


美
術
學
校
に
て
も
器
物
を
窃
生
し
滸
魚
を
怠
生
す
る
こ
と
あ
り
と。
器
物
滸

魚
の
窃
生
は
篤
生
の
至
る
者
に
非
ず。
況
ん
や
其
袢
物
の
潟
生
す
ら
教
師
の

之
を
教
ふ
る
に
非
ず、
却
て
教
師
生
徒
に
劣
る
こ
と
あ
り
と
い
ふ。」
と
記

す。
明
治
三
十
年、
新
聞
「
日
本」
に
「
明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界」
を
連

戟
す
る。
そ
れ
に
は
「
葛
生
は
天
然
を
窃
す
な
り」
と
あ
る。
同
じ
三
十
年

に
「
俳
人
蕪
村」
を
四
月
十
三
日
よ
り
新
聞
「
日
本」
に
連
戟
開
始。
そ
の

最
中
に
牛
伴
が
写
生
画
か
ら
日
本
画
（
俳
画）
に
転
じ
た
の
に
対
し、
子
規

は
徹
底
的
に
過
去
の
頑
固
な
る
日
本
画
崇
拝
者
か
ら
写
生
面
の
賛
成
者
に
変

身
し
て
し
ま
う。
故
に
彼
は
「
俳
画
は
字
の
如
き
者
の
み、
終
に
画
に
あ
ら

ず、
画
を
知
ら
ざ
る
者
之
を
以
て
画
と
な
す」
と
言っ
て、
日
本
乃
至
東
洋

の
字
画
同
源
あ
る
い
は
密
画一
致
と
い
う
絵
画
観
を
ひ
た
す
ら
否
定
し
て
い．

る
ら
し
い。
も
ち
ろ
ん、
そ
れ
は
写
生
と
い
う
こ
と
を
西
洋
的
な
も
の
と
し

て
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う。
明
治
三
十一
年
に
な
っ
て
「
歌
よ
み
に

与
ふ
る
世」
を
発
表
し
た。
歌
論
と
し
て
は
写
生
流
万
葉
料
を
唱
え、
子
規

独
特
の
歌
凪
を
確
立
す
る。
明
治
三
十
二
年
「
飯
待
っ
間」
な
ど
で
写
生
文

の
佳
境
に
入
る。
明
治
三
十
三
年一
月、
「
叙
事
文」
を
「
日
本」
に
迎
戟

し
て
写
生
文
の
運
動
を
起
す。
明
治
三
十
四
年
の
「
暴
汁一
滴j
に
も
平
賀

．

元
義
を
例
に
し
て
万
菜
崇
拝
者
と
し
て
の
実
事
実
僚
を
吟
詠
す
る
万
菜
詞
を

賞
賛
す
る。
明
治
三
十
五
年
六
月
の
「
春
夏
秋
冬」
で、
「
窟
生
は
平
淡」

'
で
あ
り
な
が
ら
も、
そ
の
「
平
淡
の
中
に
至
味」
あ
り
と
い
う
趣
き
を
述
ペ

て
い
る。

．

以
上、
子
規
の
明
治
二
十
四
年
頃
か
ら
三
十
五
年
に
生
涯
を
閉
じ
る
ま
で

「
貨
際
の
有
の
ま
ヽ
を
窮
す
を
偲
に
寓
寅
と
い
ふ。
又
腐
生
と
も
い
ふ。

潟
生
は
避
家
の
語
を
惜
り
た
る
な
り。
又
は
虚
叙
（
前
に
概
叙
と
い
へ
る
に

同
じ）
と
い
ふ
に
附
し
て
度
叙
と
も
い
ふ
ぺ
き
か」
（「
叙
事
文」
明
治
33

年）
と
い
う
よ
う
に、
子
規
は
写
実
と

写生
を
等
し
く
見
て
い
る。
し
か
も

実
叙
と
首
っ
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
た。
全
く
子
規
の
言
う
と
お
り
に
「
肉

生
は
画
家
の
語
を
偕
り」
た
も
の
で
あ
る。
し
か
し
な
が
ら
恐
ら
く
子
規
の

こ
の
思
考
は
後
人
と
の
間
に―
つ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。

つ
ま
り
子
規
の
方
は
ひ
た
す
ら
に
洋
画
家
た
ち
の
西
洋
画
論
を
ば
か
り
聞
い

て
い
た
の
に
対
し、
後
人
の
方
は、
例
え
ば
斎
藤
茂
吉
の
よ
う
に
写
生
と
い

う
哲
業
が
東
洋
画
綸
に
由
来
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る。
「
小
日
本」
は

明
治
二
十
七
年
二
月
に
編
輯
主
任
子
規
の
手
で
創
刊
さ
れ、
日
梢
戦
争
の
到

（

一

）

の
写
生
に
関
す
る
経
過
を
だ
い
た
い
た
ど
っ
て
き
た
が、
そ
こ
で
分
か
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は、
明
治
二
十
八
年
の
「
俳
楷
大
要」
を
発
表
す
る
ま
で
は

殆
ど
「
写
生」
と
い
う
言
い
方
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
一
方、

彼
が
よ
く
口
に
し
た
の
は
「
天
然」
と
か、
「
花
島」
と
か、
「
実
景」、
「
実

情」
と
か、
或
は
「
実
事」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た。
花
烏

は
天
然
に
属
す。
天
然
は
実
景
で
あ
る。
実
飛
は
客
観
的
に
存
在
す
る
凪
原

で
あ
る。
そ
れ
に
実
梢
実
事
を
加
え
て
実
際
は
実
を
写
す
こ
と、
即
ち
写
実

と
い
う
こ
と
と
な
る。
当
然、
子
規
の
写
生
説
は
こ
の
よ
う
に
節
単
に一
i日
い

切
れ
な
い
の
で、
こ
れ
よ
り
少
し
ず
つ
検
討
し
て
い
っ
て
み
た
い。
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来
に
よ
っ
て
七
月
に
は
早
く
も
廃
刊
と
な
っ
た
が、
こ
の
半
年
の
間
に
洋
画

家
の
浅
井
忠
か
ら
中
村
不
折
が
「
小
日
本」
の
挿
絵
画
家
と
し
て
紹
介
さ
れ

た。
子
規
と
不
折
は
お
互
い
に
画
に
倣っ
て
句
を
作っ
た
り
句
に
倣っ
て
画

を
茄
い
た
り
し
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る。
そ
の
間、
子
規
は
色
々
と
洋
面
家
の

不
折
か
ら
西
洋
画
の
写
生
法
を
何
度
も
耳
に
し
た
に
ち
が
い
な
い
が、
そ
の

詳
細
は
未
だ
に
分
か
っ
て
い
な
い。
明
治
三
十一
年
十
月
か
ら
「
＊
ト
ト
ギ

ス」
が
東
京
で
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と、
油
絵
画
家
の
牛
伴
が
「
＊
ト

．
ト
ギ
ス」
誌
の
同
人
と
し
て
浅
井
忠、
中
村
不
折
と
と
も
に
挿
絵
を
担
当
す

る
が、．
そ
の
内
西
洋
画
か
ら
日
本
画
に
転
じ
た。
こ
の
よ
う
な
牛
伴
は
か
つ

て
子
規
と
洋
画
邦
画
優
劣
論
を
行っ
た
こ
と
も
あ
っ
た。
「
最
後
に
為
山
君

が
日
本
画
の
丸
い
波
は
海
の
波
で
な
い
と
い
ふ
事
を
説
明
し、
次
に
日
本
画

の
横
顕
と
西
洋
画
の
横
顧
と
を
並
ぺ
画
い
て
そ
の
差
違
を
説
明
せ
ら
れ
た。

さ
す
が
に
弛
情
な
僕
も
全
く
索
人
で
あ
る
だ
け
に
こ
の
実
地
論
を
聞
い
て
半

ぱ
驚
き
半
ば
感
心
し
た。
殊
に
日
本
画
の
横
顔
に
は
正
而
か
ら
見
た
や
う
な

目
が
画
い
て
あ
る
の
だ
と
い
は
れ
て
非
常
に
驚」
い
た
と、
子
規
は
「
画」

と
い
う
文
章
に
記
し
て
い
る。
同
じ
「
画」
に
は
ま
た
「
十
年
ほ
ど
前
に
僕

は
日
本
画
崇
拝
者
で
西
洋
画
排
斥
者
で
あ
っ
た。
そ
の
頃
為
山
君
と
邦
面
洋

面
優
劣
論
を
や
っ
た
が
僕
は
な
か
な
か
負
け
た
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た」
と

あ
る。
「
画」
は
「
＊
ト
ト
ギ
ス」
誌
明
治
三
十
三
年
三
月
に
の
っ
た
作
品

で
あ
る
か
ら、
二
人
の
論
争
は
明
治
二
十
三
年
か
或
は
二
十
四
年
頃
の
こ
と

で
あ
っ
た
ろ
う。
そ
れ
で、
俳
句
の
写
生
的
な
も
の
に
気
づ
い
た
の
は
二
十

四
年
の
在
頃
だ
と
さ
れ
て
い
る。
も
し
か
す
る
と、
俳
句
の
写
生
に
気
づ
い

た
の
は
為
山
の
論
説
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
か
も
わ
か
ら
な
い。
だ
と
す
れ
ば、

子
規
の
絵
面
へ
の
開
限
は
不
折
か
ら
で
は
な
く、
為
山
か
ら
始
ま
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る。
だ
が、
写
生
に
対
す
る
本
当
の
把
握
は
や

は
り
不
折
か
ら
に
ち
が
い
な
い。
明
治
二
十
七
年
日
消
戦
争
の
勃
発
に
よ
り、

文
学
よ
り
も
軍
事
政
治
を
優
先
す
る
よ
う
な
環
境
の
中
で、
子
規
は
低
迷
し

な
が
ら
も、
東
京
根
岸
郊
外
で
の
写
生
な
ど
の
模
索
を
統
け
た。
こ
の
年
の

秋
か
ら
冬
に
か
け
て、
さ
ま
ざ
ま
の
写
生
句
を
作っ
た。
明
治
三
十
五
年
の

「
船
祭
柑
辰
俳
句
帖
抄
上
巻
を
出
版
す
る
に
就
き
て
思
ひ
つ
き
た
る
所
を
い

ふ」
に
よ
れ
ば、
こ
の
時
期
に
次
の
よ
う
な
句
が
あ
る。

楢
の
花
追
泄
山
の
日
和
か
な

低
く
飛
ぶ
畔
の
条
ゃ
日
の
弱
り

吾
袖
に
来
て
は
ね
か
へ
る
丘
か
な

こ
の
三
句
の
中
の
「
稲
の
花」
と
「
吾
袖
に」
の
二
句
は
布
浜
虚
子
選
の

『
子
規
句
集
J

(
岩
波
文
庫・
昭
和
29
年）
に
選
ば
れ
た。
虚
子
は
客
観
写

生
主
義
者
で
あ
り、
そ
の
手
で
選
ば
れ
た
句
は
非
常
に
写
生
性
を
帯
ぴ
て
い

る。
そ
の
問
の
子
規
の
句
作
を
私
な
り
に
収
り
出
し
て
み
る。

馬
糞
を
は
な
れ
て
石
に
秋
の
蝿

赤
蜻
蛉
筑
波
に
雲
も
な
か
り
け
り

刈
株
に
往
老
い
行
く
日
敷
か
な

招
刈
り
て
水
に
飛
ぴ
込
む
姦
か
な

初
散
り
て
菜
府
流
る
、
小
川
か
な

朝
の
引
き
捨
て
ら
れ
し
苔
か
な
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東
洋
絵
酉
史
を
探っ
て
み
る
と、
「
宋
代
に
い
た
っ
て
花
烏
の
観
察
は
き

わ
め
て
精
級
と
な
り、．
そ
の
写
実
は
透
撒
し
た
も
の
に
な
っ
た。
宋
代
の
言

（

二
）

西
洋
の
卒
花
赤
し
明
屋
敷

掛
梱
や
野
菊
花
咲
く
道
の
浩

掛
搭
に
盆
飛
ぴ
つ
く
夕
日
か
な

村
返
近
雨
雲
垂
れ
て
稲
十
里

し
ぐ
る、
や
鶏
頭
黒
く
菊
白
し

（
虚
子
選
「
子
規
句
集」
よ
り）

こ
れ
ら
の
句
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
子
規
は
小
動
物
の
生
態
や
荘
花
の

色
彩
及
び
自
然
と
生
命
の
時
空
感
党
な
ど
を
生
き
生
き
と
し
て
捉
え、
そ
の

・
「
写
生
的
妙
味」
が
感
じ
ら
れ
る。

子
規
が
「
潟
生
は
避
家
の
語
を
借
り
た
る
な
り」
と
首
う
の
に
対
し、
茂

吉
は
「
窃
生
と
い
ふ
語
は
洋
画
家
な
ど
の
い
ひ
始
め
た
も
の
で
は
な
く、
東

洋
画
論
本
来
の
用
語
で、
決
し
て
文
猷
に
暗
い
洋
面
家
流
や
堕
落
し
切
っ
た

南
媒
家
等
に
よ
っ
て
冒
濱
せ
ら
る
ぺ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い。
の
み
な
ら

ず、
同
時
に
文
獣
に
暗
い
一
部
の
文
学
者
な
ど
に
よ
っ
て
こ
の
栢
の
概
念
が

勁
揺
せ
し
め
ら
る
ぺ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い」
（『
正
岡
子
規」
創
元
社・

昭
和
18
年）
と
述
ぺ
て
い
る。
即
ち
写
生
と
い
う
語
は
画
家
の
も
の
に
ち
が

・
い
な
い
け
れ
ど
も、
そ
れ
は
決
し
て
西
洋
画
家
よ
り
冒
い
始
め
た
も
の
で
は

な
く
て、
東
洋
面
論
の
固
有
の
用
語
で
あ
っ
た。

菜
で
花
烏
西
の
こ
と
を
一
写
生」
と
い
う。
生
態
と
生
気
を
写
し
と
る
意
味

で
あ
る。
宋
代
の
論
画
家
は
花
烏
画
家
に
対
し、
花
呆
草
木
に
は
四
季
の
変

化、
証
と
光、
正
面
と
背
面
の
別、
芽
や
枝
に
老
若
の
差
の
あ
る
こ
と
や、

団
税
と
野
草
と
の
土
か
ら
出
る
状
態
の
述
い
な
ど
に
注
意、

窃毛
（
烏
獣）

を
固
く
場
合
に
は、
そ
の
形
態
と
各
部
の
状
態
を
熟
知
し、
そ
の
習
性
に
通

暁
す
ぺ
き
こ
と
を
教
え」
ら
れ
た。
（
松
原
三
郎
絹
「
改
訂
東
洋

美術
全
史
j

束
京
美
術・
昭
和
56
年）
と
い
う
よ
う
な
史
的
な
論
説
が
見
ら
れ
る。
次
い

で
同
青
で
は
花
烏
画
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る。

花
鳥
画
で
は
黄
答
と
徐
煕
の
圃
屈
は
対
立
し、
黄
氏
体
は
写
実
的
で、

徐
氏
体
は
写
意
的
で
あ
る。
後
人
は
だ
い
た
い
黄
氏
体
の
写
実
か
ら
徐

氏
体
の
写
意
に
傾
く。
野
性
の
動
植
物
の
観
察
と
研
究
に
よ
っ
て
花
烏

の
よ
り
自
然
の
姿、
よ
り
其
実
の
本
性
に
迫
ろ
う
と
し
て
努
め
た。
そ

の
結
果
と
し
て
は
後
の
十一
世
紀
後
半
の
文
人
面
に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ

く。
北
宋
の
文
人
た
ち
は
絵
回
の
目
的
は
形
似
で
は
な
く、
対
象
に
触

発
さ
れ、
あ
る
い
は
そ
れ
に
托
す
画
家
の
心
情
を、
物
の
形
を
偕
り
て

表
現
す
る
こ
と、
写
意
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
北
宋
文
人
西
の
先
窮

者
で
あ
る
蘇
束
披
の
「
固
を
論
ず
る
に
形
似
を
以
て
す
る
は
見
児
童
に

隣
り
す」
と
い
う
百
葉
は
そ
の
主
張
を
示
し
た。
自
然
の
形
態
の
模
倣

で
は
な
く、
も
っ
と
自
然
の
真
実
を
写
す
の
を
求
め
る。
宋

代絵
画
の

理
念
と
し
て
は
形
似
と
写
意
で、
い
わ
ば
写
実
主
義
と
理
想
主
競
と
の

二
栢
向
を
持
つ。
文
人
や
伯
侶
の
余
技
画
家
が
理
想
主
義
の
立
場
を
と

る
の
に
対
し
て、
西
院
の
専
門
画
家
は
写
英
主
義
の
立
場
を
取っ
た。
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こ
れ
に
対
し`

文
人
中
の
詩
人
と
し
て
写
実
主
義
の
立
場
を
取
る
の
が
実

．
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る。
彼
は
時
々
形
似
と
い
う
よ
う
な
原
始
的

写実
を

唱
え
な
が
ら
実
践
す
る。

明
治
三
十
二
年、
子
規
は
画
家
の
不
折
か
ら
貰
っ
た
水
彩
絵
具
を
用
い
て

秋
海
棠
図
を
描
い
た。
そ
の
心
得
は
「
画」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
密
い
て

あ
る。
「
い
き
な
り
秋
悔
棠
を
立
生
し
た。
（
中
略）
そ
こ
で
つ
く
づ
く
と
考

へ
て
見
る
に、
僕
の
や
う
な
全
く
画
を
知
ら
ん
者
が
始
め
て
秋
海
棠
を
画
い

て
そ
れ
が
秋
海
棠
と
見
え
る
の
は
窃
生
の
お
蔽
で
あ
る。
虎
を
描
い
て
成
ら

ず
狗
に
類
す
な
ど
と
云
の
は
窮
生
を
し
な
い
か
ら
で
あ
る。
窮
生
で
さ
へ
ゃ

れ
ば
何
で
も
画
け
ぬ
事
は
無
い
筈
だ、
云
。々」
こ
こ
で
注
目
す
ぺ
き
は

「
秋
海
棠
と
見
え
る」
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
こ
れ
は
や
は
り
形
似
的
思
考

で
あ
ろ
う。
ま
た
「
窃
生
の
お
蔽
で
あ
る
J

と
い
っ
た
の
も、
写
生
に
よ
っ

て
対
象
を
把
握
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が、
し
か
し
少
々
写
生
を
神
格
化
し
た

煉
い
が
あ
る。
虎
に
な
ら
ず
狗
に
類
す
と
い
う
の
を
写
生
と
関
連
づ
け
る
の

も
理
屈
っ
ぼ
い。
恰
も
写
生
は
万
能
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る。
雌
も
彼
も
写

生
を
さ
え
す
れ
ば
絵
面
が
で
き
る
と
は
言
え
な
い
と
思
う。
子
規
は
「
僕
の

や
う
な
全
く
圏
を
知
ら
ん
者」
と
酋
っ
て
い
る
け
れ
ど
も、
実
は
そ
う
で
は

な
い。
そ
の
証
と
し
て、
子
規
は
十
二
歳
の
時
に
葛
飾
北
斎
の
「
略
画
早

学」
を
模
写
し
た
ら
し
い
「
固
道
独
稽
古」
を
残
し
て
い
る。
た
だ
し、
秋

海
棠
図
は
子
規
の
初
め
て
の
彩
色
面
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で、
大
切
な
こ
と

で
あ
る。
宋
代
胡
組
宗
の
「
柑
甘
故
事
大
全
j

の
「
画
者」
に、
「
黄
答
父

子
画
品化、
妙
在二
賦
色—‘
用と
節
極
細、
不レ
見一
面
品�一、
但
以
I一
軽
色―

染
成、
開二
之
写
生
l」
と
あ
る
よ
う
に、
花
鳥
を
主
と
す
る
写
生
画
は
い

か
に
色
彩
を
重
ん
じ
て
い
る
か
が
伺
え
る
で
あ
ろ
う。
明
治
三
十
五
年、
子

規
は
病
状
が
悪
化
す
る
中
で
も、
八
月
九
日
に
「
日
本
J

に
寂
せ
た
「
病
沐

六
尺」
に
お
い
て、
「
或
絵
具
と
或
絵
具
と
を
合
せ
て
ヰ
花
を
盛
く、
そ
れ

で
も
ま
だ
思
ふ
や
う
な
色
が
出
な
い
と
又
他
の
絵
具
を
な
す
っ
て
み
る。
同

じ
赤
色
で
も
少
し
づ
、
の
色
の
違
い
で
趣
き
が
違
っ
て
く
る。
い
ろ

／＼
に

工
夫
し
て
少
し
く
す
ん
だ
赤
と
か、
少
し
黄
色
味
を
帯
ぴ
た
赤
と
か
い
ふ
も

の
を
出
す
の
が
写
生
の
一
っ
の
楽
し
み
で
あ
る。
神
様
が
草
花
を
染
め
る
時

も
矢
張
こ
ん
な
に
工
夫
し
て
楽
し
ん
で
居
る
の
で
あ
ら
う
か。」
と
言
っ
て

い
る。
死
ぬ
直
前
の
子
規
は
写
生
画
を
描
い
て
色
を
添
え
た
り
す
る
こ
と
を

神
の
よ
う
に
楽
し
ん
で
い
た。
そ
し
て、
そ
の
胸
奥
に
潜
む
自
然
を
愛
す

る
心
を
持
っ
て、
神
様
の
草
花
な
ど
の
自
然
を
創
造
す
る
時
の
巨
大
な
工
夫

及
び
創
造
の
快
楽
を
想
像
す
る。
恐
ら
く、
子
規
に
と
つ
て
は
写
生
は
楽
し

く
て
楽
し
く
て
た
ま
ら
な
い
作
菜
で
あ
り、
わ
が
身
は
病
身
で
あ
り
な
が
ら、

神
様
の
よ
う
な
も
の、
或
は
仏
の
よ
う
な
も
の
に
思
え
た
の
で
あ
ろ
う。
彼

は
死
ぬ
前
日、
即
ち
九
月
十
八
8
に
「
糸
瓜
咲
て
痰
の
つ
ま
り
し
仏
か
な」

と
吟
じ
た
こ
と
が
あ
る。
前
に
酋
及
し
た
「
画」
の
中
の
秋
海
棠
図
に
つ
い

て、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る。
「
菜
の
色
な
ど
に
は
最
も
窮
し
た
が、
始

め
て
絵
の
具
を
使
っ
た
の
が
館
し
い
の
で、
其
絵
を
黙
話
先
生
や
不
折
君
に

見
せ
る
と
非
常
に
ほ
め
ら
れ
た。
此
大
き
な
葉
の
色
が
面
白
い、
な
ん
て
い

ふ
の
で、
窮
し
た
処
迄
ほ
め
ら
れ
る
や
う
な
訳
で
僕
は
沌
し
く
て
た
ま
ら

ん。」
夏
目
漱
石
の
「
子
規
の
画
J

に
よ
れ
ば、
子
規
の
固
は
「
拙
く
て
且
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明
治
三
十
五
年
頃、

子
規
は
「
菜
物
帖」、
「
草
花
帖」

と
名
づ
け
た
写
生

に
統
き、
「
玩
具
帖」

の
創
作
に
取
り
組
む。

そ
の
中
の
「
葬
花
帖」

に
は、

十
五
点
ぐ
ら
い
の
草
花
を
濡
生
し、

そ
の
序
で
は、
「
潟
生
ハ
総
テ
枕
二
頻

ッ
ケ
タ
マ
、
ヤ
ル
者
卜
思
へ
．
潟
生
ハ
多
ク
モ
ル
ヒ
ネ
ヲ
飲
ミ
テ
後
ヤ
ル
者

自
分
ノ
モ
ノ
ト
シ
テ
之
二
写
生
ス
ル
ト
キ
ハ
快
極
リ
ナ
シ
」

と
搭

卜
思
へ

真
面
目」

で、

拙
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

そ
れ
な
の
に、
「
色
が
而

白
い
」

と
酉
家
た
ち
に
ほ
め
ら
れ
る
の
は
婚
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
に
述
い
な

い。

勿
論、

こ
の
よ
う
な
彩
色
の
使
用
方
法
は
俳
句
に
も
現
わ
れ
る。

し
ぐ
る
、
や
鶏
頭
黒
く
菊
白
し

と
い
う
よ
う
な
も
の
が
そ
れ
で
あ
る。

明
治
三
十
三
年
の
作
品
に、

鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
ぺ
し

．

．

と
い
う
句
が
あ
り、

こ
れ
は
子
規
庵
に
群
生
す
る
黒
み
を
帯
ぴ
た
深
紅
色
の

鶏
頭
の
即
吟
で
あ
る。

句
の
表
に
は
色
彩
の
描
写
は
な
か
っ
た
が、
「
真
赤

な
色
に
段
々
黒
み
を
帯
ぴ
て
殷
紅
色
と
い
ふ
や
う
な
色
に
な
っ
て
し
か
も
光

沢
が
あ
る。

其
色
の
善
さ
は
身
に
入
み
る
程」
（「
根
岸
卒
崖
記
事」

明
治
32

年）

と
書
い
て
い
た
よ
う
に、

子
規
は
非
常
に
そ
の
色
が
気
に
い
っ
て
楽
し

＜
眺
め
て
い
た。
「
明
治
二
十
九
年
の
俳
句
界」
（
明
治
30
年）

と
い
う
文
章

に
明
治
の
新
調
を
紹
介
す
る
際
に
あ
た
っ
て、

ま
ず
河
束
碧
梧
桐
の

赤
い
椿
白
い
椿
と
落
ち
に
け
り

な
ど
の
色
彩
鮮
明
で
印
象
明
瞭
な
句
を
取
り
上
げ
た。

（

三
）

い
て
あ
る。

子
規
は
草
花
を
自
分
の
も
の
と
し
て
写
生
す
る。

そ
の
喜
ぴ、

楽
し
み
を
無
限
に
感
じ
な
が
ら、

同
時
に
写
生
に
よ
っ
て
生
の
苦
術
に
め
げ

ず
に
戦
う
力
を
狡
っ
た。

三
十
五
年
は
病
状
が
悪
化
し
た
た
め、
一

月
よ
り

毎
日
モ
ル
ヒ
ネ
を
飲
ん
で
病
痛
を
抑
制
し
て
い
た。

に
も
か
か
わ
ら
ず、

子

規
は
や
は
り
写
生
の
楽
し
さ
を
忘
れ
ず
に、

朝
顔
や
我
に
写
生
の
心
あ
り

．

草
花
を
描
く
日
謀
や
秋
に
入
る

と
「
仰
臥
没
録」
（
明
治
35
年）

に
吟
じ
た。

三
十
四
年
の
一

月
か
ら
七
月

ま
で
舟
い
た
「
屈
汁
一

滴」

に
子
規
は
言
う。
「
毎
朝
揃
帯
の
取
換
を
す
る

に
多
少
の
痛
み
を
感
ず
る
の
が
厭
で
な
ら
ん
か
ら
必
ず
新
聞
か
雑
誌
か
何
か

を
頷
ん
で
痛
さ
を
紛
ら
か
し
て
居
る。

荊
み
が
激
し
い
時
は
新
聞
を
呪
ん
で

居
る
け
れ
ど
何
を
硝
ん
で
居
る
の
か
少
し
も
分
か
ら
な
い
と
い
ふ
や
う
な
事

も
あ
る
が
又
新
聞
の
方
が
面
白
い
時
は
い
つ
の
間
に
か
時
間
が
経
過
し
て
居

る
事
も
あ
る。

そ
れ
で
思
ひ
出
し
た
が
背
開
羽
の
絵
を
見
た
の
に、

開
羽
が

片
手
に
外
科
の
手
術
を
受
け
な
が
ら
本
を
狼
ん
で
居
た
の
で、

手
術
も
荊
い

で
あ
ら
う
に
平
気
で
本
を
誤
ん
で
居
る
処
を
見
る
と
隔
羽
は
馬
脱
に
弛
い
人

だ
と
子
供
心
に
ひ
ど
く
感
心
し
て
居
た
の
で
あ
っ
た。

ナ
ア
ニ
今
考
へ
て
見

る
と
躁
羽
も
矢
張
贖
書
で
も
つ
て
茄
さ
を
ご
ま
か
し
て
居
た
の
に
違
ひ
な

い
。」

後
に、

同
じ
「
屈
江"
-

滴
j

の
「(
+
五
日）
」

に、
「
正
誤

服
羽
外

科
の
療
治
の
際
は
禎
書
に
あ
ら
ず
し
て
困
碁
な
り
と。」

と
訂
正
し
て
い
る。

子
規
は
非
常
な
大
苦
痛
を
何
か
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
す
る
つ
も
り
で

あ
っ
た。

更
に
関
羽
の
鎮
痛
法
に
も
共
鳴
し
て
理
解
を
示
す。

そ
れ
以
外
に
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子
規
が
生
き
て
い
た
明
治
時
代
は
ち
ょ
う
ど
十
九
世
紀
の
後
半
で
あ
っ
た
。

故
に
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
写
実
主
義
の
理
論
か
ら
直
接
に
学
ん
だ
わ
け
で
は

（

四
）

病
気
と
の
戦
い
に
使
う
武
僻
は
主
と
し
て
写
生
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。

子

規
は
絵
面
・

俳
句
・

短
歌
・

文
章
な
い
し
人
生
そ
の
も
の
を
写
生
で
貫
い
て

つ
づ

い
っ
た
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
「
約
め
て
云
え
ば、

子
規
の

文
学
は
一・
つ
の
写
生
だ
と
も
甜
ふ
こ
と
が
で
き
る
」
（
『
正
岡
子
規」

昭
和
6

年）

と
茂
吉
も
言
う。

明
治
三
十
五
年
の
「
病
林
六
尺」

に
「
此
ご
ろ
モ
ル

ヒ
ネ
を
飲
ん
で
写
生
を
や
る
の
が
何
よ
り
の
楽
み
と
な
っ
て
居
る
。
（
中
略）

ム
さ

兎
角
こ
ん
な
こ
と
し
て
草
花
帖
が
段
々
に
術
き
塞
が
れ
て
行
く
の
が
う
れ
し

い
。
」

と
あ
る
。

そ
の
翌
日
の
記
事
に
「
草
花
の
一

枝
を
枕
元
に
個
い
て、

そ
れ
を
正
直
に
肉
生
し
て
居
る
と、

造
化
の
秘
密
が
段
々
分
つ
て
来
る
や
う

な
気
が
す
る
」

と
言
う。

卒
花
の
写
生
に
造
化
の
秘
密
を
感
じ
と
る
。

そ
の

極
を
平
淡
味
と
し、

万
物
の
生
を
喜
ぴ、

そ
し
て
自
然
の
中
で
平
気
で
生
き

ら
れ
る
。

周
り
の
自
然
の
風
景
は
喜
ぴ
の
対
象
と
な
っ
て
苦
痛
を
抑
え、

生

を
支
え
て
く
れ
た
と
も
言
え
よ
う
か
。

ま
さ
し
く
「
花
は
我
が
世
界
に
し
て

草
花
は
我
が
命
な
り
J

(
明
治
31
年
「
吾
幼
少
時
の
美
感」）

と
告
示
し
た
よ

う
に、

子
規
の
精
神
（
心）

は
神
秘
な
自
然
界
に
生
き
て
い
る
。

神
は
我
が

心
に
あ
り、

仏
は
我
が
身
で
も
あ
り、

立
花
は
我
が
命
な
り、

と
言
う
よ
う

な
子
規
は、

看
護
す
る
人
々
の
愛
惜
や
自
然
の
美
し
さ
を
感
じ
と
っ
て、

人

生
の
大
苦
難
を
乗
り
越
え、

最
後
の
最
後
ま
で
生
き
て
い
っ
た。

.
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な
い
が、

や
は
り
ど
う
し
て
も
そ
の
時
代
の
雰
囲
気
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
ろ
う
と
思
う。

子
規
の
洋
画
家
と
の
交
流
を
見
て
も
想
像
が
つ
く
。

画
家
の
黒
田
消
卸
と
中
村
不
折
等
は
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ

ラ
ン
に
師
平
し
た
こ
と
が
あ
り、

黒
田
は
白
烏
会
（
紫
派）

を
結
成
し、

印

象
派
的
な
明
る
い
色
彩
の
回
風
を
よ
く
す
る。

思
田、

不
折、

浅
井
忠
等
は

皆
子
規
に
親
し
む
。

三
十
三
年
二
月
浅
井
忠
は
フ
ラ
ン
ス
ヘ
留
学
し
た
。

三

十
四
年
六
月
不
折
も
そ
の
後
を
追
っ
て
フ
ラ
ン
ス
ヘ
留
学
の
旅
に
立
っ
た。

不
折
の
帰
国
は
三
十
八
年
で
あ
っ
て、

子
規
の
死
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
が、

浅
井
忠
は
三
十
五
年
八
月
に
帰
国
し
た
の
で、

二
十
七
日
に
死
に
臨
ん
だ
子

規
に
フ
ラ
ン
ス
印
象
派
の
影
響
を
直
接
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か

も
知
れ
な
い
が、

し
か
し、

子
規
の
生
き
て
い
た
時
代
の、

明
治
維
新
に
よ

る
欧
州
の
す
べ
て
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
日
本
で
は、

や
は
り
印
象
派
の

影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る。

十
九
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
美
術
の
内
容
は
圧
倒
的
に
印
象
派
絵
画
の

存
在
で
あ
っ
た
。
一

八
六
0
年
か
ら
世
紀
末
ま
で
の
一

切
を
「
印
象
派
の
時

代」

と
規
定
し
て
よ
い
。•
印
象
派
の
西
家
た
ち
は
明
る
い
色
彩
と
純
粋
な
視

党
を
風
原
画
に
求
め
る
。

彼
ら
の
画
の
迎
名
に
よ
く
「
印
象」

と
い
う
言
痰

を
用
い
た
。

例
え
ば、

モ
ネ
の
作
品
「
印
象
・

日
の
出」

は
そ
れ
で
あ
り、

し
か
も
そ
の
絵
に
よ
っ
て
彼
の
作
が
印
象
派
と
呼
ば
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。

印
象
派
は
瞬
間
的
に
変
化
す
る
自
然
の
相
を
描
く
こ
と
と、

現
代
生
活
の
姿

を
あ
り
の
ま
ま
に
捉
え
る
こ
と
を
意
図
と
す
る
。

彼
ら
の
近
代
絵
面
の
革
命

の
焦
点
は
何
を
描
く
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く、

い
か
に
描
く
か
と
い
う
こ

ー
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せ
る。

と
で
あ
っ
た。
こ
の
点
は
子
規
の
文
学
の
対
象
を
写
生
の
方
法
で
描
く
所
に

共
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か。
面
白
い
の
は
北
原
白
秋
の
儀
も
初
期
の
散

文
小
品
に
「
印
象
日
録」
（
明
治
40
年）
と
い
う
感
党
的
な
作
品
が
あ
る
こ

と
で
あ
る。
こ
れ
は
子
規
の
写
生
文
的
な
感
覚
あ
る
い
は
要
素
を
帯
ぴ
た
散

文
の
作
品
で
あ
る。
そ
れ
に、
E

世
界
美
術
大
全
集』
の
「
後
期
印
象
派
時

代」
（
小
学
館•
平
成
5
年）
に
こ
ん
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る。
「
バ
リ
で

は、
19
世
紀
末
尾
を
飾
る
万
oo
博
覧
会
が
ひ
ら
か
れ
て
い
た。
新
し
く
建
て

ら
れ
た
グ
ラ
ン
・
バ
レ
の
会
場
で
は、
「
フ
ラ
ン
ス
美
術
100

年
回
顧
展」
が

催
さ
れ
た。
ゴ
ー
ガ
ン
の
作
品
は、
旧
作
1
点
の
み
が
選
ば
れ
て、
墜
に
か

か
っ
て
い
た。
同
じ
グ
ラ
ン
·
バ
レ
の
諸
外
国
の
美
術
陳
列
の
中
に
は、
日

本
の
累
田
消
輝
や
浅
井
忠、
和
田
英
作、
竹
内
棲
凰、

横
山
大
設、
橋
本
雅

邦
等
の
作
品
も
並
ん
で
い
た。」
こ
の
風
俣
は
当
時
の
日
本
の
美
術
が
フ
ラ

ン
ス
の
印
象
主
義
あ
る
い
は
写
実
主
義
と
深
い
関
連
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ

子
規
は
す
で
に
明
治
三
十
年
の
「
俳
人
蕪
村」
の
中
で
「
印
象
を
明
瞭
な

ら
し
む
る」
と
言
っ
て
い
た。
ま
た
同
年
の

Bヵ
治
二
十
九
年
の
俳
句
界」

に
も
し
ば
し
ば
印
象
明
瞭
と
述
ぺ
て
い
る。
明
治
三
十
年
ま
で
は
文
学
表
現

の
上
に
ま
だ
写
生
を
用
い
ず、
た
だ
時
間
的・
空
間
的
と
い
う
よ
う
な
区
分

を
考
え
て
い
た。
そ
れ
を
一
歩
進
め
さ
せ
て、
「
俳
句
は
他
の
文
学
に
比
し

，
て
空
間
的
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
者
あ
り。」
と
言
う。
こ
れ
は
空
間
的
な

描
き
方
に
俳
句
の
特
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る。
そ
の
空
間

性
は
絵
画
的
描
写
の
印
象
明
瞭
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る。
明
治
二
十
九
年

（

五
）

の
俳
句
の
新
し
い
依
向
を
帯
ぴ
た
写
実
的
句
と
し
て
碧
梧
桐
の
句
風
を
旗
笠

し
て
い
る。
即
ち
「
碧
梧
桐
の
特
色
と
す
ぺ
き
所
は
極
め
て
印
象
の
明
瞭
な

る
句
を
作
る
に
在
り。
印
象
明
瞭
と
は
其
句
を
誦
ず
る
者
を
し
て
服
前
に
実

物
実
保
を
観
る
如
く
感
ぜ
し
む
る
を
請
ふ。
故
に
其
人
を
感
ぜ
し
む
る
処、

恰
も
写
生
的
絵
斑
の
小
幅
を
見
る
と
略
々
同
じ」
と
い
う
の
で
あ
る。
子
規

は
依
然
と
し
て
俳
句
と
絵
画
と
を
砥
ね
て
そ
の
共
通
点
を
考
え
て
い
た。
明

治
三
十
年
の
「
俳
人
蕪
村」
に
も
ま
た
俳
句
の
「
極
度
の
客
設
的
美
は
絵
面

と
同
じ」
だ
と
世
い
て
あ
る。
子
規
は
俳
句
の
特
性
を
空
間
的
と
し、
絵
画

の
空
間
性
と
一
致
さ
せ
た。
確
か
に
明
治
二
十
七
年
不
折
と
出
会
っ
て
絵
面

の
写
生
を
教
わ
っ
た
あ
と、
「
君
の
説
く
所
を
以
て
今
ま
で
自
分
の
専
攻
し

た
る
俳
句
の
上
に
比
較
し
て
そ
の
一
致
を
見
る
に
及
ん」
だ
と
明
治
三
十
四

年
の
「
墨
汁一
滴」
で
そ
の
心
得
を
説
い
た。
彼
は
絵
面
と
俳
句
と
の
間
に

ほ
ぽ
同
じ
よ
う
な
写
生
的
性
格
を
見
出
だ
し
た
わ
け
で
あ
る。

子
規
の
写
生
説
の
系
藷
を
考
え
る
場
合、
お
の
ず
か
ら
浅
井、
不
折、

為

山
な
ど
の
洋
画
家
た
ち
か
ら
の
影
物
に
及
ぶ
が、
一
方
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

の
は
絵
画
以
外
に
近
代
の
写
実
文
学
が
子
規
に
及
ぽ
し
た
影
饗
で
あ
る。
彼

は
心
理
学
の
示
唆
で
時
間・
空
間
と
い
う
よ
う
な
対
立
的
概
念
を
把
挫
し、

更
に
文
学
上
で
露
伴
を
介
し
て
知
っ
た
西
欧
的
な
概
念
を
写
生
と
結
ぴ
つ
け

た
と
言
わ
れ
る。
一
方、
坪
内
逍
遥
の
『
小
説
神
髄」
と
二
業
亭
四
迷
の

「
小
説
終
論」
の
理
論
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い。
逍
遥
の
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「
小
説
神
髄」

は
こ
う
話
っ
て
い
る
。
「
小
説
の
作
者
た
る
者
は
専
ら
其
意

を
心
理
に
注
ぎ
て、

我
が
倣
作
た
る
人
物
な
り
と
も、
一

度
篇
中
に
い
で
た

る
以
上
は、

之
れ
を
活
世
界
の
人
と
見
倣
し
て、

其
感
情
を
腐
し
い
だ
す
に、

敢
て
お
の
れ
の
意
匠
を
も
て
善
悪
邪
正
の
情
感
を
作
り
設
く
る
こ
と
を
ば
な

さ
ず、

只
傍
観
し
て
あ
り
の
ま
ヽ
に
模
寓
す
る
」

と
い
う
写
実
の
主
張
を
打

ち
出
し
た
。

作
中
人
物
の
感
梢
を
生
き
生
き
と
し
て
描
き
出
す
た
め
に
作
者

自
身
の
道
徳
的
感
情
を
隠
す
ぺ
き
と
説
く。

明
治
三
十
年
に
至
っ
て
は
じ
め

．

て
子
規
は
「
俳
人
蕪
村」

に
「
結
呆
た
る
感
情
を
直
叙
せ
ず
し
て
原
因
た
る

客
観
の
事
物
を
の
み
描
写
し、

観
る
者
を
し
て
之
に
よ
り
て
感
情
を
動
か
さ

し
む
る
こ
と、

恰
も
実
際
の
客
骰
が
人
を
動
か
す
が
如
く
な
ら
し
む」

と
述

ぺ
た
。

こ
れ
も
主
観
的
な
感
情
（
惑
伍）

を
抑
制
す
る
考
え
で
あ
る
。

子
規

は
短
詩
の
客
観
描
写
を
菰
要
視
す
る
の
に
対
し
て、

逍
遥
は
小
説
に
仮
作
さ

れ
た
人
物
を
杏
く
こ
と
に
も
写
実
の
方
法
を
用
い
た
。

し
か
し
子
規
も、

明

治
三
十
三
年
の
「
叙
事
文」

の
中
に、
「
貨
際
の
有
の
ま
、

を
写
す」

と
か、

「
貨
地
に
見
に
行
き
て
之
を
写
し
出
だ
す」

と
か
言
っ
て、

散
文
の
害
き
方

に
写
実
的
方
法
を
取
り
入
れ
る
。

し
か
も、

こ
れ
ら
の
言
菜
使
い
は
逍
遥
と

全
く
同
じ
で
あ
っ
た
。

逍
遥
は
ま
た、
「
我
が
小
説
は
至
難
中
の
最
も
至
難

な
る
も
の
な
る
か
ら、

他
の
居
常
の
文
章
の
如
く
作
者
自
身
の
感
梢、

思
想

を
只
あ
り
の
佐
に
あ
ら
は
し
得
て
以
て
足
れ
り
と
す
る
も
の
な
ら
で、

力
め

て
作
者
の
感
情
思
想
を
外
に
見
え
ざ
る
ゃ
う
掩
い
蔵
し
て、

他
の
人
間
の
情

い
●

合
を
ば
千
嬰
砥
化
極
り
な
く
見
る
が
如
く
世
き
い
だ
し、

活
た
る
如
く
に
窃

し
い
だ
す
を
其
本
分
と
は
な
す
も
の
な
り」

と
言
っ
て
い
る
。

子
規
も
三
十

l「-．：-
9

三
年
に
唐
か
れ
た
「
収
覧
の
歌」

に
「
感
情
を
有
の
僅
に
箆」

す
と
述
ぺ
る
。

他
方、

二
菜
亭
も
模
写
の
描
写
方
法
を
提
唱
す
る
。
「
模
寓
こ
そ
小
説
の
奨

面
目
な
れ
」、
「
模
潟
と
い
へ
る
こ
と
は
前
相
を
倣
り
て
虚
相
を
窃
し
出
す
と

い
ふ
こ
と
な
り。
（
中
略）

小
説
に
模
腐
せ
し
現
象
も、

勿
論
偶
然
の
も
の

に
相
述
な
け
れ
ど、

言
菜
の
言
廻
し、

脚
色
の
模
様
に
よ
り
て、

此
の
偶
然

の
形
の
中
に
明
白
に
自
然
の
意
を
寓
し
出
さ
ん
こ
と、

是
れ
模
箆
小
説
の
目

小・

的
と
す
る
所
な
り。

夫
れ
文
洋
は
活
ん
こ
と
を
要
す。
」

こ
の
「
小
説
穂
論」

に
説
か
れ
た
偶
然
の
模
写
と
明
白
と
は
子
規
の
瞬
間
的
描
写
と
印
象
明
瞭
と

い
う
写
実
的
な
認
数
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

写
生
は
子
規
に
と
っ
て
は
実
事
実
梢
実
景
を
そ
の
ま
ま
に
写
す
こ
と
で
あ

り、

酋
紫
を
変
え
て
言
え
ば、
「
曲
際
の
有
の
位
を
腐
す」

と
い
う
こ
と
で

あ
る。

逆
に
言
え
ば
客
観
的
で
な
い
対
象
は
写
す
ぺ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る。

そ
れ
か
ら
最
初
は
必
ず
客
観
の
自
然
に
生
き
る
花
鳥
あ
る
い
は
菜
花
を
詠
ず

る
の
が
よ
く、

そ
う
す
れ
ば、

箪
意
の
足
ら
な
い
も
の
も
一

応
の
形
を
写
す

こ
と
が
で
き
る
と
言
う。

か
つ
て
子
規
が
言
っ
た
「
人
間
よ
り
花
鳥
風
月
が

す
き
也」

と
い
う
言
葉
の
よ
う
に、

子
規
文
学
の
写
生
は
自
然
の
凪
猥
を
愛

し、

そ
れ
を
主
た
る
対
象
と
す
る
性
牧
を
持
っ
て
い
た
。

故
に、

後
の
子
規

の
後
継
者
と
な
っ
た
虚
子
も
積
極
的
に
「
客
観
写
生」

と
「
花
烏
諷
詠」

を

唱
え
た。

写
生
は
現
実
に
接
近
し
て
い
る
。

現
地
に
行
っ
て
直
接
に
対
象
と
対
面
し

結

び
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-

「世

界美術
大
全
集j
23
巻

小学
館

平成
5
年
3
月
10
日

二

「平
賀
元
義j

羽
生
永
明
若

工
藉
巡
息
郎
主
編

山
陽
新
聞
社

昭
和
61
年
4
月
15
日

三

「
正
図
子
規」

窪
藤
茂
吉
若

創
元
社

匹

歪
閃
子
規j

松
井
利

彦若

桜楓
社

五

「改
訂
京
袢
美

術全
史

松
昼―一
郎
苔

東
京
美
術

昭
和
56
年
4
月
25
8

昭
和
18
年
12
月
25
B

昭
和
57
年
7
月
20
B

て
眺
め
る。
そ
し
て
そ
の
対
象
の

偶然
の
瞬
IDJ
的
な
英
を
見
た
通
り
に
感
じ

た
ま
ま
に
写
す
こ
と
で
あ
る。
こ
の
楊
合
の
写
生
は
必
ず
印
象
主
義
の
趣
き

を
帯
ぴ
る。
子
規
に
好
評
さ
れ
た
万
菜
詞
歌
人
平
賀
元
義
の
歌
も
「
よ
く
万

緊
の
政
い
は
ゆ
る
印
象
主
義
の
実
を
伝
へ
た
る
事」
（
羽
生
永
明
「
平
賀

元
色）

と
笈
許
さ
れ
て
い
る。

写
生
は
子
規
に
と
っ
て
は
自
然
の
色
彩
を
模
写
す
る
こ
と
で
あ
る。
し
た

り、

平
気
で
生
き
ら
れ
る。

即
ち
写
生
は
病
苦
と
戦
う

手段
で
も
あ
っ
た。

．
で
あ
る。
そ
の
写
生
は
月
並
み
を
打
ち
破
る
も
の
で
あ
っ
た。
子
規
は
写
生

が
っ
て
楽
し
い
こ
と
で
あ
る。
自
然
と
の
交
流
に
よ
っ
て

造化
の
秘
密
も
梧

子
規
が
画
の
手
法
を
借
り
て
文
芸
に
取
り
入
れ
た
も
の
は
写
生
と
い
う
方
法

を
新
時
代
の
要
求
す
る
新
し
い
方
法
と
し
て
認
識
し、
し
か
も
意
哉
的
に
も

こ
の
方
法
を
も
っ
て
す
べ
て
の
も
の
を
通
そ
う
と
し
て
い
た。
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