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あ
と
が
き

梅
原

賢
一
郎

こ
こ
に
「
芸
術
学
研
究

6
」
が
で
き
あ
が
っ
た
。
集
録
の
論
文
四
本
と
研
究
ノ
ー
ト
一
本
は
、
年
度
は
ま
ち
ま
ち
で
は
あ
る
が
、

芸
術
学
コ
ー
ス
の
卒
業
生
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
在
籍
時
の
卒
業
成
果
物
（
卒
論
）
も
し
く
は
進
学
先
の
本
学
大

学
院
の
修
士
論
文
を
も
と
に
し
て
い
る
。

佐
藤
論
文
は
、
渡
辺
崋
山
の
《
一
掃
百
態
図
》
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
「
古
風
俗
画
」
の
引
用
元
を
た
ど
り
、
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
入
手
し
た
の
か
（
重
模
で
あ
っ
て
も
）
、
な
ぜ
そ
れ
を
選
ん
だ
の
か
、
な
ど
の
考
察
を
し
な
が
ら
、
崋
山
を
と
り
ま
く

社
会
的
な
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
崋
山
の
風
俗
画
の
特
徴
を
あ
ぶ
り
だ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

辻
野
論
文
は
、
鈴
木
其
一
の
《
朝
顔
図
屏
風
》
に
つ
い
て
、
他
の
朝
顔
図
と
の
比
較
、
注
文
主
の
推
理
、
当
時
の
博
物
学
的
な

知
の
あ
り
方
な
ど
、
多
面
的
に
論
じ
な
が
ら
、
「
場
を
演
出
す
る
仕
掛
け
」
と
し
て
、
論
を
収
斂
さ
せ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
あ

わ
せ
て
、
日
記
か
ら
其
一
の
交
流
関
係
を
丹
念
に
た
ど
っ
て
整
理
し
た
〈
表
〉
や
〈
作
品
リ
ス
ト
〉
は
、
地
道
な
作
業
と
し
て
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

吉
岡
論
文
は
、
藤
田
嗣
治
が
晩
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ン
ス
に
建
設
し
た
「
礼
拝
堂
」
に
つ
い
て
論
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
論
末

に
付
録
さ
れ
た
「
礼
拝
堂
関
連
年
表
」
は
、
「
日
記
の
記
述
」
「
礼
拝
堂
進
捗
状
況
」
「
そ
の
他
の
活
動
」
を
年
代
順
に
平
行
的

に
並
記
さ
せ
た
も
の
で
、
丹
念
な
作
業
の
あ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

木
村
論
文
は
、
肢
体
不
自
由
児
の
芸
術
活
動
に
つ
い
て
、
現
場
で
の
経
験
か
ら
、
一
つ
の
視
座
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
一

人
一
人
に
合
わ
せ
て
木
村
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
「
ホ
ル
ダ
ー
」
や
「
斜
面
台
」
の
写
真
が
輝
か
し
い
。

渡
辺
の
「
研
究
ノ
ー
ト
」
は
、
河
鍋
暁
斎
の
評
価
の
変
遷
を
、
明
治
期
か
ら
近
年
に
い
た
る
ま
で
の
お
も
だ
っ
た
美
術
史
（
絵

画
史
）
の
書
籍
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
表
〉
に
し
て
、
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
丹
念
な
基
礎
作
業
の
あ
と
を
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
、
梅
原
論
文
で
あ
る
。
範
を
垂
れ
な
い
と
い
け
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
量
を
大
幅
に
こ
え
て
し
ま
っ
た
。
二
分
三
分

に
す
る
と
い
っ
て
も
、
隔
年
の
刊
行
物
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
仲
間
に
特
別
な
許
し
を
い
た
だ
い
て
、
全
体
を
掲
載
さ
せ
て
い

た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
『
正
法
眼
蔵
』
の
も
う
一
つ
の
読
み
方
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
、
ま
だ
ま
だ
い
た
ら
な
い
点
な
ど
ま
ま
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
広
く
、
ご
批
判
ご
鞭
撻
を
た
ま
わ
り
た
い
と
思
う
。


