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森
鴎
外
「
青
年
」
に
お
け
る
絵
画
と
そ
の
象
徴
的
意
味

一
、
序
鴎
外
と
絵
画

谷
口
佳
代
子

　
森
鴎
外
は
、
そ
の
活
動
の
初
期
か
ら
西
洋
絵
画
と
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
が
あ
る
。

明
治
二
十
年
頃
に
は
、
評
論
や
論
争
活
動
の
中
に
絵
画
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
が
あ

り
、
明
治
四
十
年
代
に
な
る
と
小
説
中
に
画
家
が
多
く
登
場
し
、
さ
ら
に
実
在
の
画

家
や
有
名
な
絵
画
を
作
品
中
に
挿
入
す
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
、
明
治
四
十
三
年
三

月
か
ら
翌
年
の
八
月
に
か
け
て
『
ス
バ
ル
』
に
連
載
さ
れ
た
「
青
年
」
で
は
、
二
人

の
画
家
が
主
人
公
に
変
化
を
う
な
が
す
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
設
定
さ
れ
、
ま
た
、

マ
ネ
の
「
ナ
ナ
」
な
ど
の
い
く
つ
か
の
絵
画
作
品
が
小
説
中
に
登
場
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
小
説
中
に
絵
画
を
引
用
し
て
、
そ
の
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
す
る
鴎
外
の

技
法
は
、
「
青
年
」
で
最
も
多
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
鴎

外
自
身
が
明
治
四
十
年
の
第
↓
回
か
ら
文
部
省
展
覧
会
い
わ
ゆ
る
文
展
の
審
査
員

を
連
続
し
て
務
め
た
こ
と
や
、
当
時
の
文
壇
の
流
行
に
画
壇
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ

と
、
「
青
年
」
執
筆
の
契
機
の
一
つ
に
絵
画
小
説
と
言
わ
れ
た
夏
目
漱
石
の
「
三
四

郎
」
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
特
筆
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
本
論
で

は
、
　
「
青
年
」
を
取
り
上
げ
て
、
実
在
の
絵
画
を
取
り
込
み
な
が
ら
展
開
す
る
〈
見

る
〉
と
い
う
行
為
の
意
味
と
そ
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
、
画
学
生
瀬
戸
速
人
の
設
定

　
「
青
年
」
は
、
小
説
家
志
望
の
主
人
公
小
泉
純
一
が
上
京
後
、
医
学
生
の
大
村
や

画
学
生
の
瀬
戸
と
交
流
し
、
お
雪
さ
ん
や
坂
井
未
亡
人
と
交
際
し
て
、
よ
う
や
く
執

筆
し
よ
う
と
決
心
す
る
ま
で
を
描
い
た
鴎
外
の
現
代
長
編
小
説
で
あ
る
。
明
治
四
十

三
年
三
月
一
日
か
ら
翌
四
十
四
年
八
月
一
日
ま
で
『
ス
バ
ル
』
に
連
載
さ
れ
、
大
正

二
年
二
月
十
日
籾
山
書
店
よ
り
単
行
本
『
青
年
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
出
版
さ
れ
た
。

　
小
説
に
は
、
二
人
の
画
家
が
登
場
す
る
が
、
な
か
で
も
純
一
と
同
郷
の
画
学
生
瀬

戸
速
人
は
、
重
要
な
役
割
を
に
な
っ
て
い
る
。
瀬
戸
は
、
「
昔
脂
ぎ
つ
て
み
た
顔
が
、

今
は
干
か
ら
び
て
、
目
尻
や
口
の
周
囲
に
何
か
言
ふ
と
搬
が
出
来
」
、
「
笑
ふ
と
ひ

ど
く
醜
く
な
る
」
男
で
、
仮
病
を
使
っ
て
学
校
を
抜
け
出
し
た
り
、
通
り
す
が
り
の

娘
の
肉
付
き
の
良
い
体
を
目
で
追
い
か
け
た
り
、
「
お
安
さ
ん
が
は
ん
べ
つ
て
る
な

い
じ
や
な
い
か
と
」
と
「
厭
な
笑
顔
」
で
純
一
を
冷
や
か
し
た
り
と
、
Y
県
か
ら
上

京
し
た
ば
か
り
の
純
情
で
紅
顔
な
青
年
純
一
と
性
格
も
外
見
も
対
照
的
な
存
在
に

設
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
純
一
自
身
に
も
、
瀬
戸
は
「
ゆ
。
冨
目
。
」
で
あ
り
「
窪
く
。
δ

な
目
」
を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
せ
て
、
少
々
厄
介
な
友
人
と
し
て
認
識
さ
せ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
鴎
外
が
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
の
は
明
治
十
七
年
か
ら
二
十
一
年
（
一

八
八
四
～
八
八
）
に
か
け
て
で
あ
る
瀞
、
一
八
三
〇
～
四
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
で

「
ラ
・
ボ
回
診
ム
」
と
呼
ば
れ
る
文
学
青
年
の
一
群
が
、
新
文
芸
を
目
指
し
た
創
作

活
動
を
行
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
ア
ン
リ
・
ミ
ュ
ル
ジ
ェ
ー
ル
は
『
ボ
エ
ー
ム
情
景
』

（一

ｪ
四
九
）
で
社
会
の
規
範
に
縛
ら
れ
な
い
自
由
気
ま
ま
な
仲
間
の
生
活
を
描
い

て
好
評
を
博
し
、
後
年
プ
ッ
チ
二
二
が
そ
れ
を
オ
ペ
ラ
化
し
て
（
「
ラ
・
ボ
エ
ー
ム
」

（一

ｪ
九
六
、
明
治
二
十
九
年
）
）
、
ボ
エ
ー
ム
（
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
）
と
い
う
言
葉
は

世
界
中
に
広
ま
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
美
術
学
校
を
抜
け
出
し
た
り
、
「
ロ
コ
。
冨
旨
。
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

学
校
体
制
の
外
に
あ
ろ
う
と
し
社
会
的
束
縛
に
縛
ら
れ
な
い
で
お
こ
う
と
す
る
放

浪
と
非
順
応
の
瀬
戸
の
姿
勢
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
無
責
任
で
は
あ
る
が
、
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↓
方
で
自
由
に
社
会
を
〈
見
る
〉
こ
と
が
で
き
る
立
場
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
画
学
生
と
い
う
設
定
か
ら
、
瀬
戸
は
、
対
象
を
そ
の
対
象
が
持
つ
目
的
に

そ
っ
て
み
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
丁
寧
に
観
察
す
る
こ
と
を
、
日

常
的
に
行
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
画
家
が
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
果
物

を
見
る
場
合
は
、
食
べ
物
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
果
物
の
形
や
色
、
皮

の
痛
み
具
合
や
シ
ミ
の
様
子
な
ど
を
丁
寧
に
観
察
し
、
外
側
か
ら
、
そ
れ
が
熟
し
て

い
る
の
か
ど
う
か
な
ど
の
内
側
を
探
る
。
つ
ま
り
瀬
戸
に
と
っ
て
〈
見
る
〉
と
い
う

行
為
は
、
個
々
を
区
別
し
、
そ
の
特
質
を
探
る
と
い
う
特
別
な
意
味
を
持
つ
。

　
こ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
瀬
戸
は
、
小
説
冒
頭
か
ら
登
場
し
、
厄
介
な
友
人
で
あ

り
な
が
ら
も
、
純
一
を
講
演
会
や
県
人
会
に
誘
い
出
し
て
、
つ
ね
に
純
一
と
絡
み
な

が
ら
小
説
終
盤
ま
で
活
躍
す
る
。
純
一
が
積
極
的
に
交
際
を
求
め
た
医
学
生
の
大
村

と
違
っ
た
形
で
、
純
一
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

三
、
お
雪
と
の
出
会
い
と
く
視
線
〉

　
さ
て
、
純
一
は
下
宿
を
探
し
に
出
か
け
た
先
で
、
娘
を
見
か
け
る
。
こ
の
銀
行
頭

取
の
娘
中
沢
雪
と
純
一
と
の
出
会
い
は
、
小
説
中
に
三
回
描
か
れ
て
い
る
が
、
次
に

最
初
の
出
会
い
の
場
面
を
引
用
す
る
。

　
な
お
引
用
は
、
大
正
二
年
二
月
十
日
籾
山
書
店
よ
り
刊
行
さ
れ
た
初
版
本
に
依
り
、

旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
ル
ビ
は
省
い
た
。

　
純
一
が
見
る
と
も
な
し
に
見
て
み
る
と
、
萩
の
茂
み
を
離
れ
て
、
ダ
ア
リ

ア
の
花
の
間
へ
、
幅
の
広
い
ク
リ
イ
ム
色
の
リ
ボ
ン
を
掛
け
た
束
髪
の
娘
の

頭
が
ひ
ょ
い
と
出
た
。
大
き
い
目
で
純
一
を
ぢ
い
っ
と
見
て
み
る
の
で
、
純

一
も
ち
い
つ
と
見
て
み
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
参
章
）

　
こ
の
場
面
で
は
、
二
人
の
視
線
の
動
き
が
丁
寧
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
純
一
が
「
見

る
と
も
な
し
に
見
て
ゐ
」
た
先
に
お
雪
の
顔
が
現
れ
、
お
雪
は
「
大
き
い
目
で
ぢ
い

っ
と
見
」
る
。
純
一
も
黙
っ
て
「
見
て
ゐ
」
る
。
　
「
純
一
の
視
線
を
辿
っ
て
」
家
主

の
お
婆
さ
ん
が
お
雪
を
見
つ
け
、
よ
う
や
く
お
婆
さ
ん
と
お
雪
と
の
間
で
言
葉
が
交

わ
さ
れ
る
が
、
純
一
は
、
そ
の
家
を
慌
て
て
と
び
だ
し
、
そ
の
時
お
雪
の
顔
を
見
つ

け
た
ダ
リ
ア
の
咲
い
て
い
る
付
近
に
視
線
を
泳
が
せ
る
。
つ
ま
り
、
二
人
の
出
会
い

は
、
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
な
く
、
　
〈
視
線
〉
を
交
わ
す
こ
と
に
終
始
す
る
。

　
二
度
目
の
出
会
い
は
、
そ
れ
か
ら
一
週
間
後
の
こ
と
で
あ
る
。
下
宿
先
の
お
婆
さ

ん
を
介
し
て
二
人
は
知
り
合
っ
た
。

ダ
ア
リ
ア
の
花
の
あ
た
り
ま
で
行
く
と
、
貧
家
を
借
り
た
日
に
見
た
少
女
の

頭
が
、
同
じ
所
に
見
え
て
み
る
。
リ
ボ
ン
は
矢
張
ク
リ
イ
ム
色
で
、
容
赦
な

く
睡
い
た
大
き
い
目
は
、
純
一
が
宮
島
へ
詣
っ
た
と
き
見
た
鹿
の
目
を
思
ひ

出
さ
せ
た
。

　
　
　
　
　
（
略
）

お
雪
さ
ん
は
黙
っ
て
お
辞
儀
を
し
て
、
純
一
の
顔
を
ぢ
い
っ
と
見
て
立
っ
て

る
る
。

　
　
　
　
　
（
略
）

　
諺
に
も
い
ふ
天
長
節
日
和
の
冬
の
日
が
ば
っ
と
差
し
て
来
た
の
で
、
お
雪

さ
ん
は
目
映
し
さ
う
な
顔
を
し
て
、
横
に
純
一
の
方
に
向
い
た
。
純
一
が
国

に
み
る
と
き
取
り
寄
せ
た
近
代
美
術
史
に
、
ナ
ナ
と
い
ふ
題
の
マ
ネ
エ
の
画

が
あ
っ
て
、
大
き
な
眉
刷
毛
を
持
っ
て
、
鏡
の
前
に
立
っ
て
、
一
寸
横
に
振

り
向
い
た
雪
ぶ
か
い
て
あ
っ
た
。
そ
の
稽
や
規
則
正
し
過
ぎ
る
か
と
思
は
れ

る
や
う
な
、
細
面
な
顔
に
、
お
雪
さ
ん
が
好
く
似
て
み
る
と
思
ふ
の
は
、
額
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を
右
か
ら
左
へ
斜
に
掠
め
て
み
る
、
小
指
の
大
き
さ
程
つ
つ
に
固
ま
っ
た
、

柔
か
い
前
髪
の
重
め
も
あ
ら
う
。
そ
の
前
髪
の
下
の
大
き
い
目
が
、
日
に
目

映
し
が
っ
て
も
、
少
し
も
純
一
に
は
目
映
し
が
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
章
）

　
こ
の
場
面
で
は
、
お
雪
の
〈
視
線
〉
に
翻
弄
さ
れ
る
純
一
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

紹
介
さ
れ
た
後
お
辞
儀
を
し
て
「
純
一
の
顔
を
ぢ
い
っ
と
見
」
る
お
雪
の
視
線
は
、

男
性
の
純
一
に
と
っ
て
も
「
顔
が
赤
く
」
な
る
よ
う
な
気
恥
ず
か
し
い
も
の
で
、
二

つ
直
ぐ
に
純
一
の
視
線
を
捉
え
て
離
さ
な
い
。
そ
れ
は
、
純
一
へ
の
率
直
な
好
奇
心

を
表
し
て
い
る
。

　
一
方
、
純
一
は
、
見
つ
め
る
お
雪
の
視
線
に
と
ま
ど
う
ば
か
り
で
、
視
線
を
返
し

た
り
返
事
を
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
視
線
の
示
唆
す
る
意
味
を
察
す
る
こ
と

も
で
き
ず
、
反
発
を
感
じ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
お
雪
が
躍
り
口
に
腰
を
下

ろ
し
て
か
ら
も
、
純
一
は
お
雪
の
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
「
気
色
を
伺
う
」
こ
と

し
か
で
き
な
い
。
し
か
し
お
雪
は
純
一
を
「
目
映
し
が
ら
」
ず
に
見
つ
め
続
け
る
。

こ
の
よ
う
な
二
人
の
視
線
の
動
き
は
、
二
人
の
沈
黙
で
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　
お
雪
の
｝
方
的
な
視
線
は
、
純
一
の
女
性
に
慣
れ
な
い
、
Y
県
か
ら
上
京
し
た
ば

か
り
と
い
う
状
況
を
際
だ
た
せ
、
さ
ら
に
、
純
一
の
〈
見
る
〉
と
い
う
行
為
に
対
す

る
用
意
の
な
さ
と
意
識
の
低
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
こ
の
場
面
で
、
マ
ネ
の
「
ナ
ナ
」
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
　
「
ナ
ナ
」
の
絵
の
中
央

に
描
か
れ
る
女
性
の
横
に
向
い
た
ポ
ー
ズ
が
純
一
を
見
つ
め
る
お
雪
の
姿
勢
に
、
そ

し
て
「
や
や
規
則
正
し
過
ぎ
る
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
細
面
の
顔
」
や
「
柔
ら
か

い
前
髪
」
が
、
お
雪
の
面
立
ち
に
共
通
す
る
と
い
う
。
お
雪
の
外
見
や
そ
の
特
徴
を
、

絵
を
挿
入
し
て
、
視
覚
的
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
マ
ネ
が
、
当
時
の
日
本
で
ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
か
を
追
跡

す
る
と
、
小
説
家
ゾ
ラ
と
の
関
係
で
紹
介
さ
れ
た
り
、
「
青
年
」
連
載
中
に
雑
誌
『
白

樺
』
で
特
集
が
組
ま
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
「
ナ
ナ
」
に
関
し
て
は
、
図
版
が
流
通

し
て
い
た
可
能
性
は
低
い
。
注
，
つ
ま
り
、
当
時
の
「
青
年
」
の
読
者
で
こ
の
絵
画
を

す
ぐ
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
限
ら
れ
て
い
た
が
、
視
覚
で
受
容
す
る

絵
画
と
い
う
存
在
が
、
主
人
公
の
〈
見
る
〉
と
い
う
行
為
に
関
連
し
て
挿
入
さ
れ
て

い
る
点
に
も
、
着
目
し
た
い
。

　
三
度
目
の
出
会
い
で
は
、
し
ば
ら
く
時
間
を
お
い
て
二
人
が
会
っ
た
時
の
こ
と
が

描
か
れ
て
い
る
。

　
頬
か
ら
、
臆
か
ら
、
耳
の
下
を
頸
に
掛
け
て
、
障
っ
た
ら
、
指
に
軽
い
抗

抵
を
な
し
て
窪
み
さ
う
な
、
鵯
色
の
肌
の
見
え
て
み
る
の
と
、
ペ
エ
ジ
を
翻

す
手
の
一
つ
一
つ
の
指
の
節
に
、
挟
つ
た
や
う
な
窪
み
の
附
い
て
み
る
の
と

の
上
を
、
純
一
の
不
安
な
目
は
往
反
し
て
み
る
。

　
　
　
　
　
（
略
）

　
お
雪
さ
ん
は
雑
誌
を
見
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
両
手
で
頬
杖
を
衝
い
て
、

無
遠
慮
に
純
一
の
顔
を
見
な
が
ら
云
っ
た
。

　
　
　
　
　
（
略
）

　
話
を
聞
き
な
が
ら
、
純
一
は
お
雪
さ
ん
の
顔
を
見
て
み
る
。
　
（
略
）
お
雪

さ
ん
の
遊
び
に
来
た
こ
と
は
、
こ
れ
迄
何
度
だ
か
知
ら
な
い
が
、
純
一
は
い

つ
も
此
娘
の
顔
を
見
る
よ
り
は
、
却
っ
て
こ
の
娘
に
顔
を
見
ら
れ
て
る
た
。

そ
れ
が
け
ふ
始
て
向
う
の
顔
を
つ
く
づ
く
見
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
純
一
は
か
う
云
う
こ
と
に
気
が
附
い
た
。
お
雪
さ
ん
は
自
分
を
見

ら
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
に
気
が
附
い
た
。
そ
れ
は
当
り

前
の
事
で
あ
る
の
に
、
純
一
の
為
め
に
は
、
さ
う
思
っ
た
刹
那
に
、
大
い
な

る
発
見
を
し
た
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
ふ
に
、
こ
の
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娘
が
人
の
見
る
に
任
す
心
持
は
、
同
時
に
人
の
為
す
に
任
す
心
持
だ
と
思
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
人
の
為
す
に
任
す
と
云
っ
て
は
、
ま
だ
十
分
で
な
い
、
人

の
為
す
を
待
つ
、
人
の
為
す
を
促
す
と
云
っ
て
も
好
さ
さ
う
で
あ
る
。
　
（
略
）

兎
に
角
彼
に
は
強
い
智
識
欲
が
あ
る
。
そ
れ
が
彼
を
し
て
待
つ
や
う
な
促
す

や
う
な
態
度
に
出
で
し
む
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
章
）

　
こ
の
場
面
で
は
、
　
〈
視
線
V
に
重
要
な
意
味
が
付
加
さ
れ
て
、
展
開
す
る
。
二
人

は
最
初
に
「
並
ん
で
据
っ
て
」
西
洋
雑
誌
を
眺
め
て
い
る
が
、
お
雪
の
頬
や
首
や
手

の
上
を
「
純
一
の
不
安
な
目
」
は
さ
ま
よ
う
。
純
一
の
視
線
は
、
お
雪
を
横
か
ら
捉

え
、
彼
女
の
若
々
し
い
肌
の
上
を
動
い
て
、
一
つ
の
所
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
純
一
の

興
味
と
遠
慮
と
い
う
相
反
す
る
気
持
ち
を
表
し
て
、
不
安
定
な
動
き
を
す
る
。

　
し
か
し
、
純
一
が
座
を
移
し
て
お
雪
か
ら
離
れ
る
と
、
お
雪
は
雑
誌
を
お
い
て
「
無

遠
慮
に
純
一
の
顔
を
見
」
る
。
二
人
は
対
面
す
る
位
置
に
座
り
、
お
雪
の
視
線
は
、

真
っ
直
ぐ
に
純
一
の
顔
そ
し
て
彼
の
視
線
を
捉
え
て
、
会
わ
ず
に
い
た
間
の
出
来
事

を
話
し
出
す
。
純
一
は
、
相
づ
ち
を
打
つ
だ
け
の
聞
き
手
側
に
立
っ
て
、
よ
う
や
く

見
つ
め
続
け
る
お
雪
を
、
見
つ
め
返
す
こ
と
が
で
き
た
。
純
一
の
視
線
は
定
ま
り
、

出
会
っ
て
か
ら
「
始
て
向
う
の
顔
を
つ
く
づ
く
と
見
」
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

視
線
が
定
ま
っ
て
、
は
じ
め
て
、
純
一
は
お
雪
を
観
察
し
深
く
考
察
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
純
一
は
、
お
雪
が
「
見
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
」
お
り
、
彼
女
の
「
人

の
見
る
に
任
す
心
持
」
、
　
「
人
の
為
す
を
促
す
」
　
「
心
持
」
に
気
が
付
く
。

　
つ
ま
り
、
純
一
は
観
察
す
る
行
為
を
通
し
て
、
お
雪
自
身
す
ら
気
づ
い
て
い
な
い

可
能
性
の
あ
る
彼
女
の
「
心
持
」
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
た
ん
に
外
見
を
見
る
こ

と
か
ら
、
観
察
し
て
そ
の
内
面
に
あ
る
も
の
を
推
察
す
る
こ
と
へ
と
、
〈
見
る
〉
と

い
う
行
為
の
意
味
が
深
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
で
再
び
マ
ネ
の
「
ナ
ナ
」
に
戻
る
と
、
画
面
中
央
に
全
身
像
が
大
き
く
描
か

れ
た
若
い
女
性
は
、
画
家
、
そ
し
て
こ
の
絵
を
観
る
者
を
直
視
し
て
い
る
。
こ
の
率

直
な
視
線
は
、
お
雪
の
視
線
と
共
通
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
お
雪
と
純
一
の

関
係
で
、
つ
ね
に
〈
視
線
〉
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。　

ま
た
、
そ
の
女
性
は
、
大
き
く
腰
が
張
っ
た
肉
感
的
な
体
型
で
、
下
着
姿
の
ま
ま
、

シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
を
か
ぶ
り
ス
テ
ッ
キ
を
持
っ
て
外
出
の
準
備
が
整
っ
た
男
性
の
前

に
平
然
と
立
っ
て
、
化
粧
を
し
て
い
る
。
非
常
に
奔
放
な
様
子
で
あ
る
。
ま
た
、
背

景
に
描
か
れ
た
鶴
。
。
『
器
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
卑
語
で
娼
婦
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
絵
は
、
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
の
作
品
『
居
酒
屋
』
や
『
ナ
ナ
』
と
の
関
連
で
描
か

れ
た
絵
で
、
登
場
人
物
の
ナ
ナ
は
娼
婦
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
こ
の
絵
を
想

起
し
た
純
一
の
お
雪
に
対
す
る
性
的
な
関
心
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
お
雪
の

性
に
対
す
る
「
強
い
智
識
欲
」
を
示
唆
し
て
い
る
。
鴎
外
は
、
こ
の
マ
ネ
の
絵
を
挟

み
込
む
こ
と
で
、
純
一
と
お
雪
は
、
率
直
な
〈
視
線
〉
を
仲
立
ち
に
し
て
、
性
的
関

心
を
互
い
に
抱
い
て
い
る
こ
と
を
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
　
「
面
白
い
観
察
」

　
〈
見
る
〉
行
為
の
意
味
に
気
が
つ
き
始
め
た
純
一
で
あ
っ
た
が
、
瀬
戸
と
の
対
話

で
、
そ
の
重
要
性
を
は
っ
き
り
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
瀬
戸
は
、
県
人
会
の
忘

年
会
に
一
緒
に
参
加
し
よ
う
と
純
一
を
誘
っ
て
「
い
ろ
い
ろ
な
階
級
、
い
ろ
い
ろ
な

職
業
の
人
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
何
か
書
か
う
と
し
て
い
る
純
一
渉
為
め
に
は
、
面
白

い
観
察
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
に
違
ひ
な
い
と
云
」
う
。
こ
の
台
詞
に
続
く
場
面
で

は
、
金
の
無
心
を
す
る
厄
介
な
友
人
で
あ
る
瀬
戸
ぶ
、
一
方
で
、
純
一
が
小
説
家
と

し
て
立
つ
た
め
に
必
要
な
心
構
え
を
発
見
さ
せ
る
と
い
う
非
常
に
大
き
な
役
割
を
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に
な
っ
て
く
る
。
画
学
生
と
い
う
立
場
か
ら
、
執
筆
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
の

一
つ
に
「
観
察
」
が
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
純
一
に
教
え
て
、
転
機
を
も
た
ら
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
瀬
戸
が
訪
ね
て
い
る
と
き
に
、
下
宿
先
の
嫁
の
安
が
、
純
一
の
部
屋
へ
食
事
を
運

ん
で
く
る
。

　
安
が
帰
っ
た
跡
で
、
瀬
戸
が
狡
猜
ら
し
い
顔
を
し
て
、
　
「
明
日
柳
橋
へ
行

っ
た
つ
て
、
僕
の
材
料
は
な
い
が
、
君
の
所
に
は
惜
し
い
材
料
が
あ
る
」
と

云
っ
た
。
（
略
）
芸
者
な
ん
ぞ
は
、
お
白
い
や
頬
紅
の
。
津
↓
を
研
究
す
る
に
は
好

い
か
も
知
れ
な
い
が
、
君
の
家
主
の
お
上
さ
ん
の
や
う
な
生
地
の
女
は
あ
の

仲
間
に
は
な
い
と
云
っ
た
。
　
（
略
）
皆
持
へ
た
や
う
な
表
情
を
し
て
み
て
、

芸
者
と
い
ふ
蔓
陽
を
研
究
す
る
粉
本
に
は
な
っ
て
も
、
女
と
い
ふ
自
然
を
あ
の

中
に
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
「
女
と
い
ふ

自
然
」
は
憐
に
安
に
於
い
て
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
瀬
戸
に
注
意
せ
ら
れ

て
、
純
｝
も
首
肯
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
話
し
草
臥
れ
て
瀬
戸
が
帰
っ
た
。

純
一
は
一
人
に
な
っ
て
こ
ん
な
事
を
思
っ
た
。
　
（
略
）
瀬
戸
に
注
意
せ
ら
れ

て
か
ら
、
あ
の
顔
を
好
く
思
ひ
浮
べ
て
見
る
と
、
田
舎
生
れ
の
小
間
使
上
が

り
で
、
植
木
屋
の
女
房
に
な
っ
て
み
る
、
あ
の
安
が
ど
こ
か
に
美
人
の
骨
相

を
持
っ
て
る
る
。
色
艶
は
悪
い
。
身
綺
麗
に
は
し
て
み
て
も
髪
容
に
構
は
な

い
。
そ
れ
な
の
に
あ
の
円
顔
の
目
と
口
と
に
は
、
複
製
図
で
見
た
ζ
o
目
伽
＝
。
。
溝

の
媚
が
あ
る
。
芸
者
や
な
ん
ぞ
の
持
へ
た
表
情
で
な
い
表
情
を
、
安
は
有
し

て
み
る
に
違
ひ
な
い
。
　
（
略
》
今
の
や
う
な
事
で
は
、
芸
術
家
と
し
て
世
に

立
つ
資
格
が
な
い
と
、
純
一
は
反
省
し
た
。

「
生
地
の
女
」
で
あ
り
「
女
と
い
ふ
自
然
」
を
有
し
て
い
る
安
の
表
情
は
、
こ
こ

で
は
、
　
「
皆
椿
へ
た
や
う
な
表
情
を
し
て
み
て
、
芸
者
と
い
ふ
曙
場
」
の
表
情
し
か

し
な
い
「
芸
者
」
た
ち
と
、
対
降
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
化
粧
で
繕
う
こ
と
な
く
自

分
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
個
人
固
有
の
表
情
を
持
つ
安
の
顔
立
ち
を
、
純
一
は
こ
こ

で
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
安
の
表
情
を
表
現
す
る
の
た
め
に
、
純
一
は
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ

の
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
を
思
い
起
こ
す
。
　
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
は
、
女
性
の
上
半
身
を
中

央
に
備
え
た
肖
像
画
で
あ
る
が
、
そ
の
化
粧
を
し
な
い
で
椀
然
た
る
笑
み
を
見
せ
る

表
情
は
、
非
常
に
独
特
の
も
の
で
あ
る
。
安
の
美
人
で
固
有
の
表
情
を
具
体
的
に
表

現
す
る
た
め
に
、
　
「
ζ
o
嘗
p
記
田
の
媚
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
は
、
マ
ネ
の
「
ナ
ナ
」
よ
り
も
当
時
一
般
に

知
ら
れ
て
い
た
。
「
青
年
」
連
載
前
か
ら
図
版
は
紹
介
さ
れ
て
い
た
し
、
連
載
終
了

直
後
の
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
八
月
二
十
一
日
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
か
ら
モ
ナ

リ
ザ
が
盗
ま
れ
、
日
本
の
新
聞
や
各
美
術
雑
誌
も
そ
れ
を
図
版
付
き
で
報
道
し
た
た

め
で
あ
る
。
大
正
二
年
の
単
行
本
『
青
年
』
刊
行
時
に
は
、
多
く
の
読
者
が
そ
の
絵

を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
注
、
こ
の
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
に
描
か

れ
た
女
性
の
目
元
や
口
元
に
、
安
が
似
て
い
る
と
純
一
は
思
う
。

　
さ
ら
に
肖
像
画
の
女
性
は
、
遠
景
に
全
く
人
間
の
生
活
空
間
を
感
じ
さ
せ
な
い
自

然
の
風
景
を
背
負
っ
て
、
た
っ
た
一
人
で
屹
立
す
る
。
集
団
で
は
な
く
人
間
個
人
の

存
在
を
象
徴
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
純
一
は
、
安
の
「
ζ
o
嘗
固
＝
。
・
9
の
媚
」
の

あ
る
表
情
を
発
見
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
人
を
そ
の
鏡
遇
や
身
分
か
ら
漠
然
と
捉
え

な
い
で
、
そ
の
表
情
に
に
じ
み
出
る
よ
う
な
個
人
の
考
え
方
や
個
人
の
生
き
方
を
注

意
深
く
「
観
察
」
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
も
考
え
始
め
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
に
通
じ
る
安
の
表
情
を
発
見
し
た
純
一
は
、
さ
ら
に
続
け
て
、

別
の
画
家
を
思
い
出
す
。
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思
っ
て
見
れ
ば
、
抽
象
的
な
議
論
程
容
易
な
も
の
は
無
い
。
瀬
戸
で
さ
へ
あ

ん
な
議
論
を
す
る
が
、
明
治
時
代
の
民
間
の
女
と
明
治
時
代
の
芸
者
と
を
、

簡
単
な
、
而
か
も
典
型
的
な
表
情
や
姿
勢
で
、
現
は
し
て
み
る
画
は
少
い
や

う
だ
。
明
治
時
代
は
ま
だ
一
人
の
O
o
器
雷
巨
宣
〇
二
四
を
生
ま
な
い
の
で
あ
る
。

自
分
も
因
襲
の
束
縛
を
受
け
な
い
目
丈
を
で
も
持
ち
た
い
も
の
だ
。
今
の
や

う
な
事
で
は
、
芸
術
家
と
し
て
世
に
立
つ
資
格
が
な
い
と
、
純
一
は
反
省
し

た
。
　
　
　
　
　
　
　
（
十
六
章
）

　
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
素
描
画
家
で
、
『
イ
ラ
ス
ト
レ
ー

テ
ッ
ド
・
ロ
ン
ド
ン
・
ニ
ュ
ー
ズ
』
の
挿
絵
画
家
を
務
め
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
に
は
特

派
員
と
し
て
参
加
し
活
躍
し
た
。
の
ち
パ
リ
に
住
み
、
当
時
の
社
会
や
風
俗
を
活
写

し
て
大
好
評
を
得
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
も
『
近
代
生
活
の
画
家
』
　
（
一
八
六
三
）
で
絶

賛
し
て
い
る
。
純
一
が
思
う
「
明
治
時
代
の
民
間
の
女
と
明
治
時
代
の
芸
者
」
と
を

現
す
絵
と
は
、
様
々
な
人
々
の
目
々
の
生
活
や
習
慣
、
つ
ま
り
時
代
の
風
俗
を
的
確

に
捉
え
て
表
現
す
る
絵
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
を
捉
え
る
画
家
の
視
線
と
そ
れ
を

表
現
す
る
画
家
の
力
量
を
意
味
し
て
い
る
。

柱
3

　
と
こ
ろ
で
、
ギ
ー
ス
は
当
時
日
本
で
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
鴎
外
は
、
純
一
に
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
の
絵
を
「
簡
単
な
、
而
か
も

典
型
的
な
表
情
や
姿
勢
で
、
現
は
し
て
み
る
画
」
と
説
明
さ
せ
て
い
る
。

　
さ
て
、
そ
こ
で
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
と
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
の
素
描
を
比
較

す
る
と
、
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
は
そ
の
画
法
が
生
み
出
し
た
画
面
の
重
厚
さ
や
自
然
を

題
材
と
し
た
背
景
か
ら
、
中
央
に
描
か
れ
た
女
性
に
時
代
を
超
え
た
人
間
の
存
在
を

み
て
と
る
こ
と
が
で
き
、
一
方
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
の
素
描
か
ら
は
、
限
ら

れ
た
時
代
の
限
ら
れ
た
場
所
で
の
生
き
生
き
と
し
た
人
間
の
一
瞬
の
輝
き
を
み
て

と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
小
説
家
と
し
て
必
要
な
「
観
察
」
は
、
そ
の
両
方
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、

純
一
が
よ
う
や
く
気
が
付
い
た
場
面
で
あ
る
。
純
一
に
と
っ
て
〈
見
る
〉
行
為
の
意

味
が
さ
ら
に
深
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。
画
学
生
の
瀬
戸
に
よ
っ
て
「
観
察
」
す
る
こ

と
の
必
要
性
が
提
示
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
純
一
が
深
く
理
解
し
た
の
で
あ
る
が
、

純
一
の
深
い
理
解
を
具
体
的
に
表
現
す
る
た
め
に
、
二
人
の
画
家
の
絵
が
挿
入
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
鴎
外
は
、
マ
ネ
の
「
ナ
ナ
」
で
く
視
線
〉
を
象
徴
的
に
利
用
し
た
が
、
こ
こ
で
は

「
観
察
」
す
る
こ
と
の
多
重
な
意
味
を
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
画
に
背
負
わ
せ
て
利
用
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
絵
画
が
に
な
う
小
説
中
で
の
機
能
を
追
究
す
る
と
、
そ
の
第
一
の
働

き
は
、
画
面
に
直
接
描
か
れ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
を
そ
の
ま
ま
、
あ
ら
す
じ
の
手
助
け

と
し
て
、
視
覚
的
に
読
者
に
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
「
ナ
ナ
」
に
描
か
れ
る
女
性

の
顔
は
、
宮
島
で
見
た
鹿
の
よ
う
な
大
き
な
瞳
を
持
ち
、
直
接
的
に
お
雪
の
顔
を
、

そ
し
て
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
の
顔
立
ち
は
安
の
顔
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
文
字
で
表
現

さ
れ
た
世
界
に
、
具
体
的
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
、
そ
の
絵
に
描
か
れ
た
個
々
の
図
像
の
意
味
や
象
徴
的
意
味
を
、
小
説

世
界
に
付
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
ナ
ナ
」
に
描
か
れ
た
女
性
の
、
こ
ち
ら
を

真
っ
直
ぐ
に
見
つ
め
る
く
視
線
Y
と
彼
女
の
持
つ
性
的
な
意
味
合
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
純
一
と
お
雪
の
関
係
に
深
く
関
与
し
て
い
る
。
ま
た
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
と
コ
ン
ス

タ
ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
の
素
描
画
は
、
二
つ
合
わ
さ
っ
て
、
純
一
が
目
指
す
小
説
家
と

し
て
の
理
想
を
示
唆
し
て
い
る
。
鴎
外
は
、
象
徴
的
な
絵
画
の
解
釈
を
利
用
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
絵
画
は
、
　
「
青
年
」
の
文
脈
の
中
で
、
多
重
の
意
味
を
持

っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
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五
、
結
び

り
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
瀬
戸
と
の
対
話
の
前
に
、
純
一
は
医
学
生
の
大
村
と
二
人
で
大
宮
ま

で
散
策
に
出
か
け
る
。
そ
の
途
中
の
列
車
で
偶
然
一
緒
に
な
っ
た
教
育
家
の
女
性
を

前
に
し
て
大
村
は
、
「
自
己
を
誤
解
せ
ら
れ
る
虞
の
あ
る
人
に
は
、
自
己
を
観
察
し

て
貰
い
た
く
な
い
」
と
の
理
由
で
口
を
慎
む
。
こ
の
逸
話
は
、
し
ば
し
ば
偏
り
が
ち

な
「
観
察
」
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
意
味
し
て
い
る
が
、
ま
だ
純
一
は
そ
の
重
要
性

に
気
が
付
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
瀬
戸
と
の
対
話
の
結
果
「
観
察
」
す
る
こ
と
の

深
い
意
味
を
発
見
し
、
そ
れ
を
小
説
作
法
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
る
と
、

書
く
こ
と
へ
一
歩
近
づ
い
た
こ
と
に
な
っ
た
。
小
説
の
結
末
の
坂
井
未
亡
人
を
追
い

か
け
て
い
っ
た
箱
根
で
、
「
こ
ん
度
は
現
代
語
で
、
現
代
人
の
微
細
な
観
察
を
書
い

て
、
そ
し
て
古
い
伝
説
の
味
を
傷
つ
け
な
い
や
う
に
し
て
見
せ
よ
う
」
（
二
十
四
章
）

と
、
執
筆
の
契
機
を
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　
純
一
は
、
上
京
後
さ
ま
ざ
ま
な
刺
激
を
受
け
て
執
筆
の
決
心
に
至
る
。
な
か
で
も

　
「
観
察
」
す
る
こ
と
の
自
覚
は
、
大
村
と
の
知
的
交
流
や
坂
井
未
亡
人
と
の
性
的
関

係
の
影
に
隠
れ
て
、
余
り
目
立
た
な
い
体
験
で
は
あ
る
が
、
小
説
執
筆
を
具
体
的
に

う
な
が
す
重
要
な
契
機
で
あ
る
。
純
一
の
中
で
の
（
見
る
〉
と
い
う
行
為
の
意
味
は
、

主
に
瀬
戸
を
め
ぐ
る
体
験
を
通
し
て
徐
々
に
深
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
、
絵
画

淋
利
用
さ
れ
て
い
る
。
主
人
公
の
〈
見
る
〉
行
為
が
、
た
ん
に
外
見
を
見
る
こ
と
か

ら
、
「
観
察
」
し
て
そ
の
内
面
を
推
測
す
る
こ
と
へ
、
そ
し
て
小
説
家
と
し
て
必
要

な
人
間
や
人
間
と
社
会
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
こ
と
へ
と
発
展
し
た
こ
と
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
面
に
登
場
す
る
絵
画
が
、
た
ん
に
モ
チ
ー
フ
を
具
体
的
に
提
示
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
や
テ
ー
マ
の
象
徴
的
意
味
を
提
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

．
は
、
連
動
し
て
い
る
。
視
覚
に
訴
え
る
絵
画
と
い
う
芸
術
作
品
を
、
象
徴
的
に
挿
入

す
る
こ
と
で
、
鴎
外
は
、
主
人
公
の
く
見
る
V
と
い
う
行
為
に
対
す
る
理
解
の
深
ま

注注
1
　
口
α
2
賃
戯
ζ
碧
糞
（
一
八
三
二
～
八
三
）
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
。
印
象
派

　
　
の
創
始
者
、
近
代
絵
画
の
父
と
呼
ば
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
。
歴
史
画
家
ク
チ

　
　
ュ
ー
ル
に
師
事
し
た
ぶ
、
ア
カ
デ
ミ
ー
風
の
画
に
不
満
を
抱
い
て
去
り
、
各
地

　
　
を
巡
っ
て
独
学
し
た
。
　
「
草
上
の
食
事
」
　
（
一
八
六
三
）
は
、
い
わ
ゆ
る
落
選

　
　
展
で
物
議
を
醸
し
、
　
「
オ
ラ
ン
ピ
ア
」
　
（
一
八
六
五
）
等
で
、
絵
画
か
ら
思
想

　
　
性
を
排
除
し
明
解
な
色
彩
と
構
図
に
よ
る
感
覚
的
な
美
を
追
究
し
た
。
マ
ネ
の

　
　
周
り
に
モ
ネ
や
セ
ザ
ン
ヌ
な
ど
が
集
ま
っ
て
、
印
象
派
絵
画
が
生
ま
れ
た
。

　
　
　
ナ
ナ
は
ゾ
ラ
の
小
説
『
居
酒
屋
』
の
登
場
人
物
の
一
人
で
、
小
説
連
載
中

　
　
に
、
マ
ネ
は
こ
の
作
品
「
ナ
ナ
」
　
（
一
八
七
七
）
を
制
作
し
、
ゾ
ラ
は
出
来

　
　
上
が
っ
た
マ
ネ
の
絵
を
見
て
、
長
編
小
説
「
ナ
ナ
」
を
構
想
し
た
。

　
　
　
鴎
外
は
早
い
時
期
か
ら
、
ゾ
ラ
に
関
し
て
発
言
し
て
い
る
。
　
「
小
説
論
」

　
　
（
『
読
売
新
聞
』
明
治
2
2
・
1
・
3
）
、
　
「
今
の
諸
家
の
小
説
論
を
読
み
で
」

　
　
（
『
し
が
ら
み
草
紙
』
2
　
明
治
2
2
・
1
1
・
2
5
）
な
ど
で
あ
る
が
、
と
も
に

　
　
ゾ
ラ
に
否
定
的
な
発
言
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
、
初
版
本
『
青
年
』
刊
行
時
ま
で
の
、
マ
ネ
の
主
な
受
容
を
以
下
に

　
　
示
す
。

　
　
・
久
米
桂
一
郎
「
写
実
派
の
文
豪
ゾ
ラ
と
マ
ネ
及
ゾ
ラ
の
美
術
論
」
『
美
術

　
　
新
報
』
1
－
2
　
明
治
％
・
1
・
5
　
挿
絵
　
マ
ネ
「
書
斎
に
於
け
る
ゾ
ラ
」

　
　
・
木
下
杢
太
郎
「
外
法
来
（
南
、
有
島
両
氏
の
作
品
展
覧
会
を
評
す
）
」
『
読

　
　
売
新
聞
』
明
治
4
3
・
7
・
2
4

一ユ7一



　
　
・
追
星
峰
「
文
芸
　
春
の
展
覧
会
印
象
（
下
）
」
『
時
事
新
報
』
明
治
　
4
4
．

　
　
4
・
2
4

　
　
・
「
エ
デ
ュ
ア
ル
・
マ
ネ
ー
小
伝
」
『
白
樺
』
2
－
4
　
明
治
4
4
・
4
挿
絵
（
マ

　
　
ネ
特
集
）
　
「
ゾ
ラ
夫
人
」
　
「
露
台
」
　
「
女
の
顔
（
エ
ス
キ
ー
ス
）
」
　
「
ぺ
一

　
　
ル
ラ
ト
ユ
イ
ユ
亭
う
ち
」
　
「
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
の
肖
像
」
　
「
ア
ラ
ン
・
ポ
オ

　
　
一
（
エ
ス
キ
ー
ス
）
」
　
「
カ
フ
エ
の
音
楽
会
に
て
」
　
「
扇
を
持
つ
た
女
」
　
「
ボ

　
　
ー
ド
レ
ー
ル
（
エ
ス
キ
ー
ス
）
」
　
「
ル
・
ボ
ン
・
ボ
ッ
ク
」
　
「
ク
ル
ベ
ー
（
エ

　
　
ス
キ
ー
ス
）
」

　
　
　
　
　
《
「
青
年
」
連
載
終
了
》

　
　
・
漆
絵
　
マ
ネ
「
オ
ラ
ム
ビ
ア
」
　
（
網
目
版
）
『
美
術
新
報
』
H
－
2
　
明
治

　
　
4
4
・
1
2

　
　
・
清
見
睦
郎
「
エ
ヅ
ア
ア
ル
・
マ
ネ
」
『
美
術
新
報
』
1
1
－
1
1
　
大
正
元
．
9

　
　
挿
絵
　
マ
ネ
「
キ
ヤ
バ
レ
に
て
（
ア
、
ト
タ
イ
プ
）
」

　
　
・
木
村
章
「
エ
デ
ウ
ア
ル
・
マ
ネ
ー
」
、
斎
藤
与
里
「
マ
ネ
ー
の
オ
ラ
ン
ピ

　
　
ア
」
　
『
現
代
の
洋
画
』
8
　
大
正
元
・
1
1
　
挿
絵
　
マ
ネ
「
オ
ラ
ン
ピ
ア
」

　
　
「
ア
ン
リ
、
ロ
ツ
シ
エ
ホ
ル
ト
の
肖
像
」

　
　
・
カ
ミ
ー
ル
（
マ
マ
）
・
モ
ー
タ
レ
ー
ル
、
真
田
久
吉
「
仏
国
印
象
派
の
画
家
（
H
）

　
　
エ
デ
ウ
ア
ル
・
マ
ネ
ー
伝
」
『
現
代
の
洋
画
』
1
1
　
大
正
2
・
2
　
挿
絵
　
マ

　
　
ネ
「
休
息
（
写
真
版
）
」
　
「
草
原
の
食
事
」
　
「
エ
ミ
イ
ル
ゾ
ラ
」
　
「
鵬
鵡
と

　
　
女
」
「
カ
ル
セ
ジ
ー
と
ア
ラ
バ
マ
の
戦
」
「
花
園
に
て
」
「
海
浜
の
女
」
「
ル
．

　
　
ボ
ン
・
ボ
ツ
ク
」
　
「
浴
盤
」
　
「
フ
オ
リ
イ
・
ベ
ル
ジ
エ
エ
ル
の
酒
場
」
　
「
ジ

　
　
ヤ
ン
ヌ
」

　
　
　
　
　
《
『
青
年
』
初
版
本
出
版
》

注
2
ピ
0
8
彗
α
o
号
≦
ロ
9
（
一
四
五
二
～
一
五
一
九
）
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
．
ヴ
ィ

　
　
ン
チ
。
イ
タ
リ
ア
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
画
家
。
彫
刻
、
建
築
、
土
木
お
よ
び
種
々

の
技
術
に
も
通
じ
、
極
め
て
広
い
分
野
で
活
躍
し
た
。
遠
近
法
や
ス
フ
マ
ー
ト

　
（
ぼ
か
し
技
法
）
を
用
い
た
作
品
は
、
以
降
の
画
家
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、

　
「
受
胎
告
知
」
　
「
岩
窟
の
聖
母
」
　
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
を
始
め
と
す
る
高
貴
で
理

想
的
な
人
間
を
描
い
た
数
々
の
名
画
を
残
す
。

　
明
治
期
の
主
な
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
受
容
を
以
下
に
示
す
。

・
「
レ
オ
ナ
ル
ト
ノ
肖
像
」
　
『
島
影
席
珍
』
1
　
明
治
1
3
・
4
　
画
家
不
明
、

ペ
ン
画
、
横
顔
上
　
半
身
肖
像
画

・
上
田
敏
「
レ
ナ
ル
ド
、
ダ
、
ヰ
ン
チ
」
　
『
日
本
美
術
』
7
6
～
7
7
　
明
治
3
8
．

5
～
∫
0

・
「
欧
米
の
美
術
界
」
　
『
光
風
』
2
－
3
　
明
治
3
9
・
6
　
挿
絵
「
ジ
ョ
コ
ン

ド
の
像
」
写
真
版

．
「
柴
漬
ム
レ
オ
ナ
ル
ド
、
ダ
、
．
ギ
ン
チ
」
『
東
京
朝
日
新
聞
』
明
治
4
3
・
1
・

24・
正
宗
得
三
郎
「
青
木
町
君
を
悼
む
　
作
品
を
敲
け
ば
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
も
ク
ラ

シ
ッ
ク
も
見
ら
れ
る
」
　
『
読
売
新
聞
』
明
治
4
4
・
4
・
5
　
朝
刊

・
蒲
原
有
明
「
逝
け
る
青
年
画
家
（
青
木
繁
君
追
懐
）
」
『
時
事
新
報
』
明
治
4
4
．

5
・
2
8

・
高
村
光
太
郎
「
詩
　
地
上
の
モ
ナ
、
リ
ザ
」
『
ス
バ
ル
』
3
－
8
　
明
治
4
4
．

Ω
U
　
■
　
－

　
　
　
《
「
青
年
」
連
載
終
了
》

・
「
盗
ま
れ
た
る
名
画
　
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
の
筆
」
　
『
東
京
日
同
新
聞
』
明
治
4
4
．

8
・
2
5
　
挿
絵
　
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
写
真
版

・
「
賊
難
に
罹
れ
る
世
界
の
名
画
「
レ
オ
ナ
ル
ド
、
ダ
、
ヴ
ヰ
ン
チ
」
の
「
ラ
、

ジ
ヨ
コ
ン
ド
」
」
　
『
大
阪
重
目
新
聞
』
明
治
4
4
・
8
・
2
6
　
挿
絵
　
「
モ
ナ
．

リ
ザ
」
写
真
版
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・
「
仏
国
名
画
の
行
衛
ム
ル
ー
ブ
ル
博
物
館
の
盗
難
事
件
△
仏
国
の
国
宝
「
ジ

　
ヨ
コ
ン
ド
」
」
　
『
読
売
新
聞
』
明
治
4
4
・
9
・
2
6
　
挿
絵
　
　
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」

　
写
真
版

　
　
・
「
巴
里
の
大
問
題
百
万
円
懸
賞
　
世
界
の
名
画
ル
ー
ブ
ル
博
物
館
よ
　
り
盗

　
ま
れ
て
全
市
民
口
憤
す
」
『
や
ま
と
新
聞
』
明
治
4
4
・
9
・
3
　
挿
絵
「
モ
ナ
・

　
リ
ザ
」
写
真
版

　
　
・
挿
絵
　
レ
オ
ナ
ア
ド
・
ダ
・
ウ
ヰ
ン
チ
「
ラ
・
ジ
オ
コ
ン
ド
（
モ
ン
ナ
・
リ

　
ザ
肖
像
）
」
写
真
版
『
美
術
新
報
』
1
0
－
1
2
　
明
治
4
4
・
1
0
・
1

　
　
・
「
世
界
の
名
画
」
『
日
本
新
聞
』
明
治
4
4
・
1
0
・
1
　
挿
絵
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」

　
写
真
版

　
　
・
斎
藤
与
里
「
ジ
ョ
コ
ン
ド
の
行
方
（
上
）
△
盗
ま
れ
た
ダ
・
ピ
ン
チ
の
モ
ナ

　
リ
ザ
に
つ
い
て
」
　
『
読
売
新
聞
』
明
治
4
4
・
1
0
・
1
9
～
2
0

　
　
　
　
　
《
『
青
年
』
初
版
本
出
版
》

注
3
　
0
0
匿
け
き
謡
昌
O
仁
岩
（
一
八
〇
五
～
九
二
）
　
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
。

　
　
フ
ラ
ン
ス
の
素
描
画
家
。
1
入
五
四
年
に
『
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
テ
ツ
ド
・
ロ
ン
ド

　
　
ン
・
ニ
ュ
ー
ス
』
の
特
派
員
と
し
て
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
報
道
に
従
事
し
た
。

　
　
戦
争
だ
け
で
は
な
く
、
パ
リ
の
上
流
社
会
か
ら
売
春
婦
ま
で
を
対
象
に
、
多
く

　
　
の
素
描
を
残
し
た
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
「
現
代
社
会
の
画
家
」
（
『
フ
ィ
ガ
ロ
』

　
　
一
八
六
三
・
十
一
・
二
六
、
十
↓
・
二
九
、
十
二
・
三
）
で
ギ
ー
ス
を
賞
賛
し
、

　
　
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
現
代
性
と
は
、
一
時
的
な
も
の
、
う
つ
ろ
い
易
い
も
の
、
偶
発
的
な
も
の

　
　
　
で
、
こ
れ
が
芸
術
の
半
分
を
な
し
、
他
の
半
分
が
、
永
遠
な
る
も
の
、
不

　
　
　
易
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
ど
の
時
代
も
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
立
居
振
舞
い
、
眼
差
し
、
身
振
り
を
も

っ
て
い
た
、
と
私
は
言
っ
た
。
（
略
）
国
民
と
呼
ば
れ
る
統
一
体
の
中
に
、

職
業
や
階
層
や
時
代
の
差
に
よ
っ
て
多
様
性
が
生
ま
れ
る
の
だ
が
、
こ
の

多
様
性
は
身
振
り
や
挙
措
に
だ
け
で
は
な
く
て
、
顔
の
形
と
い
う
明
解
な

も
の
に
ま
で
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
略
）

　
何
年
も
た
た
ぬ
う
ち
に
G
氏
の
デ
ッ
サ
ン
は
文
明
生
活
の
貴
重
な
記

録
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
　
W
』
阿
部
良
雄
訳
　
筑
摩
書
房
　
　
一
九
八

七
・
六

　
　
＊
　
本
稿
は
、
平
成
十
七
年
度
日
本
比
較
文
学
会
秋
季
九
州
大
会
に
お

い
て
口
頭
発
表
し
た
内
容
に
、
補
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
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