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一

は
じ
め
に

　

一
つ
の
美
術
作
品
が
、
い
か
な
る
他
の
美
術
作
品
の
影
響
を
受
け
て
誕
生

し
て
い
る
の
か
、
を
解
明
す
る
こ
れ
ま
で
の
美
術
史
研
究
は
、
大
き
な
成
果

を
上
げ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
美
術
作
品
、
す
な
わ
ち
、
建
築
、
彫
刻
、

絵
画
、
工
芸
な
ど
の
造
形
作
品
は
、
視
覚
的
な
表
象
の
受
容
を
基
盤
に
し
て

展
開
す
る
だ
け
に
、
文
字
を
基
盤
に
す
る
文
学
作
品
よ
り
も
、
そ
の
影
響
の

拡
が
り
が
一
層
速
く
て
広
い
。
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
に
長
崎
に
や
っ

て
来
た
中
国
画
人
の
沈
南
蘋
の
写
生
画
の
日
本
国
内
に
お
け
る
展
開
は
、
現

代
で
い
え
ば
、
あ
た
か
も
衣
服
に
見
ら
れ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
流
行
に
も
似

て
、
ま
た
た
く
間
に
京
、
江
戸
、
大
坂
を
席
巻
し
、
日
本
各
地
に
南
蘋
派
と

呼
ば
れ
る
写
生
的
絵
画
を
誕
生
さ
せ
た
。
ま
た
、
円
山
応
挙
の
登
場
に
つ
い

て
、
上
田
秋
成
が
、
晩
年
の
随
筆
集
『
膽
大
小
心
録
』
に
お
い
て
、「
絵
は
応

挙
が
世
に
出
て
、
写
生
と
い
う
事
の
は
や
り
出
て
、
京
中
の
絵
が
皆
一
手
に

な
っ
た
」
と
語
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
蛇
足
な
が
ら
、
南

蘋
派
が
大
坂
で
は
広
が
ら
な
か
っ
た
と
い
う
従
来
の
見
解
に
対
し
て
は
、
改

め
て
異
議
を
申
し
立
て
た
い
。

　

こ
う
し
た
美
術
作
品
間
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
近
世
近
代
絵

画
史
研
究
を
見
渡
し
て
も
、
膨
大
な
数
が
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
研

究
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
は
、
常
に
形
態
や
図
様
の
原
型
（
モ
デ
ル
）
の

実
証
的
確
認
、
あ
る
い
は
発
見
、
ま
た
、
酷
似
す
る
形
態
モ
テ
ィ
ー
フ
や
図

様
の
発
掘
、
さ
ら
に
は
、
絶
対
と
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、
お
そ
ら
く
影
響

関
係
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
作
品
同
士
の
類
似
な
ど
で
あ
る
。

　

美
術
作
品
間
の
影
響
関
係
を
め
ぐ
る
比
較
研
究
に
お
い
て
、
問
題
と
な
る

の
は
、「
お
そ
ら
く
影
響
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
」
と
思
わ
れ
る
作
品

同
士
の
関
係
が
、
事
実
と
し
て
、
ど
の
程
度
ま
で
あ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
邪

推
す
れ
ば
、
両
者
は
本
当
に
影
響
関
係
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
従
来
の
美
術
史
研
究
で
は
、
作
品
間
の
圧
倒
的
な

美
術
交
渉
と
し
て
の
日
本
美
術
史
研
究
と
東
ア
ジ
ア

中　

谷　

伸　

生
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類
似
、
あ
る
い
は
文
書
に
よ
る
影
響
関
係
の
指
摘
な
ど
が
あ
る
場
合
に
の
み

研
究
発
表
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
実
証
的
な
美
術

史
学
は
、
こ
う
し
た
緻
密
で
客
観
的
な
裏
付
け
を
必
要
と
し
、
実
証
可
能
な

範
囲
に
限
定
し
て
研
究
を
行
う
厳
密
な
学
問
で
あ
る
。
い
た
ず
ら
に
、
こ
の

範
囲
を
越
え
る
こ
と
は
研
究
の
放
棄
と
も
み
な
さ
れ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
数
多
く
の
美
術
作
品
を
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
の

中
に
は
、
こ
う
し
た
事
実
関
係
の
裏
付
け
が
と
れ
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
、

何
ら
か
の
影
響
関
係
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
あ
る
と
考
え
た
方

が
美
術
史
全
体
の
理
解
が
す
っ
き
り
す
る
、
と
い
う
場
合
が
結
構
多
い
。
そ

う
し
た
場
合
に
、
こ
れ
ま
で
の
影
響
関
係
の
美
術
史
研
究
で
は
対
応
で
き
ず
、

新
資
料
な
ど
が
出
て
く
る
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
棚
上
げ
の
事
態
に
陥
る
。

　

そ
こ
で
、
厳
密
さ
は
捨
て
な
い
に
し
て
も
、
ゆ
る
や
か
に
影
響
関
係
を
論

じ
る
「
美
術
交
渉
学
」、
さ
ら
に
は
、「
文
化
交
渉
学
」
と
い
う
研
究
方
法
が

浮
上
し
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
岡
倉
天
心
が
『
東
洋
の
理
想
』
に
お
い
て

展
開
し
た
、
縦
横
か
つ
複
雑
に
影
響
し
合
う
作
品
群
の
究
明
、
そ
し
て
、
美

術
の
背
後
に
あ
る
も
の
か
ら
の
作
品
解
釈
と
い
う
研
究
姿
勢
、
つ
ま
り
は
方

法
論
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
「
美
術
交
渉
」
の
方
法
論
を
採
り
上

げ
、
従
来
の
影
響
関
係
の
美
術
史
研
究
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
比
較
研
究

の
立
場
を
提
案
し
、
そ
の
立
場
か
ら
見
え
て
く
る
、
一
国
主
義
を
越
え
た
東

ア
ジ
ア
美
術
史
研
究
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一　

大
坂
の
文
人
画
を
東
ア
ジ
ア
に
位
置
づ
け
る

　

さ
て
、
美
術
史
学
研
究
に
お
い
て
、
国
家
を
単
位
と
し
て
、
そ
の
内
部
で

充
足
す
る
美
術
史
研
究
、
す
な
わ
ち
「
一
国
主
義
」
の
美
術
史
研
究
は
、
大

き
な
転
換
期
を
迎
え
つ
つ
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
流
れ
の
中
、

国
家
や
特
定
の
地
域
を
越
え
て
縦
横
に
展
開
す
る
美
術
作
品
に
対
応
す
る
た

め
、
美
術
史
学
は
、
い
わ
ゆ
る
日
本
美
術
史
研
究
や
中
国
美
術
史
研
究
、
あ

る
い
は
イ
タ
リ
ア
美
術
史
研
究
と
い
う
一
国
主
義
的
な
研
究
の
枠
組
を
打
ち

破
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
を
迎
え
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
方
が
、

美
術
作
品
を
考
え
る
場
合
に
、
よ
り
複
雑
で
豊
か
な
文
化
現
象
を
理
解
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
美
術
史
と
い
う
狭
く
固
定
さ
れ
た
歴

史
も
、
日
本
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
を
外
し
て
、
少
な
く
と
も
東
ア
ジ
ア

の
美
術
史
と
し
て
、
広
い
視
野
か
ら
捉
え
な
お
す
研
究
が
求
め
ら
れ
る
に
ち

が
い
な
い
。
実
際
、
日
本
美
術
史
や
中
国
美
術
史
研
究
に
お
い
て
は
、
一
部

の
研
究
者
か
ら
、「
東
ア
ジ
ア
美
術
史
」
を
打
ち
立
て
る
構
想
が
浮
上
し
て
お

り
、
少
な
く
と
も
、
日
本
美
術
史
研
究
は
、
東
ア
ジ
ア
美
術
史
と
い
う
枠
組

へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
美
術
交
渉
、
あ
る
い
は
文
化
交
渉
学
と
し
て
の
日
本
美
術
史

研
究
を
問
題
に
す
る
と
、
日
本
美
術
史
の
領
域
の
中
で
も
、
ア
ジ
ア
的
要
素

を
濃
厚
に
示
す
大
坂
画
壇
の
広
大
な
領
域
を
抜
き
に
し
て
研
究
は
成
り
立
た

な
い
、
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
近
世
近
代
絵
画
史
に
お
い
て
は
、
そ

う
い
う
状
況
が
鮮
明
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
文
人
画
論
な
ど
も
、
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術
交
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と
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史
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と
東
ア
ジ
ア

三

中
国
の
士
大
夫
概
念
や
文
人
画
概
念
を
執
拗
に
論
じ
つ
つ
、
教
科
書
的
に
固

定
し
た
感
の
あ
る
池
大
雅
、
与
謝
蕪
村
、
田
能
村
竹
田
、
浦
上
玉
堂
、
そ
し

て
渡
辺
崋
山
ら
と
そ
の
周
辺
の
文
人
画
家
た
ち
に
つ
い
て
解
説
す
る
こ
と
に

終
始
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
大
坂
の
文
人
画
家
た
ち
は
軽
視
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
京
と
並
ん
で
、
少
な
く
と
も
数
の
上
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら

近
代
に
か
け
て
の
美
術
の
宝
庫
と
も
い
う
べ
き
大
坂
の
絵
画
を
無
視
し
て
、

文
人
画
を
論
じ
た
研
究
に
は
大
き
な
弱
点
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

明
治
の
後
半
に
、
藤
岡
作
太
郎
が
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
著
し

た
『
近
世
絵
画
史
』（
金
港
堂
書
籍
）
に
お
い
て
、
か
な
り
の
頁
数
を
割
い
て

論
じ
た
大
坂
の
文
人
画
家
た
ち
は
、
藤
岡
以
後
、
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

忘
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
藤
岡
は
京
、
大
坂
、
江
戸
の
三
都
の
文
人
画

の
動
向
に
触
れ
て
、「
大
雅
以
後
の
文
人
画
は
、
京
都
よ
り
も
、
ま
ず
大
阪
に

盛
ん
な
る
に
至
れ
り

）
1
（

。」
と
述
べ
つ
つ
、
松
本
奉
時
、
福
原
五
岳
、
木
村
蒹
葭

堂
、
十
時
梅
厓
、
岡
田
米
山
人
、
濱
田
杏
堂
、
八
木
巽
所
、
金
子
雪
操
、
岡

田
半
江
、
野
口
小
蘋
、
加
え
て
、
京
大
坂
で
活
動
し
た
日
根
対
山
、
中
西
耕

石
、
貫
名
海
屋
ら
の
大
坂
お
よ
び
大
坂
と
関
わ
り
の
あ
る
文
人
画
家
に
言
及

し
た）

2
（

。
藤
岡
は
、
大
坂
の
文
人
画
家
の
中
で
は
、
抒
情
的
な
雰
囲
気
を
漂
わ

す
半
江
の
絵
画
を
高
く
評
価
し
、「
九
州
の
田
能
村
竹
田
が
屡
々
こ
の
地
に
滞

留
し
て
感
化
を
与
へ
た
る
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
大
阪
文
人
画
の
泰
斗
は
と
問

へ
ば
、
第
一
に
指
を
岡
田
半
江
に
屈
せ
ざ
る
を
得
ず

）
3
（

。」
と
解
説
し
た
。

　

藤
岡
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
売
画
を
糧
と
す
る
職
業
画
家
で
は
な
く
、

余
技
で
描
か
れ
た
作
品
の
多
い
大
坂
の
文
人
画
家
た
ち
は
、
日
本
の
文
人
画

家
た
ち
の
中
で
、
最
も
文
人
画
ら
し
い
性
格
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
半

江
を
軸
に
大
坂
の
文
人
画
に
注
目
し
た
藤
岡
の
見
解
は
貴
重
で
あ
る
。
要
す

る
に
、
藤
岡
の
文
人
画
論
は
、
数
多
く
の
文
人
画
家
を
輩
出
し
た
大
坂
の
文

人
画
家
た
ち
を
重
視
し
て
論
じ
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
が
、
以

後
の
文
人
画
研
究
に
お
い
て
は
、
藤
岡
の
主
張
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
な

く
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、
大
坂
の
木
村
蒹
葭
堂
（
一
七
三
六－

一
八
二
〇
）
を
は
じ
め

と
し
て
、
岡
田
半
江
に
至
る
大
坂
の
画
家
た
ち
の
交
流
を
除
外
し
た
文
人
画

論
は
、
大
き
な
弱
点
を
も
ち
、
江
戸
の
文
人
画
論
は
、
今
、
再
考
す
べ
き
時

期
を
迎
え
た
よ
う
で
あ
る
。
大
雅
や
蕪
村
の
時
代
に
は
、
ま
だ
ま
だ
中
国
文

化
の
理
解
は
浅
く
混
沌
と
し
て
お
り
、
蒹
葭
堂
と
そ
の
周
辺
の
大
坂
の
画
家

た
ち
、
あ
る
い
は
竹
田
や
半
江
の
時
代
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
中
国
文
化
の

理
解
が
深
さ
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
文
人
画
家
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
大

坂
の
半
江
や
米
山
人
の
絵
画
か
ら
、
十
時
梅
厓
（
一
七
四
九－

一
八
〇
四
）

や
愛
石
（
生
没
年
不
詳
）
ら
の
作
品
が
そ
れ
に
続
く
。
全
国
各
地
の
有
力
な

画
家
た
ち
の
多
く
が
、
木
村
蒹
葭
堂
及
び
そ
の
周
辺
の
大
坂
の
文
人
た
ち
の

住
処
を
訪
れ
、
多
く
を
学
ん
で
、
ま
た
各
地
に
去
っ
て
い
っ
た
事
実
を
今
一

度
想
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
観
点
か
ら
い
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
大

坂
画
壇
が
無
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
は
、
研
究
上
の
重
大
な
欠
陥
が
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

加
え
て
、
秀
逸
な
文
人
画
を
描
い
た
日
根
対
山
（
一
八
一
三－

一
八
六
九
）

や
田
能
村
直
入
（
一
八
一
四－

一
九
〇
七
）
ら
に
つ
い
て
の
評
価
の
低
さ
に
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つ
い
て
い
え
ば
、
岡
倉
天
心
周
辺
の
美
術
史
家
た
ち
に
よ
る
幕
末
期
の
文
人

画
排
斥
の
主
張
が
根
底
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
対
山
や
直

入
ら
の
幕
末
・
明
治
の
混
乱
期
に
活
動
し
た
画
家
た
ち
の
作
品
は
、、「
つ
く

ね
芋
山
水
」
と
い
う
、
い
わ
れ
な
き
蔑
称
の
枠
組
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
明
朝
や
清
朝
の
絵
画
と
の
交
流
を
視
野

に
入
れ
て
考
え
る
と
、
実
は
「
つ
く
ね
芋
山
水
」
は
、
文
化
現
象
と
し
て
も
、

そ
し
て
究
極
の
と
こ
ろ
、
東
ア
ジ
ア
の
文
人
画
に
と
っ
て
、
文
化
的
に
大
い

に
価
値
の
あ
る
美
術
作
品
だ
と
い
う
位
置
づ
け
も
な
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

山
芋
の
よ
う
な
形
態
を
示
す
「
つ
く
ね
芋
山
水
」
こ
そ
、
中
国
文
化
を
受
け

入
れ
た
日
本
の
文
人
画
の
位
置
づ
け
を
鮮
明
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

意
義
を
明
確
化
す
る
こ
と
こ
そ
、
新
し
い
東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
一
つ
の
課
題

と
な
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、
江
戸
後
期
の
大
坂
で
活
動
し
た
濱
田
杏
堂
（
一
七
六
六－

一

八
一
四
）
は
、
四
条
派
と
文
人
画
を
融
合
さ
せ
た
画
帖
《
掌
中
延
寿
》（
関
西

大
学
図
書
館
蔵
）
や
、
中
国
の
丁
雲
鵬
に
倣
っ
た
と
い
う
款
記
を
も
つ
《
山

水
図
（
倣
丁
雲
鵬
）》（
関
西
大
学
図
書
館
蔵
）、
そ
し
て
伊
孚
九
に
倣
っ
た
と

い
う
款
記
を
入
れ
た
文
人
画
、
さ
ら
に
は
、
倪
雲
林
に
倣
っ
た
と
い
う
《
倣

倪
雲
林
筆
法
山
水
図
》（
一
三
二
・
〇
×
二
九
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
・
個
人

蔵
）
な
ど
を
制
作
し
て
お
り
、
大
坂
の
画
家
と
中
国
文
化
と
の
繋
が
り
の
深

さ
の
一
端
を
仄
め
か
す
。
ま
た
幕
末
明
治
期
を
挟
ん
で
活
躍
し
、
中
国
絵
画

の
影
響
を
色
濃
く
示
す
田
結
荘
千
里
（
一
八
一
五－

一
八
九
六
）
の
独
自
の

黒
を
駆
使
し
た
水
墨
画
、
や
は
り
、
中
国
文
化
を
継
承
す
る
日
根
対
山
や
橋

本
青
江
（
一
八
二
一－

一
八
九
八
）
ら
の
文
人
画
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
東
ア

ジ
ア
美
術
史
と
い
う
枠
組
の
設
定
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
埋
没
し
た
画
家
た

ち
の
作
品
群
は
、
大
き
な
価
値
を
付
加
さ
れ
て
蘇
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
要
す

る
に
、
東
ア
ジ
ア
の
物
資
や
知
識
は
、
ま
ず
大
坂
に
集
積
さ
れ
た
が
、
長
崎

に
入
っ
て
き
た
膨
大
な
中
国
絵
画
、
そ
し
て
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
長
崎
で
制

作
さ
れ
た
数
多
く
の
文
人
画
や
長
崎
派
の
絵
画
な
ど
が
、
ま
ず
大
坂
に
集
積

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
文
人
画
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
、
中
国
、
韓
国
な
ど
、
東
ア
ジ
ア
世
界

に
広
が
っ
た
文
人
世
界
を
貫
く
概
念
で
あ
っ
て
、
近
い
将
来
に
実
現
す
る
で

あ
ろ
う
東
ア
ジ
ア
美
術
史
に
と
っ
て
、
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
中
国
の
文
人

画
は
、
長
崎
を
基
点
に
大
坂
を
は
じ
め
と
し
て
京
や
江
戸
に
伝
播
し
、
と
り

わ
け
注
目
す
べ
き
文
人
交
流
の
場
で
あ
る
大
坂
の
蒹
葭
堂
周
辺
で
、
最
も
文

人
画
ら
し
い
絵
画
が
隆
盛
を
み
た
の
で
あ
る
。

　

従
来
の
文
人
画
研
究
は
、
中
国
の
文
人
画
と
日
本
の
文
人
画
を
比
較
検
討

し
な
が
ら
、
そ
の
源
流
に
言
及
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
東
ア
ジ
ア
の
枠
組

を
押
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
大
き
な
盲
点
が
あ
っ
て
、
近
代

の
学
問
の
造
形
的
価
値
に
重
き
を
置
い
た
研
究
姿
勢
が
、
大
坂
の
文
人
画
を

東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
枠
組
に
含
み
入
れ
る
と
い
う
視
点
を
欠
い
て
い
た
。
中

国
絵
画
と
関
係
が
深
い
濱
田
杏
堂
ら
の
文
人
画
に
見
ら
れ
る
東
ア
ジ
ア
的
要

素
の
展
開
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
、
そ
れ
を
「
つ
く
ね
芋
山
水
」
と
揶
揄
し

て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
、
一
国
主
義
を
基
盤
と
し
て
き
た
日
本
美
術
史
研
究
は
、
文
人
画
研



美
術
交
渉
と
し
て
の
日
本
美
術
史
研
究
と
東
ア
ジ
ア

五

究
に
お
い
て
も
、
東
ア
ジ
ア
の
美
術
と
の
関
係
を
か
な
り
歪
ん
だ
や
り
方
で

捉
え
て
き
た
た
め
、「
文
人
画
と
は
何
か
」
と
い
う
原
点
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
坂
画
壇
の
研
究
が
軽
視
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
る
が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
流
れ
に
棹
さ
し
て
、

大
坂
の
美
術
と
中
国
の
美
術
、
あ
る
い
は
朝
鮮
の
美
術
を
比
較
検
討
し
、
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
で
は
な
く
、
国
を
越
え
て
成
立
し
て
い
た
東
ア
ジ
ア
の
美

術
と
い
う
も
の
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
、
軽
視
さ
れ
て
き
た
大
坂
画

壇
の
重
要
性
、
す
な
わ
ち
、
江
戸
や
京
と
比
べ
て
も
、
あ
る
点
に
お
い
て
、

さ
ら
に
ア
ジ
ア
的
な
美
術
と
し
て
の
興
味
深
い
内
容
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

二　

長
崎
派
か
ら
東
ア
ジ
ア
美
術
史
を
考
え
る

　

大
坂
の
長
崎
派
の
絵
画
に
つ
い
て
は
、
鶴
亭
（
一
七
二
二－

一
七
八
五
）

や
森
蘭
斎
（
生
年
不
詳－

一
八
〇
一
）
ら
の
画
家
た
ち
に
つ
い
て
の
研
究
が

ご
く
少
数
あ
る
の
み
で
、
大
坂
の
長
崎
派
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
研
究
が
進

展
し
て
こ
な
か
っ
た
。
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
に
長
崎
に
や
っ
て
来
た

清
代
の
沈
南
蘋
の
作
風
は
、
孫
弟
子
の
宋
紫
石
（
一
七
一
五－

一
七
八
六
）

を
中
心
に
江
戸
で
隆
盛
を
見
た
が
、
上
方
で
は
あ
ま
り
流
行
ら
な
か
っ
た
と

い
う
宮
島
新
一
氏
の
仮
説
に
よ
る
と
、「（
南
蘋
派
）
は
、
出
現
に
お
い
て
は

三
都
は
ほ
ぼ
同
一
線
上
に
並
ん
で
い
た
が
、
そ
の
後
の
展
開
の
様
相
は
そ
れ

ぞ
れ
の
都
市
に
お
い
て
異
な
る
。
総
じ
て
関
西
に
お
い
て
不
振
で
あ
っ
た

）
4
（

」

と
い
う
。
紫
石
は
南
蘋
の
弟
子
筋
に
あ
た
る
画
家
た
ち
の
中
で
、
最
も
南
蘋

の
作
風
に
近
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
紫
石
の
絵
画
も
か
な
り
幅
が
広
く
、

南
蘋
を
引
き
継
ぐ
正
統
派
と
簡
単
に
言
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
、
今
後
の
検
証

が
必
要
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
宮
島
氏
に
よ
れ
ば
、
京
で
は
わ
ず
か
に
岸
駒
（
一
七
四
九－

一

八
三
八
）
な
ど
の
例
外
を
除
け
ば
、
円
山
応
挙
（
一
七
三
三－

一
七
九
五
）

が
登
場
し
た
後
、
円
山
派
・
四
条
派
の
写
生
派
に
対
し
て
、
南
蘋
派
は
十
分

に
対
抗
で
き
な
か
っ
た
と
い
う）

5
（

。
宮
島
説
に
よ
れ
ば
、「
大
坂
に
お
い
て
も
熊

斐
の
最
も
忠
実
な
後
継
者
を
任
ず
る
森
蘭
斎
も
晩
年
に
は
大
坂
を
出
て
江
戸

に
向
か
っ
て
い
る
。（
中
略
）
こ
れ
に
対
し
江
戸
は
京
、
大
坂
と
は
大
き
く
異

な
り
、
南
蘋
派
は
画
壇
の
大
き
な
分
野
を
占
め
、
諸
葛
監
（
一
七
一
七－

一

七
九
〇
）、
宋
紫
石
の
よ
う
に
大
名
家
に
出
入
り
す
る
も
の
も
現
れ
た

）
6
（

」
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
大
坂
で
の
蘭
斎
の
活
動
で
あ
ろ
う
。

『
浪
華
郷
友
録
』
に
「
森
蘭
斎　

島
町
壱
丁
目
高
倉
筋
南
入　

森
鳴

字
九
江

号
蘭
斎
西
學
熊
繍
江
得
沈
南
蘋
花
卉
翎
毛
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
蘭
斎
は
熊

斐
を
介
し
て
南
蘋
の
画
風
を
学
ん
だ
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
晩
年
に
な
っ

て
、
蘭
斎
は
大
坂
か
ら
江
戸
に
出
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
蘭
斎
は
、

南
蘋
派
が
隆
盛
し
た
江
戸
に
出
て
本
格
的
に
活
躍
し
た
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

『
蒹
葭
堂
日
録
』
や
『
浪
華
郷
友
録
』
に
よ
れ
ば
、
蘭
斎
が
長
崎
を
離
れ
た
後

の
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
大
坂
で
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て

お
り
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
は
複
数
の
門
人
を
抱
え
て
い
た
事
実
が

記
さ
れ
て
い
る
。



六

　

こ
う
し
た
蘭
斎
の
研
究
を
検
討
し
て
分
か
る
こ
と
は
、
当
時
、
多
く
の
画

家
た
ち
に
と
っ
て
垂
涎
の
的
で
あ
っ
た
長
崎
遊
学
の
後
、
大
坂
に
や
っ
て
来

て
、
弟
子
た
ち
を
抱
え
、
少
な
く
と
も
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
か
ら
寛
政

元
年
（
一
七
八
九
）
に
か
け
て
の
十
四
年
間
、
そ
し
て
、
最
大
で
は
寛
政
七

年
（
一
七
九
五
）
ま
で
の
二
十
二
年
間
、
大
坂
で
暮
ら
し
、
南
蘋
派
絵
画
の

普
及
に
努
め
た
蘭
斎
の
活
動
が
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る）
7
（

。
し
か
も
、
近
年
の
伊
藤
紫
織
氏
の
研
究）

8
（

で
は
、
蘭
斎
は
南
蘋
の
唯
一
の

直
弟
子
で
あ
る
熊
斐
（
神
代
彦
之
進
）
の
娘
婿
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
熊
斐
没
後
に
大
坂
に
出
て
活
動
し
た
蘭
斎
の
制
作
活
動
は
、
い
う

ま
で
も
な
く
、
正
統
派
の
南
蘋
派
絵
画
の
普
及
で
あ
っ
て
、
南
蘋
の
直
系
と

い
う
べ
き
蘭
斎
の
重
要
な
位
置
づ
け
に
よ
る
大
坂
で
の
活
動
を
見
逃
し
て
は

な
ら
な
い
。
そ
の
成
果
が
、
近
年
次
々
に
発
見
さ
れ
る
熊
斐
筆
の
南
蘋
派
の

絵
画
で
あ
り
、
ま
た
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
片
山
北
海
が
主
宰
す
る

漢
詩
文
の
サ
ー
ク
ル
混
沌
社
の
人
々
の
応
援
を
受
け
て
出
版
し
た
『
蘭
斎
画

譜
』
で
あ
る
。
常
識
的
に
考
え
て
理
解
で
き
る
蘭
斎
の
大
坂
で
の
活
動
を
軽

視
し
て
き
た
従
来
の
南
蘋
派
研
究
は
、
厳
し
く
い
え
ば
、
頭
か
ら
大
坂
に
は

絵
画
は
な
い
、
と
い
う
大
坂
画
壇
を
意
図
的
に
除
外
し
た
と
も
い
え
る
粗
雑

な
研
究
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

　

加
え
て
、
南
蘋
の
作
風
と
は
か
な
り
異
な
る
四
条
派
の
中
井
藍
江
（
一
七

六
六－

一
八
三
〇
）
に
よ
る
《
槙
檜
群
鹿
図
屏
風
》（
関
西
大
学
図
書
館
蔵
）

の
作
風
に
も
言
及
し
て
お
く
と
、
確
か
に
、
藍
江
の
鹿
や
樹
木
の
描
写
は
か

な
り
粗
く
て
柔
ら
か
い
筆
触
を
示
し
て
お
り
、
緻
密
で
粘
り
の
あ
る
南
蘋
風

の
そ
れ
と
は
か
な
り
異
な
る
が
、
図
様
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
鹿
の
形
態
モ

テ
ィ
ー
フ
や
そ
の
配
置
、
ま
た
、
槙
と
檜
の
大
樹
と
の
関
係
か
ら
見
て
、
中

国
絵
画
の
作
風
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
和
様
の
雰
囲
気
を
醸
し
だ
す
四
条
派

風
の
群
鹿
図
に
ま
と
め
た
藍
江
の
構
想
に
は
、
お
そ
ら
く
南
蘋
、
あ
る
い
は

南
蘋
周
辺
の
吉
祥
の
図
様
を
表
す
中
国
絵
画
が
想
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
か
ろ
う
。
か
つ
て
、
南
蘋
派
の
研
究
は
、
か
な
り
大
雑
把
に
南
蘋
派

の
特
定
を
急
い
だ
た
め
、
南
蘋
派
の
輪
郭
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
た
感
が
否
め

な
い
が
、
羹
に
懲
り
て
膾
を
吹
く
の
譬
ど
お
り
、
今
度
は
、
あ
ま
り
に
も
潔

癖
に
南
蘋
派
を
特
定
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
南
蘋
派
に
連
な
る
は
ず
の
画

家
た
ち
が
、
そ
こ
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
い
う
結
果
に
陥
っ
た
。
南
蘋
派
の
研

究
は
も
う
一
度
、
再
検
討
す
る
時
期
を
迎
え
た
よ
う
で
あ
る
。

　

近
年
、
南
蘋
の
曾
孫
弟
子
に
あ
た
る
大
坂
の
葛
蛇
玉
（
一
七
三
五－

一
七

八
〇
）
の
研
究
が
大
き
な
進
展
を
見
せ
て
お
り
、
蛇
玉
筆
《
山
高
水
長
図
》

（
関
西
大
学
図
書
館
蔵
）
は
、
南
蘋
と
い
う
よ
り
も
、
師
の
鶴
亭
や
、
さ
ら
に

そ
の
師
に
あ
た
る
熊
斐
の
《
龍
門
騰
鯉
図
》（
長
崎
市
立
博
物
館
蔵
）
な
ど
の

形
式
化
さ
れ
た
描
写
に
酷
似
す
る
貴
重
な
絵
画
だ
と
い
っ
て
よ
い
。《
山
高
水

長
図
》
に
限
定
し
て
述
べ
れ
ば
、
一
瞥
で
文
徴
明
の
作
風
が
想
起
さ
れ
る
が
、

文
徴
明
や
沈
周
な
ど
の
中
国
絵
画
が
、
い
か
に
日
本
の
絵
画
に
影
響
を
与
え

た
か
、
と
い
う
こ
と
も
、
い
っ
そ
う
深
化
し
た
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い）

9
（

。
そ
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
両
者
の
決
定
的
な
影
響
を
指
摘

す
る
の
み
な
ら
ず
、
画
面
全
体
か
ら
茫
洋
と
浮
か
び
上
が
る
共
通
の
作
風
と

い
う
指
摘
に
も
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
対
一
の
影
響



美
術
交
渉
と
し
て
の
日
本
美
術
史
研
究
と
東
ア
ジ
ア

七

に
つ
い
て
の
指
摘
を
越
え
て
、
東
ア
ジ
ア
に
共
通
す
る
絵
画
と
し
て
の
、
い

わ
ば
共
時
的
な
側
面
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

厳
密
な
影
響
関
係
の
研
究
が
大
き
な
成
果
を
挙
げ
た
に
し
て
も
、
そ
の
厳
密

さ
か
ら
洩
れ
て
し
ま
う
共
時
的
な
雰
囲
気
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
東
ア
ジ
ア

美
術
に
共
通
の
特
質
が
、
包
括
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
ゆ
る
や
か
に
考
え
て
、
南
蘋
派
お
よ
び
南
蘋
風
の
長
崎
派
の

絵
画
は
、
大
坂
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
容
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
多

く
の
画
家
、
そ
し
て
数
多
く
の
絵
画
を
生
み
出
し
た
可
能
性
が
高
い
。
確
か

に
、
大
坂
画
壇
の
画
家
た
ち
は
、
南
蘋
風
の
緻
密
で
粘
り
の
あ
る
作
風
に
従

う
こ
と
を
嫌
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
文
化
全
体
を
鳥
瞰
的
に
眺
め
れ
ば
、

大
坂
の
画
家
た
ち
は
、
南
蘋
風
の
絵
画
を
変
容
さ
せ
つ
つ
も
柔
軟
に
受
け
入

れ
、
そ
れ
を
絵
画
化
し
た
と
考
え
て
も
決
し
て
無
理
は
な
い
。
大
坂
の
南
蘋

派
に
つ
い
て
は
、
絵
画
の
形
態
描
写
に
つ
い
て
の
考
察
と
並
ん
で
、
も
う
一

度
、
図
様
、
主
と
し
て
森
派
を
は
じ
め
と
す
る
南
蘋
風
の
吉
祥
の
図
様
に
注

目
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
日
本
の
絵
画
が
、
そ
し
て
、
い

う
ま
で
も
な
く
、
大
坂
画
壇
の
絵
画
が
東
ア
ジ
ア
の
絵
画
と
深
い
つ
な
が
り

が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

文
人
画
や
長
崎
派
を
は
じ
め
と
し
て
、
大
坂
画
壇
の
研
究
は
、
少
な
く
と

も
、
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）
に
「
近
世
の
大
坂
画
壇
」
展
が
大
阪
市

立
美
術
館
で
開
催
さ
れ
る
ま
で
沈
滞
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
大
坂
画
壇
の
絵

画
に
は
、
京
の
絵
画
ほ
ど
造
形
的
に
優
れ
た
作
品
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
半
ば
事
実
で
あ
る
に
し
て

も
、
そ
れ
で
も
な
お
、
日
本
美
術
史
の
全
体
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
大
坂

画
壇
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
東
京
及
び
関
東
地
方

で
大
坂
画
壇
の
研
究
が
進
展
し
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る

と
、
東
京
の
研
究
者
に
と
っ
て
、
大
坂
と
い
う
地
域
は
、
研
究
上
の
地
の
利

が
な
い
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
関
東
に
遺
存
す
る
美

術
作
品
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
か
な
り
マ
イ
ナ
ー
な
作
品
に
ま
で
及
ん
で
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
交
通
機
関
の
発
達
し
た
現
在
で
も
、

依
然
と
し
て
地
理
的
条
件
が
決
定
的
だ
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

三　

江
戸
狩
野
を
東
ア
ジ
ア
の
障
壁
画
と
し
て
捉
え
る

　

江
戸
時
代
以
降
、
二
十
世
紀
に
至
る
日
本
絵
画
史
の
研
究
に
つ
い
て
は
、

近
年
、
重
要
な
研
究
が
次
々
に
発
表
さ
れ
、
美
術
史
研
究
は
大
き
な
転
換
期

に
入
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
何
時
の
時
代
も
転
換
期
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
二
十
世
紀
か
ら
二
十
一
世
紀
へ
の
進
展
は
、

日
本
の
歴
史
に
お
い
て
、
そ
し
て
日
本
美
術
史
の
研
究
に
と
っ
て
、
根
底
か

ら
の
転
換
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
既
存
の
日
本
美
術
史
概

説
や
日
本
美
術
全
集
な
ど
は
、
個
々
の
作
品
の
評
価
の
流
れ
に
つ
い
て
、
大

き
く
書
き
換
え
ね
ば
な
ら
な
い
時
期
を
迎
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の

際
、
大
坂
や
そ
の
他
の
地
方
の
美
術
作
品
を
再
評
価
す
る
と
い
う
研
究
を
進

め
る
と
と
も
に
、
日
本
美
術
史
研
究
の
一
国
主
義
を
打
破
し
て
、
東
ア
ジ
ア

美
術
史
と
い
う
枠
組
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
単
に
、
日
本
と

中
国
と
の
比
較
研
究
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
と



八

い
う
舞
台
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
衝
突
し
融
合
し
た
美
術
作
品
相
互
の
関
係
を
研

究
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
東
ア
ジ
ア
美
術
史
と
し
て
把
握
す
べ
き
作
品
群
に
つ
い
て
検
討

を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
一
つ
は
江
戸
狩
野
の
作
品
で
あ
る
。
と
り

わ
け
、
京
都
や
大
阪
に
数
多
く
遺
存
す
る
寺
院
な
ど
の
障
壁
画
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
画
家
た
ち
の
作
品
の
出
来
栄
え
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
と
、
大
半

は
探
幽
風
お
よ
び
常
信
風
の
粉
本
に
よ
る
絵
画
だ
と
推
測
さ
れ
、
作
品
の
水

準
と
し
て
は
、
可
で
も
な
く
不
可
で
も
な
い
作
品
群
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
筆

者
に
よ
る
二
十
数
年
に
わ
た
る
妙
心
寺
の
障
壁
画
調
査
か
ら
見
え
て
き
た
こ

と
は
、
こ
れ
ら
江
戸
狩
野
の
障
壁
画
が
、
東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
枠
組
の
中
に

据
え
る
と
、
意
外
に
も
、
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
退
蔵
院
方
丈
上
間
後
室
の
東
側
に
遺
存
す
る
無
落
款
の
水
墨
山

水
図
襖
絵
二
面）

10
（

な
ど
を
見
る
と
、
か
な
り
水
準
の
高
い
作
品
で
あ
り
、
一
瞥

で
は
、
隣
室
の
渡
辺
了
慶
の
障
壁
画
の
続
き
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
よ

く
見
る
と
、
や
は
り
常
信
系
統
の
知
ら
れ
ざ
る
狩
野
派
画
家
の
作
品
で
あ
る

こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
放
置
さ
れ
て
き

た
こ
れ
ら
探
幽
風
の
江
戸
狩
野
の
絵
画
に
つ
い
て
も
、
再
度
洗
い
直
し
の
作

業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

要
す
る
に
、
こ
れ
ら
江
戸
狩
野
の
作
品
を
、
東
ア
ジ
ア
美
術
史
と
い
う
視

野
か
ら
捉
え
な
お
す
と
、
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
き
た
多
く
の
障
壁
画
が
、

東
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
価
値
あ
る
美
術
作
品
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

つ
ま
り
、
中
国
大
陸
で
制
作
さ
れ
た
膨
大
な
障
壁
画
は
、
異
民
族
と
の
戦
乱

や
骨
肉
相
食
む
内
乱
に
明
け
暮
れ
た
中
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

破
壊
さ
れ
、
遺
存
す
る
壁
画
は
、
山
間
部
の
壁
画
、
た
と
え
ば
敦
煌
石
窟
や

キ
ジ
ル
石
窟
な
ど
に
残
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
国
や
朝
鮮

半
島
に
お
い
て
は
戦
乱
の
た
め
、
都
市
部
の
障
壁
画
は
大
半
が
失
わ
れ
、
そ

れ
と
共
通
す
る
美
術
と
し
て
遺
存
す
る
も
の
は
、
京
都
を
は
じ
め
と
す
る
日

本
に
お
い
て
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
岡
倉
天
心

が
、
日
本
は
ア
ジ
ア
の
博
物
館
で
あ
る
、
と
語
っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
忘
れ
ら
れ
た
日
本
の
障
壁
画
に
つ
い
て
は
、
日
本
と
い
う
一

国
主
義
的
理
解
を
外
し
て
、
も
う
一
度
、
東
ア
ジ
ア
の
美
術
と
し
て
捉
え
直

す
こ
と
で
、
今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
意
外
な
状
況
が
鮮
明
に
な
ろ
う
。

　

と
も
か
く
、
天
心
や
フ
ェ
ノ
ロ
サ
ら
が
高
く
評
価
し
た
琳
派
の
画
家
た
ち

や
狩
野
芳
崖
ら
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
美
術
院
の
画
家
た
ち
と
、
彼
ら
が
評

価
し
な
か
っ
た
京
狩
野
の
狩
野
永
岳
、
そ
し
て
ま
た
、
天
心
ら
に
評
価
さ
れ

た
円
山
応
挙
と
、
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
大
坂
の
西
山
芳
園
と
の
作
品
に
、
一

体
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
価
値
の
差
が
あ
る
の
か
、
今
こ
そ
作
品
に
即
し
て
問
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
、
大
英
博
物
館
を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
の
価

値
基
準
を
も
導
入
し
て
、
柔
軟
に
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
美
術
作
品

の
評
価
に
つ
い
て
も
、
日
本
人
に
よ
る
一
国
主
義
的
な
評
価
を
越
え
て
、
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
見
地
か
ら
再
評
価
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

天
心
ら
の
評
価
が
、
ほ
ぼ
一
世
紀
を
経
て
今
日
ま
で
続
い
た
の
は
、
後
代

の
美
術
史
家
た
ち
の
怠
慢
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
明

治
維
新
を
境
に
し
て
定
ま
っ
た
日
本
美
術
史
の
評
価
が
、
今
揺
ら
ぎ
つ
つ
あ



美
術
交
渉
と
し
て
の
日
本
美
術
史
研
究
と
東
ア
ジ
ア

九

る
と
い
っ
て
よ
い
。
聖
澤
院
、
春
光
院
、
大
雄
院
、
退
蔵
院
、
建
仁
寺
な
ど
、

京
都
や
大
阪
に
遺
存
す
る
未
紹
介
の
障
壁
画
は
、
基
本
的
に
江
戸
狩
野
は
価

値
が
な
い
、
と
い
う
従
来
の
名
品
主
義
の
日
本
美
術
史
研
究
、
そ
し
て
、
多

く
の
美
術
館
、
博
物
館
の
価
値
基
準
が
、
い
か
に
偏
り
の
あ
る
も
の
で
あ
っ

た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
東
ア
ジ
ア
美
術
史
と
い
う
枠
組
を

浮
上
さ
せ
る
と
、
た
ち
ま
ち
従
来
の
評
価
基
準
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
そ

の
意
味
で
も
、
今
後
の
日
本
美
術
史
研
究
に
お
い
て
は
、
東
ア
ジ
ア
美
術
史

と
い
う
枠
組
が
不
可
欠
と
な
ろ
う
。

四　

美
術
交
渉
学
か
ら
文
化
交
渉
学
へ

　
　
　
　
　
　
　

―
一
国
主
義
を
越
え
て
―

　

美
術
史
研
究
に
お
い
て
、
重
要
な
問
題
を
孕
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、

様
式
論
と
い
う
近
代
の
美
術
史
学
の
基
本
に
あ
る
骨
格
の
皮
相
さ
で
あ
ろ
う
。

今
日
、
様
式
論
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
本
質
的
な
理
由
と
し
て
、
美
術
作
品

を
実
質
的
に
支
え
て
い
る
の
は
、
実
は
文
明
史
的
な
内
容
で
は
な
い
か
、
と

い
う
実
に
分
か
り
や
す
い
主
張
で
あ
る
。
近
代
に
誕
生
し
た
美
術
史
学
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
を
含
ん
で
い
る
に
し
て
も
、
と
も
か
く
も

様
式
論
を
骨
格
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
眼
に
見
え
る
様
式
を
理
解
す

る
に
は
、
そ
れ
を
支
え
る
世
界
観
や
宗
教
、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
明
が

維
持
し
て
い
た
、
い
わ
ば
「
文
化
の
核
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
理
解
す

る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
岡
倉
天
心
が
『
東
洋
の
理
想
』
に
お
い
て
、

老
荘
思
想
や
イ
ン
ド
仏
教
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
、
あ
る
い
は
中
国
や
モ
ン
ゴ
ル
の

歴
史
を
ど
こ
ま
で
も
深
く
述
べ
る
の
は
、
芸
術
を
背
後
で
支
え
て
い
る
文
化

の
核
を
掴
み
取
ろ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
天
心
は
、
平
安
時
代
や

足
利
時
代
の
美
術
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
も
、
イ
ン
ド
や
中
国
の
思
想
や
宗

教
や
歴
史
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
芸
術
文
化
は
ア
ジ
ア

の
中
に
位
置
づ
け
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
非
常
に
幅
の
広

い
視
野
で
あ
る
。
日
本
美
術
史
の
研
究
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
ア
ジ
ア
史
観
、

ア
ジ
ア
美
術
史
の
立
場
が
放
棄
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
天
心
が
野
に

下
っ
て
、
あ
る
い
は
死
去
し
た
後
、
美
術
史
を
主
導
す
る
役
目
を
果
た
す
よ

う
に
な
っ
た
瀧
精
一
ら
の
美
術
史
家
の
一
国
主
義
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

日
本
の
近
代
化
、
言
い
換
え
れ
ば
欧
米
化
に
棹
さ
す
立
場
で
あ
る
。

　

美
術
史
学
研
究
に
お
い
て
、
国
家
を
単
位
と
し
て
、
そ
の
内
部
で
充
足
す

る
美
術
史
研
究
、
す
な
わ
ち
「
一
国
主
義
」
の
美
術
史
研
究
が
、
今
、
大
き

な
転
換
期
を
迎
え
つ
つ
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
流
れ
の
中
、
国

家
や
特
定
の
地
域
を
越
え
て
縦
横
に
展
開
す
る
美
術
作
品
に
対
応
す
る
た
め
、

美
術
史
研
究
は
、
い
わ
ゆ
る
日
本
美
術
史
や
イ
タ
リ
ア
美
術
史
と
い
う
一
国

主
義
的
な
研
究
の
枠
組
を
打
ち
破
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
を
迎

え
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
方
が
、
美
術
作
品
を
考
え
る
場
合
に
、
よ
り
複
雑

で
豊
か
な
文
化
現
象
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
美

術
史
と
い
う
狭
く
固
定
さ
れ
た
歴
史
も
、
日
本
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
を

外
し
て
、
少
な
く
と
も
東
ア
ジ
ア
の
美
術
史
と
し
て
、
広
い
視
野
か
ら
捉
え

な
お
す
研
究
が
求
め
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
美
術
史
研
究
に
お
い
て
は
、
中
国
文
化
の
影
響
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を
強
く
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
大
坂
画
壇
の
絵
画
が
無
視
、
あ
る
い
は
軽
視

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
江
戸
後
期
に
長
崎
か
ら
全
国
各
地
に
広
が
っ
た
中

国
絵
画
の
影
響
は
、
あ
る
点
で
は
大
坂
に
お
い
て
最
も
大
き
く
、
そ
れ
は
近

世
絵
画
の
基
盤
を
形
成
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
近
代
の
、
そ
し
て
現
在
の
美

術
史
学
に
お
け
る
大
坂
画
壇
の
軽
視
と
い
う
状
況
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由

が
あ
る
が
、
主
要
な
原
因
の
一
つ
は
、
明
治
の
美
術
史
家
で
官
僚
で
あ
っ
た

岡
倉
天
心
に
よ
る
美
術
史
研
究
の
価
値
評
価
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
二
つ
目
の
原
因
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
明
治
政
府
が
押
し

進
め
た
脱
亜
入
欧
の
立
場
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
日
本
が
日
清
戦
争
に
勝

利
し
た
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
以
後
の
急
速
な
西
洋
文
化
導
入
は
、

日
本
の
社
会
か
ら
ア
ジ
ア
的
、
中
国
的
な
文
化
を
衰
退
さ
せ
る
大
き
な
要
因

と
な
っ
た
。
本
稿
で
は
天
心
に
よ
る
評
価
の
基
準
と
、
脱
亜
入
欧
を
選
択
し

た
日
本
の
近
代
化
に
言
及
し
な
が
ら
、
大
坂
画
壇
の
再
評
価
と
、
お
そ
ら
く

近
い
将
来
に
活
発
に
な
る
で
あ
ろ
う
日
本
と
中
国
を
含
む
東
ア
ジ
ア
美
術
史

の
構
想
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
日
本
美
術
の
歴
史
は
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
か
ら
三
年

間
に
わ
た
っ
て
東
京
美
術
学
校
で
行
わ
れ
た
天
心
の
日
本
美
術
史
講
義
の
内

容
に
多
く
を
負
う
て
い
る
。
天
心
の
評
価
は
、
明
治
前
期
の
混
沌
と
し
た
研

究
状
況
を
考
え
る
と
、
細
部
は
と
も
か
く
と
し
て
、
よ
く
練
ら
れ
た
も
の
で
、

今
日
に
お
い
て
も
、
そ
の
有
効
性
は
色
褪
せ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
一
方

で
、
優
れ
た
作
品
で
は
あ
っ
て
も
、
天
心
の
評
価
か
ら
滑
り
落
ち
た
美
術
作

品
群
が
数
多
く
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
近
世
近
代
絵
画
を
眺
め
て
も
、

天
心
は
、
狩
野
典
信
と
い
う
例
外
も
あ
る
と
は
い
え
、
江
戸
狩
野
の
絵
画
の

大
半
を
、
そ
し
て
大
坂
画
壇
の
絵
画
の
ほ
と
ん
ど
を
、
さ
ら
に
幕
末
明
治
期

の
文
人
画
の
ほ
と
ん
ど
を
評
価
し
な
か
っ
た
。
天
心
で
確
立
し
た
日
本
近
世

近
代
絵
画
史
の
評
価
の
骨
格
は
、
以
後
の
東
京
の
美
術
史
家
を
中
心
と
す
る

日
本
美
術
史
研
究
に
大
方
反
映
さ
れ
、
大
坂
画
壇
の
研
究
は
、
少
な
く
と
も
、

昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）
に
「
近
世
の
大
坂
画
壇
」
展
が
大
阪
市
立
美

術
館
で
開
催
さ
れ
る
ま
で
沈
滞
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
従
来
の
日
本
近
世
近
代
絵
画
史
研
究
は
、
明
治
維

新
を
分
岐
点
と
し
て
、
近
世
絵
画
史
と
近
代
絵
画
史
と
に
分
断
さ
れ
、
と
も

す
れ
ば
、
江
戸
時
代
と
明
治
以
降
の
美
術
作
品
の
連
続
性
を
無
視
す
る
研
究

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
江
戸
絵
画
史
を
専
門
と
す
る
研
究
者
は
、
近
代
絵

画
を
扱
わ
ず
、
近
代
絵
画
史
の
研
究
者
は
、
江
戸
の
絵
画
を
扱
わ
な
い
、
と

い
う
専
門
分
野
の
棲
み
分
け
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

幕
末
期
か
ら
明
治
期
を
ま
た
い
で
活
動
し
た
画
家
た
ち
の
作
品
が
、
研
究
対

象
か
ら
除
外
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
明
治

維
新
を
挟
ん
だ
日
本
の
歴
史
の
枠
組
を
一
旦
保
留
し
て
、
た
と
え
ば
清
朝
や

西
洋
の
美
術
と
の
交
流
を
考
察
す
る
と
、
一
国
の
枠
組
を
越
え
た
新
た
な
日

本
美
術
史
の
姿
が
見
え
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、
欧
米
に
お
け
る
日

本
美
術
史
研
究
で
は
、
明
治
維
新
を
跨
い
で
連
続
し
た
美
術
史
の
展
開
を
論

じ
る
研
究
が
一
般
化
し
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
が
国
際
化
へ
と
向
か
う
文
化
交

渉
学
と
し
て
の
美
術
史
へ
と
近
づ
く
研
究
で
は
な
か
ろ
う
か）
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。

　

さ
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
美
術
史
学
は
、
緻
密
さ
を
追
求
し
て
細
分
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化
さ
れ
、
日
本
美
術
史
全
体
を
見
渡
す
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
欠
け
る
こ
と

に
な
っ
た
。
研
究
対
象
の
こ
れ
以
上
の
細
分
化
は
、
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
、

の
感
を
拭
え
な
い
。
今
後
、
日
本
美
術
史
家
は
、
日
本
美
術
の
狭
い
枠
に
閉

じ
こ
も
る
こ
と
な
く
、
中
国
や
朝
鮮
、
さ
ら
に
は
イ
ン
ド
や
中
近
東
ま
で
視

野
を
広
げ
て
日
本
美
術
を
考
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
少

な
く
と
も
、
日
本
美
術
史
研
究
に
は
、
東
ア
ジ
ア
美
術
史
と
い
う
枠
組
ぐ
ら

い
は
必
要
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
イ
ン
ド
を
源
流
に
す
る
日
本
美
術
史
を
理
解
す
る
に
は
、「
東

ア
ジ
ア
」
と
い
う
範
囲
に
限
定
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
東
ア
ジ
ア

美
術
と
い
う
枠
組
自
体
が
曖
昧
で
あ
り
、
東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
構
想
と
い
っ

て
も
、
一
体
ど
の
よ
う
な
立
場
と
方
法
で
研
究
を
具
体
化
す
る
の
か
、
と
い

う
疑
問
が
提
出
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
提
起
に
つ
い

て
は
、
現
状
で
は
、
一
定
の
型
に
は
ま
っ
た
東
ア
ジ
ア
美
術
史
で
は
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
学
問
的
姿
勢
に
よ
る
研
究
を
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

日
本
美
術
や
中
国
美
術
、
あ
る
い
は
台
湾
の
美
術
や
朝
鮮
半
島
の
美
術
を
軸

足
に
し
て
東
ア
ジ
ア
美
術
史
を
考
察
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
国
家
と

い
う
枠
組
を
離
れ
て
、
た
と
え
ば
、
京
都
や
釜
山
、
あ
る
い
は
杭
州
や
台
北

と
い
っ
た
地
域
の
美
術
を
拠
点
に
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
美
術
を
研
究
す
る
こ

と
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

　

明
治
維
新
以
来
、
一
世
紀
以
上
も
続
い
た
脱
亜
入
欧
に
立
脚
す
る
美
術
史

は
、
西
洋
文
化
に
著
し
く
傾
斜
し
、
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
の
文
化

を
か
な
り
軽
視
し
て
研
究
を
進
め
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
今
、
日
本
美
術

史
研
究
は
大
き
な
転
換
期
に
入
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
天

心
の
価
値
評
価
に
基
づ
く
日
本
美
術
史
を
大
き
く
修
正
す
る
と
と
も
に
、
そ

れ
と
は
逆
の
や
り
方
で
、
天
心
の
ア
ジ
ア
史
観
に
基
づ
く
ア
ジ
ア
美
術
史
の

構
想
が
、
新
た
な
意
匠
を
ま
と
っ
て
浮
上
し
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。
少
な

く
と
も
、
近
世
絵
画
史
研
究
に
お
い
て
は
、
日
本
、
中
国
、
韓
国
を
共
通
に

扱
う
東
ア
ジ
ア
の
美
術
研
究
、
す
な
わ
ち
「
東
ア
ジ
ア
美
術
史
」
が
誕
生
す

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
こ
そ
、
大
坂
画
壇
が
東
ア
ジ
ア
美
術
史
へ
と
大

き
く
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

天
心
は
『
東
洋
の
理
想
』
の
末
尾
で
、「
わ
れ
わ
れ
は
暗
黒
を
引
き
裂
く
稲

妻
の
閃
く
剣
を
待
っ
て
い
る
。（
中
略
）
し
か
し
そ
の
大
い
な
る
声
が
聞
こ
え

て
く
る
の
は
、
こ
の
民
族
の
千
古
の
道
筋
を
通
っ
て
、
ア
ジ
ア
そ
の
も
の
か

ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
か
ら
の
勝
利
か
、
そ
れ
と
も
外
か
ら
の
強
大

な
死
か

）
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。」
と
主
張
し
た
。
要
す
る
に
、
近
い
将
来
、
東
ア
ジ
ア
美
術
史
が
成

立
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
学
問
は
、
西
洋
の
学
問
を
利
用
し
つ
つ
も
、

ア
ジ
ア
の
学
問
や
風
土
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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Research on Japanese art history concerning 
the aesthetic interaction with East Asia

NAKATANI Nobuo

 For more than a century, from the Meiji Restoration onward, art history 
in Japan has followed the trajectory of Japan’s eff orts to “escape from Asia” 
and to join the global world as an advanced nation,with research in the fi eld 
strongly oriented toward Western culture,and tending to undervalue Asian 
culture including that of China. However, today, the study of Japanese art 
history now appears to have reached a major turning point. In this regard, 
major revisions of the Japanese art history based on the values articulated by 
Okakura Tenshin are being carried out. Conversely, the conception of Asian 
art history, grounded in Okakura’s perception of Asian history, is likely to 
reemerge in new guises. At least as far as early modern painting is con-
cerned, it seems to be the time for the birth of an “East Asian art history,” 
i.e., art historical research that deals with the arts in Japan, China, and 
Korea as a single fi eld. If in the near future such an East Asian art history is 
to be established, it must arise out of the scholarly traditions and the ethos of 
Asia.


