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中
村
不
折（
一
八
六
六
―
一
九
四
三
）は
、
明
治

か
ら
大
正
、
昭
和
初
期
に
か
け
て
活
動
し
た
画

家
・
書
家
で
あ
り
、
本
の
装
丁
、
看
板
へ
の
揮
毫
、

書
蹟
の
収
集
、
そ
の
収
集
品
を
元
に
し
た
台
東
区

立
書
道
博
物
館
の
創
設
と
、
多
岐
に
わ
た
る
仕
事

で
知
ら
れ
る
。
昨
年
は
、
そ
の
生
誕
一
五
〇
年
を

記
念
し
て
、
台
東
区
立
書
道
博
物
館
の
ほ
か
、
不

折
が
少
年
期
を
過
ご
し
た
長
野
県
内
の
美
術
館

な
ど
、
各
地
で
回
顧
展
が
開
催
さ
れ
た﹇
註
1
﹈。

　
不
折
は
、一
九
〇
一
―
〇
五
年
に
か
け
て
フ
ラ

ン
ス
へ
留
学
し
、
始
め
は
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
コ
ラ
ン

（
一
八
五
〇
―
一
九
一
六
）
に
学
ん
だ
。
一
九
〇
二

年
に
は
、
鹿か

の
こ子
木ぎ

孟た
け
し

郎ろ
う（

一
八
七
四
―
一
九
四
一
）

の
紹
介
で
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
に
入
り
、

留
学
期
間
の
大
半
は
、「
フ
ラ
ン
ス
最
後
の
歴
史

画
家
」
と
も
称
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
ロ
ー

ラ
ン
ス（
一
八
三
八
―
一
九
二
一
）の
指
導
を
受
け

て
い
る
。
そ
こ
で
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
人
体
素
描
を

基
礎
か
ら
学
び
、
帰
国
後
は
そ
の
成
果
に
基
づ

き
、
中
国
の
故
事
な
ど
に
題
材
を
と
っ
た
歴
史

画
を
展
覧
会
に
発
表
し
続
け
た
。《
廓か

く

然ね
ん

無む

聖し
ょ
う》

（
一
九
一
四
、
図
1
）は
そ
の
中
で
も
最
大
級
の
作

品
で
、
東
京
大
正
博
覧
会（
一
九
一
四
）
と
翌
年

の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
万
国
博
覧
会
に
出
品
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　《
廓
然
無
聖
》
の
主
題
は
、
仏
教
書『
碧へ

き

巌が
ん

録ろ
く

』

に
収
め
ら
れ
た
公
案
の
一
つ
に
由
来
す
る
。
梁
の

武
帝
が
、
自
分
は
寺
を
建
て
、
僧
を
得
度
し
修

業
さ
せ
た
が
、
ど
の
よ

う
な
功
徳
が
あ
る
か
と

達
磨
大
師
に
尋
ね
た
と

こ
ろ
、
達
磨
は「
功
徳

無
し
」と
答
え
た
。
そ
れ

で
は
、
仏
法
に
お
け
る

真
理
と
は
何
か
と
武
帝

が
問
う
と
、達
磨
は「
廓

然
無
聖
」（
か
ら
り
と
し

た
虚
空
の
よ
う
に
、
聖
な

る
も
の
も
何
も
な
い
状
態
）

と
答
え
た
、
と
い
う
も

の
で
あ
る﹇
註
2
﹈。
本
作
に
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ち
ょ
う
ど
達
磨
が「
廓
然
無
聖
」と
唱
え
た
場
面

で
あ
ろ
う
。
右
手
を
振
り
か
ざ
し
、
左
手
に
握
り

し
め
た
数
珠
が
わ
ず
か
に
揺
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

呼
応
す
る
よ
う
に
、
武
帝
が
身
を
乗
り
出
し
て
い

る
。
直
後
の
劇
的
な
展
開
を
予
感
さ
せ
る
、
緊
張

感
に
満
ち
た
画
面
構
成
で
あ
る
。

　
不
折
は
文
部
省
美
術
展
覧
会（
文
展
）の
第
一

回
展（
一
九
〇
七
）
よ
り
た
び
た
び
審
査
員
を
委

嘱
さ
れ
る
な
ど
、
本
作
の
発
表
当
時
、
既
に
画
家

と
し
て
の
存
在
感
を
示
し
て
い
た
。
東
京
大
正

博
覧
会
に
も
、
審
査
員
の
一
人
と
し
て
参
加
し

て
お
り
、
同
年
に
開
か
れ
た
第
八
回
文
展
に
は
、

や
は
り
歴
史
画
の
力
作
で
あ
る《
卞べ

ん
か和
璞た

ま

を
抱

い
て
泣
く
》﹇
図
2
、
註
3
﹈を
発
表
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、達
磨
の
像
は
、水
墨
や
墨
彩
を
用

い
て
恰
幅
の
良
い
姿
で
描
か
れ
る
の
が
通
例
で

あ
る
。
し
か
し
、
本
作
は
油
彩
画
で
あ
り
、
く
っ

き
り
と
し
た
陰
影
表
現
が
目
を
引
く
。
達
磨
の

体
は
細
く
、
後
光
も
差
し
て
い
て
、
さ
な
が
ら
キ

リ
ス
ト
教
の
聖
人
の
よ
う
で
す
ら
あ
る
。
ま
た
、

作
品
を
よ
く
見
る
と
、
い
さ
さ
か
奇
妙
な
こ
と
に

気
づ
く
。
達
磨
が
近
景
、
武
帝
が
中
景
と
い
う

位
置
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
達
磨
は
武
帝
に
体

を
背
け
る
よ
う
に
、
画
面
手
前（
観
者
側
）
に
向

か
っ
て
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
武
帝
の
方
へ
上

半
身
を
ひ
ね
っ
て
い
る
が
、
こ
の
姿
勢
で
視
線
が

武
帝
に
向
い
て
い
る
と
す
る
と
、
達
磨
は
肩
越

し
に
武
帝
を
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

　
こ
の
構
図
の
取
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、

不
折
旧
蔵
の
、
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
ロ
ー
ラ
ン
ス

が
描
い
た
水
彩
画﹇
図
3
﹈
が
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
。
右
手
に
剣
を
持
ち
、
左
手
に
十
字
架
を

掲
げ
る
天
使
と
、
た
じ
ろ
い
だ
よ
う
に
顔
を
手
で

覆
う
人
物
と
が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
。《
廓

然
無
聖
》と
見
比
べ
る
と
、
左
右
は
反
転
し
て
い

る
が
、
構
図
が
よ
く
似
て
い
る
。

　
不
折
の
画
業
に
お
け
る
ロ
ー
ラ
ン
ス
の
存
在
の

重
要
性
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き

た﹇
註
4
﹈。
と
り
わ
け
、
ロ
ー
ラ
ン
ス
に
よ
る
人
体

素
描
の
指
導
が
そ
の
後
の
制
作
に
与
え
た
影
響

に
つ
い
て
の
指
摘
が
多
い
。
不
折
は
、
留
学
時
代

に
ヌ
ー
ド
モ
デ
ル
の
デ
ッ
サ
ン
や
エ
ス
キ
ー
ス
を

多
く
制
作
し
、
日
本
に
持
ち
帰
っ
て
い
る
。《
裸

体
習
作
》﹇
図
4
﹈
に
は
、《
廓
然
無
聖
》
と
の
ポ
ー

ズ
の
類
似
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
不
折
が
歴

史
画
を
数
多
く
手
が
け
る
よ
う
に
な
る
の
は
、一

九
〇
五
年
の
帰
国
後
の
こ
と
で
あ
り
、技
法
と
画

題
の
両
面
に
お
い
て
、
ロ
ー
ラ
ン
ス
の
影
響
は
非

常
に
大
き
か
っ
た
。
次
の
一
節
に
は
、
ロ
ー
ラ
ン
ス

へ
の
不
折
の
傾
倒
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

古
舘 

遼

作
品
研
究

描
く
べ
き
も
の
を
描
く

│
中
村
不
折《
廓
然
無
聖
》

図1  中村不折《廓然無聖》1914年  東京国立近代美術館蔵
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一
体
感
じマ

マ

を
主
と
す
る
画
は
ど
ち
ら
か
と

言
へ
ば
浮
華
軽
跳
に
流
れ
易
い
。
が
、
ロ
ー

ラ
ン
ス
氏
の
は
深
酷
な
感
じ
を
与
へ
る
と
共

に
、
真
底
堂
々
と
し
た
処
が
あ
つ
て
人
を
教

訓
す
る
や
う
な
意
味
も
含
ま
れ
て
を
る
。
到

底
氏
の
画
は
世
人
に
玩が

ん

弄ろ
う

品ひ
ん

と
し
て
珍
重
さ

れ
る
種
類
の
も
の
で
は
な
い
。
人
に
頭
を
下

げ
さ
せ
る
威
厳
を
保
つ
て
を
る
も
の
で
あ
る
。

﹇
註
5
﹈

　
不
折
は
、
ロ
ー
ラ
ン
ス
の
元
で
磨
い
た
デ
ッ
サ

ン
の
技
術
を
携
え
て
帰
国
し
、
歴
史
画
の
制
作

に
精
力
的
に
取
り
組
ん
だ
。
た
だ
、
不
折
と
同

じ
く
太
平
洋
画
会
の
中
心
的
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ

た
満
谷
国
四
郎（
一
八
七
四
―
一
九
三
六
）は
、
不

折
が
絵
画
や
書
に
取
り
組
む
姿
勢
や
、
そ
の
多

才
さ
に
一
目
置
き
つ
つ
も
、
次
の
よ
う
に
も
ら
し

て
い
る
。

　
兎
に
角
、﹇
不
折
は
﹈ジ
ユ
リ
ア
ン
で
人
物
写

生
を
仕
込
ま
れ
て
来
て
、日
本
へ
帰
つ
て
ロ
ー

ラ
ン
ス
先
生
の
衣
鉢
を
伝
へ
た

4

4

4

4

4

4

が
、
自
分
が

少
し
慊あ

き
た

ら
な
い
の
は
、
そ
の
デ
ツ
サ
ン
も
悪

く
は
な
い
が
、
た
ゞ
デ
ツ
サ
ン
ば
か
り
で
は
な

く
、
ま
た
そ
の
デ
ツ
サ
ン

4

4

4

4

を
単
に
並
べ
た
と
云

ふ
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
は
な
く
、
も
う
少
し
構
図

的
な
も
の
が
欲
し
い
。﹇
註
6
﹈

　
こ
の
よ
う
に
、
不
折
は
デ
ッ
サ
ン
が
優
れ
て
い

る
一
方
で
、
人
物
の
配
置
な
ど
構
図
の
取
り
方

に
問
題
が
あ
る
と
評
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
ま

た
、「
中
村
不
折
氏
の『
酒4

』は
、『
廓
然
無
聖

4

4

4

4

』ほ

ど
の
厭い

や
み
は
な
い
が
、
色
調
は
不
快
で
あ
る
。」

﹇
註
7
﹈
と
取
り
沙
汰

さ
れ
る
な
ど
、
帰
国

後
の
不
折
の
作
品
へ

の
反
応
は
必
ず
し
も

良
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
歴

史
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
自
体
、
明
治
時
代
末
よ

り
、
と
り
わ
け
洋
画
に
お
い
て
衰
退
の
一
途
を
た

ど
っ
て
い
た
。
山
梨
俊
夫
は
、
そ
の
背
景
を
次
の

よ
う
に
分
析
す
る
。

　
油
彩
画
の
歴
史
画
離
れ
に
は
、
黒
田
清
輝

や
久
米
桂
一
郎
が
も
ち
こ
ん
だ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
歴
史
画
を
支
え
た
時
代
よ
り
一
時
代
新
し

い
西
欧
の
絵
画
観
を
も
う
ひ
と
つ
の
源
と
し

て
、
過
去
と
い
う
想
像
上
の
事
実
か
ら
自
ら

を
取
り
囲
む
現
実
へ
と
リ
ア
リ
ズ
ム
の
焦
点

が
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
最
大
の
理
由
と
す

る
だ
ろ
う
。﹇
註
8
﹈

　
明
治
時
代
後
期
、
洋
画
の
主
流
は
、
白
馬
会

に
代
表
さ
れ
る
外
光
表
現
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

『
美
術
新
報
』（
一
九
〇
二
―
二
〇
年
）
や『
白
樺
』

（
一
九
一
〇
―
二
三
年
）と
い
っ
た
美
術
雑
誌
の
刊

行
に
よ
り
、
ポ
ス
ト
印
象
派
な
ど
西
洋
美
術
の

最
新
の
動
向
が
伝
え
ら
れ
、
新
し
い
表
現
の
探

究
が
目
指
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中

で
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
絵
画
に
範
を
と

る
、
重
厚
な
空
気
を
ま
と
っ
た
不
折
の
歴
史
画

は
、
時
代
遅
れ
の
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
よ

う
で
あ
る
。

　
が
、
然
し
、
私
は
こ
の
絵
を
み
て
甚
だ
ネ
ガ

チ
ー
ブ
な
感
服
だ
が
と
も
角
不
折

4

4

氏
の
終
始

変
ら
ぬ
態
度
に
だ
け
は
敬
服
し
た
。「
建
國
創

業
」の
昔
か
ら
繰
り
返
し
て
ゐ
る
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
は
そ
の
周
囲
の
喧
噪
に
超
然
た
る
所
を
、

た
ゞ
そ
う
い
ふ
態
度
そ
の
も
の
ゝ
価
値
と
し
て

認
め
た
く
な
つ
た
。
こ
ゝ
で
論
じ
る
の
は
矢
張

質
の
問
題
だ
が
、
然
し
不
折
氏
に
今
こ
れ
以

上
根
本
的
革
命
を
求
め
る
位
不
今マ

マ

理
な
要
求

は
な
い
と
信
じ
る
故
に
自
分
は
凡
て
の
価
値

を
零
と
し
て
も
、
こ
の
不
変
の
勇
気
丈
け
は
買

つ
て
お
き
た
い
気
が
す
る
の
で
あ
る
。﹇
註
9
﹈

　
こ
こ
に
言
及
さ
れ
て
い
る《
建け

ん

国こ
く

剏そ
う

業ぎ
ょ
う》（

関
東

大
震
災
に
よ
り
焼
失
）
は
一
九
〇
七
年
の
作
で
あ

図3  ジャン=ポール・ローランス《不法の君を責む》
制作年不詳  台東区立書道博物館蔵

図4  中村不折《裸体習作》1902年頃  

台東区立書道博物館蔵

図2  中村不折《卞和璞を抱いて泣く》1914年  

信州高遠美術館蔵
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り
、
詩
人
で
美
術
評
論
家
の
川
路
柳
虹（
一
八
八

八
―
一
九
五
九
）
が
こ
の
批
評
を
寄
せ
た
誌
面
が

世
に
出
た
の
は
一
九
二
一
年
一
一
月
の
こ
と
で

あ
る
。
皮
肉
の
こ
も
っ
た
評
価
は
、
画
家
の
態
度

が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
の
証
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
た
だ
少
な
く
と
も
、
不
折
は
周
囲
の
動
向
に

無
頓
着
で
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
最
先
端
の
芸

術
の
動
向
に
背
を
向
け
て
い
た
の
で
は
な
く
、
日

本
の
画
家
た
ち
の
態
度
を
憂
慮
し
て
い
た
こ
と

が
、
様
々
な
叙
述
か
ら
う
か
が
え
る
。

　
各
々
の
個
性
が
思
ふ
や
う
に
発
達
す
る
処

に
芸
術
の
尊
さ
が
あ
る
。
一
生
懸
命
に
セ
ザ

ン
ヌ
や
ル
ノ
ワ
ル
の
真
似
を
し
て
ゐ
た
の
で
は

そ
の
人
の
個
性
等
は
薬
に
し
た
く
も
出
る
訳

は
な
い
。﹇
中
略
﹈セ
ザ
ン
ヌ
も
え
ら
い
。
ル
ノ

ワ
ル
も
え
ら
い
。
併
し
そ
れ
等
の
真
似
を
し
て

ゐ
た
だ
け
で
は
そ
れ
以
上
に
出
る
こ
と
は
出

来
な
い
と
思
ふ
。

﹇
中
略
﹈

　
今
の
日
本
の
芸
術
は
日
本
と
い
ふ
も
の
の

よ
い
処
の
何
分
の
一
を
も
取
り
残
し
て
ゐ
な

い
。
ル
ノ
ワ
ル
や
セ
ザ
ン
ヌ
等
の
あ
と
を
追
ふ

よ
り
は
西
洋
人
の
取
り
得
な
い
処
の
日
本
特

有
の
も
の
を
作
る
が
い
い
。﹇
註
10
﹈

　
絵

ゑ

画
を
描
く
に
其
時
代
に
媚
び
て
、
一
時

を
僥
倖
す
る
や
う
な
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
卑
屈

千
万
な
話
で
、
俗
眼
か
ら
超
然
と
し
て
立
つ

て
ほ
し
い
、
既
に
文
展
で
も
第
一
回
の
高
賞

の
が
、
今
日
見
る
と
其
色
彩
の
剥は

く

退た
い

せ
る
と

同
じ
く
、
極
め
て
平
凡
な
作
品
た
る
を
感
じ

る
や
う
な
の
で
も
知
ら
れ
る
、﹇
註
11
﹈

　
不
折
は
、
新
し
い
芸
術
の
動
向
を
考
慮
し
て

い
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
流
行
に
飛
び
つ
く
こ

と
を
問
題
視
し
た
の
だ
っ
た
。
単
に
、
前
近
代
的

な
表
現
に
固
執
し
て
い
た
と
見
な
す
の
は
適
当

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
時
代
錯
誤
と
も
取
ら
れ
た
一

連
の
歴
史
画
は
、
時
代
の
趨
勢
に
と
ら
わ
れ
る

こ
と
な
く
、
描
く
べ
き
も
の
を
描
く
と
い
う
頑
固

な
ま
で
の
信
念
の
表
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
若
し
新
ら
し
い
方
へ
進
む
だ
け
の
覚
悟
が

あ
る
な
ら
外
形
的
の
こ
と
に
の
み
流
れ
ず
、
更

に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
深
奥
な
る
人
生
の
大

秘
密
を
捉
え
て
も
ら
ひ
た
い
も
の
だ
、
或
一
人

の
真
似
を
し
て
、
其
又
真
似
を
し
て
、
同
臭
味

同
傾
向
の
徒
が
一
党
を
結
ん
だ
と
て
、
そ
れ
が

決
し
て
新
ら
し
い
の
で
は
な
い
、﹇
中
略
﹈芸
術

は
人
格
の
表
現
で
あ
る
、
個
人
々
々
、
皆
相
異

な
つ
て
こ
そ
、
其
処
に
真
価
が
発
揮
さ
れ
る
の

だ
、﹇
註
12
﹈

　
帰
国
後
の
不
折
に
お
い
て
、
目
先
の
流
行
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
時
代
を
超
え
た
普
遍
性

を
持
つ
絵
画
を
追
求
す
る
姿
勢
は
一
貫
し
て
い

た
。
聖
と
俗
の
区
別
の
な
い
悟
り
の
境
地
を
説

い
た《
廓
然
無
聖
》
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
真

の
価
値
を
否
定
さ
れ
、
ゆ
が
め
ら
れ
た
こ
と
を
嘆

く
男
を
描
い
た《
卞
和
璞
を
抱
い
て
泣
く
》の
よ

う
な
作
品
も
ま
た
、
そ
の
立
場
を
端
的
に
示
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
時
代
の
流
行
か
ら

外
れ
た
西
洋
の
歴
史
画
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
引

用
し
な
が
ら
、
中
国
の
故
事
に
あ
る
教
訓
的
主

題
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
折
は
美
術
界
に

警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。
そ
の
上
で
、
自
ら
の
理
想
と

す
る
独
自
の
芸
術
を
生
み
出
そ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
冒
頭
で
述
べ
た
達

磨
の
不
自
然
な
姿
勢
は
、
単
な
る
失
敗
で
あ
る

と
か
技
術
の
未
熟
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
べ
き

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
達
磨
の

身
体
が
観
者
側
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
意

図
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
廓
然
無
聖
」
と

説
く
達
磨
の
眼
は
、
梁
の
武
帝
の
み
な
ら
ず
、
当

時
の
画
壇
、
あ
る
い
は
私
た
ち
観
者
に
も
向
け

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。 

（
美
術
課
研
究
員
）

註1 

比
較
的
規
模
の
大
き
な
展
覧
会
は
、
次
の
通
り
。

「
企
画
展 

中
村
不
折 

生
誕
一
五
〇
年
記
念
展
」（
台
東
区

立
書
道
博
物
館
）、「
生
誕
一
五
〇
年 

中
村
不
折
展
」（
信

州
高
遠
美
術
館
）、「
中
村
不
折 

生
誕
一
五
〇
年
記
念 

私

た
ち
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」（
長
野
県
伊
那
文
化
会
館
）。

2 

原
文
お
よ
び
訳
は
次
を
参
考
に
し
た
。
入
矢
義

高
、
溝
口
雄
三
、
末
木
文
美
士
、
伊
藤
文
生
訳
注『
碧
巌

録（
上
）』岩
波
書
店
、一
九
九
二
年
。

3 

楚
の
国
の
卞
和
が
山
中
で
発
見
し
た
宝
石
の
原

石
を
国
王
に
献
上
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
た
だ
の
石

で
あ
る
と
見
な
さ
れ
罰
を
受
け
た
。
不
折
は
、
真
実
が

歪
め
ら
れ
た
こ
と
を
嘆
き
悲
し
む
卞
和
の
姿
を
描
い
た
。

4 

荒
屋
鋪
透
は
、
不
折
に
お
け
る
ロ
ー
ラ
ン
ス
の
影

響
を
、
両
者
の
作
品
を
比
較
し
つ
つ
詳
し
く
分
析
し
て

い
る（
荒
屋
鋪
透「
画
家
、
中
村
不
折
再
考

│
フ
ラ
ン

ス
最
後
の
歴
史
画
家
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
ロ
ー
ラ
ン
ス
と

の
交
流
を
め
ぐ
っ
て

│
」『
中
村
不
折
秀
作
集
』新
葉

社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
一
〇
│
二
二
七
頁
）。
そ
の
中
で
、

不
折
の
達
磨
を
ロ
ー
ラ
ン
ス《
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
の
煽
動
者
》

（
一
八
八
七
年
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
美
術
館
蔵
）に
描
か
れ

た
修
道
士
の
姿
と
重
ね
て
い
る
。

5 

中
村
不
折「
仏
国
画
伯
ロ
ー
ラ
ン
ス
氏
」『
画
界
漫

語
』服
部
書
店
、一
九
〇
六
年
、
九
四
│
九
五
頁
。

6 

満
谷
国
四
郎「
人
物
と
風
景
」（
特
集「
中
村
不
折
」

の
う
ち
）『
中
央
美
術
』第
七
巻
第
一
一
号（
帝
展
号
）、日

本
美
術
学
院
、一
九
二
一
年
十
一
月
、一
五
九
頁
。
カ
ッ

コ
内
は
引
用
者
に
よ
る
。
傍
点
は
原
文
通
り
。
以
下
同
。

7 

雪
堂「
大
正
博
美
術
館
雑
評
」『
美
術
新
報
』第
十

三
巻
第
七
号
、
画
報
社
、一
九
一
四
年
五
月
、二
九
頁
。

8 

山
梨
俊
夫『
描
か
れ
た
歴
史
　
日
本
近
代
と「
歴

史
画
」の
磁
場
』ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、二
〇
〇
五
年
、三
四
三
頁
。

9 

川
路
柳
虹「
帝
展
洋
画
評
」『
中
央
美
術
』第
七
巻
第

十
一
号
、
五
四
頁
。「
こ
の
絵
」と
は
、
第
三
回
帝
国
美
術

院
展
覧
会
に
不
折
が
出
品
し
た《
磨
崖
》の
こ
と
を
指
す
。

10 

中
村
不
折「
個
性
と
気
分
」『
み
づ
ゑ
』第
一
九
六

号
、
春
鳥
会
、一
九
二
一
年
六
月
、
五
頁
。

11 

中
村
不
折「
絵
画
と
品
格
」『
絵
画
叢
誌
』第
三
二

七
号
、
東
陽
堂
、一
九
一
四
年
十
月
、一
頁
。
読
点
は
原

文
通
り
。

12 

中
村
不
折「
所
謂
新
ら
し
き
絵
」『
絵
画
叢
誌
』第

三
二
九
号
、
東
陽
堂
、一
九
一
五
年
一
月
、
四
│
五
頁
。

※
引
用
に
あ
た
り
、
旧
仮
名
遣
は
原
文
通
り
と
し
、
漢

字
は
新
字
体
に
改
め
た
。


