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こ
の
作
品
を
遠
く
か
ら
眺
め
る
と
、
デ
ザ

イ
ン
的
、
あ
る
い
は
装
飾
的
な
趣
向
が

際
立
っ
て
感
じ
ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ

な
ら
、
剪
定
さ
れ
た
庭
木
は
か
っ
ち
り
と
幾
何

学
的
に
整
え
ら
れ
、
色
は
鮮
明
、
描
写
は
平
面

的
で
陰
影
も
な
く
、
さ
ら
に
は
背
景
に
金
ま
で

散
ら
し
て
あ
る
の
で
す
か
ら
。
け
れ
ど
も
発
表
当

時
、
こ
の
作
品
の
本
質
的
な
魅
力
を
、
そ
れ
と
は

別
の
と
こ
ろ
に
見
て
と
っ
た
人
物
が
い
ま
し
た
。

そ
の
人
物
と
は
鏑
木
清
方
。
慧
眼
の
批
評
家
で

も
あ
る
こ
の
日
本
画
家
は
、
本
作
品
を
展
評
に

と
り
あ
げ
た
際
、
次
の
よ
う
に
記
し
ま
し
た
。

　
「
新
樹
の
苅
込
み
た
る
形
式
美
は
、
川
端
氏
な

ら
ず
と
も
材
と
な
し
得
た
で
あ
ら
う
。
柔
軟
な

嫩わ
か

葉ば

を
、
真
黒
な
直
線
に
劃わ

か

つ
た
の
に
至
つ
て

は
、
氏
な
ら
ず
し
て
何
人
も
為
し
得
ざ
る
と
こ

ろ
、
鬼
才
の
名
を
擅

ほ
し
い
ま
ま

に
す
る
所
以
で
あ
る
。
い

は
ゆ
る
新
樹
の
曲
に
至
り
て
は
、
彼
を
眺
め
、
こ

れ
を
仰
い
で
、
一
々
興
味
ふ
か
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

樹
振
り
、
葉
形
、
作
者
の
感
興
を
そ
の
ま
ゝ
観
る

者
に
伝
え
ず
に
は
お
か
な
い
」（「
青
龍
展
を
観
て
」

『
鏑
木
清
方
文
集  

七  

画
壇
時
事
』白
鳳
社
、一
九
八

〇
年
、
所
収
）。

　
《
新
樹
の
曲
》
の「
新
樹
」
と
は
新
緑
の
樹
木

と
い
う
意
味
。
そ
の
言
葉
の
と
お
り
、
槇
、
柘
植

な
ど
常
緑
の
葉
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
春
に
芽

吹
い
た
黄
色
や
オ
レ
ン
ジ
色
の
若
葉
が
混
ざ
っ

て
い
ま
す
。
清
方
は
そ
の
若
葉
と
黒
い
板
塀
と

の
対
比
の
妙
に
、
こ
の
作
品
の
す
ご
さ
を
見
て

い
る
の
で
す
。

　

ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
？　

清
方
の

言
葉
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
数
歩
作

品
に
近
寄
る
必
要
が
あ
る
よ
う
で
す
。
す
る
と
、

こ
の
作
品
の
細
部
が
意
外
な
ほ
ど
に「
写
実
」的

で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。「
写
実
」
と

い
っ
て
も
克
明
細
密
な
表
現
と
は
ち
が
っ
て
、
枝

葉
の
か
た
ち
を
的
確
に
つ
か
み
、
生
き
生
き
と
し

た
筆
致
で
可
能
な
限
り
再
現
的
に
描
く
も
の
。

龍
子
の
筆
技
は
当
館
蔵
の《
草
炎
》（
一
九
三
〇

年
）に
も
見
ら
れ
る
と
お
り
見
事
な
も
の
で
し
た

が
、
こ
こ
で
は
そ
の
冴
え
た
筆
技
が
、
若
葉
の
や

わ
ら
か
さ
や
伸
び
や
か
さ
、
樹
々
の
生
気
ま
で
を

も
巧
み
に
写
し
出
し
て
い
ま
す
。

　

清
方
が
注
目
し
た
の
は
、
要
す
る
に
自
然
と

人
工
の
鮮
や
か
な
対
比
だ
っ
た
と
言
え
そ
う
で

す
。
若
葉
の
や
わ
ら
か
い
か
た
ち
と
直
線
的
な
板

塀
。
生
命
あ
る
樹
木
と
人
工
物
。
斬
新
な
人
工

的
形
態
に
整
え
ら
れ
た
庭
木
に
生
気
が
宿
る
描

写
も
、
こ
の
対
比
を
一
層
鮮
明
に
印
象
付
け
て

い
る
よ
う
で
す
。

　

モ
チ
ー
フ
は
甲
州
街
道
沿
い
の
羽
村
、
調
布

附
近
で
見
か
け
た
庭
や
板
塀
。
ち
ょ
う
ど
三
男

の
嵩
が
東
京
高
等
造
園
学
校
を
卒
業
し
て
造
園

の
仕
事
に
つ
い
た
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
、
龍
子
は

そ
の
記
念
の
意
味
を
作
品
に
込
め
た
と
い
い
ま

す
。
作
品
を
贈
ら
れ
た
嵩
は
そ
の
後
出
征
し
、一

九
四
四
年
十
一
月
に
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
で
戦
病
死

し
ま
し
た
。
以
降
、
川
端
家
で
大
切
に
受
け
継

が
れ
て
き
た
作
品
で
す
。 

 

（
美
術
課
主
任
研
究
員　

鶴
見
香
織
）

新
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

川
端
龍
子

《
新
樹
の
曲
》

川端龍子（1885-1966）  
《新樹の曲》

1932年  
絹本彩色・屛風（六曲一双）  
各181.0×399.6 cm  
平成25年度　川端捷良氏遺贈
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