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明
治
三
十
九
年
は
明
治
芸
術
史
に
て
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
歳
な

り
︒
文
壇
不
振
芸
苑
寂
寥
と
は
︑
歳
末
年
首
に
於
て
︑
批
評
家
の

常
に
口
に
す
る
定
り
文
句
な
り
し
が
︑
五
年
十
年
の
間
を
置
い
て

過
去
を
顧
み
れ
ば
︑
著
る
き
進
歩
あ
り
し
に
驚
か
る
る
な
り
︒

い
ち
じ

小
兒
の
脊
丈
の
如
く
何
時
の
間
に
や
ら
の
び
て
行
く
は
明
治
文
学

の
趨
勢
に
て
︑
耻
か
し
か
ら
ぬ
大
人
に
成
る
も
遠
き
こ
と
に
あ
ら

ざ
る
べ
し
︑
殊
に
昨
年
は
発
育
に
一
期
を
劃
し
た
る
歳
と
い
う
べ

く
︑
少
く
も
小
説
と
演
劇
と
の
活
気
を
呈
し
た
る
は
近
年
稀
な
る
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所
な
り
︒
前
半
に
於
て
は
︑
藤
村
氏
の
﹁
破
戒
﹂
獨
歩
氏
の
﹁
運

命
﹂
漱
石
氏
の
﹁
猫
﹂
等
︑
殆
ん
ど
創
作
界
の
声
望
を
独
占
し
た

る
が
如
く
︑紛
々
た
る
評
家
は
只
賛
辞
を
捧
ぐ
る
に
忙
殺
せ
ら
れ
︑

評
家
が
作
家
に
圧
倒
さ
れ
︑
旧
作
家
が
新
作
家
に
屈
服
さ
る
る
こ

の
年
の
如
き
は
稀
な
り
︒
後
半
期
に
移
り
て
も
︑
如
上
の
三
家
に

対
す
る
世
論
は
ま
す
ま
す
騒
し
か
り
し
が
︑
獨
歩
藤
村
両
氏
は
自

重
し
て
多
く
作
ら
ず
︑
独
り
漱
石
氏
の
跋
扈
に
任
せ
た
り
︒
而
し

ば
つ
こ

て
こ
の
間
に
突
如
と
し
て
現
わ
れ
︑
堂
々
た
る
雄
姿
の
︑
新
作
家

を
蹴
倒
さ
ん
と
の
意
気
込
あ
る
を
︑
老
将
軍
長
谷
川
二
葉
亭
氏
と

す
︒
漱
石
氏
の
﹁
草
枕
﹂
が
後
半
期
の
新
聞
雑
誌
批
評
の
中
心
な



7

り
し
如
く
︑
二
葉
亭
氏
の
﹁
其
面
影
﹂
は
作
家
評
家
の
間
に
︑
常

に
話
頭
に
上
り
つ
つ
あ
り
︒

漱
石
氏
は
英
文
学
の
大
家
に
て
︑
二
葉
亭
氏
は
多
年
露
国
文
学

を
翫
味
せ
る
人
な
り
︒
学
殖
深
か
ら
ざ
る
を
常
と
せ
し
我
小
説
界

に
︑
両
氏
の
如
く
欧
洲
文
学
に
通
暁
せ
る
作
家
の
出
で
し
は
異
数

と
い
う
べ
し
︒而
し
て
両
氏
共
に
創
作
を
専
門
と
せ
る
に
あ
ら
で
︑

其
の
余
業
た
る
も
相
似
た
り
︑
小
説
に
全
身
を
捧
げ
小
説
的
技
倆

を
除
け
ば
︑
他
は
ゼ
ロ
た
る
諸
作
家
と
は
異
な
る
を
見
る
︒
さ
れ

ど
両
氏
は
似
た
る
点
よ
り
も
異
な
る
点
多
く
︑
其
の
作
風
に
於
て

は
全
然
別
種
の
者
な
り
︒
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二
葉
亭
氏
は
美
妙
紅
葉
諸
氏
と
共
に
言
文
一
致
の
開
山
に
し

て
︑
又
翻
訳
界
の
泰
斗
な
り
︒
こ
れ
丈
に
て
も
氏
は
明
治
文
学
史

に
特
筆
す
べ
き
功
蹟
あ
る
人
な
る
が
︑
作
家
と
し
て
も
亦
忘
る
べ

か
ら
ざ
る
人
な
り
︒
吾
人
は
﹁
其
面
影
﹂
を
読
む
に
つ
き
︑
翻
っ

て
﹁
浮
雲
﹂
を
再
読
し
て
︑
明
治
二
十
年
頃
︑
か
か
る
作
の
現
わ

れ
し
を
今
更
な
が
ら
驚
き
た
り
︒
其
の
頃
よ
り
近
年
ま
で
は
硯
友

社
風
な
ら
ね
ば
小
説
な
ら
ぬ
如
く
思
わ
れ
︑
評
家
も
読
者
も
脂
粉

の
文
字
に
眼
眩
み
︑
意
気
と
か
イ
ナ
セ
と
か
︑
洒
落
や
地
口
に

ま
な
こ
く
ら

小
説
の
本
領
あ
る
が
如
く
感
じ
︑
人
情
本
の
焼
直
し
︑
英
米
の
二

流
以
下
の
小
説
の
煮
返
え
し
を
有
難
が
り
た
り
︒
こ
の
間
に
二
葉
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亭
氏
は
時
々
苦
心
惨
澹
大
作
の
翻
訳
を
試
み
し
が
︑
世
は
只
筋
や

じ

じ

文
章
を
味
え
ど
︑
内
容
は
未
だ
解
し
得
ざ
り
し
よ
う
な
り
︒
氏
若

し
浮
雲
張
の
小
説
を
続
出
す
る
と
も
︑
決
し
て
読
書
社
会
の
喝
采

ば
り

を
博
す
る
こ
と
硯
友
社
派
の
如
く
な
ら
ざ
り
し
な
ら
ん
︒
時
未
だ

来
ら
ざ
り
し
な
り
︒
嵯
峨
の
屋
︑
不
知
庵
諸
氏
の
作
も
二
葉
亭
氏

の
と
同
じ
く
︑
十
分
の
光
彩
を
放
た
ざ
り
し
は
︑
当
時
の
読
書
社

会
の
嗜
好
と
程
度
を
異
に
し
た
れ
ば
な
ら
ん
︒
数
年
前
ま
で
の
硯

友
社
諸
氏
の
作
の
︑
今
日
と
な
り
て
は
多
く
読
む
に
堪
え
ざ
る
に

反
し
︑
浮
雲
尚
読
む
に
足
る
べ
く
︑
嵯
峨
の
屋
の
﹁
流
転
﹂
不
知

庵
の
﹁
暮
の
二
十
八
日
﹂
等
明
治
四
十
年
の
文
壇
に
出
す
と
も
一
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佳
作
た
る
を
失
わ
ざ
る
を
見
て
︑
吾
人
は
硯
友
社
の
側
を
流
れ
し

一
小
流
を
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
を
思
う
︒
今
日
以
後
の
小
説
界
は
過

去
の
硯
友
社
の
水
流
に
よ
っ
て
灌
漑
さ
れ
ず
し
て
︑
寧
ろ
か
の
小

流
と
水
源
を
一
に
し
て
発
展
す
る
な
ら
ん
か
︒

今
は
二
葉
亭
氏
等
の
小
説
の
充
分
に
翫
賞
せ
ら
る
る
世
と
な
り

ぬ
︒﹁
其
面
影
﹂
は
廿
年
来
鍛
練
の
腕
を
揮
い
た
る
も
︑
世
人
期

待
の
大
な
る
は
︑
近
時
の
小
説
に
類
な
き
所
な
ら
ん
︑
従
っ
て
未

だ
数
回
を
重
ね
ざ
る
頃
よ
り
至
る
所
に
其
の
評
判
を
耳
に
す
︑
而

し
て
結
構
の
﹁
浮
雲
﹂
に
酷
似
せ
り
と
は
衆
論
一
致
す
れ
ど
︑
巧

拙
如
何
に
つ
い
て
は
︑
意
見
ま
ち
ま
ち
な
り
︒
処
女
作
以
来
さ
し
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た
る
進
境
を
見
ず
︑
作
中
の
人
物
は
全
く
﹁
浮
雲
﹂
中
の
そ
れ
と

異
ら
ず
し
て
︑
今
日
よ
り
見
て
は
旧
式
な
り
と
は
︑
一
部
の
読
者

の
批
評
に
て
︑
賛
成
者
も
少
か
ら
ざ
る
よ
う
な
り
︒
吾
人
も
初
数

回
を
読
み
て
︑
前
作
と
類
似
す
る
の
甚
し
き
を
感
ぜ
し
が
︑
技
倆

に
於
て
は
元
よ
り
同
一
視
す
べ
か
ら
ざ
る
を
認
め
た
り
︒
回
を
重

ぬ
る
毎
に
布
置
整
然
と
し
て
︑
地
の
文
の
洗
錬
を
経
て
一
語
苟

い
や
し
く

も
せ
ず
︑
冗
語
な
く
稚
気
な
き
を
見
︑
優
に
再
読
す
る
に
足
る
の

妙
味
あ
る
を
覚
ゆ
︒﹁
浮
雲
﹂
の
作
者
が
老
熟
の
域
に
達
し
な
ば
︑

か
か
る
作
を
な
す
は
自
然
の
順
序
に
て
︑
氏
は
或
種
の
作
家
の
如

く
︑
其
の
小
説
に
対
す
る
考
の
全
く
変
化
す
る
こ
と
な
く
︑
初
め
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歩
み
出
し
た
る
道
を
進
み
て
来
り
し
な
り
︒
兎
に
角
所
謂
家
庭
小

い
わ
ゆ
る

説
家
の
描
く
よ
う
な
筋
な
れ
ど
︑
彼
等
の
と
は
全
く
面
目
を
異
に

し
︑
一
篇
の
中
心
着
想
を
め
ぐ
り
て
︑
人
物
光
景
が
活
躍
し
︑
無

用
の
人
物
無
用
の
事
件
を
捻
出
し
て
︑
作
の
生
命
を
稀
薄
な
ら
し

む
る
こ
と
な
し
︒
こ
の
点
に
於
て
漱
石
氏
と
は
全
然
異
な
れ
り
︒

漱
石
氏
の
作
の
多
く
は
︑
岐
路
又
岐
路
を
生
じ
︑
殆
ん
ど
帰
着
す

る
所
を
知
ら
ざ
る
を
特
得
の
長
所
と
す
︒﹁
二
百
十
日
﹂
は
円
遊

の
落
語
の
如
く
︑
面
白
く
と
も
読
終
り
て
頭
に
何
等
の
印
象
も
残

ら
ず
︑
貴
族
を
罵
倒
す
る
所
な
ど
︑
宛
然
落
語
家
の
調
子
に
て
軽

妙
な
り
︑
圭
さ
ん
や
碌
さ
ん
︑
又
は
草
枕
の
主
人
公
は
ど
ん
な
人
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間
や
ら
更
に
分
ら
ず
︑
又
こ
れ
を
現
わ
さ
ん
と
す
る
は
著
者
の
志

す
所
に
あ
ら
ざ
る
べ
く
︑
自
ら
云
え
る
如
く
理
窟
で
も
何
で
も
︑

筆
に
任
せ
て
︑時
々
刻
々
の
思
付
を
面
白
く
描
け
ば
足
れ
り
と
し
︑

従
っ
て
読
者
も
人
間
其
物
に
興
味
を
感
ず
る
こ
と
な
く
し
て
︑
屁

の
講
釈
︑
鏡
の
説
明
等
の
奇
警
な
る
観
察
の
断
片
的
に
陸
続
出
没

す
る
に
魅
せ
ら
れ
︑
読
み
終
っ
て
啞
然
た
り
︒﹁
其
面
影
﹂
を
読

め
ば
︑
明
か
な
る
印
象
残
り
て
︑
多
少
思
わ
し
め
ら
る
れ
ど
︑﹁
草

枕
﹂
を
通
読
す
る
も
︑
人
物
の
行
動
︑
心
の
移
り
変
り
が
茫
漠
た

り
︒
非
人
情
的
女
の
あ
れ
ど
︑
非
人
情
な
る
ゆ
え
か
︑
人
形
の
如

く
︑
仙

郷
の
女
王
の
如
く
︑
米
を
食
う
女
と
も
思
え
ね
ば
︑

フ
ェ
ヤ
リ
ラ
ン
ド

ク
イ
ン

く
ら
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吾
人
は
こ
の
女
の
行
為
に
対
し
て
別
に
喜
憂
す
る
必
要
な
し
︒
著

者
の
唱
道
せ
る
俳
句
小
説
は
か
く
し
て
成
功
し
た
り
と
い
う
べ
け

ん
か
︒
而
し
て
早
稲
田
文
学
記
者
な
ど
が
︑
夏
目
氏
の
作
を
以
て

実
生
活
に
触
れ
た
り
と
云
い
し
は
︑
吾
人
の
解
し
能
わ
ざ
る
所
な

り
︒
氏
の
作
は
﹁
草
枕
﹂
以
外
の
者
に
は
大
抵
実
生
活
の
苦
闘
の

影
を
も
見
せ
ず
︑
又
こ
れ
が
氏
の
企
つ
る
所
に
て
︑
俳
句
的
小
説

と
い
う
一
派
を
立
す
る
所
以
な
る
べ
し
︒
強
い
て
藤
村
獨
歩
氏
と

り
つ

並
称
す
る
は
贔
屓
の
引
倒
し
な
ら
ん
︑
同
じ
く
警
句
に
富
む
も
︑

獨
歩
氏
の
は
鋭
利
な
る
刄
に
て
急
所
を
刺
し
︑
漱
石
氏
の
は
鋭
く

も
針
で
突
く
が
如
く
︑
多
く
は
擽
っ
た
き
位
な
り
︒
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漱
石
氏
は
多
年
文
学
を
研
究
し
︑
こ
れ
に
多
大
の
興
味
を
感
ぜ

し
人
な
ら
ん
が
︑
自
か
ら
筆
を
執
り
て
文
壇
に
乗
出
さ
ん
と
の
野

心
は
嘗
て
抱
き
し
こ
と
な
か
る
べ
く
︑偶
然
世
間
に
認
め
ら
れ
て
︑

遂
に
蘊
蓄
を
傾
く
る
に
至
り
し
な
り
︒
貧
れ
な
る
脳
漿
を
絞
り
て

う
ん
ち
く

あ
わ

製
造
す
る
作
家
と
は
異
な
り
︑
素
質
あ
る
人
が
多
年
の
沈
黙
を
破

り
て
︑
一
度
に
才
を
発
揮
し
た
る
を
以
て
︑
読
者
は
作
自
身
の
価

値
以
外
に
多
少
意
外
の
感
に
打
た
れ
て
︑
瞠
目
し
て
驚
歎
せ
し
な

り
︑
其
の
大
学
講
師
た
る
こ
と
も
氏
の
名
声
を
資
質
以
上
に
高
め

し
原
因
な
ら
ん
︑読
書
社
会
が
千
篇
一
律
の
恋
愛
小
説
に
倦
ん
で
︑

軽
妙
に
し
て
呑
気
な
者
を
求
め
し
頃
な
れ
ば
︑
氏
の
作
が
自
然
に
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其
の
需
要
に
投
ぜ
し
も
評
家
の
言
の
如
し
︒
幸
運
の
人
と
云
う
べ

し
︒
さ
れ
ど
過
去
一
年
間
最
も
売
行
よ
く
最
も
評
判
よ
か
り
し
漱

石
氏
の
作
が
︑
今
年
も
明
年
も
同
じ
声
価
を
維
持
し
︑
漱
石
流
の

作
風
が
文
壇
に
流
布
す
る
か
否
か
は
疑
う
べ
し
︒﹁
草
枕
﹂
の
一

篇
に
対
し
︑
評
家
が
筆
を
揃
え
て
絶
大
の
賛
辞
を
呈
す
る
は
︑
買

被
り
の
気
味
な
き
に
非
ず
︒
少
く
も
自
意
識
強
く
︑
当
代
の
世
波

に
心
身
を
悩
ま
す
青
年
は
︑
軽
い
美
し
い
物
語
の
み
に
て
は
物
足

ら
ぬ
感
あ
り
て
︑
も
っ
と
底
深
き
人
間
の
描
写
を
見
ん
と
欲
す
︒

二
葉
亭
氏
等
の
執
れ
る
方
面
を
更
に
深
く
進
め
た
る
者
に
接
せ
ん

と
欲
す
︒
而
し
て
﹁
浮
雲
﹂
以
来
︑
西
洋
近
代
の
思
潮
の
徐
々
と
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し
て
我
文
壇
に
流
れ
込
み
︑
江
戸
式
の
造
花
的
文
学
︑
十
八
世
紀

張
の
皮
相
の
小
説
の
時
を
得
顔
に
跋
扈
せ
る
間
に
︑
後
日
真
人
生

を
描
き
た
る
小
説
の
現
わ
る
る
地
歩
を
造
り
し
は
︑
二
葉
亭
氏
等

の
翻
訳
興
っ
て
力
あ
り
︒
氏
の
事
業
は
花
々
し
か
ら
ず
︑
従
っ
て

流
俗
に
持
囃
さ
る
る
こ
と
な
か
り
し
も
︑
其
の
明
治
文
学
史
上
の

功
蹟
は
︑
決
し
て
鷗
外
氏
の
下
に
あ
る
に
非
ず
︒

吾
人
は
﹁
其
面
影
﹂
を
読
ん
で
︑
作
自
身
に
対
す
る
興
味
の
外

に
︑
作
家
の
過
去
半
生
を
追
想
し
て
敬
意
を
表
す
る
を
禁
ず
る
能

わ
ざ
る
な
り
︒
創
作
に
て
も
翻
訳
に
て
も
嘗
て
濫
り
に
筆
を
執
り

し
こ
と
な
く
︑
し
か
も
文
壇
の
表
面
に
出
で
て
大
家
顔
を
せ
ん
と
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も
せ
ず
︑
作
文
は
氏
の
道
楽
に
過
ぎ
ざ
る
よ
う
に
て
︑
一
作
出
ず

る
毎
に
専
門
家
を
し
て
顔
色
な
か
ら
し
め
︑
二
十
年
の
長
日
月
常

に
翻
訳
家
と
し
て
第
一
位
に
あ
り
︑文
学
上
の
見
地
亦
時
代
に
先

さ
き
だ

つ
と
も
遅
る
る
こ
と
な
く
︑
新
作
の
小
説
も
二
三
の
老
大
家
の
如

く
に
︑
衰
頽
を
示
す
こ
と
な
し
︒

漱
石
氏
は
健
筆
家
な
り
︑﹁
草
枕
﹂
の
大
作
も
僅
か
に
十
日
間

に
書
き
上
げ
︑﹁
二
百
十
日
﹂
は
二
日
を
費
せ
し
の
み
と
︒
し
か

も
文
壇
を
驚
か
せ
し
を
以
て
見
れ
ば
︑
氏
は
凡
々
の
士
な
ら
ざ
る

べ
し
︒

こ
の
特
色
を
異
に
せ
る
両
氏
が
︑
丙
午
後
期
の
文
壇
に
相
並
ん
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で
世
を
騒
が
せ
し
は
面
白
き
現
象
な
り
︒
吾
人
は
尚
今
年
以
後
の

両
氏
の
所
作
に
つ
き
注
意
を
怠
ら
ざ
ら
ん
と
す
︒
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