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は
じ
め
に

　

和
田
三
造
の《
南
風
》﹇
図
1
﹈。
一
九
〇
七（
明

治
四
十
）年
、
本
邦
初
の
官
設
展
覧
会
、
文
部
省

美
術
展
覧
会
で
最
高
賞
の
二
等
賞
を
受
賞
し
た

作
品
で
あ
る
。
当
時
二
十
四
歳
の
青
年
画
家
は
、

一
九
〇
五（
明
治
三
十
八
）年
、
白
馬
会
に
出
品
し

た《
牧
場
の
晩
帰
》
で
の
白
馬
会
受
賞
と
、
こ
の

文
展
で
の
受
賞
を
も
っ
て
新
進
気
鋭
の
作
家
と

し
て
巷
間
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
初
の
官

展
で
の
最
高
賞
受
賞
ゆ
え
に
、《
南
風
》
は
作
家

本
人
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
近
代
美
術

史
に
お
い
て
も
記
念
碑
的
な
作
品
と
み
な
さ
れ

て
き
た
。
三
角
形
を
基
本
と
し
た
構
図
、
中
央
に

立
つ
男
の
筋
骨
隆
々
か
つ
均
整
の
と
れ
た
体
躯
、

強
い
光
と
影
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
な
ど
か
ら
、
こ
の

作
品
に
は
ロ
マ
ン
主
義
的
な
傾
向
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
強
い
日
差
し
を
浴
び
な
が
ら
大

海
へ
こ
ぎ
出
す
男
た
ち
の
さ
ま
が
、
日
露
戦
争

勝
利
後
の
昂
揚
し
た
国
民
感
情
と
合
致
し
た
と

評
さ
れ
て
き
た﹇
註
1
﹈。

　
こ
の
絵
画
は
当
館
の
M
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コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
ね
づ
ね
展
示

さ
れ
て
い
る
た
め
、
よ
く
知
ら
れ

た
作
品
の
ひ
と
つ
か
も
し
れ
な

い
。
私
も
見
知
っ
た
つ
も
り
の
絵

画
だ
っ
た
の
だ
が
、
あ
る
と
き
こ

の
作
品
に
若
干
の
違
和
感
を
覚

え
た
。
違
和
感
の
端
緒
は
画
面

右
側
に
大
き
く
開
か
れ
た
船
体

の
角
度
で
あ
る
。
無
論
、
船
は
通

常
、
船
体
の
中
心
の
幅
が
も
っ
と

も
広
く
、
舳
な
い
し
船
尾
に
向

か
う
に
し
た
が
っ
て
細
く
な
る
。

だ
か
ら
船
尾
を
画
面
の
奥
に
、

甲
板
の
途
中
ま
で
を
画
面
の
手

前
に
配
し
た
こ
の
絵
画
に
お
い

て
、
船
体
が
手
前
に
向
け
て
末
広
が
り
に
見
え

る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で

も
訝
り
つ
つ
、
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
こ
の
絵
画
を

眺
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
右
斜
め
の
角
度
か
ら
眺
め

る
と
、
船
体
が
平
行
に
な
り
、
船
の
奥
行
き
が
よ

り
深
く
、
そ
し
て
よ
り
自
然
に
見
え
る
こ
と
に

気
づ
い
た﹇
図
2
﹈。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
も
っ
て

た
だ
ち
に
、
作
家
が
こ
の
作
品
を
斜
め
か
ら
見

る
も
の
と
し
て
描
い
た
な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
な

い
。
で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
。
こ

の
疑
問
点
を
解
消
す
る
た
め
に
、
描
か
れ
た
船

に
つ
い
て
検
証
し
て
み
よ
う
。

漂
流
伝
説
の
検
証

　

こ
れ
ま
で
の
定
説
に
も
と
づ
け
ば
、
和
田
三

造
は
一
九
〇
二（
明
治
三
十
五
）年
、
八
丈
島
を
目

指
し
て
伊
豆
の
伊
東
か
ら
郵
便
連
絡
船
に
乗
っ

た
。
同
乗
者
は
和
田
と
船
頭
の
他
に
三
人
。
出

航
し
て
ま
も
な
く
船
は
嵐
に
遭
遇
し
、
三
日
間

流
さ
れ
、
結
果
、
伊
豆
大
島
へ
漂
着
し
た
。
漂

流
中
、
老
船
頭
が
船
の
積
み
荷
を
軽
く
す
べ
く
、

所
持
品
を
海
へ
捨
て
る
よ
う
同
乗
者
に
提
案
し

た
た
め
、
和
田
も
従
お
う
と
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
船
頭
は
、
和
田
に
対
し
て
は
未
来
の
あ
る
若

者
だ
か
ら
荷
物
を
捨
て
る
必
要
は
な
い
と
言
い
、

画
材
の
入
っ
た
行
李
を
和
田
が
投
げ
捨
て
る
の

を
制
止
し
た
と
い
う
。
彼
は
こ
の
老
船
頭
へ
の

感
謝
の
念
も
あ
っ
て
、
そ
の
後
も
伊
豆
大
島
へ

何
度
か
渡
航
し
、《
南
風
》
を
制
作
す
る
に
至
っ

た﹇
註
2
﹈。
遭
難
事
故
の
あ
と
、
彼
は
こ
の
船
頭

と
懇
意
に
な
っ
て
、
船
の
形
状
な
ど
を
詳
し
く

取
材
し
た
上
で
作
品
を
制
作
し
た
と
い
う﹇
註

3
﹈。
と
い
う
こ
と
は《
南
風
》
に
お
い
て
、
和
田

は
自
ら
が
乗
船
し
た
船
の
か
た
ち
を
あ
る
程
度

忠
実
に
描
い
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

　
《
南
風
》
に
描
か
れ
た
船
に
は
、
船
尾
に
船
頭

と
思
し
き
老
人
が
い
て
、
画
面
左
手
の
船
の
へ

り
に
艪
の
よ
う
な
木
の
棒
が
見
え
る
。
ま
た
、
船

尾
に
描
か
れ
た
上
方
へ
向
け
て
伸
び
る
ロ
ー
プ

と
、
画
面
手
前
左
に
座
る
人
物
に
差
し
て
い
る

影
は
、
帆
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ

ち
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
人
力
と
風
力
に
よ
っ
て

進
む
木
造
船
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
船
で
本
州

か
ら
約
二
八
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
た
八
丈

島
を
目
指
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
和
田
の
旅
は

ま
さ
し
く
大
冒
険
だ
っ
た
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
当
時
、
八
丈
島
へ
向
か
う
船
は
、

彼
が
描
い
た
よ
う
な
木
製
の
小
船
で
は
な
か
っ

た
。『
日
本
郵
船
百
年
史
資
料
』に
よ
れ
ば
、
こ
の

頃
、
本
州
か
ら
八
丈
島
へ
行
く
に
は
、
横
浜
か
ら

八
丈
島
を
経
由
し
て
小
笠
原
諸
島
へ
と
向
か
う

船
に
乗
る
必
要
が
あ
っ
た
。
使
用
さ
れ
た
船
は
、

桝
田
倫
広

作
品
研
究

文
字
通
り《
南
風
》
を
斜
め
か
ら
見
る

│
和
田
三
造
の
漂
流

図1  和田三造《南風》1907年  油彩・キャンバス  151.5×182.4 cm
東京国立近代美術館蔵
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兵
庫
丸
と
呼
ば
れ
る
一
八
七
四（
明
治
七
）年
に

イ
ギ
リ
ス
で
建
造
さ
れ
た
二
連
成
の
一
五
一
七

ト
ン
の
鉄
船
で
あ
る﹇
註
4
﹈。
こ
れ
は
和
田
の
描

い
た
よ
う
な
小
舟
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
し
、

な
に
よ
り
彼
は
横
浜
で
は
な
く
伊
東
か
ら
乗
船

し
た
と
述
べ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
や

ら《
南
風
》
に
描
か
れ
た
船
は
、
八
丈
島
へ
向
か

う
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。

　

そ
れ
で
は
、
八
丈
島
に
向
か
う
途
上
で
の
漂

流
経
験
か
ら《
南
風
》
が
描
か
れ
た
と
い
う
逸
話

は
、
ど
う
し
て
定
着
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
一

九
二
八（
昭
和
三
）年
、『
ア
ト
リ
エ
』誌
上
で
他
で

も
な
い
和
田
自
ら「
伊
豆
の
伊
東
か
ら
八
丈
島

通
ひ
の
郵
便
船
に
乗
っ
た
」と
述
べ
て
い
る
か
ら

だ
。
も
っ
と
も
彼
は「
其
時
分
の
僕
は
伊
豆
の
大

島
な
ど
の
存
在
を
知
ら
ず
東
京
灣
の
向
ふ
は
漠

然
と
し
て
唯
歌
な
ど
で
八
丈
島
と
い
ふ
名
を
聞

い
て
其
處
へ
行
き
度
い
と
思
っ
て
ゐ
た
」と
も
記

し
て
い
る
の
で
、
八
丈
島
と
伊
豆
大
島
の
区
別

も
つ
い
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い﹇
註
5
﹈。

そ
う
は
い
っ
て
も
八
丈
島
へ
の
渡
航
と
、
伊
豆
半

島
か
ら
お
よ
そ
二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
伊

豆
大
島
へ
の
そ
れ
と
で
は
大
違
い
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
制
作
動
機
に
か
か
る
逸
話
だ
け
が
作
品
の

価
値
を
決
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
大
海
原

で
の
航
海
と
い
う
勇
敢
な
イ
メ
ー
ジ
が
こ
の
作

品
の
印
象
を
あ
る
程
度
高
め
て
き
た
こ
と
も
否

定
で
き
な
い
。
こ
の
文
章
に
お
い
て
、
彼
は《
南

風
》よ
り
も
一
九
〇
五（
明
治
三
十
八
）年
に
白
馬

会
賞
を
受
賞
し
た《
牧
場
の
晩
帰
》の
方
が
自
身

に
と
っ
て
の「
出
世
作
」
だ
っ
た
と
強
調
し
て
い

る
が
、
こ
の
記
述
は
結
果
的
に
は
作
家
の
八
丈

島
渡
航
説
を
裏
づ
け
、《
南
風
》
の
名
声
を
高
め

る
原
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
。

三
蔵
法
師
の
航
海
記

　
《
南
風
》
を
発
表
す
る
二
年
前
の
一
九
〇
五

（
明
治
三
十
八
）年
、
画
家
の
辻
永
、
橋
本
邦
助
ら

画
家
仲
間
と
刊
行
し
た
美
術
雑
誌『L

S

』誌
上

に
、
和
田
は「
三
蔵
法
師
」
と
い
う
名
義
で「
大

島
日
記
」と
い
う
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
伊
東
へ
出
る
と
既
に
蒸
気
船
が
出
港

し
て
い
た
た
め
に
、彼
は
郵
便
連
絡
船
で
あ
る
和

船
に
乗
っ
て
、
伊
豆
大
島
を
目
指
し
た
。
ち
な

み
に「
大
島
日
記
」に
は
八
丈
島
に
つ
い
て
の
言

及
は
一
切
な
い
。
む
し
ろ
和
田
は
、
伊
豆
大
島
は

画
家
に
と
っ
て
は
珍
し
い
場
所
で
も「
其
の
地
勢

地
質
風
俗
習
慣
な
ど
は
、
己
に
理
學
者
小
説
家

農
學
者
其
他
色
々
の
方
面
の
人
に
依
て
充
分
照

会
」さ
れ
て
い
て
、「
日
光
へ
行
く
よ
り
は
容
易
」

と
さ
え
述
べ
て
い
る﹇
註
6
﹈。

　
『
伊
豆
大
島
図
誌
』に
よ
れ
ば
、
一
八
九
八（
明

治
三
十
一
）年
、
伊
東
の
新
井
に
い
た
杉
本
某
が

和
船
に
よ
る
連
絡
船
の
運
行
を
開
始
し
、
伊
豆

大
島
の
島
民
の
代
理
受
取
人
と
し
て
郵
便
事
業

を
請
け
負
っ
て
い
た
。
更
に
一
九
〇
〇（
明
治
三

十
三
）年
に
は
杉
本
は
逓
信
省
と
契
約
し
、
一
日

一
回
の
郵
便
交
通
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た﹇
註

7
﹈。
和
船
に
よ
る
郵
便
連
絡
船
で
伊
豆
大
島
を

目
指
し
た
と
い
う
三
蔵
法
師（
和
田
）の
言
及
に

照
ら
せ
ば
、
彼
は
杉
本
某
の
運
営
し
て
い
た
連

絡
船
を
利
用
し
伊
豆
大
島
を
目
指
し
、
そ
し
て

遭
難
を
経
験
し
た
可
能
性
が
最
も
高
い
。

現
実
と
虚
構
と
の
取
引

　

和
田
が
乗
船
し
た
と
推
定
さ
れ
る
郵
便
連
絡

船
は
、「
押お

し

送お
く
り

船ぶ
ね

」
と
呼
ば
れ
る
種
類
の
船
を
使

用
し
て
い
た
よ
う
だ﹇
註
8
﹈。
こ
の
船
は
細
長
い

船
体
と
、櫓
で
漕
ぐ
と
同
時
に
帆
走
も
可
能
と
い

う
点
を
大
き
な
特
徴
と
し
て
い
る
。
小
型
な
が
ら

快
速
に
進
む
こ
と
に
特
化
し
た
船
で
、
江
戸
時
代

に
は
主
に
江
戸
や
房
総
及
び
相
模
、伊
豆
の
近
海

か
ら
江
戸
方
面
へ
鮮
魚
を
運
送
す
る
た
め
に
使

わ
れ
て
い
た
。
必
ず
し
も
正
確
な
描
写
で
は
な
い

よ
う
だ
が
、
葛
飾
北
斎
の《
神
奈
川
沖
波
裏
》
に

見
ら
れ
る
船
が
押
送
船
で
あ
る
そ
う
だ﹇
註
9
﹈。

　

で
は
、
和
田
が《
南
風
》で
描
く
船
は
押
送
船

と
比
べ
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
船
の
縁
に
置
か
れ

た
櫓
と
帆
の
存
在
を
示
唆
す
る
影
は
、
押
送
船

の
特
徴
的
な
推
進
方
法
を
表
わ
し
て
い
る
。
一

方
、
船
の
全
体
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ

て
、
細
長
い
船
と
い
う
印
象
を
見
る
者
に
与
え

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
冒
頭
の
質
問
に
戻

ろ
う
。
な
ぜ
、
右
斜
め
か
ら

見
た
方
が
、
船
の
遠
近
感
は

整
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
の
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ

は
、
現
実
を
絵
画
の
世
界
に

移
し
替
え
る
と
き
、
和
田
が

以
下
の
よ
う
な
操
作
を
試
み
た
か
ら
で
は
な
い

か
。
作
家
は
押
送
船
と
い
う
極
め
て
細
長
い
船

の
形
状
の
な
か
に
、
前
景
に
座
る
ふ
た
り
の
人

物
、
画
面
中
央
に
雄
々
し
く
立
つ
人
物
、
そ
し
て

後
景
で
あ
る
船
尾
に
座
る
老
人
の
四
人
を
描
こ

う
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
船
の
構
造
に
も
と
づ

い
て
忠
実
に
描
け
ば
、
狭
い
船
内
で
は
前
景
の

人
物
が
後
ろ
の
人
物
を
遮
っ
て
し
ま
う
。
こ
の

た
め
前
景
、
中
景
、
後
景
と
、
船
の
断
面
を
区
切

り
な
が
ら
、
そ
の
中
心
線
を
少
し
ず
つ
左
へ
ず

ら
す
こ
と
で
、
船
内
を
押
し
広
げ
て
描
い
た
。
ゆ

え
に
こ
の
絵
画
を
正
面
か
ら
捉
え
る
と
、
船
体

は
右
に
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
方
、

画
面
の
右
斜
め
か
ら
こ
の
作
品
を
捉
え
た
と
き
、

分
節
さ
れ
た
船
の
軸
線
が
接
近
し
、
船
の
奥
行

き
に
整
合
性
が
と
れ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
、
人
物
が
ひ
し
め
き
あ
っ

て
狭
く
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
突
飛
な
仮
説
だ

ろ
う
か
。
い
や
、
証
拠
は
絵
画
の
な
か
に
も
描
か

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
老
船
頭
の
背
後
に
描
か
れ

た
車
立
と
思
し
き
パ
ー
ツ
の
位
置
で
あ
る
。
車

立
は
帆
の
受
け
皿
で
、
通
常
、
船
の
中
心
線
に図2  右斜めから見た《南風》
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据
え
ら
れ
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
そ
れ
が
中
心
か
ら

ず
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
船
尾
で
船
の
行

き
先
を
采
配
す
る
老
船
頭
の
姿
が
、
そ
の
前
に

立
ち
は
だ
か
る
大
柄
な
男
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
て

し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
和
田
は
船
頭
の
座
る
後

景
を
船
ご
と
左
に
ず
ら
し
て
い
る
の
だ
。
も
し

こ
の
船
が
現
実
に
存
在
す
れ
ば
、
重
心
が
右
に

偏
っ
て
、
前
進
す
る
こ
と
な
く
右
に
旋
回
し
続

け
る
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
船
の
構
造
上
の
正
確

性
を
捨
象
す
る
の
と
引
き
換
え
に
、
和
田
は
登

場
人
物
を
隈
な
く
描
く
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
彼
ら
を
大
き
な
三
角
形
の
う

ち
に
配
す
る
こ
と
で
、
安
定
的
で
躍
動
感
の
あ

る
構
図
を
作
り
出
し
、
絵
画
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ

を
演
出
し
て
い
る
。
い
わ
ば
現
実
と
絵
画
と
い

う
虚
構
空
間
と
の
せ
め
ぎ
合
い
に
よ
っ
て《
南

風
》は
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

和
田
三
造
の《
南
風
》は
、
江
戸
時
代
か
ら
使

わ
れ
て
き
た
和
船
を
基
体
に
、
欧
米
的
価
値
に

基
づ
く
理
想
的
な
身
体
を
打
ち
立
て
た
作
品
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
に
は
ま
さ
に
和
魂
洋

才
の
趣
き
が
あ
る
。
ま
ば
ゆ
い
陽
光
の
な
か
、
荒

波
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
光
景
は
、
ロ
シ
ア
に
勝

利
し
欧
米
列
強
に
伍
し
て
い
こ
う
と
す
る
近
代

日
本
の
姿
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
か
の
よ
う

だ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
一
面
的
な
ク
リ

シ
ェ
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
こ
の
観
点
は
、
和
魂

洋
才
と
は
言
い
な
が
ら
、
垂
直
に
立
つ
理
想
的

な
身
体
を
重
視
し
、
そ
の
土
台
で
あ
る
と
こ
ろ
の

極
め
て
不
安
定
な
水
平
面（
右
に
旋
回
し
続
け
る

木
造
船
）を
軽
視
す
る
こ
と
で
初
め
て
成
立
す
る

か
ら
で
あ
る
。
更
に
こ
の
絵
画
が
大
海
原
へ
漕
ぎ

出
す
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
帰
路
に
つ
く
光
景
だ

と
い
え
ば
、
そ
の
見
え
方
は
ま
す
ま
す
変
わ
る
だ

ろ
う
。
和
田
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
雲
の

か
か
る
伊
豆
大
島
の
姿
は
、
本
州
へ
戻
る
際
に

見
え
る
そ
れ
な
の
だ
と
い
う﹇
註
10
﹈。
要
す
る
に

南
風
を
受
け
て
北
へ
航
行
中
だ
か
ら
、
こ
れ
は

名
を「
南
風
」
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
ら
の
要
素
を

直
視
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
の
捉
え
方
を
大
き
く

変
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
こ
の
作
品
は
、

あ
た
か
も
こ
の
道
し
か
な
い
と
ば
か
り
に
行
く
先

を
睨
む
、
い
か
に
も
堂
々
と
し
た
船
乗
り
た
ち
に

よ
っ
て
指
揮
さ
れ
る
船
が
、
帰
路
に
就
く
さ
な

か
、
前
進
す
る
こ
と
な
く
右
に
旋
回
し
漂
流
し

続
け
る
イ
メ
ー
ジ
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
た

と
き
、
画
面
右
の
、
明
ら
か
に
他
の
船
の
乗
組
員

た
ち
と
は
異
な
る
、
乗
客
と
思
し
き
人
間
が
初

め
て
主
題
と
し
て
立
ち
上
が
る
。
何
も
持
た
ず
、

膝
を
抱
え
て
座
る
彼
は
う
ら
め
し
げ
に
観
者
に

視
線
を
投
げ
か
け
る
。
そ
の
姿
は
ま
る
で
船
の

運
命
を
予
感
し
て
い
て
も
、
た
だ
大
人
し
く
す
る

他
な
い
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら

ば
、
こ
の
絵
画
は
日
露
戦
争
勝
利
に
湧
い
た
当

時
の
日
本
の
高
揚
感
と
合
致
す
る
だ
け
で
な
く
、

そ
の
道
行
き
の
不
安
感
も
同
時
に
示
し
て
い
る
。

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ッ
ク
な
解
釈
と
い
う
誹
り
を
恐
れ
な

け
れ
ば
、
こ
の
絵
画
は
奇
し
く
も
日
露
戦
争
以

降
の
日
本
の
辿
っ
た
破
綻
の
道
こ
そ
予
見
し
た

の
だ
。
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
言
い
す
ぎ
に
し
て

も
、現
実
の
船
の
構
造
と
絵
画
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ

と
の
取
引
と
の
間
に
、
あ
る
い
は
不
安
定
に
揺

れ
る
甲
板
と
屈
強
な
身
体
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の

う
ち
に
、和
田
は
船
旅
の
な
か
で
経
験
し
た
不
安

と
期
待
を
込
め
た
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
絵
画
が
前
途
洋
々
た
る
印

象
だ
け
を
表
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
は
、
到
底

で
き
な
い
だ
ろ
う
。 

（
企
画
課
研
究
員
）

註1 

「
洋
画 

和
田
三
造（1883

│1967

） 

南
風
」『
現
代

の
眼
』第
三
三
四
号
、一
九
八
二
年
九
月
、二
頁
。

2 

同
書
。

3 

和
田
三
造
／
談「
堅
い
牡
丹
餅
で
頬
を
毆
ら
れ
た

や
う
」『
絵
画
叢
誌
』第
二
四
八
号
、一
九
〇
二
年
、一
一

│
一
二
頁
。

4 

『
日
本
郵
船
百
年
史
資
料
』日
本
郵
船
、
一
九
八
八

年
、
六
六
〇
、
七
二
〇
頁
。

5 

和
田
三
造「『
晩
歸
』『
南
風
』の
頃
」『
ア
ト
リ
エ
』第

五
巻
、
第
八
号
、一
九
二
八
年
八
月
、
二
八
頁
。
和
田
三

造
の
発
言
に
は
ぶ
れ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
和
田
の
口
述

を
筆
記
し
た「『
南
風
』の
こ
と
な
ど
」（『
現
代
の
眼
』第

八
号
、
一
九
五
五
年
、
四
頁
）で
は
、
伊
東
か
ら
伊
豆
大

島
を
目
指
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

6 

三
蔵
法
師「
大
島
日
記（
一
）」『L

S

』第
一
号
、一
九

〇
五
年
、一
頁
。

7 

山
口
貞
夫『
伊
豆
大
島
図
誌
』地
人
社
、一
九
三
六

年
、一
九
七
│
一
九
八
頁
。

8 

同
書
。

9 

石
井
謙
治『
和
船
Ⅱ
』法
政
大
学
出
版
局
、一
九
九

五
年
、一
六
四
│
一
六
七
頁
。

10 

「『
南
風
』の
こ
と
な
ど
」前
掲
書
。
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