
▲
洋
畵
の
變

の
狀
態
は
大
體
に
於
て
社
會
の
狀
態
と
格
別

は
ず
盛

少
し
も
停
止
し
て
居
る
事
は
な
い
現
今
の
と
こ
ろ

工
藝
の

盛
な
國
も
あ
り

明
が
極
端
に
發

し
た
結
果
却
て

體
が
墮
落
の
傾
向
を
帶
び
て
居
る
國
も
あ
る
し

は
日
本

の
如
き
萬
事
が
是
れ
か
ら
と
云
ふ
國
も
あ
る
繪
畵
も
同
じ
事
で
其
の
現
狀
は
世
界
各
國
千
差
萬
別
で
あ
る
か
ら
今
一
般
の
畵
風

を
一
纒
め
に
し
て
新
傾
向
は
斯
う
で
あ
る
と
極
め
る
事
は
む
づ
か
し
い
が
併
し
其
中
で
先
づ
如
何
な
る
點
が
凡
そ
共

し
た
現
象

で
あ
る
か
と
い
ふ
問
題
の
答
案
は
や
が
て
之
れ
今
日
一
般
の
趨
勢
と
も
見
る
事
が
出
來
る
か
も
知
れ
ぬ

▲
或
一
國
の
繪
畵
に
就
て
云
つ
て
も
斯
う
で
あ
る
か
ら
明
年
は
如
何
で
あ
ら
ふ
と
云
ふ
豫
想
や

昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
如

何
變
つ
た
か
の
如
き
は
兎
角
答
へ

い
問
題
で
あ
る
何
故
と
云
ふ
に
大
體
の
狀
態
は
さ
う
俄
に
晝
夜
の
や
う
に
變
る
も
の
で
は
な

い
十
年
十
五
年
と
い
ふ
長
い
日
月
を
經
て
一
つ
の
新
な
畵
風
を
形

し
て
來
る
も
の
で
あ
る
か
ら

か
一
年
や
二
年
の
事
を
以
て
如

何
だ
斯
う
だ
と
極
め
る
の
は
甚
だ
早
計
な
事
で
あ
る
と
思
ふ
大
事
を
取
つ
て
云
へ
ば
こ
ん
な
も
の
で
あ
る

▲
扨
其
共

な
點
と
い
ふ
事
で
あ
る
が
第
一
は
一
般
に
西
洋
畵
が
明
る
い
傾
向
を
持
つ
て
來
た
事
で
あ
る
之
に
は
種
々
原
因
も
あ

る
が
日
本
畵
の
影

が
決
し
て
少
く
な
い
と
思
ふ
而
し
て
日
本
に
於
け
る
洋
畵
も

頃
は
大
體
に
明
る
い
も
の
と
な
つ
た
抑
も

日
本
畵
の
陰
影
の
な
い
明
快
な
る
點
が
或
西
洋
の
畵
家
に
喜
ば
れ
其
に
他
の
種
々
な
原
因
も
あ
つ
て
い
つ
の
間
に
か
西
洋
の
畵
が

今
日
の
や
う
に
明
る
く
な
つ
て
來
た
の
で
あ
ら
う
畵
が
明
る
く
な
つ
た
と
い
ふ
事
は
最
早
今
日
で
は
一
般
畵
界
に
共

の
現
象
と

洋
畵
の
新
傾
向
と
硏
究
の
態
度

黑
田
淸
輝



見
て
も
よ
か
ら
う

▲
今
一
つ
は
實
際
ら
し
く
と
い
ふ
事
を
離
れ
て
裝

的
の
傾
向
を
帶
び
て
來
た
樣
で
あ
る
此
の
裝

的
と
云
ふ
の
は
模
樣
の
事
と

き
つ
ぱ
り
解
釋
し
て
貰
つ
て
は
困
る
之
を
純
粹
の
模
樣
と
一
番
緣
の

い
人
物
畵
に
就
て
例
へ
て
見
れ
ば
裝

的
だ
と
い
ふ
塲 

合
は

▲
人
物
の
位
置
の
配
合
や
畵
面
の
色

の

布
の
上
に
裝

的
觀
念
を
餘
計
に
持
た
し
た
と
云
ふ
塲
合
を
多
く

め
る
の
で
是
れ

を
假
り
に
裝

的
と
云
つ
た
の
で
あ
る
元
來
日
本
の
繪
畵
は
一
般
に
裝

的
で
あ
る
の
が
西
洋
の
普

の
現
實
的
の
繪
畵
と

く

趣
を
異
に
し
て
居
る

純
然
た
る
模
樣
に
就
て
云
へ
ば
動

物
を
以
て
模
樣
に
す
る
時
で
も
西
洋
で
は
云
は
ゞ
唐
草
式
に
や
る
が
日

本
で
は
自
然
の
形
を
其
儘
利
用
し
て
配
列
の

合
裝

の
目
的
を

す
る
や
う
に
し
て
ゐ
る
事
が
あ
る
此
心
持
が
大

西
洋
の
畵

家
に

用
さ
れ
て
獨
り
動

物
を

に
し
た
裝

畵
に
の
み
で
な
く
人
物
畵
の
タ
ブ
ロ

に
も
應
用
さ
れ
て
來
た

▲
畵
風
は
始

變

し
て
居
る
の
で
あ
る
が
或
新
な
形
式
を
備
へ
る
と
云
ふ

に
は
中
々
時
が
か
ヽ
る
私
の
留
學
生
時
代
に
盛
ん

で
有
た
印
度

も
其
後
多
少
の
變

を
來
し
て
今
日
で
は

別
趣
の
も
の
が
生
れ
て
來
て
居
る
卽
ち
最

の
キ
ユ
ビ
ズ
ム
な
ど
云

ふ
の
が
そ
れ
で
あ
る
さ
て
畵
が
明
る
く
な
つ
た
と
云
ふ
事
は
ク
ラ
シ
ツ
ク

の
も
の
で
さ
へ
も
一
體
に
以

の
も
の
に
比
し
て

頃

は
幾

か
明
る
く
な
つ
た
氣
味
が
あ
る

極
端
な

張
を
持
な
い
人

で
も
裝

的
觀
念
を
以
て
畵
を
描
く
や
う
に
な
つ
て
來
た

事
は
事
實
の
や
う
に
思
は
れ
る
日
本
の
洋
畵
界
も
今
日
で
は
矢
張
明
る
い
傾
向
と
裝

的
觀
念
に
重
き
を
置
い
て
來
た
や
う
で
あ

る
つ
ま
り
此
の
二
つ
は
西
洋
と
共

で
あ
る
だ
と
云
て
日
本
が
西
洋
と
同

度
に

ん
で
居
る
と
云
う
譯
で
は
決
し
て
な
い
只

比

的
短
日
月
の
中
に
日
本
も
西
洋
と
同
じ
や
う
な
傾
向
を
現
す
や
う
に
な
つ
た
と
い
ふ
の
は
此
四
五
年

よ
り
洋
行
す
る
畵
家

洋畵の新傾向と硏究の態度



が
多
く
な
つ
た
爲
め
西
洋
の
流
行
が
早
く
日
本
に

入
さ
れ
る
結
果
で
あ
ら
う
と
思
ふ

▲
洋
畵
の
硏
究
に
就
て
の
私
の
意
見
は
ざ
つ
と
之
を
二
筋
に

け
て
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
卽
ち
一
は
硏
究
の
目
的
他
は
其
方
法
順

序
で
あ
る
一
體
私
は
畵
と
し
て
の
價

は
趣
味
の
問
題

興
の
問
題
で
解
決
す
べ
き
も
の
だ
と
信
じ
て
ゐ
る
如
何
に
立

な
事

柄
が
描
い
て
あ
つ
て
も
只
其
れ

で
は
一
向
何
等
の
趣
味
も
な
い
例
へ
ば
立

な
敎
訓
的
な
畵
題
に
よ
つ
て
描
か
れ
た
作
品
で

も
そ
れ
が
其
事
件
の
說
明
だ
け
に

ぎ
な
か
つ
た
ら
畵
と
し
て
の
面
白
味
は
何
處
に
あ
る
か
で
あ
る
夫
故
第
一
に
私
の
學
ぶ
處
は

其
畵
に
對
し
て
或

じ
が

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

▲
之
を
風
景
畵
に
就
て
云
へ
ば
例
へ
ば

の
畵
を
描
い
た
と
す
る
其
材
料
と
し
て
如
何
な
る
枯
木
や
野
徑
が
描
き
連
ら
ね
て
あ

つ
て
も
如
何
に
も
淋
し
い

さ
う
だ

ら
し
い
と
い
ふ
趣
が
表
れ
て
居
な
け
れ
ば
私
は
價

の
あ
る
面
白
い
畵
だ
と
は
思
は
ぬ

斯
う
云
ふ
私
の
精
神
か
ら
去
年

部
省
展
覽
會
に
就
い
て

興
的
の
畵
が
多
く
な
つ
た
の
は

年
よ
り
も

步
の
跡
が
見

る
と

或
人
に
話
し
た
事
が
あ
る
が
是
れ
は
硏
究
の
目
的
は
趣
味
の
あ
る
畵
を
作
る
に
あ
り
と
云
ふ
見
地
か
ら
云
つ
た
の
で
あ
る
然
る

に

興
と
い
ふ
事
は
日
本
人
に
は
當
然
の
事
で
あ
つ
て
洋
畵
を
是
か
ら

め
て
行
く
と
い
ふ
現
今
の
日
本
に
あ
つ
て
は
寧
ろ
不
必

要
な
事
で
あ
る
洋
畵
の
本
領
と
す
る

は
實
際
を
描
寫
す
る
に
あ
る
の
だ
か
ら
何
處

も
其
點
に
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
い
ふ
意
味
の
事
を
云
つ
た
人
が
あ
つ
た
誠
に
尤
も
な
議
論
で
あ
る
只
私
は
私
の

を

に

た
の
で
あ
つ
た
が
成

古
中
の
日
本
で
は
畵
を
作
る
方
法
を
等
閑
に
し
て
は
な
ら
ぬ
充

に
實
際
的
の
描
寫
に
勉
め
る
と
云
ふ
事
は
最
も
肝
要
で
あ
る
か

ら
現
在
修
行
中
の
人

に
向
つ
て
無

に

興
論
を
す
ヽ
め
て
は
却
て

の

步
を
妨
げ
る
つ
ま
り

を
疎
か
に
し
て
も
立

な
畵
が
出
來
る
も
の
と
思
ふ
に
至
る
や
も
知
れ
ぬ
故
に
私
は
洋
畵
の
硏
究
に
就
て
は
趣
味

興
を
貴
ぶ
と
同
時
に
學
生
諸
君
な
ど
に

洋畵の新傾向と硏究の態度



對
し
て
は
先
づ
實
際
的
の
描
寫
を
充

に
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
事
を
も
云
つ
て
置
き
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る

『
東
京
朝
日
新
聞
』 

明
治
四
五
年
一
月
三
日

本
文
献
中
キ
ビ
ス
ム
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
が
日
本
へ
の
キ
ビ
ス
ム
の
紹
介
は
本
文
献
よ
り
半
年
ほ
ど
前
パ
リ
留
学
中
の
石
井
柏

亭
が『
東
京
朝
日
新
聞
』紙
上
で
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展（
一
九
一
一
年
四
月
二
一
日

六
月
一
三
日
）を
報
じ
た
中
で
ジ
ン
・
メ
ツ
ン
ジ
（Jean 

M
etzinger 

一
八
八
三

一
九
五
六
年
）の
作
品
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト（
明
治
四
四
年
七
月
二
二
日
）と
縮
写（
七
月
二
九
日
）を
載
せ
た
の
が
嚆
矢
と
さ
れ
る

同
展
は
フ
ル
ナ
ン
・
レ
ジ
や
ロ
ベ

ル
・
ド
ロ

ネ

ら
キ
ビ
ス
ト
が
集
団
展
示
を
行
な

た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
彼
ら
が
続
い
て
作
品

を
送

た
そ
の
年
の
秋
の
サ
ロ
ン
・
ド
ト
ン
ヌ（
一
〇
月
一
日

一
一
月
八
日
）に
つ
い
て
も
柏
亭
は『
東
京
朝
日
新
聞
』に
展
覧
会
評
を
書
き
送
り

「
立
方
体
派
」の
語
を
用
い
て
い
る（
一
一
月
一
一
日
）
そ
の
ほ
か
に
も
一
一
月
一
八
日
付『
読
売
新
聞
』や
一
二
月
二
日
付『
万
朝
報
』で
紹
介
さ
れ

た
が
「
此
等
の
人
人
の
画
に
な
る
と
色
に
も
形
に
も
殆
ど
愉
快
な
処
が
な
く
た
だ
他
の
眼
を
困
ら
せ
る
ば
か
り
で
あ
る
」（
石
井
柏
亭「
ア
ン

デ
パ
ン
ダ
ン
の
展
覧
会
と
ヷ
ン
ド
ン
ゲ
ン
の
諸
作
」『
東
京
朝
日
新
聞
』 

明
治
四
四
年
七
月
二
二
日
）「
そ
の
派
の
特
徴
は
何
で
も
物
に
角
を
つ
け
て
見
て

顔
で
も
衣
紋
で
も
三
角
を
出
来
る
だ
け
作
つ
て
描
く
の
で
あ
る
」（『
万
朝
報
』）と
い
う
調
子
だ

た

　

キ
ビ
ス
ム
の
日
本
に
お
け
る
紹
介
に
つ
い
て
は

浅
野
徹
「
立
体
派

未
来
派
と
大
正
期
の
絵
画
」（『
東
京
国
立
近
代
美
術
館
年
報 

昭
和

五
一
年
度
』 

昭
和
五
三
年
三
月
）
大
谷
省
吾
「
キ
ビ
ス
ム
と
日
本
」（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
ほ
か
『
ア
ジ
ア
の
キ
ビ
ス
ム－

境
界
な
き
対
話
』
展

図
録 

平
成
一
七
年
八
月
）
を
参
照

洋畵の新傾向と硏究の態度


