
油
繪
と
光
線

▲
油
繪
の
需

が
增
加
し
た
は
事
實
な
が
ら
基
く

は
之
に
對
す
る
趣
味
性
の
發
輝
と
云
ふ
よ
り
は
寧
ろ

築
の
洋
風

に

ふ
自
然
の

求
で
あ
り
は
せ
ぬ
か
と
思
ふ

然
し
其
內
に
趣
味
も
出
て
來
る

▲
凡
そ
物
の
需

は
趣
味
か
ら
す
る
の
も
あ
り
必

か
ら
す
る
の
も
あ
る
其
の
孰
れ
か
ら
來
る
に
し
て
も
油
繪
の
や
う
な
品
と

な
る
と
人
間
の
本
能
と
し
て
縱
し
最
初
は
單
に
必

あ
つ
て
蒐
め
ら
れ
る
に
し
て
も
い
つ
か
之
を
介
し
て
自
然
を
味
ひ
得
べ
く

た
自
ら

の
上
に
も
目
を
着
け
る
や
う
に
な
つ
て
初
め
て
必

以
外
に
蒐
集
に
或
意
義
が
附
隨
し
て
來
る

▲
必

以
上
に
出
づ
る
と
云
ふ
は
必

油
繪
を
賞

す
る
事
に
な
る

偖
て
其
の
賞

に
當
つ
て
の
豫
備
智

と
云
つ
て
可
な
る

者
に『
光
線
』が
あ
る

光
線
を
度
外
し
て
は
油
繪
は
了
解
さ
れ

い

光
線
あ
つ
て
の
後
が
油
繪
な
り
と
云
つ
て
可
い

換
言
れ

ば
光
線
は
油
繪
の
生
命
で
あ
る

▲
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
以
來
明

の
や
か
ま
し
い

張
が
あ
つ
た
が
時
の
變

に
つ
れ
て
今
日
で
は
大
體
に
明
る
い
光
線
を
出
し
た
も

の
と
歸
着
さ
れ
其
の
明
る
さ
の

合
を
重
に
色
の
上
で
苦
心
し
た
の
が
印
象

と
呼
ば
れ
る
畫
で
あ
る

▲
在
來
の
油
繪
に
革
新
を
與
へ
た
に
拘
ら
ず
印
象

が
初
め
て
頭
を
擧
げ
た
時
に
は
世
間
は
左
し
て
之
を
珍
重
せ
ず

た
度
重

な
る
に
つ
れ
て
自
か
ら

か
れ
た
や
う
な
傾
き
が
あ
り
且
つ
は
年
と
共
に
幾

下
火
と
な
つ
て
は
居
る
が
油
繪
を
明
る
い
も
の
に

油
繪
の
賞

黑
田
淸
輝



し
た
功
績
は
永
久
沒
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る

▲
明
る
さ
の
加
减
と
其
の
妙
趣
は
印
象

の
畫
を
俟
つ
て
初
め
て
味
ひ
得
る

光
線
を
科
學
的
に
硏
究
し
て
描
か
れ
た
る
目
的

物
の
刹

々
々
の
氣
合
を

な
く
現
は
す
方
法
は
先
以
て
此

の
得
意
と
す
る

で
あ
ら
う

▲
中
に
は
裝

に
重
き
を
置
い
た
が
や
う
な
も
の
も
あ
れ
ど
つ
ま
り
鮮
明
な
る
光
線
の
描
寫
に
苦
心
を
積
み
經
驗
を
重
ね
て

謂
現
代
の
油
繪
の
基
礎
を
据
ゑ
る
に
至
つ
た

▲

頃
は

未
來

と

す
る
も
の
が
生
た
が
此
新
い
流

の

張
に
も
理
屈
は
あ
る

▲
議
論
を
聞
い
て
も
複
製
物
に
依
つ
て
見
て
も
未
來

の
覗
ひ

は
活
動
を
描
か
う
と
す
る
に
あ
る

物
の
靜
止
し
た
形
を
描
く

や
う
で
は
繪
と
は
云
は
れ
ぬ

た
活
動
し
て
居
る

を
描
い
た
た
け
で
は
夫
が
既
に
靜
止
で
あ
る

依
て
描
く
瞬
間
に
眼
に
入

る
總
て
の
光
線
と
之
れ
に
よ
つ
て
示
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
形
と
悉
く
羅
し
て
一
つ
の
畫
面
に
收
め
る

先
づ
斯
う
解
釋
す
べ
き
で
あ

ら
う
と
思
ふ

▲
未
來

の
畫
は
一
見
何
が
描
い
て
あ
る
か
了
解
し

い

餘
り
に
混
雜
し
て
居
る

併
し
察
す
る
に
各
種
の
色
や
形
が
組
み
合

つ
て
言
ふ
に
言
は
れ
ぬ
麗
は
し
い

和
を
整
へ
る

此
の
變

あ
る
光
線
の
快

を
現
は
さ
う
と
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か

▲
描
き
あ
げ
ら
れ
た
畫
は
形
の
辨
別
に
苦
し
む
點
が
あ
つ
て
も
之
を
作
く
る
が
爲
め
に
光
線
よ
り
生
ず
る
色

の

和
に
苦
心
し

た
痕
は
深
く
立
入
つ
て
究
め
れ
ば
究
め
る
だ
け
其
處
に
或
る
趣
味
の
存
す
る
を
見
出
し
得
る

兎
角
油
繪
の
賞

に
は
光
線
の

解
釋
に

意
す
る
事
が
必

な
條
件
で
あ
る
と
思
ふ

▲
印
象

を
出
し
て
後
ち
二
三
の
新

を
生
み
今
ま
た
未
來

を
も
出
し
た
油
繪
の
大
勢
は
今
後
と
も
益
々
多
く
の

に

れ

油繪の賞



る
で
あ
ら
う

如
何
な
る
變

が
湧
て
生
ず
る
か
も
測
ら
れ
ぬ

さ
り
な
が
ら

は
繁
く
な
り
描
法
は
多
岐
に
な
つ
て
も
光
線
の
利

用
如
何
が
油
繪
の

巧
上
の
面
白
味
で
あ
る

畫
題
の
變

▲
佛
蘭
西
の
繪
は
年
々
の
サ
ロ
ン
に
於
て
大
勢
が
定
ま
る

路
易
十
四
世
の
頃
に
初
め
て
之
を

し
た
時
は

に

々
た
る
も
の

で
其
第
四
回
の
目
錄
で
見
る
と
油
繪

を
合
せ
て
出
品
點
數

に
百
五
十
點
位
に

な
い
が
今
日
に
て
は
新
舊
兩
サ
ロ
ン
に
陳

列
さ
れ
る
油
繪
だ
け
で
も
三
千
三
四
百
點

後
と
數
へ
ら
れ
る

▲
大
奈

の
時
代
に
初
め
て
審
査
制
を
設
け
て
此
の
時
以
後
一
段
と
効
果
が
現
は
れ
た
や
う
に
聞
く
が
サ
ロ
ン
あ
つ
て
以
來

二
百
四
十
五
年
出
品
さ
れ
る
畫
の
變

は
之
を
世

に
區
劃
す
れ
ば
最
も

明
で
あ
る
が
仔
細
に
見
來
れ
ば
大
抵
十
年
を
一
期

と
し
て
明
か
に
其
の
變
轉
が

め
ら
れ
る

▲
サ
ロ
ン
の
歷

を
溯
る
と
初
期
に
は
歷

畵
が
多
か
つ
た
宗
敎
畵
が
澤
山
出
た
神
話
を
材
と
し
た
も
の
も
多
數
に
見
ら
れ
た

▲
古
典

の
時
代
に
な
つ
て
は
希
臘
羅
馬
の
も
の
を
描
い
た
で
な
け
れ
ば
畫
で
な
き
か
の
如
く
思
は
れ
も
し
た
や
う
で
あ
る

然

る
に

年
の
サ
ロ
ン
の
目
錄
を
見
る
と
歷

畫
宗
敎
畫
謂
は
ゞ
以

に

を
極
め
た
も
の
は

第
に
减
じ
て
代
り
に
風
俗
畫

が
多
數
を
占
め
て
居
る

▲
兎
に
角
サ
ロ
ン
二
百
四
十
五
年
の
歷

に
は
作
風
の
變

が
あ
る
と
共
に
思
想
の
變

も
亦
た
著
し
く
目
に
付
く

▲
同
じ
く

子
の
愛

を
現
は
す
に
し
て
も
昔
は
マ
ド
ナ
が
基
督
を

い
た

を
描
い
て
夫
れ
に
依
つ
て
見
る
者
の
滿
足
を
買
つ
た

の
が
今
日
で
は
漁
夫
の
夫

が
其
兒
を

い
て
あ
や
し
て
居
る

を
描
い
て
夫
に
て
宗
敎
畫
に
對
す
る
と
同
じ
神

な
る
愛

油繪の賞



の
觀
念
を
見
る
者
に
味
は
し
め
ん
と
す
る

▲
斯
る
例
は
探
す
に
從
つ
て
幾
何
で
も
出
る
つ
ま
り
は
佛
蘭
西
其
他
歐
羅
巴
に
於
け
る
各
時
代
の
思

或
は
嗜
好
が
畫
の
上
に
現
は

れ
た
に
外
な
ら
ず
且
つ
や
畫
其
物
も
描
法
に
於
て
着
色
に
於
て
始

變

し
て
居
る

日
本
の
油
繪

▲
佛
蘭
西
は
油
繪
の
本
場
と
云
つ
て
も
い
い

此
の
本
場
で
の
作
品
と
日
本
の
油
繪
と
を
比

す
れ
ば
日
本
物
は
著
し
く
見
劣
り

が
す
る

ス
ケ
ツ
チ
で
も
見
る
や
う
な
氣
持
が
す
る

▲
輕
く
も
あ
る
し
未
製
品
で
も
見
る
か
の
や
う
な
思
ひ
が
す
る

ど
う
し
て
も
日
本
の
油
繪
は
西
洋
物
の
や
う
に
重
々
し
く
な
い

▲
此
の
重
々
し
さ
が
缺
け
る
點
に
於
て
日
本
の
油
繪
を

く

み
の
無
い
も
の
ゝ
や
う
に
非

す
る
向
が
あ
る
が
是
れ
は
間

ひ

で
此
缺
點
な
る
も
の
が
却
つ
て
將
來
日
本
の
油
繪
の
特
色
と
も
な
る
べ
き
素
地
を
形
づ
く
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
は
れ
る

▲
立

な
畫
題
を
捉
ま
へ
得
ぬ
と
か
日
本
人
の
描
い
た
油
繪
は
ま
づ
い
と
か
頭
か
ら
ケ
ナ
シ
付
け
る
の
は
結
局
時
勢
と
國
民
の
嗜
好

と
を
無
視
し

發

を
企
圖
奬
勵
す
る
の
意
思
の
缺
乏
で
不
深
切
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ

▲

西
洋
物
は
大
體
に
於
て
大
袈
裟
で
あ
る

築
と
相
俟
つ
て
大
仕
掛
な
繪
が
多
い

併
し
其
の
大
袈
裟
に
も
の
だ
け
が
必
し

も
大
美

品
だ
と
言
切
り
得
べ
き
で
は
あ
る
ま
い

▲
由
來
淡
泊
を
旨
と
す
る
日
本
人
と
濃
厚
を
尙
ぶ
西
洋
物
と
は
反
が
合
は
ぬ

日
本
人
の
頭
に
は
先
天
的
に
東
洋
畫
が
染
み

ん

で
居
て
描
く
者
に
も
見
る
者
に
も
其

が
宿
つ
て
居
る

▲
い
や
に
衒
は
ず
に

致
を
存
す
る
と
云
ふ
や
う
な

が
東
洋
畫
の
妙
味
で
あ
る

從
つ
て
日
本
の
油
繪
は
現
今
で
も
幾

國
民

油繪の賞



性
が
手
つ
だ
つ
て
未
熟
な
が
ら
稍
々
輕
い
あ
つ
さ
り
し
た

子
が
現
は
れ
る
の
だ
と
思
ふ

▲
此
の
輕
い
と
云
ふ
事
が
人
の

解
を
招
く
基
と
な
つ
て

者
が
一
槪
に
ま
づ
い
と

斷
す
る
や
う
で
あ
る

▲
日
本
の
油
繪
の
特
色
は
既
に
其
萌
芽
が
見
え
る

唯
だ
未
だ
世
間
で
之
を

め
ず

或
點
ま
で
は
描
く
本
人
も
自
覺
せ
ぬ
だ
け

で
あ
る

▲
誰
が
之
を
大

す
る
か
ま
た
何
時
に
な
つ
た
ら
ば
明
に
特
長
が
現
は
れ
る
か
夫
は
未
知
數
に
屬
す
る
に
し
て
も
日
本
の
油
繪

は
明
る
い
光
線
を
基
と
し
て
之
に
加
味
す
る
に
東
洋
獨
特
の
高

な
る
趣
味
を
以
て
し
て

か
ら
ず
世
の

を

求
す
る

で
あ
ら
う

▲
一
口
に
日
本
の
油
繪
は
ダ
メ
だ
と
言
つ
て

く
る
の
は
將
來
を
思
は
ざ
る
の
甚
し
い
と
云
ふ
も
の
で
あ
る

苟
く
も
油
繪
が

筆
色

の
上
か
ら

に

べ
た
や
う
な
味
ひ
を
現
は
し
得
ら
れ
る
と
す
れ
ば
在
來
の
東
洋
畫
と
左
し
て
賞

の
上
に
相

は
あ
る
ま
い

▲
況
し
て
油
繪
に
は
光
線
の
上
の
美

が
あ
る

此
點
に
於
て
は
或
は
在
來
の
東
洋
畫
の
上
に
出
る
か
も
知
れ
ぬ

▲
そ
う
な
れ
ば
今
の
マ
ヅ
イ
ダ
メ
と
言
は
れ
て
居
る
油
繪
は
他
日
吾
々
日
本
人
の
誇
と
す
る
に
足
る
も
の
と
爲
ぬ
と
も
限
ら
ぬ

掬
す
可
き
風
致

　

大
喪
中
は
謹
愼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

家

の
娛
樂
も
け
ば
〳
〵
し
い
物
は
勢
ひ
中
止
さ
れ
て
ゐ
る

け
れ
ど
も

栽
は
娛
樂

と
云
ふ
よ
り
も
寧
ろ
趣
味
で
殊
に
先
帝
に
は
郁
子
な
ど
を
愛
で
さ
せ
ら
れ
し
や
う
に
承
る

郁
子
は
ア
ケ
ビ
の
一
種
で
蔓
草
だ
が

老
大
の
灌
木
を
見
た

で
あ
る

葉
は
ア
ケ
ビ
に
似
て
大
き
く
固
く
厚
く
五
七
葉
が
並
ん
で
一
つ
の
大
き
な
淡
綠
色
の
光
あ
る

葉
で

も
決
し
て
落
ち
な
い
と
こ
ろ
か
ら
常
磐
ア
ケ
ビ
な
ど
と
云
つ
て
ゐ
る

普

は
立
夏
の
頃
に

を
出
し
六
瓣
の

が

油繪の賞



簇
り
開
く

形
は
百
合
に
似
て
五
六

色
は
白
の
上
に
淡
紫
を
帶
び
實
は
楕
圓
形
で
カ
ラ
ス
瓜
位
の
大
き
さ
で
最
早
靑
い
實

を
つ
け
て
ゐ
る

昨
今
の

栽
も
の
で
は
荻
蘆
土

の
索
甲
臺
灣
の
紅

臺
灣
の
晝
顏
紅
千
萱
黃
金
齒
朶
金
華
山
の

竹
姫
石
榴
秋
海
棠
風
知
草
秋
草
の
水
盤
も
の
で
あ
る

尙
ほ
檉
柳
と
云
つ
て
支

か
ら
渡
來
し
た
樹
も
よ
い

是
れ
は
葉
の

形
檜
に
似
て
甚
だ
細
く

か
ら
ず
枝
も
細
く
多
く
は
垂
れ
て
ゐ
る

夏
に

つ
て
枝
每
に
六
七
寸
の
穗
を
し
て
ゐ
る

紅

を
開
く

其
有

は
小
く
簇
つ
て
な
か
〳
〵
に
可
憐
ら
し
い

此

は
秋
に
も

く

支

の
美
人
楊
貴

が
非
常
に
此

を
愛
し

た
と
云
ふ
の
で
珍
重
が
つ
て
ゐ
る
人
が
多
い

深
山

膽
も
是
れ
か
ら
の
も
の
で
葉
は
竹
の

に
短
く
圓
く
對
生
し
秋
の

に

莖
と
葉
の
間
に
三
五
の

を
つ
け
筒
瓣
で
末
が
五
つ
に

れ
て
ゐ
る

晝
は
展
び
夜
は
收
ま
る
者
で
靑
碧
の
色
も
美
し
い

榠
樝

と
云
ふ
喬
木
も
春

い
た
五
瓣
の
淡
紅
色
が
最
早
郁
子
と
同
じ
く
實
を
結
ん
で
ゐ
る
が
是
れ
も
秋
熟
し
て
か
ら
蜜
に
漬
け
る
と

良
い
香
氣
を
持
つ
て
ゐ
る

細
か
く

ん
だ
葉
が
互
生
し
た

も

つ
べ
か
ら
ざ
る
風
致
が
あ
る
の
で
昨
今
の

栽
界
で
は
珍
重

さ
れ
て
居
る

 

『
地
球
』一
五 

大
正
元
年
八
月

未
来
派
が
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
キ
ビ
ス
ム
よ
り
早
く
明
治
四
二
年
五
月
発
行
の
雑
誌『
ス
バ
ル
』に
森
鷗
外
が
同
年
二
月
に
発
表
さ

れ
た
ば
か
り
の
マ
リ
ネ
テ
「
未
来
派
宣
言
」の
抄
訳
を
載
せ
た
の
が
嚆
矢
と
さ
れ
る

そ
の
後
明
治
四
五
年
三
月
五
日
に『
読
売
新
聞
』

紙
上
で
高
村
光
太
郎
が「
未
来
派
の
絶
叫
」を
次
い
で
同
年
五
月
に
森
田
亀
之
輔
が

煙
無
形
の
筆
名
で「
フ
ウ
チ
リ
ズ
ム
を
紹
介
す
」

を『
美
術
新
報
』一
一
七 

に
発
表
し
て
い
る

本
文
献
中
黒
田
の
未
来
派
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
は
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
も
の
で
あ
り
「
洋
畵
の

新
傾
向
と
硏
究
の
態
度
」（
本
書
五
四
四

五
四
七
頁
）で
の
キ
ビ
ス
ム
へ
の
言
及
と
あ
わ
せ
す
で
に
画
壇
の
大
御
所
な
が
ら
西
洋
美
術
の
新
動

向
へ
い
ち
早
く
反
応
を
示
す
姿
勢
は
興
味
深
い

未
来
派
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
51
年
度
』 

昭
和
五
三
年
三
月
）を
参
照

油繪の賞


