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は
じ
め
に

　
木
村
荘
八
の《
樹
の
風
景
》は
二
○
一
一（
平
成
二
三
）年
度
、
当
館
に
収
蔵
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
緑
色
を
基
調
に
、
枝

分
か
れ
す
る
樹
々
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
が
、
筆
者
は
描
か
れ
た
モ
チ
ー
フ
と
は
別
に
、
表
面
の
絵
具
層
に
妙
な
違
和

感
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
違
和
感
が
は
っ
き
り
し
た
の
は
写
真
撮
影
の
時
で
あ
っ
た
。
作
品
に
当
て
た
照
明
の
反
射
が
、

表
層
の
絵
と
は
無
関
係
に
現
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
描
か
れ
た
樹
々
の
絵
具
層
と
は
異
な
る
凹
凸
が
存
在
す

る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
下
層
に
ほ
か
の
図
像
が
あ
る
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
詳
し

く
み
て
い
く
が
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
裏
面
に
は
作
品
名
と
思
わ
れ
る「
と
た
ん
屋
根
」と
い
う
文
字
が
記
さ
れ
て
お
り
、
お
そ

ら
く
以
前
は
こ
の
作
品
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
第
二
回
フ
ュ
ウ
ザ
ン
会
目
録
を

参
照
す
る
と
、
木
村
荘
八
は《
亜
鉛
屋
根
》と
い
う
作
品
を
出
品
し
て
い
る1
。
屋
根
に
葺
か
れ
る
亜
鉛
と
い
え
ば
、
亜
鉛
に

よ
っ
て
め
っ
き
さ
れ
た
鉄
板
で
あ
る〝
ト
タ
ン
〞の
こ
と
を
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う2
。
よ
っ
て
、
絵
具
層
の
凹
凸
と
裏

面
の
文
字
情
報
を
ふ
ま
え
る
と《
樹
の
風
景
》の
下
層
に
は
他
の
図
像
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
第
二

回
フ
ュ
ウ
ザ
ン
会
出
品
作
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
当
館
で
は
、
下
層
の
図
像
を
調
べ
る
た
め
に
X
線
透
過
撮
影
を
行
っ
た
。
本
稿
は
、《
樹
の
風
景
》撮

影
調
査
の
結
果
か
ら
、
作
品
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

作
品
の
構
造

　
こ
の
作
品
は
、
経
糸
が
一
㎝2

あ
た
り
十
三
本
、
緯
糸
が
十
六
本
の
平
織
り
の
麻
布
を
支
持
体
と
し
た
油
彩
画
で
あ
る

（
挿
図
1
）。
画
面
の
寸
法
は
四
五
四
㎜
×
三
三
四
㎜
で
あ
り
、
木
枠
に
張
り
込
ま
れ
て
い
る
。
作
品
は
、
支
持
体
の
麻
布
、

白
色
の
地
塗
層
、
絵
具
層
、
ワ
ニ
ス
層
か
ら
成
る
。
支
持
体
は
洋
釘
で
木
枠
に
留
め
ら
れ
て
お
り
、
全
て
の
釘
に
錆
が
み

ら
れ
る
。
地
塗
層
は
摩
耗
し
、
部
分
的
に
支
持
体
の
地
が
露
出
し
て
い
る
。
凹
凸
の
は
っ
き
り
し
た
筆
致
が
残
る
絵
具
層

報
告‒

木
村
荘
八《
樹
の
風
景
》に
つい
て‒

報
告‒
木
村
荘
八《
樹
の
風
景
》に
つ
い
て‒

　
　

　
安
藤
　
里
恵
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に
は
深
い
亀
裂
が
は
し
り
、
右
辺
上
部
お
よ
び
下
辺
の
署

名
部
分
に
は
そ
れ
ぞ
れ
三
㎜
大
の
剥
落
が
あ
る
。
左
辺
で

は
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
端
ま
で
絵
具
が
の
っ
て
お
り
、
そ
の
先

は
切
り
取
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ヴ
ァ
ス
耳
部
分
に
塗
ら
れ

た
緑
色
の
絵
具
に
は
亀
裂
や
欠
損
が
あ
る（
挿
図
2
）。
画

面
周
縁
部
で
は
、
縁
か
ら
三
〜
五
㎜
幅
に
わ
た
り
絵
具
層

及
び
地
塗
層
が
失
わ
れ
て
い
る
。
ワ
ニ
ス
層
は
全
体
的
に

埃
で
汚
れ
、
黄
変
し
て
い
る
。
署
名
は
、
年
号
一
桁
部
分
が

不
鮮
明
で
読
み
取
り
に
く
い
状
態
で
は
あ
る
が
、
画
面
左

下
に「5.5.1913 Shohachi

」と
黒
色
絵
具
に
よ
っ
て
書
か

れ
て
い
る（
挿
図
3
）。

　
斜
光
線
に
よ
る
観
察（
挿
図
4
）で
は
表
層
の
樹
々
の
形

と
は
無
関
係
な
凹
凸
が
あ
ら
わ
れ
る
。
無
数
の
亀
裂
が
画

面
を
横
断
し
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
縦
断
す
る
二
本
の
折
れ
跡

が
み
ら
れ
る
。

　
作
品
裏
面（
挿
図
5
）に
は
三
枚
の
紙
が
木
枠
に
添
付
さ

れ
て
い
る
。
上
部
左
の
紙
に
は「
樹
の
風
景

　
大
2

　
木
村

荘

八
　Landscape w

ith trees 1913

　K
IM
U
R
A
, 

Shôhachi

」と
書
か
れ
る
。
一
部
は
接
続
が
外
れ
て
お
り
、

紙
も
黄
変
し
始
め
て
い
る
。
上
部
中
央
に
は「
樹
の
風
景

　

草
土
社（191

□
）」と
書
か
れ
た
木
村
荘
八
遺
作
展
の
ラ
ベ

ル
が
あ
る
。
こ
こ
に
書
か
れ
た
制
作
年
の
年
号
一
桁
の
部

分
は「
4
」と
他
の
数
字
が
重
ね
書
き
さ
れ
て
お
り
、
は
っ

き
り
と
わ
か
ら
な
い
。
上
部
右
に
は
木
村
の
名
刺
が
貼
ら

れ
る
。
木
村
の
名
前
と
住
所
が
印
刷
さ
れ
、「
樹
の
風
景
」の

鉛
筆
書
き
が
あ
り
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
木
枠
下
辺
に
は

報
告‒

木
村
荘
八《
樹
の
風
景
》に
つい
て‒

挿図2　側面部分挿図3　画面左下、署名部分

挿図4　斜光線による撮影

報
告‒

木
村
荘
八《
樹
の
風
景
》に
つい
て‒

挿図1　通常光による撮影

「S

・K
im
ura 1914

」と
書
か
れ
て
い
る
。

　
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
裏
面
で
は
、
上
部
中
央
に
不
鮮
明
で
は

あ
る
が
黒
色
で「
と
た
ん
屋
根
」、
下
部
に「
木
村
」と
書
か

れ
て
い
る（
挿
図
6
）。
裏
面
に
あ
ら
わ
れ
た
し
み
は
、
絵
具

の
亀
裂
に
沿
っ
た
も
の
と
輪
郭
の
は
っ
き
り
し
な
い
も
の

と
の
二
種
類
が
全
体
に
広
が
っ
て
い
る
。
絵
具
の
亀
裂
と

呼
応
す
る
よ
う
に
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
下
部
に
向
か
う
に
つ
れ

横
に
走
る
し
み
が
多
く
み
ら
れ
る
。
裏
面
全
体
に
埃
が
付

着
し
て
汚
れ
て
お
り
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
地
は
柔
軟
性
を
失
い

硬
化
し
て
い
る
。

挿図5　カンヴァス裏面挿図6　カンヴァス裏面に記された文字



62

研
究
紀
要

63

研
究
紀
要

に
は
深
い
亀
裂
が
は
し
り
、
右
辺
上
部
お
よ
び
下
辺
の
署

名
部
分
に
は
そ
れ
ぞ
れ
三
㎜
大
の
剥
落
が
あ
る
。
左
辺
で

は
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
端
ま
で
絵
具
が
の
っ
て
お
り
、
そ
の
先

は
切
り
取
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ヴ
ァ
ス
耳
部
分
に
塗
ら
れ

た
緑
色
の
絵
具
に
は
亀
裂
や
欠
損
が
あ
る（
挿
図
2
）。
画

面
周
縁
部
で
は
、
縁
か
ら
三
〜
五
㎜
幅
に
わ
た
り
絵
具
層

及
び
地
塗
層
が
失
わ
れ
て
い
る
。
ワ
ニ
ス
層
は
全
体
的
に

埃
で
汚
れ
、
黄
変
し
て
い
る
。
署
名
は
、
年
号
一
桁
部
分
が

不
鮮
明
で
読
み
取
り
に
く
い
状
態
で
は
あ
る
が
、
画
面
左

下
に「5.5.1913 Shohachi

」と
黒
色
絵
具
に
よ
っ
て
書
か

れ
て
い
る（
挿
図
3
）。

　
斜
光
線
に
よ
る
観
察（
挿
図
4
）で
は
表
層
の
樹
々
の
形

と
は
無
関
係
な
凹
凸
が
あ
ら
わ
れ
る
。
無
数
の
亀
裂
が
画

面
を
横
断
し
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
縦
断
す
る
二
本
の
折
れ
跡

が
み
ら
れ
る
。

　
作
品
裏
面（
挿
図
5
）に
は
三
枚
の
紙
が
木
枠
に
添
付
さ

れ
て
い
る
。
上
部
左
の
紙
に
は「
樹
の
風
景

　
大
2

　
木
村

荘

八
　Landscape w

ith trees 1913

　K
IM
U
R
A
, 
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報
告‒

木
村
荘
八《
樹
の
風
景
》に
つい
て‒

報
告‒

木
村
荘
八《
樹
の
風
景
》に
つい
て‒

下
層
の
図
像

　
表
層
の
画
面
と
は
異
な
る
絵
具
層
の
凹
凸
や
裏
面
に
書

か
れ
た
作
品
名
か
ら
、
下
層
に
別
の
図
像
が
存
在
す
る
と

推
測
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
そ
こ
で
下
層
の
図
像
を

確
認
す
る
た
め
に
、
三
重
県
立
美
術
館
・
田
中
善
明
氏
の
ご

協
力
を
得
て
X
線
透
過
撮
影
を
行
っ
た（
挿
図
7
）
3

。
画
像

に
白
く
現
れ
た
部
分
は
、
X
線
が
フ
ィ
ル
ム
の
感
光
乳
剤

に
作
用
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
照
射
さ
れ
た
X
線
を
反
射

す
る
厚
い
絵
具
層
あ
る
い
は
鉱
物
を
含
む
絵
具
が
使
用
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。
黒
い
部
分
は
X

線
が
透
過
し
た
箇
所
で
あ
り
、
反
射
す
る
物
質
が
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
当
初
の
予
想
で
は
裏
面
に
書
か
れ
て
い
る「
と
た
ん
屋

根
」を
描
い
た
風
景
画
が
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
た
の

だ
が
、
画
像
に
は
着
物
を
着
た
婦
人
が
写
し
だ
さ
れ
た
。
右

を
向
い
た
和
装
の
婦
人
は
、
手
を
膝
の
上
に
置
く
よ
う
に

し
て
着
座
し
て
い
る
。
画
面
全
体
に
亀
裂
が
走
る
が
、
下
部

に
進
む
に
つ
れ
亀
裂
の
間
隔
が
狭
く
な
り
量
も
増
え
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
亀
裂
の
位
置
は
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
裏
面
に
あ
ら

わ
れ
た
し
み
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
婦
人
像
の
絵

が
、
あ
る
程
度
の
完
成
を
み
せ
て
い
た
こ
と
は
こ
の
画
像

か
ら
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　
木
村
に
は
、
こ
の
X
線
写
真
と
似
た
バ
ス
ト
ア
ッ
プ
の

構
図
で
、
祖
母
や
母
を
描
い
た
作
品
が
残
っ
て
い
る
。《
樹

の
風
景
》画
面
左
下
の
署
名
の
日
付
よ
り
後
の
こ
と
に
な
る

が
、
一
九
一
三
年
の
十
一
月
に
は
福
田
和
五
郎
の
娘
で
あ

る
万
寿（
ま
す
）と
結
婚
し4
、
万
寿
を
モ
デ
ル
と
し
た
作
品
も
残
さ
れ
て
い
る
。
モ
デ
ル
が
誰
で
あ
る
か
は
様
々
な
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
現
段
階
で
の
特
定
は
容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

考
察

　
こ
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
最
初
に
描
か
れ
た
作
品
が《
と
た
ん
屋
根
》で
あ
る
と
仮
定
し
て
、
絵
具
層
が
残
っ
て
い
る
の
な

ら
ば
、
X
線
写
真
の
画
像
に
は
風
景
と
人
物
の
二
つ
の
絵
が
重
な
る
よ
う
に
写
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
撮
影
さ
れ
た
画

像
か
ら
明
確
に
確
認
で
き
る
も
の
は
婦
人
像
だ
け
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
最
初
の
絵
具
層
は
、
婦
人
像
を
描
く
前
に
取
り

除
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
X
線
写
真
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
下
部
の
細
か
な
亀
裂
が
あ
ら
わ
す
こ
と
は
、
木
村
は

婦
人
像
を
描
い
て
か
ら
一
旦
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
木
枠
か
ら
外
し
、
画
面
下
か
ら
上
に
向
か
っ
て
丸
め
て
保
管
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
。
カ
ン
ヴ
ァ
ス
裏
面
の
輪
郭
の
は
っ
き
り
し
な
い
し
み
は
、
湿
気
の
あ
る
環
境
に
置
か
れ
た
際
に
で
き
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て《
樹
の
風
景
》を
描
く
た
め
に
再
び
木
枠
に
張
っ
て
描
い
た
が
、
そ
の
木
枠
は
現
在
の
木

枠
と
少
し
大
き
さ
が
異
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
左
辺
側
面
に
残
さ
れ
た
緑
色
の
絵
具
に
は
下
地
と
は
異
な

る
筆
の
運
び
が
見
ら
れ
る
こ
と
や
カ
ン
ヴ
ァ
ス
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
作
品
側
面
の
絵
具
層
に
釘
で
留
め
て
い

た
跡
が
み
ら
れ
る
こ
と（
挿
図
2
）、
画
面
下
部
で
は
端
ま
で
描
写
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ

げ
ら
れ
る
か
ら
だ
。
ワ
ニ
ス
は
現
在
の
木
枠
の
画
面
サ
イ
ズ
で
塗
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、《
樹
の
風
景
》は
描
か
れ

て
か
ら
一
度
木
枠
か
ら
外
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
現
在
の
木
枠
に
張
り
込
ま
れ
た
後
、
ワ
ニ
ス
を
塗
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
木
枠
下
部
の
年
号「1914

」は
、
ワ
ニ
ス
を
塗
布
し
て
完
成
と
み
な
し
た
年
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
も
し《
と
た
ん
屋
根
》が
、
一
九
一
三（
大
正
二
）年
三
月
の
フ
ュ
ウ
ザ
ン
会
第
二
回
展
に
出
品
さ
れ
た《
亜
鉛
屋
根
》と

同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
木
村
は
そ
の
後
二
ヶ
月
の
間
に
婦
人
像
と《
樹
の
風
景
》の
ふ
た
つ
の
作
品
を
、

同
じ
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
描
き
上
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
当
初
の《
と
た
ん
屋
根
》が
い
つ
描
か
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る

が
、《
樹
の
風
景
》に
は
一
九
一
三
年
の
五
月
五
日
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
油
絵
具
が
完
全
に
硬
化
す
る
に
は
数
年
か
ら

数
十
年
の
期
間
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
表
層
部
分
は
一
週
間
程
度
も
あ
れ
ば
乾
く
た
め
、
二
ヶ
月
の
間
に
連
続
し

て
描
く
こ
と
は
物
理
的
に
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
木
村
は《
と
た
ん
屋
根
》に
保
存
価
値
を
見
い
だ
さ
ず
、

婦
人
像
を
描
く
た
め
に
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
再
利
用
し
た
。
そ
し
て
そ
の
婦
人
像
す
ら
も
保
存
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
婦

人
像
で
は
凹
凸
の
あ
る
描
写
を
し
て
い
る
た
め
、
お
そ
ら
く
描
き
に
く
さ
を
覚
え
る
状
態
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
で
あ
っ
た
だ

挿図7　X線透過写真
（撮影条件　電圧：35kV　電流：3mA　照射時間：360sec　使用フィルム：FUJI IX50）
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木
村
荘
八《
樹
の
風
景
》に
つい
て‒

下
層
の
図
像

　
表
層
の
画
面
と
は
異
な
る
絵
具
層
の
凹
凸
や
裏
面
に
書

か
れ
た
作
品
名
か
ら
、
下
層
に
別
の
図
像
が
存
在
す
る
と

推
測
し
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
そ
こ
で
下
層
の
図
像
を

確
認
す
る
た
め
に
、
三
重
県
立
美
術
館
・
田
中
善
明
氏
の
ご

協
力
を
得
て
X
線
透
過
撮
影
を
行
っ
た（
挿
図
7
）
3

。
画
像

に
白
く
現
れ
た
部
分
は
、
X
線
が
フ
ィ
ル
ム
の
感
光
乳
剤

に
作
用
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
照
射
さ
れ
た
X
線
を
反
射

す
る
厚
い
絵
具
層
あ
る
い
は
鉱
物
を
含
む
絵
具
が
使
用
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。
黒
い
部
分
は
X

線
が
透
過
し
た
箇
所
で
あ
り
、
反
射
す
る
物
質
が
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
当
初
の
予
想
で
は
裏
面
に
書
か
れ
て
い
る「
と
た
ん
屋

根
」を
描
い
た
風
景
画
が
あ
ら
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
た
の

だ
が
、
画
像
に
は
着
物
を
着
た
婦
人
が
写
し
だ
さ
れ
た
。
右

を
向
い
た
和
装
の
婦
人
は
、
手
を
膝
の
上
に
置
く
よ
う
に

し
て
着
座
し
て
い
る
。
画
面
全
体
に
亀
裂
が
走
る
が
、
下
部

に
進
む
に
つ
れ
亀
裂
の
間
隔
が
狭
く
な
り
量
も
増
え
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
亀
裂
の
位
置
は
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
裏
面
に
あ
ら

わ
れ
た
し
み
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
婦
人
像
の
絵

が
、
あ
る
程
度
の
完
成
を
み
せ
て
い
た
こ
と
は
こ
の
画
像

か
ら
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　
木
村
に
は
、
こ
の
X
線
写
真
と
似
た
バ
ス
ト
ア
ッ
プ
の

構
図
で
、
祖
母
や
母
を
描
い
た
作
品
が
残
っ
て
い
る
。《
樹

の
風
景
》画
面
左
下
の
署
名
の
日
付
よ
り
後
の
こ
と
に
な
る

が
、
一
九
一
三
年
の
十
一
月
に
は
福
田
和
五
郎
の
娘
で
あ

る
万
寿（
ま
す
）と
結
婚
し4
、
万
寿
を
モ
デ
ル
と
し
た
作
品
も
残
さ
れ
て
い
る
。
モ
デ
ル
が
誰
で
あ
る
か
は
様
々
な
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
現
段
階
で
の
特
定
は
容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

考
察

　
こ
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
最
初
に
描
か
れ
た
作
品
が《
と
た
ん
屋
根
》で
あ
る
と
仮
定
し
て
、
絵
具
層
が
残
っ
て
い
る
の
な

ら
ば
、
X
線
写
真
の
画
像
に
は
風
景
と
人
物
の
二
つ
の
絵
が
重
な
る
よ
う
に
写
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
撮
影
さ
れ
た
画

像
か
ら
明
確
に
確
認
で
き
る
も
の
は
婦
人
像
だ
け
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
最
初
の
絵
具
層
は
、
婦
人
像
を
描
く
前
に
取
り

除
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
X
線
写
真
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
下
部
の
細
か
な
亀
裂
が
あ
ら
わ
す
こ
と
は
、
木
村
は

婦
人
像
を
描
い
て
か
ら
一
旦
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
木
枠
か
ら
外
し
、
画
面
下
か
ら
上
に
向
か
っ
て
丸
め
て
保
管
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
。
カ
ン
ヴ
ァ
ス
裏
面
の
輪
郭
の
は
っ
き
り
し
な
い
し
み
は
、
湿
気
の
あ
る
環
境
に
置
か
れ
た
際
に
で
き
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て《
樹
の
風
景
》を
描
く
た
め
に
再
び
木
枠
に
張
っ
て
描
い
た
が
、
そ
の
木
枠
は
現
在
の
木

枠
と
少
し
大
き
さ
が
異
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
左
辺
側
面
に
残
さ
れ
た
緑
色
の
絵
具
に
は
下
地
と
は
異
な

る
筆
の
運
び
が
見
ら
れ
る
こ
と
や
カ
ン
ヴ
ァ
ス
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
作
品
側
面
の
絵
具
層
に
釘
で
留
め
て
い

た
跡
が
み
ら
れ
る
こ
と（
挿
図
2
）、
画
面
下
部
で
は
端
ま
で
描
写
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ

げ
ら
れ
る
か
ら
だ
。
ワ
ニ
ス
は
現
在
の
木
枠
の
画
面
サ
イ
ズ
で
塗
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、《
樹
の
風
景
》は
描
か
れ

て
か
ら
一
度
木
枠
か
ら
外
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
現
在
の
木
枠
に
張
り
込
ま
れ
た
後
、
ワ
ニ
ス
を
塗
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
木
枠
下
部
の
年
号「1914
」は
、
ワ
ニ
ス
を
塗
布
し
て
完
成
と
み
な
し
た
年
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
も
し《
と
た
ん
屋
根
》が
、
一
九
一
三（
大
正
二
）年
三
月
の
フ
ュ
ウ
ザ
ン
会
第
二
回
展
に
出
品
さ
れ
た《
亜
鉛
屋
根
》と

同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
木
村
は
そ
の
後
二
ヶ
月
の
間
に
婦
人
像
と《
樹
の
風
景
》の
ふ
た
つ
の
作
品
を
、

同
じ
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
描
き
上
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
当
初
の《
と
た
ん
屋
根
》が
い
つ
描
か
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る

が
、《
樹
の
風
景
》に
は
一
九
一
三
年
の
五
月
五
日
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
油
絵
具
が
完
全
に
硬
化
す
る
に
は
数
年
か
ら

数
十
年
の
期
間
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
表
層
部
分
は
一
週
間
程
度
も
あ
れ
ば
乾
く
た
め
、
二
ヶ
月
の
間
に
連
続
し

て
描
く
こ
と
は
物
理
的
に
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
木
村
は《
と
た
ん
屋
根
》に
保
存
価
値
を
見
い
だ
さ
ず
、

婦
人
像
を
描
く
た
め
に
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
再
利
用
し
た
。
そ
し
て
そ
の
婦
人
像
す
ら
も
保
存
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
婦

人
像
で
は
凹
凸
の
あ
る
描
写
を
し
て
い
る
た
め
、
お
そ
ら
く
描
き
に
く
さ
を
覚
え
る
状
態
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
で
あ
っ
た
だ

挿図7　X線透過写真
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ろ
う
が
、
木
村
は
そ
れ
に
か
ま
う
こ
と
な
く
上
か
ら
新
し
い
図
像
を
描
い
た
の
で
あ
る
。《
樹
の
風
景
》の
絵
具
層
が
下

層
の
婦
人
像
の
筆
致
を
覆
い
隠
す
ほ
ど
厚
け
れ
ば
、
も
し
く
は
修
復
が
必
要
に
な
る
ほ
ど
に
ま
で
傷
ま
な
け
れ
ば
、
下

層
に
ほ
か
の
図
像
が
あ
っ
た
こ
と
は
判
明
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　
修
復
が
必
要
な
状
態
で
は
な
い
た
め
、
作
品
の
調
査
は
X
線
透
過
撮
影
、
赤
外
・
紫
外
線
撮
影（
特
記
す
る
情
報
が
な

い
ゆ
え
本
稿
で
は
省
く
）、
目
視
に
よ
る
観
察
等
非
破
壊
検
査
を
中
心
に
行
っ
て
い
る
。
木
村
に
と
っ
て
保
存
価
値
が
見

い
だ
せ
な
く
な
っ
た《
と
た
ん
屋
根
》、
さ
ら
に
上
描
き
さ
れ
た
婦
人
像
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
は
興
味
を

惹
か
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
れ
以
上
の
情
報
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
今
後
、
顔
料
分
析
や
絵
具
層
観
察
等
の
詳
細
な

調
査
を
実
施
で
き
れ
ば
、
さ
ら
に
木
村
の
制
作
過
程
等
が
判
明
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
報
告
が
今
後
の
木
村
荘
八
研
究
と

と
も
に
作
品
保
存
修
復
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

付
記

　
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
絵
画
修
復
を
専
門
に
さ
れ
て
い
る
黒
川
祐
衣
氏
に
多
く
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
い
た
。
ま
た

X
線
透
過
撮
影
で
は
三
重
県
立
美
術
館
の
田
中
善
明
氏
の
お
力
を
借
り
貴
重
な
ご
意
見
も
頂
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
註
）

1 

当
時
の
カ
タ
ロ
グ
に
は《
亜
鉛
屋
根
》の
図
版
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。『
近
代
日
本 

ア
ー
ト
・
カ
タ
ロ
グ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

第
一
巻
　
フ
ュ
ウ
ザ
ン
会
／
草
土

社
』ゆ
ま
に
書
房 

二
〇
〇
二
年
　
六
一
頁

2 

亜
鉛
が
鉄
の
腐
食
を
抑
え
る
ゆ
え
、
ト
タ
ン
は
屋
外
な
ど
の
風
雨
に
晒
さ
れ
る
場
所
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
一
九
〇
七（
明
治
四
〇
）年
に
関
東
都
督
府
商
高
お

よ
び
地
方
法
院
に
て
亜
鉛
鉄
板
葺
と
し
て
用
い
ら
れ
た
記
録
が
あ
り
、
そ
の
後
は
専
売
局
庁
舎
の
屋
根
に
も
使
用
さ
れ
る
な
ど
、〝
錆
び
な
い
〞建
築
材
料
と
し

て
明
治
期
の
日
本
に
普
及
し
た
。
武
者
英
二
、
吉
田
尚
英『
屋
根
の
デ
ザ
イ
ン
百
科
　
第
二
版
』彰
国
社 

二
〇
〇
九
年 

五
四
頁

3 

等
倍
で
撮
影
さ
れ
る
た
め
、
フ
ィ
ル
ム
は
二
枚
に
わ
た
っ
て
お
り
、（
挿
図
6
）は
合
成
処
理
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

4 

田
中
淳『
画
家
が
い
る「
場
所
」　
近
代
日
本
美
術
の
基
層
か
ら
』ブ
リ
ュ
ッ
ケ 
二
〇
〇
五
年
　
一
二
〇
頁
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