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は
じ
め
に

一
九
三
五
年
に
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
よ
る
初
個
展
を
開
催
し
た
桂
ゆ
き
（
一
九
一

三
〜
一
九
九
一
）
は
、
吉
原
治
良
の
呼
び
か
け
に
応
じ
、
二
科
会
の
中
の
前
衛

的
な
集
団
、
九
室
会
の
結
成
に
参
加
す
る
な
ど
、
戦
前
と
戦
後
の
前
衛
を
つ
な

ぐ
女
性
美
術
家
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
）
1
（

。
古
稀
を
過
ぎ
た
桂
は
、
初
個
展
か

ら
半
世
紀
を
経
た
一
九
八
五
年
に
、「
紅
絹
の
か
た
ち
」
と
題
す
る
新
作
の
み

に
よ
る
個
展
を
開
き
、
幅
広
い
世
代
の
批
評
家
や
美
術
家
か
ら
の
注
目
を
集
め

た
。
現
代
日
本
美
術
展
の
最
優
秀
賞
を
受
賞
し
た
油
絵
を
は
じ
め
戦
後
は
主
に

絵
画
制
作
で
知
ら
れ
て
い
た
桂
が
、
こ
の
晩
年
の
個
展
で
は
、
絵
筆
で
描
く
こ

と
を
封
印
し
、
作
品
は
、
ボ
ー
ル
紙
や
綿
な
ど
で
形
作
っ
た
も
の
の
表
面
を
全

て
「
紅も

絹み

」
と
呼
ば
れ
る
赤
い
絹
で
覆
い
、
そ
れ
ら
を
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン

と
し
て
展
示
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
展
覧
会
の
出
品
作
品
に
つ
い
て
は
、
発
表
時
よ
り
素
材
や
モ
テ
ィ
ー
フ

を
中
心
と
し
た
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
布
と
い
う
材
質
と
イ
ン
ス
タ

レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
あ
り
方
ゆ
え
に
絵
画
に
比
べ
、
公
開
の
機
会
と
作
品
の
分

析
が
限
ら
れ
て
き
た
）
2
（

。
本
稿
は
、
こ
の
展
覧
会
出
品
作
の
う
ち
道
具
類
と
自
画

像
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
紅
絹
を
用
い
て
作
品
を
構
成
し
た
こ
と
の
意
味
に
つ

い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

千
駄
木
で
生
ま
れ
育
っ
た
桂
ゆ
き
は
女
学
校
時
代
、
下
谷
の
池
上
秀
畝
の
も

と
で
日
本
画
を
学
び
、
卒
業
後
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
中
村
研

一
に
油
絵
を
、
そ
の
後
は
中
村
の
師
で
あ
り
当
時
東
京
美
術
学
校
の
西
洋
画
科

の
教
授
だ
っ
た
岡
田
三
郎
助
の
自
宅
で
、
裸
体
デ
ッ
サ
ン
を
続
け
た
。
一
九
三

三
年
か
ら
は
ア
ヴ
ァ
ン
ガ
ル
ド
洋
画
研
究
所
に
も
通
い
、
帰
国
中
の
藤
田
嗣
治

等
か
ら
キ
ュ
ビ
ス
ム
を
は
じ
め
と
す
る
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
の
動
向
を
学
ん
で
い
る
。

一
九
三
五
年
に
は
初
個
展
と
二
科
展
へ
の
初
出
品
を
実
現
し
て
お
り
、
活
動
当

初
よ
り
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
油
絵
制
作
を
並
行
し
て
進
め
て
い
た
。
初
期
の
コ

ラ
ー
ジ
ュ
の
素
材
は
写
真
（
図
１

）
や
印
刷
物
、
レ
ー
ス
、
そ
し
て
石
膏
ま
で

含
ま
れ
て
い
た
が
、
特
に
好
ん
だ
コ
ル
ク
は
戦
争
に
よ
り
輸
入
が
途
絶
え
た
こ

桂
ゆ
き
の
紅
絹

│
│
一
九
八
五
年
の
滑
稽
な
膜
│
│
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と
も
あ
り
、
四
〇
年
代
以
降
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
は
減
少
し
、
油
絵
で
コ
ラ
ー
ジ
ュ

の
よ
う
に
リ
ア
ル
に
表
現
す
る
こ
と
や
戯
画
的
な
批
評
性
の
高
い
表
現
に
重
点

が
移
っ
て
い
っ
た
（
図
２

）。
七
〇
年
代
年
に
、
コ
ル
ク
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
用

し
た
コ
ラ
ー
ジ
ュ
を
手
が
け
て
い
る
が
、
一
九
八
五
年
の
、
紅
絹
の
み
を
用
い

た
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
全
く
あ
ら
た
な
挑
戦
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い

た
。
本
稿
で
は
、
膜
と
し
て
の
紅
絹
が
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
絵
画
を
繋
ぐ
も
の
と

し
て
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
、
今
日
の
視
点
か
ら
検
討

し
て
い
く
。

図１ 　桂ゆき（無題）1930年代、写真・コラージュ、おかざき世界子ども美
術博物館蔵

図２　桂ゆき《抵抗》1952年、油彩・カンヴァス、東京都現代美術館蔵
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一
「
紅
絹
の
か
た
ち
」

一
九
八
五
年
五
月
の
「
桂
ゆ
き
展

紅
絹
の
か
た
ち
」（
以
下
「
紅
絹
の
か

た
ち
」）（
図
３

）
は
、
初
個
展
か
ら
半
世
紀
と
い
う
節
目
に
開
催
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
結
果
的
に
桂
に
と
っ
て
は
最
後
の
新
作
個
展
と
な
っ
た
）
3
（

。
会
場
は
、

一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
住
宅
機
器
メ
ー
カ
ー
が
開
設
し
た
京
橋
の
伊
奈
ギ
ャ
ラ

リ
ー
２

で
あ
り
、
建
築
や
デ
ザ
イ
ン
、
現
代
美
術
な
ど
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
最

新
の
動
向
を
、
毎
回
、
ひ
と
月
に
わ
た
っ
て
紹
介
す
る
ス
ペ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

中
央
通
り
に
面
す
る
ビ
ル
１

階
の
書
籍
部
奥
の
階
段
を
登
っ
た
２

階
の
展
示
空

間
は
天
井
高
が
お
お
よ
そ
二
・
五
メ
ー
ト
ル
、
平
面
プ
ラ
ン
は
細
長
い
Ｌ
字
型

で
あ
っ
た
。
入
口
か
ら
み
て
左
手
の
一
番
長
い
壁
面
に
は
、
箱
枕
や
下
駄
な
ど

こ
の
時
代
に
は
や
や
古
く
な
っ
た
い
く
つ
も
の
道
具
類
が
赤
い
絹
に
覆
わ
れ
、

間
隔
を
あ
け
て
壁
面
に
展
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
壁
面
の
柱
で
分
節
さ
れ
た
奥

の
壁
に
は
、
絹
地
で
綿
を
覆
っ
た
不
定
形
の
詰
め
物
を
、
長
方
形
の
支
持
体
に

は
り
つ
け
た
も
の
三
点
、《
弁
慶
さ
ん
》、《
た
ぬ
き
》、《
き
つ
ね
》
が
並
び
、

そ
の
右
手
、入
口
か
ら
見
て
正
面
の
壁
に
は
、同
様
の
手
法
で
制
作
さ
れ
た
《
結

婚
》《
誕
生
》
が
、
さ
ら
に
右
手
に
は
、《
自
画
像
（
娘
時
代
）》、《
く
ら
し
》、《
手

相
》
と
続
い
て
い
た
。
ま
た
、
展
示
室
の
中
央
の
床
面
に
は
、
直
径
が
一
メ
ー

ト
ル
を
は
る
か
に
超
え
る
大
き
な
羽
釡
が
、
ま
た
《
自
画
像
（
娘
時
代
）》
の

近
く
の
床
に
は
、
お
釡
と
瓶
を
左
右
に
吊
る
す
や
じ
ろ
べ
え
の
体
裁
を
と
る
も

う
一
つ
の
自
画
像
が
直
立
し
て
い
た
。

図３ 「桂ゆき展　紅絹のかたち」展示風景、東京、伊奈ギャラリー２、1985年
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一
見
す
る
と
多
様
な
こ
れ
ら
の
道
具
や
動
物
、
人
の
姿
な
ど
に
つ
い
て
、
桂

は
、「
お
釡
の
こ
と
な
ど
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
個
展
に
際
し
書
い
て
い
る
）
4
（

。

鳥
も
自
分
も
全
く
同
じ
立
場
に
い
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
思
い
は
、
一
羽

に
限
ら
ず
、
大
き
く
広
が
っ
て
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
へ
の
同
感
と

な
っ
た
。
何
よ
り
も
人
間
へ
の
同
感
は
か
つ
て
覚
え
ぬ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

…
（
中
略
）
…
私
は
幸
福
な
気
持
ち
で
寝
床
を
離
れ
、
流
し
場
に
行
っ
た
。

そ
こ
に
置
か
れ
て
い
た
普
通
の
形
の
、
ご
飯
を
炊
く
お
釡
を
何
の
気
な
し

に
見
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
形
が
真
面
目
な
の
に
ど
こ
か
滑
稽
味
の
あ
る
、

よ
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
、
お
釡
と
い
う
も
の
に
か
つ
て
な
く
執
着
を
覚
え

た
。
そ
し
て
大
昔
か
ら
こ
れ
で
ご
は
ん
を
炊
い
て
生
き
た
様
々
な
人
の
あ

り
さ
ま
を
感
動
と
と
も
に
思
い
浮
か
べ
た
。
さ
い
前
の
寝
床
で
は
生
き
も

の
同
胞
の
横
の
つ
な
が
り
を
感
じ
た
の
だ
が
、
今
度
は
昔
か
ら
の
縦
の
つ

な
が
り
を
痛
感
し
た
の
で
あ
る
。
紅
裏
の
着
物
で
、
襷
が
け
の
昔
の
女
性

が
井
戸
端
で
米
を
磨
く
姿
な
ど
も
思
わ
れ
た
。

自
他
と
も
に
全
て
の
価
値
観
が
多
様
化
し
細
分
化
し
て
い
て
、
そ
の
意

味
づ
け
も
バ
ラ
バ
ラ
に
思
わ
れ
る
と
き
、
私
は
無
意
識
の
う
ち
に
も
、
い

つ
も
み
ん
な
が
共
有
で
き
る
よ
う
な
確
か
な
意
味
を
探
し
求
め
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
ん
な
ち
ょ
っ
と
し
た
体
験
が
、
そ
の
意
味
を
見
つ
け
る
多
少

の
よ
す
が
に
で
も
な
れ
ば
と
思
う
。

出
品
作
品
は
、
道
具
や
生
き
も
の
を
含
め
、
連
綿
と
続
く
人
の
く
ら
し
を
緩

や
か
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
皆
が
共
有
で
き
る
意
味
を
持
て
る
よ
う
に

し
た
と
桂
は
さ
ら
り
と
説
明
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
実
は
均
質
な
赤
一
色
の
布

に
よ
っ
て
表
面
を
覆
う
こ
と
で
、
個
々
の
か
た
ち
に
観
者
の
眼
差
し
が
向
か
う

こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
展
の
タ

イ
ト
ル
を
あ
え
て
「
紅
絹
の
か
た
ち
」
と
し
た
所
以
に
注
目
し
た
い
。
本
章
で

は
ま
ず
、
桂
が
個
別
の
タ
イ
ト
ル
を
付
す
こ
と
の
な
か
っ
た
、
そ
れ
ゆ
え
特
定

の
意
味
が
は
ぐ
ら
か
さ
れ
て
い
る
、
箱
枕
や
下
駄
な
ど
の
道
具
類
が
点
在
す
る
、

最
初
の
壁
に
展
示
さ
れ
た
作
品
群
に
注
目
し
、
そ
の
細
部
の
形
を
観
察
し
た
上

で
、
そ
れ
ら
が
示
し
て
い
る
も
の
、
そ
し
て
そ
の
意
味
を
検
討
し
て
い
き
た
い

（
図
４

・
５

）。

幅
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
壁
面
に
点
在
す
る
三
〇
余
り
の
道
具
の
形
を
し
た
も

の
は
、
ボ
ー
ル
紙
で
形
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
表
面
に
紅
絹
の
端
切
れ
を
糊
付

け
し
た
も
の
で
あ
る
。
手
鏡
や
手
提
げ
な
ど
、
女
性
の
身
の
回
り
に
あ
る
も
の

が
多
く
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
接
近
し
て
み
れ
ば
、
髷
を
結
っ
て
い
た
髪
が
崩
れ

な
い
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た
箱
枕
、
竃
で
米
を
炊
く
た
め
の
羽
釡
、
そ
し
て

舗
装
さ
れ
て
い
な
い
ぬ
か
る
み
の
泥
道
を
歩
く
の
に
適
し
た
下
駄
な
ど
、
一
九

八
〇
年
代
に
は
使
用
さ
れ
る
機
会
が
激
減
し
て
い
た
も
の
た
ち
に
は
、
そ
の
端

の
方
に
、
三
角
形
の
突
起
状
の
も
の
が
つ
い
て
い
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
（
図

５

）。
こ
の
円
錐
状
の
三
角
形
が
示
す
も
の
と
し
て
角
を
想
定
す
れ
ば
、
ひ
と

昔
前
の
古
く
な
っ
た
道
具
に
角
が
生
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は

今
昔
物
語
な
ど
の
説
話
に
記
さ
れ
た
、
都
を
夜
な
夜
な
練
り
歩
く
、
古
く
な
っ

た
器
物
が
変
化
し
た
妖
怪
と
の
類
縁
性
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
室
町
時
代

に
な
る
と
、
青
鬼
、
赤
鬼
の
ほ
か
琴
や
琵
琶
な
ど
の
楽
器
、
鍋
や
釡
な
ど
の
台

所
道
具
が
変
化
し
た
付
喪
神
と
呼
ば
れ
る
妖
怪
が
行
列
す
る
様
子
を
描
く
「
百
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鬼
夜
行
絵
巻
」
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、

大
徳
寺
真
珠
庵
所
蔵
の
絵
巻
に
は
、
こ
れ
ら
の
器
物
の

妖
怪
が
鬼
な
ど
と
と
も
に
行
列
し
て
い
る
が
、
羽
釡
や

蓋
を
頭
に
載
せ
る
様
子
は
、
桂
が
い
く
つ
も
制
作
し
た

赤
い
お
釡
の
形
の
意
味
を
考
え
る
上
で
参
照
で
き
る
も

の
だ
ろ
う
（
図
６

）。
絵
巻
で
は
、
妖
怪
が
お
か
ま
を

頭
部
に
冠
っ
て
い
る
が
、
桂
は
、
角
を
生
や
す
こ
と
で
、

道
具
と
し
て
の
お
か
ま
を
妖
怪
に
見
立
て
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
、
身
体
の
特
徴
的
な
一
つ
の
部
分
で
、
そ
の

全
体
を
示
す
表
現
を
、
桂
は
一
九
六
六
年
に
現
代
国
際

美
術
展
の
大
賞
受
賞
作
《
ゴ
ン
ベ
と
カ
ラ
ス
》（
図
７

）

な
ど
で
も
試
み
て
い
る
。
カ
ラ
ス
の
姿
は
、
三
角
形
の

嘴
だ
け
で
全
体
像
が
示
さ
れ
て
い
る
。
桂
は
、
現
代
の

漫
画
の
よ
う
に
、
地
獄
で
釡
茹
で
を
す
る
、
角
を
生
や

し
た
鬼
の
姿
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
た
作
品
も
残
し
て

お
り
（
図
８

）、
羽
釡
な
ど
の
道
具
に
生
え
た
角
は
、

擬
人
化
さ
れ
た
存
在
を
表
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
室
町
時
代
か
ら
近
代
ま
で
、
繰
り
返
し
制
作

さ
れ
た
器
物
の
妖
怪
の
表
現
は
多
様
な
も
の
で
あ
っ
た

が
、
桂
が
角
を
生
や
し
た
道
具
と
し
て
表
現
し
た
背
景

を
考
え
た
い
。
桂
は
絵
画
の
制
作
発
表
だ
け
で
な
く
、

図４　桂ゆき「桂ゆき展　紅絹のかたち」展示風景、東京、伊奈ギャラリー２、1985年

図５　図４の箱枕と羽釡
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戦
後
は
『
ノ
ン
ち
ゃ
ん
雲
に
乗
る
』
の
よ
う
な
児
童
書
や
、
様
々
な
小
説
の
装

丁
や
雑
誌
の
挿
絵
を
手
が
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
も
っ
と
も
多

く
の
著
作
の
装
丁
を
し
た
著
述
家
は
花
田
清
輝
で
あ
っ
た
。
画
家
は
一
九
五
〇

年
代
の
『
政
治
的
動
物
』
や
『
さ
ち
ゅ
り
こ
ん
』
か
ら
、
一
九
七
一
年
の
『
乱

世
今
昔
談
』
や
『
冒
険
と
日
和
見
』
な
ど
花
田
の
七
作
の
装
幀
を
手
が
け
て
い

る
。
そ
の
花
田
が
一
九
七
一
年
一
月
に
『
群
像
』
に
発
表
し
た
「
室
町
画
人
伝
」

の
中
の
記
述
は
、
桂
の
角
の
生
え
た
器
物
の
表
現
を
考
え
る
上
で
、
示
唆
的
で

あ
る
）
5
（

。煤
払
い
の
さ
い
、
古
道
具
た
ち
が
、
無
造
作
に
路
傍
に
ほ
う
り
だ
さ
れ
る

図６ 《百鬼夜行図》（部分）室町時代（『大徳寺真珠庵名
宝展』図録より、サントリー美術館、1980年）

図７ 　桂ゆき《ゴンベとカラス》1966年、油
彩・カンヴァス、東京国立近代美術館蔵

図８ 　桂ゆき《地獄絵》（部分）1930年代、東京都
現代美術館蔵

Photo：MOMAT/DNPartcom
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と
い
う
こ
と
は
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
代
わ
る
新
し
い
道
具
類
の
ど
ん
ど
ん

生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
て
、
室
町
時
代
に
お
け
る
生

産
力
の
画
期
的
な
発
展
を
物
語
っ
て
い
る
。
戯
画
的
な
印
象
を
あ
た
え
る

の
は
、
か
れ
が
、
そ
う
い
っ
た
鬼
ど
も
の
無
力
さ
を
痛
感
し
て
い
た
か
ら

で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、
そ
の
頃
の
鬼
た
ち
は
、
も
と
も
と
、
鬼
の
あ
ら
わ

れ
る
べ
き
真
夜
中
の
子
の
刻
に
で
は
な
く
、
夜
明
け
近
く
の
寅
の
刻
に
あ

ら
わ
れ
た
。
か
れ
ら
の
退
散
を
祈
ら
な
く
と
も
、
い
ず
れ
間
も
な
く
、
ひ

と
り
で
に
消
え
う
せ
て
し
ま
う
も
の
と
、
誰
か
ら
も
見
く
び
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
…
（
中
略
）
…
太
陽
が
の
ぼ
り
、
夜
の
あ
い
だ
に
活
躍
し
た
さ

ま
ざ
ま
な
異
形
の
者
た
ち
が
│
角
の
あ
る
も
の
、
翼
の
あ
る
も
の
な
ど
が
、

あ
わ
て
ふ
た
め
い
て
、
逃
げ
出
し
て
い
く
図
で
あ
る
。

ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
東
京
で
大
徳
寺
真
珠
庵
が
所
蔵
す
る
名
宝
展

（
図
６

）（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
、
一
九
八
〇
年
）
や
河
鍋
暁
斎
展
（
板
橋
区
立

美
術
館
、
一
九
八
五
年
）
が
開
催
さ
れ
、
百
鬼
夜
行
を
主
題
と
す
る
絵
巻
や
屏

風
が
展
示
さ
れ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
の
作
品
を
桂
が
一
九
八
五
年
に
、
発
表
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ

い
て
も
目
配
り
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ザ
合
意
で
記
憶
さ
れ
る
こ
の
年
は
、

八
〇
年
代
の
バ
ブ
ル
経
済
の
絶
頂
期
に
あ
た
る
。
再
開
発
の
進
む
東
京
で
、
建

物
の
取
り
壊
し
と
家
財
の
廃
棄
が
進
む
様
子
に
日
々
接
し
、
花
田
の
指
摘
に

あ
っ
た
、
生
産
力
が
向
上
し
生
活
が
豊
か
に
な
っ
た
室
町
時
代
に
、
古
く
な
っ

た
道
具
が
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
を
念
頭
に
、
桂
は
器
物
の
妖
怪
を
制
作
し
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
三
年
後
、
桂
は
「
私
の
住
ん
で
い
る
新
宿

区
の
小
高
い
こ
の
辺
り
は
、
昔
は
モ
ミ
ジ
山
と
呼
ば
れ
て
、
紅
葉
見
物
に
来
た

人
も
多
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。」
と
始
ま
る
エ
ッ
セ
イ
で
、

四
百
坪
ほ
ど
の
隣
家
の
庭
も
二
ヶ
月
前
か
ら
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
が
毎
日
唸
り

を
た
て
、
現
在
は
家
屋
も
ろ
共
一
木
一
草
根
こ
そ
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
あ
と
地
に
は
ぎ
っ
し
り
と
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る

…
（
中
略
）
…
さ
さ
や
か
な
隣
家
の
庭
で
生
き
て
き
た
数
え
き
れ
ぬ
生
き

物
た
ち
が
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
で
一
瞬
の
う
ち
に
死
に
絶
え
た
こ
と
は
、
近

頃
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
る
日
常
茶
飯
の
こ
と
だ
け
に
、
私
は
胸
が
痛
む
。

と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
6
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
展
覧
会
の
冒
頭
に
あ
っ
て
、
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
提

示
さ
れ
て
い
た
も
の
た
ち
は
、
家
事
や
暮
し
は
も
と
よ
り
当
時
の
社
会
状
況
に

つ
い
て
の
言
及
も
は
ら
む
も
の
だ
っ
た
。
戦
前
か
ら
戦
中
、
戦
後
と
作
品
の
発

表
を
続
け
て
来
た
桂
に
と
り
、
作
品
の
主
題
と
し
て
社
会
へ
の
批
評
性
は
制
作

の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
本
作
の
翌
年
の
レ
ク
チ
ャ
ー
に
お
い
て
、
制
作

さ
れ
た
時
代
背
景
を
意
識
し
て
作
品
を
み
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

二

紅
絹
の
意
味

前
章
で
は
、
作
品
の
形
態
を
通
し
て
、
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
示
す
も
の
と
、

そ
の
表
現
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
次
に
本
章
で
は
、
桂
が
「
大
き
い
張

り
子
の
釡
を
作
り
、
紅
絹
を
は
っ
て
悦
に
入
っ
た
」
と
記
し
て
い
た
、
素
材
と

技
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
絵
筆
を
使
っ
て
描
く
こ
と
と
並
行
し
て
、
桂
は
十
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代
の
時
か
ら
、
自
ら
に
と
っ
て
愛
着
を
感
じ
る
身
近
な
素
材
を
用
い
て
コ
ラ
ー

ジ
ュ
を
制
作
し
て
い
た
。
現
存
す
る
一
九
三
〇
年
代
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て

既
に
、
卵
の
殻
を
砕
い
て
鶏
の
姿
を
漆
絵
に
貼
り
付
け
た
も
の
や
、
桂
の
木
の

一
葉
を
布
の
上
に
載
せ
た
も
の
を
は
じ
め
そ
の
後
も
、
素
材
と
そ
の
主
題
と
の

間
に
は
緩
や
か
な
関
係
性
が
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。

こ
の
個
展
で
展
示
さ
れ
た
全
て
の
器
物
を
覆
う
素
材
で
あ
る
紅
絹
は
、
山
寺
を

中
心
と
す
る
山
形
の
特
産
と
し
て
も
知
ら
れ
る
紅
花
を
摘
ん
で
、
潰
し
、
揉
み

込
ん
だ
染
料
で
絹
を
染
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
草
木
染
め
の
過
程
で
、
揉
み
こ

む
の
で
、「
も
み
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

紅
絹
は
、
和
装
の
着
物
の
裏
地
や
、
女
性
の
肌
着
の
素
材
と
し
て
長
く
使
用

さ
れ
て
き
た
。
戦
前
ま
で
は
、
着
物
の
下
に
あ
っ
て
、
視
界
か
ら
は
隠
さ
れ
て

い
た
も
の
で
あ
り
、
戦
後
は
、
洋
装
が
日
常
化
し
た
た
め
、
廃
棄
さ
れ
る
か
、

箪
笥
の
奥
に
し
ま
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
要
す
る
に
、
桂
が
八
〇
年
代
に
こ
の

作
品
を
作
っ
た
時
に
は
、
紅
絹
は
二
重
の
意
味
で
視
界
か
ら
消
え
て
い
た
も
の

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
古
道
具
の
点
在
す
る
作
品
群
は
、

世
の
途
中
で
視
界
か
ら
隠
さ
れ
た
紅
絹
に
よ
っ
て
、
や
は
り
失
わ
れ
つ
つ
あ
る

女
性
の
生
活
空
間
に
あ
る
も
の
の
表
面
を
覆
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
紅
絹
と
い
う
膜
は
、
消
滅
し
つ
つ
あ
る
モ
ノ
を
隠
し
つ
つ
、

一
方
で
赤
い
色
に
よ
っ
て
そ
の
隠
さ
れ
た
存
在
を
顕
在
化
さ
せ
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
紅
絹
は
、
視
覚
に
お
い
て
両
義
的

な
性
格
を
持
つ
も
の
な
の
だ
。
実
際
、
桂
自
身
が
、
こ
の
展
覧
会
の
翌
年
の
レ

ク
チ
ャ
ー
に
お
い
て
、
紅
絹
を
と
り
あ
げ
た
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
の

で
、
そ
の
概
略
を
記
し
た
い
）
7
（

。

戦
前
ま
で
、
ど
れ
ほ
ど
地
味
に
見
え
る
着
物
で
あ
っ
て
も
、
着
物
の
裏
地
は

紅
絹
だ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
戦
後
に
な
る
と
、
そ
れ
ら
が
急
に
野
暮
っ
た
く
感

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
目
立
つ
色
ゆ
え
エ
プ
ロ
ン
な
ど
に
転
用
す
る
こ

と
も
で
き
ず
、
箪
笥
の
奥
に
し
ま
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
あ
る
時
、
自
分
が
絵

画
制
作
に
お
い
て
赤
い
色
の
イ
メ
ー
ジ
が
気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
思
い
至
り
、

そ
の
色
が
巫
女
さ
ん
の
袴
を
は
じ
め
欧
米
に
は
な
い
伝
統
の
中
に
あ
る
こ
と
に

関
心
を
持
っ
た
。
そ
こ
で
、
紅
絹
の
こ
と
を
周
囲
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
に

か
な
り
の
量
が
集
ま
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
使
っ
た
個
展
が
実
現
し
た
。

つ
ま
り
桂
は
、
紅
絹
と
い
う
素
材
が
担
っ
て
き
た
意
味
に
注
目
す
る
と
同
時

に
、
自
身
の
作
品
に
お
い
て
自
覚
せ
ず
に
親
し
ん
で
き
た
色
彩
を
探
る
意
味
で

も
、
紅
絹
と
い
う
素
材
を
、
個
展
に
お
い
て
前
面
に
押
し
出
し
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。布
と
し
て
の
紅
絹
を
桂
が
初
め
て
使
用
し
た
の
は
、一
九
八
四
年
の
『
小

説
新
潮
』
四
月
号
の
目
次
カ
ッ
ト
の
原
画
で
試
み
た
様
々
な
端
切
れ
の
コ
ラ
ー

ジ
ュ
で
あ
り
、
同
年
十
二
月
の
グ
ル
ー
プ
展
「
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
’84
」
に
出
品

し
た
《
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
》
で
は
、
襖
を
支
持
体
と
す
る
大
き
さ
の
作
品
に
展
開

し
た
が
、
そ
れ
ら
は
平
面
作
品
を
構
成
す
る
一
要
素
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
一
九

八
五
年
の
個
展
の
、
ボ
ー
ル
紙
で
作
ら
れ
た
道
具
類
は
、
そ
の
表
面
に
紅
絹
の

ハ
ギ
レ
を
糊
付
け
し
た
点
で
は
こ
れ
ら
二
点
と
同
じ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
言
え
る
も

の
で
あ
る
が
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
素
材
と
な
る
布
は
紅
絹
だ
け
と
な
り
、
支
持
体

全
体
の
表
面
を
覆
う
も
の
へ
と
拡
張
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
紅
色
の
個
々
の
道
具
類
は
、
白
い
壁
面
を
背
景
の
地
と
し
て
吊
る
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さ
れ
て
お
り
、
全
体
で
は
、
立
体
で
あ
り
な
が
ら
、
レ
リ
ー
フ
状
の
イ
ン
ス
タ

レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
提
示
さ
れ
て
い
た
。
白
い
壁
面
を
背
景
と
す
る
紅
色
の

モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
視
覚
的
に
は
明
確
な
形
を
示
し
て
い
る
が
、
一
方
で
、
角
を

生
や
し
た
形
が
並
ぶ
意
味
は
多
義
的
で
あ
り
、
作
品
を
見
る
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に

開
か
れ
た
意
味
が
成
立
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
付
喪
神
と
の
関
係
を
見
出

さ
な
く
と
も
、
角
の
生
え
た
道
具
と
し
て
作
品
の
表
面
を
面
白
く
読
む
こ
と
が

で
き
た
。
実
際
、
個
展
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
役
割
も
担
っ
た
展
覧
会
の
紹
介
文

「
紅
絹
が
ゆ
き
を
被
う
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
批
評
家
の
中
原
佑
介
は

着
物
の
裏
地
と
い
っ
た
、
普
通
は
表
に
堂
々
と
あ
ら
わ
れ
な
い
布
地
を
臆

面
も
な
く
オ
ブ
ジ
ェ
の
外
皮
に
す
る
と
い
う
発
想
が
心
憎
い
と
い
う
べ
き

で
し
ょ
う
。
し
か
も
人
間
の
生
誕
と
タ
ヌ
キ
と
キ
ツ
ネ
の
化
か
し
合
い
と

い
っ
た
テ
ー
マ
が
、
全
く
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
も

心
憎
い
限
り
で
す
。

イ
メ
ー
ジ
に
も
、
物
体
に
も
貴
賎
な
し
と
い
う
の
が
桂
さ
ん
の
世
界
像

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
お
釡
も
下
駄
も
優
劣
な
し
と
い
う
わ
け
で
す
。

と
記
し
、
お
釡
や
下
駄
の
突
起
物
に
は
触
れ
て
い
な
い
）
8
（

。
古
今
東
西
の
イ
メ
ー

ジ
ソ
ー
ス
を
縦
横
に
編
集
す
る
桂
が
繰
り
出
す
多
様
な
モ
テ
ィ
ー
フ
の
並
列
は
、

全
て
が
紅
絹
で
等
し
く
覆
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
る
も
の
に
そ
こ
か
ら
自

由
な
選
択
と
解
釈
を
開
い
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

三

自
画
像
と
紅
絹

中
原
佑
介
は
個
展
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
寄
せ
た
先
の
文
章
の
末
尾
で
、
物
体

だ
け
で
な
く
自
画
像
を
も
紅
絹
で
作
っ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
が
、
桂

自
身
は
同
じ
誌
面
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。
お
釡
の
よ
う
に
は
詳

述
し
て
い
な
い
わ
け
だ
が
、
自
画
像
の
横
に
並
ん
で
立
つ
桂
の
写
真
が
そ
こ
に

は
掲
載
さ
れ
て
お
り
、「
自
画
像
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
し
た
作
品
を
他
に

制
作
し
て
い
な
い
桂
に
と
っ
て
、
晩
年
に
至
り
、
紅
絹
と
い
う
素
材
を
用
い
て

自
画
像
を
手
が
け
た
こ
と
の
意
味
は
、
改
め
て
検
討
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

桂
に
よ
る
自
画
像
へ
の
言
及
と
し
て
は
、
こ
の
個
展
の
後
、
一
九
八
六
年
の

レ
ク
チ
ャ
ー
で
、
紅
絹
に
よ
る
自
画
像
が
若
々
し
い
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
、
タ
イ
ト
ル
に
自
画
像
だ
け
で
な
く
娘
時
代
と
い
う
言
葉
を
付
け

加
え
た
と
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
八
八
年
に
は
月
刊
誌
へ
の
連
載
の
中

で
、「
自
画
像
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
い
る
）
9
（

。

私
は
自
画
像
を
描
い
た
こ
と
が
な
い
。
人
は
一
生
の
う
ち
、
一
度
も
自
分

の
実
在
の
姿
を
見
る
こ
と
が
な
い
。
鏡
や
写
真
に
映
る
も
の
は
虚
像
で
あ

る
。
虚
像
で
も
真
実
は
想
像
で
き
る
と
し
て
鏡
の
自
分
を
眺
め
て
み
る
が
、

そ
こ
に
は
つ
ま
ら
ぬ
自
分
が
い
る
だ
け
で
、
と
て
も
絵
に
な
ど
描
く
気
が

し
な
い
。

こ
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
エ
ッ
セ
イ
で
わ
か
る
こ
と
は
、
紅
絹
を
用
い

て
制
作
し
た
自
画
像
を
除
く
と
、
絵
画
で
鏡
像
を
描
写
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
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と
い
う
認
識
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
実
際
に
、
紅
絹
を
使
っ
て
制
作
し
た
《
自
画
像
（
娘
時
代
）》（
図

９

）
を
少
し
詳
し
く
観
察
し
て
い
こ
う
。
高
さ
が
お
お
よ
そ
一
メ
ー
ト
ル
七
〇

㎝
の
長
方
形
の
支
持
体
の
上
に
、
綿
を
包
ん
だ
不
定
形
の
紅
絹
の
包
み
が
四
つ

ほ
ど
縦
方
向
に
連
な
り
、
そ
の
上
端
に
、
直
方
体
の
頭
部
が
載
っ
て
い
る
。
右

腕
は
挨
拶
を
す
る
よ
う
に
上
方
に
伸
ば
さ
れ
、
左
右
で
異
な
る
形
の
脚
と
、
緩

や
か
に
弧
を
描
き
な
が
ら
接
続
す
る
五
つ
の
パ
ー
ツ
か
ら
な
る
身
体
に
は
、
動

勢
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
頭
頂
部
か
ら
伸
び
る
髪
が
円
弧
を
為
す
こ

と
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ボ
ッ
ト
の
よ
う
に
角
ば
っ
た
頭
部
は
、
埴
輪
の
よ
う
な
空
洞
で
眼
と
口
が

表
さ
れ
、
頭
頂
部
の
被
り
も
の
と
共
に
、
無
垢
な
笑
い
と
滑
稽
さ
が
齎
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
水
彩
に
よ
る
《
少
女
》
が
正
面
を
向
い
て

ぽ
か
ん
と
口
を
開
け
て
笑
う
様
子
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
身
体
の
方
は
、
胸
部
や
腹
部
な
ど
、
複
数
の
パ
ー
ツ
に
分
節
化
さ
れ
た

不
定
形
な
塊
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
片
方
に
寄
せ
ら
れ
た
豆
の
よ
う
な

形
の
乳
房
も
含
め
、
理
想
化
さ
れ
た
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
根
底
か
ら
否
定
す
る

形
状
と
な
っ
て
い
る
。
胸
や
腰
な
ど
の
曲
線
を
撹
乱
す
る
よ
う
な
、
不
連
続
な

塊
は
、「
こ
ぶ
ド
レ
ス
」
と
も
呼
ば
れ
る
一
九
九
七
年
にCom

m
e des Garçons

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
川
久
保
玲
が
発
表
し
た
服
（Body M

eets D
ress-

D
ress M

eets Body

）
の
よ
う
に
、
女
性
の
身
体
と
身
体
が
纏
わ
さ
れ
る
表

現
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
問
い
直
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
理
想
的
と
さ
れ
る
身
体
を
め
ぐ
る
表
現
の
カ
ノ
ン
か
ら
離
れ
て

い
く
こ
と
に
つ
い
て
、
桂
は
一
九
五
〇
年
の
油
絵
《
く
ら
し
》（
図
10
）
に
お

い
て
、
極
め
て
例
外
的
な
裸
体
像
を
通
し
て
も
試
み
て
い
た
。
四
分
割
さ
れ
た

画
面
の
左
側
の
二
つ
の
区
画
に
は
、
眠
り
に
つ
こ
う
と
横
た
わ
る
女
性
が
描
か

れ
て
い
る
。
顔
を
伏
せ
て
い
る
が
、
そ
の
身
体
は
画
家
が
自
ら
の
視
点
か
ら
捉

え
た
、
重
力
に
よ
っ
て
下
方
へ
移
動
す
る
皮
膚
と
脂
肪
を
あ

り
の
ま
ま
に
描
写
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
上
段

の
身
体
は
、
極
端
な
短
縮
法
で
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
画
家
が

自
ら
の
身
体
を
描
く
と
い
う
意
識
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い

る
。
戦
後
、
独
立
し
て
画
家
と
し
て
活
動
し
て
い
た
桂
は
人

物
を
描
く
際
に
は
多
く
の
場
合
、
戯
画
的
な
方
法
を
選
択
し

て
い
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
あ
え
て
衣
の
下
の
姿
を
リ
ア
ル

に
表
現
し
た
こ
と
は
一
考
に
値
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し

て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
身
体
表
現
を
習
得
し
た
岡
田
三
郎
助
や

図９ 　桂ゆき《自画像（娘時代）》1985
年、紅絹・綿・板、千葉市美術館蔵
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そ
の
弟
子
の
中
村
研
一
の
下
で
、
一
九
三
〇
年
代
に
モ
デ
ル
を
前
に
デ
ッ
サ
ン

の
修
行
を
続
け
る
中
で
習
得
し
た
技
術
を
桂
は
長
く
封
印
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
師
で
あ
る
男
性
画
家
が
描
く
理
想
化
さ
れ
た
女
性
像
と
、
自
身
が
捉
え

る
女
性
像
と
の
懸
隔
の
大
き
さ
を
痛
感
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
）
10
（

。

こ
の
《
く
ら
し
》
と
い
う
作
品
を
補
助
線
と
し
て
検
討
を
進
め
て
い
く
と
、

紅
絹
で
身
体
を
覆
う
作
品
が
孕
む
主
題
は
、
岡
田
三
郎
助
の
世
代
が
、
フ
ラ
ン

ス
留
学
時
の
師
で
あ
っ
た
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
の
戸
外
で
ま
ど
ろ
む
裸
婦
像

か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
、
そ
れ
を
日
本
の
状
況
に
落
と
し
込
ん
で

展
開
し
た
裸
婦
像
に
お
い
て
、
日
本
女
性
の
容
貌
の
モ
デ
ル
が
紅
絹
と
思
し
き

布
を
手
に
し
て
い
る
事
実
に
行
き
着
く
。
岡
田
の
ア
ト
リ
エ
で
日
々
デ
ッ
サ
ン

に
励
み
、
批
評
で
は
男
性
画
家
の
よ
う
に
描
く
こ
と
が
良
し
と
さ
れ
た
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
規
範
か
ら
は
み
出
す
も
の
が
あ
っ
て
気
持
ち
が
悪
か
っ
た

と
、
桂
は
一
九
八
六
年
の
レ
ク
チ
ャ
ー
で
も
回
想
し
て
い
る
。
岡
田
の
ア
ト
リ

エ
で
も
若
い
時
に
こ
れ
ら
の
女
性
像
（
壁
に
は
《
海
辺
裸
婦
》
な
ど
が
飾
ら
れ

て
い
た
）
を
日
々
目
に
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
一
九
四
〇
年
に
は
前
年
に
逝
去

し
た
岡
田
の
遺
作
展
が
東
京
府
美
術
館
で
開
催
さ
れ
五
六
二
点
も
の
作
品
が
展

示
さ
れ
た
。
そ
の
展
覧
会
図
録
（
図
11
）
に
掲
載
さ
れ
た
八
点
の
作
品
図
版
の

う
ち
、《
海
辺
裸
婦
》（
図
12
）
は
岡
田
の
弟
子
で
も
あ
っ
た
中
村
研
一
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
た
。
数
あ
る
裸
婦
像
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
《
海
辺
裸
婦
》

で
は
、
青
い
空
と
海
を
背
景
に
、
日
本
的
な
顔
立
ち
の
女
性
が
浜
辺
に
立
ち
、

紅
絹
と
思
し
き
赤
い
布
の
端
を
両
手
で
持
っ
て
い
る
。
海
辺
の
明
る
い
光
の
下
、

水
色
の
背
景
と
紅
色
の
対
比
は
鮮
や
か
か
つ
澄
明
で
あ
り
、
西
洋
的
な
プ
ロ

ポ
ー
シ
ョ
ン
の
黒
髪
の
女
性
は
、
古
典
古
代
の
彫
刻
《
ミ
ロ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
》

の
よ
う
に
静
か
に
佇
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
裸
婦
が
手
に
す
る
布
は
腰
布
で
あ

り
、
こ
れ
か
ら
着
物
を
纏
う
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
か
。
明
治
以
来
の
油
彩
に
よ

図10　桂ゆき《くらし》1950年、油彩・カンヴァス、栃木県立美術館蔵
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る
女
性
像
の
定
着
化
の
過
程
は
、
桂
の
師
の
世
代
の
長
年
に
わ
た
る
苦
闘
と
重

な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
裸
婦
像
と
い
う
西
洋
絵
画
の
理
念
と
制
度
を
体

現
す
る
も
の
を
、
そ
の
前
提
が
異
な
る
日
本
に
お
い
て
制
作
し
て
発
表
す
る
に

際
し
て
、
腰
布
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
た
出
来
事
と
重
な
る
。
桂
は
師
の
世
代
の

苦
闘
を
理
解
し
つ
つ
も
、
そ
の
前
提
と
な
る
西
洋
絵
画
の
裸
婦
像
に
お
け
る
男

性
の
眼
差
し
が
有
す
る
問
題
と
そ
れ
を
男
性
画
家
が
日
本
に
落
と
し
込
む
過
程

に
あ
っ
た
二
重
の
居
心
地
の
悪
さ
に
批
評
的
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
油
彩
で
女
性
像
を
描
く
際
に
、
桂
は
多
く
の
場
合
、
戯
画
的
な

表
現
を
取
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
八
五
年
の
自
画
像
で
は
、
紅
絹
で
そ
の
全
身

を
覆
い
、
敢
え
て
滑
稽
な
表
情
と
身
体
を
現
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
戦
前
、
動

物
園
に
行
っ
て
風
景
の
ス
ケ
ッ
チ
を
し
た
際
に
「
コ
ッ
ケ
イ
な
帽
子
、
モ
ダ
ン

ガ
ー
ル
！
カ
ン
ガ
ル
ー
！
」
と
書
き
こ
ん
で
い
た
桂
は
）
11
（

、
滑
稽
で
あ
る
こ
と
を

自
覚
し
、
自
ら
の
制
作
行
為
も
そ
の
よ
う
な
近
代
以
来
の
系
譜
の
中
で
批
評
的

に
眼
差
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
、
膜
と
し
て
の
紅
絹

前
章
で
取
り
上
げ
た
紅
絹
に
よ
る
《
自
画
像
（
娘
時
代
）》
と
前
後
す
る
時

期
に
桂
は
油
彩
に
よ
る
《
赤
と
白
》（
図
13
）
を
制
作
し
て
い
る
。
一
九
八
八

年
の
月
刊
誌
へ
の
エ
ッ
セ
イ
連
載
の
際
に
そ
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、

紅
絹
の
個
展
の
あ
と
、
グ
ル
ー
プ
展
で
発
表
す
る
な
ど
油
彩
に
よ
る
新
作
を
手

が
け
て
い
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
幅
が
三
八
セ
ン
チ
ほ

ど
の
画
面
、
向
か
っ
て
左
手
に
描
か
れ
た
紅
絹
の
布
は
、
紅
絹
に
よ
る
《
自
画

像
（
娘
時
代
）》
の
腹
部
を
示
す
綿
布
団
の
ご
と
き
塊
の
前
面
に
垂
れ
下
が
る
、

部
分
的
に
綿
が
詰
め
ら
れ
た
紅
絹
と
類
似
し
た
構
造
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い

図12 　岡田三郎助《海辺裸婦》1914年、
十八親和アートギャラリー蔵

図11 「岡田三郎助遺作展覧会」図録、1940
年、東京文化財研究所蔵
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る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
コ
ラ
ー
ジ
ュ
的
な
技
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
空
間

に
向
か
っ
て
飛
び
出
る
三
次
元
の
表
現
を
、
油
絵
で
描
写
し
た
わ
け
で
あ
る
。

コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
絵
画
表
現
を
一
貫
し
て
並
行
し
て
制
作
し
て
き
た
桂
が
、
八
十

年
代
に
、
紅
絹
と
い
う
も
の
を
介
し
て
、
二
つ
の
表
現
を
往
還
し
た
と
い
う
事

実
が
重
要
で
あ
る
。

《
赤
と
白
》
は
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
ヘ
イ
ス
ブ
ロ
ヒ
ツ
の
静
物
画
な
ど
の

よ
う
に
、
描
く
も
の
を
壁
か
ら
吊
る
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
よ
り
軽
減
さ
れ

た
重
力
を
描
写
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
布
と
い
う
軽
い
け
れ

ど
、
形
を
留
め
る
こ
と
が
難
し
い
モ
テ
ィ
ー
フ
が
選
ば
れ
、
甲
殻
類
の
殻
の
よ

う
な
形
や
枕
の
よ
う
な
形
が
紅
絹
と
い
う
一
枚
の
膜
の
中
か
ら
た
ち
あ
ら
わ
れ

る
様
子
が
、
解
け
た
糸
を
含
め
描
か
れ
、
右
側
の
白
い
布
は
、
も
ぬ
け
の
殻
と

な
っ
た
服
が
、
下
が
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
し
て
二
つ
の
布
が
ピ
ン

で
留
め
ら
れ
た
背
景
の
壁
も
ま
た
、
壁
紙
と
し
て
リ
ア
ル
に
描
写
し
た
も
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
描
か
れ
た
室
内
の
壁
は
、
絵
画
の
支
持
体
で
あ
る
カ
ン

ヴ
ァ
ス
で
も
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
描
写
と
物
質
の
関
係
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
て
い
る
。
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
一
枚
の
膜
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
現
実
の
壁
と
室
内

空
間
の
間
に
存
在
す
る
モ
ノ
で
あ
り
、
実
は
こ
の
油
絵
は
、
室
内
を
描
い
た
絵

画
が
、
室
内
に
展
示
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
に
言
及
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

紅
絹
で
描
か
れ
た
布
の
中
か
ら
イ
メ
ー
ジ
が
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
、
紅

絹
を
垂
ら
し
た
自
画
像
に
お
い
て
も
、
身
体
の
内
部
に
あ
る
も
の
の
蠢
き
と
も

言
え
る
形
の
生
成
と
消
滅
を
同
時
に
孕
む
表
現
が
示
さ
れ
て
い
る
。
物
質
と
イ

メ
ー
ジ
の
関
係
を
問
う
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
一

九
四
〇
年
に
国
内
の
主
要
な
美
術
家
が
参
加
し
た
「
紀
元
二
千
六
百
年

奉
祝

美
術
展
覧
会
」
に
出
品
し
た
、《
賀
象
》（
図
14
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
絵
画
で

も
示
さ
れ
て
い
る
。
展
覧
会
は
、
神
話
上
の
建
国
か
ら
節
目
と
な
る
年
を
奉
祝

図13　桂ゆき《赤と白》c.1988年、油彩・カンヴァス、東京都現代美術館蔵
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す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
画
面
右
上
に
は
鳳
凰
を
表
す
布
な
ど
お
祝

い
に
関
わ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
、
そ
し
て
割
れ
た
茶
器
を
描
い
た
絵
や
乾
燥
し
た
押

し
花
な
ど
、
本
来
は
三
次
元
の
立
体
を
二
次
元
の
紙
に
落
と
し
込
ん
だ
も
の
が
、

描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
支
持
体
を
な
す
室
内
に
垂
れ
下
が
る
白
い
布

の
左
上
に
は
、
穴
が
空
い
て
そ
の
周
り
が
め
く
れ
上
が
っ
て
い
る
様
子
が
、
描

か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
絵
画
と
は
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
と
い
う
膜
に
、
三
次
元
の

物
を
二
次
元
に
落
と
し
込
ん
だ
、
絵
空
事
、
ト
ロ
ン
プ
ル
イ
ユ
に
す
ぎ
な
い
こ

と
、
そ
し
て
そ
こ
に
描
か
れ
た
奉
祝
と
い
う
主
題
も
ま
た
虚
し
い
も
の
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

桂
に
と
っ
て
紅
絹
と
い
う
膜
は
、
す
べ
て
を
同
一
の
色
で
包

む
こ
と
で
、
モ
ノ
の
個
別
性
を
捨
象
す
る
だ
け
で
な
く
、
膜
に

よ
っ
て
隠
さ
れ
る
も
の
、
忘
却
さ
れ
る
も
の
を
、
紅
色
で
顕
在

化
さ
せ
る
、
相
反
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
膜

が
、
見
え
る
も
の
、
見
え
な
い
も
の
と
い
っ
た
、
視
覚
に
関
わ

る
問
題
を
、
意
識
化
さ
せ
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
さ
ら
に
膜
は
、
見
え
る
も
の
と
、
見
え
な
い
も
の

を
反
転
さ
せ
る
境
界
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
り
、
膜
は
意
味

の
反
転
、
意
味
の
相
対
化
を
も
た
ら
す
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
膜
の
役
割
は
、
垂
直
方
向
に
機
能
す
る
、
紅
絹

と
い
う
布
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
よ
っ
て
立
つ
、
水
平
方

向
に
広
が
る
地
面
も
、
類
似
の
存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
た
よ

う
だ
。
そ
れ
は
、
戦
後
、
一
九
五
六
年
か
ら
五
年
に
わ
た
り
パ

リ
、
中
央
ア
フ
リ
カ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
滞
在
し
、
帰
国
後
、
そ
の
旅
行
記
を

執
筆
し
た
時
の
表
紙
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
原
画
は
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に

障
子
紙
の
よ
う
な
薄
い
和
紙
を
赤
い
油
絵
の
具
で
貼
り
付
け
た
コ
ラ
ー
ジ
ュ
で

あ
り
、
こ
の
赤
い
和
紙
と
い
う
膜
は
ア
フ
リ
カ
の
大
地
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

ま
た
こ
の
旅
行
記
の
後
半
に
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
都
市
空
間
を
、
断
面
で
示

し
た
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
地
面
の
上
は
、
近
代
的
な
摩
天
楼
が
屹
立
す

る
が
、
地
面
の
下
、
地
下
鉄
や
水
道
管
の
中
に
は
、
ワ
ニ
や
亀
な
ど
が
生
息
し
、

マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
地
下
に
は
、
そ
の
直
前
に
ア
フ
リ
カ
で
見
て
き
た
の
と
同
じ

図14 　桂ゆき《画象》1940年、油彩・カンヴァス、東京国立近
代美術館蔵　Photo：MOMAT/DNPartcom
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よ
う
な
ジ
ャ
ン
グ
ル
が
あ
る
と
こ
の
旅
行
記
で
記
し
て
い
る
。
地
面
は
、
見
え

る
も
の
、
見
え
な
い
も
の
を
分
か
つ
膜
で
あ
り
、
膜
の
反
対
側
の
存
在
を
考
え

る
こ
と
は
、
膜
に
気
づ
い
た
見
る
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
七
〇

年
頃
の
東
京
で
、
桂
は
大
気
汚
染
を
避
け
る
た
め
、
マ
ス
ク
を
す
る
人
々
を
描

い
て
い
る
。
マ
ス
ク
も
周
囲
の
排
気
ガ
ス
も
、
和
紙
の
表
面
に
皺
を
よ
せ
、
そ

れ
を
貼
り
付
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
膜
は
、
画
面
の
内
部
と
鑑
賞
者
を
区
切
り

な
が
ら
繋
ぐ
も
の
で
も
あ
り
、
境
界
や
問
題
を
顕
在
化
し
、「
見
る
」
と
い
う

行
為
の
主
体
に
つ
い
て
意
識
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

マ
ス
ク
の
着
用
が
常
態
化
し
た
現
在
、
膜
が
投
げ
か
け
る
意
味
は
、
一
層
深

ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

む
す
び

一
九
八
〇
年
代
に
開
催
さ
れ
た
新
作
に
よ
る
「
紅
絹
の
か
た
ち
」
展
は
、
物

質
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
、
絵
画
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
制
作
を
半

世
紀
に
渡
っ
て
並
行
し
て
展
開
し
た
桂
ゆ
き
の
挑
戦
的
な
発
表
で
あ
っ
た
。
そ

の
展
示
で
使
用
し
た
紅
絹
は
、
そ
れ
自
体
が
近
現
代
の
日
本
社
会
の
変
容
を
物

語
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
西
洋
美
術
を
学
習
し
て
き
た
油
絵
と
い
う
制
度
が
孕

む
問
題
の
要
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
紅
絹
の
か
た
ち
」
展

と
は
、
物
質
と
し
て
存
在
す
る
紅
絹
を
媒
介
と
し
て
、
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
追

求
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
物
質
の
関
係
を
、
再
考
す
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
紅
絹
は
、

主
題
と
材
質
と
表
現
の
交
差
点
に
あ
る
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
作
品
の
素

材
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
。

桂
が
一
九
三
〇
年
代
に
参
加
し
た
九
室
会
で
は
、
戦
後
美
術
を
牽
引
す
る
吉

原
治
良
や
斎
藤
義
重
も
活
動
し
て
い
た
。
吉
原
が
一
九
五
〇
年
代
に
具
体
を
結

成
し
内
外
で
集
団
的
な
発
表
活
動
を
展
開
し
、
斎
藤
が
教
育
者
と
し
て
九
六
〇

│
七
〇
年
代
に
活
動
し
た
も
の
派
の
作
家
た
ち
を
育
て
た
の
に
対
し
、
戦
後
は

ほ
ぼ
個
人
で
活
動
を
持
続
さ
せ
た
女
性
美
術
家
の
顕
彰
を
進
め
る
美
術
家
の
集

団
は
な
か
っ
た
。
生
前
の
国
内
状
況
を
反
映
し
た
、
欧
米
で
の
具
体
や
も
の
派

の
作
家
の
評
価
に
比
べ
る
と
、
や
や
不
当
と
も
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る
）
12
（

。

ま
た
、
八
〇
年
代
の
日
本
美
術
に
つ
い
て
の
検
証
は
近
年
、
国
内
の
美
術
館

に
お
い
て
活
発
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に

活
動
を
開
始
し
た
世
代
の
仕
事
が
中
心
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
）
13
（

。
例
え
ば
、

森
村
泰
昌
が
泰
西
名
画
の
中
に
自
ら
入
り
こ
み
ハ
リ
ボ
テ
の
服
を
纏
っ
て
撮
影

し
た
写
真
に
絵
筆
を
走
ら
せ
た
作
品
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
紅
絹
と
同
じ
一
九

八
五
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
後
も
継
続
し
て
映
像
な
ど
の
分
野
で
も
制
作
の

幅
を
広
げ
活
躍
を
続
け
て
い
る
の
に
対
し
、
桂
は
紅
絹
の
個
展
の
あ
と
は
、
グ

ル
ー
プ
展
で
の
油
彩
の
発
表
の
の
ち
、
平
成
に
年
号
が
変
わ
っ
た
時
期
に
生
涯

を
閉
じ
た
。
そ
の
後
の
現
代
美
術
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
い
う
点
で
随
分
異
な
る

コ
ー
ス
を
辿
っ
て
き
た
が
、
こ
の
二
人
が
八
五
年
に
試
み
た
こ
と
は
、
近
代
以

降
の
日
本
に
お
け
る
制
作
の
在
り
よ
う
を
主
題
化
し
、
そ
こ
に
膜
を
か
け
る
こ

と
（
纏
う
こ
と
）
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
示
そ
う
と
し
た
点
で
、
大
き
な
懸
隔

が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
メ
デ
ィ
ア
環
境
を
は
じ
め
変
化

の
め
ま
ぐ
る
し
い
現
代
美
術
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
記
述
が
世
代
論
に
よ
っ
て
語
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ら
れ
る
の
は
致
し
方
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
戦
前
の
東
京
で
、
手
探
り
で
モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
批
判
的
検
討
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
桂
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
再
考
の
時
期

に
、
物
質
と
イ
メ
ー
ジ
を
横
断
す
る
紅
絹
を
通
し
て
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん

だ
こ
と
の
意
味
は
、
八
〇
年
代
以
降
の
美
術
を
め
ぐ
る
記
述
に
お
い
て
更
な
る

検
討
を
重
ね
て
い
く
べ
き
課
題
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

註

（
１

）
桂
は
国
立
近
代
美
術
館
の
開
館
展
（
一
九
五
二
）
に
招
待
さ
れ
た
三
人
の
女
性
画
家

の
一
人
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
に
は
現
代
日
本
美
術
展
の
最
優
秀
賞
を
受
賞
し
、

一
九
八
〇
年
に
は
公
立
美
術
館
で
回
顧
展
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

（
２

）
北
澤
憲
昭
「
創
造
の
さ
な
か
に

桂
ゆ
き
│
紅
絹
の
か
た
ち

ユ
ー
モ
ア
の
赤
い
爆

発
」『
季
刊
み
づ
ゑ
』
一
九
八
五
年
六
月
、
五
八
│
六
三
頁
、
濱
本
聡
「
桂
ゆ
き
の
作

品
を
め
ぐ
る
螺
旋
的
な
記
述
の
試
み
」『
桂
ゆ
き
展
』
下
関
市
立
美
術
館
、
一
九
九
一
、

一
一
四
│
一
一
九
頁
、
外
舘
和
子
「
桂
ゆ
き
の
絵
画
と
コ
ラ
ー
ジ
ュ
│
そ
の
戯
画
的
世

界
に
増
幅
す
る
魅
力
」『
桂
ゆ
き
の
世
界
│
絵
画
と
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
み
る
女
性
画
家
の
眼

差
し
』
茨
城
県
近
代
美
術
館
、
一
九
九
八
、
小
勝
禮
子
「
日
本
の
前
衛
女
性
芸
術
家
と

布
│
芥
川
（
間
所
）
紗
織
、
桂
ユ
キ
子
（
ゆ
き
）、
草
間
彌
生
を
め
ぐ
っ
て
」『
川
村
学

園
女
子
大
学
女
性
学
年
報
』
二
〇
〇
六
、
一
七
│
二
七
頁
、
二
〇
〇
七
年
、
五
│
一
四

頁
、
拙
論
「
桂
ゆ
き
│
あ
る
寓
話
」
六
│
一
六
頁
、
濱
本
聡
「
桂
ゆ
き
の
眼
差
し
│
そ

の
批
評
精
神
を
巡
っ
て
」
一
七
│
二
四
頁
、『
桂
ゆ
き
│
あ
る
寓
話
』
東
京
都
現
代
美

術
館
・
下
関
市
立
美
術
館
、
二
〇
一
三
な
ど
。

（
３

）
中
原
佑
介
「
紅
絹
が
ゆ
き
を
被
う
」、
桂
ゆ
き
「
お
釡
の
こ
と
な
ど
」『IN

A
-A
RT
 

N
EW
S

桂
ゆ
き
展

紅
絹
の
か
た
ち
』N

o.36

、IN
A
X

。

（
４

）
桂
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
出
品
作
は
ひ
ろ
く
人
の
営
み
に
言
及
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
が
、
展
示
室
の
左
壁
か
ら
右
壁
へ
の
展
開
に
お
い
て
、
箱
枕
な
ど
古
道
具
に
は
武
家

出
身
の
母
、《
弁
慶
さ
ん
》
に
は
父
（
弁
三
）
の
存
在
、
そ
し
て
誕
生
か
ら
現
在
ま
で

の
自
ら
の
生
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
即
ち
寓
話
の
か
た
ち
を
と
っ
た
家
族

の
物
語
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
５

）
花
田
清
輝
「
室
町
画
人
伝
」『
群
像
』
一
九
七
一
年
一
月
、
五
八
│
九
七
頁
。

（
６

）
桂
ゆ
き
「
命
の
重
さ
」『
一
枚
の
絵
』
一
九
八
八
年
十
月
、
五
二
│
五
三
頁
。
地
域

社
会
の
理
不
尽
な
変
容
に
対
し
て
、
桂
は
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
新

宿
区
が
進
め
て
い
た
町
名
変
更
に
反
対
し
、
発
起
人
の
一
人
と
し
て
「
余
丁
町
の
町
名

を
守
る
会
」
を
発
足
さ
せ
て
い
る
。「
余
丁
町
残
せ

作
家
ら
が
反
対
運
動
」『
読
売
新

聞
』
一
九
七
九
年
一
月
十
二
日
、
朝
刊
、
二
〇
面
。

（
７

）A
RT
-N
O
W
 N
o.8

「
私
た
ち
は
古
い
も
の
が
新
し
い
」
桂
ゆ
き
×
平
林
薫
、
板
橋

区
立
美
術
館
、
一
九
八
六
年
十
月
四
日
。

（
８

）
中
原
佑
介
、
前
掲
註（
３

）。

（
９

）
桂
ゆ
き
「
自
画
像
を
め
ぐ
る
一
考
察
」『
一
枚
の
絵
』
一
九
八
八
年
四
月
、
五
四
│

五
五
頁
。

（
10
）
三
谷
理
華
「
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン
作
《
眠
り
》（
一
八
九
二
年
）
を
め
ぐ
る
三
つ

の
物
語
」『CO

N
N
ECT

IO
N
S

海
を
越
え
る
憧
れ
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
150
年
』

ポ
ー
ラ
美
術
館
、
二
〇
二
〇
年
、
一
一
│
一
六
頁
、
三
浦
篤
『
移
り
棲
む
美
術
』
名
古

屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
、
四
二
九
│
四
四
〇
頁
。

（
11
）
桂
ゆ
き

一
九
三
七
年
の
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
。

（
12
）Japon des avant-gardes: 1910-1970, M

usée national d ’art m
oderne, 

Paris, 1987; Japanese A
rt after 1945, Guggenheim

 M
useum

, Soho, 1994; 

T
okyo 1955-1970, M

useum
 of M

odern A
rt, N

ew
 Y
ork, 2012

な
ど
。

（
13
）
例
え
ば
『
起
点
と
し
て
の
80
年
代
』
金
沢
21
世
紀
美
術
館
、
高
松
市
美
術
館
、
静
岡

市
美
術
館
、
二
〇
一
八
年
、『
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ヴ
現
代
美
術
の
80
年
代
』
国
立
国
際
美

術
館
、
二
〇
一
八
年
な
ど
の
展
覧
会
。

画
像
提
供
・
図
版
出
典
一
覧

図
１

お
か
ざ
き
世
界
子
ど
も
美
術
博
物
館
、
図
２

・
５

・
６

・
８

・
13

東
京
都
現
代
美

術
館
、
図
３

・
４

伊
奈
英
次
撮
影LIX

IL

ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
図
７

・
14

東
京
国
立
近
代
美

術
館
、
図
９

千
葉
市
美
術
館
、
図
10

栃
木
県
立
美
術
館
、
図
11

東
京
文
化
財
研
究
所




