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は
じ
め
に

上
村
松
園
（
一
八
七
五
～
一
九
四
九
）
は
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
主
に
官

展
で
活
躍
し
た
日
本
画
家
で
あ
り
、
女
性
の
画
家
と
し
て
は
群
を
抜
く
知
名
度
を

誇
っ
て
い
る
。
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
、
十
五
歳
で
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧

会
に
出
品
し
た
作
品
《
四
季
美
人
》
が
来
日
中
の
コ
ン
ノ
ー
ト
殿
下
の
買
い
上
げ

と
な
り
注
目
を
集
め
、一
八
九
三
年
、
農
商
務
省
の
依
頼
で
シ
カ
ゴ
・
コ
ロ
ン
ブ
ス

博
覧
会
の
女
性
館
に
出
品
す
る
栄
誉
を
得
、
一
九
〇
七
年
に
文
部
省
美
術
展
覧
会

（
以
下
、
文
展
）
が
発
足
す
る
と
入
選
、
受
賞
を
重
ね
た
。
一
九
一
五
年
九
回
文

展
で
は
《
花
が
た
み
》、翌
年
の
一
〇
回
文
展
に
は
《
月
蝕
の
宵
》
を
出
品
し
、「
永

久
無
鑑
査
」
の
資
格
を
得
、
皇
后
の
御
前
揮
毫
も
お
こ
な
い
、
そ
の
名
声
は
揺
る

ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
も
よ
く
引
用
さ
れ
て
き
た

よ
う
に
、
一
二
回
文
展
《
焔
》
の
制
作
の
頃
は
「
芸
術
の
上
に
ス
ラ
ム
プ
が
来

て
、
ど
う
に
も
切
り
抜
け
ら
れ
な
い
苦
し
み
」（
註
1
）
を
感
じ
て
い
た
と
さ
れ

る
。
松
園
の
画
業
の
な
か
で
ひ
と
つ
の
転
機
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
制
作
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
晩
年
の
自
伝
『
青
眉
抄
』
の
な
か
の

本
人
の
言
葉
を
中
心
に
解
説
さ
れ
て
き
た
が
、
他
に
も
本
人
が
制
作
に
つ
い
て

語
っ
た
文
献
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
再
検
討
し
た
い
（
註
2
）。

一
、《
焔
》
に
つ
い
て

大
変
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
ま
ず
概
要
を
述
べ
る
。
一
九
一
八
（
大

正
七
）年
、第
一
二
回
文
展
出
品
作
で
あ
る（
図
１
）。
掛
幅
の
縦
長
の
大
画
面（
絹

本
着
色
、
一
九
〇. 

九
×
九
一. 

八
cm
）
に
女
性
が
一
人
、
画
面
全
体
に
大
き
く

描
か
れ
て
い
る
。
女
性
は
上
半
身
を
少
し
前
傾
さ
せ
、
や
や
後
ろ
向
き
の
姿
勢

か
ら
振
り
返
っ
て
白
い
顔
を
こ
ち
ら
側
に
向
け
て
い
る
。
そ
の
表
情
は
少
し
眉

根
を
寄
せ
て
目
を
伏
せ
、
何
か
に
意
識
を
集
中
さ
せ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

高
く
結
っ
た
黒
髪
が
長
く
着
物
の
裾
ま
で
垂
れ
下
が
り
、
女
性
は
鬢
の
毛
を
一
房

右
手
で
つ
か
み
、
口
に
く
わ
え
て
い
る
。
そ
の
右
手
は
真
っ
白
で
、
細
い
指
に

ぎ
ゅ
っ
と
力
を
こ
め
て
握
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
振
り
返
る
動
作
に
よ
っ
て

上
村
松
園
《
焔
》
の
制
作
意
図
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
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両
方
の
袖
が
勢
い
よ
く
翻
る
が
、
長
い
黒
髪
も
少
し
揺
ら
い
で
い
る
よ
う
で
あ

る
。
黒
髪
の
重
量
感
を
濃
い
墨
の
線
を
重
ね
て
表
現
し
、
薄
い
墨
を
重
ね
て
ぼ

か
す
こ
と
で
、
ふ
わ
り
と
し
た
髪
の
揺
ら
ぎ
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
黒
を
引
き

立
て
る
よ
う
に
白
地
の
着
物
を
ま
と
っ
て
い
る
が
、
模
様
は
藤
の
花
と
蜘
蛛
の

巣
で
あ
る
。
下
に
重
ね
て
い
る
の
は
綠
の
地
に
金
や
藍
の
模
様
の
あ
る
着
物
で

あ
る
。
腰
の
あ
た
り
に
左
の
袖
を
つ
か
む
左
手
の
指
が
四
本
見
え
、
曲
げ
た
人

差
し
指
に
は
、
や
は
り
右
手
同
様
に
ぎ
ゅ
っ
と
力
が
入
っ
て
い
る
様
子
を
う
か

が
わ
せ
る
。
そ
の
指
先
の
あ
る
あ
た
り
を
ほ
ぼ
中
心
に
蜘
蛛
の
巣
が
放
射
状
に

描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
、
曲
げ
た
腰
の
立
体
感
が
や
や
生
々
し
く
表
現
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
う
っ
す
ら
と
薄
墨
で
ぼ
か
さ
れ
て
い
く
裾
の
あ
た
り
の
表
現
か

ら
、
女
が
こ
の
世
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
背
景
は
薄
墨
で
暗

い
色
に
塗
ら
れ
て
い
る
。
両
手
に
こ
め
た
力
、
振
り
向
き
ざ
ま
の
動
き
、
そ
の

動
き
に
も
少
し
し
か
揺
れ
な
い
重
た
く
長
い
黒
髪
、
能
面
の
よ
う
な
表
情
、
こ

れ
ら
が
異
様
と
も
言
え
る
緊
張
感
に
満
ち
た
画
面
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
解
説
に
は
松
園
晩
年
の
談
話
に
よ
る
『
青
眉
抄
』
に
書
か
れ
て

い
る
文
章
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
き
た
。
主
な
部
分
を
「
資
料
」【
文
献
1
】

に
あ
げ
る
。
ま
た
、
そ
の
表
現
に
つ
い
て
は
同
書
で
【
文
献
2
】
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
画
家
自
身
の
言
葉
か
ら
、《
焔
》
は
謡
曲
「
葵
の
上
」
に

登
場
す
る
六
条
御
息
所
の
生
き
霊
に
発
想
を
得
て
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
題
名

に
つ
い
て
は
、
当
初
は
「
生
き
霊
」
と
い
う
題
名
を
つ
け
た
が
、
金
剛
巌
の
助

言
か
ら
「
焔
」
と
し
、
衣
装
に
つ
い
て
は
原
作
の
源
氏
物
語
の
時
代
で
は
な
く

桃
山
風
の
扮
装
で
描
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
談
話
を
踏
ま
え
て
議
論
を
進
め

て
き
た
。
伊
藤
紫
織
氏
は
、
髪
を
く
わ
え
る
仕
草
に
つ
い
て
曽
我
蕭
白
の
《
美

人
図
》（
奈
良
県
立
美
術
館
）
と
の
関
連
を
見
て
松
園
が
旧
蔵
者
の
鳩
居
堂
で
こ

の
作
を
見
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
註
3
）。
ま
た
戸
張
泰
子
氏
、
増
渕

鏡
子
氏
は
衣
装
の
蜘
蛛
の
巣
模
様
に
能
や
歌
舞
伎
の
「
土
蜘
蛛
」
と
の
関
連
な

ど
を
指
摘
し
、
伊
藤
た
ま
き
氏
は
本
作
に
お
け
る
写
実
表
現
や
内
面
感
情
の
表

出
に
も
注
目
し
た
が
、
い
ず
れ
も
松
園
が
本
作
で
謡
曲
や
古
画
に
学
ぶ
こ
と
に

よ
り
気
品
あ
る
表
現
に
高
め
た
と
論
じ
た
（
註
4
）。

一
方
、

村
佳
子
「
上
村
松
園
「
焔
」
に
み
る
藤
と
蜘
蛛
の
巣
模
様
」（
註
5
）

は
発
表
時
前
後
の
新
聞
、
雑
誌
の
記
事
を
精
査
し
、
当
時
、
作
品
が
ど
の
よ
う

に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

村
氏
は
澤
村
胡

夷
（
専
太
郎
）
の
批
評
（『
時
事
新
報
』「
文
展
の
日
本
画
（
三
）」
一
九
一
八
年

一
〇
月
一
七
日
）
に
「
銀
泥
と
胡
粉
と
を
以
て
特
に
蜘
蛛
の
巣
を
図
し
、
之
を

藤
花
に
絡
ま
せ
た
の
も
、
作
者
の
工
夫
と
み
ら
れ
る
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

現
在
薄
墨
色
に
見
え
る
蜘
蛛
の
巣
が
銀
泥
と
胡
粉
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
、
当
初
の
表
現
は
気
品
や
上
品
さ
を
見
る
者
に
印
象
づ
け
、「
儚
く
消
え

る
露
や
切
れ
や
す
く
壊
れ
や
す
い
蜘
蛛
の
巣
と
重
ね
合
わ
さ
れ
た
寂
寥
感
や
哀

感
が
託
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
論
じ
る
（
註
6
）。
そ
し
て
銀
泥

が
黒
変
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
は
よ
り
不
気
味
さ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
す
る
。

こ
こ
で

村
氏
が
引
用
す
る
新
聞
記
事
「
怨
恨
の
生
霊
を　

閨
秀
画
家
上
村

松
園
女
史
の
作
品
」（『
大
阪
新
報
』
一
九
一
八
年
九
月
二
二
日
）（
註
7
）
は
、
松

園
が
完
成
間
近
に
制
作
意
図
を
語
る
重
要
な
内
容
の
た
め
、【
文
献
3
】
に
引

用
す
る
。

村
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
こ
に
は
謡
曲
『
葵
の
上
』
へ
の
言

及
は
無
い
。「
世
の
凡
て
の
女
の
持
つ
て
居
る
心
持
」、「
女
人
し
か
解
く
事
の

出
来
ぬ
心
の
謎
」、
女
の
「
熱
烈
な
恋
、
其
他
怨
恨
と
復
讐
」
が
「
女
人
の
尤
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も
強
い
力
を
形
造
り
ま
す
」
と
女
性
に
し
か
わ
か
ら
な
い
、
女
性
な
ら
で
は
の

強
さ
を
怨
恨
に
こ
め
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
語
る
。
表
現
に
つ
い
て
は
、
初

め
は
「
生
霊
の
憤
怒
怨
恨
の
対
照
を
判は
っ
き
り然

さ
せ
ま
す
爲
に
枕
元
へ
立
つ
た
時
の

情
景
」、
つ
ま
り
呪
う
側
と
呪
わ
れ
る
側
と
を
画
面
に
描
き
、
呪
う
場
面
と
し
て

表
す
こ
と
を
考
え
た
が
、「
唯
単
に
生
霊
だ
け
を
描
く
」
こ
と
に
し
た
と
す
る
。

つ
ま
り
、
具
体
的
な
情
景
で
は
な
く
、
女
性
の
怨
恨
の
思
い
そ
の
も
の
を
生
霊

と
し
て
描
く
こ
と
に
変
更
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に

村
氏

は
、
一
般
公
開
前
日
の
十
四
日
付
『
国
民
新
聞
』
の
記
事
で
は
作
品
題
名
が
「
生

霊
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、『
美
術
之
日
本
』
の
記
事
で
は
「
初
め
の
画
題
『
生
霊
』

改
め
『
焔
』」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
画
題
の
変
更
は
お
そ
ら
く
出
展
後
か
つ
一

般
公
開
前
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
し
、
そ
れ
で
も
《
生
霊
》
の
タ
イ
ト
ル
が

強
い
印
象
を
周
囲
に
与
え
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
註
8
）。

同
年
11
月
の
『
淑
女
画
報
』
は
写
真
頁
に
松
園
が
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
る
よ
う

な
《
焔
》
を
前
に
し
て
手
に
刷
毛
を
持
つ
写
真
を
掲
載
し
て
い
る
（
図
2
）。

そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
解
説
に
は
、題
を
「
怨
霊
」
か
「
生
霊
」
に
す
る
か
で
迷
う
も
、

国
学
者
に
相
談
し
て
「
い
き
す
だ
ま
」
と
し
た
と
書
か
れ
て
お
り
【
文
献
4
】、

や
は
り
題
名
を《
焔
》と
し
た
の
は
か
な
り
出
品
ぎ
り
ぎ
り
の
時
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
記
事
を
通
じ
て
松
園
が
「
い
き
す
だ
ま
」
あ
る
い
は
「
生
霊
」
を

描
い
た
こ
と
は
広
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、《
焔
》
の
制
作
に
つ
い
て
は
松
園
が
発
表
の
翌
年
で
あ
る
一
九
一
九

年
に
も
『
淑
女
画
報
』
に
「
焔
の
如
き
嫉
妬
を
描
く
苦
心
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

の
長
文
の
談
話
記
事
が
あ
る
。
こ
の
記
事
は
作
品
発
表
の
半
年
近
く
後
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
大
変
詳
し
く
制
作
過
程
を
語
っ
て
い
る
。

や
は
り
長
文
の
引
用
に
な
る
が
、【
文
献
5
】
に
一
部
を
転
載
す
る
（
註
9
）。

ま
ず
制
作
動
機
は
、「
焔ほ
の
ほ火

と
な
る
ま
で
の
嫉
妬
の
恨
み
の
一
念
」
を
描
い
て

み
た
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
、
や
は
り
抽
象
的
な
感
情
を
表
す
こ

と
が
主
眼
で
あ
っ
た
と
し
て
お
り
、『
大
阪
新
報
』
の
記
事
と
一
致
す
る
。
思
い

立
っ
た
の
が
「
一
昨
年
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
《
花
が
た
み
》
で
狂
気
の

表
現
に
取
り
組
ん
だ
頃
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
最
初
は
「
鉄か
な
わ輪

の
井
戸
」
を

題
材
に
試
行
錯
誤
し
た
と
述
べ
て
お
り
、
謡
曲
「
鉄
輪
」
を
も
と
に
、
実
際
に

伝
承
の
井
戸
に
も
行
っ
て
取
材
し
た
と
い
う
。
嫉
妬
が
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は

一
貫
し
て
い
る
も
の
の
、
当
初
は
か
な
り
説
明
的
で
あ
る
。
記
者
は
実
際
に
三

枚
の
小
下
絵
を
見
せ
て
も
ら
い
、「
端
の
方
に
小
さ
く
鉄
輪
の
井
戸
、
う
し
み
つ

頃
、
呪
ひ
の
井
戸
、
瞋し
ん
い恚

の
炎
、
嫉
妬
、
と
並
べ
て
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
」
と

証
言
す
る
（
註
10
）。
記
事
に
は
図
が
三
点
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
記
事
の
松
園

の
言
葉
と
付
き
合
わ
せ
て
み
る
。

① 

蛇
や
蛙
の
死
骸
の
横
た
わ
っ
た
草
茫
々
の
中
に
井
戸
が
あ
る
。
そ
こ
に

嫉
妬
に
や
つ
れ
て
痩
せ
、
正
気
を
失
っ
た
女
性
が
風
雨
激
し
い
夜
中
、

藁
人
形
と
釘
を
手
に
丑
の
刻
参
り
に
来
る
と
こ
ろ
。
傘
の
破
れ
目
か
ら

婦
人
の
口
か
ら
顎
の
あ
た
り
を
見
せ
、
下
駄
を
踏
み
欠
い
て
鼻
緒
が
伐

れ
、
足
の
小
指
か
ら
血
が
流
れ
て
い
る
と
こ
ろ
。
実
際
に
血
を
混
ぜ
て

描
く
こ
と
も
考
え
た
。

「
小
下
絵
の
一
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
図
が
こ
れ
に
当
た
る
と
み
ら

れ
る
（
図
3
）。
左
上
に
「
小
指
の
血
」
と
書
か
れ
、
下
駄
を
履
い
た
足

の
部
分
だ
け
も
描
い
て
い
る
。

② 
横
長
の
小
下
絵
（
図
4
）。
横
長
の
紙
に
、「
長
廊
下
の
怪
」「
長
廊
下
の

ま
ぼ
ろ
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
右
側
に
は
廊
下
を
彷
徨
う
よ
う
に
歩

く
髪
を
長
く
垂
ら
し
た
女
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、「
古
い
御
殿
の
廊
下
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で
、
手
行
燈
を
燃
し
た
女
中
の
目
に
ぽ
っ
と
生
霊
の
姿
映
つ
た
の
で
女

中
が
驚
倒
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
」
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
左

側
に
は
経
箱
の
前
に
突
っ
伏
す
女
性
の
姿
と
「
怨
鬼　

怨
霊
」
の
字
が

見
え
る
。
仏
道
に
入
っ
た
も
の
の
ど
う
せ
あ
き
ら
め
き
れ
な
い
の
な
ら

「
思
ふ
存
分
呪
ふ
て
見
る
と
決
心
し
た
と
き
の
有
様
」
で
あ
ろ
う
。

③
「
小
下
絵
の
二
」（
図
5
）
に
は
琴
の
前
に
座
っ
た
姿
勢
か
ら
苦
し
そ
う

に
上
を
仰
ぐ
女
性
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。「
琴
を
弾
じ
て
居
る
女
の
と

こ
ろ
へ
、
髪
振
乱
し
た
女
の
ま
ぼ
ろ
し
が
真
向
に
長
い
釘
を
振
翳
し
て
、

藁
人
形
の
胸
に
突
指
さ
う
と
す
る
物
凄
い
と
こ
ろ
」
の
図
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
初
期
の
構
想
で
は
謡
曲
「
鉄
輪
」
に
発
し
な
が
ら
も
、
丑
の
刻

参
り
の
女
性
を
描
こ
う
と
し
た
り
、
生
霊
に
驚
く
女
性
や
、
藁
人
形
に
よ
っ
て

呪
わ
れ
て
苦
し
む
女
性
を
描
い
て
み
た
り
と
、
恨
む
側
と
恨
ま
れ
る
側
の
両
者

を
登
場
さ
せ
て
呪
う
場
面
を
想
定
し
て
試
行
錯
誤
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
一
時
は
、
自
分
が
血
を
見
て
ぞ
っ
と
し
た
体
験
か
ら
血
を
流
す
様
子

を
描
く
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
も
い
る
。
そ
の
よ
う
な
凄
ま
じ
い
情
念
を
描
く
試

み
の
な
か
で
、
結
局
は
説
明
的
な
要
素
を
棄
て
、
生
霊
そ
の
も
の
だ
け
を
描
き
、

そ
の
姿
に
怨
念
の
情
を
こ
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明

は
出
品
前
の
『
大
阪
新
報
』
の
内
容
と
も
一
致
す
る
。

「
生
霊
の
題
材
に
は
六
條
御
息
所
が
つ
い
た
と
い
ふ
葵
の
上
の
こ
と
も
も
と

よ
り
考
へ
は
い
た
し
ま
し
た
が
、
余
り
に
古
過
ぎ
ま
す
の
で
桃
山
時
代
の
上
臈

く
ら
ゐ
な
と
こ
ろ
を
描
い
て
見
た
つ
も
り
」
と
述
べ
て
お
り
、も
と
も
と
「
葵
上
」

か
ら
発
想
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
着
物
の
蜘
蛛
の
巣
の
柄
は

謡
曲
「
鉄
輪
」
に
「
実げ

に
や
蜘
蛛
の
家
に
荒
れ
た
る
駒
は
繋
ぐ
と
も
二ふ
た
み
ち道

か
け

し
仇あ
だ
び
と人

の
…
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
こ
と
と
、
蜘
蛛
の
巣
自
体
凄
味
を
感
じ
さ

せ
る
か
ら
と
語
っ
て
お
り
、
当
初
の
題
材
で
あ
っ
た
「
鉄
輪
の
井
戸
」
が
ま
だ

意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
藤
の
花
は
、
謡
曲
「
葵
上
」
の
一

節
に
出
て
く
る
葛
の
葉
に
し
よ
う
と
も
考
え
た
が
、
説
明
的
に
過
ぎ
る
の
で
「
藤

の
花
を
長
く
蛇
の
匍
ふ
た
形
に
」
描
い
た
と
し
て
お
り
、
こ
の
女
性
を
六
条
御

息
所
と
す
る
の
は
難
し
い
（
註
11
）。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
『
青
眉
抄
』
に
収
録
さ

れ
た
晩
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
謡
曲
「
葵
の
上
」
の
六
条
御
息
所
の
生
き

霊
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
と
語
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
見
る
人
た
ち
が
六

条
御
息
所
を
想
定
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
に
次
第
に
そ
の
よ
う
に
自
分
で

も
語
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
も
か
く
も
松
園
が
本
作
品
で
表
そ
う
と
し
た
の
は
、
女
性
に
し
か
わ
か
ら

な
い
烈
し
い
怨
念
の
情
で
あ
り
、
そ
の
凄
味
や
凄
ま
じ
さ
を
強
く
印
象
づ
け
よ

う
と
苦
心
し
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

「
閨
秀
画
壇
」
と
呼
ぶ
ほ
ど
の
女
性
画
家
の
隆
盛
の
な
か
で
、「
第
一
人
者
」

の
松
園
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
表
現
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

二
、
女
性
美
人
画
家
の
人
気

一
九
一
五
年
の
九
回
文
展
で
、
美
人
画
が
一
堂
に
集
め
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
美

人
画
室
」
が
評
判
と
な
り
、
大
衆
の
人
気
を
集
め
る
一
方
で
、
鏑
木
清
方
な
ど
の

審
査
委
員
や
知
識
人
男
性
が
批
判
の
声
を
あ
げ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
多
く
の

先
行
研
究
が
あ
る
が
、
近
年
で
は
中
野
慎
之
氏
が
、
清
方
の
発
言
を
中
心
に
分

析
し
て
当
時
の
状
況
を
多
角
的
に
論
じ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
翌
年
の
一
〇
回

文
展
で
「
美
人
画
征
伐
」
と
呼
ば
れ
る
美
人
画
の
相
次
ぐ
落
選
に
女
性
画
家

蔑
視
を
読
み
取
っ
て
い
る
（
註
12
）。
伊
藤
た
ま
き
氏
は
、
美
人
画
が
否
定
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
画
家
た
ち
が
現
代
の
絵
画
と
し
て
美
人
画
を
ど
う
表
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現
す
る
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る
契
機
と
な
っ
た
と
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い

る
（
註
13
）。
筆
者
も
ま
た
、
大
衆
の
支
持
と
景
気
動
向
の
点
か
ら
女
性
画
家

の
美
人
画
の
隆
盛
に
つ
い
て
論
じ
た
（
註
14
）。
こ
こ
で
そ
れ
を
繰
り
返
さ
な

い
が
、
要
点
だ
け
述
べ
る
。
一
九
〇
七
年
に
発
足
し
た
文
展
は
美
術
の
大
衆
化

を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
文
展
が
、「
観
衆
」
と
い
う
新
た
な
大
衆
を
生
み

出
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
五
十
殿
利
治
氏
が
既
に
論
じ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る

（
註
15
）。
ま
た
誰
で
も
観
覧
で
き
、
誰
で
も
作
品
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
た

文
展
は
美
術
市
場
を
も
生
み
出
し
た
。
一
九
一
四
年
第
八
回
文
展
に
際
し
て
は

文
展
に
展
示
さ
れ
る
作
家
の
作
品
の
価
格
が
値
上
が
り
し
た
こ
と
、
第
一
〇
回

展
に
は
「
書
画
屋
」
が
文
展
の
賞
に
よ
っ
て
相
場
を
決
め
る
、
と
い
う
よ
う
な

記
事
が
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
註
16
）。
政
府
主
導
で
始
ま
っ
た

は
ず
の
官
展
が
、
大
衆
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
消
費
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
っ
た
。

そ
れ
だ
け
に
回
を
追
う
ご
と
に
先
を
争
っ
て
観
客
が
早
く
詰
め
か
け
る
こ
と

に
な
り
、
六
回
展
で
は
一
般
公
開
初
日
に
一
一
三
〇
〇
人
、
最
初
の
十
二
日
間

で
既
に
約
八
五
〇
〇
〇
人
が
来
場
、
売
約
は
計
四
六
点
、
総
額
一
二
四
九
〇
円

に
上
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
な
か
に
は
池
田
輝
方
、
池
田
蕉
園
、
島
成
園
、

河
崎
蘭
香
ら
の
美
人
画
が
入
っ
て
お
り
、
絵
葉
書
の
売
れ
行
き
も
、
一
日
千
枚

か
ら
三
千
枚
と
い
う
賑
わ
い
ぶ
り
を
見
せ
た（
註
17
）。
七
回
文
展（
一
九
一
三
年
）

の
際
、
上
野
を
通
り
か
か
っ
た
内
田
魯
庵
は
開
場
前
か
ら
老
若
男
女
が
集
ま
っ
て

い
る
の
を
目
撃
し
「
文
展
は
美
術
家
及
び
鑑
賞
家
の
専
有
の
エ
キ
ジ
ビ
シ
ョ
ン

で
な
く
て
殆
ど
全
社
会
の
公
共
歓
楽
場
に
な
つ
た
観
が
あ
る
」
と
述
べ
、
場
内

の
混
雑
ぶ
り
を
苦
々
し
く
記
し
て
い
る
（
註
18
）。
一
九
一
五
年
の
『
日
本
美

術
』
は
「
閨
秀
作
家
号
」
を
特
集
し
、
若
月
松
之
助
「
女
流
作
家
の
価
値
」
と

い
う
文
章
で
は
、
女
性
画
家
の
隆
盛
は
日
露
戦
争
後
の
「
戦
勝
の
後
に
は
人
心

は
必
ず
豪
華
を
求
め
る
」
と
い
う
風
潮
を
反
映
し
た
「
時
代
の
子
」
で
あ
っ
た

と
位
置
づ
け
る
（
註
19
）。
若
月
は
、
こ
の
戦
後
の
「
機
運
に
乗
じ
て
盛
に
美
人

を
描
き
、
濃
艶
な
色
彩
を
盛
上
げ
て
観
者
の
眼
を
奪
つ
た
の
は
即
ち
女
作
家
で

あ
つ
た
。
観
者
は
何
を
描
い
て
も
先
づ
美
人
畫
の
前
に
集
ま
つ
た
」
と
女
性
作

家
の
増
加
、
美
人
画
の
人
気
が
時
代
の
気
分
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す

る
。
一
九
一
四
年
に
は
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
日
本
は
戦
争
特
需
の
恩

恵
を
受
け
る
。
美
人
画
家
に
限
ら
ず
、
大
正
期
に
大
小
様
々
な
グ
ル
ー
プ
に
よ

る
多
様
な
美
術
活
動
を
可
能
に
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
民
間
の
財
界
人
た
ち
の

経
済
力
で
あ
っ
た
（
註
20
）。
特
に
美
人
画
は
文
人
画
と
異
な
り
、
特
段
の
知
識

が
無
く
と
も
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
た
。「
美
人
画
室
」
が
話
題
と
な
っ
た
九
回

展
（
一
九
一
五
年
）
で
も
一
般
観
覧
初
日
に
人
々
が
詰
め
か
け
、
池
田
蕉
園
《
帰

り
路
》、
河
崎
蘭
香
《
霜
月
十
五
日
》、
伊
藤
小
坡
《
製
作
の
前
》
が
売
約
済
み

に
な
っ
た
（
註
21
）。
女
性
画
家
が
次
第
に
増
え
る
な
か
で
、
女
性
が
描
く
美
人

画
が
人
気
を
集
め
、
高
値
で
売
れ
る
現
象
が
生
じ
、
そ
れ
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
た

の
が
九
回
文
展
（
一
九
一
五
年
）
の
頃
で
あ
っ
た
。

三
、
女
性
画
家
と
松
園

美
人
画
を
描
く
女
性
画
家
は
、
若
い
女
性
た
ち
に
も
人
気
を
博
し
、
そ
れ
ぞ

れ
が
多
く
の
弟
子
を
擁
す
る
画
塾
を
経
営
し
、
ま
た
女
性
雑
誌
の
口
絵
を
描
き
、

記
事
で
も
数
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
松
園
の
場
合
に
は
若
く
し
て
高
い
評
価

を
得
て
お
り
、
後
進
の
女
性
画
家
た
ち
と
は
別
格
で
あ
り
、
一
般
の
新
聞
に
も

取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
引
用
し
て
き
た
よ
う
に
女
性
雑
誌
に
は
よ
り
詳
し
い
記

事
が
掲
載
さ
れ
た
。
あ
く
ま
で
も
松
園
も
「
閨
秀
画
家
」「
閨
秀
画
壇
」
の
一
人



児島：上村松園《焔》の制作意図とその背景について

− 6 −

で
あ
り
、
一
九
一
八
年
に
文
部
大
臣
の
招
待
に
あ
ず
か
っ
た
女
性
画
家
た
ち
の

懇
談
会
の
写
真
（『
淑
女
画
報
』
一
九
一
八
年
一
二
月
号
）（
図
6
）
で
は
一
番

上
座
に
座
っ
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
社
会
の
な
か
で
は
こ
う
し
た
グ
ル
ー
プ

に
く
く
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
写
真
は
『
婦

人
画
報
』
に
も
『
婦
人
世
界
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
女
性
画
家
た
ち
の
名

誉
と
し
て
女
性
読
者
に
届
け
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
立
ち
位
置
に
松
園
は
複
雑
な
思
い
を
抱
い
た
よ
う
で
あ
る
。
先
に

【
文
献
5
】
に
引
用
し
た
の
は
記
事
の
途
中
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
前
の
最
初
の
部

分
で
は
、
自
分
の
画
家
人
生
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
語
っ
て
い
る
。
二
十
歳
に

な
っ
た
頃
、
画
家
と
し
て
立
っ
て
ゆ
く
覚
悟
を
決
め
て
か
ら
は
絵
筆
を
持
た
な

い
日
は
一
日
も
無
く
、「
着
物
や
頭
髪
の
こ
と
な
ど
考
へ
る
ひ
ま
も
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
、
そ
の
時
分
か
ら
今
日
ま
で
唯
だ
の
一
度
も
髷
を
結
つ
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
」（
註
22
）
と
若
い
時
か
ら
華
や
か
に
装
う
こ
と
を
止
め
た
こ
と
を
強
調
す

る
。
竹
内
栖
鳳
の
も
と
で
学
ん
だ
時
に
は
男
性
の
門
下
生
と
深
い
山
奥
ま
で
写

生
に
行
き
、
男
子
に
負
け
な
い
く
ら
い
歩
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
る
。
そ

の
次
に
、
女
性
へ
の
批
判
の
言
葉
が
続
く
。「
女
ら
し
い
と
い
ふ
こ
と
は
固
よ
り

大
切
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
何
ん
な
場
合
に
で
も
怯お

め
ず
臆
せ
ず
自
分
の
出

る
べ
き
處
、
為
す
べ
き
こ
と
は
さ
つ
さ
と
出
も
す
る
し
、
為
し
も
す
る
気
性
は

ど
の
方
面
の
婦
人
に
も
必
要
で
せ
う
と
思
は
れ
ま
す
。
殊
に
畫
を
描
く
婦
人
に

は
一
層
大
切
な
こ
と
の
や
う
に
私
は
思
ふ
て
居
り
ま
す
。（
中
略
）
愚
図
愚
図
し

た
女
は
私
嫌
ら
ひ
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
松
園
と
他
の
女
性
画
家

の
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
論
じ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
詳
し
く
は
述
べ
な
い
が

（
註
23
）、
松
園
は
明
治
政
府
が
途
中
か
ら
導
入
し
た
男
女
別
学
の
制
度
の
時
期

に
は
学
校
に
行
っ
て
い
な
い
た
め
、
女
学
校
に
は
通
っ
て
お
ら
ず
「
良
妻
賢
母
」

教
育
を
受
け
て
い
な
い
。
子
ど
も
を
産
む
が
結
婚
は
せ
ず
、
母
と
姉
が
家
庭
を

支
え
、
強
い
て
言
え
ば
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
に
は
男
性
画
家
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
仕

事
に
邁
進
す
る
生
活
で
あ
っ
た
（
註
24
）。

一
方
文
展
で
松
園
と
人
気
を
拮
抗
さ
せ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
榊
原
（
池
田
）
蕉

園
（
一
八
八
六
～
一
九
一
七
）
は
東
京
に
生
ま
れ
、
女
子
学
院
に
通
っ
た
。
男

女
別
学
の
女
子
教
育
を
受
け
た
世
代
に
な
る
（
註
25
）。
蕉
園
の
母
、
榊
原
綾
子

は
国
沢
新
九
郎
、
本
多
錦
吉
郎
に
洋
画
を
学
ぶ
な
ど
洋
風
文
化
に
親
し
ん
だ
先

進
的
な
女
性
で
あ
っ
た
（
註
26
）。
蕉
園
は
恵
ま
れ
た
家
庭
環
境
の
な
か
で
画
家

へ
の
道
を
選
ん
だ
が
、
当
初
は
学
業
の
傍
ら
「
琴
、
茶
湯
、
挿
花
な
ど
の
稽
古

も
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
な
か
で
絵
を
習
っ
て
お
り
、
良
家
の
若
い
女
性
の
お

稽
古
事
、
習
い
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
（
註
27
）。
受
動
的
で
儚
げ
で
、
華
や
か
な

着
物
を
ま
と
っ
た
蕉
園
の
描
く
女
性
像
は
、
明
治
政
府
が
作
り
上
げ
た
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
枠
組
み
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
や
は
り
人
気
作
家
と
な
っ
た
栗
原
玉
葉
（
一
八
八
三
～
一
九
二
二
）
は
、

長
崎
で
女
学
校
に
通
っ
た
後
上
京
し
、
女
子
美
術
学
校
に
入
学
、
寄
宿
生
活
を

送
り
、
早
く
か
ら
絵
筆
に
よ
っ
て
自
立
し
た
生
活
を
送
っ
た
が
、
後
に
女
子
美

術
学
校
同
窓
生
た
ち
を
核
と
す
る
女
性
画
家
の
団
体
月
耀
会
を
結
成
す
る
な

ど
、「
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
」
的
な
女
性
同
士
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
連
帯
を
精
神

的
な
基
盤
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
註
28
）。
若
い
女
性
や
子
ど
も
の
姿
を

愛
ら
し
く
描
く
画
風
は
女
性
雑
誌
の
口
絵
を
飾
り
、
文
展
で
も
人
気
を
集
め
た
。

女
性
雑
誌
に
は
特
に
多
く
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
女
性
の
支
持
を
集
め
て
い
た

こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、
一
〇
回
文
展
で
は
落
選
と
な
り
、
そ
の
後
、
画
風

を
転
換
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
（
註
29
）。

蕉
園
の
作
品
は
「
美
人
画
室
」
に
飾
ら
れ
る
も
、
文
展
で
の
評
価
は
安
定
し
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て
お
り
、
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
一
〇
回
文
展
で
は
松
園
と
と
も
に
皇
后
の

行
啓
の
際
の
御
前
揮
毫
に
選
ば
れ
て
い
る
（
図
７
）。
こ
の
時
松
園
は
寛
政
時
代

の
初
秋
の
設
定
で
描
い
た
《
月
蝕
の
宵
》（
図
８
）
に
よ
っ
て
永
久
無
鑑
査
の
栄

誉
を
得
た
。
蕉
園
は
天
明
期
の
御
殿
女
中
に
題
材
を
と
っ
た《
こ
ぞ
の
け
ふ
》（
図

９
）
に
よ
っ
て
夫
輝
方
と
と
も
に
特
選
に
選
ば
れ
た
。
さ
ら
に
翌
年
も
、
松
園

と
蕉
園
の
二
人
は
御
前
揮
毫
に
選
ば
れ
る
が
、
蕉
園
は
こ
の
後
ま
も
な
く
逝
去

す
る
。

松
園
は
永
久
無
鑑
査
と
な
っ
て
女
性
画
家
と
し
て
は
別
格
の
存
在
と
な
っ
て

い
た
が
、
ラ
イ
バ
ル
の
蕉
園
が
既
に
い
な
い
こ
と
は
一
層
彼
女
を
孤
高
の
存
在

と
し
た
は
ず
で
あ
る
。
玉
葉
の
よ
う
に
文
展
に
落
選
す
る
心
配
は
無
く
、「
美
人

画
室
」
の
批
判
に
は
さ
ら
さ
れ
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
何
ら
か
の
危
機
感
の
よ

う
な
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

《
焔
》
を
描
く
年
の
一
月
に
は
、
師
で
あ
り
お
そ
ら
く
京
都
の
画
壇
で
の
後
ろ

盾
で
あ
っ
た
鈴
木
松
年
が
没
し
て
い
る
。
ま
た
竹
内
栖
鳳
門
下
の
土
田
麦
僊
ら

が
国
画
創
作
協
会
を
結
成
し
て
文
展
に
反
旗
を
翻
し
た
。
制
作
当
時
の
言
葉
【
文

献
3
】
に
は
、
女
に
し
か
わ
か
ら
な
い
嫉
妬
な
ど
「
是
等
の
一
念
が
凝
り
か
た

ま
つ
て
女
人
の
尤
も
強
い
力
を
形
造
り
ま
す
。
其
形
造
ら
れ
た
不
思
議
に
強
い

力
、
そ
れ
を
描
い
て
見
た
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
蕉
園
ら
が
描
い
た
儚
げ
な
女

ら
し
さ
で
は
な
く
、
女
の
強
さ
を
描
き
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
一
九
二
一

年
一
一
月
の
『
女
學
世
界
』
の
記
事
（
石
川
宰
三
郎
「
閨
秀
畫
家
の
現
在
と
将
来
」）

で
石
川
は
、
松
園
の
近
年
の
作
品
を
あ
げ
な
が
ら
、「
女
性
ら
し
い
繊
細
優
美

な
点
」
や
「
女
性
の
趣
致
に
徹
し
た
見
方
」
な
ど
を
ほ
め
て
い
る
が
（
註
30
）、

《
焔
》
の
「
作
意
」
に
つ
い
て
は
、
松
園
が
女
性
の
恋
心
が
「
如
何
に
強
く
限
り

な
い
力
を
有
つ
も
の
で
あ
る
か
」
を
力
説
す
る
の
を
聞
い
て
い
る
【
文
献
6
】。

そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
石
川
は
、「
私
は
さ
う
し
た
感
情
の
強
き
、
至
純
さ
の
上

に
も
一
つ
静
か
な
観
照
の
ヴ
ェ
ー
ル
が
布
か
れ
た
ら
ど
ん
な
に
生
彩
を
増
す
事

だ
ら
う
か
」「
芸
術
に
対
す
る
女
性
の
長
所
と
短
所
と
を
端
的
に
表
現
し
た
力
作

だ
と
信
ず
る
」
と
述
べ
て
い
る
。《
焔
》
の
制
作
過
程
で
は
直
接
的
に
呪
い
を
描

こ
う
と
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
捨
象
し
た
表
現
に
仕
上
げ
た
も
の
の
、
評
者
か

ら
は
な
お
、
女
性
と
し
て
も
う
一
段
感
情
を
内
に
秘
め
て
押
さ
え
た
表
現
を
す

る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
謡
曲
「
葵
の
上
」
と
結
び
つ
け
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
《
焔
》
で

あ
る
が
、
制
作
当
初
は
む
し
ろ
謡
曲
「
鉄
輪
」
か
ら
発
想
し
た
も
の
で
あ
り
、

嫉
妬
な
ど
の
女
性
の
強
い
情
念
を
か
た
ち
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
ど
れ
だ
け
評
価
を
高
め
て
も
周
囲
か
ら
あ
く
ま
で
も
「
女
性
」
画
家

と
し
て
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
葛
藤
と
、「
女
性
ら
し
さ
」
を
逆
手
に
と

る
主
題
に
よ
っ
て
女
性
の
強
さ
を
表
現
し
よ
う
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と

考
え
る
。
背
景
に
何
も
描
か
ず
人
物
だ
け
を
大
き
く
画
面
い
っ
ぱ
い
に
描
く

構
図
は
、
強
さ
を
表
現
す
る
上
で
効
果
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
構
図
の

も
と
に
強
い
感
情
を
そ
の
ま
ま
表
出
さ
せ
る
の
で
は
な
く
内
に
秘
め
「
観
照
」

を
取
り
入
れ
る
試
み
は
、
後
に
《
序
の
舞
》
に
お
い
て
成
功
し
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
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註1	

上
村
松
園
談
・
中
村
達
男
編
『
青
眉
抄
』、
六
合
書
院
、
一
九
四
三
年
、

一
五
二
頁
。
以
下
、
引
用
部
分
の
旧
字
は
適
宜
新
字
に
な
お
し
た
。

2	

《
焔
》
を
特
に
取
り
上
げ
て
論
じ
た
論
文
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ

る
。
伊
藤
た
ま
き
「
上
村
松
園
〈
焔
〉
に
つ
い
て
」『
芸
術
学
研
究
』
七

号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
、
二
一
四
～
二
〇
六
頁
。
戸
張
泰
子
「
上
村
松
園

「
焔
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
明
日
を
拓
く
日
本
画
『
堀
越
泰
次
郎
記
念
奨

学
基
金
』
奨
学
生
作
品
集
』
堀
越
泰
次
郎
記
念
奨
学
基
金　

二
〇
〇
七
年
、

一
〇
五
～
一
一
一
頁
。

村
佳
子
「
上
村
松
園
「
焔
」
に
み
る
藤
と
蜘
蛛
の

巣
模
様
」『
服
飾
美
学
』
四
八
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
、
一
九
～
三
四
頁
。

3	

伊
藤
紫
織「
曽
我
簫
白「
美
人（
？
）図
」考
」『
江
戸
の
鬼
才　

曽
我
簫
白
展
』

千
葉
市
美
術
館
・
三
重
県
立
美
術
館
、
一
九
九
八
年
、
一
三
七
～
一
三
九
頁
。

4	

戸
張
泰
子
「
上
村
松
園
「
焔
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
」、
増
渕
鏡
子
「
上
村

松
園
の
古
画
研
究
に
つ
い
て
」『
上
村
松
園　

近
代
と
伝
統
』
展
、
福
島
県

立
美
術
館
、
福
島
民
報
社
、
2
0
0
7
年
、
一
一
三
頁
、
伊
藤
た
ま
き
「
上

村
松
園
〈
焔
〉
に
つ
い
て
」。

5	

村
佳
子「
上
村
松
園「
焔
」に
み
る
藤
と
蜘
蛛
の
巣
模
様
」、一
九
～
三
四
頁
。

6	

前
掲
、

村
佳
子
、
二
八
頁
。

7	

『
近
代
美
術
関
係
新
聞
記
事
資
料
集
成
』
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
三
二
巻
、

ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
一
年
に
収
録
さ
れ
た
も
の
。

8	

前
掲
、

村
佳
子
、
二
二
頁
。

9	

上
村
松
園
「
焔
の
如
き
嫉
妬
を
描
く
苦
心
」『
淑
女
画
報
』
八
巻
四
号
、

一
九
一
九
年
三
月
二
〇
日
、
二
八
～
三
二
頁
。
筆
者
は
『
女
性
像
が
映
す

日
本　

合
わ
せ
鏡
の
中
の
自
画
像
』（
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
一
九
年
、

一
七
〇
～
一
九
〇
頁
）
に
お
い
て
、
松
園
の
女
性
画
家
と
し
て
の
孤
高
の

立
場
を
論
じ
る
な
か
で
、
こ
の
文
献
も
簡
単
に
紹
介
し
た
。

10	

前
掲
、
上
村
松
園
「
焔
の
如
き
嫉
妬
を
描
く
苦
心
」
三
一
頁
。

11	

前
掲
、
戸
張
泰
子
「
上
村
松
園
「
焔
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
で
は
藤
の
花

の
模
様
が
大
津
絵
の
《
藤
娘
》
と
類
似
し
て
お
り
、藤
娘
も
藤
の
精
で
あ
り
、

嫉
妬
を
歌
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

12	

中
野
慎
之
「
美
人
画
室
再
考
―
美
人
画
家
の
評
価
と
表
現
」『
近
代
画
説
』

二
七
号
、
三
二
～
五
三
頁
。
美
人
画
室
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
も
本

論
文
で
整
理
し
て
い
る
。

13	

伊
藤
た
ま
き
「
第
九
回
文
展
の
前
と
後
―
「
美
人
画
」
を
め
ぐ
る
諸
相
」
五

味
俊
晶
編
『
栗
原
玉
葉
』
二
〇
一
八
年
、長
崎
文
献
社
、二
五
六
～
二
七
一
頁
。

ま
た
前
掲
、
伊
藤
た
ま
き
「
上
村
松
園
〈
焔
〉
に
つ
い
て
」
も
《
焔
》
を
展

覧
会
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
論
じ
て
い
る
。

14	

児
島
薫
「
女
性
画
家
と
し
て
の
栗
原
玉
葉
―
「
女
性
性
」
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
し
て
」
五
味
俊
晶
編
『
栗
原
玉
葉
』、
二
二
八
～
二
三
九
頁
。

15	

五
十
殿
利
治
「
観
衆
」（
鷲
田
清
一
編
著
『
大
正
＝
歴
史
の
踊
り
場
と
は

何
か　

現
代
の
起
点
を
探
る
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）、
二
〇
一
八
年
、

一
二
六
～
七
頁
。
五
十
殿
利
治
研
究
代
表
『
美
術
展
覧
会
と
近
代
観
衆
の
形

成
に
つ
い
て
』
平
成
11
―
13
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、

二
〇
〇
二
年
。

16	
児
島「
序
文
」、『
文
展
の
名
作［
1
9
0
7
―
1
9
1
8
］』展
、一
九
九
〇
年
、

東
京
国
立
近
代
美
術
館
、
四
～
五
頁
、「
画
家
の
運
命
と
文
展
の
手
」『
絵
画

叢
誌
』
三
二
七
号
、
一
九
一
四
年
一
〇
月
号
、
遠
眼
鏡
「
新
畫
の
相
場
」『
中

央
美
術
』
一
九
一
六
年
九
月
号
、
六
六
頁
。
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17	

「
文
展
の
賑
ひ
」『
読
売
新
聞
』
一
九
一
二
年
一
〇
月
二
五
日
、
五
面
。

18	

内
田
魯
庵
「
気
ま
ぐ
れ
日
記
」『
明
治
文
学
全
集
24
』
筑
摩
書
房
、

一
九
七
八
年
、
三
二
七
頁
。
前
掲
、
児
島
薫
「
序
文
」『
文
展
の
名
作

［
1
9
0
7
―
1
9
1
8
］』
展
、
九
頁
で
も
述
べ
た
。

19	

若
月
松
之
助
「
女
流
作
家
の
価
値
」『
日
本
美
術
』
一
七
巻
、
三
号
、

一
九
一
五
年
一
月
、
二
二
～
二
五
頁
。

20	

以
下
の
論
文
に
詳
し
い
。
田
中
淳
「
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
台
頭
と
洋

画
の
大
衆
化
」
日
本
洋
画
商
協
同
組
合
編
『
日
本
洋
画
商
史
』
美
術
出
版

社
、
一
九
八
五
年
、
一
八
七
～
二
〇
六
頁
。
瀬
尾
典
昭
「
芝
川
照
吉
と
近

代
美
術
の
パ
ト
ロ
ン
た
ち
」『
幻
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

芝
川
照
吉 

劉
生
、
達

吉
、
柏
亭
ら
を
支
え
た
も
う
一
つ
の
美
術
史
』
展
、
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
、

二
〇
〇
五
年
、
六
～
一
七
頁
。

21	

「
一
般
観
覧
の
第
一
日　

逸
早
い
売
約
済
み
」『
読
売
新
聞
』
一
九
一
五
年

一
〇
月
一
六
日
、
五
面
。

22	

前
掲
、
上
村
松
園
「
焔
の
如
き
嫉
妬
を
描
く
苦
心
」、
二
八
～
二
九
頁
。

23	

前
掲
、
児
島
薫
、『
女
性
像
が
映
す
日
本　

合
わ
せ
鏡
の
中
の
自
画
像
』。

ま
た
前
掲
、
児
島
「
女
性
画
家
と
し
て
の
栗
原
玉
葉
―
「
女
性
性
」
を
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
」
五
味
俊
晶
編
『
栗
原
玉
葉
』
二
〇
一
八
年
。

24	

こ
の
よ
う
な
暮
ら
し
ぶ
り
に
つ
い
て
は
上
村
松
篁
「
跋
に
か
へ
て
母
を
語

る
」
前
掲
、
上
村
松
園
談
・
中
村
達
男
編
『
青
眉
妙
』
三
二
二
～
三
二
八
頁
。

25	

池
田
蕉
園
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
な
ど
を
参
照
。
池
田
蕉
園
「
私
の
今
日

あ
る
は
全
く
師
の
賜
」『
婦
人
畫
報
』
五
一
号
、
五
〇
～
五
二
頁
。
澤
田
撫

松
「
閨
秀
画
家
榊
原
蕉
園
女
史
」『
婦
人
畫
報
』
九
号
、
一
九
〇
八
年
三
月

一
日
、
二
八
～
三
一
頁
。
松
浦
あ
き
子
「
池
田
蕉
園
の
人
と
芸
術
」『
三
彩
』

四
八
四
号
、
一
九
八
八
年
一
月
、
八
四
～
九
〇
頁
。
ま
た
蕉
園
に
つ
い
て
の

分
析
は
、
前
掲
、
児
島
「
女
性
画
家
と
し
て
の
栗
原
玉
葉
―
「
女
性
性
」
を

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
」
の
な
か
で
も
論
じ
た
。

26	

前
掲
、
松
浦
あ
き
子
「
池
田
蕉
園
の
人
と
芸
術
」。
榊
原
綾
子
は
本
多
錦
吉

郎
翁
建
碑
會
『
洋
畫
先
覺
本
多
錦
吉
郎
』
一
九
三
四
年
に
門
人
の
一
人
と
し

て
寄
稿
し
て
い
る
。

27	

前
掲
、
池
田
蕉
園
「
私
の
今
日
あ
る
は
全
く
師
の
賜
」
五
一
頁
。

28	

玉
葉
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
五
味
俊
晶
編
『
栗
原
玉
葉
』、
ま
た
田
所
泰
「
栗

原
玉
葉
に
関
す
る
基
礎
研
究
」『
美
術
研
究
』
四
二
〇
号
、
二
〇
一
六
年

十
二
月
、一
〇
五
～
一
四
二
頁
。
五
味
俊
晶
「
栗
原
玉
葉
の
印
章
に
つ
い
て
」

『
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
研
究
紀
要
』
一
〇
号
、
二
〇
一
六
年
三
月
、
九
七

～
一
〇
七
頁
。
同
氏「
栗
原
玉
葉
研
究
：
出
征
か
ら
新
出
作
品《
お
鶴
》ま
で
」

『
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
研
究
紀
要
』
十
一
号
、八
三
～
九
七
頁
。
同
氏
「
栗

原
玉
葉
研
究
（
二
）
：
《
古
画
街
道
図
屏
風
》
に
お
け
る
新
た
な
「
美
人
画
」

の
創
出
」『
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
研
究
紀
要
』
十
二
号
、二
〇
一
八
年
三
月
、

八
三
～
九
六
頁
。
田
所
泰
「
栗
原
玉
葉
の
《
朝
妻
桜
》
に
関
す
る
一
考
察　

そ
の
制
作
意
図
を
中
心
に
」『
美
術
史
』
一
八
五
号
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
、

一
一
七
～
一
三
七
頁
。
ま
た
女
性
画
家
と
し
て
の
分
析
に
つ
い
て
は
、前
掲
、

児
島「
女
性
画
家
と
し
て
の
栗
原
玉
葉
―「
女
性
性
」を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
し
て
」
で
詳
し
く
論
じ
た
。

29 
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
中
野
慎
之
「
美
人
画
室
再
考
―
美
人
画
家

の
評
価
と
表
現
」、
五
味
俊
晶
「
栗
原
玉
葉
研
究
（
二
）
：
《
古
画
街
道
図

屏
風
》
に
お
け
る
新
た
な
「
美
人
画
」
の
創
出
」、田
所
「
栗
原
玉
葉
の
《
朝

妻
桜
》
に
関
す
る
一
考
察　

そ
の
制
作
意
図
を
中
心
に
」
な
ど
に
詳
し
い
。
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30	

石
川
宰
三
郎
「
閨
秀
畫
家
の
現
在
と
将
来
」『
女
學
世
界
』
二
一
巻
一
一
号
、

一
九
二
一
年
一
一
月
、
一
七
八
～
一
七
九
頁
。

資
料以

下
、
引
用
部
分
の
旧
字
は
適
宜
新
字
に
、
踊
り
字
を
文
字
に
な
お
し
た
。

ま
た
適
宜
句
読
点
を
補
っ
た
。

【
文
献
1
】	

上
村
松
園
談
・
中
村
達
男
編
『
青
眉
抄
』、六
合
書
院
、1
9
4
3
年
、

P.
１
５
０
～
１
５
１
よ
り
抜
粋

	

　

中
年
女
の
嫉
妬
の
炎
―
一
念
が
も
え
上
が
つ
て
炎
の
や
う
に
や

け
つ
く
形
相
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

	

　

謡
曲
「
葵
の
上
」
に
は
六
條
御
息
所
の
生
き
霊
が
出
て
き
ま
す

が
、あ
れ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
描
い
た
も
の
で
、最
初
は
『
生
き
霊
』

と
題
名
を
つ
け
ま
し
た
が
、
少
し
露
は
す
ぎ
る
の
で
、
何
か
い
い

題
は
な
い
か
と
思
案
の
末
、
謡
曲
の
金
剛
巌
先
生
に
相
談
し
た
と

こ
ろ
「『
生
き
霊
』
の
こ
と
を
『
い
き
す
だ
ま
』
と
も
言
ふ
が
、
し

か
し
『
い
き
す
だ
ま
』
と
つ
け
て
も
生
き
霊
と
同
じ
響
き
を
持
つ

か
ら
―
い
つ
さ
う
焔
と
つ
け
て
は
」
と
仰
言
い
ま
し
た
の
で
、
焔

と
い
う
字
は
如
何
に
も
絵
柄
に
ぴ
つ
た
り
す
る
の
で
、
私
は
そ
れ

に
決
め
た
訳
で
す
。

	

　

葵
の
上
は
光
源
氏
の
時
代
を
取
材
し
た
も
の
で
す
が
、
私
は
そ

れ
を
桃
山
風
の
扮
装
に
し
ま
し
た
。

【
文
献
2
】	

上
村
松
園
談
・
中
村
達
男
編
『
青
眉
抄
』、六
合
書
院
、1
9
4
3
年
、

P.
２
４
８
～
２
４
９
よ
り
抜
粋

	

　

謡
曲
『
葵
の
上
』
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
生
霊
の
す
が
た
を
描

い
た
『
焔
』
を
制
作
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

	

　

題
名
そ
の
他
の
こ
と
で
金
剛
巌
先
生
の
と
こ
ろ
へ
相
談
に
ま
い

つ
た
折
り
、
嫉
妬
の
女
の
美
し
さ
を
出
す
こ
と
の
む
つ
か
し
さ
を

洩
ら
し
た
と
こ
ろ
、
金
剛
先
生
は
、
次
の
や
う
な
こ
と
を
教
へ
て

下
さ
つ
た
。

	

　
『
能
の
嫉
妬
の
美
人
の
顔
は
眼
の
白
眼
の
所
に
特
に
金
泥
を
入
れ

て
ゐ
る
。
こ
れ
を
泥
眼
と
言
つ
て
ゐ
る
が
、
金
が
光
る
度
に
異
様

な
か
が
や
き
、
閃
き
が
あ
る
。
又
涙
が
溜
つ
て
い
る
表
情
に
も
見

え
る
』

	

（
中
略
）
わ
た
く
し
は
、
早
速
、『
焔
』
の
女
の
眼
へ
―
絹
の
裏
か

ら
金
泥
を
施
し
て
み
た
。

【
文
献
3
】	

「
怨
恨
の
生
霊
を　

閨
秀
画
家
上
村
松
園
女
史
の
作
品
」『
大
阪
新

報
』1
9
1
8
年
9
月
22
日『
近
代
美
術
関
係
新
聞
記
事
資
料
集
成
』

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
三
二
巻
、
ゆ
ま
に
書
房
、
1
9
9
1
年
よ
り

	

（
前
略
）
女
史
は
静
か
に
語
る
。『
今
年
は
毎い
つ
も年

よ
り
も
余
程
遅

れ
ま
し
て
漸や
つ

と
四
五
日
前
か
ら
取と
り
か
か蒐

つ
た
様
な
始
末
な
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。
描
き
ま
す
も
の
は
、
迷
執
の
巷
へ
迷
出
ま
し
た
女
の
恐

ろ
し
い
一
念
怨
恨
の
生い
き
れ
う霊

を
描
き
た
い
と
存
じ
ゐ
ま
す
。
私
、
女

と
し
て
、
世
の
凡
て
の
女
の
持
つ
て
居
る
心
持
は
其
れ
が
美
で
あ

れ
醜
で
あ
れ
善
で
あ
れ
悪
で
あ
れ
何
も
か
も
知
り
盡
し
て
ゐ
ま

す
。
あ
ら
ゆ
る
女
人
の
胸
に
秘
め
ら
れ
た
秘
密
、
女
人
し
か
解
く

事
の
出
来
ぬ
心
の
謎
、
其
等
を
親
し
く
知
つ
て
ゐ
る
と
信
じ
て
ゐ

ま
す
。
殊
に
獰
猛
な
嫉
妬
、
蛇
の
様
な
執
着
、
何
物
を
も
焼
き
盡

さ
ず
に
お
か
ぬ
熱
烈
な
恋
、
其
他
怨
恨
と
復
讐
ど
れ
も
こ
れ
も
余
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り
に
親
し
く
知
り
過
ぎ
て
ゐ
る
と
信
じ
て
ゐ
ま
す
。
是
等
の
一
念

が
凝
り
か
た
ま
つ
て
女
人
の
尤
も
強
い
力
を
形
造
り
ま
す
。
其
形

造
ら
れ
た
不
思
議
に
強
い
力
、
そ
れ
を
描
い
て
見
た
い
と
思
つ
て

ゐ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
描
か
う
と
し
て
ゐ
ま
す
生
霊
の
憤
怒
怨

恨
の
形
相
が
ど
ん
な
形か
た
ち体

と
様
式
を
有も

つ
た
絵
に
な
り
ま
す
か
は

出
来
上
つ
た
上
で
な
け
れ
ば
解
り
ま
せ
ん
。
始
め
生
霊
の
憤
怒
怨

恨
の
対
照
を
判
然
さ
せ
ま
す
爲
に
枕
元
へ
立
つ
た
時
の
情
景
を
描

か
う
と
思
ひ
ま
し
た
が
唯
単
に
生
霊
だ
け
を
描
く
こ
と
に
致
し
ま

し
た
。
女
人
の
様
々
な
心
持
を
現
は
し
ま
す
の
に
何
処
を
如ど
う

苦
心

致
し
ま
す
か
は
是
も
出
来
上
つ
た
上
で
な
け
れ
ば
申
さ
れ
ま
せ
ん
。

何
分
時
日
も
切
迫
し
て
参
り
ま
し
た
の
で
編し
め
き
り切

に
間
に
あ
ふ
様
に

と
努
力
致
し
て
ゐ
ま
す
。』
話
の
終
わ
つ
た
時
三
尺
に
八
尺
の
大
枠

が
出
来
上
が
つ
て
持
ち
込
ま
し
て
来
た
。
因
に
女
史
の
門
下
生
は

婦
人
ば
か
り
で
六
十
余
名
が
親
し
み
乍
ら
女
史
に
師
事
し
て
ゐ
る
。

（
以
下
略
）

【
文
献
4
】	

「
上
村
松
園
女
史
の
『
い
き
す
だ
ま
』」『
淑
女
画
報
』
8
巻
11
号
、

1
9
1
8
年
11
月
、
写
真
頁
の
解
説

	

　

閨
秀
画
壇
ハ
第
一
人
者
な
る
京
都
の
上
村
松
園
女
史
の
文
展
出

品
揮
毫
中
の
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
女
史
曰
く
『
題
を
怨
霊
と
い

た
し
ま
せ
う
か
、
生
霊
と
致
し
ま
せ
う
か
、
然
し
そ
れ
で
は
あ
ま

り
露
骨
に
な
る
の
で
専
門
の
国
学
者
に
相
談
し
て
、『
い
き
す
だ
ま
』

と
き
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
う
も
幽
霊
に
な
り
さ
う
で
、
非

常
に
苦
心
い
た
し
ま
し
た
が
、
矢
張
り
思
ふ
や
う
に
か
け
ま
せ
ん

で
し
た
。

【
文
献
5
】	

「
焔
の
如
き
嫉
妬
を
描
く
苦
心
」『
淑
女
画
報
』
8
巻
4
号
、

1
9
1
9
年
3
月
20
日
、
P.
2
8
～
3
２
よ
り
抜
粋

	

　

△
我
足
の
血
を
見
た
物
凄
さ

	

　

私
の
『
焔
』
は
、
一
昨
年
研
究
的
に
『
焔ほ
の
ほ火

と
な
る
ま
で
の
嫉

妬
の
恨
み
の
一
念
』
を
描
い
て
見
た
い
と
思
ひ
立
ち
ま
し
た
の
が

動
機
で
出
来
た
の
で
す
が
、
ど
う
も
思
ふ
や
う
な
題
材
を
得
ま
せ

ん
で
し
た
の
で
、
そ
の
ま
ゝ
に
な
つ
て
居
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も

捨
て
る
気
に
は
な
れ
ま
せ
ん
の
で
昨
年
漸
う
ま
と
め
て
出
品
し
ま

し
た
。
大
分
苦
労
を
い
た
し
ま
し
た
。

	

　

最
初
は
「
鉄
輪
井
戸
」
を
題
材
に
と
思
ひ
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ

骨
を
折
つ
て
見
ま
し
た
。
彼
の
謡
曲
に
も
あ
ら
は
れ
て
ゐ
ま
す
鉄

輪
井
戸
は
、
今
も
松
原
堺
町
下
ル
西
側
に
あ
り
ま
し
て
、
借
屋
の

人
達
が
、
普
通
に
水
を
汲
ん
で
居
り
ま
す
が
、
そ
の
傍
ら
の
木
の

枝
や
壁
に
絵
馬
な
ど
が
掛
か
つ
て
居
り
ま
す
。
今
で
も
嫉
妬
の
た

め
に
願
立
て
を
す
る
女
が
あ
る
ら
し
い
の
で
す
。
あ
れ
を
昔
の
ま

ま
の
草
茫
々
と
し
て
蛇
や
蛙
の
死
骸
の
横
つ
た
中
の
一
つ
井
戸
と

い
た
し
ま
し
て
、
そ
こ
嫉
妬
に
窶や
つ

れ
て
痩
せ
た
蒼
い
神
経
的
痙
攣

を
帯
び
た
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
婦
人
が
、
風
雨
烈
し
い
夜
の
深
更
藁

人
形
と
釘
を
手
に
よ
り
丑
時
参
り
に
来
る
と
こ
ろ
を
描
い
て
見
様

か
と
思
ひ
ま
し
て
、
さ
し
た
傘
の
破
れ
目
よ
り
そ
の
凄
い
婦
人
の

口
か
ら
顎
の
あ
た
り
を
見
せ
、
下
駄
を
踏
欠
い
て
鼻
緒
は
切
れ
小

指
か
ら
血
潮
が
流
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
物
凄
い
光
景
を
描
い
て
見
る

つ
も
り
で
そ
の
小
下
絵
を
描
き
ま
し
た
。

	

（
中
略
）
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或
日
私
は
あ
の
淋
し
い
鳥
辺
山
を
散
歩
し
て
居
り
ま
し
た
と
き
、

地
面
が
凸
凹
し
て
居
り
ま
す
の
で
、
お
し
ゅ
ん
伝
兵
衛
の
墓
の
近

く
で
、
つ
い
穿
い
て
居
り
ま
し
た
高
下
駄
を
踏
欠
い
て
恐
ろ
し
く

沢
山
血
を
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
私
は
自
分

の
血
を
見
て
総
身
に
水
を
浴
び
た
や
う
に
ぞ
つ
と
す
る
ほ
ど
物
凄

く
感
じ
ま
し
た
。

	

（
中
略
）

	

　

つ
い
先
頃
ま
で
自
分
の
血
を
ば
茶
呑
み
茶
碗
に
と
つ
て
置
い
て

あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
黒
く
な
つ
て
気
持
ち
が
悪
く
な
り
ま
し
た

か
ら
棄
て
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。（
記
者
は
そ
の
鉄
輪
の
井
戸
の
小
下

絵
を
手
に
取
つ
て
拝
見
し
ま
す
と
端
の
方
に
小
さ
く
鉄
輪
の
井
戸
、

う
し
み
つ
頃
、
呪
ひ
の
井
戸
、
瞋し
ん
い恚

の
炎
、
嫉
妬
、
と
並
べ
て
書

か
れ
て
あ
り
ま
す
。
次
に
三
枚
の
小
下
絵
を
順
々
に
見
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
最
初
の
に
は
純
白
の
着
物
の
上
に
長
い
黒
い
髪
の

毛
を
振
乱
し
手
に
藁
人
形
と
火
箸
と
を
持
つ
た
女
の
周
囲
に
、
経

机
の
上
に
経
典
の
繙
か
れ
た
の
や
、
引
切
ら
れ
た
数
珠
の
玉
の
散

乱
し
た
の
や
、
微
か
な
燈
火
の
燃
え
て
ゐ
る
の
な
ど
が
描
か
れ
て
、

そ
の
片
端
に
、
嫉
妬
、
呪
ひ
と
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。）

	

　

△
凄
味
を
現
は
す
苦
心

	

　

こ
れ
は
或
女
が
嫉
妬
の
焔ほ
の
ほ火

に
悶
え
た
揚
句
に
、
思
ひ
あ
き
ら

め
て
仏
道
に
入
り
、
行
ひ
す
ま
し
て
居
り
ま
し
た
が
、
一
旦
深
く

思
ひ
恨
ん
だ
観
念
は
、
到
底
抑
へ
切
れ
ず
、
在
時
不
図
む
ら
む
ら

と
も
と
の
心
が
蘇
生
り
、
ど
う
せ
思
ひ
あ
き
ら
め
ら
れ
ぬ
も
の
な

ら
斯
様
な
偽
善
な
行
為
を
し
て
ゐ
る
よ
り
は
思
ふ
存
分
呪
ふ
て

見
る
と
決
心
し
た
と
き
の
有
様
を
描
い
て
見
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
の
は
古
い
御
殿
の
廊
下
で
、
手
行
燈
を
燃
し
た
女
中
の
目
に
ぽ
っ

と
生
霊
の
姿
が
映
つ
た
の
で
女
中
が
驚
倒
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
、
次

ぎ
に
は
琴
を
弾
じ
て
居
る
女
の
と
こ
ろ
へ
、
髪
振
乱
し
た
女
の
ま

ぼ
ろ
し
が
真
向
に
長
い
釘
を
振
翳
し
て
、
藁
人
形
の
胸
に
突
指
さ

う
と
す
る
物
凄
い
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
だ
こ
の
外
に
も
あ

り
ま
し
た
が
失
な
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
妙
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し

て
、斯
様
に
い
ろ
い
ろ
の
も
の
を
拵
へ
て
見
ま
し
た
後
、一
つ
捨
て
、

二
つ
棄
て
て
、
最
後
に
生
霊
唯
一
つ
を
描
く
こ
と
に
し
て
仕
舞
ひ

ま
し
た
。

	

　

焔
火
の
如
き
嫉
妬
の
一
念
を
あ
ら
は
さ
う
と
す
る
の
で
す
か
ら
、

幻
影
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
ぼ
ー
つ
と
ち
ぢ
こ
ま
せ
る
や
う
な

描
き
方
で
は
凄
味
を
見
せ
る
第
一
位
の
頭
髪
を
淡
い
色
に
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
些
つ
と
も
引
立
ち
ま
せ
ん
の
で
、

あ
ん
な
風
に
描
き
ま
し
た
が
身
の
下
半
よ
り
少
し
下
の
方
か
ら
は

無
論
書
消
し
に
い
た
し
ま
し
た
。
生
霊
の
題
材
に
は
六
條
御
息
所

が
つ
い
た
と
い
ふ
葵
の
上
の
こ
と
も
も
と
よ
り
考
へ
は
い
た
し
ま

し
た
が
、
余
り
に
古
過
ぎ
ま
す
の
で
、
桃
山
時
代
の
上
臈
く
ら
ゐ

な
と
こ
ろ
を
描
い
て
見
た
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
の
黒
い
長

い
髪
を
蛇
の
や
う
に
見
せ
た
り
、
そ
の
幾
す
ぢ
か
を
口
に
く
は
え

さ
せ
衣
装
用
の
色
に
赤
色
を
用
ゐ
ぬ
工
夫
を
い
た
し
た
り
、
出
来

る
だ
け
の
こ
と
を
い
た
し
て
見
ま
し
た
。
赤
を
ち
ょ
つ
と
加
へ
ま

す
と
ま
こ
と
に
美
し
く
な
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
は
凄
味
が
薄
ら

ぎ
ま
す
か
ら
そ
れ
を
使
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
爲
に
苦
心
を
い
た
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し
ま
し
た
。
あ
の
袿
の
模
様
に
蜘
蛛
の
巣
を
つ
か
ひ
ま
し
た
の
は
、

謡
曲
鉄
輪
の
文
句
に
「
実げ

に
や
蜘
蛛
の
家
に
荒
れ
た
る
駒
は
繋
ぐ

と
も
二
道
か
け
し
仇
人
の
…
」
と
い
ふ
の
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ

に
蜘
蛛
の
巣
は
大
層
凄
味
を
感
じ
さ
せ
る
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
同
じ
袿
の
模
様
の
藤
の
花
を
考
へ
る
先
き
に
、
葛
の
葉
を
描

か
う
か
と
思
ひ
ま
し
た
。
そ
れ
は
謡
曲
葵
の
上
の
文
句
に
「
何
を

嘆
く
ぞ
葛
の
葉
の
恨
み
は
更
に
つ
き
す
ま
じ
…
」
と
い
ふ
と
こ
ろ

を
利
か
せ
よ
う
か
と
考
へ
た
の
で
し
た
が
、
そ
れ
で
は
余
り
説
明

に
過
ぎ
る
嫌
ひ
が
あ
ら
う
と
思
は
れ
ま
し
た
の
で
、
藤
の
花
を
長

く
蛇
の
匍
ふ
た
形
に
描
い
て
見
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
文
献
6
】	

石
川
宰
三
郎「
閨
秀
畫
家
の
現
在
と
将
来
」『
女
學
世
界
』21
巻
11
号
、

1
9
2
1
年
11
月
、
P.
１
７
６
～
１
７
９
よ
り
抜
粋

	

　

私
は
丁
度
あ
の
製
作
を
発
表
さ
れ
た
時
、
上
野
の
宿
で
女
史
に

会
ふ
事
を
得
た
が
、
女
史
は
如
何
に
も
慎
ま
し
や
か
な
態
度
で
熱

心
に
、
力
を
こ
め
て
「
焔
」
の
作
意
を
語
ら
れ
る
の
で
あ
つ
た
。

そ
の
話
の
中
に
は
怪
異
談
に
で
も
あ
り
さ
う
な
女
の
執
着
の
事
が

あ
つ
た
。
恋
、
―
恋
で
な
く
て
も
人
を
慕
ふ
心
の
―
如
何
に
強
く

限
り
な
い
力
を
有
つ
も
の
で
あ
る
か
を
女
史
は
、
幾
多
の
経
験
を

土
台
と
し
て
話
さ
れ
、
そ
れ
が
「
焔
」
の
作
意
を
強
調
し
た
も
の

だ
と
も
聞
か
さ
れ
た
が
、
私
は
さ
う
し
た
感
情
の
強
き
、
至
純
さ

の
上
に
も
一
つ
静
か
な
観
照
の
ヴ
ェ
ー
ル
が
布
か
れ
た
ら
ど
ん
な

に
生
彩
を
増
す
事
だ
ら
う
か
と
、
そ
の
と
き
以
来
し
み
じ
み
思
ふ

の
で
あ
る
。「
焔
」
は
た
し
か
に
芸
術
に
対
す
る
女
性
の
長
所
と
短

所
と
を
端
的
に
表
現
し
た
力
作
だ
と
信
ず
る
。

「
付
記
」

本
稿
は
2
0
1
9
年
11
月
9
日
に
明
治
美
術
学
会
で
お
こ
な
っ
た
口
頭
発
表
、

「
文
展
に
お
け
る
美
人
画
の
隆
盛
と
女
性
画
家
に
つ
い
て
―
松
園
を
中
心
に
―
」

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
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図 2	 「上村松園女史の『いきすだま』」
	 『淑女画報』
	 8 巻 11号　1918 年 11月

図 1	 上村松園
	 《焔》
	 1918 年／絹本着色／
	 190.9 × 91.8cm／東京国立博物館

図 4	 上村松園
	 《焔の小下絵》の一枚
	 「焔の如き嫉妬を描く苦心」挿図

図 3	 上村松園
	 《焔の小下絵の一》
	 「焔の如き嫉妬を描く苦心」挿図

図 5	 上村松園
	 《焔の小下絵の二》
	 「焔の如き嫉妬を描く苦心」挿図
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図 7	 「十日文展にて御前揮毫の光栄を得たる池田蕉園女史　（右）	
		と上村松園女史」

	 『萬朝報』

図 8	 上村松園
	 《月蝕の宵》
	 1916 年／絹本着色／屏風二曲一双／各 158.3 × 186.7cm／大分県立美術館

図 9	 池田蕉園
	 《こぞのけふ》
	 1916 年／屏風六曲一双

図 6	 文部大臣と文展入賞者との懇談会
	 『淑女画報』1918 年 12月号


