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大
正
期
芸
術
教
育
論
に
見
る
国
民
国
家
形
成
の
影
|
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明
治
四

O
年
前
後
か
ら
の
「
趣
味
」
流
行
の
気
風
は
、
教
育
に
お
け
る

「
精
神
陶
冶
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
芸
術
教
育
論
思
潮
に
組
み
込
ま
れ
て

い
っ
た
。
そ
れ
は
、
消
費
拡
大
と
愛
国
者
育
成
と
い
う
、
一
石
二
鳥
の
効
果

が
期
待
で
き
る
戦
略
で
あ
っ
た
。
国
民
を
そ
の
内
面
か
ら
統
合
す
る
た
め
の

有
効
な
装
置
と
し
て
、
芸
術
教
育
が
機
能
さ
せ
ら
れ
て
い
た
、
少
な
く
と
も

そ
の
よ
う
に
企
図
さ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
そ
こ
に
は
、
日
本
の

一
、
趣
味
性
と
国
民
性

前
稿
で
、
芸
術
教
育
に
お
い
て
、
芸
術
を
「
賞
翫
(
翫
賞
)
」
し
「
享
楽
」
的

デ

イ

レ

ソ

タ

ン

ト

に
享
受
す
る
「
芸
術
愛
好
者
」
あ
る
い
は
「
好
事
家
」
の
育
成
が
要
求
さ
れ
た
点
、

そ
の
源
流
と
し
て
ド
イ
ツ
芸
術
教
育
史
上
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
運
動
が
あ

っ
た
点
、
そ
し
て
こ
れ
ら
は
そ
の
見
か
け
に
反
し
て
、
濃
密
に
経
済
効
果
を
志
向

す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
を
述
べ
た
。
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有

田

和

臣

国
民
国
家
形
成
か
ら
そ
の
成
熟
へ
向
け
て
の
気
運
が
色
濃
く
影
を
落
と
し
て

い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

上
田
敏
、
国
木
田
独
歩
、
教
育
論
、
国
民
国
家
、
日
本
近
代

文
学

こ
の
「
好
事
家
L

育
成
の
企
図
は
、
単
に
経
済
効
果
の
み
に
あ
っ
た
の
で
は
な

い
。
明
治
末
年
、
佐
々
木
吉
三
郎
は
『
教
育
的
美
学
』
に
お
い
て
、
「
リ
ヒ
ト
ワ

ル
ク
氏
の
意
見
」
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

好
事
家
主
義
は
、
国
民
性
を
強
か
ら
し
む
る
大
使
命
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、

各
個
人
に
幸
福
の
源
泉
を
供
す
る
た
め
に
も
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
何

故
な
ら
ば
、
好
事
家
主
義
は
、
各
人
の
美
術
鑑
賞
力
を
陶
冶
す
る
も
の
で
、

九
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鑑
賞
の
能
力
を
持
っ
て
居
る
こ
と
は
、
其
の
人
の
性
格
に
、
幸
福
を
将
ち
来

す
か
ら
で
あ
る
。

「
好
事
家
主
義
」
が
「
美
術
鑑
賞
力
を
陶
冶
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る

点
は
、
前
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
芸
術
教
育
論
に
共
通
す
る
論
調
で
あ
っ
た
。

そ
の
「
美
術
鑑
賞
力
」
の
「
陶
冶
」
が
個
人
的
な
「
幸
福
を
将
ち
来
す
」
と
い
う

主
張
に
つ
い
て
も
、
個
人
の
自
由
人
格
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
な
が
ら
、
要
す
る
に
は
「
国
民
的
生
産
を
促
進
す
る
こ
と
」
に
行
き
着
か
せ

ら
れ
て
い
る
点
で
、
明
治
・
大
正
期
に
行
わ
れ
た
芸
術
教
育
論
の
常
套
的
論
法
の

範
暗
に
あ
る
。

着
目
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
「
好
事
家
主
義
」
が
「
国
民
性
を
強
か
ら
し
む

る
大
使
命
を
有
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
経
済
効
果
の
み
で
は
な
く
、

「
好
事
家
主
義
」
(
「
芸
術
事
楽
主
義
」
)
は
「
国
民
性
」
を
改
善
す
る
働
き
を
に

な
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
も
、
少
な
く
と
も
見
か
け
上
は
、
個
人
の
自
由

人
格
を
尊
重
し
個
人
の
尊
厳
を
擁
護
す
る
身
振
り
で
行
わ
れ
る
。

「
翫
賞
教
育
」
普
及
を
は
か
る
杉
浦
魁
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

図
画
科
に
於
て
は
感
覚
教
育
主
義
が
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
:
:
・
・

抑
も
人
間
文
化
の
産
物
た
る
芸
術
品
に
対
し
て
、
何
等
の
趣
味
を
感
じ
得
ぬ

と
云
ふ
こ
と
は
、
国
民
の
一
大
恥
辱
で
あ
る
、
教
育
の
一
大
訣
陪
で
あ
る
、

教
育
は
凡
て
の
人
を
巴

-azロ巴
2
5に
仕
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
国
民

翫
賞
力
の
向
上
は
、
大
芸
術
の
出
現
す
る
前
提
で
あ
る
。

右
も
、

一
見
個
人
主
義
的
な
響
き
を
も
っ
「
感
覚
教
育
主
義
」
を
唱
え
な
が
ら
、

O 

「
趣
味
を
感
じ
得
ぬ
と
云
ふ
こ
と
」
を
、
個
人
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
「
国
民

の
一
大
恥
辱
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
ε
ロロ
2
Z
E
2
Z
5
3
は
も
ち
ろ
ん
、
前
稿

デ
イ
レ
ツ
タ
テ
イ
ズ
ム

ま
で
に
出
て
き
た
「
芸
術
愛
好
」
、
「
芸
術
享
楽
主
義
」
、
「
好
事
家
主
義
」
と
同

義
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
こ
こ
で
は
「
趣
味
」
と
い
う
用
語
と
等
置
さ
れ

て
い
る
。

佐
々
木
と
杉
浦
、
両
者
の
言
も
ま
た
、
芸
術
教
育
論
に
共
通
す
る
思
潮
の
勢
力

圏
内
に
あ
る
わ
け
だ
。

「
趣
味
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
神
野
由
紀
の
先
行
研
究
に
詳
し
い
。
神
野
の

指
摘
に
よ
れ
ば
、
明
治
六
年
刊
行
の
箕
作
麟
祥
纂
訳
『
勧
善
訓
話
続
篇
第
八
』

に
す
で
に
「
趣
味
」
の
項
が
あ
り
、
「
本
心
は
正
邪
を
弁
ず
る
有
理
の
感
あ
る
如

く
、
趣
味
は
又
美
醜
を
弁
ず
る
有
理
の
感
た
り
、
然
れ
ど
も
、
趣
味
の
力
は
、
独

り
行
為
の
美
醜
の
み
に
管
す
る
に
非
ず
、
凡
そ
天
然
上
の
事
物
よ
り
、
人
の
智
心

及
び
行
為
に
発
す
る
各
事
に
至
る
迄
、
挙
げ
て
皆
預
ら
ざ
る
な
し
」
と
あ
る
。
こ

こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
趣
味
」
は
英
語

ε吋

B
Z
3
(美
を
鑑
賞
す
る
力
)
の

訳
語
と
し
て
の
語
義
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
明
治
二

0
年
代
に
な
る
と
、
雑

誌
そ
の
他
で
も
使
わ
れ
て
い
る
記
録
が
あ
る
。
し
か
し
:
:
・
・
座
談
、
平
話
な
ど
、

一
般
の
人
々
の
口
に
の
ぽ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
四

O
年
噴
か
ら
」
だ
と

==守フ。上
田
敏
が
明
治
三
九
年
創
刊
の
雑
誌
『
趣
味
』
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

趣
味
と
云
ふ
言
葉
は
昔
か
ら
あ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
今
の
よ
う
に
一
般
に
流

行
し
、
本
誌
の
如
く
雑
誌
の
題
号
に
ま
で
用
ゐ
ら
れ
、
普
通
の
人
の
一
寸
し

た
談
話
な
ど
に
も
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
、

つ
い
近
頃
の
こ
と
で
、



本
誌
の
生
ま
れ
る
少
し
以
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

右
記
事
の
タ
イ
ト
ル
は
「
趣
味
と
道
徳
と
社
会
」
で
あ
り
、
ま
さ
に
寸
趣
味
」

(
好
事
家
主
義
)
と
「
国
民
性
」
、
さ
ら
に
は
「
修
身
教
育
」
{
「
修
身
教
育
」
に

つ
い
て
は
前
稿
、
前
々
稿
参
照
)
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
芸
術
教
育
論
の
キ
ー
ワ
ー

ド
構
成
を
具
現
し
て
い
る
感
の
あ
る
の
が
興
味
深
い
。
明
治
四

O
年
前
後
よ
り
流

行
し
た
用
語
「
趣
味
」
と
芸
術
教
育
論
の
近
し
い
距
離
を
う
か
が
わ
せ
る
。

国
木
田
独
歩
も
同
雑
誌
に
「
趣
味
に
就
て
」
と
題
し
、
「
人
を
判
断
す
る
処
の

最
も
適
切
な
る
標
準
は
趣
味
の
高
下
な
り
」
と
奮
い
て
い
る
。
人
聞
の
内
面
を
判

断
す
る
基
準
と
し
て
「
趣
味
」
に
脚
光
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

神
野
は
ま
た
、
「
趣
味
」
流
行
の
背
景
と
し
て
「
資
本
主
義
経
済
が
定
着
し
始

め
、
都
市
型
の
消
費
文
化
が
姿
を
見
せ
よ
う
と
し
て
い
た
明
治
四

0
年
代
」
の
情

勢
が
あ
っ
た
と
言
う
。

そ
の
消
費
社
会
を
象
徴
す
る
の
は
、
丁
度
そ
の
噴
誕
生
し
た
百
貨
庖
で
あ
っ

た
。
百
貨
屈
の
よ
う
な
経
済
活
動
の
場
に
お
い
て
、
趣
味
と
は
ま
ず
、
品
物

を
通
し
て
獲
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
人
々
は
か
良
い
趣

味
e

と
い
う
つ
く
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
、
商
品
を
眺
め
る
よ
う
に
な

る。
一
般
庶
民
の
実
生
活
の
中
で
「
趣
味
」
は
「
商
品
」
を
介
し
て
意
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
芸
術
教
育
論
に
お
け
る
「
趣
味
」
〈
好
事
家

主
義
)
も
ま
た
、
そ
の
深
層
で
「
経
済
活
動
」
と
の
深
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い

文
学
部
論
集

第
八
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一
一

O
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三
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た
。
の
み
な
ら
ず
「
国
民
」

へ
の
視
線
も
は
ら
ん
だ
用
語
で
あ
っ
た
点
に
も
注
意

し
て
お
き
た
い
。ニ

、
上
田
敏
と
趣
味
教
育

上
田
敏
に
は
す
で
に
明
治
二
一
二
年
、
次
の
よ
う
な
発
言
が
見
ら
れ
る
。

芸
術
家
刻
下
の
急
務
は
、
趣
味
の
改
善
普
及
に
あ
り
。
:
:
・
・
民
衆
の
趣
味

を
誘
導
し
て
、
国
民
美
術
の
根
底
を
作
り
、
発
達
の
起
点
を
定
む
る
こ
そ
却

て
自
家
の
為
な
ら
め
。

こ
の
記
事
を
読
め
ば
、
敏
が
明
確
に
「
芸
術
(
美
術
)
」
・
「
趣
味
L

・
「
国
民
」

を
結
び
つ
け
て
と
ら
え
て
い
た
こ
と
を
見
て
と
れ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
「
民
衆

の
趣
味
を
誘
導
」
す
る
行
為
が
、
「
国
民
美
術
の
根
底
を
作
り
、
発
達
の
起
点
を

定
む
る
」
と
い
う
主
張
は
、
前
稿
で
見
た
有
島
武
郎
の
芸
術
教
育
論
同
様
、
芸
術

教
育
論
思
潮
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

右
記
事
の
ほ
ぽ
十
年
後
、
子
爵
末
松
謙
澄
は
「
美
術
を
工
芸
に
応
用
し
て
、
進

歩
し
た
工
芸
品
を
作
っ
て
海
外
に
輸
出
す
る
」
必
要
を
説
き
、
次
の
よ
う
な
言
い

方
を
し
て
い
る
。

国
民
の
趣
味
を
増
進
し
て
、
こ
の
趣
味
を
美
術
の
上
に
求
む
る
の
み
で
な
く
、

実
業
の
上
に
も
求
む
る
や
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

明
治
初
年
代
、
芸
術
教
育
論
草
創
期
を
思
わ
せ
る
内
容
だ
が
、
「
趣
味
」
を
主
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張
の
根
幹
に
お
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
明
治
末
年
代
の
時
代
性
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
と
言
え
る
。
「
国
民
の
趣
味
を
増
進
」
さ
せ
よ
と
い
う
主
張
は
、
「
民
衆
の
趣
味

を
誘
導
」
せ
よ
と
い
う
敏
の
主
張
と
、
そ
の
趣
意
に
お
い
て
大
差
な
い
。

次
の
佐
々
木
の
言
葉
を
並
べ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
。

要
す
る
に
、
好
事
家
主
義
の
重
な
る
使
命
は
、
一
方
に
於
て
、
芸
術
に
感
動

し
、
芸
術
を
理
解
す
る
一
般
公
衆
を
養
成
し
、
消
費
者
を
作
る
の
み
な
ら
ず
、

沢
山
の
芸
術
批
評
家
を
作
り
、
其
の
正
当
な
判
断
に
よ
っ
て
、
国
民
生
産
を

促
進
す
る
こ
と
へ
他
の
一
方
に
於
て
は
、
:
:
:
多
数
の
国
民
に
、
芸
捕

に
対
す
る
興
味
を
注
射
せ
し
む
る
に
あ
お
。

右
の
「
好
事
家
主
義
L

(

芸
術
に
対
す
る
興
味
)
を
「
趣
味
し
と
い
う
語
に
置

き
換
え
て
み
れ
ば
、
敏
と
佐
々
木
の
発
言
が
き
わ
め
て
似
通
っ
た
も
の
で
あ
る
と

気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
先
に
見
た
杉
浦
に
よ
る
大
正
四
年
の
発
言
で
は
、
「
好

事
家
主
義
」
と
「
趣
味
」
と
は
、
ほ
ぽ
等
置
さ
れ
て
い
た
。

敏
は
「
国
民
美
術
」
の
「
発
達
の
起
点
を
定
」
め
よ
と
言
う
の
だ
が
、
そ
こ
に

は
単
に
美
的
な
も
の
を
生
産
せ
よ
と
い
う
意
味
以
上
の
も
の
が
含
ま
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
暗
に
で
は
あ
っ
て
も
、
佐
々
木
の
言
う
「
国
民
生
産
」
の
寸
促
進
」
と

い
う
経
済
効
果
に
、
最
終
的
に
は
行
き
着
く
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、

個
人
に
と
っ
て
の
「
美
術
」
な
ら
ぬ
、
「
国
民
美
術
」
な
の
だ
。
敏
の
芸
術
(
美

術
)
観
も
ま
た
、
芸
術
教
育
論
の
勢
力
圏
内
に
あ
る
。

き
て
、
杉
浦
魁
の
発
言
の
中
で
、
「
趣
味
」
(
国
民
翫
貰
力
)
を
育
成
す
る
た
め

に
「
感
覚
教
育
主
義
」
が
主
張
さ
れ
て
い
た
の
を
思
い
起
こ
し
た
い
。
こ
の
「
感

覚
教
育
主
義
」
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て
い
っ
た
の
か
を
続
い
て
検
討
す
る
。

芸
術
教
育
論
お
よ
び
文
芸
教
育
論
の
全
盛
期
で
あ
っ
た
大
正
期
後
半
に
、
芸
術

教
育
論
集
『
芸
術
教
育
の
最
新
研
究
』
が
帝
国
教
育
会
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
発
刊

さ
れ
た
。
芸
術
教
育
論
の
最
有
力
な
論
者
の
ひ
と
り
で
あ
り
多
く
の
著
作
を
も
っ

関
衛
も
こ
れ
に
寄
稿
し
、
「
児
童
」
を
対
象
と
し
た
「
芸
術
的
陶
冶
」
を
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
。

多
く
の
人
は
、
人
聞
の
行
為
を
決
定
し
、
指
導
す
る
も
の
は
理
性
と
意
性
と

で
あ
る
と
信
じ
て
居
る
。
然
も
夫
は
誤
で
あ
っ
て
、
感
情
こ
そ
真
に
人
間
活

動
の
本
源
的
動
力
と
し
て
、
吾
人
の
行
為
を
統
理
し
、
そ
の
能
率
を
発
揮
せ

し
め
る
も
の
で
あ
る
。

関
は
「
感
情
」
こ
そ
が
「
真
に
人
間
活
動
の
本
源
的
動
力
」
だ
と
し
て
、
こ
れ

を
「
理
性
と
意
性
」
に
対
置
す
る
。
吉
田
熊
次
は
同
論
集
に
「
従
来
の
教
育
学

説
」
を
批
判
す
る
稿
を
寄
せ
、
次
の
よ
う
言
う
。

人
格
活
動
の
主
要
な
る
要
素
は
何
で
あ
る
か
に
就
い
て
従
来
の
教
育
学
説
は
、

多
く
之
を
智
的
方
面
若
く
は
意
志
的
方
菌
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
・
・
・
・
:
文

書
教
育
論
者
は
人
生
観
の
転
換
を
要
求
し
て
居
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

聞
の
「
理
性
と
意
性
」
が
吉
田
の
「
智
的
方
面
若
く
は
意
志
的
方
面
」
、
「
感
情

(
人
間
活
動
の
本
源
的
動
力
ど
が
「
人
格
活
動
の
主
要
な
る
要
素
」
に
言
い
換

え
ら
れ
た
だ
け
で
、
趣
旨
は
同
じ
で
あ
る
。
言
い
方
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
吉
田



の
言
う
「
人
生
観
の
転
換
」
と
は
、
功
利
的
技
術
主
義
で
は
な
い
発
想
、
す
な
わ

ち
人
格
、
感
情
を
育
成
す
る
発
想
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
の
が

芸
術
教
育
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
発
想
自
体
は
す
で
に
明
治
十
年
代
の
フ
ェ
ノ
ロ
サ
を
は

じ
め
と
し
て
、
明
治
初
期
よ
り
多
く
の
論
者
が
表
明
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

実
際
に
は
「
人
生
観
の
転
換
L

と
言
え
る
ほ
ど
の
新
味
は
な
い
。
こ
う
し
た
、
や

や
目
先
を
変
え
た
だ
け
の
、
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
反
復
・
再
生
産
は
、
芸
術
教
育
論

思
潮
の
特
徴
で
あ
っ
た
。

一
、
国
民
趣
味
と
精
神
陶
冶

た
だ
、
な
ぜ
こ
の
大
正
期
の
教
育
論
に
お
い
て
「
感
覚
」
「
感
情
」
が
、
「
人
生

観
の
転
換
」
な
る
看
板
ま
で
掲
げ
ら
れ
つ
つ
、
こ
と
さ
ら
に
標
携
さ
れ
る
の
か
。

し
か
も
「
帝
国
教
育
会
」
の
名
の
も
と
に
そ
れ
が
行
わ
れ
る
の
か
。
問
題
は
そ
こ

に
あ
る
。
佐
藤
熊
治
郎
は
「
教
授
方
法
の
芸
術
的
方
面
」
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て

、、a
i

、，。

'ν
・44

今
や
芸
術
品
を
芸
術
当
体
の
価
値
の
上
か
ら
見
て
取
り
扱
は
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
時
代
が
来
た
。
詩
は
文
法
や
正
字
法
の
練
習
材
料
乃
至
道
徳
的
淘
冶
の

方
便
と
し
て
で
は
な
く
、
気
分
の
表
現
と
し
て
取
り
扱
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
絵
画
も
説
明
の
方
便
と
し
て
す
は
な
く
、

扱
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
個
の
芸
術
品
と
し
て
取
り

「
芸
術
」
を
修
身
道
徳
教
育
の
「
方
便
」
と
す
る
発
想
は
前
々
稿
で
示
し
た
よ
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う
に
、
明
治
初
期
よ
り
見
ら
れ
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
年
代
に
か
け
て
も
、

り
こ
の
佐
藤
の
論
以
降
も
、
そ
の
流
行
に
衰
え
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で

佐
藤
は
、
「
道
徳
陶
冶
」
も
含
め
て
、
「
方
便
」
と
し
て
「
芸
術
品
」
を
取
り
扱
う

つ
ま

こ
と
を
す
べ
て
退
け
、
「
芸
術
当
体
の
価
値
の
上
か
ら
見
て
」
す
な
わ
ち
「
気
分

の
表
現
と
し
て
」
取
り
扱
べ
し
と
言
う
。

芸
術
を
そ
れ
自
体
の
価
値
の
上
か
ら
見
よ
、
「
道
徳
陶
冶
」
の
「
方
債
」
に
使

と
い
う
主
張
は
政
治
的
方
便
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
実
に
リ
ベ
ラ
ル
な
響
き

う
な
、

を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
ぜ
あ
え
て
「
気
分
の
表
現
」
と
い
う
言
い
方
を
選
ぶ

の
か
。「

趣
味
」
が
日
常
的
な
用
語
と
し
て
定
着
し
て
間
も
な
い
時
期
で
あ
る
明
治
四

鹿
島
貫
之
助
は
「
趣
味
教
育
と
し
て
の
図
画
」
と
題
し
た
論
に
お
い
て
、

「
壮
士
芝
居
」
「
能
楽
L

と
い
っ
た
例
を
出
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
「
精
神
主
義
の

芸
術
を
愛
好
す
る
は
、
我
国
民
的
趣
味
と
断
言
し
て
樺
ら
ざ
る
也
」
と
発
言
し
て

いヲ匂。

四
年
、

や
は
り
「
趣
味
」
と
「
国
民
」
が
セ
ッ
ト
の
用
語
と
な
っ
て
い
る
。

鹿
島
は
さ
ら
に
言
う
。

非
写
実
的
主
観
的
絵
画
に
対
す
る
趣
味
を
養
成
せ
ん
は
、

欲冶・な
すと・り

国・と
民・謂

:8趣・は
味・ん
て・者
ふ・あ
、ら

ば

余
り
に
非
教
育
的

そ
は
一
面
の
理
由
に
の
み
執
着
し
て
、
精
神
淘

最
も
貴
き
他
の
一
面
を
忘
却
し
た
る
者
と
謂
は
ん
と

贋
島
の
標
倍
加
す
る
「
趣
味
」
は
特
に
「
非
写
実
的
主
観
的
絵
画
に
対
す
る
」
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
精
神
陶
冶
」
と
「
国
民
趣
味
」
の
陶
冶
を
も
た
ら
す
と
言



〈
眼
の
陶
冶
〉
と
帝
国
主
義
(
三
}
(
有
田
和
臣
)

ぅ
。
「
非
写
実
的
主
観
的
絵
画
」
と
は
、
単
に
対
象
を
正
確
に
写
し
取
る
よ
う
な
、

た
だ
「
一
面
の
観
察
」
に
よ
る
絵
画
で
は
な
く
、
画
家
の
「
主
観
的
」
な
人
格
精

神
(
「
心
象
」
)
の
あ
ら
わ
れ
出
た
よ
う
な
絵
画
を
指
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
贋
島
の

主
張
は
、
個
人
の
人
格
尊
厳
を
重
視
し
た
理
想
主
義
的
な
論
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

そ
の
論
は
次
の
よ
う
な
場
所
に
行
き
着
く
。

い
の
だ
が
、

平
易
な
る
写
実
的
絵
画
を
以
て
、
児
童
の
趣
味
を
養
ふ
こ
と
固
よ
り
妨
な
し
、

然
れ
ど
も
他
の
一
面
に
は
非
写
実
的
精
神
主
義
の
芸
術
を
以
て
し
、
寧
ろ
其

趣
味
を
強
ひ
強
圧
的
に
精
神
陶
冶
を
努
む
べ
き
こ
と
之
れ
教
育
者
の
閑
却
す

べ
か
ら
ざ
る
問
題
な
り
と
す
:
:
:

「
精
神
陶
冶
」
は
、
「
寧
ろ
其
趣
味
を
強
ひ
強
庄
的
に
」
努
む
べ
き
も
の
な
の

だ
。
「
教
育
者
」
は
「
主
観
的
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
絵
画
に
対
す
る
「
趣
味
」
を

「
児
童
」
に
「
強
ひ
」
て
、
「
強
圧
的
に
」
そ
の
「
精
神
陶
冶
」
に
努
め
る
べ
し
。

そ
れ
が
「
国
民
趣
味
」
を
陶
冶
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
見
て
く
る

と
、
贋
島
の
主
張
は
き
わ
め
て
高
圧
的
な
国
家
主
義
の
色
彩
を
帯
び
て
く
る
。

「
主
観
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
格
別
に
リ
ベ
ラ

ル
な
動
機
が
働
い
て
い
る
わ
付
で
は
な
い
。
「
主
観
」
重
視
は
、
「
精
神
陶
冶
」
を

導
く
た
め
の
方
便
で
あ
り
、
そ
の
「
精
神
陶
冶
」
は
「
国
民
趣
味
」
に
つ
な
が
っ

て
い
く
。
先
の
佐
藤
の
論
に
し
て
も
、
あ
え
て
あ
い
ま
い
な
「
気
分
」
と
い
う
言

い
ま
わ
し
を
用
い
る
際
、
同
様
の
文
脈
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ

ろ
う
。た

と
え
ば
、
芸
術
教
育
は
「
道
徳
的
陶
冶
の
方
便
」
で
は
な
い
、

と
主
張
さ
れ

四

る
場
合
も
、
芸
術
教
育
に
お
け
る
功
利
主
義
が
否
定
さ
れ
る
場
合
も
、
そ
の
真
意

は
、
「
主
術
作
品
』
に
「
精
神
」
を
読
み
取
ら
せ
、
「
閏
民
趣
味
」
陶
冶
に
導
く
と

こ
ろ
に
あ
る
。
他
の
目
的
の
た
め
の
方
便
で
な
い
、
と
い
う
主
張
自
体
が
、
こ
の

最
終
目
的
の
た
め
の
「
方
便
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

「
人
格
的
教
育
学
」
を
標
梼
し
、
「
道
徳
教
育
」
を
と
な
え
る
中
島
半
次
郎
は

そ
の
著
書
中
、
「
自
由
の
服
従
」
と
題
し
た
節
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

所
謂
自
由
の
服
従
と
は
自
ら
進
ん
で
道
徳
に
従
ひ
国
家
社
会
の
為
に
働
く
に

し
て
も
自
ら
好
ん
で
働
く
の
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
他
律
的
で
な
く
自

(
辺
)

立
的
に
道
徳
に
進
ん
で
行
く
の
を
指
す
の
で
あ
る
。

道
徳
と
は
、
「
自
ら
進
ん
で
」
そ
れ
に
従
う
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
「
国

家
社
会
の
為
に
働
く
」
た
め
の
動
機
づ
け
で
あ
る
。
ぞ
れ
は
あ
く
ま
で
「
自
ら
好

ん
で
」
「
自
立
的
に
」
働
く
た
め
の
動
機
づ
け
を
指
す
。
明
治
か
ら
大
正
に
か
け

て
の
、
芸
術
教
育
論
の
大
き
な
流
れ
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
で
尊

重
さ
れ
る
被
教
育
者
の
か
自
発
性
。
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
。

関
衛
は
ま
た
、
著
書
『
芸
術
教
育
思
想
史
』
中
の
「
人
格
と
道
徳
」
と
題
し
た

節
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
趣
味
性
は
健
全
な
る
道
徳
性
で
あ
る
、
趣
味
を
養
ふ
こ
と
は
品
性
を
造
る

所
以
で
あ
る
」

結
局
の
と
こ
ろ
、
芸
術
教
育
論
思
潮
の
中
で
、
「
趣
味
」
と
「
道
徳
」
は
か
く



も
近
し
い
位
置
に
あ
る
。
「
趣
味
」
を
酒
養
し
陶
冶
す
る
こ
と
で
、
「
国
民
」
の

「
品
性
」
が
「
造
」
ら
れ
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
善
良
な
る
「
道
徳
」
的
な
国
民
と

な
る
。
鹿
島
賀
之
助
の
論
に
見
た
よ
う
に
、
「
趣
味
」
と
セ
ッ
ト
で
用
い
ら
れ
る

「
精
神
陶
冶
」
と
い
う
用
語
も
、
そ
の
文
脈
の
中
に
あ
る
。

つ
ま
り
上
に
見
て
き
た
「
感
覚
教
育
主
義
」
、
「
感
情
」
重
視
、
「
気
分
」
重
視

の
記
述
は
、
芸
術
作
品
に
よ
る
「
精
神
陶
冶
」
を
実
現
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
演

出
戦
略
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
作
品
の
背
後
に
芸
術
家
の
人
格
を
感
じ
、
精
神
を

感
じ
、
み
ず
か
ら
の
精
神
を
陶
冶
す
る
と
い
う
一
種
敬
度
な
い
と
な
み
が
、
「
国

民
趣
味
」
育
成
に
国
民
を
「
誘
導
」
す
る
た
め
の
方
便
と
な
っ
た
。

園
、
人
格
陶
冶
と
国
民
国
家

今
少
し
例
証
を
す
す
め
る
。
志
賀
九
十
郎
は
「
自
然
美
」
を
題
材
と
す
る
「
美

育
」
に
つ
い
て
言
う
。

山
水
秀
麗
な
る
希
臓
の
地
に
文
学
美
術
の
発
達
せ
し
劃
き
、
:
・
:
・
自
然
の

影
響
の
大
な
る
を
知
る
べ
し
。
:
:
:
自
然
美
の
偉
大
な
る
勢
力
は
、
此
を

美
育
に
用
ふ
れ
ば
以
て
人
心
を
美
化
し
、
趣
味
を
深
く
し
、
完
全
な
る
人
格

陶
冶
の
高
価
を
収
め
ん
と
す
る
所
以
な
り
。
:
:
:

奥
床
し
き
心
情
を
、
都
会
を
遠
く
離
れ
し
山
里
に
住
め
る
賎
し
き
職
業
に
身

を
委
ね
居
る
人
に
対
し
て
も
、
:
:
:
我
帝
国
の
国
民
技
能
の
発
達
に
資
せ

し
め
、
或
は
我
国
独
特
の
風
雅
を
曙
ま
し
め
、
延
い
て
愛
国
の
気
風
を
養
成

し
、
以
て
人
格
を
陶
冶
し
、
美
の
教
育
に
よ
り
我
国
現
代
の
思
想
を
高
潔
な

ら
し
め
ん
と
希
望
す
る
も
の
な
り
。
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「
趣
味
を
深
く
し
¥
「
完
全
な
る
人
格
陶
冶
の
高
価
を
収
め
」
し
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
我
帝
国
の
国
民
技
能
の
発
遣
に
資
せ
し
め
」
、
「
我
国
独
特
の
風
雅
を

噌
ま
し
め
、
延
い
て
愛
国
の
気
風
を
養
成
」
す
る
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
は
典
型

的
に
雲
術
教
育
論
思
潮
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
だ
。
志
賀
の
言
う
よ
う
に
「
趣

味
」
酒
養
と
「
人
格
胸
冶
」
が
「
愛
国
の
気
風
」
を
育
成
す
る
の
な
ら
ば
、
芸
術

教
育
論
思
潮
が
明
治
四

O
年
前
後
か
ら
の
「
趣
味
」
流
行
の
気
風
に
乗
る
こ
と
は
、

消
費
拡
大
と
愛
国
者
育
成
と
い
う
、
一
石
二
鳥
の
効
果
が
期
待
で
き
る
戦
略
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
国
民
を
そ
の
内
面
か
ら
統
合
す
る
た
め
の
有
効
な
装
置
と
し
て
、

芸
術
教
育
が
機
能
さ
せ
ら
れ
て
い
た
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
企
図
さ
れ
て
い

た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
国
民
を
自
発
的
に
愛
国
者
へ
と
か
り
た
て
る
気
風
を
要

請
す
る
も
の
と
し
て
、
芸
術
教
育
論
に
お
け
る
「
国
民
趣
味
」
指
向
が
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
、
日
本
の
国
民
国
家
形
成
か
ら
そ
の
成
熟
へ
向
け
て
の
気
運
が
色
濃
く

影
を
落
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
正
期
に
入
っ
て
も
、
芸
術
教
育
論
に
内
在
す
る

「
生
産
」
へ
の
視
線
も
衰
え
を
見
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。

中
島
は
先
に
引
用
し
た
同
じ
著
書
中
の
「
生
産
的
国
民
の
養
成
」
と
題
し
た
節

で
「
精
神
的
生
活
と
結
ば
ら
ざ
る
生
産
力
は
外
部
的
機
械
的
の
も
の
と
な
っ
て
根

底
あ
る
開
化
に
貢
献
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
し
て
い
る
。
「
精
神
的
生
活
」

は
「
生
産
力
」
に
結
び
つ
く
の
で
あ
り
、
「
根
底
あ
る
開
花
」
を
促
す
も
の
だ
。

そ
こ
で
奨
励
さ
れ
る
「
精
神
陶
冶
」
が
い
か
に
リ
ベ
ラ
ル
な
響
き
を
も
っ
て
い
て

も
、
そ
の
内
実
は
次
の
よ
う
な
合
意
を
た
た
え
て
い
る
。

五



〈
眼
の
陶
冶
〉
と
帝
国
主
義
(
三
〉
(
有
田
和
臣
)

練
ら
れ
た
る
人
格
は
其
国
に
適
し
其
国
を
進
む
る
国
民
た
る
べ
く
其
如
き
国

民
は
又
同
時
に
理
想
的
の
人
格
者
で
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
:
:
:
人
格
と
い

ふ
の
は
其
国
民
と
し
て
の
活
動
を
外
に
し
て
は
存
せ
ぬ
者
と
解
せ
ね
ば
な
ら

ぬ。

教
育
を
受
け
た
理
想
的
人
格
者
は
同
時
に
、
「
其
国
民
と
し
て
の
活
動
」
と
深

く
結
ぼ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
芸
術
教
育
論
は
、
自
発
的
内
発
的
に
「
我
国
独

特
の
風
雅
を
噌
」
む
理
想
的
な
国
民
を
育
成
す
る
流
れ
を
脈
々
と
形
成
し
て
い
る
。

そ
の
流
れ
は
、
そ
れ
に
関
与
し
た
者
が
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
否
か
は
別
問
題
と
し

て
、
大
正
期
文
芸
教
育
運
動
に
そ
の
ま
ま
取
り
込
ま
れ
て
い
く
。

* 

* 

* 

本
稿
を
最
終
稿
と
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
紙
幅
に
入
り
き
れ
な
い
事
項
が
大
き

く
な
っ
た
た
め
、
続
稿
に
期
す
予
定
で
あ
る
。

〔
注
}

引
用
文
に
お
い
て
、
固
有
名
調
等
、
字
体
に
固
有
の
意
味
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
旧

字
は
新
字
に
改
め
た
。
引
用
文
中
の
〔
〕
内
は
論
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
引
用
文

中
の
中
略
・
省
略
は
「
:
:
:
」
で
示
し
た
。

(
l
)

拙
稿
寸
〈
眼
の
陶
冶
〉
と
宮
市
国
主
義
(
ニ
)
|
大
正
期
文
芸
教
育
運
動

の
源
流

i
i
」
〈
『
京
都
語
文
第
九
号
h

平
成
十
四
年
十
月
五
日
)

(
2
)

佐
々
木
吉
三
郎
『
教
育
的
美
学
巻
下
』
敬
文
館
、
明
治
四
五
年
七
月
二

五
日
、
四
四
頁

(
3
)

叫
教
育
的
美
学
巻
下
』
、
四
七
頁

(
4
)
杉
浦
魁
「
普
通
教
育
に
於
け
る
翫
賞
教
育
」
(
『
図
画
教
育

第
二
十
八

六

続
』
東
京
美
術
学
校
内
圃
宣
教
育
会
、
大
正
四
年
十
二
月
二

O
日
、
七
一

i

七
二
頁
)

(
5
)

神
野
由
紀
『
趣
味
の
誕
生
|
1
百
貨
庄
が
つ
く
っ
た
テ
イ
ス
ト
』
勤
草
書

房
、
平
成
五
年
四
月
十
B

(6)

問
、
九
頁

(7)

上
田
敏
「
趣
味
と
道
徳
と
社
会
」
(
『
趣
味
第
四
巻
第
二
号
』
易
風
社
、

明
治
四
二
年
二
月
、
十
頁
)

(
8
)

拙
稿
え
眼
の
陶
冶
〉
と
帝
国
主
義
{
一

)
i
i
大
正
期
文
芸
教
育
運
動

の

4
苫
術
愛
好
。
|
|
」
(
『
京
都
語
文
第
6
号
』
平
成
十
二
年
十
月
七

日
}

(
9
}

国
木
田
独
歩
「
趣
味
に
就
て
」
(
『
趣
味
第
二
巻
第
五
号
』
易
風
社
、
明

治
四

O
年
五
月
、
五
一
頁
)

(
叩
)
『
趣
味
の
誕
生
|
|
百
貨
屈
が
つ
く
っ
た
テ
イ
ス
ト
へ
六
頁

〈
日
)
向
、
十
二
頁

(
口
)
上
回
敏
「
芸
術
家
の
任
務
」
明
治
三
二
年
二
月
(
『
文
芸
論
集
』
春
陽
堂
、

明
治
三
四
年
十
三
月
、
『
上
田
敏
全
集
第
三
巻
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、

昭
和
五
三
年
十
一
月
二
五
日
、
一

O
八
頁
}

(
日
)
子
爵
末
松
謙
澄
「
美
術
と
実
業
の
調
和
」
(
『
美
術
之
日
本
第
壷
号
』
、

明
治
四
二
年
五
月
五
日
、
五
貰
)

(
は
)
『
教
育
的
美
学
巻
下
』
、
四
六
頁

(
日
)
関
衛
「
想
像
全
盛
期
児
童
の
芸
術
的
陶
冶
」
(
帝
国
教
育
会
『
芸
術
教
育

の
最
新
研
究
』
文
化
書
房
、
大
正
十
三
年
六
月
二

O
日
、
二
九
五
頁
)

(
日
)
吉
田
熊
次
「
芸
術
教
育
思
潮
と
其
の
批
判
」
(
帝
国
教
育
会
『
芸
術
教
育

の
最
新
研
究
』
文
化
書
房
、
大
正
十
三
年
六
月
二

O
目
、
二
二
一
頁
)

(
口
)
佐
藤
熊
治
郎
『
教
授
方
法
の
芸
術
的
方
面
』
目
黒
書
底
、
大
正
十
年
十
一

月
一
一
五
日
、
七
六
頁

(
問
)
次
の
ご
と
く
。

修
身
教
材
の
価
値
が
、
そ
の
内
面
に
溢
る
〉
人
格
的
体
験
に
あ
る
こ
と
は
既

に
述
べ
た
が
、
此
の
体
験
の
最
も
高
潮
し
た
る
時
の
産
出
し
た
る
文
化
|
|

文
章
、
絵
画
、
彫
刻
、
音
楽
|
は
、
ま
た
、
修
身
教
材
と
し
て
、
極
め
て



尊
い
価
値
を
持
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
私
は
、
修
身
の
教
材
と
し
て
、

斯
く
の
如
き
芸
術
の
導
入
を
提
唱
せ
ぎ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
(
松
本

浩
記
『
新
修
身
教
育
論
』
文
化
書
一
房
昭
和
五
年
一
一
月
一
五
日
、
三
四
八

頁
)

(
叩
)
慶
島
貫
之
助
「
趣
味
教
育
と
し
て
の
図
画
」
(
『
図
画
教
育
第
十
九
号
』
、

明
治
四
四
年
五
月
三
一
目
、
八
頁
上
段
)

(
初
)
問
、
十
頁
上
段

(
幻
)
問
、
十
頁
下
段

(
詑
)
中
島
半
次
郎
『
人
格
的
教
育
学
と
我
国
の
教
育
』
、
大
正
四
年
五
月
二
八

目
、
二

O
九
頁

(
幻
)
関
衛
『
芸
術
教
育
思
想
史
』
厚
生
筒
、
大
正
十
四
年
十
月
十
八
日
、
一
四

八
頁

(
剖
)
志
賀
九
十
郎
「
美
育
に
関
す
る
児
童
の
心
理
と
自
然
教
育
法
」
(
『
図
画
教

育
第
二
四
号
』
大
正
二
年
四
月
十
八
日
、
二
六
、
二
二
頁
)

(
お
)
『
人
格
的
教
育
学
と
我
国
の
教
育
』
、
八
三
頁

(
M
m
)

岡
、
七
二
頁

注
ー
に
あ
げ
た
前
稿
に
お
い
て
、
次
の
誤
り
が
あ
っ
た
。

誤
(
幻
)
佐
々
木
吉
三
郎
『
教
育
的
美
学
』
秀
英
社
、

三
七
、
八
頁

正
(
幻
)
佐
々
木
吉
一
二
郎
『
教
育
的
美
学

五
日
、
三
七
、
八
頁

明
治
四
五
年
七
月
二
五
日
、

巻
下
』
敬
文
館
、
明
治
四
五
年
七
月
二

(
あ
り
た

か
ず
お
み

日
本
語
日
本
文
学
科
)

ニ
O
O二
年
十
月
十
六
日
受
理

文
学
部
論
集

第
八
七
号
(
二

O
O三
年
三
月
)

七




