
岡

倉

覚

三

岡
倉
覚
三
は
上
述
の
美
術
局
設
立
運
動
を
開
始
し
た
明
治
十
七
年
に
は
ま
だ

二
十
二
歳
で
あ
っ
た
が
、
今
泉
雄
作
に
さ
え
こ
れ
ほ
ど
才
能
あ
る
者
は
少
な
い

と
い
わ
せ
る
ほ
ど
の
鮮
や
か
な
手
腕
を
既
に
発
揮
し
始
め
て
い
た
。
そ
れ
が
九

鬼
隆
一
や
浜
尾
新
に
重
用
さ
れ
た
所
以
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
経
歴
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
、
彼
は
文
久
二
年
(
-
八
六
二）

に
生
ま
れ
、
横
浜
で
育
っ
た
。

父
は
旧
福
井
藩
士
で
、

万
延
元
年
(
-
八
六

0
)
藩
の
横
浜
商
館
手
代
と
な
っ

て
横
浜
に
移
住
し
、
明
治
七
年
以
降
は
東
京
で
宿
屋
兼
越
前
物
産
取
次
所
を
営

ん
だ
。
覚
三
は
八
歳
か
ら
英
語
を
習
い
始
め
、
東
京
外
国
語
学
校
下
等
一
級
、

東
京
開
成
学
校
（
校
長
浜
尾
新
）
を
経
て
東
京
大
学
文
学
部
に
進
み
、
明
治
十

三
年
七
月
に
卒
業
し
た
。
在
学
中
に
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
義
を
受
け
た
。
卒
業

論
文
は
「
国
家
論
」
で
あ
っ
た
が
、
妻
と
痴
話
喧
嘩
し
て
焼
か
れ
て
し
ま
い
、

急
拠
「
美
術
論
」
を
書
い
て
出
し
た
と
い
う
。
ほ
か
に
、
漢
詩
を
森
春
滸
に
学

び
、
奥
原
晴
湖
に
南
画
を
学
び
、
ま
た
、
琴
を
加
藤
桜
老
に
習
っ
た
と
も
い
わ

れ
る
。
東
大
卒
業
後
間
も
な
く
文
部
省
御
用
掛
と
な
り
（
同
年
十
月
）
、

音
楽
取

調
掛
（
明
治
十
二
年
設
置
）
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ、

お
雇
い
外
国
人
メ
ー
ソ
ン

(L
u—

／ 

♦ ＼ 

子
は
何
慮
か
ら
出
た
と
い
ふ
と
、
矢
張
り
興
揺
寺
の
野
見
宿
禰
営
瓶
蹴
速
か
ら

出
た
、
先
づ
是
で
置
ぎ
ま
す
。
（
拍
手
）
后
紐
罪
四
罪
嗜
）

（
『
東
京
美
術
学
校
校
友
会
月
報
』
第
十
八
巻
第
五
号
。
大
正
八
年
十
月
）

鬼
の
片
腕
と
し
て
古
美
術
保
護
行
政
を
推
進
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

te
r
 Wh
i
t
i
ng
 M
aso
n
 1
8
2
8

1
9
7
)

の
通
訳
そ
の
他
の
事
務
に
従
事
し
た
が
、
掛

長
伊
沢
修
二
（
嘉
永
四
年
＼
大
正
六
年
）
と
意
見
が
合
わ
ず
、
同
十
五
年
に
専
門

学
務
局
勤
務
内
記
課
兼
務
へ
と
転
じ
て
い
る
。

明
治
十
七
年
に
至
っ
て
岡
倉
は
美
術
局
設
立
運
動
に
着
手
す
る
一
方
で
、
龍

池
会
に
入
会
し
（
録
事
と
な
る
）
、
鑑
画
会
の
結
成
に
参
加
し
、
文
部
官
僚
と
し

て
古
社
寺
調
査
に
出
張
し
、
ま
た
、
図
画
教
育
国
風
化
を
目
的
と
し
て
図
画
調

査
会
の
進
行
に
尽
く
す
な
ど
、
行
動
が
急
に
活
発
に
な
る
。
そ
う
し
た
行
動
の

支
え
と
な
っ
た
の
は
文
部
少
輔
九
鬼
隆
一
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

九
鬼
隆
一
は
明
治
五
年
か
ら
文
部
省
に
入
り
、
翌
六
年
欧
米
に
出
張
し
、
以

後
、
文
部
少
丞
、
文
部
大
丞
、
文
部
大
書
記
官
を
歴
任
し
た
。
同
十
一
年
に
は

パ
リ
万
国
博
に
派
遣
さ
れ
、
任
務
終
了
後
、
各
国
の
教
育
、
美
術
等
の
状
況
を

視
察
し
て
帰
国
し
た
。
そ
の
後
文
部
少
輔
と
な
り
、
明
治
十
七
年
九
月
に
特
命

全
権
公
使
と
し
て
渡
米
。
帰
国
後
、

宮
内
省
図
書
頭
と
な
り
、
博
物
館
（
当
時

は
宮
内
省
所
属
）
の
拡
充
、
臨
時
全
国
宝
物
取
調
局
設
置
等
、

古
美
術
保
護
行

政
の
推
進
に
努
め
、
明
治
二
十
――一
年
に
至
っ
て
我
が
国
に
お
け
る
近
代
的
博
物

館
の
創
始
で
あ
る
帝
国
博
物
館
の
設
立
を
実
現
さ
せ
、
そ
の
総
長
に
就
任
。
岡

倉
は
同
館
理
事
（
美
術
部
長
）
に
抜
擢
さ
れ
る
。

九
鬼
と
岡
倉
と
の
接
触
は
、
明
治
十
五
年
、
文
部
少
輔
の
九
鬼
が
学
事
巡
視

を
行
っ
た
際
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
岡
倉
も
随
行
し
て
新
潟
、
石
川
県
方
面
を

巡
り
、
帰
路
に
稔
京
畿
方
面
の
古
社
寺
を
訪
ね
て
い
る
。
九
鬼
は
当
時
か
ら
古

美
術
保
護
に
つ
い
て
期
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
明
治
十
七
年
ニ

月
に
は
、
九
鬼
は
再
び
学
事
視
察

（
長
崎
、
佐
賀
）
に
赴
い
た
が
、

こ
の
時
も

岡
倉
が
随
行
し
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
岡
倉
は
九
鬼
と
親
密
に
な
り
、
九
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明
治
十
七
年
六
月
下
旬
か
ら
九
月
中
旬
に
か
け
て
、

三
ら
は
京
都
、

奈
良
方
面
の
主
な
古
社
寺
の
宝
物
調
査
を
行
っ
た
。

ウ
、
柏
木
貨
一
郎
、
安
藤
広
近
ら
が
一
行
に
加
わ
り
、
奈
良
で
は
加
納
鉄
哉
も

加
わ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、
個
人
的
に
は
こ
の
種
の
旅
行
を
毎

年
行
な
っ
て
い
た
が
、
今
回
は
文
部
省
が
岡
倉
の
派
遣
と
い
う
か
た
ち
で
力
を

借
し
て
い
た
の
で
、
か
つ
て
無
く
徹
底
し
た
調
資
と
な
っ
た
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の

モ
ー
ス
宛
書
簡
に
は
こ
の
調
査
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

る゚

明
治
十
七
年
の
古
社
寺
調
査

拝
啓
こ
の
夏
は
大
変
で
し
た
。
ニ
ヶ
月
半
の
問
博
士
ー
ビ
ゲ
ロ
ウ
ー
と

一
緒
に
文
部
省
の
役
人
を
伴
っ
て
出
か
け
て
お
り
ま
し
た
。
文
部
省
は
私

に
随
行
し
て
美
術
調
査
に
従
事
さ
せ
る
よ
う
特
別
な
任
務
を
課
し
て
役
人

を
派
遣
し
た
の
で
す
。
私
た
ち
は
政
府
の
書
状
や
命
令
書
を
携
行
し
、
山

ビ
ゲ
ロ

も
っ
と
も
岡
倉
の
場
合
、
九
鬼
と
接
触
す
る
以
前
に
、
大
学
の
恩
師
フ
ェ
ノ

ロ
サ
か
ら
古
美
術
に
接
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
明
治

+
―
―
一
年
以
降
毎
年
の
夏
休
み
に
関
西
へ
行
き
、
古
美
術
品
の
見
学
や
収
集
を
行

っ
た
が
、
そ
の
最
初
の
旅
行
の
と
き
、
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
岡
倉
を
通

訳
と
し
て
同
伴
（
ほ
か
に
狩
野
友
信
、
住
吉
広
賢
ら
も
同
行
）

し
た
の
で
あ
る
。
日

本
美
術
史
を
本
格
的
に
研
究
し
始
め
た
師
の
も
と
で
、
岡
倉
も
ま
た
勉
強
を
始

め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
胚
胎
し
た
日
本
美
術
復
興
の
夢
が
、
彼

を
し
て
美
術
局
設
立
運
動
へ
走
ら
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。フ

ェ
ノ
ロ
サ
、
岡
倉
覚

城

・
大
和
の
主
要
な
古
社
寺
は
片
端
か
ら
回
っ
て
来
ま
し
た
。
あ
る
い
は

土
蔵
の
隅
々
を
ほ
じ
く
り
、
ま
た
千
三
百
年
前
に
建
て
ら
れ
た
塔
の
最
上

層
で
、
積
み
重
な
っ
た
残
骸
の
一
番
底
か
ら
何
体
か
の
彫
像
を
掘
り
出
し

た
の
で
す
。
言
う
な
れ
ば
日
本
の
中
心
的
社
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
偉
大
な
美

術
文
化
財
の
、
最
初
の
正
確
な
リ
ス
ト
を
作
っ
た
わ
け
で
す
。
私
た
ち
は

長
い
間
こ
れ
ら
個
々
の
作
品
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
た
伝
承
を
覆
え
し
ま

し
た
。
博
士
は
二
百
枚
の
写
真
を
撮
り
、
私
は
絵
画
彫
刻
作
品
の
ス
ケ
ッ

チ
を
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
描
き
ま
し
た
。
今
ま
で
ま
っ
た
＜
埋
も
れ
て
い
た

六
世
紀
か
ら
九
世
紀
ま
で
の
日
本
美
術
の
歴
史
を
再
現
し
得
た
の
は
何
よ

り
の
こ
と
で
し
た
。
か
つ
て
人
の
目
に
触
れ
た
こ
と
の
な
い
多
く
の
作
品

を
比
較
研
究
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
立
て
た
一
連
の
綿
密
な
推
論
に
よ
る

も
の
で
す
。
ど
こ
へ
行
っ
て
も
寺
僧
た
ち
は
私
の
鑑
定
状
を
欲
し
が
り
ま

す
。
私
は
今
ま
で
皆
目
伝
来
の
不
明
だ
っ
た
作
品
に
つ
い
て
鑑
定
状
を
百

枚
以
上
も
発
行
し
ま
し
た
。
実
は
中
国
の
も
の
が
日
本
の
制
作
と
考
え
ら

れ
て
い
た
り
、
あ
る
い

は
そ
の
逆
だ
っ
た
り
、
日
本
の
も
の
で
も
多
く
が

朝
鮮
作
と
考
え
ら
れ
て
い
た
り
、
ま
た
新
し
い
も
の
が
古
い
と
さ
れ
て
い

た
り
古
い
も
の
で
も
な
か
に
は
新
し
い
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た

り
、
個
々
の
制
作
者
の
名
前
に
至
っ
て
は
目
茶
苦
茶
に
混
同
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
が
、
何
百
年
に
も
わ
た
る
伝
承
の

結
果
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
私
の
見
解
に
疑
い
を
持
ち
、
ど
う
し
て
も
信

用
し
な
い
旧
弊
な
老
人
も
何
人
か
い
る
こ
と
は
当
然
で
す
。
私
は
彼
ら
が

宝
物
だ
と
考
え
て
い
る
も
の
の
中
に
比
較
的
無
価
値
な
も
の
の
あ
る

こ
と

す
。
と
こ
ろ
で
重
要
な
こ
と
は
、
そ
う
い
う
目
的
で
私
が
こ
の
夏
の
旅
行

を
立
証
し
、
未
知
の
穴
蔵
か
ら
真
の
宝
石
を
発
掘
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
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