
武
者
小
路
実
篤
の
複
製
色
紙
が
流
行
し
た
一
条
件

│
│
色
紙
一
般
の
歴
史
と
文
化
に
重
心
を
置
い
て
│
│亀

井

祐

美

は

じ

め

に

武
者
小
路
実
篤
（
一
八
八
五
│
一
九
七
六
）
は
、
白
樺
派
の
代
表
的
な
小
説
家
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
る
が
、
文
筆
だ
け
で
な
く
、
一
九

二
〇
年
代
か
ら
晩
年
の
一
九
七
〇
年
代
ま
で
、
野
菜
・
果
物
や
草
木
・
花
卉
、
置
物
、
山
の
景
色
等
を
描
い
た
墨
画
淡
彩
の
絵
に
多
様
な
賛

を
付
し
た
作
品
も
熱
心
に
制
作
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
色
紙
は
複
製
に
さ
れ
市
販
さ
れ
た
も
の
も
多
い
。
な
か
で
も
、
南
瓜
の
絵
に
「
仲
よ

き
事
は
美
し
き
哉
」
と
い
っ
た
賛
を
付
し
た
複
製
色
紙
（
図
１
）
や
、
薔
薇
の
絵
に
「
共
に
咲
く
喜
び
」
と
い
っ
た
賛
を
付
し
た
複
製
色
紙

（
図
２
）
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
複
製
色
紙
は
、
先
行
研
究
に
基
づ
く
と
、
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
初

め
に
か
け
て
大
衆
に
人
気
が
あ
り
、
最
盛
期
に
は
年
間
十
五
万
枚
以
上
と
い
っ
た
厖
大
な
売
上
が
あ
っ
た
と
い
う
�
。
す
な
わ
ち
、
武
者
小

路
の
複
製
色
紙
は
当
時
、
一
大
流
行
を
巻
き
起
こ
し
て
い
た
と
言
え
る
。

で
は
、
な
ぜ
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
は
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
初
め
に
か
け
て
流
行
し
た
の
か
。
伊
藤
陽
子
氏
は
、
武
者
小
路
の

複
製
品
全
体
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
複
製
品
が
流
通
し
た
時
期
が
高
度
経
済
成
長
期
で
、
当
時
に
絵
画
な
ど
の
芸
術
が
様
々
な
形
で
生
活
の

中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
ま
た
繁
栄
の
陰
で
精
神
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
が
求
め
ら
れ
、
新
興
宗
教
が
活
発
化
し
、
人
生
の
指
針
を
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示
す
本
が
売
れ
て
い
た
こ
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
�
。
そ
の
上
で
、
武
者
小
路
の
作
品
が
、�
生
活
の
中
の
芸
術
�
│
│
現
代
作
家
の
絵
で
、

分
か
り
や
す
く
、
し
か
も
日
常
生
活
の
中
に
置
く
た
め
に
は
き
れ
い
で
親
し
み
や
す
い
も
の
│
│
の
条
件
に
よ
く
適
い
、
そ
の
上
バ
ッ
ク
に

武
者
小
路
の
も
つ
�
人
生
論
�
作
家
で
老
大
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
兼
ね
備
え
て
、
十
二
分
に
時
代
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
も
の
だ
っ
た
と
指

摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
見
解
は
、
当
時
の
社
会
文
化
状
況
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
具
体
的
な
作
品
に
即
し
て
導
き
出
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
具
体
的
な
作
品
に
即
し
て
、
武
者
小
路
の
色
紙
の
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
複
製
色
紙
に
な
っ
て
も
、
多
く
の
人
た
ち
に

愛
好
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
次
の
手
順
で
論
を
進
め
る
。
第
一
章
で
は
、
濱
風
商
店
（
現
在
は
濱
風
ア
ー
ト
）

が
一
九
六
六
年
に
発
行
し
た
『
武
者
小
路
先
生

日
本
画
大
家

複
製
色
紙
案
内
』
に
掲
載
さ
れ
た
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
を
、「
日
本
画

大
家
」
の
複
製
色
紙
と
比
較
分
析
す
る
。
そ
の
結
果
、
武
者
小
路
の
も
の
が
、
落
款
が
大
き
く
誰
が
描
い
た
の
か
が
明
確
に
表
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
絵
と
賛
に
は
、
素
朴
な
力
強
さ
と
親
し
み
わ
か
り
や
す
さ
を
感
じ
さ
せ
る
筆
跡
が
目
立
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
二
章
で

は
、
濱
風
ア
ー
ト
の
証
言
や
調
査
し
た
資
料
を
基
に
、
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
が
、
豊
か
な
階
調
表
現
が
可
能
な
コ
ロ
タ
イ
プ
で
印
刷
さ

れ
、
手
彩
色
を
施
し
て
製
作
さ
れ
て
い
て
本
物
と
変
わ
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ら
の
複
製
色
紙
は
、
主
に
百
貨
店
で
大
量
に
販
売

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
三
章
で
は
、
色
紙
に
関
す
る
研
究
や
新
聞
記
事
等
を
基
に
、
中
世
か
ら
現
代
ま
で
色
紙
・
複
製
色
紙
が

筆
跡
の
賞
翫
と
い
う
面
で
主
に
受
容
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
手
順
に
よ
っ
て
、
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
も
筆
跡

が
目
立
っ
て
い
る
ゆ
え
、
制
作
者
の
「
い
ぶ
き
」
を
求
め
る
大
衆
の
欲
望
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
結
論
と
し
て
提
示
す
る
。

第
一
章

複
製
色
紙
に
み
る
武
者
小
路
の
特
徴

こ
こ
で
採
り
上
げ
る
濱
風
商
店
の
カ
タ
ロ
グ
『
武
者
小
路
先
生

日
本
画
大
家

複
製
色
紙
案
内
』
は
、
濱
風
ア
ー
ト
の
濱
風
勝
氏
に
よ
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る
と
、
サ
イ
ズ
は
縦
十
六
・
七
�
横
二
六
・
七
�
で
、
一
九
六
六
年
に
だ
け
発
行
さ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
カ
タ
ロ
グ
に
は
目
次
と
図
版
が
掲

載
さ
れ
て
お
り
、
図
版
掲
載
箇
所
は
全
十
一
頁
あ
る
。
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
五
五
点
（
書
の
み
の
複
製
色
紙
三
点
を
含
む
）
が
一
頁
か
ら

六
頁
に
�
、
他
の
画
家
七
人
の
複
製
色
紙
十
六
点
が
六
頁
か
ら
七
頁
に
、
武
者
小
路
の
西
陣
織
複
製
色
紙
九
点
が
八
頁
に
、
武
者
小
路
の
複

製
短
冊
十
四
点
が
九
頁
か
ら
十
頁
に
、
武
者
小
路
の
Ｆ
６
型
複
製
色
紙
四
点
が
十
一
頁
に
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
武
者
小

路
の
作
品
の
複
製
が
圧
倒
的
に
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
は
、
他
の
画
家
の
も
の
と
比
べ
る
と
、
ど
の
よ
う
な
点
で
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
他
の
画
家

の
複
製
色
紙
と
の
比
較
を
試
み
る
。
も
っ
と
も
、
武
者
小
路
の
も
の
も
含
め
て
、
図
版
は
す
べ
て
白
黒
図
版
で
品
番
と
題
名
だ
け
添
え
て
あ

り
、
制
作
者
名
は
明
記
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
複
製
色
紙
の
中
の
落
款
で
し
か
画
家
が
判
別
で
き
な
い
。
し
か
し
、
他
の
画
家
の
落
款

は
か
ろ
う
じ
て
見
え
る
程
度
で
あ
る
。
こ
の
カ
タ
ロ
グ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
他
の
画
家
は
、
目
次
に
よ
る
と
、
横
山
大
観
（
一
八
六
八
│
一

九
五
八
）、
竹
内
栖
鳳
（
一
八
六
四
│
一
九
四
二
）、
小
杉
放
菴
（
一
八
八
一
│
一
九
六
四
）、
松
林
桂
月
（
一
八
七
六
│
一
九
六
三
）、
橋
本

関
雪
（
一
八
八
三
│
一
九
四
五
）、
川
合
玉
堂
（
一
八
七
八
│
一
九
五
七
）、
鈴
木
信
太
郎
（
一
八
九
五
│
一
九
八
九
）
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
大
観
と
栖
鳳
の
複
製
色
紙
と
の
比
較
に
重
点
を
置
き
、
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

大
観
の
複
製
色
紙
は
、
落
款
か
ら
《
富
士
山
》（
図
３
）《
富
士
山
水
》《
魚
夫
》（
図
４
）
で
あ
る
と
同
定
で
き
る
。
大
観
は
八
九
年
の
生

涯
に
、
富
士
山
を
一
五
〇
〇
点
前
後
も
描
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
�
。
富
士
山
は
、
古
来
か
ら
霊
峰
と
し
て
尊
ば
れ
、
日
本
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
描
か
れ
て
き
た
。
ま
た
、
漁
夫
は
大
観
の
代
表
作
と
言
え
る
《
屈
原
》
と
無
関
係
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
大
観
が
そ
の
作
品
で
描

い
た
屈
原
（
お
よ
そ
紀
元
前
三
四
三
│
二
七
八
、
楚
の
詩
人
で
政
治
家
）
は
、
屈
原
の
孤
高
を
表
す
楚
辞
・「
漁
夫
辞
」
の
中
で
漁
夫
を
、

屈
原
が
国
を
逐
わ
れ
て
江
湖
を
彷
徨
っ
て
い
た
際
に
出
会
い
、
人
間
の
生
き
方
に
つ
い
て
屈
原
と
問
答
す
る
人
物
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
�
。

栖
鳳
の
複
製
色
紙
は
、
同
じ
く
落
款
か
ら
《
富
士
山
水
》《
雀
》《
鯛
》《
猿
》《
ヒ
ヨ
ー
タ
ン
か
ら
駒
出
る
》
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
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《
雀
》（
図
５
）
に
関
し
て
は
、
栖
鳳
の
雀
は
、
晩
年
に
は
「
雀
一
羽
何
百
円
と
言
っ
て
、
色
紙
短
冊
に
至
る
ま
で
高
値
の
画
題
と
さ
れ
た
ほ

ど
で
、
栖
鳳
に
と
っ
て
も
得
意
の
題
材
」
で
あ
っ
た
�
。
ま
た
、《
鯛
》（
図
６
）
で
描
か
れ
て
い
る
鯛
は
、「
め
で
た
い
と
き
の
祝
魚
」
で

あ
る
�
。《
猿
》（
図
７
）
に
描
か
れ
た
三
匹
の
猿
は
、「
見
ざ
る
、
聞
か
ざ
る
、
言
わ
ざ
る
」
の
三
猿
を
示
し
て
い
る
。《
ヒ
ヨ
ー
タ
ン
か
ら

駒
出
る
》（
図
８
）
は
、「
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
い
い
結
果
が
で
る
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
で
、
縁
起
が
良
い
こ
と
に
使
わ
れ
る
。
画
中
の
人
物
は

「
張
果
郎
」
で
唐
代
の
仙
人
�
、
常
に
白
驢
に
乗
っ
て
一
日
数
万
里
を
行
き
、
休
む
時
に
は
瓢
箪
の
中
に
白
驢
を
収
め
て
い
た
と
伝
え
ら
れ

る
。と

こ
ろ
で
、
大
観
や
栖
鳳
ら
の
複
製
色
紙
は
、
落
款
が
小
さ
く
て
、
誰
が
描
い
た
か
を
意
識
す
る
よ
り
は
、
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
に
ま

ず
観
者
の
関
心
が
向
か
う
。
そ
の
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
は
、
お
お
か
た
縁
起
の
良
い
も
の
や
伝
統
的
な
画
題
で
あ
っ
た
。

で
は
、
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
は
ど
う
か
。《
南
瓜
と
苺
》（
図
１
）
は
、
左
側
に
「
實
篤
」
と
い
う
落
款
と
白
文
方
印
の
印
章
が
あ
る
。

落
款
は
大
き
く
一
目
で
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
述
の
他
画
家
の
落
款
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
、
武
者
小
路
そ
の
人
が
描
い
て
い
る
こ
と

に
ま
ず
観
者
の
関
心
が
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
《
南
瓜
と
苺
》
で
武
者
小
路
は
、
画
面
中
央
に
南
瓜
、
左
下
に
苺
、
右
下
に
ほ
お
ず
き

を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
野
菜
・
果
物
・
果
実
は
、
家
庭
に
身
近
に
あ
っ
た
も
の
で
親
し
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
武
者
小
路
の
絵
で
「
十
八

番
の
一
つ
」
の
南
瓜
は
�
、
蔓
が
長
く
繋
が
る
た
め
「
子
孫
繁
栄
」
の
意
味
を
有
し
て
い
る
と
い
う
�
。
し
か
し
、
こ
の
絵
に
は
蔓
が
描
か

れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
よ
り
も
、
南
瓜
自
体
の
存
在
感
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
言
え
る
。
お
盆
に
皮
に
包
ま
れ
た
ほ
お
ず
き
を
死

者
の
霊
を
導
く
提
灯
に
見
立
て
、
精
霊
棚
に
飾
る
慣
習
が
あ
る
。
し
か
し
、
画
中
の
ほ
お
ず
き
は
、
皮
が
は
じ
け
て
実
が
出
て
い
る
。
ほ
お

ず
き
の
皮
は
自
然
の
力
で
弾
け
る
こ
と
か
ら
、
ほ
お
ず
き
の
生
命
力
を
視
覚
的
に
表
す
こ
と
に
、
武
者
小
路
は
重
き
を
置
い
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
苺
に
は
、
伝
統
的
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
武
者
小
路
も
ま
た
、
縁
起
の
良
い
も
の
も
描
い
て
い
る
が
、
野
菜
・
果
物
・
果
実
の
存
在
感
や
生
命
力
を
表
す
こ
と
の
方

に
、
よ
り
重
点
を
置
い
て
い
る
と
言
え
る
。
で
は
、
モ
チ
ー
フ
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
南
瓜
は
、
ゆ
っ
く
り
と
力
を
込
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め
た
抑
揚
あ
る
太
い
墨
線
で
襞
の
状
態
を
描
い
て
お
り
、
素
朴
な
力
強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
彩
色
も
、
南
瓜
の
襞
面
の
描
写
に
観
る
よ
う

に
、
そ
の
立
体
感
に
沿
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
濃
淡
が
斑
に
な
っ
て
お
り
、
輪
郭
線
の
強
さ
を
強
調
す
る
か
の
よ
う
に
施
さ
れ
た
色
の
輝
き

を
楽
し
む
素
朴
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
ほ
お
ず
き
や
苺
も
、
抑
揚
あ
る
骨
太
の
墨
線
で
描
い
て
い
る
。
苺
に
関
し
て
は
、
果
皮
の
粒
々
ま
で
を

も
小
さ
な
点
で
丁
寧
に
描
き
出
し
て
い
る
。
苺
の
本
当
の
姿
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
観
察
の
細
や
か
さ
も
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
墨
線

と
彩
色
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
者
小
路
の
筆
跡
は
目
立
つ
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
武
者
小
路
の
絵
は
、
手
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
素
朴
に
見
え
る
よ
う
な
痕
跡
・
筆
跡
を
際
立
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
観
や
栖
鳳
ら
の
複
製
色
紙
で
は
、
筆
跡
は

目
立
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
武
者
小
路
色
紙
の
絵
の
上
部
に
は
「
仲
よ
き
事
は
美
し
き
哉
」
と
い
う
賛
が
書
い
て
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
賛
は
、
武

者
小
路
の
複
製
色
紙
の
中
で
最
多
の
賛
で
、
人
間
の
友
好
関
係
を
説
く
内
容
で
あ
る
。
文
語
体
で
あ
り
な
が
ら
も
、
難
解
な
言
い
回
し
で
は

な
く
、
誰
で
も
理
解
で
き
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
賛
は
楷
書
体
に
近
い
素
朴
な
書
体
で
、
太
い
線
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
字
体
で
書
か
れ
て
い

る
。
容
易
に
読
め
、
親
し
み
や
す
く
わ
か
り
や
す
さ
に
特
徴
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
は
、
落
款
が
大
き
く
、
誰
が
描
い
て
い
る
か
が
す
ぐ
わ
か
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
そ

の
上
に
、
絵
に
は
身
近
な
野
菜
や
果
物
が
モ
チ
ー
フ
に
選
ば
れ
、
賛
に
は
わ
か
り
や
す
い
人
生
訓
が
書
か
れ
て
お
り
、
筆
跡
が
目
立
っ
て
い

る
点
に
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
る
。

第
二
章

複
製
色
紙
の
製
作
と
流
通
・
受
容
状
況

で
は
、
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
は
、
ど
の
よ
う
な
製
作
・
販
売
過
程
を
経
て
、
大
量
に
流
通
し
、
受
容
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
複
製

色
紙
を
製
作
・
販
売
し
て
い
た
会
社
は
、
東
京
の
大
塚
巧
藝
社
、
前
述
し
た
京
都
の
濱
風
商
店
な
ど
多
く
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
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で
、
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
を
多
数
販
売
し
て
い
た
濱
風
商
店
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
状
況
を
見
て
お
き
た
い
。

濱
風
商
店
は
当
時
、
掛
軸
及
び
日
本
画
等
を
取
り
扱
う
株
式
会
社
で
あ
っ
た
�
。
濱
風
ア
ー
ト
に
よ
る
と
、
東
京
で
武
者
小
路
の
複
製
画

が
販
売
さ
れ
て
い
る
の
を
知
り
、
一
九
六
〇
年
頃
か
ら
西
日
本
で
の
販
売
を
企
画
し
、
新
村
堂
（
武
者
小
路
の
著
作
権
管
理
会
社
）
を
通
じ

て
版
権
収
得
と
作
品
の
写
真
の
提
供
を
受
け
て
、
複
製
画
を
製
作
し
販
売
を
始
め
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
販
売
量
の
増
大
に
伴
い
、
紹
介
さ

れ
た
武
者
小
路
に
無
地
の
色
紙
を
渡
し
て
制
作
を
依
頼
し
、
描
か
れ
た
も
の
の
中
か
ら
売
れ
や
す
い
図
柄
や
新
図
様
を
選
別
し
て
、
そ
れ
ら

を
原
画
に
し
て
印
刷
す
る
方
法
を
採
り
、
複
製
画
を
製
作
・
販
売
し
た
と
い
う
。
何
年
か
し
て
か
ら
は
、
絵
と
賛
の
組
み
合
わ
せ
等
を
濱
風

商
店
が
指
定
し
た
り
も
し
て
い
た
。

複
製
色
紙
は
、
コ
ロ
タ
イ
プ
印
刷
と
い
う
、
網
点
を
使
用
し
な
い
で
豊
か
な
諧
調
表
現
が
可
能
と
な
っ
た
技
術
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
て
い

た
�
。
松
根
格
氏
は
、
コ
ロ
タ
イ
プ
印
刷
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
�
。

コ
ロ
タ
イ
プ
印
刷
（C

ollotype,
Photogelatin

printing

）
は
、
ゼ
ラ
チ
ン
を
版
面
と
す
る
印
刷
法
で
、
一
八
七
六
年
に
ド
イ
ツ
の

ヨ
セ
フ
・
ア
ル
バ
ー
ト
（J.
A
lbert

）
が
発
明
し
た
。
ゼ
ラ
チ
ン
と
重
ク
ロ
ム
酸
カ
リ
、
重
ク
ロ
ム
酸
ア
ン
モ
ン
で
作
っ
た
感
光
液
を

ガ
ラ
ス
板
に
塗
布
し
、
加
熱
乾
燥
さ
せ
る
と
、
感
光
膜
表
面
に
微
細
な
「
し
わ
」
│
│
ち
ぢ
み
が
で
き
る
。
そ
れ
に
写
真
ネ
ガ
を
密
着

し
露
光
す
る
と
、
光
の
当
た
る
部
分
の
ゼ
ラ
チ
ン
が
硬
化
し
、
水
を
受
け
付
け
な
く
な
る
。
こ
れ
を
水
洗
現
像
し
て
乾
燥
さ
せ
る
と
印

刷
版
が
で
き
あ
が
る
。
こ
の
版
に
グ
リ
セ
リ
ン
と
水
で
作
る
湿
し
水
を
与
え
る
と
、
水
を
受
け
付
け
た
部
分
は
わ
ず
か
に
膨
張
し
て
イ

ン
キ
が
付
か
な
く
な
り
、
硬
化
し
た
部
分
の
「
し
わ
」
に
だ
け
イ
ン
キ
が
入
る
。﹇
…
﹈
階
調
は
版
面
が
光
で
硬
化
し
た
度
合
い
に
よ

っ
て
、
水
を
含
む
量
が
微
妙
に
変
化
し
、「
し
わ
」
が
変
化
す
る
の
で
、
イ
ン
キ
の
付
着
量
が
変
わ
り
濃
淡
が
得
ら
れ
る
。
こ
れ
は
網

点
が
な
く
連
続
階
調
で
あ
る
。
そ
し
て
圧
を
加
え
て
印
刷
を
す
る
。

濱
風
商
店
は
、
こ
の
よ
う
な
コ
ロ
タ
イ
プ
印
刷
で
、
基
本
的
に
は
原
画
が
絹
に
描
か
れ
た
も
の
は
絹
へ
、
紙
の
も
の
は
紙
へ
印
刷
し
色
紙

に
仕
立
て
し
て
、
そ
の
後
に
手
彩
色
を
施
し
て
い
た
。

武者小路実篤の複製色紙が流行した一条件 ― ４２２ ―



こ
の
よ
う
に
製
作
さ
れ
た
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
・
工
芸
画
を
、
濱
風
商
店
は
、
全
国
の
百
貨
店
や
民
芸
店
、
絵
画
関
係
の
店
や
額
縁
画

材
店
、
鏡
店
、
ガ
ラ
ス
店
な
ど
に
卸
売
を
し
て
い
た
。
当
初
は
、
現
物
を
持
っ
て
各
店
を
訪
問
し
て
販
売
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い

う
。
し
か
し
、
種
類
が
増
え
て
来
た
の
で
、
電
話
や
葉
書
等
に
よ
る
注
文
に
対
応
す
る
た
め
、
工
芸
画
を
品
番
化
し
て
、
よ
り
一
層
の
販
売

促
進
を
図
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
各
得
意
先
用
に
前
述
し
た
と
こ
ろ
の
カ
タ
ロ
グ
を
一
九
六
六
年
に
作
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
カ
タ
ロ
グ

が
、
大
量
の
販
売
を
促
進
し
、
昭
和
四
〇
年
代
に
は
販
売
価
格
五
〇
〇
円
で
�
、
年
間
五
万
枚
強
を
百
貨
店
や
専
門
店
を
通
じ
て
販
売
し
て

い
た
。

先
行
研
究
に
よ
る
と
、
一
九
五
〇
年
頃
か
ら
、
武
者
小
路
の
複
製
品
│
│
色
紙
、
カ
レ
ン
ダ
ー
、
風
呂
敷
、
便
箋
封
筒
な
ど
│
│
が
世
に

出
回
り
始
め
、
一
九
七
〇
年
頃
に
は
下
火
に
な
っ
た
と
い
う
�
。
な
か
で
も
複
製
色
紙
は
豊
富
な
種
類
が
販
売
さ
れ
、
最
盛
期
に
は
年
間
十

五
万
枚
以
上
と
い
っ
た
大
量
の
売
上
が
あ
っ
た
�
。
志
賀
直
哉
（
一
八
八
三
│
一
九
七
一
）
は
、「
ど
こ
の
デ
パ
ー
ト
に
行
っ
て
も
、
武
者

の
い
ろ
ん
な
複
製
品
が
氾
濫
し
て
い
る
」
と
語
り
�
、
中
川
一
政
（
一
八
九
三
│
一
九
九
一
）
は
一
九
五
五
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

た
�
。

武
者
さ
ん
の
繪
は
氣
が
つ
け
ば
す
ぐ
わ
か
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
ず
ゐ
分
普
及
し
た
も
の
だ
。
仙
崖
は
九
州
、
白
隠
は
伊
豆
、
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
地
方
だ
け
で
普
及
し
て
ゐ
た
も
の
だ
ら
う
が
、
武
者
さ
ん
の
繪
は
今
や
日
本
全
土
に
普
及
し
て
ゐ
る
。
ど
こ
の
デ
パ
ー
ト
に

い
つ
て
も
一
二
點
見
な
い
こ
と
は
な
く
、
思
ひ
が
け
な
い
と
こ
ろ
で
逢
ふ
。

こ
の
文
章
か
ら
は
、
武
者
小
路
の
複
製
品
の
販
売
網
が
全
国
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
、
主
に
百
貨
店
で
販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
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第
三
章

色
紙
の
受
容
│
│
色
紙
の
歴
史
と
文
化
か
ら
│
│

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
が
大
量
に
流
通
し
て
受
容
さ
れ
た
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
筆
跡
が
目
立

っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、
色
紙
の
歴
史
と
文
化
の
観
点
か
ら
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

色
紙
に
は
書
の
み
と
絵
を
加
え
た
も
の
、
絵
の
み
の
も
の
の
三
種
が
あ
り
、
書
の
色
紙
で
は
和
歌
や
俳
句
、
詩
句
、
格
言
を
書
い
た
も
の

が
多
い
。
江
戸
時
代
以
前
の
多
く
の
色
紙
は
、
模
様
の
あ
る
薄
い
紙
で
大
き
さ
も
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
�
。
色
紙
が
現
れ
た

の
は
平
安
時
代
で
、
室
町
時
代
以
降
盛
ん
に
な
り
、
各
々
の
色
紙
に
三
十
六
歌
仙
の
歌
や
十
二
ヶ
月
の
季
節
の
折
々
の
歌
を
書
い
て
組
み
合

わ
せ
た
り
し
て
い
た
�
。

こ
こ
で
、
書
の
色
紙
と
し
て
有
名
な
藤
原
定
家
（
一
一
六
二
│
一
二
四
一
）
の
小
倉
色
紙
に
注
目
し
た
い
。
小
倉
色
紙
は
、
定
家
が
百
人

一
首
の
選
を
し
た
際
、
各
々
の
歌
を
各
色
紙
に
書
き
、
小
倉
山
荘
の
障
子
に
押
し
た
と
の
伝
承
が
あ
る
�
。
そ
の
料
紙
は
多
種
多
様
で
、
金

・
銀
の
砂
子
を
撒
き
、
切
箔
や
野
毛
を
置
き
、
文
様
を
描
い
た
美
し
い
も
の
や
唐
紙
等
が
あ
っ
た
。
小
倉
色
紙
は
、
室
町
時
代
に
な
る
と
多

く
持
て
は
や
さ
れ
、
茶
会
記
に
は
、「
定
家
色
紙
」「
定
家
ノ
色
紙
」
な
ど
の
記
述
が
見
え
、
茶
掛
け
（
茶
室
の
床
に
掛
け
る
軸
）
と
し
て
茶

人
等
に
賞
翫
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
�
。
堀
江
知
彦
氏
は
、
古
今
を
問
わ
ず
茶
人
が
定
家
作
品
を
崇
拝
し
た
理
由
を
、
定
家
の
書
風

（
癖
の
あ
る
線
質
）
に
あ
る
と
見
て
い
る
�
。

こ
の
よ
う
に
、
色
紙
受
容
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
小
倉
色
紙
に
顕
著
な
よ
う
に
、
色
紙
に
書
か
れ
た
線
質
・
筆
跡
を
賞
翫
し
、
そ
れ
を

所
有
す
る
こ
と
が
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
筆
跡
と
は
、
制
作
者
と
色
紙
と
が
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
制
作
者
が
残
し
た
痕
跡
で
あ
る
。
そ
れ
を
重
ん
じ
て
観
賞
し
よ
う
と
す
る
傾
向
か
ら
わ
か
る
の
は
、
筆
跡
の
視
覚
的
特
徴
だ
け
で

な
く
、
そ
れ
を
制
作
し
た
制
作
者
が
色
紙
と
直
接
に
接
触
し
て
い
る
と
い
う
面
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
色
紙
の
受
容
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態
度
は
、
近
代
・
現
代
に
も
共
通
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

明
治
時
代
に
な
る
と
、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
厚
紙
を
台
紙
に
し
た
方
形
の
色
紙
が
現
れ
た
�
。
明
治
時
代
以
降
に
お
け
る

『
讀
賣
新
聞
』
と
『
朝
日
新
聞
』
の
記
事
を
調
査
す
る
と
�
、
早
い
時
期
に
色
紙
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
一
八
九
三
年
に
、
ア
メ
リ
カ

コ
ロ
ン
ブ
ス

の
シ
カ
ゴ
で
開
催
さ
れ
た
閣
龍
大
博
覧
会
へ
「
皇
后
宮
陛
下
に
ハ
色
紙
及
び
短
冊
へ
御
歌
を
御
染
筆
遊
ば
さ
れ
し
も
の
を
御
出
品
」
と
あ
る

記
事
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
�
。
そ
れ
以
降
、
書
籍
で
色
紙
の
書
き
方
や
使
用
方
法
が
紹
介
さ
れ
る
も
の
が
現
れ
た
り
、
軍
事
に
関
連
し

て
そ
の
協
力
要
請
や
感
謝
を
示
す
目
的
で
色
紙
が
贈
ら
れ
た
り
す
る
な
ど
、
色
紙
は
庶
民
や
大
衆
に
身
近
な
も
の
と
し
て
広
が
っ
て
い
っ

た
。
さ
ら
に
は
、
福
祉
慈
善
事
業
の
基
金
、
個
人
や
集
団
、
法
人
の
文
化
後
援
基
金
を
集
め
る
目
的
で
色
紙
が
展
示
即
売
さ
れ
る
よ
う
に
も

な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
近
代
・
現
代
に
お
け
る
色
紙
受
容
の
在
り
様
を
、
一
九
六
三
年
に
日
本
近
代
文
学
館
が
主
催
し
た
現
代
文
芸
家
色
紙
展
に
注

目
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
色
紙
展
は
、
作
家
、
評
論
家
、
詩
人
、
歌
人
、
俳
人
を
中
心
に
、
画
家
や
音
楽
家
も
加
え
た
一
五
〇
人
の

色
紙
約
千
枚
を
、
東
京
・
池
袋
の
西
武
百
貨
店
で
展
示
即
売
し
た
も
の
で
、
日
本
近
代
文
学
館
の
設
立
基
金
の
足
し
に
す
る
目
的
で
開
催
さ

れ
た
�
。
そ
の
時
の
記
事
で
記
者
は
、「
こ
れ
ら
の
色
紙
が
だ
れ
で
も
買
え
る
こ
と
だ
。
も
っ
と
も
希
望
者
が
多
い
も
の
は
入
札
に
な
る
が
、

と
に
か
く
、
好
き
な
作
家
や
画
家
の
色
紙
が
手
に
入
り
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
文
言
か
ら
は
、「
好
き
な
作
家
や
画
家
の
色
紙
」
を
所
有

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
大
衆
が
多
い
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ま
た
、
こ
の
記
事
で
は
、
こ
の
色
紙
展
の
魅
力
は
、
大
家
か
ら
若

手
作
家
に
い
た
る
日
本
の
現
代
作
家
の
ほ
と
ん
ど
全
員
の
筆
跡
が
一
時
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
、「
ふ
だ
ん
活
字
で
し
か
接
し
ら
れ
な
い
文
学

者
の
い
ぶ
き
を
じ
か
に
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
衆
が
色
紙
で
、
好
き
な
文
学
者
の
「
い
ぶ
き
を

じ
か
に
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
筆
跡
・
痕
跡
を
賞
翫
し
、
所
有
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一
番
入
札
者
が
多
か
っ
た
の

は
谷
崎
潤
一
郎
（
一
八
八
六
│
一
九
六
五
）、
続
い
て
川
端
康
成
（
一
八
九
九
│
一
九
七
二
）、
武
者
小
路
実
篤
、
井
伏
鱒
二
（
一
八
九
八
│

一
九
九
三
）
の
作
品
だ
っ
た
と
い
う
�
。
武
者
小
路
の
色
紙
も
ま
た
、
武
者
小
路
の
「
い
ぶ
き
を
じ
か
に
感
じ
と
る
こ
と
」
を
求
め
る
大
衆

― ４２５ ― 武者小路実篤の複製色紙が流行した一条件



に
人
気
が
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
本
論
で
採
り
上
げ
た
複
製
色
紙
は
、
複
製
と
い
う
点
で
こ
の
よ
う
な
色
紙
と
は
異
な
る
と
い
う
意
見
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
当
時
、
複
製
色
紙
の
筆
跡
も
肉
筆
と
同
様
に
、
制
作
者
の
痕
跡
を
通
じ
て
「
い
ぶ
き
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
と
し

て
受
容
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。『
日
本
文
学
色
紙
全
集
』
は
、
一
九
六
八
年
に
明
治
百
年
記
念
出
版
と
し
て
講
談
社
と
日
本
近
代
文
学

館
が
提
携
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
�
。
そ
こ
に
は
、
武
者
小
路
を
含
む
五
〇
人
の
文
豪
の
複
製
色
紙
が
一
人
二
枚
ず
つ
計
百
枚
入
っ
て

お
り
、
講
談
社
は
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
で
、「
現
代
の
最
高
技
術
を
尽
し
た
巧
緻
な
芸
術
印
刷
、
巧
芸
版
に
よ
り
、
文
豪
の
真
筆
を
完
璧
に
復
元

し
た
」
と
謳
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
巧
芸
版
」
と
は
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
・
工
芸
画
と
同
じ
製
作
手
法
で
あ
る
。
ま
た
、
リ
ー
フ
レ

ッ
ト
の
解
説
の
中
で
伊
藤
整
（
一
九
〇
五
│
一
九
六
九
）
は
、
文
豪
た
ち
の
書
が
各
々
の
生
き
方
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
語
っ
た
上
で
、

「
こ
れ
ら
の
書
を
床
の
間
、
壁
間
に
掲
げ
れ
ば
、
尊
敬
し
信
愛
す
る
そ
の
人
の
前
に
い
る
か
の
よ
う
な
実
感
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
」
と
述

べ
、
色
紙
受
容
に
際
し
て
書
か
ら
制
作
者
の
「
存
在
感
」
が
感
じ
取
れ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
複
製
に
な
っ
て
も
制
作
者
の
筆
跡
を
賞
翫
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
制
作
者
の
「
い
ぶ
き
」
を
感
じ
取
ろ
う
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
も
こ
の
よ
う
な
色
紙
文
化
の
伝
統
の
中
で
受
容
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
も
そ
も
武
者
小
路

の
絵
は
筆
跡
が
目
立
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
観
者
に
と
っ
て
、
武
者
小
路
の
痕
跡
を
比
較
的
容
易
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
た
の

で
あ
り
、
制
作
者
の
「
い
ぶ
き
」
を
求
め
る
大
衆
の
欲
望
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

本
論
で
は
、
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
が
流
行
し
た
の
は
な
ぜ
か
を
、
色
紙
の
受
容
の
在
り
様
か
ら
考
察
し
、
目
立
つ
筆
跡
が
制
作
者
の

「
い
ぶ
き
」
を
求
め
る
大
衆
の
欲
望
に
合
致
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
、
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複
製
色
紙
が
流
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
条
件
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
武
者
小
路
の
絵
と
賛
に
感
じ
ら
れ
た
素
朴
な
力
強
さ
と
親
し
み
や
す
さ
を
、
観
者
・
大
衆
は
ど
う
解
釈
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
一
九
四
〇
年
と
時
期
は
遡
る
が
、
次
の
よ
う
な
批
評
が
あ
る
�
。

武
者
小
路
氏
の
繪
畫
は
斯
く
愉
し
氣
で
あ
り
、
歡
び
に
溢
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
描
か
れ
た
も
の
何
一
つ
と
し
て
無
縫
の
愛
心
の
結

實
な
ら
ざ
る
も
の
は
な
い
。
柿
一
つ
、
玉
葱
一
つ
、
あ
る
ひ
は
一
枝
の
野
菊
、
そ
の
す
べ
て
が
有
の
儘
、
見
た
儘
に
描
か
れ
、
自
然
そ

の
ま
ゝ
の
、
乃
至
は
武
者
小
路
氏
の
性
格
そ
の
ま
ゝ
の
朴
直
さ
に
溢
れ
て
ゐ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
作
品
に
感
じ
ら
れ
る
性
質
は
、
武
者
小
路
自
身
の
性
格
を
表
出
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
作
品
の
美

的
性
質
と
制
作
者
の
性
格
・
生
き
方
を
因
果
関
係
で
結
び
付
け
る
論
理
は
、
批
評
家
の
見
解
が
大
衆
の
考
え
を
代
表
し
た
り
、
大
衆
の
絵
画

観
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
見
な
す
と
、
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
を
観
る
大
衆
に
共
通
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

武
者
小
路
の
複
製
色
紙
を
求
め
た
大
衆
は
、
武
者
小
路
の
絵
と
賛
に
感
じ
ら
れ
た
素
朴
な
力
強
さ
親
し
み
や
す
さ
に
、
武
者
小
路
自
身
の
人

間
性
を
感
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
の
人
間
性
と
は
、「
仲
よ
き
事
は
美
し
き
哉
」「
共
に
咲
く
喜
び
」

の
賛
で
示
さ
れ
る
〈
人
間
の
友
好
関
係
〉
や
、
野
菜
・
果
物
の
絵
に
「
君
は
君

我
は
我
也

さ
れ
ど
仲
よ
き
」
の
賛
で
示
さ
れ
る
〈
個
性

を
尊
重
す
る
友
好
関
係
〉、
原
稿
を
置
い
た
経
机
の
絵
に
「
勉
強
勉
強
勉
強
勉
強
の
み
よ
く
竒
蹟
を
生
む
」
の
賛
で
示
さ
れ
る
〈
人
間
の
弛

ま
ぬ
努
力
〉、
山
の
絵
に
「
こ
の
道
よ
り
我
を
生
か
す
道
な
し

こ
の
道
を
歩
く
」
の
賛
で
示
さ
れ
る
〈
道
を
究
め
る
決
意
〉、
と
い
っ
た

〈
人
間
の
理
想
や
幸
福
〉
を
わ
か
り
や
す
く
説
く
素
朴
さ
を
信
条
と
す
る
人
間
性
で
あ
っ
た
。

一
九
五
五
年
の
雑
誌
記
事
に
は
、「
人
生
論
が
こ
ん
な
に
熱
心
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
若
い
人
々
が
、「
人
生
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
に

つ
い
て
深
く
惱
ん
で
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
書
い
て
あ
る
�
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
に
人
生
論
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
加
味

す
れ
ば
、
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
が
流
行
し
た
の
は
、〈
人
間
の
理
想
や
幸
福
〉
を
わ
か
り
や
す
く
説
く
武
者
小
路
の
絵
と
賛
が
、
い
か
に

生
き
る
べ
き
か
を
希
求
す
る
大
衆
に
と
っ
て
、
精
神
的
支
柱
に
な
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

― ４２７ ― 武者小路実篤の複製色紙が流行した一条件



ま
た
、
武
者
小
路
は
大
き
な
落
款
で
誰
が
描
い
た
か
が
即
座
に
わ
か
る
複
製
色
紙
を
制
作
し
て
い
た
。
デ
ブ
ラ
・
モ
デ
ル
モ
グ
（D

ebra

A
.
M
oddelm

og

）
は
、
作
者
の
名
前
は
、
作
者
で
な
い
者
の
固
有
名
詞
と
は
異
な
り
、
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
に
あ
る
特
定
の
権
威
を
与
え
る
と

語
っ
て
い
る
�
。
す
な
わ
ち
、
武
者
小
路
の
名
前
・
落
款
は
、
描
か
れ
て
い
る
絵
画
が
技
巧
的
に
拙
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
色
紙
に
特

定
の
権
威
を
与
え
、
そ
れ
を
文
豪
の
描
い
た
芸
術
作
品
と
し
て
観
者
に
認
識
さ
せ
る
役
割
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
大
衆
に

流
行
し
て
い
た
の
は
複
製
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
複
製
に
な
っ
て
も
制
作
者
の
筆
跡
を
賞
翫
し
て
、
制
作
者
の
「
い
ぶ
き
」
を
感
じ
取
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
複
製
で
あ
っ
て
も
、
制
作
者
の
名
前
お
よ
び
性
格
・
生
き
方
や
絵
画
か
ら
感
じ
取
ら
れ
る
生
き
方
の
指
針
が
、
大
衆
に

と
っ
て
絵
画
を
購
入
す
る
基
準
の
一
つ
に
な
っ
て
お
り
、
絵
画
を
受
容
す
る
際
の
欲
望
の
在
り
処
で
あ
る
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
別
稿
で
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

註�

藤
田
一
人
「
大
衆
万
歳
！

実
篤
万
歳
�
」『
月
刊
美
術
』、
一
九
九
六
年
九
月
、
五
六
頁
。

�

伊
藤
陽
子
「
街
に
あ
ふ
れ
た
実
篤
」、
調
布
市
武
者
小
路
実
篤
記
念
館
編
『
絵
皿
・
看
板
・
包
装
紙
│
街
に
あ
ふ
れ
た
実
篤
展
』、
調
布
市
武
者
小
路

実
篤
記
念
館
、
一
九
九
九
年
、
二
│
三
頁
。

�

も
っ
と
も
、
カ
タ
ロ
グ
の
四
頁
が
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
で
確
認
で
き
な
か
っ
た
ゆ
え
、
実
質
的
に
は
そ
れ
に
加
え
て
十
二
点
ほ
ど
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

�

森
充
代
「
横
山
大
観
と
大
正
期
の
富
士
│
《
群
青
富
士
》
を
中
心
に
」、
静
岡
県
立
美
術
館
編
『
富
士
山
の
絵
画
│
収
蔵
品
図
録
』、
静
岡
県
立
美
術

館
、
二
〇
〇
四
年
、
十
六
頁
。

�

宮
崎
法
子
『
花
鳥
・
山
水
画
を
読
み
解
く
│
中
国
絵
画
の
意
味
』、
角
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
六
一
頁
。

�

平
野
重
光
「
テ
ー
マ
別
作
品
解
説
」、
河
北
倫
明
、
平
山
郁
夫
監
修
『
巨
匠
の
日
本
画
﹇
１
﹈
竹
内
栖
鳳
』、
学
習
研
究
社
、
一
九
九
四
年
、
一
〇
四

頁
。

	

飯
島
勇
・
平
野
重
光
編
『
二
〇
世
紀
日
本
の
美
術
１

横
山
大
観
／
竹
内
栖
鳳
』、
集
英
社
、
一
九
八
七
年
、
頁
数
な
し
。
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�

時
田
昌
瑞
『
日
本
の
こ
と
わ
ざ
│
絵
と
図
像
の
文
化
』、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
九
年
、
三
八
│
三
九
頁
。

�

武
者
小
路
実
篤
「
自
分
の
画
集
に
就
て
」、
武
者
小
路
『
武
者
小
路
実
篤
全
集

第
十
二
巻
』、
小
学
館
、
一
九
八
九
年
、
五
五
六
頁
﹇
初
出：

武
者

小
路
『
武
者
小
路
実
篤
画
集
と
画
論
』、
座
右
宝
刊
行
会
、
一
九
四
二
年
﹈。

�

増
渕
鏡
子
、
堀
宜
雄
編
『
田
園
の
夢：

開
館
二
十
周
年
記
念
』、
福
島
県
立
美
術
館
、
二
〇
〇
四
年
、
四
二
頁
。

�

濱
風
ア
ー
ト
の
複
製
色
紙
に
関
す
る
情
報
は
、
資
料
の
提
供
も
含
め
、
濱
風
ア
ー
ト
の
濱
風
勝
氏
に
よ
る
。

�

濱
風
商
店
・
濱
風
ア
ー
ト
は
、
一
九
七
五
年
頃
以
降
、
武
者
小
路
の
複
製
色
紙
の
製
作
方
法
を
、
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
プ
ラ
ス
特
色
刷
り
で
原
紙
を
製

作
し
、
手
彩
色
を
施
す
方
法
に
変
更
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

�

松
根
格
「
コ
ロ
タ
イ
プ
印
刷
」、
中
原
雄
太
郎
ほ
か
監
修
『『
印
刷
雑
誌
』
と
そ
の
時
代
│
実
況
・
印
刷
の
近
現
代
史
』、
二
〇
〇
七
年
、
六
七
│
六
八

頁
。

�

一
九
六
六
年
の
男
性
大
卒
事
務
系
の
平
均
初
任
給
は
二
六
六
六
三
円
で
、
二
〇
〇
四
年
の
大
卒
事
務
系
の
平
均
初
任
給
は
二
〇
三
五
三
七
円
で
あ
る

こ
と
か
ら
換
算
す
る
と
、
二
〇
〇
四
年
時
点
で
そ
の
価
格
は
約
三
八
〇
〇
円
相
当
に
な
る
﹇
甲
賀
忠
一
、
制
作
部
委
員
会
編
『
物
価
の
文
化
史
事

典
』、
展
望
社
、
二
〇
〇
八
年
、
四
四
四
│
四
四
五
頁
﹈。

�

伊
藤
「
街
に
あ
ふ
れ
た
実
篤
」、
前
掲
、
二
頁
。

	

藤
田
「
大
衆
万
歳
！

実
篤
万
歳


」、
前
掲
、
五
六
頁
。

�

藤
田
「
大
衆
万
歳
！

実
篤
万
歳


」、
前
掲
、
五
六
頁
。

�

中
川
一
政
「
畫
家
と
し
て
の
武
者
小
路
實
篤
」『
文
藝
』、
一
九
五
五
年
七
月
、
六
一
頁
。



堀
江
知
彦
「
色
紙
漫
語
」『M

useum

』（
東
京
国
立
博
物
館
研
究
誌
）、
一
九
五
八
年
五
月
、
一
九
頁
。

�

堀
江
知
彦
『
色
紙
・
短
冊
・
書
状
』、
東
京
書
籍
、
一
九
八
六
年
、
二
〇
頁
。

�

堀
江
『
色
紙
・
短
冊
・
書
状
』、
前
掲
、
二
二
頁
。

�

堀
江
『
色
紙
・
短
冊
・
書
状
』、
前
掲
、
二
〇
│
二
二
頁
。

�

堀
江
『
色
紙
・
短
冊
・
書
状
』、
前
掲
、
二
三
頁
。

�

堀
江
「
色
紙
漫
語
」、
前
掲
、
十
九
頁
。
方
寸
に
は
二
種
類
あ
り
、
大
は
縦
約
二
〇
�
横
約
十
七
�
、
小
は
縦
約
十
八
�
横
約
十
六
�
で
あ
る
が
、
現

在
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
方
寸
は
縦
約
二
七
�
横
約
二
四
�
で
、
武
者
小
路
も
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
そ
の
方
寸
の
色
紙
を
使
用
し
て
い
た
。

�
『
讀
賣
新
聞
』
の
記
事
は
「
ヨ
ミ
ダ
ス
歴
史
館
（
読
売
新
聞
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）」
で
、『
朝
日
新
聞
』
の
記
事
は
「
朝
日
新
聞
記
事
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

聞

― ４２９ ― 武者小路実篤の複製色紙が流行した一条件



蔵
�
ビ
ジ
ュ
ア
ル
」
で
、「
色
紙
」
と
い
う
言
葉
で
検
索
し
た
。

�
『
讀
賣
新
聞
』、
一
八
九
三
年
二
月
十
九
日
付
録
一
面
。

�
『
讀
賣
新
聞
』、
一
九
六
三
年
七
月
十
九
日
夕
刊
七
面
。

�
『
讀
賣
新
聞
』、
一
九
六
三
年
八
月
九
日
夕
刊
七
面
。

�

日
本
近
代
文
学
館
編
『
日
本
文
学
色
紙
全
集
』、
講
談
社
、
一
九
六
八
年
。

�

無
署
名
「
武
者
小
路
實
篤
氏

日
本
畫
個
展
」『
塔
影
』、
一
九
四
〇
年
二
月
、
四
五
頁
。

�

無
署
名
「
人
生
論
の
流
行
」『
藝
術
新
潮
』、
一
九
五
五
年
六
月
、
十
八
頁
。

�

D
ebra

A
.
M
oddelm

og,
Reading

D
esire

:
In
Pursuit

of
Ernest

H
em
ingw

ay,
Ithaca

and
London

:
C
ornell

U
niversity

Press,
1999,

p.19.

﹇
デ
ブ
ラ
・
モ
デ
ル
モ
グ
『
欲
望
を
読
む
│
作
者
性
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
そ
し
て
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
』、
島
村
法
夫
／
小
笠
原
亜
衣
訳
、
松
柏
社
、

二
〇
〇
三
年
、
三
七
頁
﹈。

武者小路実篤の複製色紙が流行した一条件 ― ４３０ ―



図 1 武者小路実篤《南
瓜と苺》 濱風商店製

図 4 横山大観《魚夫》
濱風商店製

図 7 竹内栖鳳《猿》 濱
風商店製

図 2 武者小路実篤《ば
ら》 大塚巧藝社製

図 5 竹内栖鳳《雀》 濱
風商店製

図 8 竹内栖鳳《ヒヨー
タンから駒出る》 濱風商
店製

図 3 横山大観《富士山》
濱風商店製

図 6 竹内栖鳳《鯛》 濱
風商店製

― ４３１ ― 武者小路実篤の複製色紙が流行した一条件




