
ノ＼
競
技
の
結
果
は
敷
等
の
賞
状
及
び
之
に
添
へ
た
る
各
種
の
賞
を
典
へ
優
等
者

に
脩
學
上
の
便
盆
を
得
せ
し
め
之
を
奨
勘
す
る
の
法
を
取
る
べ
し

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

美
術
の
脩
養
に
必
要
な
る
學
科
の
隧
意
講
筵
を
設
く
べ
し
其
學
科

••••••••••••••••••••• 
は
美
術
解
剖
遠
近
法
美
術
史
考
古
學
外
國
語
の
五
科
と
す

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

但
し
外
國
語
は
佛
語
と
定
む
べ
し

藝
術
の
修
養
に
必
要
な
ら
ざ
る
多
く
の
學
科
を
設
く
る
は
生
徒
の
課
業
を

多
端
な
ら
し
め
其
精
神
を
過
哨
し
為
め
に
必
要
の
學
科
に
封
す
る
力
を
減
殺

し
て
質
技
の
練
習
を
妨
ぐ
る
の
み
な
ら
ず
一
方
に
は
無
用
の
経
費
を
増
加
す

べ
し
且
既
に
學
年
を
分
つ
の
制
を
麿
す
る
以
上
は
宜
技
進
歩
の
程
度
に
應

じ
て
必
要
な
る
べ
き
學
科
を
適
宜
に
學
ぶ
を
得
る
為
に
随
意
講
筵
を
開
き
各

科
の
生
徒
を
し
て
随
時
に
聴
講
せ
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず

外
國
語
を
佛
語
と
定
め
た
る
は
佛
図
は
世
界
美
術
の
中
心
と
な
り
諸
般
の

藝
術
の
獲
逹
し
た
る
こ
と
彼
國
に
勝
る
所
な
き
を
以
て
其
國
語
を
知
る
は
技

藝
家
に
取
り
て
利
盆
多
か
る
べ
く
且
つ
美
術
研
究
に
留
學
生
を
派
遣
す
る
の

場
合
に
も
亦
佛
國
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
豫
め
其
語
に
熟
せ
し
む
る

の
必
要
あ
る
べ
し

七

（
四
月
十
五
日
付
）

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

宜
技
の
教
授
法
は
主
任
赦
員
に
委
任
す
べ
し

箱
壷
及
塑
造
の
技
藝
科
を
敷
箇
の
教
場
に
分
ち
主
任
数
員
を
定
め
て
授
業

を
援
任
せ
し
む
る
と
せ
ば
各
赦
場
に
於
け
る
数
授
法
は
第
一
項
に
述
べ
た
る

方
針
に
背
か
ざ
る
限
り
之
を
主
任
赦
員
に
委
任
し
其
責
を
負
は
し
む
べ
し

美
術
の
諸
科
は
各
科
に
於
て
之
を
學
ぶ
の
順
序
を
殊
に
し
、
流
派
の
如
何
と

日
本
画
教
育
改
良
問
題

明
治
三
十
二
年
三
月
三
日
付
『
読
売
新
聞
』
に
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き

記
事
が
載
っ
て
い
る
。

④
 

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

参
考
室
を
設
け
て
内
外
古
今
の
作
品
其
他
美
術
に
関
係
あ
る
學
術
の

••••••••••• 
参
考
品
を
蒐
集
陳
列
す
べ
し

我
邦
に
あ
り
て
美
術
の
焚
逹
上
最
も
開
け
た
る
要
件
は
参
考
品
の
備
ら
ざ

る
に
あ
り
今
日
如
何
な
る
天
票
の
偉
オ
を
生
ず
る
と
も
古
来
の
作
品
を
見

て
解
悟
す
る
の
道
な
く
し
て
は
自
然
其
思
想
狭
陰
に
し
て
充
分
の
技
伺
を
暢

ぶ
る
能
は
ず
美
術
に
要
す
る
學
科
を
講
習
す
る
に
も
肌
に
聴
講
の
み
に
止

め
て
標
本
其
他
の
参
考
品
に
就
き
質
瞼
せ
し
め
ざ
れ
ば
完
全
の
學
識
を
得
る

こ
と
難
し
欧
洲
諸
闊
に
あ
り
て
は
博
物
館
の
設
備
整
ひ
て
美
術
家
の
参
考

に
資
す
べ
き
古
今
の
作
品
を
完
全
に
蒐
集
し
た
る
に
係
ら
ず
各
美
術
學
校
に

は
別
に
陳
列
室
を
設
け
て
数
育
上
必
要
の
参
考
品
を
集
め
た
り
我
邦
に
あ

り
て
は
未
だ
美
術
博
物
館
の
設
備
あ
ら
ざ
る
を
以
て
美
術
學
校
内
に
参
考
室

を
整
備
す
る
の
必
要
は

一
層
切
な
る
を
認
む
是
質
に
刻
下
急
要
な
る
問
題

の
一
な
り
と
す

九
赦
員
其
人
の
意
見
に
應
じ
て
自
ら
同
一
の
方
法
を
取
る
能
は
ざ
る
あ
り

に
各
科
に
通
ず
る

一
定
の
教
授
法
を
設
け
て
規
矩
す
る
こ
と
な
く

の
主
任
教
員
に
委
任
す
る
を
以
て
得
策
と
す

●
東
京
美
術
學
校
の
聾
談

（
四
月
十
七
日
付
）

故

各
赦
場
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東
京
美
術
學
校
に
て
西
洋
聾
と
日
本
聾
と
の
折
合
面
倒
な
る
よ
し
ハ
豫
て
唸

あ
り
し
が
先
頃
外
山
正
一
氏
同
校
に
臨
み
て
一
席
の
驚
談
あ
り
夫
に
付
て
校

長
ハ
籍
霊
部
の
数
授
に
向
つ
て
一意
見
書
を
徴
牧
し
つ

4
あ
り
と
云
ふ
元
来

そ
な
は

西
洋
聾
ハ
教
授
法
具
り
て
初
學
の
も
の
を
も
容
易
に
導
き
得
れ
共
日
本
甕
ハ

な
ど

氣
約
風
約
杯
に
重
き
を
置
き
雅
俗
の
二
つ
を
研
究
す
る
に
止
ど
ま
れ
バ
教
授

法
に
至
っ
て
遥
に
西
洋
盟
に
及
ば
ざ
る
所
あ
り
さ
れ
バ
外
山
入
道
の
霊
談

と
な
り
校
長
の
意
見
書
徴
牧
と
も
な
り
た
る
次
第
に
て
要
ハ
日
本
甕
家
を
し

て
梢
や
秩
序
あ
る
教
授
法
を
描
劃
せ
し
む
る
に
あ
る
よ
し

〔
こ
の
記
事
は
他
の
新
聞
お
よ
び
同
年
同
月
二
十
日
発
行
『
太
陽
』
や
同
年
同
月

二
十
五
日
発
行
『
絵
画
叢
誌
』
第
百
四
十
六
号
等
に
も
転
載
さ
れ
て
い
る
。
ー
ー
｀

編
者
註
〕

こ
れ
に
よ
る
と
外
山
正
一
は
来
校
し
て
日
本
画
改
良
法
の
提
案
を
行
い
、
そ

の
提
案
に
関
し
て
久
保
田
校
長
は
絵
画
科
の
教
授
に
意
見
四
を
出
さ
せ
た
模
様

で
あ
る
。
外
山
の
提
案
は
前
出
黒
田
清
輝
の
「
美
術
教
育
の
方
針
」
に
沿
う
内

容
の
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
日
本
美
術
院
の
機
関
誌
『
日
本
美
術
』

第
六
号
（
明
治
三
十
二
年
三
月
二
十
五
日
）
の
「
東
京
美
術
學
校
に
て
は
日
本
霊
を

秩
序
的
に
教
授
せ
む
こ
と
を
講
究
中
な
り
と
値
ふ
。」
と
い
う
記
事
も
こ
う
し

た
動
向
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
報
道
が
な
さ
れ

る
や
、
日
本
画
改
良
問
題
は
た
ち
ま
ち
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
好
材
料
と
な
っ

た
。
左
記
は
新
聞
記
事
の
な
か
で
比
較
的
詳
し
く
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
『
時
事
新
報
』
の
△
△
生
な
ど
は
前
述
の
よ
う
に
寺
山
星
川
と
本
校
改
革

の
当
事
者
の
一
人
で
あ
る
大
村
西
崖
の
共
有
の
ペ
ソ
ネ
ー
ム
で
あ
っ
た
か
ら
、

実
情
に
詳
し
い
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

0
美
術
通
信
△
△
生
〔
こ
の
分
大
村
西
崖
執
筆
〕

△
こ
の
頃
傭
ふ
る
も
の
あ
り
、
曰
く
、
外
山
正
一
、
上
田
萬
年
、
黒
田
清
輝

三
氏
と
、
久
保
田
美
術
學
校
長
心
得
及
び
川
端
玉
章
、
荒
木
寛
畝
三
氏
と
相

會
し
て
美
術
學
校
日
本
聾
教
授
方
法
の
改

l

艮
を
謀
り
ぬ
、
要
は
日
本
甕
を
學

お
も

ぶ
者
を
し
て
初
め
ま
づ
洋
式
の
木
炭
霊
を
修
め
し
む
と
な
り
、
我
等
は
意
ヘ

ら
く
、
洋
式
の
木
炭
班
は
固
よ
り
正
し
く
物
象
を
窯
す
上
に
於
い
て
得
る
と

こ
ろ
多
か
る
べ
し
、
然
れ
ど
も
應
物
象
形
の
法
は
獨
り
洋
盤
の
専
有
す
る
所

に
あ
ら
ず
、
日
本
齋
と
い
え
ど
も
着
眼
を
正
し
く
し
て
窯
宜
を
切
に
せ
ば
、

そ
の
結
果
将
た
異
な
ら
む
や
う
も
な
し
、
木
炭
甕
の
修
業
は
油
盟
の
技
を
盆

す
る
ほ
ど
、
日
本
霊
を
制
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
霊
材
の
具
鉄
よ
り
見
て
東

西
折
衷
を
企
て
む
に
は
、
む
し
ろ
全
然
油
綸
化
す
る
に
如
か
じ
、
故
如
何
に

と
い
ふ
に
陰
陽
光
采
の
精
は
到
底
日
本
聾
の
能
く
成
す
と
こ
ろ
に
非
ざ
れ
ば

な
り
、
さ
れ
ど
寓
宜
の
上
よ
り
見
ば
、
油
甕
の
自
然
に
及
ば
ざ
る
と
日
本
霊

の
自
然
に
遠
き
と
は
、
其
差
た
ゞ
五
十
歩
百
歩
の
み
、
こ
4

に
於
て
日
本
書

は
別
に
日
本
聾
と
し
て
藝
術
上
存
立
す
る
の
櫂
利
あ
り
、
そ
の
材
料
手
法
の

既
に
異
な
る
よ
り
し
て
、
其
修
投
上
｛
鳥
生
の
方
法
も
ま
た
相
同
じ
き
こ
と
能

は
ず
、
さ
る
を
手
法
を
異
に
す
る
洋
霊
の
窯
法
を
移
し
て
、
直
に
日
本
盟
に

用
ひ
し
め
む
と
強
ふ
、
何
ぞ
そ
の
見
解
の
皮
相
に
局
す
る
や
、
唯
美
術
と
し

て
の
本
性
に
至
り
て
は
東
西
そ
の
軌
を
同
じ
う
す
、
こ
4

を
以
て
仮
令
其
相

を
異
に
す
る
洋
盟
の
法
式
と
い
へ
ど
も
、
其
性
は
取
り
て
日
本
聾
に
用
ひ
て

遥
も
矛
盾
す
る
こ
と
な
し
、
日
本
聾
教
育
の
方
法
こ
れ
ま
で
備
は
ら
ざ
り
し

く
ら

は
藝
術
赦
育
の
理
論
未
だ
東
洋
に
昧
か
り
し
が
為
め
の
み
、
日
本
聾
と
し
て

の
修
業
法
の
到
頭
立
つ
べ
か
ら
ざ
る
が
故
に
あ
ら
ず
、
今
に
し
て
日
本
聾
の

教
授
法
を
講
ず
る
も
の
、
東
西
壼
相
の
不
同
を
顧
慮
せ
ず
し
て
徒
に
そ
の
法
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り
〔
下
略
〕

〔
下
略
〕

（
明
治
三
十
二
年
三
月
二
十
二
日
『
時
事
新
報
』
）

△
△
生
〔
こ
の
分
寺
山
星
川
執
筆
〕

式
の
移
用
を
企
つ

、
是
れ
を
こ
れ
烏
滸
の
沙
汰
と
や
云
ふ
べ
き
、
何
故
に
洋

蜜
教
育
法
の
精
神
を
ば
取
り
来
り
て
、
日
本
の
霊
相
に
契
合
す
べ
き
や
う
消

化
し
去
る
こ
と
を
工
夫
せ
ざ
る
や
、
東
西
甕
の
別
立
は
畢
党
聾
相
上
の
差
別

に
過
ぎ
ず
、
然
る
に
彼
の
異
な
れ
る
聾
相
を
成
す
べ
き
手
法
の
修
業
を
以

て
、
直
に
こ
れ
を
我
に
用
ひ
む
に
は
我
が
甕
相
を
成
す
べ
き
手
法
、
将
た
如

何
に
し
て
か
之
を
得
べ
き
、
洋
甕
家
は
日
本
聾
の
手
法
を
知
ら
ず
、
日
本
聾

家
は
洋
甕
教
育
の
精
神
を
解
せ
ず
、
瑕
令
或
は
和
解
す
と
も
こ
れ
を
他
の一

方
に
消
化
し
て
用
ふ
る
の
道
を
登
ら
ず
、
學
者
事
務
家
に
至
っ
て
は
、
東
西

の
霊
に
於
い
て
共
に
其
見
る
と
こ
ろ
太
だ
高
か
ら
ず
、
妥
を
以
て
漫
に
日
本

整
の
改
善
を
謀
ら
む
と
擬
す
、
我
等
は
其
徒
榜
に
陽
せ
む
こ
と
を
虞
る
4

な

（
明
治
三
十
二
年
二
月
二
十
二
日
『
時
事
新
報
』
）

0
美
術
通
信

日
本
盟
改

l

艮
法
に
つ
い
て

日
本
甕
の
改
＿艮
は
刻
下
焦
眉
の
急
な
り
、
今
の
ま
4

に
て
は
東
西
接
燭
の
結

果
、
到
底
時
代
の
嗜
好
に
適
ふ
べ
か
ら
ず
、
さ
り
と
て
美
術
院
一
振
の
す
な

る
枝
葉
的
外
皮
的
改
＿
艮
法
に
て
は
、
こ
れ
却
り
て
退
歩
と
目
す
べ
き
の
み
、

絲
厘
の
債
値
な
し
、
嗚
呼
如
何
に
し
て
日
本
盟
の
光
輝
を
宇
内
に
顕
揚
す
る

を
得
べ
き
、
も
し
斯
道
に
熱
心
な
る
人
、
意
見
を
抱
持
せ
ら
る
4
あ
ら
ば
、

文
の
長
短
に
開
せ
ず
寄
稿
せ
ら
れ
た
し
、
通
信
記
者
の
見
る
と
こ
ろ
亦
日
な

ら
ず
し
て
紙
上
に
掲
載
せ
む
。
相
共
に
こ
の
美
術
界
最
大
の
急
務
を
談
論
す

る
、
ま
た
快
な
ら
ず
や
、

私
の
望
み
を
い
へ
ば
、
こ
の
貼
は
世
の
藝
術
家
に
十
分
憤
重
に
研
究

し
て
貰
ひ
た
い
こ
と
で
あ
る
、
私
は
叉
そ
の
手
段
と
し
て
幾
名
か
の
青
年
甕

家
を
揮
び
、
宜
際
に
嘗
つ
て
測
量
し
て
見
た
い
と
考
へ
て
居
ま
す

△
洋
霊
家
久
米
桂
一
郎
氏
曰
く
、

一旦
は
何
だ
っ
て
形
か
ら
来
る
の
だ
、

な
い

△
△
生

〔
こ
の
分
大
村
西
崖
執
筆
〕

一
切

0
美
術
通
信

諸
家
の
日
本
盟
改
一艮
談
片

△
通
信
記
者
日
く
、
日
本
聾
改
＿艮
は
、
藝
術
界
目
下
の
大
問
題
な
り
、
東
京

美
術
學
校
に
て
は
、
さ
き
に
こ
の
事
に
つ
い
て
多
少
の
波
瀾
を
揚
げ
し
と
い

ひ
、
論
客
小
山
正
太
郎
氏
も
、
遠
か
ら
ず
そ
の
所
見
を
焚
表
す
べ
し
と
偲

ふ
、
左
に
記
す
る
は
、
記
者
が
往
来
談
笑
の
間
に
聞
き
得
た
る
も
の
な
り
、

固
よ
り
秩
序
を
追
ふ
て
説
を
盪
し
た
る
に
あ
ら
ず
、
故
に
談
片
と
名
＜

△
美
術
學
校
長
心
得
久
保
田
鼎
氏
日
く
、
日
本
聾
は
今
日
既
に
進
歩
の
極
黙

〔
マ
マ

〕

に
逹
し
た
も
の
と
お
も
は
れ
る
が
西
東
、
交
通
の
結
果
、
今
後
は
更
に
或
る

愛
動
を
来
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
の
要
動
は
西
洋
聾
を
日
本
甕
に
混
化
融

合
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
見
易
い
こ
と
で
、
所
謂
自
然
の
理
だ
、
け

〔「
西
洋
画
は
」
の
欠
落
ヵ
〕

れ
ど
も
西
洋
蓋
と
日
本
甕
と
は
早
い
と
こ
ろ
が
、
合
理
の
窪
生
を
力
め
、
遠

近
陰
影
に
重
き
を
置
き
、
逼
員
を
至
極
の
境
と
し
て
ゐ
る
が
、
日
本
聾
は
こ

れ
に
反
し
て
、
む
か
し
か
ら
用
筆
を
重
む
じ
、
氣
品
を
費
び
、

能

く

自

在

に
、
能
＜
健
全
に
、
己
が
感
想
を
痰
露
す
る
の
を
絶
好
の
場
と
し
て
ゐ
る
、

に
は
か

そ
れ
だ
か
ら
逮
に
彼
の
手
法
を
移
し
て
、
此
の
手
法
の
上
に
加
ふ
る
こ
と
は

出
来
な
い
、
も
し
こ
の
嬰
動
を
人
為
で
早
め
や
う
と
す
る
に
は
、
即
ち
改
一艮

を
し
や
う
と
す
る
に
は
如
何
な
る
程
度
ま
で
西
洋
聾
の
手
法
を
採
り
用
ひ
て

可
い
か
、
い
な
日
本
聾
に
合
理
の
窟
生
を
な
さ
し
む
る
の
法
は
、
如
何
に
し

て
効
を
牧
む
べ
き
か
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
明
言
す
る
こ
と
が
出
来
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の
初
め
の
階
級
が
物
の
形
を
捉
へ
る
に
あ
る
の
だ
、
寓
生
で
十
分
腕
を
磨
き

あ
げ
た
う
へ
で
、
そ
れ
か
ら
甕
家
銘
々
の
脳
裏
を
一
轄
し
て
、
員
の
聾
と
い

ゆ
び
さ
き

ふ
も
の
が
そ
の
指
頭
に
現
は
れ
て
く
る
、
日
本
盪
は
こ
の
｛
島
生
と
い
ふ
こ
と

の
素
養
が
な
い
、
勿
論
寓
生
と
い
ふ
仕
方
は
あ
る
が
、
西
洋
畳
の
寓
生
と
は

土
棗
か
ら
違
つ
て
ゐ
る
、
そ
れ
だ
か
ら
日
本
聾
を
改
一艮
し
や
う
と
す
る
な

ら
、
マ
ア
形
を
捉
へ
る
こ
と
か
ら
初
め
る
ン
だ
ね

△
図
覺
家
荒
木
寛
畝
氏
日
く
、
ち
か
頃
若
い
人
逹
が
お
ひ
／
＼
西
洋
聾
に
ば

か
り
狂
奔
し
て
、
日
本
聾
を
誠
質
に
稽
古
す
る
も
の
が
勘
な
く
な
る
の
は
、

困
っ
た
も
の
だ
、
だ
が
こ
れ
も
一
時
の
風
潮
だ
ら
う
、
日
本
憲
に
は
む
か
し

か
ら
獨
得
固
有
の
妙
所
が
あ
る
、
決
し
て
ヘ
タ
な
改
＿艮
を
す
る
に
は
及
ば
な

ヽ△
鑑
識
家
小
原
重
哉
氏
（
曾
て
現
宜
に
顕
は
れ
た
る
改
一
艮
霊
に
つ
い
て
）
曰

く
、
所
謂
改
艮
家
の
手
に
成
っ
た
聾
は
、
今
の
儘
で
は
ト
テ
も
正
し
い
も
の

と
は
い
は
れ
ぬ
、
こ
の
程
も
人
と
話
し
た
こ
と
だ
が
、
改
＿
艮
聾
は
病
、
秤
盲

に
入
っ
た
も
の
で
、
諺
に
摸
母
醜
を
知
ら
ず
と
は
こ
の
事
だ
と
い
ふ
説
も
出

た
く
ら
ゐ
だ
、
あ
れ
で
は
仕
方
が
な
い

△
美
術
院
評
議
員
長
岡
倉
登
三
氏
の
持
説
は
、
さ
き
に
或
る
新
聞
記
者
の
問

に
答
へ
て
日
く
、
聾
は
想
な
り
、
想
を
離
れ
て
聾
な
し
と
、
記
者
は
た
し
か

に
斯
く
あ
り
し
と
覺
え
ぬ
、
氏
が
率
う
る
一
派
青
年
霊
家
の
間
に
、

コ
、
ロ

モ
チ
と
い
ふ
流
行
語
あ
り
、
そ
の
製
作
品
に
、
古
道
を
離
れ
て
西
洋
聾
の
姿

致
を
加
へ
た
る
も
の
あ
り
、
こ
れ
恐
ら
く
は
皆
こ
の
根
本
主
義
よ
り
脱
化
し

た
る
も
の
な
ら
む
、
聾
即
想
説
よ
り
宜
現
し
た
る
も
の
な
ら
む

〔
大
橋
乙
弱
〕

△
國
盪
家
橋
本
雅
邦
氏
の
持
説
は
、
こ
の
頃
乙
材
子
の
著
は
し
た
る
名
流
談

海
に
載
せ
て
曰
く
、
聾
の
慎
趣
は
氣
品
の
う
へ
に
あ
り
、
聾
家
の
伎
伺
は
草

0
美
術
通
信
△
△
生
〔
こ
の
分
大
村
西
崖
執
筆
〕

〔
上
略
〕
△
わ
が
美
術
界
の
現
状
よ
り
い
へ
ば
、
穂
て
の
改
＿艮
は
先
づ
官
校

っ
と

よ
り
創
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
美
術
學
校
が
日
本
聾
生
に
課
し
て
窟
生
に
力
め

し
む
る
は
、
頑
迷
固
陪
の
老
大
家
と
、
表
面
の
み
を
改
め
て
改
善
の
賓
を
畢

げ
た
り
と
思
へ
る
輩
と
、
ま
た
箱
聾
の
根
本
義
を
知
ら
で
形
式
美
に
心
酔
す

る
輩
と
に
は
、
必
ず
や
撰
斥
せ
ら
る
べ

し、

然
れ
ど
も
日
本
霊
に
し
て
改
一
艮

せ
ざ
れ
ば
止
む
、
荀
も
改
一艮
せ
む
と
な
ら
ば
先
づ
寓
生
よ
り
入
ら
ざ
る
べ
か

ら
ず
、
若
し
美
術
學
校
が
更
に
一
歩
を
進
め
て
美
術
解
剖
を
宜
行
す
る
に
至

ら
ば
、
ま
す
／
＼
わ
が
笙
み
に
叶

へ
り
と
な
す

△
人
騰
解
剖
は
國
法
の
制
限
あ
り
て
濫
に
な
す
べ
か
ら
ず
、
若
し
久
保
田
氏

の
斡
旋
に
よ
り
て
之
を
美
術
學
校
の
講
堂
に
見
る
を
得
ば
、
日
本
聾
と
い
は

ず
、
洋
蓋
と
い
は
ず
、
彫
刻
と
い
は
ず
、
な
べ
て
の
純
正
美
術
は
そ
の
お
蔭

べ
し

甕
に
つ
い
て
見
る
べ
し
と
、
軍
旱
即
想
説
は
や
が
て
聾
趣
氣
品
説
の
氏
が
筆
端

に
よ
り
て
世
に
顕
は
れ
ぬ
、
記
者
は
氏
の
古
道
に
依
れ
る
も
の
に
於
い
て
、

大
に
嘆
賞
し
、
古
道
に
依
ら
ざ
る
も
の
に
於
い
て
、
少
し
く
蟹
盛
す
る
も
の

な
り
、
い
ま
だ
氏
と
相
知
ら
ず
、
希
は
く
は
馨
咳
に
接
し
て
親
し
く
説
を
盛

す
を
得
む

△
洋
聾
家
浅
井
忠
氏
の
改
一艮
談
は
、
こ
れ
も
い
ま
だ
聞
く
を
得
ざ
れ
ど
、
或

は
日
本
聾
學
生
に
、
ま
づ
洋
式
の
木
炭
甕
を
學
ば
し
む
べ
し
と
い
へ
る
、
至

極
斬
新
な
る
意
見
な
り
と
い
へ
る
も
の
あ
り

△
洋
霊
家
黒
田
消
輝
氏
以
下
の
談
片
は
、
抗
を
追
ふ
て
記
載
す
る
こ
と
あ
る

（
明
治
三
十
二
年
四
月
一
日
『
時
事
新
報
』
）
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を
蒙
り
て
面
目
を
一
新
す
る
に
至
る
べ
し
、
是
れ
ま
た
久
保
田
氏
が
一
管
を

揮
ふ
べ
き
と
こ
ろ
な
り
〔
下
略
〕

●
美
海
櫓
影

（
明
治
三
十
二
年
五
月
十
七
日
『
時
事
新
報
』）

我
美
術
界
も
何
時
ま
で
斯
ふ
混
沌
た
る
有
様
で
は
困
る
と
此
に
美
術
教
育
の

方
針
に
着
目
し
て
来
た
は
嬉
し
い
次
第
だ
黒
田
清
輝
が
牛
込
の

4

山
坊

〔
外
山
正
一
の
筆
名
ー
—
—
編
者
註
〕
と
既
に
之
を
議
し
た
る
由
は
豫
々
聞
て

居
た
が
松
岡
壽
、
小
山
正
太
郎
、
浅
井
忠
な
ど
も
今
年
三
月
の
明
治
美
術
會

評
議
員
會
で
之
を
議
定
し
花
房
同
會
頭
の
諮
問
に
答
へ
た
〔
下
略
〕

（
明
治
三
十
二
年
六
月
二
十
日
『
毎
日
新
聞
』
）

『
日
本
』
の
罵
街
先
生
（
中
村
不
折
）
と
『
読
売
新
聞
』
の
長
谷
川
天
渓
と
の

間
で
日
本
画
の
是
非
を
め
ぐ
る
紙
上
討
論
が
行
わ
れ
た
の
も
こ
の
頃
（
三
十
二

年
四
月
）
で
あ
っ
た
。

こ
の
日
本
画
改
良
問
題
に
つ
い
て
、
当
の
本
校
で
ど
の
よ
う
な
検
討
が
な
さ

れ
、
ど
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て

は
報
道
も
左
の
記
事
の
範
囲
を
出
る
も
の
は
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

△
△
生
〔
こ
の
分
大
村
西
崖
執
筆
〕

0
美
術
通
信

〔
中
略
〕

△
東
京
美
術
學
校
の
日
本
壷
科
は
、
こ
の
學
期
よ
り
大
に
寓
生
数
室
を
擦
張

改
＿艮
し
、
ま
た
大
に
室
外
寓
生
を
奨
動
す
と
い
ふ
、
こ
れ
塞
に
園
梓
家
、
理

想
家
、
心
持
家
の
跛
屋
せ
る
時
代
に
見
難
き
美
摯
な
り
、
庶
幾
は
く
は
お
化

人
物
ま
た
は
嘘
八
の
山
水
花
鳥
な
ど
、
迩
を
日
本
聾
に
絶
つ
に
至
ら
む
か
、

斬
新
の
一
艮
法
も
時
あ
り
て
か
愚
論
妄
評
の
攻
撃
な
き
を
保
せ
ず
、
定
見
に
乏

し
き
日
本
霊
家
の
こ
れ
に
動
か
さ
る
4

こ
と
無
か
ら
む
を
望
む
、
至
嘱
々
々

〔
下
略
〕

（
明
治
三
十
二
年
五
月
七
日
『
時
事
新
報
』
）

◎
美
術
學
校
に
て
は
日
本
甕
教
授
に
閥
す
る
意
見
を
其
教
授
中
に
覚
め
し
か

此
頃
其
々
差
出
し
た
り
と
。

（
『
日
本
美
術
』
第
十
号
。
明
治
三
十
二
年
八
月
、

文
中
の
「
此
頃
」
は
六
月
を
さ
す
）
。

●
よ
み
う
り
抄

◎
日
本
聾
新
教
授
法
日
本
霊
教
授
の
方
法
を
完
全
せ
ん
為
め
東
京
美
術
學

校
長
の
徴
せ
し
教
授
の
意
見
ハ
果
し
て
取
る
べ
き
も
の
有
り
し
や
、
其
結
果

と
も
見
る
べ
き
窯
生
の
新
法
ハ
寛
行
以
来
頗
る
好
成
績
に
し
て
屋
外
窯
生
の

如
き
ハ
最
も
有
望
の
も
の
と
認
め
ら
る
〔
下
略
〕

（
明
治
三
十
二
年
六
月
十
一
日
『
読
売
新
聞
』
）

●
美
海
櫓
影

〔
上
略
〕
◎
美
術
學
校
で
は
今
度
檜
憲
撰
科
に
も
研
究
生
を
置
く
こ
と
に
な

つ
て
卒
業
後
の
研
究
に
便
す
る
と
は
至
極
尤
〔
下
略
〕

（
明
治
三
十
二
年
六
月
三
十
日
『
毎
日
新
聞
』
）
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