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彫

刻

風

旦
口
小

と

ノ＼

ン

ム
ー
ア
彫
刻
試
論
｜

l¥ 

代

修

次

へ
ン
リ
l

・
ム
l

ア
は
一
九
五
九
年
か
ら
六
四
年
ま
で
の
問
に
、
「
二
つ
の
部
分
よ
り
な
る
横
臥
像
」
と
題
す
る
彫
刻
を
五
つ
制
作
し
た
。」
の
ほ
か
一
九

六
三
年
（
｜
六
五
年
）
に
は
、
現
在
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
リ
ン
カ
ー
ン
・
セ
ン
タ
ー
を
飾
る
同
名
の
作
品
（
第
一
図
）
を
完
成
し
た
ば
か
り
か
ゴ
ニ
つ
の
部
分
よ

り
な
る
横
臥
像
」
（
第
三
図
）
の
連
作
を
も
し
て
い
る
。
横
た
わ
る
裸
婦
は
、
ム
ー
ア
が
古
代
メ
キ
シ
コ
の
彫
刻
の
影
響
を
受
け
た
初
期
の
こ
ろ
か
ら
主
要
な

テ
ー
マ
と
し
て
生
涯
を
通
じ
て
制
作
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
九
五
九
年
に
は
じ
ま
る
横
臥
像
は
あ
る
と
き
は
二
つ
の
部
分
に
、
ま
た
あ
る
と
き
は

三
つ
の
部
分
に
引
き
離
さ
れ
て
い
る
。

一
体
人
体
彫
刻
を
部
分
的
に
切
り
離
す
と
い
う
こ
と
は
、
お
お
よ
そ
人
体
に
美
の
理
想
を
求
め
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
彫

刻
の
歴
史
に
お
い
て
異
例
の
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
彫
刻
に
お
い
て
し
ば
し
ば
表
わ
さ
れ
る
斬
首
や
脚
体
の
切
断
に
は
、
殉
教
者
と
か
あ
る
い
は

地
獄
の
苦
し
み
を
受
け
る
者
と
し
て
の
宗
教
的
、
倫
理
的
意
味
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
常
と
す
る
。一
方
ト
ル
ソ
と
い
う
近
代
彫
刻
家
が
用
い
る
形
式
に

し
で
も
、
も
と
は
五
体
満
足
で
あ
っ
た
彫
刻
作
品
に
時
代
の
経
過
の
中
で
加
え
ら
れ
た
破
壊
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
ト
ル
ソ
の
形
式
を
積
極
的
に
利
用
し
た
の
は

(1
>

ロ
ダ
ン
で
あ
る
が
、
伝
統
的
な
彫
刻
か
ら
み
れ
ば
極
め
て
二
十
世
紀
的
な
現
象
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
ロ
ダ
ン
に
し
て
も
、
人
体
を
二
分
し
た
り
三
分

し
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
全
く
考
え
も
及
、
ば
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
ム
I

ア
の
「
二
つ
の
部
分
よ
り
な
る
棋
像
臥
」
に
は
、
い
か
な
る

意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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第
一
作
は
ほ
と
ん
ど
な
ん
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
も
な
く
二
つ
の
部
分
に
分
け
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
つ
い
で
第
二
作
に
お
い
て
は
意
識
的
な
着
想
と

な
っ
た
。
引
き
離
し
た
二
つ
の
部
分
の
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
、
人
体
を
風
景
に
関
連
づ
け
る
点
で
ど
れ
だ
け
有
利
で
あ
っ
た
か
を
わ
た
く
し
は
認
識
し
た
。

両
膝
と
乳
房
は
山
で
あ
る
。
一
た
ん
こ
れ
ら
二
つ
の
部
分
が
引
き
離
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
だ
れ
も
そ
れ
を
自
然
主
義
的
な
人
体
で
あ
る
と
は
思
わ
な
く
な

(2
) 

る
。
そ
れ
ゆ
え
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
こ
の
横
臥
像
を
風
景
や
岩
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

彫
刻
作
品
を
山
や
岩
に
例
え
る
こ
と
は
、
堅
牢
で
重
々
し
く
、
堂
々
と
し
て
い
る
こ
と
の
形
容
と
し
て
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
た
。
ム
ー
ア
の
右
の
言
葉
も
、

そ
う
し
た
形
容
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
。
正
面
か
ら
見
れ
ば
あ
る
い
は
横
臥
像
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
作
品

の
周
囲
を
め
ぐ
っ
て
ゆ
く
う
ち
に
彫
刻
の
引
き
離
さ
れ
た
突
然
の
様
相
に
接
し
て
、
観
賞
者
は
は
た
と
驚
く
と
同
時
に
今
ま
で
横
臥
像
と
思
っ
て
い
た
彫
刻
が

全
然
違
っ
た
も
の
と
し
て
目
に
う
つ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
並
立
す
る
岩
の
ご
と
き
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
の
人
体
で
は
な
い
も
の
こ
そ
、
ム
ー
ア
が
意
図

し
た
彫
刻
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
ム
ー
ア
は
さ
き
の
言
葉
に
つ
ミ
つ
い
て
、
「
彫
刻
に
は
種
々
雑
多
の
観
面
を
も
っ
と
い
う
点
で
、
絵
画
に
ま
さ
る
独
特
の
利

<3
)

点
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
」
と
も
云
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
二
分
さ
れ
た
彫
刻
は
、
絵
画
で
は
考
え
ら
れ
な
い
効
果
を
も
っ
。
し
か
し
ム
l

ア
に
と
っ
て
二
っ

か
三
つ
の
個
々
の
彫
刻
を
並
べ
る
と
い
う
試
み
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
は
じ
め
て
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
一
九
三
四
年
ご
ろ
か
ら
、
「
二
つ
の
形
」
と
い
う- 20 -

よ
う
な
題
名
の
作
品
で
実
験
ず
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
品
で
ム
l

ア
は
二
つ
の
形
に
形
の
変
化
を
求
め
た
と
い
う
よ
り
も
、
二
つ
の
形
が
相
互
に
包
む
よ
う
に

し
て
作
り
だ
す
空
間
の
緊
張
感
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
形
と
形
が
う
み
だ
す
空
間
の
創
造
と
い
う
問
題
は
、一
九
五
二
年
（
｜
五
三
年
）
の

エ
ル
ム
材
を
使
っ
た
「
外
部
と
内
部
の
形
」
に
お
い
て
い
っ
そ
う
内
包
的
に
、
ま
た
複
雑
な
処
理
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
彫
刻
に
は
、
題

名
か
ら
受
け
る
拍
象
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
ムl
ア
は
お
お
う
外
部
の
形
と
お
お
わ
れ
る
内
部
の
形
の
間
に
あ
る
空
間
に
生
命
力
を
与
え
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
「
外
部
の
形
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
一
種
の
胎
児
、
あ
る
い
は
ほ
と
子
、
花
弁
に
包
ま
れ
た
推
し
べ
の
よ
う
な
外
郭
巳
よ
っ
て
守
ら
れ
た
若
い
延
び

（
」
）

中
く
も
の
」
を
は
ぐ
く
む
有
機
的
で
暖
か
味
の
あ
る
空
間
の
創
造
で
、
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
「
二
つ
の
部
分
よ
り
な
る
横
臥
像
」
は
、
上
半
身
に
あ
た
る
部
分
と

下
半
身
に
あ
た
る
部
分
と
の
間
隙
に
生
じ
る
空
間
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
引
き
離
し
た
二
つ
の
部
分
の
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
、
人
体
を
風
景
に

関
連
づ
け
る
点
で
ど
れ
だ
け
有
利
で
あ
っ
た
か
を
わ
た
く
し
は
認
識
し
た
」
と
い
う
ム
l

ア
の
言
葉
は
、
単
に
風
景
を
彫
刻
の
塊
量
の
形
容
と
し
て
用
い
た
と



は
思
わ
れ
な
い
し
、
彫
刻
相
互
の
空
間
の
問
題
で
も
片
付
き
そ
う
に
な
い
。
ム
ー
ア
は
一
九
六
二
年
に
ヒ
ュ
I

・
ウ
ェ
ル
ド
ン
氏
の
質
問
に
答
え
て

こ
の
彫
刻
は
、
人
体
と
風
景
を
混
合
し
た
も
の
で
す
。
あ
る
観
点
か
ら
は
、
足
の
端
は
山
や
岩
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
こ
れ
を
制
作
し
て
い
る
と
き
に
、

わ
た
く
し
は
ス
l

ラ
！
の
八
エ
ト
ル
タ
の
岩
壁
〉
と
い
う
絵
を
思
い
う
か
べ
て
い
ま
し
た

0

・

(5
>

ま
さ
に
人
体
を
大
地
や
山
や
風
景
に
関
連
さ
せ
て
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
す

」
れ
こ
そ
わ
た
く
し
が
彫
刻
に
お
い
て
試
み
た
も
の
で
す

と
云
っ
て
い
る
。
最
初
に
引
用
し
た
ム
l

ア
の
言
葉
の
中
に
や
や
唐
突
に
出
て
く
る
「
風
景
や
岩
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ

て
く
る
。
た
だ
し
ム
l

ア
は
後
に
な
っ
て
、
ス
l

ラ
l

の
〈
エ
ト
ル
タ
の
岸
壁
V
と
い
っ
た
の
は
、
ス
l

ラ
l

の
〈
オ
グ
の
川
〉
（
現
在
テ
イ
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ

！
）
と
モ
ネ
の
〈
エ
ト
ル
タ
の
岸
壁
〉
（
現
在
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
ミ
ュ
ゼ
ア
ム
）
の
二
つ
の
作
品
を
混
同
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
と
に
、
か
く
現

実
の
風
景
で
な
い
に
し
て
も
、
ス
i

ラ
ー
や
モ
ネ
の
風
景
画
を
頭
に
う
か
べ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
こ
の
よ
う
な
海
岸
風
景
と
ム
l

ア

の
彫
刻
と
の
結
び
つ
き
に
興
味
を
お
ぼ
え
る
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
人
と
し
て
の
ム
l

ア
の
作
品
に
、
海
洋
民
族
特
有
の
潮
の
呑
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
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し
い
ま
は
、
彫
刻
と
風
景
の
問
題
に
も
ど
る
。
そ
れ
と
い
う
の
は
ム
！
ア
ほ
ど
彫
刻
と
風
景
の
結
合
に
関
心
を
ょ
せ
た
彫
刻
家
は
、
近
代
彫
刻
家
多
し
と
い
え

ど
も
数
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ム
ー
ア
が
彫
刻
と
周
囲
の
建
築
、
あ
る
い
は
風
景
と
の
関
連
に
云
い
及
ん
だ
最
初
の
も
の
は
、
現
在
テ
イ
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
あ
る
「
横
臥
像
」
で
あ
る
。

こ
の
横
臥
像
は
も
と
一
九
三
六
年
に
建
築
家
チ
ェ
ル
マ
イ
エ
フ
氏
が
テ
ラ
ス
と
庭
の
交
叉
す
る
場
所
に
、
ム
ー
ア
の
彫
刻
を
置
こ
う
と
し
て
彼
に
依
頼
し
た
も

の
で
あ
る
。
注
文
は
立
像
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
ム
ー
ア
は
周
囲
の
風
景
の
地
平
線
の
焦
点
と
な
る
よ
う
に
横
臥
人
物
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
後
に
ム
l

ア
は

わ
た
く
し
の
作
っ
た
横
臥
像
は
、
ド
オ
ン
河
の
大
き
な
わ
ん
曲
の
は
る
か
遠
く
を
見
て
い
る
。
そ
の
目
ざ
し
は
、
地
一
千
線
に
集
中
し
て
い
る

c

彫
刻
は
さ

築
と
特
刊
の
関
連
を
尿
つ
必
要
ぽ
な
い
。
彫
刻
立
本
来
形
刻
で
、
あ
っ
て
、
チ
ェ
ル
マ
イ
エ
フ
氏
の
テ
ラ
ス
と
よ
無
関
係
の
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ぽ
そ
こ
に
匠

（
手
）

か
れ
て
い
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
る
の
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
ム
ー
ア
は
杓
ー
期
の
こ
ろ
か
ら
、
彫
汀
が
建
築
の
装
飾
と
な
っ
た
り
、
引
き
立
て
役
と
な
る
こ
と
、
古
味
っ
て
い
た
。
彼
、
か
理
想
と
し
た
戸
」
と

は
、
彫
刻
家
が
建
築
家
を
も
兼
お
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
彫
刻
は
本
来
彫
刻
で
あ
る
」
と
い
う
信
念
は
、

ム
ー
ア
の
生
涯
を
貫
く
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
c



一
九
司
王
平
（
！
四
六
平
）
二
ク
リ
ス
ト
ア
ァ
i

マ
1

テ
ィ
ン
氏
hリ
一
五
念
市
ハ
レ
一

1
V－J
－
「
出
、
臥
像
一
な
作
プ
之
と
き
ヤ
ア
ミ
ム
！
ァ
ー

国
一
の
昨
引
に
一
二
一
ノ
ヴ
ォ
ン
ン
ヤ

i

川J

い
仰
い
ケ
問
問
一
戸
、
～

r
ι
川
J
V」
乏
し
’
に
ぺ
）
／
一
ハ
山
一
九
人
一
ぷ
止
で
ー
ら
う
｝
山
山
一
川

k

に
山
一
＼LYれ4
v
い
石
川
て
、
ふ
一
円
近
く
に
た

っ
て
形
ム
一
以
宗
と
を
川
市
一
つ
叫
！
一
ペ
リ
〕
く
れ
心
人
、
は
、
問
臥
仰
のE
1ド
一
て
た
肢
が
川
円
以
の
な
だ
ら
わ
～
i
ι
い
か
り
に
ぱ
川iL
t
h
h

以
内
す
る
の
に
気
が
つ
〈

：
わ
た
く
し
は
こ
の
仕
事
’
な
し
て
い
る
川
中
、
大
地
と
微
妙
な
共
同
一
作
業
を
し
て
き
た
多
く
の
日
代
の
人
々
の
一
記
念
物
で
、
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
風

(7
) 

景
に
加
わ
る
一
記
念
碑
を
作
っ
て
い
る
の
だ
と
つ
く
づ
く
思
っ
た

あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
ム
l

ア
は
一
九
四
八
年
の
パ
タ
シ
l

・
パ
l

ク
で
行
な
わ
れ
た
第
一
同
野
外
彫
刈
民
二
出
品
し
た
「
三
つ
の
立
保
」
以
来
、
彫
刻
を
野
外
に

置
く
こ
と
を
好
み
、
特
に
一
九
五
O
午
代
に
つ
ぎ
つ
ぎ
制
作
さ
れ
た
山
立
モ
チ
ー
フ
ば
全
て
野
外
に
世
か
れ
た
。
ム
ー
ア
は
ヰ
然
ァ
て
こ
で
風
足
？
Y
一
彫
刻
、
川
叫
実

の
自
然
空
間
と
彫
刻
と
の
関
連
と
い
う
問
題
を
提
出
す
る
。

彫
刻
は
絵
画
よ
り
も
、
ど
こ
に
口
く
か
と
い
う
こ
と
に
い
っ
そ
う
注
意
を
必
要
と
す
る
。
絵
画
の
場
合
額
縁
は
観
賞
宕
と
の
川
に
距
離
を
も
た
せ
、
絵
は

そ
れ
自
身
の
世
界
で
生
き
つ
ミ
つ
け
る
。
し
か
し
も
し
彫
刻
が
光
を
背
に
し
て
置
か
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
部
屋
に
入
っ
て
来
た
人
が
窓
の
方
を
日
比
る
と
、
彫
刻

は
周
囲
に
一
反
射
光
線
を
も
っ
た
シ
ル
エ
ッ
ト
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ん
よ
く
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
彫
刻
と
ぽ
完
全
な
存
在
感

(8
) 

を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
部
屋
の
隅
に
押
し
込
め
ら
れ
た
子
供
の
よ
う
に
壁
を
背
に
し
て
泣
か
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
。
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お
お
よ
そ
こ
の
言
葉
の
中
に
、
絵
画
と
彫
刻
の
根
本
的
な
相
違
が
空
間
と
の
関
連
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

絵
画
ほ
一
般
に
額
縁
に
よ
っ
て
札
実
の
空
間
か
ら
遮
断
さ
れ
る
。
部
屋
の
壁
に
か
げ
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
絵
画
は
現
実
の
空
間
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
が
、

画
面
に
描
か
れ
る
空
間
は
必
ず
し
も
礼
実
の
竺
間
と
一
致
す
る
必
要
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
拙
か
れ
た
空
間
と
現
実
の
空
山
と
を
一
致
さ
せ
る
試
み
は
、
ボ
ン
ベ

イ
の
壁
両
に
は
じ
ま
り
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
イ
ン
チ
の
「
円
取
後
の
晩
餐
」
や
バ
ロ
ッ
ク
の
暁
而
装
飾
に
い
た
る
ま
で
例
を
見
な
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
む
し

ろ
羽
実
の
空
間
と
無
関
係
に
成
り
立
つ
と
い
う
点
が
絵
画
に
析
、
極
的
な
創
造
力
を
与
え
て
き
た
。
そ
の
創
造
活
動
の
故
も
著
し
い
も
の
は
、
透
視
法
か
ら
遠
近

法
の
発
見
で
あ
る
。
遠
近
法
は
も
と
も
と
見
た
も
の
を
見
た
と
お
り
に
描
く
と
い
う
自
然
主
義
的
欲
求
か
ら
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
画
面
と
い
う
二
次

元
の
平
面
の
上
に
空
間
を
作
る
こ
と
、
云
い
か
え
れ
ば
虚
構
の
空
間
を
作
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
虚
構
の
空
間
ば
遠
近
法
に
と
ど
ま
れ
一



ず
、
宗
教
的
幻
想
、
詩
的
幻
想
、
さ
ら
に
キ
ュ
ー
ビ
ズ
ム
や
シ
ュl
ル
レ
プ
リ
ズ
ム
に
よ
る
造
形
的
空
間
の
創
造
へ
と
進
展
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
。
か

く
絵
画
は
額
縁
で
現
実
の
空
間
か
ら
遮
断
さ
れ
た
平
面
で
あ
る
と
い
う
制
約
の
円
以
り
に
お
い
て
、
お
お
よ
そ
人
間
の
欲
求
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
空
間
を
創
造
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
絵
画
を
芸
術
た
ら
し
め
る
大
き
な
要
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

彫
刻
と
絵
画
と
で
は
こ
の
同
じ
空
間
の
創
造
を
目
ざ
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
表
現
手
段
に
違
い
が
あ
る
。
絵
画
は
額
縁
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
た
二
次
元
の
一
千

面
で
あ
っ
た
が
、
彫
刻
は
額
縁
で
取
り
囲
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
二
次
元
の
平
面
で
も
な
い
。
彫
刻
は
実
際
に
わ
れ
わ
れ
が
触
れ
て
み
る
こ
と
の

で
き
る
三
次
元
の
立
体
物
で
あ
り
、
し
か
も
現
実
の
空
間
の
中
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
彫
刻
に
は
額
縁
を
は
め
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
か
ら
、
絵
画
の
よ

う
に
芸
術
と
な
り
う
る
虚
構
の
空
間
を
は
じ
め
か
ら
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
か
り
に
虚
構
の
空
間
が
彫
刻
に
許
さ
れ
た
と
し
て
も
、
木
来
が

現
実
の
空
間
の
中
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
創
造
さ
れ
た
空
間
と
現
実
の
空
間
と
の
境
介
を
明
確
に
な
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
ロ
ダ
ン
の
「
カ
レ
l

の
市

民
」
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
敗
北
に
悲
し
む
先
頭
の
若
者
は
苦
痛
を
こ
ら
え
き
れ
ず
口
を
聞
き
手
を
さ
し
出
し
て
い
る
。
い
ま
こ
の
若
者
の
聞
い
た
口
や
鼻- 23 -

孔
を
彫
刻
的
空
間
と
い
わ
な
い
ま
で
も
、
次
に
つ
づ
く
男
と
の
間
隙
を
彫
刻
の
創
造
し
た
空
間
と
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
こ
の

間
隙
に
生
じ
た
空
間
は
容
易
に
現
実
の
空
間
と
、
具
体
的
に
は
美
術
館
の
庭
に
充
満
す
る
同
然
の
空
間
と
融
合
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
彫
刻
と
現

実
の
空
間
と
の
不
明
確
な
結
び
つ
き
の
た
め
に
、
自
然
の
模
倣
に
か
な
っ
た
自
然
主
義
的
な
表
現
や
マ
ッ
ス
と
か
ヴ
ォ
リ
ュ
l

ム
と
い
う
立
体
物
特
有
の
量
感

の
処
理
に
彫
刻
の
評
価
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
不
本
意
な
が
ら
、
彫
刻
に
は
本
来
考
え
ら
れ
な
い
額
縁
に
類
す
る
も
の
を
付
加
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
現
実
の
空
間
と
の
不
明
確
な
接
触
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
試
み
さ
え
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
彫
刻
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
れ
ば
、
い
か
に
額
縁
的
な

も
の
を
付
加
し
た
彫
刻
が
多
か
っ
た
こ
と
か
。
彫
刻
は
三
次
元
の
立
体
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
背
面
を
壁
に
つ
け
て
置
か
れ
、
壁
金
閣
に
押
し
込
め
ら
れ
、

あ
る
い
は
仏
教
彫
刻
に
し
ば
し
ば
み
る
よ
う
に
舟
形
光
背
を
背
負
わ
さ
れ
あ
ら
ゆ
る
立
体
物
の
平
面
化
が
強
行
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
宗
教
彫
刻
に
お
け
る
木

尊
の
ご
と
く
正
面
か
ら
礼
拝
さ
れ
る
性
質
の
も
の
に
は
、
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
が
さ
ほ
ど
不
当
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
が
た
め
に
一
つ
の
慣
例
と
も
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
慣
例
は
宗
教
彫
刻
以
外
の
も
の
に
も
広
く
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
彫
刻
と
現
実
の
空
間
と
の
関
連
は
、
云
わ

ば
絵
画
的
解
決
法
に
よ
っ
た
も
の
で
、
彫
刻
に
と
っ
て
は
消
極
的
な
処
理
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ム
ー
ア
が
壁
を
背
に
し
た
り
、
建
築
を
パ
ッ
ク
に
し
て
彫
刻
を



置
く
こ
と
を
嫌
っ
た
の
は
、

こ
う
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
「
彫
刻
は
本
来
彫
刻
で
あ
る
」
と
い
う
一
見
簡
明
な
ム

l

ア
の
主
張
は
、
彫
刻
史
上
の
未
解
決
の

課
題
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
二
十
世
紀
の
彫
刻
家
全
て
が
意
識
し
た
問
題
で
も
あ
っ
た
。
キ
ュ
ー
ビ
ズ
ム
に
刺
戟
さ
れ
た
近
代
彫
刻
に
は
じ
ま
り
ポ
ッ
チ
ョ

l

ニ
ロ
自
ぴ
2

吉
田
。
R
F
O
E、
ガ
ボ

Z
ω
ロ
自
の

m
H
σ
c
、
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ

k
J
5
2
Z
C
5
8
E
O
丹
江
が
な
ん
ら
か
の
形
で
こ
の
問
題
に
立
ち
向
っ
た
。
若
い
時

代
か
ら
セ
ザ
ン
ヌ
や
ピ
カ
ソ
に
興
味
を
も
ち
、
ア
ル
。
フ
T
m
w
D
K
H
G
や
午
ブ
ス
タ
イ
ン
甘

g
c
g
u
ω
Z
Eと
交
友
を
も
っ
た
ム
i

ア
も
、
彼
ら
の
影
響
を
大

い
に
受
け
る
と
同
時
に
ム
l

ア
の
全
作
品
が
こ
の
問
題
の
探
索
の
成
果
で
も
あ
っ
た
。

ム
ー
ア
は
一
九
一
二0
年
代
か
ら
空
洞
の
あ
る
彫
刻
を
作
り
は
じ
め
る
。
は
じ
め
は
抽
象
的
な
試
み
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
三
六
年
の
エ
ル
ム
材
の
「
横
臥

像
」
の
胸
の
部
分
に
空
洞
が
あ
け
ら
れ
る
。
人
体
に
空
洞
を
用
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
ん
ら
か
の
象
徴
的
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
彫

(9
) 

刻
に
関
し
て
ム
l

ア
は
、
「
横
臥
像
の
テl

マ
に
空
洞
を
あ
け
る
と
い
う
発
想
は
ま
ず
木
彫
に
表
わ
れ
た
」
と
云
っ
て
い
る
。
」
れ
は
木
に
穴
を
あ
け
る
方
が

容
易
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
そ
れ
か
ら
二
年
後
に
石
彫
に
も
空
洞
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
空
洞
の
魅
力
は
ム
l

ア
が
海
岸
に
落
ち
て
い
る
波
で
す

り
へ
っ
た
小
石
を
集
め
た
こ
ろ
か
ら
、
彼
に
と
り
つ
い
て
い
た
。
小
石
の
中
に
は
穴
の
あ
い
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
ム
I

ア
は
自
然
が
い
か
に
し
て
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石
を
作
っ
た
か
を
直
観
す
る
。

石
に
穴
を
あ
け
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
も
し
穴
の
大
き
さ
や
形
や
方
向
が
た
ん
ね
ん
に
あ
け
で
あ
れ
ば
す
ぐ
に
壊
れ
は
し
ま
い

ア
ー
チ
の
原
理
に
よ
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
強
靭
な
も
の
と
な
る

石
に
あ
け
ら
れ
た
最
初
の
穴
は
、
啓
示
で
あ
る

穴
は
前
後
を
結
び
つ
け
、
た
ち
ま
ち
石
に
三
次
元
を
与
え
る

穴
は
堅
い
マ
ッ
ス
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
白
身
形
態
的
意
味
を
も
っ

石
に
穴
、
が
あ
け
ら
札
、
穴
日
目
立
国
さ
九
三
a
i抜
ム1
r
kた
形
で
、
あ
る
句
な
ら
ば
、
空
調
彫
刻
が
可
能
と
な
る

(
mN
) 

空
洞
の
沖
沌
1
1
t

山
腹
や
’A
］
一
下
一
ち
る
一
よ
ら
穴
力
押
花
的
魅
力
。

」
の
よ
う
に
ム

l

ア
が
小
石
か
ら
直
観
し
た
空
洞
の
意
味
は
、
立
件
約
に
お
け
ら
、
れ
た
空
洞
の
魅
力
と
し
う
よ
り
も
、
空
洞J
て
の
も
の
の
創
作
が
彫
刻
と
な
乙



と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ム

l

ア
の
空
洞
彫
刻
は
横
臥
像
に
空
洞
を
あ
げ
る
と
い
う
試
み
の
他
に
、一
九
三
八
年
の
「
絃
の
あ
る
形
」
に
み
る
よ
う
な
当
時
構
成

主
義
の
ガ
ボ
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
絃
を
用
い
て
試
み
た
彫
刻
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
彫
刻
の
内
部
空
間
の
表
呪
を
意
図
し
た
7も
の
が
あ
る
ο

彫
刻
、
が
立
体
物
で
あ
る

た
め
に
、
ヴ
ォ
リ
ュ
I

ム
や
マ
ヅ
ス
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
、
し
ば
し
ば
「
内
部
か
ら
噴
出
ナ
る
よ
う
な
」
と
か
「
内
部
に
凝
縮
す
る
よ
う
な
」
と
か
云
わ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
彫
刻
の
表
面
か
ら
の
推
測
に
も
と
ず
く
言
葉
で
あ
る
。
も
し
塊
量
の
噴
出
や
凝
縮
を
外
か
ら
見
え
る
よ
う
に
表
現
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
透
明
な
材
料
を
用
い
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
彫
刻
の
凹
部
に
絃
を
張
る
と
い
う
こ
と
は
、
塊
量
に
つ
つ
ま
れ
た
彫
刻
内
部
の

空
間
と
現
実
の
空
間
の
聞
に
障
壁
を
設
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
絃
の
長
さ
は
、
観
賞
者
に
彫
刻
内
部
の
空
間
を
知
覚
さ
せ
る
役
割
を
は
た
す
。
ム
ー
ア
は

こ
う
い
う
表
現
方
法
を
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
シ
ン
ト
ン
の
科
学
博
物
館
で
見
た
数
学
の
実
験
機
具
か
ら
暗
示
を
受
け
た
の
で
は
あ
る
が
、
彫
刻
の
純
粋
に
抽
象
的
な

処
理
は
結
局
ム
l

ア
を
引
き
止
め
て
は
お
か
な
か
っ
た
。
ム
ー
ア
に
と
っ
て
絃
を
用
い
た
彫
刻
は
「
か
つ
て
だ
れ
も
が
も
っ
て
い
た
人
間
体
験
を
表
わ
す
も
の

（
日
）

と
は
異
質
の
も
の
で
あ
っ
た
」
た
め
に
、
彼
は
そ
の
後
こ
の
種
の
試
み
を
中
止
し
て
し
ま
い
も
っ
ぱ
ら
空
洞
彫
刻
の
方
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
空
洞
の
存

在
意
義
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
彫
刻
に
あ
け
ら
れ
た
空
洞
を
意
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
し
か
し
一
九
五
一
年
の
「
横
臥
像
」
に
お
い
て
、
形
と
か
空
洞

と
か
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
ブ
ロ
ン
ズ
の
横
臥
像
を
ム
l

ア
は
作
っ
た
。
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も
し
こ
の
彫
刻
を
頭
の
方
か
ら
足
の
端
の
方
へ
と
横
に
長
く
見
て
も
ら
え
る
な
ら
ば
、
院
や
胴
体
や
足
や
膝
が
奥
行
の
方
へ
と
ト
ン
ネ
ル
を
つ
く
る
形
と

（
ロ
）

し
て
見
え
る
こ
と
に
な
る
。
平
面
的
に
見
る
限
り
で
は
、
人
体
は
空
間
の

3

ア
ー
ル
で
あ
る
。

空
洞
彫
刻
と
は
空
中
に
描
き
出
さ
れ
た
彫
刻
で
あ
り
、
空
間
の
デ
ザ
イ
ン
を
意
味
す
る
も
の
と
な
る
。
空
洞
が
自
然
主
義
的
な
人
体
に
あ
け
ら
れ
る
限
り
で

は
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
様
相
を
心
理
的
な
衝
撃
を
与
え
る
た
め
に
シ
ュl
ル
レ
ア
リ
ス
ト
は
利
用
し
た
が
、
造
形
的
意
味
に

乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ム
ー
ア
に
と
っ
て
空
洞
を
彫
刻
に
用
う
る
と
い
う
着
想
は
、
あ
る
い
は
シ
ュ
1

ル
レ
ア
リ
ズ
か
ら
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
彫
刻
と
現
実
の
空
間
と
の
関
連
と
い
う
問
題
の
解
決
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
空
洞
の
あ
る
彫
刻
と
現
実
の
空
間
と
の
関
連

は
、
空
洞
の
な
い
立
体
物
の
場
合
と
異
な
る
。
空
洞
は
彫
刻
の
周
囲
の
空
間
を
吸
収
す
る
と
同
時
に
、
再
び
そ
れ
を
周
囲
に
還
元
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ム
l

ア

ば
空
洞
の
あ
げ
方
に
熟
棟
を
要
求
す
る
。
ム
ー
ア
の
近
作
「
二
つ
の
情
円
」
と
か
「
三
つ
の
輪j一
は
、
こ
の
方
向
を
端
的
に
進
ゐ
たJも
の
で
、
あ
る
。
こ
こ
に
、
お



い
て
彫
刻
は
、
厳
然
と
空
間
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
む
ム

ー

ア
は
、
こ
う
い
う
解

決
法
を
彫
刻
に
試
み
た
の
で
あ
る
。
彫
刻
と
周
囲
の
空
間
と
の
関
連
は

、

具
体
的
に
は
風
景

や
そ
の
一
本
の
木
や
一
つ
の
山
が
彫
刻
に
か
ふ
わ
り
を
も
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
彫
刻
は
た
し
か
に
ム
l

ア
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が

、

風
景
の
中
に
置

か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
の
一
部
と
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。

一
九
五
九
年
の
「
二
つ
の
部
分
よ
り
な
る
横
臥
像
」
に
つ
い
て
も
う
一
つ
興
味
あ
る
こ
と

（第一図）

は
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
放
送
局
の
カ
メ
ラ
班
が
ム
1

ア
の
生
涯
を
紹
介
す
べ
く
ヨ
l

ク
シ
ャ
l

で

撮
影
を
行
な
っ
た
と
き
に
、
ムー
ア
が
九
才
か
十
才
の
こ
ろ
父
と
一
緒
に
見
に
行
っ
た
ア
ド

ル
〉
（出
。
の
巨
石
（
第
二
図
）
を
写
真
に
し
て
彼
に
見
せ
た
と
こ
ろ

、
こ
の
巨
石
が
一
九
五

（
日
）

九
年
の
作
品
の
足
の
部
分
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
彼
自
身
が
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
ム

ー
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ア
が

「
二
つ
の
部
分
よ
り
な
る
横
臥
像
」
を
制
作
し
て
い
た
と
き

、

彼
の
心
を
去
来
し
た
も

の
は
ア
ド
ル
の
巨
石
で
あ
り

、

ス
l

ラ
ー

や
モ
ネ
の
海
岸
風
景
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は

、

彼
の
彫
刻
を
理
解
す
る
う
え
に
お
い
て
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
横
臥
像
を
二
つ
に
分
け
る
間
隙
は

、

彫
刻
相
互
の
緊
張
感
を
表
わ
す
空
間
で
あ
る

自
然
の
岩
と
な
り
風
景
と
な
る
の
で
あ
る
。

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
彫
刻
の
創
造
し
う
る
空
間
を
現
実
の
空
間
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

、

彫
刻
は
芸
術
品
た
る
べ
く
意
図
さ
れ
た
作
品
で
は
な
く

ば
か
り
か

、
む
し
ろ
空
洞
の
発
展
し
た
も
の
で
あ
り

、
自
由
に

現
実
の
空
間
が
流
通
し
う
る

お
お
よ
そ
伝
統
的
な
彫
刻
の
観
念
を
打
破
する
ム

l

ア
の
こ

の

「
二
つ
の
部
分
よ
り
な
る
横
臥
像
」
に
、

わ
た
く
し
は
わ
が
国
の
庭
園
に
お
け
る
石
庭
の
石

組
に
一
致
す
る
考
え
方
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
彫
刻
と
石
庭
の
比
較
と
いう
こ
と

は
い
く
ぶ
ん
唐
突
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が、

ブ
ロ
ン
ズ
彫
刻
を
も
岩
石
に



み
ら
れ
て
き
た
が

(uv 

み
た
て
よ
う
と
し
た
ム
l

ア
の
彫
刻
群
は
石
組
と
い
う
点
で
共
通
性
を
も
っ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
従
来
東
西
の
彫
刻
の
比
較
や
庭
園
の

比
較
は
し
ば
し
ば
試

一
方
が
平
面
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
他
方
が
立
体
的
で
あ
る
と
か
、
ま
た
一
方
が
自
然
的
構
成
を
も
つ
の
に
対
し

て
他
方
が
幾
何
学
的
構

成
を
も
っ
と
か

、

や
や
形
骸
化
し
た
比
較
に
終
る
場
合
が
多
く
見
受
け
ら
れ
た
。
し
か
し
い
ま
彫
刻
と
か
庭
園
と
い
う
領
域
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
自
然
風
景
を
念

に
お
い
て

一
考
に
価
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

頭
に
し
て
制
作
し
た
ム
I

ア
の

彫
刻
と
、
自
然
山
水
を
基
礎
と
し
て
作
庭
さ
れ
た
石
庭
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
ヨーロ

ッ
パ
の
近
代
彫
刻
の
解
釈

わ
た
く
し
た
ち
が
石
庭
を
考
え
る
場
合、

室
町
時
代
に
は
じ
ま
る
竜
安
寺
か
ら
大
仙
院
に
い
た
る
石
庭
を
思
い
お
こ
す
で
あ
ろ
う
。
石
庭
は
平
安
時
代
末
か

ら
江
戸
時
代
ま
で
含
め
て
み
る
と
そ
の
数
を
た
た
な
い
の
で
あ
る
が、

わ
た
く
し
が
石
庭
の
典
型
的
な
作
品
と
し
て考
え
る
も
の
は
京
洛
大
徳
寺
塔
頭
大
仙
院

の
枯
山
水
（
第
四
図
）
で
あ
る
。
永
正
十
年
本
院
の
開山
古
岳

宗
亘
禅
師
が
方
丈
建
立
直
後
に
作
庭
し
た
も
の
と
さ
れ
る
こ
の
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枯
山
水
は
、

方
丈
の
東
と
北
の
矩
形
の
庭
を
利
用
し
て
東
北
の

角
に
二
段
の
滝
が
落
ち
る
か
の
よ
う
に
表
わ
す
枯
滝
石
が
中
心

部
を
な
し
て
い
る
。
枯
滝
上
部
に
は
椿
や
白
柏
な
ど
の
大
刈
込

（第二図）

み
が
背
景
と
し
て
植
え
ら
れ
て
い
る
が
、
枯
滝
が
い
か
に
も
深

山
幽
谷
か
ら
落
ち
て
く
る
よ

う
で

、

そ
れ
が
左
手
の
中
景
と
な

る
巨
石
を
通
っ
て
南
の
方
へ
流
れ
て
ゆ
く
。
従
来
か
ら
あ
っ
た

池
泉
庭
園
は
海
洋
風
景
を
表
わ
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
が

、

白
砂
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
室
町
時
代
の
枯
山
水
に

あ
っ
て
も

山
水
の
景
観
を
写
す
こ
と
に
は
変
り
な
か

っ
た
。
た

だ
し
小
庭
の
石
組
に
あ
る
と
き
は
自
然
宇
宙
を
、
ま
た
あ
る
と



き
に
は
釈
尊
の
象
徴
を
観
得
し
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
竜
安
寺
の
石
庭
が
三
つ
の
平
行

線
を
軸
と
し
た
単
純
な
石
の
排
列
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
約
十
年
後
に
作
ら
れ
た
大
仙
院

の
枯
山
水
に
は
複
雑
な
石
組
に
よる
空
間
構
成
が
十
分
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
石
組
の
技
法
を
知
る
う
え
に

、

平
安
時
代
末
に
橘
俊
綱
が
著
し
た
も
の
と
伝
え
る
「
作
庭

記
」
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
「作
庭
記
」
に
は
お
お
よ
そ
石
を
扱
う
も
の

の
心
が
ま
え
か
ら
石
組
の
技
法
に
い
た
る
ま
で
簡
明
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が

、

単
な
る
作
庭

家
の
技
法
伝
授
に
と
ど
ま
ら
ず
俊
綱
自
身
が
庭
園
を
見
聞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
と
め
た
観

賞
記
録
で
あ
る
と
も
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
作庭
記
」
は

「
冒
頭
に
石
を
た
て
ん
事

、

ま
つ
大
旨
を
こ
こ
ろ
う
へ
き
也
」
と
し
て
三
箇

条
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
第
一
に

地
形
に
よ
り
池
の
す
か
た
に
し
た
か
ひ
て
よ
り
く

る
所
々
に
風
情
を
め
く
ら
し
て
生
得

（
日
〉

の
山
水
を
お
も
は
へ
て
そ
の
所
々
は
さ
こ
そ
あ
り
し
か
と
思
ひ
ょ
せ
た
つ
へ
き
な
り

と
あ
る
。
こ
れ
は
立
石
の
場
合
地
形
や
池
の
形
に
従

っ
て
自
然
の
条
件
を
生
か
し
て
作
る
の

で
は
あ
る
が
、
自
分
の
体
験
し
た
自
然
の
山
水
を
思
い
お
こ
し
て
そ
れ
を
も
と
と
し
て
創
作

す
べ
き
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
こ
の
一
節
は単
に
立
石
の
場
合
の
心
が
ま
え
に
と
ど
ま
ら

ず
、
広
く
作
庭
全
体
に
わ
た
る
心
が
ま
え
で
あ
る
と
云え
よ
う
。

こ
の
根
本
的
態
度
は
、
ム

ー
ア
が
「
二
つ
の
部
分
よ
り
な
る
横
臥
像
」
を
制
作
し
た
と
き
巨
石
や
絶
壁
を
思
い
う
か
ベ

た
発
想
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
作
庭
記
」
の
後
半
に
「
立
石
口
伝
」
と
いう
項

日
が
あ
り

（第三図）
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石
を
た
て
ん
に
は
先
大
小
石
を
は
こ
ひ
よ
せ
て
立
へ
き
石
を
は
か
し
ら
を
か
み
に
ふ
す
へ
き
石
を
は
お
も
て
を
う
え
に
し
て
庭
の
お
も
に
と
り
な
ら
へ
て

(
MN
) 

か
れ
こ
れ
か
、
と
を
み
あ
わ
せ
／
＼

え
う
し
に

し
た
か
ひ
て
ひ
き
ょ
せ
／
＼

た
つ
へ
き
也

的
要
因
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

に
は
じ
ま
る
。
こ
の
節
は
主
石
の
角
と
臥
石
の
角
を
見
合
せ
な
が
ら
立
て
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
である
が
、

実
は
ム
l

ア
も

横
臥
像
の
テ
i

マ
の
本
質

わ
た
く
し
の
多
く
の
横
臥
像
に
お
い
て
、
彫
刻
の
頭
や
首
の
部
分
あ
る
と
き
は
胴
体
も
直
立
し
て
い
て
彫
刻
全
体
の
水
平
的
方
向
に
対
照
を
与
え
て
い
る
。

ま
た
横
臥
像
に
お
い
て
わ
た
く
し
は
し
ば
し
ば
一
種
の
不
気
味
な
足
を
作
っ
た
が
、
立
て
て
い
る
方
の
足
は
押
し
出
す
力
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
下
の
方
の
足

（
げ
）

の
上
に
突
き
出
し
て
い
る
。
：
：：
ち
ょ
う
ど
海
岸
か
ら
見
上
げ
る
と

、

岩
壁
が
そ
そ
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
。

」
れ
は
立
石
の
主
石
と
臥
石
の
構
想
に
か
な
う
も

の
で
あ
る

が
、

ム
l

ア
は

も

し
だ
れ
か
が
こ
れ
ら
の

（
二
つ
とか
三
つ
に
分
離
さ
れ

た
）
部
分
を
一
イ
ン
チ
で
も
動
か
し
た
な
ら
ば

、

わ
た
く
し

に
は
す
ぐ
分
っ
て
し
ま
う
。
角
度
が
あ
ち
こ
ち
に
な
れ
ば

、

（
問
）

空
間
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う

と

も
云
っ
て
い
る
。

「
作
庭
記
」
の
「
か
れ
こ
れ
が
角
を
見
合

せ
／
＼
」
と
い
う
心
使
い
に
非
常
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

「
作

庭
記
」
の
同
項

、

第
二
節
に

石
を
た
て
ん
に
は
ま
っ
お
も
石
の
か
と
有
を
ひ
と
つ
た
て

お
ふ
せ
て
次
々
の
石
を
は
其
石
の
こ
は
む
に
し
た
が
ひ
て
立

（
四
〉

ヘ
き
也
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（第四図）



と
い
う
文
中
、
「
そ
の
石
の
乞
ん
に
し
た
が
ひ
て
」
と
い
う
言
葉
が
で
て
く
る
。
こ
の
言
葉
は
「
作
庭
記
」
中
の
問
題
の
多
い
所
で
あ
ろ
う
が
、
諸
家
の
解
釈

に
従
え
ば
「
石
の
望
み
に
従
っ
て
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
石
の
精
神
を
見
出
し
、
そ
の
心
を
推
察
し
、
そ
の
要
求
に
従
っ
て
他
の
石
を
そ
え
る
こ
と
を
説
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
石
に
精
神
や
心
を
求
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
の
項
の
後
の
方
で
「
其
禁
忌
と
云
う
は
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
石
の
た
た

り
、
孟
性
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
悪
霊
や
精
神
を
心
と
み
な
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
む
し
ろ
石
が
本
来
も
つ
素
材
と
し
て
の
性
質
を
よ
く
の
み
こ

ん
で
い
る
作
庭
家
の
心
の
反
映
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
石
の
一
つ
一
つ
の
性
質
に
心
を
寄
せ
て
い
な
い
と
、
作
意
が
露
骨
に
出
て
し
ま
っ
て
折
角
の
石

を
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
乞
ん
に
し
た
が
ひ
て
」
と
い
う
一
見
東
洋
的
な
発
想
は
、
ム
ー
ア
に
と
っ
て
も
初
期
の
こ
ろ
か
ら
彼
の
心
を
占
め
て

い
た
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
プ
リ
ミ
テ
ィ
I

ブ
美
術
に
云
い
及
ん
だ
ム
l

ア
は
、

ブ
リ
ミ
テ
ィ
l

ブ
な
作
品
に
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
芸
術
の
第
一
原
理
の
一
つ
は
、
素
材
に
対
す
る
誠
実
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
家
は
素
材
に
対

す
る
本
能
的
理
解
、
そ
の
正
し
い
用
法
や
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
：
：
：
メ
キ
シ
コ
の
彫
刻
は
わ
た
く
し
が
見
つ
け
た
と
き
に
、
す
ぐ
誠
実
で
正
し
い
も
の

で
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
。
：
：
：
わ
た
く
し
が
素
材
に
対
す
る
誠
実
さ
を
意
味
す
る
八
ま
さ
に
石
で
あ
る
と
い
う
こ
と
〉
、
感
受
性
を
失
わ
な
い
素
晴
し
い
力
、
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形
態
発
見
の
驚
く
べ
き
変
化
と
豊
富
さ
、
形
態
の
十
分
に
三
次
元
的
構
想
へ
の
接
近
、
こ
れ
ら
全
て
は
他
の
彫
刻
の
時
代
に
劣
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て

（
却
〉

い
る

と
述
べ
て
い
る
が
、
素
材
に
対
す
る
理
解
と
研
究
を
通
じ
て
素
材
が
も
っ
生
命
力
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
ム
I

ア
の
彫
刻
の
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

み
て
も
、
「
乞
ん
に
し
た
が
ひ
て
」
の
心
が
ま
え
は
十
分
に
体
験
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
立
石
口
伝
」
の
最
後
の
節
に

（
幻
）

石
を
た
て
ん
に
は
先
左
右
の
脇
石
前
石
を
寄
立
む
す
る
に
思
あ
ひ
ぬ
へ
き
石
の
か
と
あ
る
を
た
て
お
き
て
奥
行
を
其
石
の
乞
に
し
た
か
ひ
て
た
つ
る
な
り

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
主
右
の
左
右
前
後
五
つ
の
石
組
に
よ
る
云
わ
ば
空
間
構
成
を
説
い
て
い
る
の
で
、
あ
る
。
空
山
構
成
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
こ
そ
用
い
て
い
な
い
が
、

こ
れ
は
立
石
の
基
本
的
原
別
で
あ
る
と
同
時
に
彫
刻
の
基
本
的
原
則
で
も
あ
る
。
ム
ー
ア
の
よ
う
に
二
つ
あ
る
い
は
三
つ
の
彫
刻
を
排
列
す
る
こ
と
を
好
ん
だ

彫
刻
家
の
場
合
に
は
、
と
く
に
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
引
用
し
た
ム
i

ア
の
言
葉
か
ら
も
十
分
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
泣
）

「
立
石
口
伝
」
に
つ
づ
い
て
「
或
人
口
伝
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
。
こ
の
項
目
で
は
「
立
石
口
伝
」
が
云
わ
ば
石
組
の
原
則
を
説
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
そ



が
こ
れ
を
具
体
的
な
例
を
あ
げ
て
日
常
の
言
葉
で
示
し
て
い
るc

た
と
え
ば
「
石
の
乞
ん
に
し
た
が
ひ
て
」
と
い
う
こ
と
の
杭
と
し
て
「
家
む
ら
の
は
し
り
乞

れ
る
と
し
」
と
か
「
む
ら
犬
の
ふ
せ
た
る
か
こ
と
し
」
「
小
牛
の
母
に
た
は
ふ
れ
る
か
こ
と
し
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
で
、
相
互
に
傾
く
い
く
つ
か
の
石
が
有

機
的
統
一
を
も
っ
て
空
間
を
構
成
す
る
石
組
を
云
い
表
わ
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
勢
を
も
っ
石
組
は
石
の
大
き
さ
、
袋
、
傾
く
角
度
に
よ
っ
て
相
互
に
美
的

均
衡
が
保
た
れ
る
た
め
に
、
石
の
気
配
と
か
気
勢
と
い
う
言
葉
で
も
云
い
表
わ
さ
れ
た
。
同
じ
節
の
「
に
く
る
石
一
両
あ
れ
は
を
う
石
は
七
八
あ
る
へ
し
」

は
、
明
ら
か
に
竜
安
寺
の
石
庭
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
童
部
の
と
て
う
と
て
う
ひ
ひ
く
め
と
い
ふ
た
は
ふ
れ
を
し
た
る
か
こ
と
し
」
の
よ
う
な
当

時
の
子
供
の
遊
び
に
も
例
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
思
わ
せ
る
石
庭
は
、
苔
寺
の
名
で
親
し
ま
れ
て
い
る
西
芳
寺
の
枯
山
水
の
上
部
の
庭
園
が
あ
げ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

わ
た
く
し
は
こ
こ
で
西
芳
寺
や
大
仙
院
方
丈
の
枯
山
水
と
ム
l

ア
の
彫
刻
の
外
形
上
の
一
致
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
いc

む
し
ろ
外
形
に
こ
だ
わ

る
な
ら
ば
ム
l

ア
の
「
二
つ
の
部
分
よ
り
な
る
横
臥
像
」
は
、
小
堀
遠
州
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
南
騨
寺
方
丈
の
石
庭
に
求
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
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好
悪
ノ
論
ハ
及
ガ
タ
シ

江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
石
庭
は
竜
安
寺
と
大
仙
院
に
手
本
を
求
め
た
と
は
い
え
、
近
衛
予
楽
院
が
竜
安
寺
の
石
庭
に
関
し
て
「
私
テ
イ
ノ
者
ノ
見
テ
ハ
、

（
お
〉

一
向
上
ノ
事
一
一
ヤ
」
と
告
白
し
た
町
代
の
石
庭
は
空
間
的
緊
張
を
や
や
欠
く
も
の
で
あ
り
ムl
ア
の
彫
刻
に
比
す
べ
く
も
な
い
。
む

し
ろ
西
芳
寺
か
ら
竜
安
寺
を
へ
て
大
仙
院
に
い
た
る
枯
山
水
こ
そ
、
こ
れ
に
適
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
ム
l
ア
の
彫
刻
と
石
庭
を
比
較
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ム
i

ア
が
自
然
主
義
的
な
彫
刻
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
云
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。た
し
か
に
ム
l

ア
は
抽
象
的
な
彫
刻
を
嫌
っ
て
い
た

が
、
伝
統
的
な
自
然
主
義
に
も
好
意
を
示
さ
な
か
っ
た
。
初
期
の
こ
ろ
試
み
た
イ
タ
リ
ア
旅
行
に
お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
ル
ネ
サ
ン
ス
の
彫
刻
に
関
し
て
言
及

し
た
も
の
は
な
い
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
巨
匠
か
ら
直
接
影
響
を
受
け
た
作
品
も
制
作
し
て
い
な
い
。
後
年
ギ
リ
シ
ア
に
旅
行
し
た
後
で
も
、
わ
ず
か
に
「
着
衣

の
横
臥
像
」
や
「
倒
れ
る
戦
士
」
の
よ
う
な
い
く
ぶ
ん
古
典
的
テ
l

マ
を
扱
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
衣
摺
を
山
や
川
に
な
ぞ
ら
え
て
い
て
自
然
主

義
的
な
人
体
彫
刻
の
発
展
を
一
不
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
は
ロ
ダ
ン
と
大
い
な
異
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
む
し
ろ
ム

i

ア
は
セ
ザ
ン
ヌ
か
ら
キ
ュ
ー
ビ
ズ
ム
に
い

た
る
フ
ラ
ン
ス
の
近
代
絵
画
の
空
間
構
成
に
興
味
を
も
っ
と
と
も
に
、
古
代
メ
キ
シ
コ
や
プ
リ
ミ
テ
ィl
ブ
な
も
の
か
ら
彫
刻
の
生
命
力
を
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多

か
っ
た
の
で
あ
る
。



あ
ら
ゆ
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
l

ブ
な
美
術
に
共
通
す
る
最
も
顕
著
な
性
質
は
、
強
烈
な
生
命
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
命
に
対
す
る
直
接
的
、
瞬
間
的
反
応
に
よ

っ
て
、
人
類
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
彫
刻
や
絵
画
は
、
織
密
な
計
画
や
学
校
の
教
育
に
基
ず
く
も
の
で
は
な
く
、
熱
烈
な
信
仰
、
希
望
、

恐
怖
を
表
わ
す
導
管
の
役
割
を
な
し
た
。
プ
リ
ミ
テ
ィl
ブ
美
術
と
は
形
の
調
節
や
表
面
の
装
飾
が
円
滑
に
な
さ
れ
る
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
霊
感
が

技
功
や
知
的
思
考
に
は
め
こ
ま
れ
る
以
前
の
芸
術
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
永
久
的
価
値
と
は
別
に
プ
リ
ミ
テ
ィl
ブ
美
術
を
十
分
に
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、

い
わ
ゆ
る
美
術
の
最
盛
期
を
迎
え
る
後
代
の
発
展
を
十
分
に
正
し
く
観
賞
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
く
る
し
、
ま
た
過
去
と
現
在
を
切
り
離
さ
な
い
普

（
但
）

遍
一
律
の
活
動
と
し
て
芸
術
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
も
か
か
っ
て
く
る
。

ム
ー
ア
が
プ
リ
ミ
テ
ィ

l

ブ
美
術
に
求
め
た
も
の
は
美
術
の
起
源
や
形
の
原
型
の
も
つ
生
命
力
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
動
勢
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
ジ
ャ
コ

メ
ッ
テ
イ
は
歩
く
人
に
よ
っ
て
空
間
を
構
成
し
よ
う
と
し
、コ
ル
ダ
I

〉
『
M
ω

ロ
（
同
日
。
巳
色
白
は
動
く
彫
刻
に
よ
っ
て
空
間
を
拡
張
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し

ム
ー
ア
は
彫
刻
を
あ
く
ま
で
も
生
命
力
の
胎
動
す
る
形
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ゴ
シ
ッ
ク
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
彫
刻
に
は
苔
や
雑
草
が
お
い
し
げ
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
れ
ら
を
取
り
去
っ
て
形
を
単
純
化
し
純
化
し
、
形
の
意
義
を
認
識
さ
せ
る
役
割
を
果
し
た
の
は
守
フ
ラ
ン
クl
ジ
ゎ
。
B
Z
E
E

出
5
5

ロ
巴
で
あ

っ
た
。
だ
が
と
ム
l

ア
は
云
う
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き
さ
や
部
分
や
方
向
を
も
つ
い
く
つ
か
の
形
を
展
開
し
、
関
連
づ
け
、

い
ま
で
は
も
は
や
彫
刻
を
た
っ
た
一
つ
の
（
静
か
な
）
形
の
単
位
に
閉
じ
込
め
制
限
す
る
必
要
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
種
々
の
大

（
お
）

一
つ
の
有
機
的
全
体
に
統
合
し
は
じ
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ム
ー
ア
の
「
二
つ
の
部
分
よ
り
な
る
横
臥
像
」
の
連
作
は
こ
う
し
た
怠
凶
の
も
と
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
複
合
的
な
彫
刻
の
有
機
的
統
一
が
要
求
さ

れ
る
と
き
、
「
作
庭
記
」
の
言
葉
や
石
庭
の
原
理
は
へ
ン
リi

・
ム
ー
ア
と
い
う
近
代
彫
刻
家
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
一
言
で
は
な
い
。

註
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）
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E
E
P
Q
ω
色
。
］
・
K
Fロ
m
g
H
O同
o
E
口
一
円
。
。
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〈
円
。
江
戸
4
5
5
5
0
・
5
0
∞
・
向
村
光
太
郎
訳
「
ロ
ダ
ン
の
言
葉
抄
」
（
岩
波
文
庫
）
一
ニ
十
五
一
良

「
よ
く
作
ら
れ
た
一
つ
の
胴
体
は
い
っ
さ
い
の
生
を
も
含
み
ま
す
。
腕
や
足
を
附
げ
足
す
十
字
で
そ
れ
に
何
も
の
を
も
加
え
ら
れ
は
せ
ぬ
で
し
ょ
う
。
私
の

作
品
は
芸
術
家
の
研
究
に
私
が
提
供
す
る
実
例
で
す
。
世
人
は
そ
れ
が
仕
上
っ
て
い
な
い
と
言
い
ま
す
。
太
士
一

V
1
仕
上
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い
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す
か
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司
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o
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）
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H
J
E
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・
。
司
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H
）
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H
・

（8
）
H
c
rロ
河
口
ω
ω
巳
・
出
。
ロ3
1
7向
。
。
円
0
・
H
C。
∞
・
七
・5c
・

（9
）
司
－
Y
5
0
少
。
日
）
・
巳
了
間
）
－

N
2
・

（
日
）
P
E
5
2

・
。
日
）
・
巳
了
間
】
・

8
・

（
日
）
可
－T
5
2
・
。
ロ
・
巳f
H
】
・
M
C
U・

（
ロ
）
司
・
甘Bg
－
。
日
）
・2
7
匂
・
ロ
∞
・

（
日
）
し
「
・
河
口

ω
ω
σ戸
。
ロ
・
立
伸
二
日
｝
・
ω
・

（U
）
ム
l
ア
は
彫
塑
よ
り
彫
刻
の
方
を
好
ん
だ
。
理
由
は
、
彼
に
と
っ
て
彫
刻
と
は
堅
牢
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
内
部
の
生
命
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ロ
ン
ズ
の
場
合
、
原
型
は
石
膏
と
か
粘
土
の
彫
塑
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

そ
の
た
め
ム
l
ア
は
余
り
ブ
ロ
ン
ズ
も
好
ま
な
か
っ
た
が
、
ブ
ロ
ン
ズ
の
原
型
と
な
る
石
膏
に
独
特
の
工
夫
を
こ
ら
し
た
の
で
あ
る
。
「
大
抵
の
人
は
石

膏
を
柔
か
い
材
料
と
し
て
用
い
る
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
は
守
ブ
ロ
ン
ズ
の
原
型
と
な
る
石
菅
を
堅
く
混
ぜ
合
わ
せ
、
や
す
り
を
か
け
て
か
ら
刻
み
目
を
入

れ
て
、
出
来
る
だ
け
堅
い
石
膏
と
し
て
の
形
を
最
終
的
に
与
え
る
よ
う
に
し
た
」
（
匂
・

8

・
）
と
云
っ
て
い
る
。
実
際
に
、
こ
の
方
法
は
「
二
つ
の
部
分
よ

り
な
る
横
臥
像
」
の
第
五
作
の
下
半
身
の
部
分
に
烈
し
く
試
み
ら
れ
て
い
る

o

－
ブ
ロ
ン
ズ
と
い
う
半
永
久
的
な
材
料
で
あ
り
な
が
ら
、
ム
ー
ア
は
自
然
石

の
効
果
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
日
）

（
日
）

（
口
）

（
日
）

森

弱
地
著
「
平
安
時
代
庭
園
の
研
究
」
（
金
沢
市
谷
村
庄
平
氏
蔵
国
宝
古
写
本
二
巻
）
昭
和
二
十
年

前
掲
載
「
平
安
時
代
庭
園
の
研
究
」
二
八
八
一
只

司
－
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・
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・
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－f
H
）
－M
戸
・

】U・
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ω
B
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・
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・
・
匂
－

M
2
・
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二
六
九
頁



（
四
）

（
別
）

（
幻
）

（
幻
）

（
幻
）

（
但
）

（
お
）

前
掲
載
「
平
安
時
代
庭
園
の
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究
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二
八
八
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可
－
H
m
H
出

o
m
y
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℃
・
ロ
け
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］
｛
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日
・

前
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平
安
時
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庭
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研
究
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二
八
八
五

前
掲
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平
安
時
代
庭
園
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研
究
」
二
八
八
瓦

主
森
一
一
一
玲
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「
枯
山
水
」
昭
和
二
十
一
年
一
九
一
一
九
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・
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T
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