ
て
る
る
。
そ
し
て
、
「
法
史
學
」
特
に
「
西
洋
法
制
史
學
の
意
義
」
、
「
法

系
」
、
「
研
究
の
…
封
象
」
、
「
時
代
此
分
」
、
「
法
堂
吏
の
分
類
し
と
「
燈
系
」
等
、

お
よ
そ
法
制
史
學
の
根
抵
酌
な
諸
問
題
が
、
こ
」
に
取
上
げ
ら
れ
、
且
つ
こ

れ
に
録
す
る
基
本
的
な
諸
概
念
が
こ
玉
に
明
確
に
規
定
さ
れ
て
る
る
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
此
の
「
緒
書
方
法
論
は
長
年
の
間
に
蒐
集
し
た
著
者
の
見
聞

を
基
礎
と
し
て
語
り
出
で
」
ら
れ
た
「
纏
験
談
」
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
理

論
的
に
造
り
上
げ
た
理
想
論
で
は
な
い
。
」
ま
し
て
そ
れ
は
コ
定
の
書
物
を

参
考
に
し
て
油
鼠
を
企
て
た
も
の
で
は
漸
じ
て
な
い
し
（
序
、
三
頁
）
の
で
あ

る
。

　
既
の
「
緒
言
し
に
績
く
本
論
第
一
篇
法
源
史
は
、
四
章
か
ら
成
っ
て
み
る
。

「
不
文
法
時
代
」
と
止
せ
ら
れ
た
第
一
章
は
、
民
族
大
移
動
以
前
の
ゲ
ル
マ
ン

の
潰
習
法
を
極
め
て
簡
軍
に
読
明
し
、
遠
い
て
第
二
章
「
部
族
法
時
代
」
に
於

て
は
、
民
族
大
移
動
終
了
後
、
ゲ
ル
マ
ン
人
が
「
從
來
の
固
有
の
慣
習
法
の

精
紳
に
加
ふ
る
に
ロ
ー
マ
的
な
法
律
技
術
…
と
墓
督
教
的
な
道
徳
的
規
範
を
配

合
し
て
其
の
慣
例
を
成
丈
化
し
た
」
（
「
…
こ
頁
）
と
こ
ろ
の
、
各
部
族
の
法
典

が
比
較
的
詳
細
に
激
述
さ
れ
て
る
る
。
次
の
第
三
章
は
「
封
建
法
」
を
取
扱
ひ

最
後
の
第
四
章
は
「
都
市
退
し
を
揚
象
と
す
る
。

　
法
源
史
に
於
け
る
既
の
や
う
な
匿
分
は
、
「
緒
言
方
法
論
」
中
に
於
て
説
か

れ
る
著
者
の
時
代
匿
分
の
仕
方
と
完
全
に
勤
膝
す
る
Q
既
の
鮎
に
就
い
て
は
、

著
者
は
ブ
ル
ソ
ナ
ァ
、
シ
ユ
レ
エ
ダ
ア
等
の
代
表
的
な
著
作
が
採
る
と
こ
ろ

の
「
不
透
明
な
時
代
簸
分
」
（
一
四
頁
）
廓
ち
所
畑
鯛
通
読
」
を
排
し
つ
」
、
「
政
治

的
理
曲
若
く
は
文
化
史
的
理
由
を
標
準
と
す
る
時
代
露
分
は
、
法
鋼
史
學
の

立
場
か
ら
は
正
確
で
あ
る
と
は
云
へ
な
い
。
法
側
史
記
上
の
立
場
と
し
て
は
、

第
二
十
一
巷
　
第
四
號
　
　
八
七
一

（　19B　）



紹

介

法
源
の
攣
遜
に
順
歯
す
る
庭
の
蒔
代
綴
織
．
を
剴
立
す
る
こ
と
が
餐
當
で
あ

る
」
（
＝
…
頁
）
と
な
し
て
、
法
欄
看
貫
猫
自
の
立
場
を
主
張
せ
ら
れ
、
既
の

立
場
に
徹
底
さ
れ
て
る
る
や
う
で
あ
る
。

　
次
に
、
本
書
の
後
覚
を
占
め
る
第
二
篇
私
法
史
は
、
更
に
三
つ
の
部
分
に

分
た
れ
て
み
る
。
そ
の
「
第
一
部
人
事
法
史
は
樫
利
主
鵬
の
制
度
史
で
あ
り
、

第
二
部
物
…
催
法
史
は
擁
熟
客
膿
の
制
度
・
更
で
あ
り
、
第
三
部
債
樺
法
史
は
総
…

利
攣
動
物
ち
法
律
行
爲
の
制
度
史
で
あ
る
」
（
序
、
二
頁
）
o
　
い
つ
れ
も
救
蓮

は
簡
箪
で
あ
る
が
、
教
科
書
た
る
目
的
に
そ
ふ
べ
く
、
諸
制
度
の
史
的
攣
蓬

・
が
各
部
門
に
分
っ
て
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
る
る
。

　
以
上
、
極
め
て
簡
箪
に
本
書
の
丙
容
と
構
浩
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、

著
者
は
、
大
膿
に
於
て
シ
ユ
ヅ
エ
リ
ソ
、
ブ
ル
ン
ナ
ア
、
シ
ユ
レ
エ
ダ
ア
等

に
擦
り
つ
エ
、
法
湖
史
家
と
し
て
の
立
場
を
震
か
れ
て
る
る
や
う
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
法
制
史
男
。
。
岸
薦
＄
。
弦
畠
8
研
究
の
醤
象
は
、
著
者
も
認
め

ら
れ
る
如
く
、
軍
に
「
法
規
の
獲
展
攣
遜
を
研
究
す
る
こ
と
を
職
分
と
す
る
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
十
六
頁
）
法
規
史
O
Φ
器
9
0
m
。
匿
。
露
。
　
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
　
著
者
も
云
は
れ
る
や
う
に
「
法
規
を
作
出
す
る
原
因
た
る
べ
き
癖
實
も

亦
、
法
の
事
忌
に
淡
緑
的
な
影
響
を
與
へ
る
も
の
で
あ
る
。
法
制
史
の
研
究

に
は
法
律
蘭
係
の
内
面
的
分
析
を
墓
礎
と
し
て
、
是
に
養
す
る
冠
會
事
情
殊

に
政
治
纒
霊
的
事
情
を
關
聯
せ
し
め
て
考
察
す
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ

る
。
師
ち
法
律
は
そ
れ
自
身
と
し
て
欝
欝
に
顯
現
す
る
も
の
に
非
ず
し
て
、
必

ず
や
他
の
之
に
牽
蓮
關
係
あ
る
事
象
と
聯
醐
し
て
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

故
に
法
的
現
象
は
常
に
輩
猫
に
て
之
を
理
解
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
法
認

は
國
畏
文
化
の
［
表
現
で
あ
る
Q
勘
ち
其
の
根
概
に
於
て
心
行
精
工
、
経
濟

第
二
十
一
巷
　
第
四
號
　
　
入
七
二

事
情
、
政
治
的
情
勢
の
影
響
す
る
所
極
め
て
重
大
な
る
も
の
の
存
す
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
し
（
十
ご
貝
）
の
で
↓
め
る
か
ら
、
著
者
も
亦
、
　
マ
ウ
ラ

ァ
、
イ
ナ
マ
・
シ
ュ
テ
ル
ネ
ツ
グ
、
ブ
ル
ソ
ナ
ア
、
シ
ユ
レ
エ
ダ
ァ
等
を
主

要
な
代
表
渚
と
す
る
十
九
世
紀
以
來
の
醤
支
配
學
訟
の
騰
系
を
破
っ
て
前
遙

し
つ
」
あ
る
最
近
の
申
世
赦
挙
証
濟
史
研
究
の
趨
勢
と
そ
の
輝
か
し
い
業
績

に
齢
し
て
、
　
「
顧
を
輿
へ
ら
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
（
菊
版
二

入
六
頁
、
東
京
、
澱
松
堂
書
店
護
行
、
定
儂
二
圓
四
〇
銭
）
。
〔
中
山
〕

○
ギ
ン
ケ
ル
マ
ン

（
西
哲
叢
書
測
）

井
　
島

自
著

　
「
美
學
が
純
粋
思
辮
的
詮
索
の
世
界
か
ら
　
歩
を
移
し
て
藝
術
…
的
事
蟹
自
驚

の
究
明
に
向
は
う
と
し
、
或
は
、
藝
術
史
學
の
課
題
乃
至
方
法
が
種
々
な
る

學
的
批
到
の
照
明
を
浴
び
つ
」
あ
る
現
代
に
お
い
て
、
　
年
ン
ケ
ル
マ
ソ
は
極

め
て
多
く
の
省
み
ら
る
べ
き
曜
示
を
提
出
す
る
β
從
來
無
芸
或
は
藝
術
嬰
を

論
ず
る
人
々
に
よ
っ
て
彼
の
名
が
口
に
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
珍
し
く
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
彼
の
薦
の
姿
は
奇
妙
に
も
あ
ま
り
理
解
さ
れ

て
み
な
い
の
で
ほ
な
い
か
と
患
は
れ
を
し
（
序
、
二
L
三
頁
）
o

　
今
、
既
の
や
う
な
事
情
の
も
と
に
於
い
て
、
軸
捻
元
博
士
監
修
の
「
西
哲

叢
書
し
の
一
駕
と
し
て
、
井
島
勉
氏
の
「
ギ
ソ
ケ
ル
マ
ソ
し
の
刊
行
を
見
た
こ

と
は
。
わ
れ
わ
れ
の
ひ
と
し
く
宴
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
」
に
、
そ
の
内
容
の
大
愚
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
者
に
敬
意
を

表
し
た
い
。

（194）



　
本
書
の
茄
三
門
は
、
軍
ソ
ケ
ル
マ
ソ
の
左
記
を
以
て
始
め
ら
れ
る
。
第
一
章

「
希
臓
美
術
研
究
へ
の
雲
足
」
は
こ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
玉
に
は
、
一
七
一
七
年

の
末
学
の
「
壁
代
の
希
書
人
」
の
誕
生
に
篁
を
起
し
、
　
一
七
五
五
年
彼
の
豊
野

作
「
糟
謹
及
び
彫
刻
に
お
け
る
幌
糠
美
術
品
の
模
倣
に
つ
い
て
」
の
娼
版
に
至

る
ま
で
の
…
十
華
年
聞
の
彼
の
儒
生
の
記
録
が
詳
細
に
跡
づ
け
ら
れ
て
み
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
箪
な
る
予
予
で
は
な
い
。
偉
大
な
魂
の
生
長
の
跡
が
、

そ
の
私
的
環
境
を
背
景
と
し
つ
」
克
明
に
邉
は
れ
て
る
る
の
で
あ
る
。
云
は

“
、
後
年
の
大
著
作
の
素
地
の
探
究
で
あ
る
。
從
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
傳
誤
判

霧
實
が
、
、
す
べ
て
か
x
る
書
手
の
も
と
に
一
嚢
酌
に
墨
汁
さ
れ
て
る
る
。
著

者
の
「
意
圃
ほ
（
4
ン
ケ
ル
マ
ソ
の
）
縫
格
の
描
窟
に
に
あ
る
。
　
し
か
も
こ
れ
は

同
時
に
ギ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
「
著
作
の
黙
認
を
把
握
」
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
何
故
な
ら
「
甲
ソ
ケ
ル
マ
ソ
の
場
合
に
は
、
他
の
多
く
の
學
者
の
場
倉

と
異
っ
て
、
そ
の
性
格
と
事
蹟
と
の
闘
に
深
い
一
致
」
（
六
五
頁
）
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
Q
し
か
も
豪
者
は
、
多
く
の
場
合
出
営
う
る
眼
り
、
彼
の
「
書
簡

降
し
中
の
言
葉
を
拾
ふ
ご
ど
に
よ
っ
て
、
ギ
ソ
ケ
ル
マ
ン
自
身
を
し
て
直
接

吾
々
に
尚
っ
て
語
ら
し
め
ら
れ
る
。
此
の
黙
に
も
、
著
者
の
精
緻
な
心
遣
ひ

と
高
い
學
酌
良
心
の
一
端
が
滲
み
出
て
み
る
や
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
さ
き
に
云
っ
た
宰
ン
ケ
ル
マ
ン
の
影
面
作
f
こ
れ
は
、
綾
い
て
著
さ
れ

た
雛
名
の
「
模
倣
論
に
下
す
る
寄
書
し
及
び
こ
れ
に
甥
す
る
営
養
の
形
で
書
か

れ
た
「
模
倣
論
解
説
」
と
「
併
せ
黒
ま
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
」
（
六
四

頁
）
一
既
の
所
謂
「
模
倣
論
」
は
、
誰
し
も
認
め
る
や
う
に
主
著
「
古
代
美
術
…

謝
し
そ
の
他
の
「
後
年
の
蔚
逃
へ
獲
展
す
べ
き
種
々
な
る
思
想
を
全
面
的
に
繭

芽
の
形
に
お
い
て
含
」
（
九
四
頁
）
ん
で
み
る
が
故
に
、
著
者
ほ
、
次
に
此
の

心一VJ

が5；

介

模
倣
論
」
の
述
作
に
ア
イ
ン
シ
ユ
テ
ル
ン
ク
を
置
き
つ
」
、
ギ
ン
ケ
ル
マ
ン

の
思
想
の
獲
展
を
忠
實
に
辿
っ
て
行
か
れ
る
Q
第
二
章
「
古
代
美
術
と
近
代

美
術
」
の
取
扱
ふ
と
こ
ろ
が
こ
れ
で
あ
っ
て
、
特
に
そ
の
第
二
笛
（
七
〇
一
九

三
頁
）
ほ
門
模
倣
汚
し
の
内
容
の
詳
細
な
解
説
に
宛
て
ら
れ
て
み
る
Q

　
此
れ
に
績
く
「
古
代
美
術
…
の
研
究
し
と
題
せ
ら
れ
た
第
三
章
に
は
、
再
び
ギ

ソ
ケ
ル
マ
ソ
の
生
活
が
彼
の
思
想
の
動
き
と
と
も
に
傳
記
的
に
取
上
げ
ら
れ
、

て
る
る
。
廓
ち
「
模
倣
論
」
の
出
版
を
動
機
と
し
て
急
速
に
實
現
さ
れ
た
伊
太

利
亜
旅
行
（
「
七
五
五
年
）
に
始
っ
て
、
　
一
七
六
入
年
六
月
八
日
の
朝
ト
リ
エ

ス
テ
の
宿
志
に
於
け
る
劇
的
な
最
後
に
至
る
ま
で
の
彼
の
後
杉
生
が
、
聯
帯

の
環
境
を
背
豪
と
し
て
、
こ
」
に
ヴ
イ
ヴ
イ
ド
に
計
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
既
の
叙
蓮
は
、
同
時
に
主
著
「
古
代
美
術
史
」
を
生
み
減
す
た
め
の

背
景
を
描
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
最
後
の
第
四
章
は
「
古
代
爽
術
史
論
」
と
題
せ
ら
れ
、
主
と
し
て
代
表
作
「
古

代
葵
術
越
し
を
中
心
と
し
つ
」
ギ
ソ
ケ
ル
マ
ソ
の
美
術
磯
系
を
解
説
す
る
こ

と
に
宛
て
ら
れ
て
み
る
Q
然
し
、
碧
蔚
は
「
ギ
ン
ケ
ル
マ
ソ
の
伊
太
利
距
時

代
の
諸
論
文
が
『
古
代
美
術
…
史
』
を
中
心
と
し
て
有
機
的
な
翠
黛
を
も
つ
と
云

ふ
見
地
か
ら
、
そ
れ
ら
を
『
古
代
美
術
史
論
』
な
る
標
題
の
下
に
総
括
し
、
叉

如
上
述
べ
來
つ
た
見
地
か
ら
、
個
々
の
作
贔
に
就
い
て
よ
り
も
、
寧
ろ
思
想

的
翠
黛
を
追
っ
て
二
…
こ
の
重
要
な
る
問
題
を
探
り
上
げ
る
こ
と
を
適
當
と
考

へ
」
（
…
六
七
頁
）
ら
れ
る
。
　
そ
こ
で
、
此
の
部
分
は
更
に
第
一
飾
「
記
述
し
、

第
二
節
「
並
数
…
的
野
愛
」
、
第
…
＝
筆
入
馬
術
…
の
本
質
」
、
第
四
飾
「
作
風
の
歴
史
」

と
云
ふ
四
つ
の
簸
に
分
た
れ
、
　
こ
瓦
に
甲
ン
ケ
ル
マ
ソ
の
思
想
膿
系
が
仔
細

に
強
討
さ
れ
て
る
る
。
し
か
も
、
ギ
ソ
ケ
ル
マ
ソ
の
「
思
想
は
そ
れ
自
膿
一

　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
｝
巷
　
第
四
號
　
　
入
七
三

（i95）



紹

介

つ
の
課
題
に
鰐
ず
る
Q
即
ち
解
か
れ
た
る
一
つ
の
論
理
と
し
て
で
は
な
く
、

解
か
る
べ
き
一
つ
の
事
實
と
し
て
我
々
に
與
へ
ら
れ
て
る
る
」
（
序
、
三
頁
）

も
の
で
あ
る
が
故
に
回
著
渚
ほ
「
本
叢
書
に
課
せ
ら
れ
た
客
観
的
激
蓮
の
要

求
に
も
拘
ら
ず
」
（
序
、
三
頁
）
、
著
者
濁
窮
の
「
試
諭
的
な
」
見
解
を
こ
」
に

展
開
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
Q

　
以
上
は
本
書
の
内
容
を
そ
の
輪
廓
に
よ
っ
て
簡
輩
に
紹
介
し
た
に
す
ぎ
な

い
が
、
要
す
る
に
、
薦
の
美
術
史
家
の
最
初
の
入
で
あ
り
岡
蒔
に
ま
た
近
代

美
學
の
創
始
者
で
あ
っ
た
甲
ン
ケ
ル
マ
ン
の
偉
大
な
指
口
一
系
が
、
薯
者
の

鋭
い
論
理
に
よ
っ
て
、
彼
の
實
生
活
を
背
景
と
し
つ
鼠
獲
展
の
梱
に
於
て
把

へ
ら
れ
、
著
者
の
流
麗
な
筆
に
よ
っ
て
見
事
に
描
き
つ
く
さ
れ
て
み
る
の
で

あ
る
。
吾
々
は
、
亭
ン
ヶ
ル
マ
ソ
の
患
想
が
い
ま
本
書
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

吾
々
の
國
の
言
葉
を
以
て
蝕
す
と
こ
ろ
な
く
云
ひ
つ
く
ざ
れ
る
こ
と
が
出
來

た
こ
と
に
潔
い
旧
び
を
感
ぜ
ず
に
は
み
ら
れ
な
い
O

　
一
般
に
、
藝
術
檬
式
と
文
化
様
式
と
の
問
題
が
、
歴
史
に
於
け
る
時
代
の

蔑
分
の
諸
問
題
と
…
闘
聯
し
て
、
歴
更
學
の
重
要
な
問
題
の
「
つ
と
な
り
、
腿

零
墨
・
が
す
ぐ
れ
た
美
術
…
災
家
の
患
想
か
ら
多
く
の
示
竣
と
影
響
と
を
被
り
つ

㌧
あ
る
近
時
の
傾
向
を
思
ふ
と
き
、
本
欝
の
如
き
は
、
た
壁
軍
に
美
學
及
び

漢
衝
輿
に
蕩
心
を
も
ち
或
は
古
代
美
術
に
興
味
を
感
ず
る
人
々
の
み
な
ら
ず

ま
た
暗
く
｝
般
に
歴
史
の
學
に
從
ふ
人
々
に
と
っ
て
、
必
讃
の
書
の
一
つ
で

あ
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
ほ
な
い
も
の
で
あ
る
◎
（
京
都
、
雪
交
堂
書
房
獲
行
、

鐙
領
盗
観
滲
拾
銭
）
〔
申
越
）

嘉
弟
二
、
十
「
巻
　
第
四
號
　
　
入
七
四

○
重
農
學
派
の
政
治
獣
行

　
軍
な
る
纏
濟
學
識
で
は
な
く
し
て
、
よ
O
廣
汎
な
金
瀧
愈
全
宇
宙
を
包
含

す
る
薪
三
一
を
一
当
撃
涯
は
主
獲
す
る
。
薪
ら
し
き
丁
子
そ
れ
ほ
デ
カ
ル
ト

的
原
理
を
、
換
回
す
れ
ば
、
侮
よ
り
も
先
づ
明
謹
を
、
批
會
秩
序
に
適
翔
す

る
演
糧
的
な
科
學
で
あ
る
、
「
純
一
學
に
於
け
る
讃
明
ほ
、
幾
何
學
や
代
鍛
學

の
そ
れ
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
」
と
デ
ユ
ポ
ソ
・
ド
・
ヌ
ム
…
ル
は
云
ふ
Q
籔

學
的
方
法
の
適
用
に
よ
っ
て
、
自
然
法
官
と
同
様
に
確
實
な
不
動
な
纏
濟
法

則
を
護
課
し
う
る
と
摺
じ
て
る
た
。
而
も
輿
件
及
び
そ
れ
を
獲
嘱
す
る
方
法

が
、
侮
等
弓
術
的
な
も
の
を
持
た
ず
、
農
業
の
一
三
酌
生
産
嫉
の
原
理
も
亦

決
し
て
徽
學
的
三
明
に
約
し
た
も
の
で
ほ
な
い
こ
と
に
氣
付
い
て
み
な
い
。

こ
の
〕
見
科
學
的
な
緻
學
酌
方
法
は
重
農
學
涙
よ
り
、
自
由
主
義
纒
濟
學
に

ま
で
及
び
、
、
そ
の
巌
密
な
演
駕
と
鐙
明
と
が
、
託
宣
的
威
嚴
で
以
っ
て
こ
の

學
を
粉
儲
岬
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
薪
ら
し
き
可
動
秩
序
の
槌
肩
た
る
「
砂
色
し
と
「
膚
由
」
と
を
保
謹
す
る
の
が

政
府
の
義
務
で
あ
り
、
存
在
理
・
田
で
あ
る
。
斯
く
て
、
從
前
の
國
家
灌
力
は

著
し
く
減
ぜ
ら
九
、
貢
農
學
振
に
あ
っ
て
は
、
門
地
鷲
襟
に
が
鯛
家
よ
り
も
優

先
的
な
の
で
あ
る
。
國
家
は
そ
の
保
．
識
の
爲
に
の
み
欝
成
せ
ら
れ
、
．
且
っ
て

ほ
國
王
の
意
志
に
よ
り
て
作
ら
れ
た
注
律
は
，
、
今
や
、
國
瓢
と
は
野
立
し
、

葡
も
國
王
も
そ
れ
に
服
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
肉
然
的
職
靴
理
と
な
っ
た
。
「
王
の
立
法

挫
は
、
法
律
を
作
る
カ
で
ほ
な
く
そ
れ
を
宣
す
る
力
で
あ
る
Q
し

　
「
側
人
財
産
」
に
干
渉
す
る
ナ
ベ
て
の
も
の
は
、
非
難
さ
れ
る
。
最
良
の
政

府
と
は
最
も
少
く
続
治
し
、
何
事
亀
爲
さ
ざ
る
も
の
を
云
ふ
。
「
自
分
が
王
で

（196）


