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○
十
年
ほ
ど
前
に
僕
は
日
本
画
崇
拝
者
で
西
洋
画
排
斥
者
で
あ
っ
た
。
そ
の

頃
為
山
い
ざ
ん
君
と
邦
画
洋
画
優
劣
論
を
や
っ
た
が
僕
は
な
か
な
か
負
け
た
つ
も
り

で
は
な
か
っ
た
。
最
後
に
為
山
君
が
日
本
画
の
丸
い
波
は
海
の
波
で
な
い
と

い
う
事
を
説
明
し
、
次
に
日
本
画
の
横
顔
と
西
洋
画
の
横
顔
と
を
並
べ
画
い

て
そ
の
差
違
を
説
明
せ
ら
れ
た
。
さ
す
が
に
強
情
な
僕
も
全
く
素
人
で
あ
る

だ
け
に
こ
の
実
地
論
を
聞
い
て
半
ば
驚
き
半
ば
感
心
し
た
。
殊
に
日
本
画
の

横
顔
に
は
正
面
か
ら
見
た
よ
う
な
目
が
画
い
て
あ
る
の
だ
と
い
わ
れ
て
非
常

に
驚
い
た
。
け
れ
ど
も
形
似
け
い
じ
は
絵
の
巧
拙
に
拘
か
か
わら
ぬ
と
い
う
論
で
も
っ
て
そ

の
驚
き
を
打
ち
消
し
て
し
も
う
た
。
そ
の
後
不
折
君
と
共
に
『
小
日
本
』
に

居
る
よ
う
に
な
っ
て
毎
日
位
顔
を
合
す
の
で
、
顔
を
合
す
と
例
の
画
論
を
始
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め
て
居
た
。
こ
の
時
も
僕
は
日
本
画
崇
拝
で
あ
っ
た
か
ら
い
う
事
が
皆
衝
突

す
る
。
僕
が
富
士
山
は
善
い
山
だ
ろ
う
と
い
う
と
、
不
折
君
は
俗
な
山
だ
と

い
う
。
松
の
木
は
善
い
木
で
あ
ろ
う
と
い
う
と
、
そ
れ
は
俗
な
木
だ
と
い
う
。

達
磨
だ
る
ま
は
雅
で
あ
ろ
う
と
い
う
と
、
達
磨
は
俗
だ
と
い
う
。
日
本
の  

甲    

冑  

か
っ
ち
ゅ
う

は
美
術
的
で
あ
ろ
う
と
い
う
と
、
西
洋
の
甲
冑
の
方
が
美
術
的
だ
と
い
う
、

一
々
衝
突
す
る
か
ら
、
同
じ
人
間
の
感
情
が
そ
れ
ほ
ど
違
う
も
の
か
と
、
余

り
不
思
議
に
思
っ
て
つ
く
づ
く
と
考
え
た
。
そ
の
内
ふ
と
俳
句
と
比
較
し
て

見
て
か
ら
大
に
悟
る
所
が
あ
っ
た
。
俳
句
に
富
士
山
を
入
れ
る
と
俗
な
句
に

な
り
や
す
い
、
俳
句
に
松
の
句
も
あ
る
け
れ
ど
松
の
句
に
は
俗
な
の
が
多
く

て
、
か
え
っ
て
冬
木
立
の
句
に
雅
な
の
が
多
い
、
達
磨
な
ん
か
は
俳
句
に
入

れ
る
と
非
常
に
厭
味
い
や
み
が
出
来
る
、
こ
れ
位
の
事
は
前
か
ら
知
っ
て
居
た
の
で
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あ
る
け
れ
ど
そ
れ
を
画
の
上
に
推お
し
及
ぼ
す
事
が
出
来
な
ん
だ
の
で
あ
る
。

俳
句
を
知
ら
ぬ
人
が
富
士
の
句
を
見
る
と
非
常
に
嬉
し
が
る
の
と
、
我
々
が

富
士
の
画
を
見
る
と
何
か
な
し
に
喜
ぶ
の
と
、
同
じ
事
で
あ
る
と
い
う
事
が

分
っ
て
、
始
め
て
眼
が
明
い
た
よ
う
な
心
持
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
ま
だ
日

本
画
崇
拝
は
変
ら
な
い
の
で
、
日
本
画
を
け
な
し
て
西
洋
画
を
ほ
め
ら
れ
る

と
何
だ
か
癪
し
ゃ
くに
障さわ
っ
て
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
日
本
と
西
洋
と
の
比
較
を
止
め
て
、

日
本
画
中
の
比
較
評
論
、
西
洋
画
中
の
比
較
評
論
と
い
う
よ
う
に
別
々
に
話

し
て
も
ろ
う
た
。
そ
う
す
る
と
一
日
一
日
と
何
や
ら
分
っ
て
行
く
よ
う
な
気

が
し
て
、
十
ヶ
月
ほ
ど
の
後
に
は
少
し
た
し
か
に
な
っ
た
か
と
思
う
た
。
そ

の
時
虚
心
平
気
に
考
え
て
見
る
と
、
始
め
て
日
本
画
の
短
所
と
西
洋
画
の
長

所
と
を
知
る
事
が
出
来
た
。
と
う
と
う
為
山
君
や
不
折
君
に
降
参
し
た
。
そ
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の
後
は
西
洋
画
を
排
斥
す
る
人
に
逢
う
と  

癇    

癪  

か
ん
し
ゃ
く

に
障
る
の
で
大
に
議
論

を
始
め
る
。
終
に
は
昔
為
山
君
か
ら
教
え
ら
れ
た
通
り
、
日
本
画
の
横
顔
と

西
洋
画
の
横
顔
と
を
画
い
て
「
こ
れ
見
給
え
、
日
本
画
の
横
顔
に
は
こ
ん
な

目
が
画
い
て
あ
る
、
実
際
　
君
、
こ
ん
な
目
が
あ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
」
な
ど

と
大
得
意
に
し
ゃ
べ
っ
て
居
る
。
そ
の
気き
障ざ
加
減
に
は
自
分
な
が
ら
驚
く
。

○
僕
は
子
供
の
時
か
ら
手
先
が
不
器
用
で
あ
っ
た
か
ら
、
画
は
好
き
で
あ
り

な
が
ら
そ
れ
を
画
く
事
は
出
来
な
か
っ
た
。
普
通
に
子
供
の
画
く
大
将
絵
も

画
け
な
か
っ
た
。
こ
の
頃
に
な
っ
て
彩
色
の
妙
味
を
悟
っ
た
の
で
、
彩
色
絵

を
画
い
て
見
た
い
、
と
戯
た
わ
むれ
に
い
っ
た
ら
、
不
折
君
が
早
速
絵
具
を
持
っ
て

来
て
く
れ
た
の
は
去
年
の
夏
で
あ
っ
た
ろ
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
も
棚
に
あ
げ
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た
ま
ま
で
忘
れ
て
居
た
。
秋
に
な
っ
て
病
気
も
や
や
薄うす
ら
ぐ
、
今
日
は
心
持

が
善
い
と
い
う
日
、
ふ
と
机
の
上
に
活
け
て
あ
る  

秋  

海  

棠  

し
ゅ
う
か
い
ど
う

を
見
て
居
る

と
、
何
と
な
く
絵
心
が
浮
ん
で
来
た
の
で
、
急
に
絵
の
具
を
出
さ
せ
て
判
紙

展の
べ
て
、
い
き
な
り
秋
海
棠
を
写
生
し
た
。
葉
の
色
な
ど
に
は
最
も
窮
し
た

が
、
始
め
て
絵
の
具
を
使
っ
た
の
が
嬉
し
い
の
で
、
そ
の
絵
を
黙
語
先
生
や

不
折
君
に
見
せ
る
と
非
常
に
ほ
め
ら
れ
た
。
こ
の
大
き
な
葉
の
色
が
面
白
い
、

な
ん
て
い
う
の
で
、
窮
し
た
処
ま
で
ほ
め
ら
れ
る
よ
う
な
訳
で
僕
は
嬉
し
く

て
た
ま
ら
ん
。
そ
こ
で
つ
く
づ
く
と
考
え
て
見
る
に
、
僕
の
よ
う
な
全
く
画

を
知
ら
ん
者
が
始
め
て
秋
海
棠
を
画
い
て
そ
れ
が
秋
海
棠
と
見
え
る
は
写
生

の
お
蔭かげ
で
あ
る
。
虎
を
画
い
て
成
ら
ず
狗いぬ
に
類
す
な
ど
と
い
う
の
は
写
生
を

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
写
生
で
さ
え
や
れ
ば
何
で
も
画
け
ぬ
事
は
な
い
は
ず
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だ
、
と
い
う
の
で
忽
ち
大
天
狗
に
な
っ
て
、
今
度
は
、
自
分
の
左
の
手
に
柿

を
握
っ
て
居
る
処
を
写
生
し
た
。
柿
は
親
指
と
人
さ
し
指
と
の
間
か
ら
見
え

て
居
る
処
で
、
こ
れ
を
画
き
あ
げ
る
の
は
非
常
の
苦
辛
く
し
ん
で
あ
っ
た
。
そ
こ
へ

虚
子
き
ょ
し
が
来
た
か
ら
こ
の
画
を
得
意
で
見
せ
る
と
、
虚
子
は
頻しき
り
に
見
て
居
た

が
分
ら
ぬ
様
子
で
あ
る
。
「
そ
れ
は
手
に
柿
を
握
っ
て
居
る
の
だ
」
と
説
明

し
て
聞
か
す
と
、
虚
子
は
始
め
て
合
点
が
て
ん
し
た
顔
附
で
「
そ
れ
で
分
っ
た
が
、

さ
っ
き
か
ら
馬
の
肛
門
の
よ
う
だ
と
思
う
て
見
て
居
た
の
だ
」
と
い
う
た
。

○
僕
の
国
に
坊
主
町
と
い
う
淋
し
い
町
が
あ
っ
て
そ
こ
に
浅
井
先
生
と
い
う

漢
学
の
先
生
が
あ
っ
た
。
そ
の
先
生
の
処
へ
本
読
み
に
行
く
一
人
の
子
供
の

十
余
り
な
る
が
あ
っ
た
が
、
い
つ
で
も
そ
の
家
を
出
が
け
に
そ
こ
の
中
庭
へ
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庭
一
ぱ
い
の
大
き
な
裸
男
を
画
い
て
置
く
の
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
も
知

ら
ず
そ
の
内
の
人
が
外
へ
出
よ
う
と
す
る
と
中
庭
に
大
男
が
大
物
を
抱
い
て

居
る
画
が
あ
る
の
で
度
々
驚
か
さ
れ
る
。
今
日
も
ま
た
例
の
画
が
か
い
て
あ

っ
た
と
そ
の
内
の
人
が
笑
い
な
が
ら
話
す
の
を
僕
が
聞
い
た
の
も
度
々
で
あ

っ
た
。
そ
の
時
の
幼
い
滑
稽
絵
師
が
今
の
為
山
君
で
あ
る
。

○
僕
に
絵
が
画
け
る
な
ら
俳
句
な
ん
か
や
め
て
し
ま
う
。

　
　
　
　
〔
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
三
巻
第
五
号
　
明
治33

・
３
・10

〕
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岩
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※
底
本
で
は
、
表
題
の
下
に
「
子
規
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
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