
み
づ

ゑ

第
二
十

四

明

治

四

十

年

五

月

三

日
發

行

美

術

館

の

水

彩
畫

大

下

藤

次

郎

去

る

三

月

二

十

日

か

ら

開

揚

せ

ら

れ

た

東

京
勸

業

博
覽

會

美

術

館

に

は

水

彩
畫

が

三

十
點

近

く

あ

る
、第

一
回

第

二

回

の

昔

し

は

知

ら

ず
、余

が

記

憶

し

て

ゐ
る

第

三

第

四

回

の

博
覽

會

に

は

水

彩
畫

は

出

品

さ

れ

て

ゐ

な

か

っ

た

や

う

だ
、第

五

回

の

大

阪

の

博
覽

會

に

て

は
、中

林

と

い

ふ

京

都

の
畫

家

の

小

さ

な

一
點

の

水

彩
畫

を

見

た
、今

年

は

西

洋
畫

全
體

の

上

か

ら

見

て

も

約

三

分

一

は

水

彩
畫

で

あ

る
、
敢

て
點
數

の

多

い

ば

か

り

で

な

く

技

術

も

確

か

に

大

な

る

進

歩

し

て

ゐ

る
、且

從

來

は

水

彩
畫

を

以

て

立

た

ん

と

す

る

も

の
、
三

宅

丸

山
兩

氏

と

余

と

を

合
せ

て

僅

か

に

三

人

の

み

で

あ

つ

た

が
、石

川

氏

は

既

に

水

彩
畫

專

門

と

見

る

べ

く
、次

で

は

中

川

大

橋
兩

氏

の

如

き

有

力

な

る

人

々

が

油
繪

の

筆

を

投

じ
、尚

織

田

一
麿

氏

も

一

意

。
、
の

方

面

を

研

究

せ

ら

る

る

と

の

事

で

あ

る
、水

彩
畫

の

前

途

極

め

て

有

望

な

り

と

い

ふ

べ

し
。

さ

て

余
自

身

は

甚

だ

拙

な

き

も

の

を

出

し

て

置

な

が

ら
、他

人

の

作

品

の

批

評

な

ど
僣

上

の

至

り

で

は

あ

る

が
、『
み
づ

ゑ
』
讀

春

に
對

す

る

義

務

と

し

て
、圖
樣

の

紹

介

を

兼

ね
聊

か

思

ふ

所

を

陳

べ

て

見

や

う
、
そ

し

て

未

だ

會

期

も

永

い

事

で

あ

る

か

ら
、其
中

の

三

四

の

作

に

つ

い

て

は

更

に

細

評

を

試

む

る

積

り

で

あ

る
。

　

七
〇

　
　
花

園
　
　
　南

薫
造

氏

筆

花

園

の

奥

に

一
寸

家

の

見

え

る

小

さ

な

ス

ケ
ツ

チ

で

あ

る
。
ス

ケ
ツ

チ

と

し

て

も

甚

だ

粗
雜

な

も

の

あ

つ

て
、
強

て

批

難

す

べ

き
處

も

な

い

が
、
ま

た

佳

い
處

も

見

出

せ

な

い
。

　

七

一
　

森

の

道

　

三

宅

克

己

氏

筆



森

と

い
ふ
よ
り

も
寧

ろ
林

の
中

の

一
筋

道
で
、
全
體

が
夕
暮

の
黄

な
調
子

で
、
左

の
上
部

に
樹

の
葉

を
透
し

て
オ

レ

ン
ヂ
色

の
光
り

が
見
え

る
。

筆

遣

ひ
も
常

よ
り
は
舒

び

や
か
で

、
見
た
感

じ
は
甚

た
佳

い
、
強
て
難

を
言

へ
ば
道

路
が
右

の
方

へ
傾

い
て
見
え

る
の
と
、
前

景
に
同
じ

や
う
な
太

さ

の
樹
木

が

三
四
本
並

ん
で

ゐ
て
、
そ
れ

に
遠

近
が
見
え

ぬ
と
で

あ
る

、
そ

し
て
繪

の
中

心
、
森

の
道

の
盡

く
る
處

あ
た
り

に
何

か
目

に

つ
く

も
の
が

欲
し

い

や
う

に
思
つ

た
。
繪

は
ワ
ツ

ト

マ
ン
全
紙

の
縦
畫

で
可
な
り
大
き

な
も

の
で
あ

る
が
、
こ
の

や
う
な

一
部

分

の
感

じ

を
描

く
の

に
、
こ

れ
丈

け
大

き
な
も

の
に
は
及
ば

ぬ

こ
と
で

あ
ら
う
。

　

七

二
　

船
夫
　

五
姓

田
芳
柳

氏
筆

荷
船

が
半

分
現

は
れ

て
船
夫

が

一
人
艪

を
押
し

て

ゐ

る
小

さ
な
繪

で

あ

る
。
穩

や
か
な
海

、
華

や
か
な
日

の
光

、
そ
の
日

の
光

を
浴

び
て
立

て
る

船
夫

、
色
彩

は
貧

し

い
が
快
活

で
、
弱

い
調
子

の
繪

と
し

て
は

中

々
手
際

よ
く
出
來

て

ゐ
る
。

　

七

三
　
麥
燒

く
夕
　
丸
山

晩
霞

氏
筆

ワ
ツ

ト

マ
ン
全
紙
で

、
上
州
吾
妻

河
畔

の
村
落

の
夕
暮

を
寫

し
た

も

の
で

あ

る
。

中

央
に
は
白
く
光
れ

る
川

あ
り

、
左
右

の
崖

上
に
は
農
家

三
五
、

そ
こ
か
ら
所
謂
麥
燒

く
煙

り
が
盛

ん
に
起

つ
て
ゐ
る
、
そ
し

て
遠

景
は
信

濃

あ
た
り

の
高

山
が
巓

を
見

せ
て
ゐ
る
、
前

景
は
初

夏

の
茂

れ
る
緑

で
暮

く
な

っ
て
ゐ
る
。

余

は
初

め
此
繪

を
丸
山
氏

の
畫

室

で
見

た
時

に
は

、

モ

ッ
ト
空

の
色

に
紅

を
含

ん
で

ゐ
て

、
如

何

に
も
初
夏

の
夕
暮

の
感
が
充

分

で
あ

つ
た

が
、
光

線
の
た

め

か
額
緑

の
關

係
か
判

ら
ぬ
が
、
こ

の
會

場
で

見

る
と

ダ
イ
ブ
調
子

が
異

つ
て
ゐ
る
。

三
宅

氏
の

一
局
部

の
描
寫

と
反
對

に
、
こ
れ

は
幅

は
二
三
里
と
見

え
る
と

い
ふ
眼
界

の
濶

き

場
處

を
選
ん
だ

も

の
で
、
視
る
人

に
大

き
な
感

じ

を
與

へ
る
。

若

し
今

一
層
煙

を
多
く
し

て
遠
山

を
淡
く
し

た
な

ら
、
猶
更
結
構
で

あ
ら
う
と
思

は
れ
た
。

　

七

四
　
朝

の
明
治
丸
　
渡
邊
錦

吾
氏
筆

西
洋
形
帆

前
船

一
艘

、

一
本

の
帆
綱

も
見
落
す
ま

い
と

い
ふ
意
氣
込
で
描

い
て
あ
る
小
さ
な
繪

で

あ
る
。

朝

の
趣

も
見
え
ず

、
何
等

の
面
白
味

も
感

じ

な

い
、
寫

眞

を
見

て
描

い
た

の
で

は
あ
る

ま

い
か
。

　

七

五
　

夕
暮
　

森

本
茂
雄

氏
筆

全
體

を
點

で
描

い
て
あ
る
所
謂
印
象

派

の
畫

で
、
丘

の
上
に
杉

五
六
本

、

そ
れ

に
強

い
夕
日
が
輝

い
て
ゐ
て

、杉

の
後
ろ

に
夕

月
が
出
で

ゐ
る
。
大
き

さ

は
ワ
ツ

ト

マ

ン
半

分
位

ひ
、
強

い
感

じ
は

よ
く
現
は
れ

て

ゐ
て
手

際

も

悪
く

は
な

い
が

、
月

の
あ
る
空

の
色

が
稍

不
自

然
で

あ
る
ま

い
か
。

　

七
六

　
月
夜

　
中
川

八
郎
氏
筆

半
切

の
縱
繪

で
、
空

に
は
白

い
雲

が
層
を
な

し
て

ゐ
て
、
中
央

に
暗

い
森

が
あ
り

、
森

の
下
に
燃
火

の
あ
る

二
三
軒

の
家

が
あ

る
。

そ
し

て
月
は
見

え
ず

、
地

に
家
の
影

を
見

せ
て

ゐ
る
。
月

夜

と
し

て
は

よ

い
見
付
方

で
、

夜

の
靜

か

さ
も
偲

は
れ

る
、
空

は

モ
少

し
明

る

い
方
が

よ

い
と
思

つ
た
、

下

の
家

の
描
き
方
は

甚

た
不
確
で

不
親

切
で

あ
る
。

　
七
七

　
た

そ
が
れ

　

細
井
未

明
氏
筆

手
際

の
よ

い
キ

レ
ー
な
小

さ
な
繪

で

、
夕
暮

の
空

、

一
叢

の
枯

木
林
、
靜

か
な
水
も
見

え

る
。

　
七

八
　

ア
ル
カ
ザ

ル

の
庭

吉

田
藤
尾
女
史

筆

洋
風

の
規
則
立

つ
た
庭

園

、
鉢
植

も
少
し
く
あ
り

と

い
ふ
十
六

切
位

ひ
の



小

さ
な
繪

で
あ

る
。
行
届

い
た
描

き
方

で
あ

る
が
、
地
面

に
在
る
影

の
色

が
少

し
紫

ポ
ク

見

え
る
。

　

七
九

　
ベ

ニ
ス
　

吉

田
藤

尾

女
史
筆

四

ッ
切
位

ひ
の
縱
畫

で

、
可
な
り

強

い
熱

色

が
使

つ
て
あ
る
が
感

じ

の
よ

い
繪

で

あ

る
。

筆

に
も
力
が
見

え
て

コ
セ
コ
セ

し
た

處
の
な

い
の
は
嬉
し

い
。

　

八
〇

　
夏

日
　
河
合

新
藏

氏
筆

前
號
で
諸

君
の
御
馴
染

の
繪

で

、
大
き

さ

は

半
切
で
あ

る
。

竹

そ

の
物

の
性
質

か
ら

來
た

の
か
も
知
れ

ぬ
が
、

ス
ッ
キ
リ
と
し

て
視
た
目
は
甚

だ
愉

快
で
あ

る
。
竹
藪

の

下
の
地

の
色

が
暗
く

、

仝
體

に
色

が
貧

し

い
と

い
ふ
難

も
あ

る
が
、
竹

の
繪

と
し

て

は

成
功

し

た
も
の
で

あ
ら
う
。

　
八
一
　
風
景
　

松

原

一
風

氏
筆

景
色
畫

に
風
景

と

い
ふ
畫

題

は
あ
ま
り

考

が
な

さ
過

る
。

圖

は
雜

司

ヶ
谷

の
槻

ら
し

く
、
小

さ
な
色

の
寒

い
繪
で

あ

る
。
描
法

も
極
古
臭
く
、
自
然

の
見
方

も
粗
雜

の
樣

に
思
は

れ
た
。

樹

木

の
色

と
地
面

の
色

と

の
調
和
も
惡

い
、

マ
ネ

ギ
の
手
拭

の
色

に

も
厭
味

が
あ

る
、
た

ゞ
細

か
く
寫

し

て
あ

る
と

い
ふ
點
だ

け
取
り
處

で

あ

ら

う
。

　
八

二
　
滿

洲

の
風

景
　

石
川

欽

一
郎
氏

筆

小
な

る

二
救

の
縱
畫

を

一
つ
の
額
縁

へ
入

れ

て
あ
る
。

此
會
場

に
出
品

さ

れ
た

る
多
く

の

水
彩
畫

の
額
縁

は
、
畫

家

が

相
應

の
注
意

を

拂
つ
た
の
で
は
あ

ら
う
が
、
よ
く
繪

と
調

和

し

て
ゐ
る

の
が

少

な

い
。
石
川
氏

の
繪

は
此

點
に
於

て
も

成
功
し

て
ゐ
る
。
圖
は

氏
が
滿

洲
滯

在
中

の
寫

生
で

、
場
所

の
異
つ

て
ゐ

る

の
み
で
な
く

、
人
物

の
活

動

も
よ
く
現
は

れ

て
面
白

く

見
ら
れ
た
。

氏

は

其
作

を
示
す
毎

に
、
色
彩

は
豐

富

に
な
り

、
調
子
も
確
り

し

て
來

て
、
著

し
く
進

歩

の
見
ゆ

る
は
感

服
の

外
は
な

い
。
た

ゞ
全
體

の
色

の
上

か
ら

コ
バ

ル
ト
が
多
過

る
樣

は
思
は

れ
た
、
滿

洲

の
色

で
あ

る
と
言
は

る
れ
ば

そ
れ
迄
で

あ
る
が
ヤ

、
目
障

り
で
あ

つ
た
。

　

八

三
　

樂

器
　

織

田

一
麿

氏
筆

ワ
ツ

ト

マ
ン
全

紙

の
大
作
で
、
赤
き

華

々
し

い
色

の
樂

器

が
中

心
と

な

つ
て
、
左

の
上
部

へ
か
け
て
白

百
合

の
花

が
夥

し
く

置
か
れ

、

右

の
下
部

に
は
能

の

面

が
あ

る
。
寫

生
は
忠

實

で
、
頗

る
苦
心
の
作

と
見
受
た

が
、
全
體

が
何
と
な
く
固
く
、
殊

に
花



が
紙
細

工
の
樣

に
見
え
た

の
は
筆
者

の

一
考
を
煩
は
し

た

い
處

で
あ
る
。

　

八

四
 
滿

洲

の
風
景
　
石
川
欽

一
郎

氏
筆

八

二
と
同
評

。

こ
れ

は

三
枚

を

一
つ
の
額
縁

に
入
れ
て

あ
る
。

　

八

五
　
古

代
の
獵
裝

　
五
姓

田
芳
柳
氏
筆

狩
衣
着
け
た

る
武
士
が
立

つ
て
ゐ
て
、
其

左

の
方

に
馬

が
居

る
小

さ
な
繪

で
あ

る
。
構

圃
、
描

法
、
色
彩

、
何

れ
も
感

服
出
來
ぬ
繪

で

　
先
生

の
作

と
し

て
は
失
敗
で

あ
ら
う
。

　

八
六

　
と

り

い
れ
　
中
川

八
郎
氏
筆

半
切

の
横
畫

で
、
拜

島

あ
た
り

の
秋
で

あ
ら

う
、
夕
日

は
未

だ
屋

後
の
紅

葉

せ
る
梢

に
殘

つ
て

ゐ
る
に
、
空

に
は
圓

い
月

が
出

て
ゐ

る
。

稻

を
取
入

れ

て
ゐ
る
農
夫

二
三
、
秋

の
日

の
短
か

い
の
を
喞

ち

っ
ゝ
あ
ら
ん

。
總
體

に
色
彩

に
富

ん
で
ゐ

て
愉
快
な
繪

で

あ

る
。

秋

の
夕

の
感

も
充
分

に
見
え

て
ゐ
る
。
圖
抦

の
複
雜

し
た
割
合

に
統

一
も
あ
る
。

但
慾

を

云

へ
ば
限
り

は
な

い
が
、
我

々
の
や
う

に
多
く
自
然
に
親

し

ん
で

ゐ
る
者

の
眼

か
ら

見

る
と
、
多
少

の
缺
點

が
見
出

さ
れ
ぬ

事
も
な

い
、
繪

に
其
感

じ

さ

へ
出

れ

ば
何
で

も
よ

い
や
う
な
も

の
で
は

あ
る
が
、
感

じ
を
現

は
す

と
同
時

に
自

然

と

い
ふ
こ
と
も
忘
れ
ぬ

や
う
に
あ
り
た

い
。
此
繪

に
於

て

一
番
目

に

つ
い

た

の
は
月

で

あ
る
、
月

が
球
状

を
な
し

て
前

の
方

に
凸

に
見
ゆ

る
は
如

何

の
も

の
に

や
、
次

は
東

の
空

の
色

が
重
過

て
秋

の
夕

と
し

て
は
物
足
ら
ぬ

、

家
の
後
ろ

の
森

が
家

よ
り

も
前

へ
出
て
來

て
ゐ

る
樣

に
見
え

る
、
田

の
刈

跡

の
緑

の
草

が
、
恰

も
夏

野

の
そ
れ

の
如

く
長

短

不
揃
な

の
は

自
然
で

は

な

い
、
此
繪

の
佳
作
で

あ
る
こ
とは

否
ま
ぬ

が
、
忠
實

に
自
然
を

研
究
し

た

結
果
で

あ
る
と
は

思
は
れ
な

か

つ
た
。

　
八

七
　
牡
丹

　
大
橋

正
堯

氏
筆

同

じ
く
半
切

の
縱
畫

で

、
鎌

倉
某
寺

の
庭

を
寫

し
た

も
の
、
前

に
白
牡
丹

が
あ

つ
て
左

の
方

に
石
燈
籠

、
其
後

ろ
は
木
立

に
な

つ
て
ゐ
る
。

晩
春

の

趣
は

よ
く
現

は
れ
て

ゐ
た

が
、
後

ろ

の
木
立

に
モ
ー

少
し
色

を
見

せ
て
貰

い
た
か

つ
た

、
木
立

の
色

が
あ
ま
り
寒
む
過

て
繪

が
甚

だ
淋
し

い
。

　

八
八

　
夏

の
光
　

丸
山
晩
霞

氏
筆

半

切

の
横
繪

で

、
山
中

の
崩

れ
た
崖

に
夏

の
日

が
照
し

て
ゐ
て
、
下
半
分

は
暗

い
影

に
な

つ
て

ゐ
る
、
其
黄

に
輝

く
崖

の
色

と
、
前

景

の
影

の
中

の

靑
味
を
含
ん

だ
岩

の
色

と
の
對

照
が
如

何

に
も
佳

い
、
か

ゝ
る
場
處

を
見

た
事

の
な

い
人

は
余

の

や
う

に
深
く
感

じ

る
か
如
何

か
は
知
ら
ぬ

が
、
余

は
此
作

を
場

中
第

一
に
推
す
を
憚

ら
ぬ
。
歸

つ
て
來

て
か
ら

も
未

だ
其

感

は
目

に
殘

つ
て

ゐ
る
。

若

し
余

を
し

て
此
處

を
寫

さ

せ
た
な

ら
、
今

一
際

崖

の
光
を

強
く
す

る
の
で
あ

る
が
、

そ
れ
で

な

い
方

が
却

て
自
然
で

あ
る

か
も
知
れ

ぬ
。

　

八
九

　
ち

や
ぼ

　
坂
井

紅
兒

氏
筆

白

い
ち

や
ぼ

が

二
羽
描

い
て
あ
る
小
さ
な
繪

で

、
形

は
中

々
正
し
く
寫

さ

れ

て

ゐ
る
。
筆

遣

ひ
も

器

用
で
色

彩

も
よ

い
、
た

ゞ
羽
毛

が
少
し

固
く
活

働

が
見
え

ぬ
の
は

遺
憾
で
あ

る
。

　
九

〇
　
江
流

謙

遜
で
も
遠
慮
で

も
な

く
、
甚

だ
御
耻

し

い
余

の
出
品
で

あ
る
。

思

ふ

や

う

に
出
來

ぬ
た

め
筆
數

ば

か
り
多
く
な

つ
て
、

コ
セ
コ
セ

し

た
ウ

ル
サ

イ

變
な
も
の
に
な

つ
て
仕

舞

つ
た

、
そ
し

て
更

に
描

き
直
す
暇

も
な
く
其
儘

出
し

た
の
で
あ

る
。
圖

は
大

判
ケ

ン
ト
二

ッ
切
の
縱
繪

で
猪
苗

代
の
疏
水



を
寫

し

た
も
の
、
中
央

に
靜

か
な
流

れ
が
あ
り
、
後
ろ

に
は
緑

の
山

が
あ

り

、
右

の
岸

に
は
茂
れ

る
柳

五

六
本

、
其
影
は

深
く
水

に
映

じ
て
ゐ
る
。

堤

の
盡

く
る
處

に
橋
が
あ

つ
て
、

小
舟

二
三
、
傍

に
白

い
水
禽
が

二
羽
流

れ
を
亂

し

て
ゐ
る
。

た

ゞ
こ

れ
丈

け

の
繪

で

、

夏

の
水
邊

の
靜

か
な

感

じ
を
描

ふ

と
思

ふ
て
失

敗
し
た
作
で

あ
る
。

　
九

一
　
花
　

織
田

一
麿

氏
筆

筆

の
達
者

な
繪

で
、

紅

と
白

と
の

牡
丹

の
花

三

四
輪

極
め

て
配
置

よ
く
寫

さ
れ

て
あ

る
。

ド
チ

ラ

か
と

い

へ
ば

洒

落
た
繪

で

は
あ

る

が
、
八
三

の
樂
器

よ
り
は
此
方

が
よ
く

思
は
れ
た
。

　
九

二
　

雲

　
三
宅
克
己

氏
筆

四
ッ
切
位

の

給

で
地

亭
線

を
低
く
し

、

一
列

の

黑
い
森

が

見

え
て

ゐ
る
、
雲

は
空

一
パ
イ
に
描

い
て
、
處

々
に
碧
色
を

見

せ
て

ゐ
る
。
雲

も
森

も

前

景
も
同

一
筆
法

で
、
殊

に
前

景

の
説
明

が
あ

ま
り
粗
末

で

は
あ

る
が
、
雲
を
寫

し
た
繪

は
他

に
な
く

、
其

雲
も

よ

く
感

じ
が

出
て
ゐ
て
、
同

氏

の
森

の

道

よ
り

は
此
方

が

好

も
し

い

や

う

だ
。

　
九
四
　
朝
霧
　
堀
規
矩
太
郎
氏
筆
.

中
央
に
圓

い
山
が
あ
り
、
中
腹
に
紅
葉

の
林
、
前
景
に
稻
叢
な
ど
置
か
れ

て
あ
る
極
淡
白
な
四
ツ
切
程
の
大
さ
の
繪
で
あ
る
。
此
作
者
は
、
霧
と
い

ふ
も

の
は
繪

具

を
う
す

く

つ
け

る
も

の
と
誤
解

し
て
ゐ
る

の
で
は
あ
る
ま

い
か
、
近
來

ト

ン
ト
見

か
け

ぬ

や
り

方
で

、
何

だ
か
十
年

も
跡

の
展
覽

會

に
立
戻

つ
た

や
う
な
氣

が
し
た
。

　

九
五
　
夕
日
　
磯
部
忠

一
氏
筆

半
切
位
ひ
の
横
繪

で
、
並
木
に
強
い
夕

日
が
射

し
て
ゐ
て
、
道
の
先

の

方
に
は
白

馬
を
逐
ふ
て

ゆ
く
人

物
が

一
人
、印
象
派
の
や
り
方

で
あ
る
。

點
で
描

い
た
も
の
と
し
て
は
調

子
も
よ
く
、
キ

ラ
キ
ラ

し
た
夕
陽
の
趣
も
よ
く
現
は
れ
て
ゐ
た
。

　

九
六
　
大
崎
の
雪
　
古
川
新
策
氏
筆

鑑
査
官
の
氣

紛
れ
で
出
し
た
も
の
で

あ
ら
う
、

十
六
切
位

ひ
の
縱
畫

で
あ
る
。

　

九
九
　
鶴

ケ
岡
　
大
橋
正
堯
氏
筆

、半
切

横
繪

で
、
冬
枯
し
た
る

杉

の
森
、
枯
れ
た

る
草
、
前

景

僅
か
に
水
が
見
え
て
、
澁

い
快

よ

い
調
子
で
出

來
て
ゐ
る
。
右

の
上
か
ら
左

の
下

へ
と
極
ま
つ
た

筆
遣
ひ
が

一
寸
眼

に
つ
く
が
、

此
繪

と
し
て
格

別

難
と
す
る
に
足
ら
ぬ
。
強
て

言

へ
は
引
締
ま

つ
た
處
が
な
い
が
、
色
に
少
し
の

厭
味
の
な

い
の
と
、
筆

つ
き

の
素
直
で
あ
る
の
と
は
此
作
者
の
長
所
で
、

余
は
丸
山
氏
の
夏
の
光
に
次
で
の
作
で
あ
る
と
思

つ
た
、
そ
し
て
石
川
氏

と
同
じ
く
年
々
進
歩
の
著
し

い
の
に
は
感
服
せ
ざ
る
を
得
ぬ
。

以
上
は
陳
列
せ
ら
れ
た
る
永
彩
畫

の
總
評
で
あ
る
。
美
術
舘
は

い
つ
も
雜

　
　
　
　
　
　
　
　



沓
し

て
ゐ
る

の
で
充

分

に
觀

察

す
る
事

が
出
來
な

か

つ
た
た
め
、
極
め

て

公
平
に
評

を
し
た
積
り
で
は

あ

る
が
、
多
少

の
見
落

し

や
間

違

は
あ
る
か

も
知
れ
ぬ
、
且
あ

る
作
品

に
對

し
て
は
幾
分

か
言

ひ
過

た
處

も
あ

つ
た

か

む
知
れ

ぬ
。

そ
の
點

は
作
者
及
讀

者
諸
君

の
御
宥

怒

を
願

ふ
。

　
　
　
　
美
術

教
育
の
缺

乏

美
術
學
校
長

正
木

直
彦
氏
曰
く
、
吾
國

は
東

洋

の
美
術
國

な
ど

ゝ
自
惚

れ

る
者
が

あ
れ

ど
、
其
實
上

下
を

通
じ

て
今
の

一
般

の
人
士

の
趣

味
に
乏

し

い
こ
と
は
甚
し

い
、
國

民

の
中
堅
た

る
べ
き
中
流

の
人
士

が
趣
味

に
乏
し

い
と

い
ふ
こ

と
は
、
實

に
國

の
品

位
に
關

す

る

こ
と
で

あ
る
。

西
洋

諸
國

で

は
、
中
等
教

育
を
受
く

る
以
上
の
人
は
必
ず

趣
味
を

養

ふ
べ
く

文
學

及

美
術

の
教

育
を
受
け
て

ゐ
る
の
で
あ

る
。

佛
國

の
如
き
は

、
如
何

な
る
方

面

の
學

問
に
志
す
人

で
も
、
中

等

以
上

の
教

育
を
受
け
た

る
人
は
、
必
ず

美
術
歴
史
教
育
を
受
け

な

い
も

の
が
な

い
樣

な
仕
組

に
な

つ
て
ゐ
る
。
之

に
反
し

て
、
吾
國
で

は
普

通
教
育

を
受
く

れ
ば
直

ぐ
專

門

の
教
育
に
這

入

る
の
で
、
文
學
美
術

の
教

育
を
受
く

る
機
會

は
甚

だ
尠

な

い
、
即
ち
教
育

止

か
ら
し

て
趣

味
を
養

ひ
得

ら
る

ゝ
と

い
ふ
機
會

は
甚

だ
尠

な

い
の
で

あ

る
、
教

育
せ

ず

し
て
趣
昧
饒
き
入
格

を
求

め
る
は
殆

ど
木

に
依

て
魚

を
索

め
る
に
等

し
き

も
の
で

あ
る
。

(
教

育
公
報
抜
萃

)

　
　
　
　

見
物
人
豫

防
法

戸
外
寫

生
に
見
物
人

の
集
ま

つ
て
來

る
の
は

ウ

ル
サ
イ

も
の
だ

が
、
さ
て

こ

れ
を
防

ぐ
よ

い
方
法

も
な

い
。
或
人
は
見

て
ゐ
る
前
で

物
を
食

ふ
と

よ

い
と

云
は

れ
る
が

こ
れ

も
際

限

の
な

い
話
で
あ

る
、
叱
り

つ
け

れ
ば
子

供

な

ど
は
仇

を
す

る
、
砂
で

も
撒

か
れ
た

ら
堪
ら
な

い
、

キ

タ
ナ
ラ
し

い
子

供
で

も
坊

ち

や
ん
は

よ

い
子
だ

か
ら

ソ
ッ
チ

へ
よ
つ
て
を
く

れ
と

い
ふ
と

素

直

に
言

ふ
こ
と
を
き
く

が
、
ド

ケ
ド
ケ

な

ん
と

い
ふ
と
中

々
意
地

張
る
も

の
だ
。

あ

る
西
洋
人

は
、
人

が
來

る
と
直
ぐ
繪

に
掩

を
し

て
、
其
人

の
立

去

る
迄
濟

ま
し
て
煙
草

を

の
ん
で

ゐ
に
と

い
ふ
、
そ
れ

も
暇
潰
し
で

あ
る
。

人

が
立

つ
た

ら

ス
ケ
ッ
チ
ブ

ツ
ク

を
出
し
て
其
人

の
顔

を
寫

生
し
始
め
れ

ば

、
大
慨

の
ア

ツ
ヵ

マ
シ
ヤ
も
逃

げ
出
す
で

あ
ら
う

が
、
ま
だ
實
驗

は
し

て
見
な

い
、

そ
し

て
こ
れ

は

一
人

や
二
人

に
は
應
用

が
出
來

る
が
、
澤

山

集
ま
ら
れ
た
時

は
駄
目

だ
。

は

て
何

か
よ

い
工
風
は
な

い
か
し

ら
ん
。

○
　
曾

て
萬

朝

の
華
山

と

い
ふ
人

は
、
山

水
畫

は
人
を
厭
世
的

に
す

る
、

人物
畫

を
奨
勵

し

ろ

と

い
は
れ
た

、

一
理
窟
は

あ
る
が
、
併

し
火

と
鐵

と
の
人
間
社

會

に
活
動
し

て

ゐ
る
人
達

が
、
安
息

日
に
郊
外

の
空
氣
を

吸

ふ
こ
とが
、
多

大

の
慰
籍
で

あ

る
事
を
否
定

さ
れ
ぬ
限
り

は
、

一
幅
の

山

水
畫

も
、
こ
れ
等

の
人
達

に
は
好
箇

の
清
涼
劑

で

は
あ
る
ま

い
か
。

○
　

久
し
く
病

の
床

に

あ
る
友

か
ら
の
手
紙

の
端

に
『

此
頃

い
ろ
い
ろ

な
繪

を
枕

頭

の
襖
に
貼
り

つ
け

て
眺
め

て
ゐ
る
が
、
人
物
畫

は
見

て
ゐ

て
も
、
何
故

動
か
ぬ

か
と
の
欲

が
出
て
、
物
足

ら
ぬ

心
地

は

や
が
て
厭

氣

に
變

る
が

、
山
水
畫

は
自
分

も
そ
の
畫

中

に
遊

ん
で

ゐ
る
樣

で

、

い

つ
迄

見
て
ゐ

て
も
飽

き
ぬ
』

と

か

い
て
あ

つ
た
。


