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最
新
刊
の
『
文
化
誌
近
江
学
』
第
10
号
（
琵
琶
湖
特
集
号
）
に
、
大
正
、

昭
和
期
を
代
表
す
る
日
本
画
家
の
一
人
で
あ
る
福
田
平
八
郎
（
一
八
九
二

～
一
九
七
四
）
の
「
漣
」（
大
阪
新
美
術
館
建
設
準
備
室
蔵
）
に
つ
い
て
、

主
に
画
家
の
こ
と
ば
を
引
用
し
て
一
文
を
執
筆
し
た
。
執
筆
の
動
機
は
、

ま
ず
そ
の
作
風
の
奇
抜
さ
に
あ
っ
た
。
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
と
い
う
、

東
京
で
も
、
ま
た
京
都
に
お
い
て
も
新
古
典
主
義
全
盛
の
時
期
に
、「
漣
」

が
な
ぜ
描
か
れ
た
の
か
を
私
な
り
に
納
得
し
た
か
っ
た
と
い
う
思
い
で
あ

る
。
も
う
一
つ
に
は
、
作
品
が
琵
琶
湖
を
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

琵
琶
湖
の
ど
こ
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
確
認
し
た
か
っ
た
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
今
も
っ
て
解
決
で
き
て
い
な
い
。

　

本
稿
は
、
字
数
の
制
約
な
ど
か
ら
、
そ
こ
で
は
触
れ
得
な
か
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
少
し
の
補
足
を
行
う
の
が
目
的
で
あ
る
。
引
用
し
た
画
家
の
こ

と
ば
に
つ
い
て
の
検
証
や
、「
漣
」
の
美
術
史
的
位
置
付
け
な
ど
が
主
体

と
な
る
。

　

以
下
少
し
、
作
品
「
漣
」
に
つ
い
て
要
約
し
て
み
る
。

　

昭
和
七
年
九
月
、
福
田
は
帝
展
出
品
予
定
の
作
品
を
仕
上
げ
る
た
め
、

十
日
間
ほ
ど
琵
琶
湖
を
訪
れ
、
翌
十
月
、
第
十
三
回
帝
展
に
「
漣
」
を
出

品
し
て
い
る
。「
漣
」
は
湖
岸
に
寄
せ
る
漣
に
浮
か
ぶ
波
紋
の
み
を
、
絹

•••••••••••••••••••••••••••••••
Name�:
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本
プ
ラ
チ
ナ
地
に
天
然
岩
絵
具
の
群
青
で
、
ほ
ぼ
原
寸
大
に
描
い
た
額
装

の
作
品
で
あ
る
。
そ
の
斬
新
な
作
風
か
ら
批
評
は
毀き

誉よ

褒ほ
う

貶へ
ん

相あ
い

半な
か

ば
し
た
。

当
時
、
美
術
史
家
と
し
て
著
名
な
田
中
一
松
は
「
思
い
切
っ
た
奇
抜
な
も

の
、
銀
地
の
上
に
た
だ
群
青
の
色
片
を
配
列
し
た
の
み
で
、
他
に
一
物
も

な
い
。
凉
風
に
皺
ば
む
池
面
の
あ
や
に
相
違
な
い
が
、
こ
の
浴
衣
地
の
よ

う
な
画
面
に
福
田
氏
何
の
考
う
る
所
あ
り
や
。
京
洛
の
画
人
中
で
は
頭
の

人
と
し
て
一
作
毎
に
苦
心
を
見
せ
て
い
た
氏
と
し
て
、
こ
れ
は
些
か
思
案

に
過
ぎ
て
愚
に
か
え
る
も
の
と
言
い
た
い
。」
と
ま
で
評
し
て
い
る
。

　
「
漣
」
の
作
風
の
特
色
を
箇
条
書
き
に
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ

う
に
な
ろ
う
。

　

１　

デ
ザ
イ
ン
的
に
見
え
る
が
、
実
は
現
地
写
生
を
も
と
に
し
た
写
実

的
な
作
風

　

２　

プ
ラ
チ
ナ
地
と
い
う
メ
タ
リ
ッ
ク
な
画
面

　

３　

単
一
モ
チ
ー
フ
で
彩
色
は
波
紋
を
描
く
群
青
の
み

　

４　

輪
郭
線
を
用
い
な
い

　

５　

ほ
ぼ
原
寸
大
に
描
か
れ
て
い
る

　

６　

額
装
で
あ
る

　

７　

水
平
線
は
画
面
上
部
外
に
設
定

　

８　

謹
直
な
落
款
書
体

　

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
項
目
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

１
、
デ
ザ
イ
ン
的
に
見
え
る
が
、
実
は
現
地
写
生
を
も
と
に
し
た
写
実
的

な
作
風

　

福
田
は
、
絵
画
専
門
学
校
卒
業
の
折
に
同
校
の
美
学
・
美
術
史
の
教
授

で
あ
っ
た
中
井
宗
太
郎
か
ら
助
言
を
受
け
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の

ち
に
「
君
は
自
然
を
客
観
的
に
み
つ
め
て
ゆ
く
方
が
よ
く
は
な
い
か
、
と

い
わ
れ
、
こ
の
言
葉
を
羅
針
盤
と
し
て
そ
の
後
進
ん
だ
」
と
語
っ
て
い
る

（
註
１
）。
ま
た
昭
和
三
六
年
、
福
田
が
文
化
勲
章
を
受
け
た
際
に
は
「
私

は
だ
い
た
い
リ
ア
ル
を
信
念
と
し
て
貫
く
方
向
を
た
ど
っ
た
が
、
宗
達
な

ど
の
琳
派
が
好
き
な
も
の
だ
か
ら
、
ど
う
か
す
る
と
装
飾
の
方
に
走
り
た

が
る
」
と
も
記
者
に
語
っ
て
い
る
（
註
２
）。
福
田
が
写
実
性
を
大
切
に
し

て
い
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
先
学
の
研
究
か
ら
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
り
、先
述
の
拙
稿
に
も
掲
載
し
た
琵
琶
湖
の
波
紋
の
写
真（
図
１
）

か
ら
も
実
証
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
「
漣
」
制
作
の
前
年
、
昭
和
六
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
「
今
の

私
の
方
向
」（『
ア
ト
リ
エ
』
第
八
巻
第
九
号
）
の
な
か
に
福
田
に
よ
る
次

の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
（
傍
線
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
）。

　

私
は
恁
う
し
た
境
地
か
ら
見
て
、
今
で
は
差
当
り
画
風
を
一
遍
に

換
え
た
い
と
か
、
特
に
恁
う
云
う
風
な
希
望
で
描
い
て
見
た
い
と
か
、

そ
う
云
う
気
持
ち
は
な
く
な
っ
て
、
何
処
で
も
い
い
か
ら
自
然
の
一

部
を
切
り
取
っ
て
、
純
な
気
持
で
描
こ
う
と
云
う
気
持
丈
し
て
い
る
。

尚
よ
く
考
え
て
見
る
と
、
そ
う
し
た
気
持
が
全
然
無
く
な
っ
て
る
と

云
う
訳
で
も
あ
る
ま
い
が
。
例
え
ば
あ
る
技
巧
が
特
に
巧
く
な
っ
た

と
云
う
気
持
か
ら
夢
中
に
な
っ
て
仕
事
の
為
に
仕
事
を
し
て
る
様
な
、
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福
田
の
代
表
作
の
一
つ
に「
水
」（
昭
和
三
三
年
、大
分
県
立
美
術
館
蔵
）

が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
本
稿
筆
者
は
現
地
写
生
に
基
づ
く
写
実
性

の
強
い
作
品
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
幽
谷
の
淵
を
観
察
し
た

も
の
と
推
測
す
る
。図
２
は
た
ま
た
ま
滋
賀
県
下
の
谷
筋（
日
野
町
の
し
ゃ

く
な
げ
渓
）
で
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
瞬
時
に
福
田
の
「
水
」
を
想

起
し
た
。

　

右
記
の
よ
う
な
福
田
の
作
品
は
一
見
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
た
も
の
の
よ
う

に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
福
田
自
身
が
「
装
飾
の
方
に
走
り
た
が
る
」
と
い

う
よ
う
に
、
福
田
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
写
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

多
面
性
の
あ
る
現
実
か
ら
装
飾
的
な
瞬
間
を
写
し
取
っ
て
き
た
も
の
、
と

い
っ
て
よ
い
。
デ
ザ
イ
ン
的
に
見
え
て
し
ま
う
の
は
、
私
た
ち
が
福
田
ほ

そ
う
し
た
引
摺
ら
れ
て
る
様
な
生
活
を
し
た
い
と
は
思
わ
な
い
。

　

だ
か
ら
、
今
年
な
ど
実
は
何
を
描
こ
う
と
云
う
用
意
が
な
く
て
、

出
品
に
掛
ら
ね
ば
な
ら
な
い
時
期
が
来
た
時
、
日
常
見
て
る
そ
こ
ら

の
草
や
木
や
花
や
野
菜
や
、
何
で
も
い
い
か
ら
其
中
の
面
白
い
と

思
っ
た
も
の
を
描
い
て
見
よ
う
と
思
う
―
と
云
う
の
が
現
在
の
気
持

だ
。
そ
れ
の
方
が
の
ん
び
り
し
て
い
て
、
こ
だ
わ
り
の
無
い
愉
快
な

も
の
が
あ
る
様
に
思
う
。

　

自
然
を
見
た
儘
と
云
う
処
が
尊
い
と
思
い
、
そ
う
し
た
気
持
を
続

け
て
行
き
た
い
と
思
う
。
今
迄
に
し
て
も
そ
う
だ
っ
た
積
り
な
の
が
、

ど
う
も
夫
れ
が
い
つ
と
な
く
阻
碍
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

　

何
処
で
も
何
で
も
い
い
か
ら
と
言
っ
て
、
矢
張
り
そ
こ
に
は
私
の

選
り
好
み
が
あ
る
。
何
で
も
が
其
儘
絵
に
な
る
、
何
処
で
も
絵
に
し

う
る
、
と
云
う
自
由
な
こ
だ
わ
り
の
無
い
境
地
に
辿
り
着
き
度
い
と

思
い
な
が
ら
、
ま
だ
却
々
行
き
つ
け
な
い
で
い
る
。

福
田
の
こ
う
し
た
純
粋
な
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、「
漣
」
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
「
漣
」
に
描
か
れ
る
波
紋
は
本
稿
筆
者
の
観
察
で
は
、
遊
覧
船
な
ど
の

高
さ
か
ら
で
は
見
え
ず
、
ま
た
逆
光
で
は
難
し
い
。
浜
辺
に
た
た
ず
み
、

穏
や
か
に
寄
せ
る
さ
ざ
波
に
目
を
向
け
る
と
き
、
そ
こ
に
見
え
る
の
が

「
漣
」
の
波
紋
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ざ
波
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く

次
々
と
浜
辺
に
寄
せ
る
が
、
そ
の
波
紋
は
決
し
て
同
一
で
は
な
い
。
福
田

は
さ
ざ
波
や
波
紋
に
対
峙
し
、
観
察
し
、
そ
し
て
自
分
の
感
性
の
納
得
の

い
く
波
紋
を
探
し
、
そ
の
見
た
ま
ま
を
写
生
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

図2　滋賀県日野町しゃくなげ渓にて撮影（筆者）

図1　琵琶湖湖岸（長浜市）にて撮影（筆者）
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ど
の
目
で
現
実
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
福
田
の

作
品
は
私
た
ち
の
目
を
試
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

２　

プ
ラ
チ
ナ
地
と
い
う
メ
タ
リ
ッ
ク
な
画
面

３　

単
一
モ
チ
ー
フ
で
彩
色
は
波
紋
を
描
く
群
青
の
み

４　

輪
郭
線
を
用
い
な
い

　

福
田
は
先
述
し
た
よ
う
に
「
宗
達
な
ど
の
琳
派
が
好
き
な
も
の
だ
か
ら
、

ど
う
か
す
る
と
装
飾
の
方
に
走
り
た
が
る
」
と
話
し
て
い
る
が
、
金
地
、

銀
地
と
い
っ
た
作
品
は
実
は
「
漣
」
以
外
、
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
展

覧
会
出
品
作
と
し
て
は
「
漣
」
以
外
恐
ら
く
皆
無
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
だ

け
を
見
て
も
、
福
田
に
と
っ
て
「
漣
」
が
特
殊
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ

と
は
疑
え
な
い
。

　

ま
た
、
メ
タ
リ
ッ
ク
な
画
面
に
群
青
一
色
で
単
一
の
モ
チ
ー
フ
を
描
き
、

輪
郭
線
を
用
い
な
い
点
に
も
注
目
す
る
と
、
こ
れ
は
福
田
自
身
が
言
う
よ

う
に
琳
派
の
作
品
か
ら
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
と
い
え
る
。
画
面
全
面
に

箔
を
貼
り
、
ほ
ぼ
単
一
の
モ
チ
ー
フ
を
数
少
な
い
色
数
で
、
輪
郭
線
を
用

い
ず
に
描
く
作
品
を
日
本
美
術
史
上
に
探
す
と
、例
え
ば
俵
屋
宗
達
の「
蔦

の
細
道
図
屏
風
」（
相
国
寺
承
天
閣
美
術
館
蔵
）
や
尾
形
光
琳
の
「
燕
子

花
図
屏
風
」（
根
津
美
術
館
蔵
）
が
す
ぐ
さ
ま
想
起
さ
れ
る
。
ま
た
、
メ

タ
リ
ッ
ク
な
素
材
を
用
い
て
、
数
少
な
い
モ
チ
ー
フ
を
描
く
も
の
と
し
て

宗
達
の
「
鶴
下
絵
和
歌
巻
」（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
や
「
光
悦
謡
本
（
嵯

峨
本
）」
な
ど
も
近
い
距
離
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
琳
派

の
作
品
が
福
田
の
感
性
を
涵
養
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

福
田
自
身
が
色
や
線
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
ば
が
「
私
の
写
生
帖
一
」

（『
三
彩
』第
三
四
号　

昭
和
二
四
年
九
月
）の
な
か
に
残
さ
れ
て
い
る（
傍

線
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
）。

　

私
は
写
生
を
す
る
の
に
主
に
色
鉛
筆
を
使
っ
て
居
る
。
写
生
の
対

象
か
ら
、
先
ず
何
を
一
番
感
ず
る
か
と
言
う
と
、
形
や
線
よ
り
も
先

に
色
彩
を
強
く
感
じ
る
。
花
や
鳥
の
色
彩
の
形
と
は
、
も
と
も
と
分

つ
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
は
っ
と
注
意
し
た
時
、

先
ず
色
の
方
に
強
く
刺
激
さ
れ
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
と
思
う
。
ま
た
、

わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
、
近
代
的
な
教
育
を
受
け
、
殊
に
西
欧
の
近
代

美
術
に
親
ん
で
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
影
響
さ
れ
て
来
た
者
は
、

む
か
し
の
人
と
違
っ
て
感
覚
の
は
た
ら
き
も
変
っ
て
来
て
居
る
か
ら
、

ど
う
し
て
も
、
対
象
の
色
彩
を
強
く
感
ず
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
私
は
、
一
番
強
く
刺
激
を
受
け
た
対
象
の
色
彩
を
追
求
す

る
。
そ
し
て
、
こ
の
色
彩
を
追
求
し
て
居
る
と
、
自
然
に
対
象
の
形

を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
私
は
、
色
鉛
筆
を
使
っ
て
自
由

に
や
っ
て
居
る
。
ま
た
、
直
接
写
生
帖
へ
最
初
か
ら
絵
具
で
や
る
こ

と
も
あ
る
。
対
象
物
の
本
質
が
よ
く
判
っ
て
来
る
と
、
そ
の
本
質
を

表
現
す
る
の
に
は
、
時
に
ど
う
言
う
線
が
よ
い
か
、
と
言
う
こ
と
を

研
究
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

線
と
言
う
も
の
は
、
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
物
の
本
質
を
、
柔
か
い

物
は
柔
か
い
よ
う
に
、
堅
い
も
の
は
堅
い
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質

を
表
現
す
る
手
段
で
あ
る
か
ら
、
対
象
を
よ
く
感
受
し
観
察
し
て
、

自
分
で
創
る
べ
き
も
の
だ
と
思
う
。
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こ
れ
に
よ
り
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、「
漣
」
は
色
彩
の
追
求
か
ら
始
ま
っ

た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
波
紋
は
彼
に
と
っ
て
は
線
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
輪
郭
線
は
確
か
に
認
め
ら
れ
な
い
が
、
波
紋

を
描
く
柔
ら
か
な
群
青
は
福
田
に
と
っ
て
は
線
の
表
現
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
後
の
代
表
作
「
雨
」（
昭
和
二
八
年
、
東
京
国
立
近
代
美

術
館
蔵
）
の
堅
い
瓦
の
形
を
写
し
出
す
シ
ャ
ー
プ
な
黒
い
影
の
描
写
に
も

当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

５　

ほ
ぼ
原
寸
大
に
描
か
れ
て
い
る

　

原
寸
大
に
近
い
大
き
さ
で
描
く
こ
と
、
こ
れ
は
写
実
性
の
追
求
と
つ
な

が
っ
て
く
る
要
素
で
あ
る
。
あ
り
の
ま
ま
に
描
き
と
ろ
う
と
す
る
に
は
、

大
き
さ
ま
で
同
じ
に
す
る
こ
と
は
有
利
に
働
く
。
福
田
は
若
年
期
に
中
国

の
宋
元
風
院
体
花
鳥
画
に
範
を
と
っ
た
「
牡
丹
」、
桃
山
障
壁
画
に
倣
っ

た
「
閑
庭
待
春
」
な
ど
の
作
品
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
既
に
福
田

の
原
寸
大
志
向
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
福
田
の
後
の

代
表
作
「
新
雪
」
や
「
雨
」
な
ど
で
も
、
飛
び
石
や
瓦
は
実
物
を
髣ほ

う

髴ふ
つ

と

さ
せ
る
大
き
さ
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

６　

額
装
で
あ
る

　

こ
の
点
は
、
福
田
の
琳
派
志
向
と
無
縁
で
は
な
い
。「
漣
」
は
一
見
し

て
琳
派
の
二
曲
屏
風
の
画
面
形
態
に
倣
っ
た
も
の
と
認
識
で
き
る
。
琳
派

の
装
飾
的
な
構
図
は
画
面
の
枠
を
意
識
し
た
構
成
で
あ
る
。
福
田
は「
漣
」

を
額
装
と
す
る
こ
と
で
、
琳
派
的
構
図
を
よ
り
効
果
的
に
見
せ
て
い
る
。

日
本
画
の
画
面
形
態
は
明
治
以
降
、
日
本
人
の
生
活
様
式
の
変
化
の
な
か

で
、
襖
、
屏
風
、
軸
装
と
い
っ
た
伝
統
的
な
も
の
か
ら
、
額
装
へ
と
変
化

し
て
い
っ
た
。
同
時
に
余
白
の
あ
り
方
も
変
化
し
、
写
実
を
基
盤
に
し
な

が
ら
も
装
飾
的
な
作
風
を
も
つ
福
田
の
作
風
が
戦
後
も
引
き
続
き
高
い
評

価
を
得
た
の
も
、
額
装
を
意
識
し
た
作
風
で
あ
っ
た
こ
と
と
強
く
関
連
す

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

７　

水
平
線
は
画
面
上
部
外
に
設
定

８　

謹
直
な
落
款
書
体

　

水
平
線
を
画
面
上
部
外
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
や
、
謹
直
な
落
款
書
体

に
つ
い
て
は
、
画
面
全
体
の
構
成
や
技
法
と
も
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
当
時

流
行
し
て
い
た
新
古
典
主
義
と
の
関
係
の
な
か
で
捉
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

　

一
般
的
に
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
め
に
か
け
て
完
成
さ
れ
た
新
古
典
主

義
は
、
再
興
日
本
美
術
院
の
第
二
世
代
で
あ
る
前
田
青
邨
、
小
林
古
径
、

安
田
靫
彦
、
速
水
御
舟
ら
が
大
和
絵
研
究
の
先
に
め
ざ
し
た
も
の
と
さ
れ
、

近
代
の
写
実
性
と
日
本
画
の
も
つ
伝
統
的
な
装
飾
性
を
備
え
た
上
で
の
、

観
念
的
で
精
神
性
の
高
い
境
地
を
目
指
し
た
も
の
を
指
す
。
京
都
画
壇
に

お
い
て
も
土
田
麦
僊
、
菊
池
契
月
、
徳
岡
神
泉
ら
が
そ
の
旗
手
と
さ
れ
、

福
田
も
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
「
茄
子
」（
大
分
県
立
美
術
館
蔵
）
や
「
菊
」

（
京
都
市
美
術
館
蔵
）
と
い
っ
た
新
古
典
主
義
の
作
品
を
制
作
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
新
古
典
主
義
の
特
徴
と
し
て
よ
く
指
摘
さ
れ
る
の
は
、�

明
快
な

色
調
と
構
図
、�

細
や
か
で
強
靭
な
線
描
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
伴
っ
て
表
出

さ
れ
る
理
知
的
で
感
情
を
抑
制
し
た
作
風
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
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「
漣
」
を
こ
う
し
た
新
古
典
主
義
の
作
風
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、

福
田
の
主
張
が
よ
り
明
快
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。「
漣
」
は
プ
ラ

チ
ナ
箔
の
銀
色
と
群
青
の
み
と
い
う
、
極
め
て
シ
ン
プ
ル
な
色
調
か
ら
な

り
、
図
様
も
さ
ざ
波
に
浮
か
ぶ
波
紋
の
み
と
い
う
明
快
さ
を
示
し
て
い
る
。

水
平
線
が
画
面
上
部
外
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
明
快
さ
を
際
立

た
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
「
漣
」
は
新
古
典
主
義
の
作

風
に
沿
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
背
地
に
メ
タ
リ
ッ
ク
な
素
材
を
使
用
す
る

作
品
は
、
新
古
典
主
義
の
作
品
に
は
少
な
い
が
、「
漣
」
よ
り
三
年
早
い

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
速
水
御
舟
が
発
表
し
た
「
名
樹
散
椿
」（
山

種
美
術
館
蔵
）
に
前
例
が
あ
る
。

　

ま
た
、
理
知
的
で
感
情
を
抑
制
し
た
作
風
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
写

実
に
徹
し
た
「
漣
」
の
作
風
は
正
に
合
致
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
福

田
の
落
款
書
体
は
、
大
正
末
年
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
抑
揚
の
あ
る
、

や
や
ぽ
っ
て
り
と
し
た
も
の
か
ら
、
謹
直
な
も
の
に
変
化
し
て
い
る
。�

「
漣
」
も
例
外
で
は
な
い
。
こ
れ
も
、
理
知
的
で
感
情
を
抑
制
し
た
作
風

を
意
識
し
た
う
え
で
の
福
田
な
り
の
変
化
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
漣
」
が
い
わ
ゆ
る
新
古
典
主
義
と
明
ら
か
に
異
な
る
点
は
、
先
に
指

摘
し
た
要
素
の
な
か
で
、
細
や
か
で
強
靭
な
線
描
の
有
無
と
い
う
点
で
あ

る
。「
漣
」
に
は
新
古
典
主
義
の
画
家
た
ち
が
使
用
し
て
い
る
よ
う
な
細

や
か
な
線
は
無
い
。
こ
こ
が
、
田
中
一
松
が
批
判
し
た
点
で
あ
り
、
同
時

に
福
田
が
こ
だ
わ
っ
た
自
己
主
張
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
先
に
記
し
た

よ
う
に
、
福
田
は
色
彩
の
人
で
あ
る
。
福
田
は
「
漣
」
制
作
に
あ
た
っ
て
、

そ
れ
を
明
快
に
追
求
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
線
は
使
用
せ
ず
、
色

彩
で
形
を
表
現
す
る
と
い
う
自
ら
が
目
指
す
作
風
の
表
明
で
あ
り
、
時
流

に
流
さ
れ
な
い
と
い
う
決
意
表
明
の
作
品
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

戦
後
、
日
本
画
革
新
が
様
々
な
形
で
行
わ
れ
、
数
多
く
の
団
体
が
結
成

さ
れ
て
い
く
な
か
で
も
、
福
田
作
品
の
新
鮮
さ
は
失
わ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
福
田
の
代
表
作
で
あ
る
「
雨
」、「
水
」
は
戦
後
の
日
本
画
壇
が

生
ん
だ
傑
作
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
生
ま
れ
た
ス
タ
ー
ト
地
点
に
「
漣
」
は

位
置
す
る
。「
漣
」
は
新
古
典
主
義
の
次
な
る
方
向
性
を
示
し
た
記
念
碑

的
作
品
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

�

註註
１　
「
大
正
の
頃
」
福
田
平
八
郎　
『
日
本
美
術
』
第
二
巻
第
五
号　

昭
和
十
八
年
五

月

註
２　
「
文
化
勲
章
の
人
々
⑴
福
田
平
八
郎　

一
作
ご
と
に
苦
し
み
」『
朝
日
新
聞
』
昭

和
三
六
年
十
月
二
〇
日



10福田平八郎「漣」—画家のことばⅡ—



成安造形大学附属近江学研究所紀要　第７号
発行日　平成30年３月26日

発　行　学校法人京都成安学園　成安造形大学　附属近江学研究所
　　　　〒520-0248　滋賀県大津市仰木の里東４-３-１
　　　　電話　077-574-2118

発行者　西久松吉雄

編　集　成安造形大学附属近江学研究所

印刷所　宮川印刷株式会社

©Seian University of Art and Design 2018
ISSN 2186-6937


