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1 東山魁夷の芸術 宗像 衣子

Journal of the Faculty of Letters, Kobe Shoin Women’s University, No. 1 （March 2012）, 1–15.
神戸松蔭女子学院大学研究紀要文学部篇 No. 1 （2012年 3月）, 1–15.

東
山
魁
夷
の
芸
術
―
色
と
形
の
表
現
性

宗
像 
衣
子

神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
文
学
部

キ
ー
ワ
ー
ド
：
絵
画
、
現
代
、
東
洋
、
自
然
、
抽
象

序現
代
日
本
画
家
の
巨
匠
、
東
山
魁
夷
は
い
わ
ゆ
る
日
本
画
家
と
し
て
は
や

や
特
異
な
経
歴
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
彼
は
、
東
京
美
術
学
校

で
日
本
画
を
学
ん
だ
が
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
で
美
術
史
を
研
究
し
、
西
洋
の
芸

術
世
界
に
も
触
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
西
洋
の
絵
画
や
文
化
に
親
し
み
、

思
索
し
た
魁
夷
は
、
た
だ
絵
を
描
く
画
家
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
思
考
し

言
葉
を
綴
る
こ
と
に
も
力
量
を
示
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
彼
の
絵
と
言
葉
に
よ
っ
て
、
彼
の
芸
術
世
界
を
眺
め
た
い
。

魁
夷
は
、
西
洋
や
西
洋
美
術
の
歴
史
、
ひ
い
て
は
西
洋
文
化
か
ら
何
を
学
び
、

自
ら
の
日
本
画
の
世
界
を
ど
の
よ
う
に
創
り
出
し
た
の
か
。
そ
の
世
界
は
、

日
本
の
み
な
ら
ず
、
な
ぜ
世
界
的
に
評
価
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
か
。

そ
の
意
味
を
探
る
こ
と
で
、
魁
夷
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
美
術
や
文
化
の
特

質
、
さ
ら
に
そ
れ
に
対
す
る
世
界
の
注
目
に
つ
い
て
、
歴
史
的
観
点
を
も
加

え
て
浮
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

彼
の
日
本
画
家
と
し
て
の
本
領
で
あ
る
、
自
然
を
対
象
と
し
た
風
景
画
を

検
討
し
た
い
。
ま
ず
彼
自
身
の
風
景
画
へ
の
傾
倒
を
示
す
言
葉
、
志
向
を
表

す
言
葉
を
確
認
し
よ
う
。
次
に
代
表
的
な
風
景
画
六
点
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
特
質
を
、
絵
に
寄
せ
ら
れ
た
言
葉
、
絵
に
関
わ
る
言
葉
と
共
に
吟
味

し
た
い
。
こ
う
し
て
そ
れ
ら
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
彼
の
絵
と
言
葉
の
世
界
を

考
察
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
画
や
日
本
文
化
の
特
質
、
そ
の
歴
史

性
な
い
し
展
開
を
考
究
し
、
魁
夷
の
造
形
表
現
の
深
甚
で
広
範
な
価
値
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
論
は
こ
う
し
た
意
図
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
際
し
て
、
と
り
わ
け
二
〇
〇
四
年
に
兵
庫
県
立
美
術
館
で
開
催
さ

れ
た
彼
の
回
顧
展
、
そ
の
図
録
『
ひ
と
す
じ
の
道
』
を
参
照
し
、
本
稿
の
手

掛
か
り
に
し
た
い
と
思
う1
。

一　

生
涯
と
作
品 

魁
夷
は
一
九
〇
八
年
、
明
治
四
一
年
、
横
浜
に
生
ま
れ
た
。
三
歳
の
時

に
神
戸
に
移
り
住
ん
だ
。
神
戸
で
青
年
時
代
を
過
ご
し
た
後
、
大
正
末
年
、
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一
八
歳
で
、進
学
の
た
め
に
上
京
す
る
。
東
京
美
術
学
校（
現
東
京
藝
術
大
学
）

で
の
一
年
目
の
夏
、
信
州
に
旅
し
、
雄
大
な
自
然
、
そ
の
厳
し
く
や
さ
し
い

光
景
に
触
れ
て
、
風
景
画
家
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。

戦
中
戦
後
の
荒
廃
の
最
中
、
自
然
の
う
ち
に
命
の
姿
を
映
し
見
て
、
風
景

画
へ
の
思
い
を
固
め
た
、
と
魁
夷
は
後
に
語
る
。
信
州
の
風
景
が
彼
の
画
家

と
し
て
の
出
発
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
晩
年
、
平
成
二
年
、
八
二
歳
で
、
自

身
の
美
術
館
、
東
山
魁
夷
館
を
長
野
に
置
い
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。

さ
て
二
五
歳
の
時
、
ベ
ル
リ
ン
で
ド
イ
ツ
語
を
学
ん
だ
後
、
翌
年
、
日
独

交
換
留
学
生
と
し
て
、
二
年
間
の
ド
イ
ツ
留
学
に
赴
く
こ
と
に
な
り
、
ベ
ル

リ
ン
大
学
哲
学
部
美
術
史
科
に
入
る
。
し
か
し
、
父
親
の
病
気
の
た
め
に
、

一
年
で
帰
国
す
る
。
三
五
歳
の
時
に
は
中
国
に
も
旅
す
る
。
広
く
世
界
を
眺

め
る
姿
勢
は
若
い
頃
か
ら
で
あ
っ
た
。
一
九
四
五
年
、
戦
中
、
三
七
歳
で
、

熊
本
の
部
隊
に
配
さ
れ
て
い
る
。
戦
争
に
お
け
る
身
近
な
人
々
の
死
は
、後
々

ま
で
彼
に
大
き
く
の
し
か
か
る
こ
と
に
な
る
。

三
九
歳
で
日
展
に
出
品
し
た
「
残
照
」
が
特
選
受
賞
と
な
る
。
四
二
歳
、

同
じ
く
日
展
に
「
道
」
を
出
品
し
て
高
い
評
価
を
得
る
。
こ
の
作
品
は
後
に

本
稿
で
検
討
す
る
。
四
八
歳
で
日
本
芸
術
院
賞
を
受
け
る
。
一
九
六
〇
年
、

五
二
歳
で
、
宮
内
庁
の
依
頼
に
よ
る
東
宮
御
所
の
壁
画
「
日
月
四
季
図
」
を

完
成
さ
せ
る
。
一
九
六
二
年
、
五
四
歳
で
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
写
生
旅
行
に
出
る
。
北
欧
は
魁
夷
に
強
い

印
象
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
北
欧
旅
行
の
折
の
作
品
の
ひ
と
つ
に
、

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
冬
華
」
が
あ
る
。

一
九
六
八
年
、
六
〇
歳
で
、
京
洛
四
季
展
、
翌
年
『
京
洛
四
季
』
を
上
梓
す

る
。
親
友
川
端
康
成
か
ら
告
げ
ら
れ
た
、
古
都
京
都
の
姿
を
留
め
て
ほ
し
い

と
の
願
い
に
応
じ
て
、
古
都
の
四
季
を
描
い
た
画
文
集
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

そ
の
ひ
と
つ
、
春
の
「
花
明
り
」
を
取
り
上
げ
る
。
六
九
年
、
文
化
勲
章
。

一
九
七
一
年
、
六
三
歳
で
、
奈
良
の
唐
招
提
寺
御
影
堂
の
障
壁
画
の
制
作

依
頼
を
受
け
る
。
鑑
真
と
唐
招
提
寺
の
研
究
の
た
め
、
奈
良
の
自
然
と
文
化

を
探
究
す
る
。
こ
の
後
、
一
〇
年
も
の
歳
月
を
か
け
て
、
こ
の
大
作
に
取
り

組
む
こ
と
に
な
る
。
一
九
七
三
年
、
白
い
馬
を
主
題
と
す
る
連
作
を
手
掛
け

る
。
白
い
馬
も
、
魁
夷
が
特
別
の
思
い
を
委
ね
た
、
唯
一
と
い
う
べ
き
生
物

の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

一
九
七
四
年
、
日
展
理
事
長
に
就
任
す
る
。
一
九
七
六
年
、
中
国
訪
問
。

一
九
七
七
年
、
六
九
歳
で
、
パ
リ
日
本
大
使
館
の
た
め
に
制
作
す
る
。
パ
リ
、

プ
チ
・
パ
レ
で
唐
招
提
寺
展
が
開
催
さ
れ
る
が
、
そ
の
折
に
フ
ラ
ン
ス
を
訪

問
す
る
。
一
九
七
九
年
、
中
国
で
の
ス
ケ
ッ
チ
に
よ
っ
て
第
二
期
唐
招
提
寺

障
壁
画
を
構
想
す
る
。
一
九
八
〇
年
、
七
二
歳
で
、
第
二
期
障
壁
画
完
成
。

こ
の
折
の
作
品
「
白
い
朝
」
を
こ
こ
で
検
討
す
る
。

一
九
八
九
年
、八
一
歳
、展
覧
会
開
催
に
応
じ
て
渡
欧
す
る
。
一
九
九
〇
年
、

大
嘗
祭
で
、
風
俗
歌
屏
風
の
制
作
を
す
る
。
信
濃
美
術
館
の
隣
に
東
山
魁
夷

館
が
開
か
れ
る
。
こ
の
年
、「
行
く
秋
」
を
描
く
。
旅
し
た
ド
イ
ツ
の
秋
の
作

品
で
あ
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
検
討
す
る
。
一
九
九
九
年
、
九
〇
歳
で
老

衰
に
よ
り
逝
去
。
小
さ
な
画
布
「
夕
星
」
は
絶
筆
と
言
わ
れ
る
。
こ
こ
で
扱

う
作
品
で
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
、兵
庫
県
立
美
術
館
で
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
る
。

生
涯
を
通
じ
て
、頻
繁
に
、北
欧
に
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
、そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
に
、
さ
ら
に
中
国
に
も
赴
く
。
も
ち
ろ
ん
日
本
各
地
を
も
数
多
く
訪

ね
た
。
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
写
生
旅
行
を
通
じ
て
、
宮
内
庁
に
関
わ
る
大

き
な
仕
事
を
い
く
つ
も
手
掛
け
、
国
内
外
で
次
々
と
意
欲
的
に
作
品
を
発
表

し
た
。
九
〇
歳
の
最
期
の
日
ま
で
絵
筆
を
取
り
続
け
た
、
長
く
豊
か
な
風
景

画
家
の
道
の
り
で
あ
っ
た2
。
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二　

自
然
へ
の
志
向

図
録
『
ひ
と
す
じ
の
道
』
の
序
文
か
ら
魁
夷
の
風
景
画
家
と
し
て
の
志
向

に
つ
い
て
探
ろ
う
。
一
九
九
一
年
に
記
さ
れ
た
「
自
然
と
私
」
と
題
さ
れ
た

文
に
、
魁
夷
が
風
景
と
ど
の
よ
う
に
巡
り
合
い
、
風
景
を
ど
う
捉
え
た
か
、

風
景
を
描
く
画
家
と
し
て
の
道
を
ど
う
決
意
し
た
か
が
語
ら
れ
て
い
る
。

戦
争
に
よ
っ
て
、
命
の
は
か
な
さ
を
身
辺
に
実
感
し
た
時
、
自
然
の
風
景

に
充
実
し
た
生
命
を
感
じ
た
と
い
う
。
そ
れ
ま
で
見
向
き
も
し
な
か
っ
た
よ

う
な
風
景
に
感
動
し
、
祈
り
を
覚
え
た
と
す
る
。
そ
う
し
た
風
景
も
、
名
所

旧
跡
と
い
う
よ
り
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
風
景
が
い
い
と
い
う
。
そ
し

て
北
欧
の
光
景
で
も
、
人
跡
未
踏
と
い
う
よ
り
、
人
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ
る

風
景
に
惹
か
れ
る
と
い
う
。
し
か
も
人
物
は
描
か
な
い
。
風
景
に
人
の
心
が

反
映
し
て
い
る
か
ら
だ
と
彼
は
語
る
。
誰
に
で
も
そ
れ
ぞ
れ
身
近
に
思
え
る

よ
う
な
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
心
を
映
し
見
ら
れ
る
よ
う
な
風
景
を
描
こ
う
と

し
た
の
だ
ろ
う
か
。

ド
イ
ツ
の
街
角
を
例
に
挙
げ
、
小
さ
な
町
が
好
き
だ
と
述
べ
る
。
日
常
の

風
景
を
前
に
、
清
澄
な
自
然
と
素
朴
な
人
間
性
に
触
れ
て
感
動
し
、
そ
れ
を

描
き
た
い
と
思
っ
て
き
た
と
い
う
。
現
代
的
と
は
言
い
難
く
、
時
代
と
逆
行

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
よ
か
っ
た
の
だ
と
回
想
す
る
。
今
の

時
代
に
こ
そ
、
自
然
を
眺
め
、
自
然
の
草
木
に
生
の
姿
、
生
の
循
環
、
生
の

根
源
的
な
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
必
要
だ
、
と
魁
夷
は
語
る3
。

他
に
も
随
所
に
彼
の
思
い
は
綴
ら
れ
て
い
る
。「
風
景
と
の
巡
り
合
い
」
は

た
だ
一
度
の
こ
と
で
あ
り
、「
自
然
も
私
た
ち
も
生
成
と
衰
滅
の
輪
を
描
い
て

変
転
し
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、
人
間
よ
り
大
き
な
大
自
然
の
力
を
、
生
命
の

源
と
し
て
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
彼
は
考
え
る4
。
秋
、
葉
が
落
ち
て
、
そ

の
あ
と
の
冬
芽
が
、
春
に
芽
吹
き
、
若
葉
に
な
り
青
葉
に
な
る
、
そ
の
循
環

に
こ
そ
生
命
の
現
れ
を
、
魁
夷
は
見
る5
。「
古
来
、
東
洋
美
術
が
求
め
た
も

の
は
、
客
観
的
自
然
の
描
写
で
は
な
く
心
情
の
反
映
と
し
て
の
表
現
」
で
あ

れ
ば
、
清
澄
な
自
然
に
対
し
て
「
自
然
を
細
か
く
観
察
す
る
」「
分
析
的
に

現
象
を
見
る
」
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、「
自
然
の
な
か
の
生
命
の
発
現
を
素
直

に
捉
え
た
い
」
と
彼
は
述
懐
す
る
の
で
あ
る6
。

た
と
え
ば
、
あ
く
ま
で
岩
絵
具
を
捨
て
ず
、
岩
絵
具
に
よ
る
下
塗
り
の
効

果
を
も
つ
大
和
絵
の
手
法
を
保
ち
、
そ
れ
が
生
む
微
妙
な
濃
淡
の
表
現
の
可

能
性
の
な
か
で
、雪
と
氷
の
割
れ
目
を
流
れ
ゆ
く
川
の
水
を
描
い
た
作
品
「
た

に
ま
」（
昭
和
二
八
年
、
一
九
五
三
年
）
に
、
そ
れ
は
似
つ
か
わ
し
い
言
葉

だ
ろ
う
。
西
洋
を
い
く
た
び
も
旅
し
、
そ
し
て
確
信
す
る
日
本
の
描
き
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

彼
の
思
索
を
、
個
々
の
作
品
、
と
り
わ
け
自
然
の
風
景
が
主
要
な
モ
チ
ー

フ
と
な
っ
た
絵
に
対
し
て
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
浮
び
上
ら
せ
た
い
。
そ
の
表
現
の
独
自
性
を
い
く
ら
か
明
ら
か
に
す
べ
く

吟
味
し
た
い
。
そ
こ
で
、
表
現
の
背
景
と
な
る
日
本
の
芸
術
と
文
化
に
触
れ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三　

絵
六
点

1
「
道
」

一
九
五
〇
年
、
昭
和
二
五
年
、
魁
夷
四
二
歳
の
時
の
作
品
で
あ
る
。
風
光

明
媚
で
知
ら
れ
た
青
森
県
種
差
海
岸
の
牧
場
の
道
で
あ
り
、
十
数
年
前
の
写
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生
が
も
と
で
あ
る
と
い
う
。
大
海
原
に
開
か
れ
た
灯
台
や
放
牧
の
馬
が
見
え

る
風
景
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
、
道
と
草
叢
だ
け
に
し
て
、
朝
早
い
夏
の
空
気

の
な
か
に
描
い
た
と
い
う
。
自
分
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
遍
歴
の
果
て
、
あ
る

い
は
ま
た
始
ま
り
の
地
点
で
も
あ
る
と
い
う7
。
清
澄
な
自
然
の
な
か
で
、
戦

争
で
の
生
死
に
対
す
る
身
近
で
切
実
な
思
い
か
ら
、
制
作
に
取
り
組
ん
だ
時
、

一
筋
の
道
が
続
く
の
を
見
た
、
と
彼
は
語
る
。

灯
台
や
馬
等
具
体
的
モ
チ
ー
フ
が
省
略
さ
れ
簡
略
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、

柔
ら
か
な
青
と
深
緑
そ
し
て
グ
レ
ー
の
無
限
の
広
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
限

定
の
無
さ
に
、
無
限
、
す
べ
て
を
包
み
込
む
無
限
が
あ
る
。
広
が
る
時
間
、

生
や
極
限
さ
ら
に
永
遠
が
見
え
る
だ
ろ
う
。

ま
だ
汚
れ
な
い
夏
の
朝
の
青
緑
の
空
気
の
な
か
に
、
彼
の
す
が
す
が
し
い

道
は
あ
っ
た
。
こ
の
絵
を
き
っ
か
け
に
、
彼
は
風
景
画
家
に
な
る
こ
と
を
決

意
し
た
と
い
う
。

戦
争
の
た
め
に
身
辺
で
死
に
ゆ
く
人
々
に
触
れ
た
時
、
自
然
に
対
し
て
、

そ
の
厳
然
た
る
営
み
に
対
し
て
、
畏
怖
を
覚
え
た
と
い
う
。
自
然
が
内
に
も

つ
生
と
死
の
循
環
に
、
人
間
の
生
の
在
り
方
を
写
し
見
て
、
深
く
思
い
を
新

た
に
し
た
の
だ
ろ
う
。

自
然
は
、
名
所
旧
跡
や
風
光
明
媚
な
場
と
し
て
彼
の
心
に
残
る
わ
け
で
は

な
く
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
場
と
し
て
描
き
た
か
っ
た
と
語
っ
た
。
そ

う
し
た
思
い
も
、
こ
の
よ
う
な
簡
略
的
な
、
種
差
海
岸
に
限
ら
な
い
、
万
人

の
海
辺
へ
と
、
無
限
の
広
が
り
へ
と
続
く
道
を
、
そ
し
て
無
限
に
続
く
時
間
、

そ
の
描
き
を
生
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
誇
張
さ
れ
た
よ
う
な
遠
近
法
が
、
空
間
的

な
遠
さ
、
時
間
的
な
遠
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
天
体
的
時
空
を
思
わ
せ
る

よ
う
な
道
で
あ
る
。

前
人
未
到
の
近
寄
り
が
た
い
景
色
で
は
な
く
、
人
の
息
吹
の
感
じ
ら
れ
る

景
色
、
日
常
的
な
光
景
を
描
き
た
か
っ
た
と
も
言
う
が
、
し
か
し
人
の
姿
は

描
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
風
景
が
そ
の
ま
ま
人
の
心
を
写
し
て
い
る
か
ら
と

語
っ
た
。
こ
こ
に
も
人
は
い
な
い
。
し
か
し
人
の
心
が
や
は
り
そ
の
ま
ま
表

れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
タ
イ
ト
ル
は
単
に
「
道
」
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
の
道
は
、
ま
さ
に
彼
の
絵
本
来
の
趣
を
描
き
だ

し
て
い
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
彼
は
、
そ
し
て
人
も
、
こ
こ
か
ら
こ
う

し
た
場
か
ら
出
発
し
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
こ
う
し
た
場
に
帰
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
彼
の
好
む
深
い
青
と
緑
に
靄
が
か
っ
た
、
足
元
か
ら
広
が
る
大

き
な
画
布
は
、
普
遍
的
な
共
感
を
呼
ぶ
、
ま
さ
に
広
大
な
作
品
と
見
え
る
。

現
実
の
光
景
に
導
か
れ
、
普
遍
の
道
を
描
い
た
、
確
た
る
意
思
に
貫
か
れ

た
絵
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
柔
ら
か
な
色
合
い
の
中
に
確
固
た
る
強
さ
が
感
じ

取
れ
る
。

2
「
冬
華
」

ひ
と
き
わ
凛
と
立
つ
静
謐
な
絵
に
、
強
く
心
が
惹
か
れ
る
。
一
面
霞
に
包

ま
れ
た
よ
う
に
薄
い
光
に
照
ら
さ
れ
た
画
面
に
、
白
と
グ
レ
ー
の
濃
淡
が
上

下
に
ま
る
く
向
き
合
う
「
冬
華
」
は
、
昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
年
）、
魁

夷
五
六
歳
の
時
の
作
品
で
あ
る
。
彼
自
身
も
述
べ
る
よ
う
に
、
朦
朧
と
仄
か

な
白
の
広
が
り
が
作
る
上
か
ら
の
半
円
に
対
し
て
、
樹
氷
を
た
た
え
て
空
に

向
か
っ
て
枝
を
張
る
「
木
の
花
」
全
体
を
取
り
囲
む
半
円
が
く
っ
き
り
と
応

じ
て
い
る
。
淡
白
な
画
布
で
あ
る
。

北
欧
に
旅
し
て
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
画
家
は
、
寒
さ
の
な
か
の
温
か
さ
、

暗
さ
の
な
か
の
明
る
さ
、
生
の
厳
し
さ
の
な
か
の
生
の
輝
き
、
そ
う
し
た
対

極
的
な
も
の
、
本
来
共
存
し
な
い
よ
う
な
特
質
を
こ
こ
に
描
い
た
。
そ
う
し

た
慎
ま
し
さ
と
逞
し
さ
を
、
自
然
の
静
寂
感
、
そ
れ
を
包
む
夢
幻
の
雰
囲
気
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を
描
き
た
か
っ
た
、
と
彼
は
明
か
す
。
映
し
合
い
呼
び
か
け
合
う
、
宇
宙
の

天
体
と
地
上
の
木
の
一
瞬
の
出
会
い
は
、
魁
夷
の
日
頃
の
テ
ー
マ
で
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
。

夜
も
沈
ま
ぬ
北
欧
の
太
陽
の
神
秘
な
光
が
、
幻
の
よ
う
に
大
き
な
暈
を
差

し
出
し
て
い
る
。
緯
度
の
高
い
北
国
の
白
夜
は
、
自
然
の
不
可
思
議
を
思
わ

せ
る
。
夢
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
リ
ア
ル
で
あ
る
。
凍
て
つ
く
北
国
の
、

夜
と
も
昼
と
も
分
か
た
ぬ
、
月
と
も
太
陽
と
も
分
か
た
ぬ
明
る
み
の
な
か
で
、

ひ
と
り
立
つ
木
。
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
氷
華
に
は
、
写
実
を
越
え
た
リ
ア
ル
さ

が
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
端
整
で
、
ま
た
極
め
て
図
案
的
で
も
あ
る
。

具
象
を
示
し
つ
つ
、
抽
象
に
及
ぶ
デ
ザ
イ
ン
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
う

な
ら
ば
、
情
趣
を
秘
め
な
が
ら
捨
象
す
る
よ
う
な
理
知
を
感
じ
さ
せ
る
。
夢

想
が
、
現
実
に
根
差
し
、
現
実
を
越
え
、
も
う
ひ
と
つ
の
現
実
の
姿
を
生
み

出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
夢
か
現
か
、
凍
り
つ
き
な
が
ら
温
か
い
一
幅
で

あ
る8
。

3
「
花
明
り
」

日
本
、
と
り
わ
け
古
都
京
都
を
深
く
愛
し
た
畏
友
の
川
端
康
成
か
ら
、

失
わ
れ
て
ゆ
く
古
都
の
美
し
さ
を
描
き
留
め
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
、
魁
夷

は
京
の
四
季
を
描
い
た
。
春
の
部
に
こ
の
絵
は
属
す
る
。
昭
和
四
三
年
、

一
九
六
八
年
、
魁
夷
六
〇
歳
の
時
の
作
品
で
あ
る
。

京
都
で
は
古
来
よ
く
知
ら
れ
た
桜
の
名
所
、
京
都
東
山
の
祇
園
、
円
山
公

園
の
し
だ
れ
桜
で
あ
る
が
、
そ
の
光
景
か
ら
、
ま
さ
に
春
爛
漫
の
古
都
の
一

瞬
の
風
情
を
描
い
て
い
る
。
賑
わ
っ
た
花
見
客
が
み
な
帰
り
、い
つ
し
か
ひ
っ

そ
り
と
静
ま
り
か
え
っ
た
中
で
、
落
花
ひ
と
つ
も
な
い
満
開
の
桜
と
満
月
が

出
会
う
、
と
魁
夷
は
語
っ
て
い
る
。
た
だ
一
度
の
風
景
と
の
巡
り
合
い
が
こ

こ
に
あ
る
、
と
言
う
。「
生
成
し
衰
滅
の
輪
を
描
く
自
然
」
と
、
同
様
の
私

た
ち
と
の
一
度
の
出
会
い
だ
ろ
う
。

稀
有
な
一
瞬
と
い
う
べ
き
か
、
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
、
あ
た
か
も
そ
の
よ

う
な
一
瞬
と
い
う
べ
き
か
。
理
想
の
姿
と
し
て
、
古
都
の
春
の
匂
い
立
つ
一

瞬
が
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
象
徴
性
は
、
た
と

え
ば
、
タ
イ
ト
ル
に
祇
園
の
し
だ
れ
桜
な
ど
と
記
さ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
も
窺

わ
れ
る
。
名
所
旧
跡
と
し
て
描
い
た
の
で
は
な
い
。
普
遍
的
な
古
都
の
春
の

雅
と
し
て
描
い
た
の
だ
ろ
う
。
華
や
か
な
あ
で
や
か
な
姿
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
絵
は
、
ど
こ
か
ら
見
て
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
視
点
が

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
多
視
覚
・
多
視
点
と
い
う
べ
き
か
、
無
視
角
・
無
視
点

と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
西
洋
絵
画
の
透
視
画
法
に
則
っ
て
、
人
間
の
ひ
と

つ
の
視
角
・
視
点
か
ら
遠
近
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
。
ま
る
で

大
自
然
に
遍
在
す
る
目
か
ら
、
そ
う
し
た
視
点
・
視
覚
か
ら
描
い
た
よ
う
な
、

不
思
議
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
で
あ
る
。

濃
紺
、
古
代
紫
の
空
に
浮
び
上
る
一
本
の
、
ま
さ
に
桜
色
の
し
だ
れ
桜
、

そ
の
背
景
に
、
東
山
と
思
し
き
平
ら
な
山
、
そ
し
て
木
々
が
並
ん
で
い
る
。

確
か
に
東
山
は
、
語
り
継
が
れ
る
よ
う
に
「
う
な
ぎ
の
寝
床
」
さ
な
が
ら
、

そ
の
よ
う
に
平
ら
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
ま
る
で
図
案
の
よ
う
に

並
ぶ
木
々
に
、
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た
よ
う
な
構
図
が
見
ら
れ
る
と
も
言
え
る

だ
ろ
う
。「
冬
華
」
と
対
照
し
う
る
よ
う
な
画
布
で
あ
る
。

極
め
て
リ
ア
ル
な
春
の
光
景
が
、
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
く
、
し
か
し
図
案

化
さ
れ
て
描
か
れ
、
古
都
の
春
を
く
っ
き
り
と
つ
や
や
か
に
描
き
出
し
て
い

る
。
生
の
喜
び
と
一
瞬
の
は
か
な
さ
、
月
と
地
の
一
瞬
の
巡
り
合
わ
せ
を
浮

き
彫
り
に
す
る
絵
で
あ
る9
。

現
実
の
光
景
か
ら
導
か
れ
幻
想
に
結
ば
れ
た
風
景
、
ど
こ
に
で
も
あ
り
う
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る
よ
う
な
普
遍
的
な
古
い
都
の
春
で
あ
る
。

こ
の
「
花
明
り
」
の
英
語
タ
イ
ト
ル
は　

M
oonlit　

C
herry B

lossom
s 

で

あ
る
。
よ
く
似
た
構
図
を
も
つ「
冬
華
」と
比
し
て
、こ
れ
は
、具
体
的
な
個
々

の
花
房
か
ら
浮
か
ぶ
花
の
姿
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
制
作
年
は

こ
の
日
本
の
風
景
「
花
明
り
」
の
方
が
後
で
あ
る
。「
冬
華
」
の
英
語
の
タ

イ
ト
ル
は
、Flow

ery Transform
ation 

で
あ
っ
た
。
確
か
に
花
の
（
よ
う
な
）

変
化
・
変
貌
と
し
て
よ
り
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

4
「
白
い
朝
」 

こ
れ
ま
で
と
異
な
り
、
ひ
と
つ
の
生
物
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
。
一
面
の
白

い
雪
に
覆
わ
れ
た
な
か
、
濃
い
グ
レ
ー
の
き
じ
ば
と
が
一
羽
、
画
面
の
中
心

か
ら
離
れ
て
、
後
ろ
を
向
い
て
、
木
に
止
ま
っ
て
い
る
。
ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
さ

れ
た
よ
う
な
木
の
、
そ
こ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
。
き

じ
ば
と
は
、
本
来
群
れ
を
な
さ
な
い
や
ま
ば
と
で
あ
る
。
は
ぐ
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。

一
九
八
〇
年
、昭
和
五
五
年
、魁
夷
七
二
歳
の
時
の
作
品
で
あ
る
。
折
し
も
、

第
二
期
障
壁
画
が
完
成
し
、
唐
招
提
寺
に
奉
納
さ
れ
る
年
で
あ
る
。
一
〇
年

も
の
長
い
年
月
を
か
け
、
そ
の
た
め
に
学
び
、
多
く
の
地
を
踏
ん
で
き
た
。

仏
教
伝
来
の
た
め
に
、
人
の
心
を
救
う
た
め
に
、
幾
度
も
の
難
破
の
末
、
盲

目
に
な
っ
て
よ
う
や
く
日
本
に
着
い
た
鑑
真
の
思
い
を
、
今
の
日
本
の
人
々

に
伝
え
、
日
本
の
歴
史
を
描
き
継
ぐ
べ
く
、
魁
夷
は
探
究
し
て
き
た
。
大
き

な
仕
事
、
大
き
な
使
命
を
果
た
し
た
年
で
あ
る10
。

彼
は
、
こ
の
作
品
に
対
し
て
言
葉
を
付
し
て
い
る
。
窓
を
開
け
る
と
一
面

の
雪
。
き
じ
ば
と
が
羽
を
膨
ら
ま
せ
て
じ
っ
と
し
て
い
る
。
祈
り
、
沈
思
し

て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
、
と
い
う
。
春
を
待
つ
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
祈
り

の
姿
、
白
の
中
の
孤
独
な
姿
が
心
に
通
っ
た
、
と
語
る
。

白
は
、
現
実
の
す
べ
て
を
覆
い
隠
す
。
す
べ
て
白
紙
に
、
無
に
戻
っ
た
よ

う
な
感
慨
だ
ろ
う
か
。
一
面
の
白
の
な
か
の
き
じ
ば
と
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な

位
置
は
、
不
安
定
な
感
じ
、
不
安
感
を
思
わ
せ
る
。
位
置
の
み
な
ら
ず
、
し

か
も
そ
の
後
ろ
向
き
の
姿
に
、
ひ
と
り
も
の
思
い
に
ふ
け
る
様
、
孤
独
な
不

安
感
が
想
わ
れ
る
。
長
年
か
け
て
作
成
し
て
き
た
大
作
を
よ
う
や
く
終
え
た

今
、
必
ず
し
も
得
意
気
に
晴
れ
晴
れ
と
し
た
達
成
感
に
浸
る
わ
け
で
は
な
い

の
だ
ろ
う
。
大
家
で
も
、
い
や
大
家
こ
そ
が
、
う
ま
く
人
に
、
人
の
心
に
通

じ
る
も
の
を
描
け
た
だ
ろ
う
か
と
不
安
に
思
い
、
い
つ
ま
で
も
多
く
の
人
に

通
じ
て
ほ
し
い
、
と
ひ
と
り
静
か
に
祈
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
思

い
が
感
じ
取
れ
る
。
世
の
評
価
を
得
て
な
お
慎
ま
し
く
、社
会
的
役
割
、貢
献
、

使
命
感
を
自
ら
に
投
げ
か
け
祈
念
す
る
姿
が
映
る
よ
う
に
思
う
。

寒
さ
に
耐
え
て
春
を
待
つ
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
よ
り
こ
の
祈
り
の
思
い
を

感
じ
た
時
に
、
魁
夷
の
心
は
通
じ
た
の
だ
ろ
う
。
心
を
映
し
合
っ
た
の
だ
ろ

う
。
心
の
ふ
る
え
が
伝
わ
る
、
白
い
、
何
も
な
い
朝
で
あ
る
。

5
「
行
く
秋
」

一
九
九
〇
年
、
八
二
歳
の
折
の
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
も
の

と
色
合
い
が
異
な
り
、
一
面
の
黄
、
黄
金
で
あ
る
。
赤
か
ら
茶
、
黄
か
ら
茶

と
色
の
推
移
を
辿
る
紅
葉
の
経
過
は
、
日
本
の
よ
う
に
は
表
し
に
く
そ
う
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
変
化
を
す
る
木
は
ド
イ
ツ
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
だ
。

ド
イ
ツ
の
木
は
忽
ち
真
黄
色
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
鮮
や
か
な
一
面
の
黄
で

あ
る
。
で
は
秋
の
時
間
の
推
移
は
ど
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
の
だ
ろ
う
か11
。

こ
の
絵
も
ど
こ
か
不
安
定
で
あ
る
。
そ
の
点
も
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
た
い

て
い
の
作
品
と
は
異
な
る
。
何
か
し
ら
動
態
を
表
す
た
め
だ
ろ
う
か
。
重
心
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が
不
自
然
に
高
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
不
安
定
感
を
示
す
の
だ
ろ
う
か
。

中
心
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
樹
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も

樹
の
全
体
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
幹
が
一
部
、
画
面
の
上
部
に
し
か
見
え
な
い
。

中
央
一
面
を
覆
い
尽
く
す
の
は
葉
た
ち
で
あ
る
。
上
か
ら
下
へ
、
樹
か
ら

離
れ
て
地
面
へ
降
り
て
ゆ
く
葉
の
よ
う
に
見
え
る
。
よ
く
見
れ
ば
、
ま
る
で

あ
た
か
も
葉
の
、
そ
の
色
の
、
明
暗
・
明
度
彩
度
・
浮
沈
に
よ
る
遠
近
法
の

よ
う
に
、
葉
の
動
き
、
色
の
動
き
に
、
近
い
遠
い
が
透
け
て
見
え
る
。
つ
ま

り
時
間
の
経
過
が
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に

ゆ
っ
く
り
と
落
ち
て
ゆ
か
な
い
か
。
近
く
の
早
い
速
度
と
遠
く
の
遅
い
速
度

に
、
時
間
の
推
移
、
あ
る
い
は
時
間
の
細
部
と
全
体
が
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
か
。
ゆ
っ
く
り
し
た
動
態
の
中
に
、
大
自
然
の
表
層
の
さ
さ
や
か
な
動
き

と
、
し
か
し
必
ず
い
つ
し
か
大
き
く
変
わ
る
絶
え
ざ
る
動
き
の
う
ね
り
の
感

覚
を
覚
え
る
。
空
間
の
遠
近
が
、
時
間
の
推
移
を
写
し
出
し
て
い
る
と
言
え

な
い
だ
ろ
う
か
。
色
の
表
現
の
場
で
、
空
間
の
遠
近
法
と
時
間
の
遠
近
法
が

結
び
合
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

魁
夷
は
、
落
ち
る
葉
に
、
つ
ま
り
、
秋
に
樹
か
ら
落
ち
、
冬
に
地
の
養
分

と
な
り
、
春
に
樹
の
若
芽
を
息
吹
か
せ
る
、
そ
の
よ
う
な
葉
に
、
甦
る
生
を

見
た
と
い
う
。
自
然
の
営
み
に
あ
る
、
ゆ
る
や
か
な
が
ら
刻
々
と
着
実
な
、

確
実
確
固
と
し
た
、め
く
る
め
く
生
の
循
環
、輪
廻
転
生
を
想
っ
た
、と
語
る
。

そ
の
巡
り
、
ゆ
る
や
か
で
い
て
絶
え
ず
進
行
す
る
そ
の
巡
り
を
描
こ
う
と
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
落
ち
る
葉
の
動
き
と
し
て
、
神
々
し
い

ま
で
に
金
色
に
、
映
し
描
い
た
の
で
は
な
い
か
。
英
語
タ
イ
ト
ル
はPassing 

A
utum

n　

で
あ
る
。
過
ぎ
る
秋
、
秋
の
過
ぎ
去
り
、
秋
の
時
の
動
き
、
こ
れ

が
こ
の
作
品
の
主
題
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
樹
木
を
描
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
単
に
葉
を
描
き
た
か
っ

た
の
で
も
な
い
。
葉
の
動
き
、
季
節
の
巡
り
、
時
間
の
推
移
、
そ
の
動
態
を

描
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
動
き
は
安
定
し
な
い
、
不
安
定
さ
は
動
態

の
う
ち
に
あ
る
。　
　

6
「
夕
星
」

絶
筆
「
夕
星
」
は
、
水
面
で
上
下
に
区
切
ら
れ
て
、
映
し
合
う
山
と
木
々

の
深
い
青
緑
、
そ
の
彼
方
に
ひ
と
つ
光
る
夕
べ
の
星
を
描
く
。
場
所
は
ど

こ
と
も
わ
か
ら
な
い
、
夢
の
中
で
見
た
景
色
だ
と
い
う
。
平
成
十
一
年
、

一
九
九
九
年
、
九
〇
歳
、
死
の
年
の
作
品
で
あ
る
。
展
示
の
後
、
落
款
を
消

し
て
、
描
き
続
け
た
そ
う
だ
。
ひ
と
た
び
消
さ
れ
た
落
款
を
微
か
に
見
せ
て
、

今
、
信
州
の
魁
夷
館
に
憩
う
。
こ
の
絶
筆
に
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
、
平
成

の
日
本
を
生
き
て
、
清
澄
な
自
然
の
風
景
、
風
景
と
映
し
合
う
心
、
人
の
命

の
姿
を
描
き
続
け
た
、
静
か
な
強
い
一
筋
の
道
を
思
う
。

夢
に
は
、
昼
・
現
実
の
世
界
で
抑
圧
さ
れ
た
意
識
が
、
時
間
と
空
間
の
ず

れ
を
伴
っ
て
現
れ
る
だ
ろ
う
。
い
つ
も
心
の
深
層
に
根
を
張
り
巣
く
っ
て
い

る
思
い
、
切
実
な
迷
い
や
苦
し
み
、
願
い
や
祈
り
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、

根
源
的
な
人
生
の
テ
ー
マ
が
窺
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
画
布
に
は
西
洋
の

シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
を
越
え
る
深
さ
が
あ
る
。

魁
夷
に
と
っ
て
、
全
体
に
靄
が
か
っ
た
よ
う
な
青
み
が
か
っ
た
世
界
に
あ

る
自
然
・
木
と
水
、
そ
し
て
鏡
の
よ
う
に
映
る
姿
が
、
心
の
深
層
の
表
れ
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
深
い
青
緑
、
そ
の
自
然
に
息
づ
く
草
木
、
そ
し
て
鏡
の

よ
う
に
映
る
と
い
う
こ
と
、
映
じ
合
う
も
の
、
そ
う
い
っ
た
事
柄
が
彼
の
核

心
だ
ろ
う
か
。
現
実
と
夢
が
写
し
合
う
よ
う
な
画
布
に
自
然
が
映
る
。
そ
し

て
こ
こ
に
人
の
心
も
映
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
先
に
見
た
花
と
月
も
、
冬
木
と
月
あ
る
い
は
太
陽
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も
、
木
・
自
然
と
天
体
の
映
じ
合
う
さ
ま
で
あ
っ
た
。
自
然
の
ひ
と
つ
の
姿

の
現
れ
で
あ
る
木
、
月
で
あ
れ
太
陽
で
あ
れ
星
で
あ
れ
ひ
と
つ
の
天
体
で
あ

る
も
の
、
こ
れ
ら
の
生
命
感
を
描
き
出
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

整
然
と
対
照
的
な
趣
の
中
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う

か
。こ

こ
で
は
、
ひ
と
つ
の
星
、
そ
れ
だ
け
下
部
に
は
映
っ
て
い
な
い
ひ
と
つ

の
左
上
の
星
が
、
次
元
を
越
え
て
、
す
べ
て
を
遠
く
導
く
も
の
で
あ
る
の
か
、

彼
自
身
、
あ
る
い
は
彼
の
思
い
で
あ
る
の
か
、
燦
然
と
輝
い
て
い
る12
。

「
夕
星
」
は
、
ゆ
う
つ
づ
、
ゆ
う
ず
つ
、
と
読
み
、
金
星
で
あ
り
、
宵
の

明
星
と
し
て
西
に
、
明
け
の
明
星
と
し
て
東
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
た
だ
、
夕
方
、
西
の
空
に
最
初
に
見
え
る
夕
べ
の
星
と
し
て
描
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
英
語
タ
イ
ト
ル
は　

Evening Star 

で
あ
り
、
と
り
わ
け
金

星Venus 

、
ロ
ー
マ
神
話
の
愛
と
美
の
女
神
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
のA

phrodite

等
を
意
味
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
や
は
り
日
常
の
夕
べ
の
星
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
夢
の
中
の
、何
も
の
で
も
な
い
、い
わ
ば
普
遍
的
な
星
だ
ろ
う
。

こ
れ
が
、
彼
が
生
涯
描
き
求
め
た
、
天
体
・
自
然
と
人
の
心
が
映
り
合
う

風
景
で
あ
っ
た
。
モ
チ
ー
フ
と
構
成
と
色
合
い
が
、
彼
の
生
そ
の
も
の
の
象

徴
と
も
見
え
る
。

四　

全
貌  

天
体
の
宇
宙
的
時
空
と
地
球
の
自
然
の
空
気
の
な
か
で
の
、
自
然
の
形
象

と
人
の
心
の
融
合
、
そ
れ
ら
の
鏡
の
よ
う
な
照
ら
し
合
い
、
そ
こ
に
見
ら
れ

る
抒
情
性
と
、
単
純
シ
ン
プ
ル
で
普
遍
的
な
デ
ザ
イ
ン
の
よ
う
な
端
正
さ
が
、

画
布
に
感
じ
ら
れ
る
。
現
実
の
風
景
か
ら
、
目
の
前
の
光
景
か
ら
、
ま
た
幻

想
の
空
気
か
ら
、
あ
る
い
は
ま
た
夜
見
た
夢
か
ら
出
発
し
、
広
や
か
な
絵
画

空
間
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

常
に
自
然
の
モ
チ
ー
フ
の
中
に
、
生
と
死
の
思
い
、
そ
の
巡
り
ゆ
く
様
を

見
て
、
人
の
心
や
生
、
人
生
を
重
ね
合
わ
せ
思
索
す
る
。
ま
さ
に
彼
は
、
自

然
と
共
に
、
命
へ
の
祈
り
の
な
か
で
描
き
続
け
た
画
家
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

個
別
の
モ
チ
ー
フ
や
条
件
を
簡
略
的
に
捨
象
す
る
と
こ
ろ
に
、
個
々
の
光
景

や
心
は
、
万
人
に
通
じ
る
風
景
や
心
と
し
て
現
わ
れ
る
。
本
質
が
象
徴
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
現
実
と
の
距
離
の
模
索
の
な
か
で
、

大
胆
な
象
徴
性
が
端
的
に
心
情
を
浮
上
さ
せ
て
い
る
。

最
後
の
夢
の
風
景
に
霞
む
深
い
青
緑
は
、
魁
夷
の
基
調
の
色
、
魁
夷
の
心

の
核
の
色
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
白
も
黄
も
、
ピ
ン
ク
も
濃
紺
も
、
そ
れ

を
や
わ
ら
か
に
多
方
向
か
ら
支
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。「
道
」
に
始

ま
り
、「
夕
星
」
に
至
っ
た
深
い
青
緑
の
世
界
に
、
自
然
・
宇
宙
と
の
、
生

涯
の
交
感
が
感
じ
ら
れ
る
。

絵
と
言
葉
の
作
家
、
言
葉
に
も
鋭
敏
で
あ
っ
た
画
家
、
東
山
魁
夷
の
世
界

の
貴
重
な
一
面
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
と
思
う
。
西
洋
の
美
術
を
眺
め
、
西
洋

の
文
化
と
歴
史
を
思
索
し
な
が
ら
、
写
実
を
越
え
、
写
生
か
ら
普
遍
へ
、
現

代
抽
象
絵
画
に
ま
で
通
じ
て
ゆ
く
よ
う
な
日
本
独
自
の
絵
と
言
葉
、
思
索
を

一
筋
に
描
き
続
け
た
画
人
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

か
つ
て
日
本
は
、
明
治
開
国
の
と
き
、
二
〇
〇
年
余
り
に
も
至
っ
た
鎖
国

の
末
、
慌
た
だ
し
く
西
欧
文
化
を
吸
収
し
よ
う
と
し
た
。
日
本
に
近
代
化
の

波
が
襲
い
、
美
術
も
文
学
も
、
い
わ
ば
欧
米
の
合
理
実
証
主
義
に
根
差
す
写

実
的
表
現
と
の
相
克
の
な
か
で
曲
折
し
た
流
れ
を
辿
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
文
明
は
、ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
降
、科
学
的
精
神
を
も
っ
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て
自
然
と
対
峙
し
、
自
然
を
征
服
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の

科
学
が
一
挙
に
取
り
込
ま
れ
よ
う
と
し
た
。

折
し
も
来
日
し
た
教
育
係
の
御
雇
外
国
人
た
ち
の
影
響
は
、
日
本
文
化
の

動
向
に
と
っ
て
大
き
か
っ
た
。
た
と
え
ば
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
よ
う
な
人
物
が
、

そ
し
て
彼
と
共
に
、
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
年
）、
東
京
美
術
学
校
を
開

設
し
日
本
画
科
を
置
い
た
岡
倉
天
心
の
よ
う
な
そ
の
協
力
者
が
、
欧
化
主
義

の
波
に
日
本
の
芸
術
が
呑
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
防
い
だ
。
無
反
省
に
合
理
科

学
主
義
、
写
実
表
現
を
受
け
入
れ
る
美
術
の
流
れ
は
、
幸
運
に
も
彼
ら
の
慧

眼
と
努
力
に
よ
っ
て
、
理
念
や
理
想
を
映
す
日
本
の
伝
統
的
な
象
徴
主
義
芸

術
の
再
認
識
へ
と
促
さ
れ
た13
。

二
度
目
の
日
本
の
文
化
の
大
き
な
苦
し
み
は
、
そ
の
お
よ
そ
八
〇
年
後
の

終
戦
の
時
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
敗
戦
の
焼
け
野
原
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
日
本

の
文
化
や
芸
術
が
守
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
。
い
つ
も
自
然
に
向
か
い
、
自
然

と
共
に
相
和
し
て
生
き
る
人
々
の
姿
と
生
活
が
文
化
を
支
え
て
き
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
流
れ
、
西
欧
と
の
対
決
の
な
か
で
、
魁
夷
は
、

深
く
日
本
を
思
索
し
た
一
人
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う14
。

自
然
に
向
か
っ
て
、
人
間
の
唯
一
の
視
点
か
ら
描
く
写
実
的
な
西
洋
の
遠

近
法
に
、
魁
夷
は
学
び
な
が
ら
、
必
ず
し
も
従
わ
な
い
。
西
洋
が
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
以
来
追
求
し
て
き
た
合
理
的
科
学
的
な
透
視
画
法
に
拠
ら
な
い
。
自
然

に
対
抗
し
て
ゆ
く
人
間
中
心
主
義
的
な
西
洋
の
世
界
観
宗
教
観
に
対
し
て
、

そ
れ
を
、
絵
と
言
葉
の
描
き
に
よ
っ
て
凌
駕
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
だ
ろ
う
か
。

本
来
、
中
国
や
日
本
が
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
東
洋
の
自
然
感
・
自
然
観
・
宗

教
観
を
新
た
に
蘇
え
ら
せ
よ
う
と
す
る
意
思
だ
ろ
う
か
。

古
来
の
、
象
徴
的
な
あ
り
さ
ま
を
示
す
日
本
の
絵
を
思
わ
せ
な
が
ら
、
し

か
し
、
極
め
て
モ
ダ
ン
で
あ
る
。
日
本
画
家
と
し
て
写
生
画
家
と
し
て
、
自

然
に
対
し
、
忠
実
に
綿
密
に
対
象
を
追
い
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
造
形
の
美
へ

と
通
じ
た
。
再
構
成
さ
れ
た
ほ
ん
と
う
ら
し
さ
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
本

来
の
日
本
の
絵
、
芸
術
の
ひ
と
つ
の
在
り
方
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

れ
こ
そ
、
西
洋
芸
術
・
伝
統
文
化
の
流
れ
の
な
か
で
、
十
九
世
紀
近
代
国
家
、

近
代
市
民
文
化
に
お
い
て
、
社
会
と
宗
教
の
新
し
い
在
り
方
と
共
に
花
開
い

た
近
代
芸
術
、
近
代
市
民
文
化
の
一
翼
を
担
っ
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
特
質
の

ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か15
。

魁
夷
の
絵
、
そ
の
世
界
は
、
い
わ
ゆ
る
浪
漫
主
義
を
突
き
抜
け
た
、
研
ぎ

澄
ま
さ
れ
た
浪
漫
、
凝
縮
し
た
浪
漫
と
言
え
な
い
か
。
こ
の
い
わ
ば
写
実
を

越
え
た
写
生
、
リ
ア
ル
を
越
え
る
リ
ア
ル
さ
に
、
真
実
の
生
の
姿
、
芸
術
の

ひ
と
つ
の
方
向
性
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
創
作
の
確
た
る
意
識
を
経
て
、
モ

ダ
ン
に
、
現
代
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

信
州
、
長
野
に
東
山
魁
夷
館
が
あ
る
。
絶
筆
「
夕
星
」
も
そ
こ
に
眠
っ
て

い
る
。
極
め
て
斬
新
モ
ダ
ン
な
魁
夷
館
の
建
物
に
出
会
っ
て
覚
え
た
小
さ
な

驚
き
は
、
実
は
、
驚
き
で
あ
る
と
と
も
に
喜
び
で
あ
っ
た
。
違
和
感
で
は
な

く
、
期
待
し
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
な
共
感
で
あ
っ
た
。
建
物
が
、
世
界
に

活
躍
す
る
谷
口
吉
生
氏
の
設
計
で
あ
り
、
父
吉
郎
氏
が
画
伯
の
友
で
あ
る
こ

と
は
、
後
に
知
っ
た
。
通
底
す
る
芸
術
の
響
き
合
い
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
。
魁
夷
の
芸
術
を
再
確
認
し
た
喜
び
と
共
感
で
あ
っ
た
。

魁
夷
の
日
本
の
絵
に
、
か
ろ
や
か
に
世
界
を
越
え
、
時
代
を
越
え
る
豊
か

さ
を
見
る
。
魁
夷
館
は
、
西
洋
を
真
摯
に
眺
め
思
索
し
た
画
家
の
、
明
晰
で

柔
軟
な
感
性
を
表
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る16
。
日
本
に
対
す
る
明
治
人
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か
つ
現
代
人
の
迷
い
や
哀
惜
の
様
々
を
如
実
に
彷
彿
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

結
び　ま

さ
に
魁
夷
は
、
西
洋
の
芸
術
世
界
を
学
び
、
そ
の
風
景
に
親
し
み
、
そ

し
て
日
本
の
絵
と
詩
情
を
描
き
、
日
本
美
術
の
新
し
さ
と
同
時
に
西
洋
芸
術

の
新
し
さ
に
も
通
じ
た
画
家
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
魁
夷
の
絵
と
言

葉
を
通
し
て
、
魁
夷
の
世
界
、
そ
し
て
日
本
美
術
の
、
ひ
い
て
は
日
本
芸
術
、

日
本
文
化
の
ひ
と
つ
の
姿
、
さ
ら
に
は
世
界
の
現
代
芸
術
と
照
ら
し
合
う
姿

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
リ
ア
ル
に
詳
細
写
実
的
で
あ
り
な
が
ら
、
大
胆
に
デ
ザ
イ
ン
化
、

装
飾
化
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
芸
術
の
ひ
と
つ
の
本
来
的
な
姿
と
も
言
え
る
。

そ
こ
に
人
の
心
の
象
徴
性
が
深
く
感
じ
取
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
点
に
、
魁
夷
が
、
日
本
で
知
ら
ず
知
ら
ず
に
身
に
親
し
い
も
の

と
し
て
愛
好
さ
れ
、
欧
米
で
そ
の
斬
新
な
特
質
が
評
価
さ
れ
た
所
以
が
見
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
普
遍
的
に
人
の
心
を
惹
き
つ
け
る
よ

う
な
、
時
と
場
を
越
え
た
生
命
を
宿
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
世
界
の
人
々
に
語

り
か
け
て
ゆ
く
芸
術
と
し
て
の
価
値
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う

し
た
現
代
的
価
値
を
、
日
本
の
芸
術
と
文
化
の
う
ち
に
、
そ
の
本
質
的
な
ひ

と
つ
の
特
質
と
し
て
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、西
欧
の
文
芸
、芸
術
、文
化
、そ
こ
に
お
け
る
日
本
の
文
芸
、芸
術
、

文
化
の
受
容
さ
れ
た
価
値
を
探
究
す
る
一
環
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
外
国

文
化
や
日
本
文
化
を
、
そ
の
相
対
的
視
点
と
総
体
的
視
野
に
お
い
て
歴
史
的

に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

注
1　
『
ひ
と
す
じ
の
道
』、
二
〇
〇
四
、
兵
庫
県
立
美
術
館
展
覧
会
図
録
。

2　

前
掲
書
、
巻
末
の
年
譜
参
照
。

3　

前
掲
書
、「
序
文
」
参
照
。 

4　

前
掲
書
、「
花
明
り
」
を
解
く
言
葉
で
あ
る
。

5　

前
掲
書
、「
行
く
秋
」
に
付
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。

6　

前
掲
書
、「
た
に
ま
」
に
対
し
て
語
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。

7　

前
掲
書
「
道
」
及
び
『
風
景
と
の
対
話
』、『
山
河
遍
歴  

東
山
魁
夷

作
品
集 

』
参
照
。

8　

前
掲
書
「
冬
華
」
及
び
『
白
夜
の
旅
』、『
古
き
町
に
て 

北
欧
紀
行
』 

参
照
。 

9　

前
掲
書
「
花
明
り
」
及
び
『
川
端
康
成
と
東
山
魁
夷  

響
き
あ
う
美

の
世
界
』、『
京
洛
四
季
』
参
照
。　

10　

前
掲
書
「
白
い
朝
」
及
び
『
唐
招
提
寺
へ
の
道
』
参
照
。

11　

前
掲
書
「
行
く
秋
」
及
び
『
馬
車
よ
、ゆ
っ
く
り
走
れ  

ド
イ
ツ
・
オ
ー

ス
ト
リ
ア
紀
行
』
参
照
。 

12　

前
掲
書
「
夕
星
」
及
び
『
心
の
風
景
を
巡
る
旅
』、『
風
景
と
の
対
話
』

参
照
。 

13　

拙
論「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
文
学
観
―
マ
ラ
ル
メ
か
ら
管
見
―
」、拙
著『
こ

と
ば
と
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
交
歓
―
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
詩
情
―
』
第
四
部

参
照
。

14　
『
美
し
い
日
本
へ
の
旅
』、『
日
本
の
美
を
求
め
て
』、『
東
山
魁
夷  

わ

が
遍
歴
の
山
河
』 

参
照
。

15　

拙
著
『
マ
ラ
ル
メ
の
詩
学
―
抒
情
と
抽
象
を
め
ぐ
る
近
現
代
の
芸
術

家
た
ち
―
』
第
四
部
参
照
。



11 東山魁夷の芸術 宗像 衣子

16　
『
長
野
県
信
濃
美
術
館
東
山
魁
夷
館
所
蔵
作
品
選
』
参
照
。

参
照
文
献　

東
山
魁
夷
『
わ
が
遍
歴
の
山
河 

』 

新
潮
社1969.

東
山
魁
夷
『
白
夜
の
旅
』 

新
潮
社1969.

東
山
魁
夷
『
風
景
と
の
対
話
』 

新
潮
社1969. 

東
山
魁
夷
『
東
山
魁
夷
』 

集
英
社 1971.

東
山
魁
夷
『
馬
車
よ
、
ゆ
っ
く
り
走
れ 

ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
紀
行
』
新

潮
社  1971.

東
山
魁
夷
『
京
洛
四
季
』  

新
潮
社 1972.

東
山
魁
夷
『
唐
招
提
寺
へ
の
道
』 
新
潮
社 1975. 

東
山
魁
夷
『
東
山
魁
夷
画
文
集
』 

一
〜
一
〇
巻 

別
巻 

新
潮
社  1978-1980.

東
山
魁
夷
『
東
山
魁
夷
全
集
』
一
〜
一
〇
巻　

講
談
社 1979-1980. 

東
山
魁
夷
『
日
本
の
美
を
求
め
て
』 

講
談
社 1983. 

東
山
魁
夷
『
山
河
遍
歴  

東
山
魁
夷
作
品
集 

』 

日
本
経
済
新
聞
社 1989.

東
山
魁
夷
『
東
山
魁
夷
』 

尾
崎
正
明
責
任
編
集 

学
習
研
究
社 1990.

（「
現
代

の
日
本
画
」7

））

東
山
魁
夷
『
東
山
魁
夷  

わ
が
遍
歴
の
山
河
』  

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー   1999.

（「
人
間
の
記
録
」101

）

東
山
魁
夷
『
東
山
魁
夷
へ
の
旅 

』
日
本
経
済
新
聞
社
編  2004.

東
山
魁
夷
『
東
山
魁
夷
の
世
界
』 

美
術
年
鑑
社 2005.

東
山
魁
夷
『
美
し
い
日
本
へ
の
旅
』
講
談
社  2008.

（
東
山
魁
夷A

rt 

A
lbum

、
東
山
す
み
監
修  

第
一
巻
）

東
山
魁
夷
『
森
と
湖
の
国
へ
の
旅
』
講
談
社  2008.

（
東
山
魁
夷A

rt 

A
lbum

、
東
山
す
み
監
修  

第
二
巻
）

東
山
魁
夷
『
心
の
風
景
を
巡
る
旅
』 

講
談
社  2008.

（
東
山
魁
夷A

rt A
lbum

、

東
山
す
み
監
修  

第
三
巻
）

東
山
魁
夷
『
古
き
町
に
て  

北
欧
紀
行
』 

講
談
社   2010.

菊
屋
吉
生
監
修
『
東
山
魁
夷  

日
本
人
が
最
も
愛
し
た
画
家 

』
平
凡
社  2008.

（
別
冊
太
陽
「
日
本
の
こ
こ
ろ
」151

）

鶴
見
香
織
『
も
っ
と
知
り
た
い
東
山
魁
夷  

生
涯
と
作
品
』  

東
京
美
術   2008.

（
ア
ー
ト
・
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

宗
像
衣
子
『
マ
ラ
ル
メ
の
詩
学
―
抒
情
と
抽
象
を
め
ぐ
る
近
現
代
の
芸
術
家

た
ち
―
』
勁
草
書
房  1999.

宗
像
衣
子
『
こ
と
ば
と
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
交
歓
―
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
詩
情
―
』

人
文
書
院　

2005.

宗
像
衣
子
「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
文
学
観
―
マ
ラ
ル
メ
か
ら
管
見
―
」、『
ロ
ー
タ

ス
』
三
一
号
、
日
本
フ
ェ
ノ
ロ
サ
学
会
、2011. 

『
長
野
県
信
濃
美
術
館
東
山
魁
夷
館
所
蔵
作
品
選
』  

長
野
県
信
濃
美
術
館
編  

2001.

『
東
山
魁
夷 

水
墨
に
よ
る
中
国
山
水
』
日
本
経
済
新
聞
社  1980.

（
第
二
期 

唐
招
提
寺
障
壁
画
展
）

『
川
端
康
成
と
東
山
魁
夷  

響
き
あ
う
美
の
世
界
』 「
川
端
康
成
と
東
山
魁
夷　

響
き
あ
う
美
の
世
界
」
製
作
委
員
会
編  

求
龍
堂  2006.

『
ひ
と
す
じ
の
道
』（
東
山
魁
夷
展
）
兵
庫
県
立
美
術
館 2004.

『
東
山
魁
夷
の
す
べ
て  

生
誕
一
〇
〇
年
東
山
魁
夷
展
記
念
公
式D

V
D

』  

日
本

経
済
新
聞
社
企
画  

日
経
映
像  2008.



Journal of the Faculty of Letters, Kobe Shoin Women’s University No. 1 （March 2012） 12

末
尾
掲
載
作
品
一
覧

1　
「
道
」　

絹
本
着
色
・
額
装　

1950  134.4

×102.2　

東
京
国
立
近
代

美
術
館

2　
「
冬
華
」　

紙
本
着
色
・
額
装　

1964  203.0

×163.5　

東
京
国
立
近

代
美
術
館

3　
「
花
明
り
」　

紙
本
着
色
・
額
装　

1968  126.5

×96.0　

京
洛
四
季
展

4　
「
白
い
朝
」　

紙
本
着
色
・
額
装　

1980  146.0

×204.0　

東
京
国
立

近
代
美
術
館

5　
「
行
く
秋
」　

紙
本
着
色
・
額
装　

1990  114.0

×162.0　

信
濃
美
術
館
・

東
山
魁
夷
館

6　
「
夕
星
」　

麻
布
着
色
・
額
装　

1999  64.0

×99.0　

信
濃
美
術
館
・
東

山
魁
夷
館

な
お
、
以
上
の
画
像
の
掲
載
に
対
し
て
、
著
作
権
者
様
か
ら
快
く
ご
承
諾
ご

許
可
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
受
付
日
：
二
〇
一
二
年
一
月
一
〇
日
）
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1「道」

2「冬華」

3「花明り」
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4「白い朝」

5「行く秋」

6「夕星」
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