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中
村
研
一
《
北
京
官
話
》
の
制
作
環
境
に
関
す
る
一
考
察

中　

村　

ひ　

の

は
じ
め
に

二
〇
一
九
（
平
成
三
一
／
令
和
元
）
年
、
あ
る
作
品
が
寄
贈
に
よ
り
小
金
井
市
立

は
け
の
森
美
術
館
の
所
蔵
と
な
っ
た
。
中
村
研
一
作
《
北
京
官
話
》（
一
九
四
〇

年
）
で
あ
る
。
長
ら
く
所
在
不
明
で
、
現
存
も
定
か
で
は
な
か
っ
た
が
、
中
村
研
一

本
人
か
ら
譲
り
受
け
た
と
い
う
個
人
（
故
人
）
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

親
族
か
ら
、
は
け
の
森
美
術
館
に
対
し
て
寄
贈
の
意
向
を
い
た
だ
い
た
の
で
あ
る
。

寄
贈
に
伴
う
手
続
き
が
完
了
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
平
成
か
ら
令
和
へ
と
元
号
が
変

わ
っ
て
い
く
、
五
月
に
な
ろ
う
か
と
い
う
頃
だ
っ
た
。

《
北
京
官
話
》
は
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
展
覧
会１

へ
の
出
品
を
目
的
に
、
洋
画

家
・
中
村
研
一
（
一
八
九
五-

一
九
六
七
）
に
よ
っ
て
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年

に
制
作
さ
れ
た
油
彩
画
で
、
い
わ
ゆ
る
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
―
旗
袍２
を
身
に
着
け
た
婦

人
像
で
あ
る
。
中
村
が
代
々
木
に
構
え
た
ア
ト
リ
エ
兼
自
宅
は
太
平
洋
戦
争
末
期
に

空
襲
に
よ
っ
て
焼
失
し
、
そ
の
時
に
多
く
の
作
品
も
失
わ
れ
た
が
、
戦
前
期
を
代
表

す
る
一
点
が
焼
失
を
免
れ
、
大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
非
常
に
幸
運
で
あ

る
。
ま
た
、
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
の
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
姿
を
含
む
民
族
服
の
婦
人
像

の
表
象
と
そ
こ
に
向
け
ら
れ
た
視
線
、
そ
し
て
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
美
術
展
覧
会

と
い
う
展
覧
会
そ
の
も
の
の
持
つ
意
味
な
ど
、
社
会
的
文
脈
か
ら
も
、
考
え
る
べ
き

多
く
の
示
唆
を
持
つ
作
例
で
あ
る
。

た
だ
字
数
の
制
限
も
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
《
北
京
官
話
》
を
検
討
す
る
上
で
基

本
情
報
と
な
る
制
作
環
境
の
推
察
を
通
じ
、
中
村
研
一
の
画
業
に
お
け
る
本
作
の
位

置
づ
け
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
中
村
が
生
涯
を
通
し
て
最
も
重

要
な
モ
デ
ル
と
し
た
妻
・
富
子
の
表
象
を
め
ぐ
る
問
題
に
加
え
、
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス

の
女
性
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
近
代
洋
画
の
な
か
で
い
か
に
受
容
さ
れ
た
の
か
、
そ

の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
も
《
北
京
官
話
》
が
持
つ
意
味
が
浮
か
び
あ
が
る
と

期
待
す
る
。

一
、
中
村
研
一
《
北
京
官
話
》
の
概
要

ま
ず
、《
北
京
官
話
》
に
つ
い
て
、
現
状
と
画
面
の
詳
細
を
確
認
し
て
お
く
。

【
図
１-

ａ
】
が
、
現
在
の
《
北
京
官
話
》
の
状
態
で
あ
る
。【
図
１-

ｂ
】
は
一
九

四
〇
年
の
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
展
覧
会
に
際
し
て
発
行
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
ポ
ス

ト
カ
ー
ド
で
、
双
方
を
比
較
す
る
限
り
、
制
作
後
大
き
な
変
更
は
加
え
ら
れ
て
い
な

い
。
た
だ
、
保
管
の
問
題
で
額
か
ら
取
り
外
さ
れ
、
絵
と
額
は
別
々
に
な
っ
て
い

る
。額

は
当
初
の
も
の
と
見
ら
れ
、
裏
面
に
は
チ
ョ
ー
ク
で
「
光
風
会
行
」
と
書
か
れ
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て
い
る
。
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
展
覧
会
第
二
部
（
洋
画
）
は
、
委
員
に
よ
る
選
定

を
経
て
展
覧
会
場
各
室
で
美
術
団
体
ご
と
に
展
示
す
る
形
を
と
っ
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
展
覧
会
の
設
営
時
、
間
違
え
な
い
よ
う
、
チ
ョ
ー
ク
で
展
示
場
所
の
指
示
を

書
き
込
ん
だ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
中
村
研
一
は
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
美
術
展
覧

会
に
委
員
兼
光
風
会
員
と
し
て
参
加
し
て
い
た３
。

向
か
っ
て
左
下
「K

.N
akam

oura

」４

と
赤
色
の
絵
具
で
中
村
研
一
の
サ
イ
ン
が
書

き
入
れ
ら
れ
た
画
面
に
は
、
外
光
の
差
し
込
む
サ
ン
ル
ー
ム
の
よ
う
な
場
所
で
長
椅

子
に
も
た
れ
る
、
婦
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
床
に
は
寄
木
の
よ
う
な
特
徴
的
な

模
様
の
床
材
が
敷
か
れ
て
お
り
、
女
性
の
背
後
の
白
い
柱
と
引
き
戸
の
桟
ま
で
続
い

て
い
る
。
そ
の
先
は
戸
外
の
よ
う
で
、
鉢
植
え
の
観
葉
樹
と
、
大
き
な
鋸
葉
の
リ
ュ

ウ
ゼ
ツ
ラ
ン
ら
し
き
植
物
、
そ
し
て
緑
の
木
立
が
見
え
る
。

室
内
の
女
性
は
室
外
か
ら
の
光
を
背
に
、
ワ
ン
ピ
ー
ス
形
で
立
て
襟
の
付
い
た
、

チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
を
身
に
着
け
て
い
る
。
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
は
上
半
身
に
ぴ
っ
た
り

と
フ
ィ
ッ
ト
し
、
女
性
が
ゆ
る
く
足
を
開
い
て
椅
子
に
体
を
も
た
れ
か
か
ら
せ
て
い

る
こ
と
で
、
下
半
身
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
感
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
太

も
も
の
辺
り
に
特
徴
的
な
ス
リ
ッ
ト
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
足
元

に
は
靴
下
と
、
踵
の
な
い
サ
ン
ダ
ル
型
の
紫
の
靴
を
着
用
し
て
い
る
。
逆
光
ぎ
み
の

陽
光
は
丸
い
顔
の
輪
郭
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
朱
色
で
ふ
っ
く
ら
と
し
た
唇
が
、
わ

ず
か
に
愁
い
を
帯
び
た
よ
う
な
表
情
を
湛
え
て
い
る
。

「K
.N

akam
oura

」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
風
の
綴
り
で
名
を
記
す
の
は
作
者
・
中
村

研
一
の
六
年
に
渡
る
フ
ラ
ン
ス
滞
在
を
反
映
し
て
の
な
ら
い
で
あ
る
。
東
京
美
術
学

校
西
洋
画
科
を
卒
業
し
た
中
村
研
一
は
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
に
渡
仏
し
、
一

時
帰
国
を
挟
み
な
が
ら
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
ま
で
滞
在
し
て
い
た
。
こ
の
間
に

モ
ー
リ
ス
・
ア
ス
ラ
ン
な
ど
と
親
交
を
持
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
画
風
は
大
き
く
変
化

し
た
。
印
象
派
風
の
《
涼
し
き
暇
》（
一
九
二
一
年
）
と
留
学
中
の
《
フ
ラ
ン
ス
風

景
》（
一
九
二
三
年
、
小
金
井
市
立
は
け
の
森
美
術
館
蔵
）
と
を
比
較
し
て
み
る

と
、
滞
仏
経
験
が
、
黒
色
に
代
表
さ
れ
る
影
を
表
現
す
る
た
め
の
色
の
効
果
的
な
使

用
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

帰
国
後
は
帝
展
を
中
心
に
、
精
力
的
な
活
動
を
行
っ
た
。《
弟
妹
集
う
》（
一
九
三

〇
年
、
住
友
ク
ラ
ブ
蔵
）
な
ど
の
人
物
群
像
で
は
、
例
え
ば
手
前
に
配
置
し
た
女
性

（
富
子
）
の
伸
ば
し
た
指
先
か
ら
肘
の
屈
曲
に
か
け
て
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
、
そ
し
て

衣
服
に
黒
色
を
用
い
、
室
内
の
限
ら
れ
た
光
で
生
じ
る
影
の
効
果
を
巧
み
に
組
み
合

わ
せ
る
こ
と
で
自
然
と
人
体
の
フ
ォ
ル
ム
を
意
識
さ
せ
る
画
面
作
り
を
し
て
い
る
。

ま
た
《
車
を
停
む
》（
一
九
三
二
年
、
北
九
州
市
立
美
術
館
蔵
）
や
《
瀬
戸
内
海
》

（
一
九
三
五
年
、
京
都
市
美
術
館
蔵
）
で
は
、
車
上
や
ベ
ラ
ン
ダ
に
や
は
り
複
数
の

人
物
を
配
置
し
て
、
黒
い
車
体
や
海
辺
の
強
い
光
に
よ
る
陰
影
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を

効
果
的
に
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
で
は
人
物
の
着
衣
や
小
物
を
詳
細
に
描

き
出
す
こ
と
で
、
モ
ダ
ン
な
都
市
生
活
―
裕
福
で
洗
練
さ
れ
た
「
現
代
風
俗
」５

の
有

り
様
を
鮮
烈
な
印
象
に
変
換
し
、
呈
示
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
人
物
群
像
の
中
で
は
、
帰
国
の
翌
年
に
結
婚
し
た
中
村
富
子６
が
キ
ー
パ
ー

ソ
ン
と
し
て
登
場
す
る
。
中
村
研
一
が
妻
・
富
子
の
内
面
に
加
え
、
容
貌
に
対
し
て

モ
デ
ル
と
し
て
の
魅
力
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
結
婚
程
な
く
の

こ
の
時
期
に
限
ら
ず
、
戦
後
に
至
る
ま
で
富
子
の
姿
を
描
き
続
け
た
。

特
に
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
《
朝
》
以
降
、
中
村
は
人
物
群
像
か
ら
あ
た
か

も
富
子
一
人
を
抜
き
出
し
た
よ
う
な
、
単
独
で
モ
デ
ル
に
し
た
作
品
を
連
続
し
て
文

展
に
出
展
し
て
い
る
。
第
二
回
に
《
内
室
》（
一
九
三
八
年
、
焼
失
）【
図
２
】、
翌

第
三
回
に
は
《
初
秋
》（
一
九
三
九
年
、
個
人
蔵
）【
図
３
】
と
、
い
ず
れ
も
富
子
の

単
身
像
で
あ
る
。
さ
ら
に
文
展
以
外
に
も
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
《
午
睡
》

（
現
在
所
在
不
明
、
第
六
回
筑
前
美
術
会
展
出
展
）【
図
４
】
や
、《
北
京
官
話
》
と

同
じ
く
一
九
四
〇
年
の
《
立
春
》（
現
在
所
在
不
明
、
第
二
七
回
光
風
会
展
出
展
）
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【
図
５
】
も
、
富
子
の
単
身
像
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
で
富
子
は
椅
坐
し
寛
い
だ
表
情
を
浮
か
べ
、
脚
を
組
ん
だ
り
上
半

身
を
ひ
ね
っ
た
り
し
て
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
単
身
像
は
、
先
行
す
る

人
物
群
像
の
中
で
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
い
た
妻
の
存
在
の
み
を
抜
き
出
す
よ
う
な
形

で
、
改
め
て
装
い
や
ポ
ー
ズ
を
吟
味
し７
、
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
よ
っ

て
、
中
村
研
一
に
と
っ
て
の
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
容
貌
の
記
録
を
目
的
に
据
え
た
妻

の
「
肖
像
画
」
で
は
な
く
、
着
衣
や
周
囲
の
道
具
立
て
を
含
め
モ
デ
ル
を
魅
力
的
に

描
く
こ
と
に
注
力
し
た
「
単
身
像
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

こ
う
し
た
単
身
像
で
は
、「
妻
の
容
貌
」
を
魅
力
的
に
描
く
と
同
時
に
、
そ
の
容

貌
を
引
き
立
て
る
着
衣
も
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。《
弟
妹
集
う
》
の
よ
う
な
人
物

群
像
で
も
、
富
子
は
流
行
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
身
に
ま
と
い
画
面
手
前
に
大
き
く
肘

を
上
げ
た
ポ
ー
ズ
で
座
る
こ
と
で
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
雰
囲
気
の
演
出
の
一
助
に
重
要

な
役
目
を
負
っ
て
い
た
が
、
単
身
像
に
な
る
こ
と
で
衣
装
へ
の
興
味
は
よ
り
鮮
明
に

画
面
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

《
北
京
官
話
》
で
も
、
赤
い
唇
や
丸
顔
の
輪
郭
、
健
康
的
な
し
っ
か
り
し
た
体
つ

き
と
い
っ
た
外
見
的
な
特
徴
か
ら
、
モ
デ
ル
は
富
子
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
、
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
と
い
う
服
装
の
選
択
は
、
そ
れ
ま
で
の
単
身
像
に
は
見
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
本
作
は
中
国
で
制
作
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
る
な

ら
、
モ
デ
ル
は
富
子
で
は
な
く
、
中
国
人
モ
デ
ル
な
の
だ
ろ
う
か
。

実
際
に
、
中
村
研
一
は
朝
日
新
聞
夕
刊
コ
ラ
ム
『
奉
祝
展 

自
作
自
辯
』８

で
、
今

年
の
夏
に
い
っ
た
ん
中
国
で
モ
デ
ル
と
場
所
を
探
し
た
が
中
止
し
、
こ
ち
ら
（
日

本
）
で
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
だ
と
、
現

地
で
モ
デ
ル
を
頼
み
、
そ
の
様
子
を
記
憶
か
写
真
に
と
ど
め
て
い
て
帰
国
後
に
描
い

た
よ
う
に
も
取
れ
る
し
、
改
め
て
日
本
で
別
の
モ
デ
ル
を
調
達
し
た
よ
う
に
も
、
ど

ち
ら
の
意
味
に
も
取
れ
る９
。

ま
た
《
北
京
官
話
》
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
中
国
清
代
以
降
、
官
僚
、
お
よ
び
そ

れ
を
輩
出
し
た
支
配
階
級
の
用
い
た
言
葉
（
官
話
）
に
由
来
す
る
。
明
代
以
降
、
南

京
語
（
南
京
官
話
）
を
基
に
し
て
い
た
中
国
の
標
準
語
は
、
満
州
族
の
王
朝
で
あ
る

清
の
建
国
に
よ
っ
て
、
北
京
語
の
発
音
を
用
い
る
「
北
京
官
話
」
に
取
っ
て
代
わ
ら

れ
て
い
く
。
こ
れ
に
応
じ
て
明
治
期
以
降
の
日
本
で
の
中
国
語
学
習
は
「
北
京
官

話
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た11
。
つ
ま
り
本
作
の
タ
イ
ト
ル
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
そ

の
い
か
に
も
中
国
語
ら
し
い
響
き
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
「
北
京
官
話
」
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
を
、
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
と
い
う
服
装
の
選
択
に
重
ね
る
こ
と
で
、
否
応
な
し

に
中
国
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
強
め
る
相
乗
効
果
を
持
っ
て
い
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
美
術
展
覧
会
に
際
し
て
出
版
さ
れ
た
図
録

や
展
評
の
中
に
は
、
本
作
の
モ
デ
ル
を
「
中
国
婦
人
」「
支
那
婦
人
」
だ
と
明
言
し

て
い
る
も
の
も
あ
り11
、
本
作
タ
イ
ト
ル
と
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
と
い
う
着
衣
が
い
か
に

強
い
印
象
を
与
え
る
も
の
か
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
改
め
て
確
認
し
て
も
、
モ
デ

ル
の
顔
貌
、
体
つ
き
は
そ
れ
ま
で
の
作
品
に
登
場
す
る
富
子
の
そ
れ
と
明
ら
か
に
似

通
っ
て
い
る
。

実
は
、《
北
京
官
話
》
に
ま
つ
わ
る
回
想
を
、
元
の
所
有
者
に
向
け
て
中
村
研
一

の
甥
・
堀
友
三
郎12

が
書
状
で
語
っ
て
い
る
。
堀
は
こ
の
中
で
、
モ
デ
ル
を
「
未
亡

人
」、
す
な
わ
ち
富
子
で
あ
る
と
し
、「
代
々
木
の
ア
ト
リ
エ
」13

で
制
作
中
の
と
こ
ろ

を
見
た
、
と
し
た
た
め
る
。
し
た
が
っ
て
堀
は
、
本
作
は
当
初
か
ら
富
子
を
モ
デ
ル

と
し
た
作
品
で
あ
っ
た
と
の
認
識
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
タ
イ
ト
ル

と
着
衣
、
容
貌
と
堀
の
認
識
、
一
体
、
モ
デ
ル
と
制
作
環
境
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る

べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
言
っ
て
し
ま
え
ば
、《
北
京
官
話
》
の
モ
デ
ル
と
制
作
環
境
は
、
堀
氏
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が
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
富
子
を
代
々
木
の
ア
ト
リ
エ
で
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
中
村
自
身
の
発
言
と
は
や
や
矛
盾
す
る
が
、
お
そ
ら
く
構
想
段
階
か
ら
富
子

を
モ
デ
ル
と
し
た
単
身
像
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
モ
デ
ル
の
描
か
れ
方
―

ゆ
っ
た
り
と
腕
を
組
ん
で
椅
子
に
も
た
れ
る
姿
勢
―
と
背
景
の
様
子
が
、
本
作
が
富

子
を
人
物
群
像
か
ら
単
身
像
へ
と
抜
き
出
し
て
描
く
、
同
時
期
に
様
々
な
展
覧
会
に

発
表
さ
れ
た
一
連
の
作
品
と
同
一
環
境
下
で
発
想
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
こ
と
を

示
し
て
い
る
か
ら
だ
。
む
し
ろ
着
衣
と
し
て
「
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
」
を
選
択
す
る
こ

と
を
通
じ
て
、
単
身
像
に
新
た
な
展
開
を
与
え
た
の
が
《
北
京
官
話
》
な
の
で
あ

り
、
次
節
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
。

二
、
着
衣
の
選
択
―
現
代
風
俗
と
し
て
の
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス

《
北
京
官
話
》
で
、
富
子
は
そ
れ
ま
で
の
衣
装
、
す
な
わ
ち
モ
ダ
ン
な
雰
囲
気
の

洗
練
さ
れ
た
ツ
ー
ピ
ー
ス
や
華
や
か
な
模
様
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
と
い
っ
た
洋
装
で
は
な

く
、
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
と
い
う
そ
れ
ま
で
に
な
い
衣
装
を
選
択
し
て
い
る
。
当
時
の

写
真
な
ど
を
確
認
す
る
限
り
で
も
、
富
子
が
日
常
的
に
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
を
着
用
し

て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
つ
ま
り
、
モ
デ
ル
を
務
め
る
た
め
に
富
子
は
わ
ざ
わ
ざ

チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
を
着
用
し
た
の
だ
が
、
こ
の
衣
装
選
択
は
富
子
の
意
志
と
い
う
よ

り
中
村
研
一
の
意
向
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
は
、
中
国
の
特
に
満
州
族
女
性
が
着
用
す
る
民
族
服

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
ワ
ン
ピ
ー
ス
型
の
ド
レ
ス
で
、
高
く
立
て
た
襟
と
裾
に
入

れ
ら
れ
た
ス
リ
ッ
ト
が
特
徴
的
な
こ
の
衣
装
は
、
支
配
層
で
あ
っ
た
満
州
族
の
伝
統

的
な
旗
袍
か
ら
清
朝
末
期
に
生
ま
れ
た
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
る14
。
一
九
二
〇
年

代
以
降
に
「
上
衣
下
裳
」
と
呼
ば
れ
る
上
着
と
ズ
ボ
ン
に
分
か
れ
た
伝
統
的
な
旗
袍

の
ス
タ
イ
ル
が
変
化
し
、
ワ
ン
ピ
ー
ス
型
の
旗
袍
が
生
ま
れ
る
と
特
に
活
動
的
で
モ

ダ
ン
な
中
国
人
女
性
の
間
で
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
、
ワ
ン
ピ
ー
ス
型
旗
袍
―
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ

ス
は
洋
装
の
流
行
も
敏
感
に
取
り
入
れ
、
さ
ら
に
変
化
す
る
。
比
較
的
ゆ
っ
た
り
し

た
も
の
か
ら
、
ウ
ェ
ス
ト
部
分
を
絞
り
体
に
フ
ィ
ッ
ト
さ
せ
た
仕
立
の
、
ボ
デ
ィ
ラ

イ
ン
を
美
し
く
際
立
た
せ
る
も
の
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
併
せ
て
華
や
か
な
柄
の

選
択
や
襟
飾
り
、
ス
リ
ッ
ト
の
パ
イ
ピ
ン
グ
な
ど
、
ベ
ル
・
エ
ポ
ッ
ク
の
流
行
を
取

り
入
れ
た
演
出
が
加
わ
り
、
伝
統
に
と
ら
わ
れ
な
い
様
々
な
ア
レ
ン
ジ
が
加
え
ら
れ

て
い
く
。

改
め
て
《
北
京
官
話
》
の
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
を
見
て
み
よ
う
。
光
沢
の
あ
る
ラ
ベ

ン
ダ
ー
色
の
生
地
に
、
赤
や
黒
を
使
用
し
た
鮮
明
で
大
振
り
な
花
模
様
が
散
ら
さ
れ

て
い
る
。
袖
口
や
ウ
ェ
ス
ト
は
ぴ
っ
た
り
と
体
に
沿
い
、
ス
リ
ッ
ト
は
太
も
も
の
中

ほ
ど
、
や
や
深
め
に
入
っ
て
い
る
。
足
元
に
は
靴
下
を
履
い
て
、
色
を
合
わ
せ
た
紫

色
の
サ
ン
ダ
ル
を
履
い
て
い
る
。
本
作
で
着
用
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に
、
一
九
四

〇
年
当
時
の
最
新
流
行
を
取
り
入
れ
た
現
代
風
俗
と
し
て
の
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
と
い
う
衣
装
の
選
択
は
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
雰
囲

気
の
演
出
で
あ
る
一
方
、
モ
ダ
ン
な
恰
好
を
し
た
妻
の
単
身
像
の
、
延
長
線
上
に
も

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
作
品
の
背
景
に
目
を
向
け
る
と
、《
内
室
》《
初
秋
》《
午
睡
》《
立
春
》

に
は
い
ず
れ
も
、《
北
京
官
話
》
と
共
通
す
る
白
い
桟
や
寄
木
の
床
の
表
現
、
窓
の

外
の
緑
が
覗
い
て
い
る
。
特
に
《
内
室
》
で
は
寄
木
の
床
の
上
に
椅
子
が
置
か
れ
て

い
て
、
こ
こ
が
屋
内
か
ら
一
段
低
い
、
せ
り
出
し
た
よ
う
な
サ
ン
ル
ー
ム
に
な
っ
て

い
る
こ
と
や
、
サ
ン
ル
ー
ム
の
中
に
鉢
植
え
を
置
く
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
と
い
っ
た
室

内
状
況
が
具
体
的
に
把
握
で
き
る
。
ま
た
《
午
睡
》
の
背
景
と
《
立
春
》
の
手
前
に

は
そ
れ
ぞ
れ
鋸
葉
状
の
植
物
の
葉
が
見
え
、《
北
京
官
話
》
で
モ
デ
ル
の
背
後
に
描

か
れ
る
も
の
と
同
じ
リ
ュ
ウ
ゼ
ツ
ラ
ン11
だ
と
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
と
《
北
京
官
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話
》
は
同
じ
場
所
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
制
作
環
境
の
一
致
か
ら
も
、
本
作

は
「
妻
を
描
く
」
こ
と
の
試
行
の
中
で
構
想
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

中
村
は
《
北
京
官
話
》
制
作
の
ね
ら
い
と
し
て
、「
題
は
あ
の
美
し
い
発
音
の
調

子
が
耳
朶
に
残
っ
て
い
る
の
で
そ
の
気
持
を
光
の
調
子
で
ね
ら
へ
れ
ば
」
と
思
っ
た

と
語
っ
て
い
る
が11
、
発
音
の
独
特
な
響
き
を
耳
に
し
た
と
い
う
中
国
滞
在
中
な
ら
で

は
の
経
験
が
タ
イ
ト
ル
の
発
想
に
繋
が
っ
て
い
る
も
の
の
、
目
に
見
え
る
絵
画
表
現

の
面
か
ら
は
、「
光
の
調
子
」
を
表
現
す
る
こ
と
に
対
し
て
明
確
に
目
的
意
識
を
向

け
て
い
る
点
に
も
、
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る11
。

三
、
民
族
服
の
女
性
像
―
《
北
京
官
話
》
と
《
安
南
を
憶
ふ
》

《
北
京
官
話
》
の
構
想
は
一
連
の
妻
を
描
い
た
単
身
像
を
制
作
す
る
中
で
生
ま
れ

た
こ
と
を
、
前
節
で
の
考
察
を
通
じ
て
検
討
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、《
北
京
官

話
》
の
中
で
富
子
が
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
を
着
用
す
る
意
味
は
、
毛
色
の
変
わ
っ
た
モ

ダ
ン
な
風
俗
だ
か
ら
、
と
い
う
だ
け
と
も
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
民
族

服
女
性
と
い
う
主
題
が
中
村
研
一
の
中
で
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を

検
討
し
て
み
た
い
。

中
村
研
一
が
戦
中
期
か
ら
戦
後
に
至
る
比
較
的
長
期
間
に
渡
っ
て
、「
民
族
服
を

着
た
女
性
像
」
に
関
心
を
寄
せ
、
継
続
的
に
作
品
を
発
表
し
て
き
た
こ
と
は
、
既
に

複
数
の
先
行
研
究
が
言
及
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る11
。
高
山
百
合
氏
は
こ
れ
ら
の
制
作
動

機
と
し
て
「
戦
争
画
制
作
の
た
め
の
取
材
と
し
て
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
派
遣
さ
れ
た

際
に
、
そ
の
地
で
目
に
し
た
風
俗
や
女
性
た
ち
の
新
奇
な
美
し
さ
に
目
を
ひ
か
れ
」

た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
挙
げ
、
作
戦
記
録
画
の
大
作
《
コ
タ
・
バ
ル
》（
一
九
四
二

年
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
無
期
限
貸
与
作
品
）
と
同
年
に
制
作
さ
れ
た
ア
オ
ザ
イ

を
ま
と
う
富
子
の
像
、《
安
南
を
憶
ふ
》（
一
九
四
二
年
、
北
九
州
市
立
美
術
館
蔵
）

【
図
７
】
を
「
民
族
服
を
着
た
女
性
像
」
の
端
緒
と
し
て
想
定
し
て
、《
コ
タ
・
バ

ル
》
と
《
安
南
を
憶
ふ
》
の
関
係
性
に
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
民
族
服
を
着
た

女
性
像
」
は
「
戦
争
記
録
画
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
凄
惨
な
場
面
の
対
局
」
で
、
両

者
は
「
彼
の
画
業
に
あ
っ
て
は
表
裏
一
体
」
を
成
す
も
の
と
指
摘
す
る11
。

中
村
研
一
は
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
の
支
那
事
変
発
生
後
、
陸
軍
の
従
軍
画

家
協
会
に
参
加
し
、
そ
の
後
海
軍
の
報
道
班
員
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
一
九

三
八
年
か
ら
複
数
回
、
陸
軍
な
い
し
海
軍
の
招
聘
で
中
国
に
渡
っ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
の
段
階
で
は
中
国
国
内
の
み
で
東
南
ア
ジ
ア
地
域
を
訪
れ
て
は
い
な
い
。
東
南
ア

ジ
ア
地
域
を
中
村
研
一
が
初
め
て
訪
れ
た
の
は
一
九
四
二
年
四
月
に
作
戦
記
録
画
を

描
く
た
め
、
藤
田
嗣
治
ら
と
共
に
ベ
ト
ナ
ム
に
派
遣
さ
れ
た
際
で
あ
る
と
見
ら
れ
、

こ
の
後
六
月
に
コ
タ
・
バ
ル
な
ど
マ
レ
ー
半
島
に
も
行
っ
て
い
る
。
高
山
氏
が
想
定

し
て
い
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う21
。
た
し
か
に
帰
国

後
、
同
年
の
内
に
《
安
南
を
憶
ふ
》
を
制
作
し
た
と
考
え
れ
ば
こ
の
点
は
わ
か
り
や

す
い
。

し
か
し
、《
北
京
官
話
》
は
一
九
四
〇
年
に
制
作
さ
れ
て
お
り
、
中
村
が
東
南
ア

ジ
ア
よ
り
も
先
に
訪
れ
た
中
国
で
、
既
に
民
族
服
の
一
種
で
あ
る
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス

に
対
し
て
目
を
向
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
中
村
は
確
か
に

《
光
華
門
丁
字
路
》（
一
九
三
九
年
）
な
ど
、
日
中
戦
争
に
取
材
し
た
戦
争
画
を
描
い

て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
は
む
し
ろ
《
コ
タ
・
バ
ル
》
の
よ
う
な
「
凄
惨
な
場
面
」

が
登
場
し
な
い
戦
争
画
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る21
。《
コ
タ
・
バ
ル
》

と
《
安
南
を
憶
ふ
》
と
い
う
一
九
四
二
年
作
の
戦
争
画
、
女
性
像
の
前
に
、《
北
京

官
話
》
が
先
行
す
る
意
味
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

《
安
南
を
憶
ふ
》
は
第
五
回
新
文
展
に
出
展
さ
れ
、
昭
和
奨
励
賞
を
受
賞
し
た
。

ピ
ン
ク
色
の
上
着
と
白
い
下
衣
を
組
み
合
わ
せ
た
安
南
（
ベ
ト
ナ
ム
）
の
民
族
衣

装
・
ア
オ
ザ
イ
姿
の
富
子
を
描
い
て
い
る
。
富
子
は
椅
子
に
も
た
れ
て
寛
ぐ
風
で
あ
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り
、
サ
ン
ダ
ル
を
脇
に
脱
ぎ
赤
い
オ
ッ
ト
マ
ン
に
素
足
を
投
げ
出
し
て
い
る
。
開
け

放
た
れ
た
窓
か
ら
は
光
が
室
内
に
差
し
込
み
、
床
に
敷
か
れ
た
赤
と
黄
の
敷
物
、
木

製
の
椅
子
、
細
工
の
施
さ
れ
た
箪
笥
と
い
っ
た
富
子
を
取
り
巻
く
調
度
類
が
浮
か
び

上
が
っ
て
い
る
。

《
安
南
を
憶
ふ
》
に
描
か
れ
て
い
る
背
景
の
様
子
は
、《
北
京
官
話
》
や
、
そ
の
他

の
富
子
の
単
身
像
に
描
か
れ
る
サ
ン
ル
ー
ム
と
は
違
う
、
絨
毯
の
敷
か
れ
た
室
内
空

間
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
見
て
み
る
と
《
安
南
を
憶
ふ
》
の
光
の
差
し
込
む
窓
の

向
こ
う
に
は
、
寄
木
の
床
と
白
い
桟
が
覗
い
て
い
る
。
つ
ま
り
他
の
作
例
で
は
サ
ン

ル
ー
ム
に
座
っ
て
い
た
富
子
が
、
そ
れ
に
続
く
奥
の
室
内
に
移
動
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
は
《
初
秋
》
と
比
較
し
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る22
。

な
お
、
一
時
中
村
研
一
の
も
と
で
学
ん
だ
洋
画
家
・
高
光
一
也
（
一
九
〇
七-

一

九
八
六
）
が
中
村
の
没
後
、
回
想
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
奥
様
が
ピ
ン
ク
の
安
南
服
で
赤
い
ス
ツ
ー
ル
に
足
を
乗
せ
て
パ
イ
プ
椅
子
に
も

た
れ
て
お
ら
れ
る
絵
（
①
）
な
ど
、
色
の
多
い
美
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
は
初

台
に
画
室
が
二
つ
あ
っ
て
、
戦
争
画
な
ど
は
旧
の
画
室
で
描
か
れ
、
色
の
あ
る
美
し

い
絵
は
新
築
の
上
の
ア
ト
リ
エ
（
②
）
で
描
い
て
お
ら
れ
た
様
子
だ
っ
た
」23

（
※
傍
線
筆
者
）

傍
線
部
①
、
高
光
が
言
及
し
て
い
る
の
は
《
安
南
を
憶
ふ
》
だ
と
わ
か
る
が
、

「
初
台
に
画
室
が
二
つ
あ
っ
て
」
に
続
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ト
リ
エ
で
制
作
さ
れ
る

絵
は
主
題
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
点
は
興
味
深
い
。
そ
し
て
傍
線
部

②
に
あ
る
よ
う
に
「
色
の
あ
る
美
し
い
絵
」
つ
ま
り
、《
安
南
を
憶
ふ
》
の
よ
う
な

絵
は
新
築
の
上
の
ア
ト
リ
エ
で
描
か
れ
て
い
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、「
戦
争
画
」
に
対
し
て
の
「
女
性
像
」
ひ
い
て
は
「
富
子
像
」
と
言
い
換
え
る

こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
主
題
の
違
い
が
、
画
室
の
使
い
分
け
に
よ
っ
て
制
作
環
境

の
違
い
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
。

そ
し
て
、
富
子
の
単
身
像
は
い
ず
れ
も
共
通
す
る
環
境
下
で
制
作
さ
れ
て
い
る
。

高
光
の
言
う
「
新
築
」24

が
い
つ
の
こ
と
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
一
連
の
作
品

に
共
通
す
る
寄
木
の
床
を
持
っ
た
サ
ン
ル
ー
ム
、
鉢
植
え
の
リ
ュ
ウ
ゼ
ツ
ラ
ン
と

い
っ
た
も
の
は
、「
新
築
の
上
の
ア
ト
リ
エ
」
で
制
作
さ
れ
た
作
品
に
結
び
つ
く
記

号
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、
中
村
に
と
っ
て
よ
り
私
的
な
領
域
と

し
て
の
妻
と
の
生
活
を
象
徴
す
る
モ
テ
ィ
ー
フ
に
な
り
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

《
安
南
を
憶
ふ
》
は
同
じ
ア
オ
ザ
イ
を
着
て
い
る
富
子
の
像
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

《
サ
イ
ゴ
ン
の
夢
》（
一
九
四
七
年
、
福
岡
県
立
美
術
館
蔵
）【
図
８
】
と
の
連
続
性

を
論
じ
ら
れ
て
き
た
。《
サ
イ
ゴ
ン
の
夢
》
は
戦
後
、
東
京
小
金
井
に
転
居21
し
た
中

村
が
小
金
井
の
ア
ト
リ
エ
で
《
安
南
を
憶
ふ
》
と
同
じ
ア
オ
ザ
イ
姿
の
富
子
を
描
い

た
作
品
で
あ
る
。
確
か
に
鈴
木
伸
子
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に21
、《
安
南
を
憶
ふ
》
と

《
サ
イ
ゴ
ン
の
夢
》
と
は
衣
装
を
始
め
と
す
る
複
数
の
モ
テ
ィ
ー
フ
、
そ
し
て
ポ
ー

ズ
を
同
じ
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
村
研
一
の
戦
前
と
戦
後
を
繋
い
で
い
る
。

し
か
し
《
北
京
官
話
》
の
再
出
が
果
た
さ
れ
た
今
、
先
述
し
た
よ
う
に
民
族
服
を

着
た
女
性
像
の
端
緒
と
し
て
は
改
め
て
《
北
京
官
話
》
の
意
味
を
再
考
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
作
品
と
し
て
《
安
南
を
憶
ふ
》
を
捉
え
な
お
す
べ
き

だ
ろ
う
。
民
族
服
を
着
た
女
性
像
は
、
中
村
に
と
っ
て
凄
惨
な
戦
争
画
の
表
裏
、
対

局
に
あ
る
も
の
と
と
し
て
の
位
置
に
留
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
よ
り
強
い
動
機
と
し
て
、

富
子
の
表
象
を
巡
る
私
的
絵
画
の
追
及
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、《
北
京
官
話
》
の
「
同
時
代
性
」

中
村
研
一
に
と
っ
て
《
北
京
官
話
》
の
構
想
は
特
に
私
的
な
文
脈
の
中
で
生
ま

れ
、
そ
し
て
「
民
族
服
を
着
た
妻
」
さ
ら
に
「
現
地
の
女
性
像
」
へ
発
展
し
て
い

く
、
岐
路
的
な
位
置
づ
け
の
作
品
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。



－　－31

一
方
、
洋
画
壇
に
お
け
る
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
を
始
め
と
し
た
民
族
服
を
着
用
し
た

女
性
像
の
「
流
行
」
は
、
藤
島
武
二
（
一
八
六
七-

一
九
四
三
）
に
よ
る
《
匂
い
》

（
一
九
一
五
年
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
蔵
）
の
制
作
と
発
表
が
き
っ
か
け
と
な
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る21
。
藤
島
は
以
降
《
東
洋
振
り
》（
一
九
二
四
年
、
個
人

蔵
）
な
ど
複
数
の
中
国
服
を
着
た
女
性
像
を
制
作
し
た
が
、
こ
の
中
に
は
伝
統
的
な

旗
袍
を
着
た
も
の
や
、《
台
湾
の
女
》（
一
九
三
五
年
、
メ
ナ
ー
ド
美
術
館
蔵
）
の
よ

う
に
台
湾
少
数
民
族
の
女
性
像
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
横
顔
が
描
か
れ
、
藤

島
が
西
洋
絵
画
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
横
顔
肖
像
の
構
図
を
換
用

し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
れ
ら
の
女
性
像
は
藤
島
の
イ
タ
リ
ア
留
学
に
よ
る
古
典
学
習
の
成
果
と
し
て
の

一
面
を
持
っ
て
い
た
。
民
族
服
は
画
題
の
伝
統
的
な
側
面
と
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
雰

囲
気
演
出
の
演
出
と
の
、
双
方
の
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
男
性

洋
画
家
達
の
抱
い
た
「
西
洋
に
自
己
同
一
化
す
る
意
識
」21

や
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
、

帝
国
主
義
の
問
題
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

字
数
の
関
係
上
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
深
く
立
ち
入
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も

東
京
美
術
学
校
の
教
授
を
務
め
て
い
た
藤
島
が
こ
う
し
た
主
題
に
取
り
組
み
発
表
し

た
こ
と
の
影
響
力
は
、
大
き
か
っ
た
と
言
え
る
。
一
九
二
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
、

他
の
洋
画
家
達
の
間
で
も
民
族
服
、
特
に
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
を
含
む
中
国
服
女
性
を

描
い
た
作
品
が
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
国
服
は
画
家
達
の
間
で
人
気
の
画

題
と
な
り
、
小
磯
良
平
（
一
九
〇
三-

一
九
八
八
）
や
梅
原
龍
三
郎
（
一
八
八
八-

一
九
八
六
）
な
ど
が
中
国
服
の
モ
デ
ル
を
描
い
た
。
安
井
曾
太
郎
（
一
八
八
八-

一

九
五
五
）
の
代
表
的
作
と
し
て
知
ら
れ
る
《
金
蓉
》（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
蔵
）

も
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
に
制
作
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
中
国
服
の
女
性
像
が
色
々
な
画
家
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
日
常

的
に
中
国
服
を
着
用
し
て
い
る
モ
デ
ル
を
調
達
す
る
の
で
は
な
く
、
自
身
の
身
近
な

人
物
に
わ
ざ
わ
ざ
用
意
し
た
衣
装
を
着
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
描
く
画
家
も
現
れ
た
。

つ
ま
り
、
一
種
の
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
・
プ
レ
イ
と
も
言
え
る
よ
う
な
状
態
で
描
く
こ
と

に
な
る
。

例
え
ば
岸
田
劉
生
（
一
八
九
一-

一
九
二
九
）
は
妹
・
照
子
に
《
支
那
服
着
た
る

妹
照
子
之
像
》（
一
九
二
一
年
、
ひ
ろ
し
ま
美
術
館
蔵
）
な
ど
で
伝
統
的
な
旗
袍
を

着
用
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
、
正
宗
得
三
郎
（
一
八
八
三-

一
九
六
二
）
は

妻
・
千
代
子
が
自
ら
作
成
し
た
中
国
服
を
着
て
、
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を

複
数
の
作
品
に
描
い
た
。
そ
の
う
ち
の
一
点
、《
支
那
服
》（
一
九
二
五
年
、
府
中
市

美
術
館
蔵
）
で
は
、
庭
の
中
で
立
つ
千
代
子
が
自
作
の
中
国
服
を
ま
と
っ
て
い
る
。

貝
塚
氏
は
千
代
子
の
言
葉
を
引
用
し
、
そ
の
中
国
服
が
他
な
ら
ぬ
モ
デ
ル
自
身
、

す
な
わ
ち
千
代
子
の
手
製
で
あ
り
、
そ
れ
ら
し
い
も
の
を
作
る
た
め
に
苦
心
し
て
い

る
こ
と
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
、「
フ
ラ
ン
ス
製
の
生
地
を
日
本
人
が
縫
製
し
て
中

国
服
を
つ
く
る
と
い
う
営
為
に
、
日
本
人
洋
画
家
の
在
り
様
や
欲
望
が
端
的
に
表
れ

て
い
る
」
と
指
摘
す
る21
。

見
様
見
真
似
で
絵
に
な
る
よ
う
な
変
わ
っ
た
形
の
中
国
服
ら
し
い
も
の
を
作
り
、

着
て
、
あ
る
意
味
非
日
常
的
な
衣
服
と
し
て
の
そ
れ
を
味
わ
う
と
い
う
の
は
、「
民

族
服
を
着
る
女
性
」
の
本
来
的
な
意
味
か
ら
は
外
れ
、
ま
さ
に
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
・
プ

レ
イ
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
行
為
が
画
家
と
モ
デ
ル
の
間
で
成
り
立
つ
の

は
、
二
人
が
夫
と
妻
だ
か
ら
こ
そ
で
、
関
係
の
親
密
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
も
い

る
。翻

っ
て
《
北
京
官
話
》
で
中
村
研
一
は
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
を
着
る
妻
を
描
い
た
の

で
あ
り
、
こ
こ
に
は
正
宗
の
ケ
ー
ス
と
近
し
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
無
論
、《
北

京
官
話
》
の
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
の
入
手
経
路
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
中
村
研
一
が
中

国
か
ら
持
ち
帰
っ
た
可
能
性
も
高
い
の
だ
が
、
富
子
は
「
私
は
女
学
校
の
頃
か
ら
洋

裁
を
自
己
流
で
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
嫁
い
で
か
ら
も
既
成
の
洋
服
は
あ
ま
り
買
っ
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た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
自
作
の
洋
服
を
着
た
姿
が
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
と

回
想
し
て
い
る31
。《
北
京
官
話
》
の
モ
ダ
ン
で
体
に
フ
ィ
ッ
ト
し
た
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ

ス
が
、
富
子
の
手
に
よ
る
も
の
で
も
、
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
そ
の
場
合

そ
こ
に
は
、
正
宗
と
千
代
子
の
場
合
と
さ
ら
に
似
通
っ
た
親
密
な
関
係
性
が
、
衣
服

の
選
択
を
通
し
て
浮
か
び
あ
が
る
の
で
あ
る
。

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
や
帝
国
主
義
と
結
び
つ
く
中
国
服
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
、

様
々
な
画
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
く
う
ち
に
、
日
本
人
画
家
で
あ
る
作
者
と
モ
デ

ル
と
の
私
的
な
親
密
性
を
、
逆
説
的
に
演
出
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
特
に
中

村
研
一
は
東
京
美
術
学
校
で
の
在
学
が
藤
島
の
教
授
時
代
と
重
な
っ
て
お
り
、
中
国

で
の
従
軍
経
験
で
は
二
度
に
わ
た
っ
て
藤
島
と
行
動
を
共
に
し
て
い
る31
。
藤
島
の
中

国
服
へ
の
興
味
を
よ
り
直
接
的
に
知
り
得
た
で
あ
ろ
う
中
村
が
、
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス

を
敢
え
て
私
的
な
文
脈
か
ら
作
品
に
落
と
し
込
も
う
と
し
た
の
は
、
中
村
研
一
な
り

の
差
異
化
を
図
ろ
う
と
す
る
意
図
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

中
村
研
一
《
北
京
官
話
》
に
つ
い
て
、
現
存
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に

し
て
、
本
稿
で
は
特
に
制
作
背
景
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
。《
北
京
官

話
》
は
一
九
三
〇
年
代
の
後
半
か
ら
代
々
木
の
ア
ト
リ
エ
で
制
作
さ
れ
た
「
現
代
風

俗
画
」
的
な
一
連
の
富
子
像
の
流
れ
を
汲
む
作
品
で
、
モ
ダ
ン
な
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス

を
着
用
す
る
妻
の
姿
を
、
二
階
の
「
新
築
の
ア
ト
リ
エ
」
を
象
徴
す
る
サ
ン
ル
ー
ム

の
中
に
配
し
て
い
る
。
サ
ン
ル
ー
ム
と
い
う
場
所
の
特
性
を
存
分
に
生
か
し
、
差
し

込
む
陽
光
を
使
っ
て
、
中
村
は
自
身
が
兼
ね
て
か
ら
重
視
し
て
い
た
、
陰
影
を
豊
か

な
色
彩
で
表
現
す
る
こ
と
を
実
践
し
た
。

チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
は
、
現
代
風
俗
と
し
て
の
意
味
合
い
に
加
え
、
当
時
の
洋
画
壇

で
は
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
人
気
の
画
題
で
あ
っ
た
こ
と
、
中
村
研
一
の
中
国
滞
在
経

験
を
反
映
し
た
衣
服
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
モ
デ
ル
で
あ
る
妻
と
の
関
係
性
―
親

密
さ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
衣
服
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
選
択
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
本
作
で
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
が
選
択
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
村
研
一
は
以
降

の
「
民
族
服
を
着
た
女
性
像
」
へ
と
、
興
味
を
展
開
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

本
作
を
紀
元
二
千
六
百
奉
祝
展
覧
会
と
い
う
時
代
の
節
目
と
も
成
り
う
る
大
規
模

な
展
覧
会
に
出
品
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
事
実
の
確
認
に
留
ま
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
背
景
に
は
ま
だ
色
々
な
文
脈
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
わ
れ

る
。
あ
ま
り
に
も
大
規
模
だ
っ
た
た
め
に
総
花
的
と
の
批
判
も
あ
っ
た
こ
の
展
覧
会

の
七
〇
〇
点
超
の
洋
画
作
品
の
中
で
は
、《
北
京
官
話
》
は
概
ね
好
意
的
な
評
価

と
、
そ
し
て
【
図
１-

ｂ
】
に
示
し
た
よ
う
に
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
が
制
作
さ
れ
る
な

ど
、
一
定
の
注
目
を
受
け
た
。
改
め
て
本
作
は
中
村
研
一
の
画
業
の
み
な
ら
ず
、
近

代
洋
画
史
の
中
で
も
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
言
え
、
再
出
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
関

連
す
る
事
柄
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

［
図
版
出
典
］

図
１-

ａ 　

中
村
研
一
《
北
京
官
話
》
現
状
（
一
九
四
〇
年
、
小
金
井
市
立
は
け
の
森
美
術

館
蔵
）：
筆
者
撮
影

図
１-

ｂ 　

中
村
研
一
《
北
京
官
話
》（
当
時
の
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
画
像
）
：
紀
元
二
千
六
百

年
奉
祝
展
覧
会
時
発
行
の
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
よ
り

図
２ 　

中
村
研
一
《
内
室
》（
一
九
三
八
年
、
焼
失
）：
第
二
回
文
展
時
発
行
ポ
ス
ト
カ
ー

ド
よ
り

図
３ 　

中
村
研
一
《
初
秋
》（
一
九
三
九
年
）：『
中
村
研
一
画
集
』
六
芸
書
房
、
一
九
八

〇
年
一
一
月

図
４ 　

中
村
研
一
《
午
睡
》（
一
九
三
九
年
、
現
在
所
在
不
明
）：『
中
村
研
一
遺
作
展
』
図
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録
、
福
岡
県
文
化
会
館
、
一
九
七
二
年
一
一
月

図
５ 　

中
村
研
一
《
立
春
》（
一
九
四
〇
年
、
現
在
所
在
不
明
、
第
二
七
回
光
風
会
展
出

展
）：『
日
本
美
術
年
鑑　

昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
年
）』
美
術
研
究
所
編
、
国
書

刊
行
会
、
一
九
九
六
年

図
６ 　

中
村
研
一
《
婦
人
像
》（
制
作
年
不
詳
、
小
金
井
市
立
は
け
の
森
美
術
館
蔵
）
小

金
井
市
立
は
け
の
森
美
術
館
提
供

図
７ 　

中
村
研
一
《
安
南
を
憶
ふ
》（
一
九
四
二
年
、
北
九
州
市
立
美
術
館
蔵
）：『
中
村
研

一
画
集
』
六
芸
書
房
、
一
九
八
〇
年
一
一
月

図
８ 　

中
村
研
一
《
サ
イ
ゴ
ン
の
夢
》（
一
九
四
七
年
、
福
岡
県
立
美
術
館
蔵
）：『
中
村
研

一
画
集
』
六
芸
書
房
、
一
九
八
〇
年
一
一
月

註１ 　

字
数
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
展
覧
会
の
開
催
を
巡
る
議
論
に

深
く
立
ち
入
ら
な
い
た
め
、
概
要
の
確
認
の
み
に
と
ど
め
る
。

　

 　

紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
展
覧
会
は
皇
紀
二
千
六
百
年
を
祝
し
た
祝
賀
行
事
の
一
環
と

し
て
、
前
期
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
一
〇
月
一
日
〜
一
〇
月
二
二
日
、
後
期
一
一

月
三
日
〜
一
一
月
二
四
日
、
東
京
府
美
術
館
（
現
・
東
京
都
美
術
館
）
を
会
場
と
し
て

行
わ
れ
、
礼
記
念
京
都
美
術
館
（
現
・
京
都
市
美
術
館
。
前
期
一
一
月
三
日
〜
一
七

日
、
後
期
一
二
月
三
日
〜
一
二
月
一
七
日
）
に
も
巡
回
し
た
大
規
模
展
覧
会
で
あ
る
。

　

 　

前
期
に
は
第
二
部
（
油
絵
・
水
彩
画
・
パ
ス
テ
ル
画
・
素
描
・
創
作
版
画
等
）
及
び

第
三
部
（
彫
塑
）、
後
期
に
は
第
一
部
（
日
本
画
）、
第
四
部
（
美
術
工
芸
部
）
の
作
品

が
出
展
さ
れ
、
出
展
総
数
は
一
、
八
五
九
点
、
第
二
部
の
み
で
も
七
〇
〇
点
を
超
え
、

入
場
者
総
数
は
三
〇
八
、
四
六
二
人
と
い
う
桁
違
い
の
数
字
を
叩
き
出
し
た
。

　

参
照
： 『
日
本
美
術
年
鑑　

昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
年
）』
美
術
研
究
所
編
、
国
書
刊

行
会
、
一
九
九
六
年
。
林
綾
子
「
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
美
術
展
覧
会
―
「
帝

展
改
組
」
と
「
東
京
美
術
学
校
改
革
」「
開
館
一
〇
周
年
記
念　

東
京
府
美
術

館
の
時
代
一
九
二
六
―
一
九
七
〇
」
展
図
録
（
二
〇
〇
五
年
東
京
都
歴
史
文
化

財
団　

東
京
都
美
術
館
発
行
）
等
。

２ 　

本
稿
で
は
中
国
の
民
族
服
の
中
で
も
満
州
族
の
伝
統
的
衣
装
で
あ
る
旗
袍
を
原
型

に
、
西
洋
の
流
行
を
取
り
入
れ
て
成
立
し
た
女
性
用
ワ
ン
ピ
ー
ス
ド
レ
ス
を
「
チ
ャ
イ

ナ
ド
レ
ス
」
と
呼
称
す
る
。
慣
習
的
な
呼
称
と
し
て
「
支
那
服
」
も
あ
る
が
、
便
宜
上

チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
で
統
一
し
た
。

３ 　

西
洋
画
委
員
は
中
村
研
一
の
ほ
か
、
小
林
萬
吾
を
主
任
と
し
帝
国
芸
術
院
会
員
に
各

団
体
と
無
所
属
か
ら
の
二
一
名
を
加
え
た
計
三
三
名
だ
っ
た
。
光
風
会
は
展
覧
会
場
第

二
六
〜
三
〇
室
を
使
用
し
、《
北
京
官
話
》
も
こ
こ
に
展
示
さ
れ
た
。

４　

中
村
研
一
は
留
学
経
験
を
経
て
一
九
三
〇
年
頃
か
ら
こ
の
表
記
を
使
用
し
て
い
る
。

５ 　

中
村
研
一
の
こ
の
時
期
の
作
品
が
「
現
代
風
俗
画
」
と
し
て
の
意
味
を
色
濃
く
し
て

い
る
点
に
つ
い
て
は
、
高
山
百
合
氏
が
「
昭
和
期
官
展
に
お
け
る
「
現
代
風
俗
画
」
の

展
開
―
中
村
研
一
《
瀬
戸
内
海
》
を
中
心
に
―
」『
九
州
藝
術
学
会
誌　

デ
ア
ル
テ
』

三
一
号
、
九
州
藝
術
学
会
、
二
〇
一
五
年
三
月
で
指
摘
し
て
い
る
。

６ 　

中
村
研
一
は
海
軍
少
将
中
村
正
奇
の
長
女
・
富
子
と
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
一
月

に
結
婚
し
た
。

７ 　

富
子
自
身
が
「
中
村
研
一
記
念
美
術
館　

開
館
一
五
周
年
記
念
誌
」（
財
団
法
人
中

村
研
一
記
念
美
術
館
、
二
〇
〇
三
年
）
で
、
モ
デ
ル
を
務
め
た
時
に
は
ポ
ー
ズ
や
着
衣

に
つ
い
て
中
村
研
一
か
ら
指
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。

８ 　

朝
日
新
聞
東
京
版
夕
刊
、
一
九
四
〇
年
一
〇
月
八
日
号
掲
載
。
中
村
研
一
は
以
下
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。
な
お
、
旧
漢
字
は
私
に
改
め
た
。

　

 　
「
今
夏
北
京
で
モ
デ
ル
も
場
所
も
探
し
て
ゐ
た
が
、
旅
先
な
の
と
気
候
の
悪
さ
で
中

止
し
た
も
の
を
こ
ち
ら
で
描
い
て
み
た
の
で
す
。
私
は
モ
デ
ル
と
か
テ
ー
マ
は
余
り
重

要
視
し
な
い
の
で
、
相
変
ら
ず
私
流
の
立
体
幾
何
学
を
探
し
な
が
ら
複
雑
な
光
を
糸
口

に
し
て
何
と
か
自
然
を
整
然
と
理
解
し
た
い
の
が
念
願
で
す
。
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題
は
あ
の
美
し
い
発
音
の
調
子
が
耳
朶
に
残
つ
て
ゐ
る
の
で
そ
の
気
持
を
光
の
調
子

で
ね
ら
へ
れ
ば
と
云
ふ
よ
う
な
自
戒
の
意
味
で
す
」

９ 　

中
村
研
一
は
一
九
三
八
年
の
支
那
事
変
発
生
に
前
後
す
る
形
で
、
軍
の
派
遣
で
中
国

に
渡
っ
て
い
る
。

10 　
「
北
京
官
話
」
の
意
味
と
、
明
治
期
か
ら
日
本
で
の
中
国
語
教
育
が
「
北
京
官
話
」

を
基
本
と
す
る
も
の
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
野
間
由
紀
子
「
日
本
の
明
治
期
に
お

け
る
北
京
官
話
教
科
書
」『
外
国
語
学
会
誌
』
四
一
号
、
大
東
文
化
大
学
外
国
語
学
会
、

二
〇
一
一
年
三
月
及
び
王
雪
「
北
京
官
話
教
科
書
『
清
語
会
話
案
内
』
の
成
立
過
程
及

び
そ
の
言
語
の
一
考
察
」『
東
ア
ジ
ア
研
究
』
一
四
号
、
山
口
大
学
大
学
院
東
ア
ジ
ア

研
究
科
、
二
〇
一
六
年
三
月
を
参
照
し
た
。

11 　
「
中
村
（
研
）
は
中
国
婦
人
を
と
ら
え
、
黒
を
生
か
し
た
色
調
と
明
る
い
光
線
効
果

に
よ
っ
て
相
変
わ
ら
ず
快
調
で
あ
る
」
と
『
日
展
史　

新
文
展
編
二
』（
日
展
編
纂
委

員
会
編
、
一
九
八
四
年
一
〇
月
）
に
収
録
の
展
評
細
野
正
信
「
総
論
―
第
三
五
章　

紀

元
二
千
六
百
年
奉
祝
美
術
展
覧
会
」
に
あ
る
。
こ
の
展
評
は
日
展
史
刊
行
に
際
し
、
一

九
八
四
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
凡
例
の
記
載
の
限
り
で
は
解
釈
で
き
る
。

　

 　

ま
た
、『
皇
紀
二
千
六
百
年
奉
祝
美
術
展
覧
会
絵
画
選
集
図
録
』（
日
伊
協
会
発
行
、

一
九
四
一
年
九
月
）
の
日
本
語
解
説
は
次
の
よ
う
に
評
し
た
。「
外
光
に
充
た
さ
れ
た

サ
ン
ル
ー
ム
の
一
隅
に
憩
ふ
支
那
婦
人
を
寫
し
て
ゐ
る
。
闊
達
な
筆
致
を
自
由
に
駆
使

し
、
着
衣
の
淡
紫
色
と
戸
外
の
新
鮮
な
緑
と
を
暖
い
陽
光
の
中
に
包
ん
で
明
確
な
画
風

で
あ
る
」

12 　

染
色
作
家
・
堀
友
三
郎
（
一
九
二
四-

二
〇
一
四
）
は
中
村
研
一
の
甥
に
あ
た
り
、

学
生
時
代
か
ら
中
村
と
交
流
を
持
っ
て
い
た
。
な
お
本
文
で
触
れ
て
い
る
書
状
は
内
容

を
確
認
で
き
る
画
像
が
寄
贈
者
か
ら
小
金
井
市
立
は
け
の
森
美
術
館
に
提
供
さ
れ
た

が
、
個
人
情
報
を
含
む
為
掲
載
は
差
し
控
え
る
。

13 　

父
の
援
助
に
よ
っ
て
東
京
美
術
学
校
在
学
時
代
に
中
村
研
一
が
手
に
入
れ
た
ア
ト
リ

エ
は
、
代
々
木
初
台
（
現
・
渋
谷
区
初
台
）
に
あ
っ
た
。

14 　

チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
に
つ
い
て
は
謝
黍
『
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
の
文
化
史
』（
青
弓
社
、

二
〇
一
一
年
九
月
）
や
、『
開
港
百
六
十
周
年
記
念　

装
い
の
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
―
華

僑
女
性
の
服
飾
史
展
』
図
録
（
横
浜
ユ
ー
ラ
シ
ア
文
化
館
編
、
公
益
財
団
法
人
横
浜
市

ふ
る
さ
と
歴
史
財
団
横
浜
ユ
ー
ラ
シ
ア
文
化
館
、
二
〇
一
九
年
四
月
）
を
参
照
し
た
。

15 　

リ
ュ
ウ
ゼ
ツ
ラ
ン
（
竜
舌
蘭
）
は
メ
キ
シ
コ
を
中
心
に
北
米
か
ら
中
南
米
の
熱
帯
地

域
に
自
生
、
日
本
で
は
観
葉
植
物
と
し
て
流
通
す
る
植
物
で
、
鋸
状
の
葉
を
特
徴
と
す

る
。

　

 　

な
お
近
年
は
け
の
森
美
術
館
所
蔵
に
な
っ
た
《
婦
人
像
》（
制
作
年
不
詳
）
に
は
富

子
と
思
わ
れ
る
女
性
が
サ
ン
ル
ー
ム
で
ま
ど
ろ
む
姿
が
描
か
れ
て
い
る
【
図
６
】。
こ

の
《
婦
人
像
》
と
《
立
春
》
で
は
、
リ
ュ
ウ
ゼ
ツ
ラ
ン
が
モ
デ
ル
の
手
前
に
あ
り
、
位

置
関
係
か
ら
サ
ン
ル
ー
ム
内
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
対
し
て
《
北
京
官

話
》
や
《
午
睡
》
で
は
モ
デ
ル
の
背
後
に
リ
ュ
ウ
ゼ
ツ
ラ
ン
が
あ
り
、
サ
ン
ル
ー
ム
外

に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

 　

描
か
れ
た
作
品
に
よ
っ
て
位
置
が
移
動
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
リ
ュ
ウ
ゼ
ツ
ラ
ン
は

鉢
植
え
で
季
節
に
応
じ
て
サ
ン
ル
ー
ム
の
中
に
入
れ
た
り
、
外
で
日
に
当
て
た
り
し
て

い
る
と
想
像
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、《
婦
人
像
》《
立
春
》
に
お
い
て
は
手
前
（
サ
ン

ル
ー
ム
内
）
に
あ
る
こ
と
で
冬
か
ら
初
春
の
時
期
を
、《
北
京
官
話
》《
午
睡
》
で
は
奥

（
戸
外
）
に
あ
る
こ
と
で
陽
光
溢
れ
る
初
夏
か
ら
夏
の
時
期
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
。

16　

前
掲
注
８
の
新
聞
コ
ラ
ム
よ
り
。

17 　

中
村
研
一
は
美
学
者
矢
崎
美
盛
と
の
対
談
集
『
絵
画
の
見
か
た
―
画
家
と
美
学
者
と

の
対
話
―
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
）
で
「
光
と
色
」
と
い
う
一
節
を
設
け
、
そ

の
効
果
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
中
村
は
近
代
絵
画
が
そ
れ
以
前
に
比
し
て
「
光
と
陰

と
を
対
等
に
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
」（
七
一
頁
）
と
指
摘
し
、
ニ
コ
ラ
・
プ
ッ
サ
ン
の

「
陰
も
ま
た
光
な
り
、
し
た
が
っ
て
陰
も
ま
た
色
な
り
」
を
引
用
し
陰
影
が
色
に
還
元

さ
れ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
中
村
の
言
う
「
光
の
調
子
」
と
は
、《
北
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京
官
話
》
で
た
だ
明
る
い
室
内
の
様
子
を
描
こ
う
と
し
た
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
光
と
陰

の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
色
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
だ
と
解
釈
で
き
よ

う
。

18 　

高
山
百
合
「
第
四
章　

戦
中
か
ら
戦
後
へ　

民
族
服
を
ま
と
う
女
性
た
ち
」（『
没
後

五
〇
年　

中
村
研
一
展
』
図
録
、
高
山
百
合
編
、
福
島
県
立
美
術
館
・
宗
像
市
・
新
居

浜
市
美
術
館
、
二
〇
一
八
年
三
月
や
鈴
木
伸
子
「
中
村
研
一
《
安
南
を
憶
ふ
》
に
つ
い

て
の
一
解
釈
」『
駒
沢
女
子
大
学
「
研
究
紀
要
」』
第
二
五
号
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
等

で
、
中
村
研
一
が
民
族
服
を
着
た
女
性
像
を
連
続
し
て
制
作
し
た
こ
と
に
言
及
し
て
い

る
。

19　

前
掲
註
18
高
山
概
説
。

20 　
「
従
軍
一
四
画
伯
、
西
貢
着
」
朝
日
新
聞
一
九
四
二
年
四
月
一
三
日
夕
刊
東
京
版
三

頁
。
つ
ま
り
、
最
初
ベ
ト
ナ
ム
に
行
っ
て
、
そ
の
あ
と
マ
レ
ー
半
島
に
行
っ
た
よ
う
で

あ
る
か
ら
、《
安
南
を
憶
ふ
》
と
《
コ
タ
・
バ
ル
》
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
得
た
と
す
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
旅
程
で
は
あ
る
。

21 　

河
田
明
久
「
戦
争
と
美
術　

中
村
研
一
を
通
し
て
見
る
」『
小
金
井
市
立
は
け
の
森

美
術
館　

年
報
平
成
一
八
年
度
―
平
成
二
二
年
度
別
冊　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
集
』
小
金
井

市
立
は
け
の
森
美
術
館
、
二
〇
一
一
年
三
月

22　
《
初
秋
》
で
も
富
子
は
サ
ン
ル
ー
ム
奥
の
部
屋
に
お
り
、
編
み
物
を
し
て
い
る
。

23 　

高
光
一
也
「
先
生
と
私
の
こ
と
」『
中
村
研
一
遺
作
展
』
図
録
、
福
岡
県
文
化
会
館
、

一
九
七
二
年
一
一
月

24　

高
光
の
言
う
「
新
築
」
は
新
し
い
ア
ト
リ
エ
部
分
を
「
増
築
」
し
た
意
と
と
れ
る
。

25 　

中
村
研
一
は
一
九
四
五
年
五
月
に
茨
城
県
沢
山
村
（
現
茨
城
県
東
茨
城
郡
城
里
町
）

に
疎
開
し
た
が
、
そ
の
間
に
代
々
木
の
ア
ト
リ
エ
が
空
襲
で
罹
災
し
た
た
め
、
一
九
四

六
年
に
小
金
井
に
転
居
し
た
。

26　

 

前
掲
註
18
鈴
木
論
考
。
鈴
木
氏
は
特
に
「
脱
い
だ
サ
ン
ダ
ル
」
が
持
つ
図
像
学
的
な

文
脈
に
着
目
し
て
い
る
。

27 　
《
匂
い
》
は
同
年
第
六
回
文
展
に
出
展
さ
れ
た
。
東
京
美
術
学
校
教
授
の
立
場
に
あ
っ

た
藤
島
が
こ
の
よ
う
な
作
品
を
出
展
し
た
こ
と
を
「
中
国
服
の
女
性
像
を
い
ち
早
く
描

い
た
作
品
」
で
「
周
囲
の
画
家
や
弟
子
た
ち
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
は
ず
で
あ
る
」（
一

八
四
頁
）
と
児
島
薫
氏
が
指
摘
し
て
い
る
（
児
島
薫
「
近
代
化
の
た
め
の
女
性
表
象
―

「
モ
デ
ル
」
と
し
て
の
身
体
」
北
原
恵
編
『
日
本
学
叢
書
四　

ア
ジ
ア
の
女
性
身
体
は

い
か
に
描
か
れ
た
か　

視
覚
表
象
と
戦
争
の
記
憶
』
青
弓
社
、
二
〇
一
三
年
）
ほ
か
、

池
田
忍
「「
支
那
服
の
女
」
と
い
う
誘
惑
―
帝
国
主
義
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」（『
歴
史
学
研

究
』
通
号
七
六
五　

歴
史
学
研
究
会
編
、
青
木
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
で
も
《
匂
い
》

の
日
本
洋
画
壇
に
お
け
る
影
響
に
言
及
し
て
い
る
。

　

 　

ま
た
貝
塚
健
氏
も
『
描
か
れ
た
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
―
藤
島
武
二
か
ら
梅
原
龍
三
郎
ま

で
』
展
図
録
（
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
美
術
館
、
二
〇
一
四
年
）
作
品
解
説
に
お
い
て
「
藤
島

武
二
に
よ
る
中
国
服
女
性
像
の
最
初
の
作
品
。
洋
画
家
に
よ
る
一
群
の
女
性
像
の
先
駆

け
と
な
っ
た
」（
二
四
頁
）
と
評
し
、
ま
た
同
図
録
巻
頭
の
論
考
「
描
か
れ
た
チ
ャ
イ

ナ
ド
レ
ス
―
中
国
へ
の
憧
憬
と
欲
望
」
で
も
、「
油
彩
画
の
分
野
で
最
初
に
中
国
服
女

性
像
を
手
が
け
た
の
は
藤
島
武
二
（
一
八
六
七
―
一
九
四
三
）
で
あ
る
」（
一
〇
頁
）

と
す
る
。

28　

前
掲
註
27
児
島
論
考
、
一
九
三
頁
。

29　

前
掲
註
27
図
録
貝
塚
作
品
解
説
、
五
〇
〜
五
一
頁
。

30 　

前
掲
註
７
文
献
。
富
子
は
《
家
居
》（
一
九
五
八
年
、
小
金
井
市
立
は
け
の
森
美
術

館
蔵
）
で
着
用
す
る
ブ
ラ
ウ
ス
が
自
作
で
あ
り
、
他
の
作
品
に
も
自
作
の
衣
服
の
も
の

が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

31 　

日
中
戦
争
期
の
従
軍
で
、
一
九
三
八
年
に
少
な
く
と
も
二
度
、
藤
島
と
中
村
は
共
に

中
国
に
滞
在
し
て
い
る
。「
敵
前
で
ス
ケ
ッ
チ　

藤
島
・
中
村
両
画
伯
彩
管
の
凱
旋　

竜
子
画
伯
も
凱
旋
」
朝
日
新
聞
一
九
三
八
年
六
月
二
七
日
朝
刊
東
京
版
一
一
頁
、「
海

の
漢
口
攻
略
画　

藤
島
氏
ら
六
画
伯
従
軍
」
朝
日
新
聞
一
九
三
八
年
九
月
二
八
日
夕
刊

東
京
版
二
頁
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
藤
島
と
中
村
が
共
に
写
っ
た
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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図１―ａ　�中村研一《北京官話》現状（1940年、小金井市
立はけの森美術館蔵）

図１―ｂ　�中村研一《北京官話》（当時のポストカー
ド画像）

図２　�中村研一《内室》（1938年、焼失のため
第二回文展時発行ポストカードより掲載）

図３　中村研一《初秋》（1939年）
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図４　�中村研一《午睡》（1939年、現在所在不明、第６回
筑前美術会展出展）

図５　�中村研一《立春》（1940年、現在所在不明、
第27回光風会展出展）

図６　�中村研一《婦人像》（制作年不詳、小金井市立はけの森美
術館蔵）

図７　�中村研一《安南を憶ふ》（1942年、北九州市立美術
館蔵）
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図８　�中村研一《サイゴンの夢》（1947年、福岡県立美術館
蔵）


