
一

相
似
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
館
の
姿
勢
で
あ
る
。

　

庭
園
と
、
そ
れ
を
み
る
た
め
の
仕
掛
け
を
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
で
、
観
覧
者
が
庭
に

投
げ
か
け
る
「
ま
な
ざ
し
」、
つ
ま
り
庭
を
み
る
そ
の
見
方

3

3

が
、
お
の
ず
と
構
成
さ

れ
て
ゆ
く
。
ま
さ
に
ピ
ク

チ
ャ
レ
ス
ク
的
な
ま
な
ざ

し
が
創
出
さ
れ
る
場
と
し

て
、
庭
園
と
そ
れ
を
囲
む

館
の
す
べ
て
が
機
能
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
足
立
美

術
館
は
こ
う
し
た
緻
密
な

視
覚
的
快
楽
の
創
出
に
よ

っ
て
、
国
内
外
か
ら
毎
年

多
く
の
観
光
客
を
呼
び
寄

せ
て
い
る
。
彼
ら
は
観
光

バ
ス
に
乗
っ
て
や
っ
て
く

る
。
近
く
の
温
泉
に
つ
か

り
、
蟹
を
食
べ
、
そ
し
て

足
立
美
術
館
で
庭
園
を
ガ

ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
観
光
化

―
足
立
美
術
館
の
庭
園
と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
一
考
察

村
　
田
　
麻
里
子

は
じ
め
に

　

庭
園
と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
心
血
注
い
で
蒐
集

3

3

し
た
人
物
・
足
立

全
康①
。
生
ま
れ
故
郷
に
自
ら
設
立
し
た
財
団
法
人
足
立
美
術
館②
は
、
全
康
の
世
界
観

を
そ
の
全
貌
が
体
現
し
、
指
し
示
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
蒐
集
家
と
そ

の
空
間
と
が
密
接
に
結
び
つ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
典
型
例
で
あ
る③
。
館
所
蔵
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
か
ら
は
、
全
康
と
い
う
人
物
の
人
と
な
り
や
思
考
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び

上
が
る
。
そ
し
て
美
術
館
の
主
役
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
彼
の
執
念
が
結
実
し
た
壮

大
な
庭
園
で
あ
る
。

　

四
万
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
と
い
う
広
さ
を
も
つ
こ
の
日
本
庭
園
こ
そ
が
、
全
館
内

に
お
け
る
ま
な
ざ
し
の
中
心

3

3

3

3

3

3

3

で
あ
る
こ
と
は
、
建
物
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
す

ぐ
に
わ
か
る
。
館
の
入
り
口
で
チ
ケ
ッ
ト
を
購
入
し
て
順
路
を
進
む
と
、
真
っ
先
に

通
さ
れ
る
の
は
庭
の
み
え
る
廊
下
で
あ
る
。
ガ
ラ
ス
張
り
の
窓
か
ら
、
我
々
は
庭
を

見
る
よ
う
に
看
板
で
要
請
さ
れ
る
（
図
①
～
④
）。
そ
し
て
、そ
の
ま
ま
館
内
を
進
み
、

さ
ま
ざ
ま
な
空
間
や
小
展
示
を
行
き
来
し
な
が
ら
も
、
我
々
は
そ
の
都
度
、
庭
を
ま

な
ざ
す
よ
う
要
請
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
（
図
⑤
～
⑪
）。
そ
し
て
庭
の
見
方
・
関

わ
り
方
を
マ
ス
タ
ー
し
た
頃
に
、
よ
う
や
く
全
康
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
本
格
的
に
お

目
見
え
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
⑫
）。
全
康
の
庭
は
、
全
康
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と

①入り口ゲートを通ると、まずは庭園のみえる窓が連なる廊下へ（以
下、出典の明記がなければ筆者撮影）



二

③「見どころ：ここからの庭園と背景の美をごらんください」
と表示あり．借景も含めて絵のように庭をまなざすことを勧め
ている．

⑥指示されたように「生の額縁」の前に立つ来館者

④窓越しに庭園を眺める来館者の姿はまるで絵を鑑賞している
ようにみえる

⑦「生の額縁」の様子．庭園の風景は額装された絵のように消
費される

⑤ここからは壁を大胆にくりぬいて庭を絵のように切り取る仕
掛けが登場する

②早速「展覧の見どころ」であることを看板が知らせる



三

⑧「生の山水画」が床の間にかかっているかのようにみ
せている

⑨「庭園もまた一幅の絵画である」とは足立全康の言葉．
（『足立美術館の庭園』財団法人足立美術館、2007年、
p128より転載）

⑩庭園がガラス越しに一望できる⑪すかさず庭園をカメラに収める来館者．庭の見方はマス
ターした様子

ラ
ス
越
し
に
眺
め
て
帰
っ
て
ゆ

く
。
国
公
立
・
私
立
を
問
わ
ず

多
く
の
博
物
館
・
美
術
館
が

「
冬
の
時
代
」
を
迎
え
る
中
、

観
光
と
い
う
軸
に
こ
そ
力
を
い

れ
る
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ

ー
時
代
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
好

例
と
し
て
も
、
こ
の
美
術
館
に

言
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
足
立

美
術
館
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
し

て
の
特
質
に
つ
い
て
、
庭
を
中

心
に
論
じ
て
い
く
。
論
を
進
め

て
い
く
と
あ
き
ら
か
に
な
る
が
、

こ
の
庭
こ
そ
が
、
こ
の
美
術
館

の
全
て
を
象
徴
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
を

創
出
す
る
空
間
と
し
て
完
璧
な

こ
の
視
覚
装
置
は
、
か
つ
て
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
花
開
い
た
庭
園
文

化
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
の
風

景
式
庭
園
の
流
れ
を
思
い
起
こ

さ
せ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
私



四

た
ち
の
風
景
へ
の
ま
な
ざ
し

3

3

3

3

3

3

3

3

（
風
景
に
投
げ
か
け
る
目
線
）

が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
時
代

で
あ
る
。
そ
し
て
、
足
立
美

術
館
の
庭
は
、
図
ら
ず
も
そ

う
し
た
近
代
人
の
視
覚
文
化

を
凝
縮
し
た
よ
う
な
興
味
深

い
空
間
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
近
代
と
自
然
、
視
覚

と
蒐
集
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を

体
現
す
る
実
業
家
の
存
在
が
、

そ
こ
か
ら
透
け
て
見
え
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
庭
を
中
心
に
観
光
施
設
と
し
て
躍
進
し
続
け
る
こ
の
美
術
館
は
、

現
代
日
本
に
お
け
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム④
の
ひ
と
つ
の
将
来
像
を
提
示
し
て
い
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
観
光
の
ま
な
ざ
し
」（
ア
ー
リ
、
一
九
九
五
）
を

最
大
限
に
い
か
し
た
観
光
施
設
な
の
で
あ
る
。
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
観
光
化
―
足

立
美
術
館
を
一
言
で
言
い
表
せ
ば
、
こ
の
言
葉
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
風
景
へ
の
ま
な
ざ
し
、
観
光
の
誕
生

　

ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
（picturesque

）、
と
は
あ
る
い
は
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
か
も

し
れ
な
い
。
直
訳
す
る
と
「
絵
の
よ
う
な
」
あ
る
い
は
「
絵
の
よ
う
に
美
し
い
」
と

い
う
意
味
だ
が
、
い
わ
ば
絵
の
よ
う
に
整
っ
た
美
し
い
風
景
を
好
む
よ
う
な
美
意
識
、

と
で
も
言
う
べ
き
も
の
だ
。

　

一
四
世
紀
に
興
っ
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
運
動
を
き
っ
か
け
に
庭
園
ブ
ー
ム
を
迎
え
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
式
庭
園
、
絶
対
王
政
期
の
フ
ラ
ン

ス
幾
何
学
式
庭
園
、
そ
し
て
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
風
景
式
庭
園
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

造
園
法
が
互
い
に
影
響
（
反
発
）
し
あ
う
形
で
次
々
と
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
（
造

園
家
の
主
義
・
主
張
に
よ
っ
て
方
法
論
は
さ
ら
に
枝
分
か
れ
す
る
）。
そ
れ
ぞ
れ
造

園
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
全
く
異
な
る
も
の
の⑤
、
こ
う
し
た
一
連
の
庭
園
文
化
を
貫
い
て

い
た
の
は
、
自
然
と
人
間
の
在
り
様
に
対
す
る
決
定
的
な
変
化
で
あ
っ
た
。
近
代
以

前
、
畏
怖
の
対
象
で
あ
っ
た
自
然
は
、
こ
こ
で
完
全
に
人
間
の
支
配
の
及
ぶ
存
在
に

な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
人
工
的
に
自
然
を
囲
い
込
み
、
人
間
の
意
の
ま
ま
に
管
理

さ
れ
た
「
自
然
」
の
庭
園
で
あ
る
。
そ
し
て
神
な
ら
ぬ
人
間
こ
そ
が
そ
れ
を
一
望
し
、

視
覚
的
快
楽
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る⑥
。

　

な
か
で
も
、
風
景
式
庭
園
か
ら
生
ま
れ
た
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
い
う
思
想
に
は
、

こ
の
時
代
の
自
然
と
の
向
き
合
い
方
が
典
型
的
に
表
れ
て
い
る
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
先
進
国
と
い
え
ば
イ
タ
リ
ア
だ
が
、
そ
の
イ
タ
リ
ア
で
は
風
景
画
が
大

流
行
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
な
ど
を
き
っ
か
け
に
イ
ギ
リ
ス
に

次
々
と
持
ち
帰
ら
れ
、
や
が
て
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
も
大
人
気
と
な
る
。
い
つ
し
か
イ

ギ
リ
ス
人
た
ち
は
、
風
景
画
と
同
じ
よ
う
な
構
図
を
し
て
い
る
庭
園
こ
そ
が
美
し
い

庭
園
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
育
ん
で
ゆ
き
、
そ
れ
が
風
景
式
庭
園
の
誕
生
に
つ
な
が

っ
た
と
い
う
（
図
⑬
～
⑮
）。
す
な
わ
ち
「
英
国
国
土
を
イ
タ
リ
ア
の
風
景
画
と
し

て
見
、
イ
タ
リ
ア
を
英
国
に
「
移
植
」
す
る
こ
と
で
成
立
」（
安
西
、
二
〇
〇
〇
：

一
五
九
）
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
絵
の
よ
う
に
美
し
い
自
然

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

を
目
指
し
て
、
理
想

の
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
・
ガ
ー
デ
ン
を
発
案
し
、
手
掛
け
て
い
っ
た⑦
。

⑫庭園を四方八方から鑑賞した後はいよいよ美術館のコレ
クションをみる



五

際
の
自
然
に
も
向
け
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る⑨
。
す
な
わ
ち
、「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
・

ツ
ア
ー
」
の
登
場
で
あ
る
。
彼
ら
は
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
地
を
「
発
見
」
し
、
そ
こ

を
訪
れ
、
風
景
を
消
費
し
た
。
風
景
画
家
ク
ロ
ー
ド
・
ロ
ラ
ン⑩
の
作
品
に
近
づ
け
る

た
め
に
、
セ
ピ
ア
色
の
つ
い
た
レ
ン
ズ
（
そ
の
名
も
「
ク
ロ
ー
ド
眼
鏡
」）
を
か
け

て
実
際
の
風
景
を
眺
め
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
さ
に
高
山
の
言
う
「
視
線

の
方
向
の
倒
錯
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
「
観
光
の
ま
な
ざ
し
」
を
生
み
出
す
精

神
性⑪
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ン
・
ア
ー
リ
は
イ
ギ
リ
ス
の
湖
水
地
方
の
荒

涼
と
し
た
人
を
寄
せ
つ
け
な
い
大
地
が
、
い
つ
し
か
美
し
い
自
然
風
景
と
し
て
ま
な

ざ
さ
れ
る
対
象
へ
と
変
化
し
て
い
く
様
を
論
じ
て
い
る
（
ア
ー
リ
、
二
〇
〇
三
）。

当
然
、
自
然
自
体
は
変
化
し
て
い
な
い
。
変
化
し
た
の
は
、
そ
れ
に
投
げ
か
け
ら
れ

た
目
線
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
は
じ
め
、
風
景
の
ま
な
ざ
し
方
を
啓

蒙
す
る
様
々
な
セ
ッ
ト
や
装

置
が
用
意
さ
れ
、
ま
さ
に
ピ

ク
チ
ャ
レ
ス
ク
が
観
光
化
さ

れ
て
ゆ
く
様
子
が
う
か
が
え

る
。

　

こ
う
し
た
視
覚
性
は
、
今

日
に
至
る
ま
で
脈
々
と
引
き

継
が
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は

も
は
や
す
べ
て
の
事
象
を

「
観
光
の
ま
な
ざ
し
」
で
も

っ
て
眺
め
る
視
覚
と
身
体
を

確
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
視
覚
に
偏
っ
た
庭
園
の
受
容
、
そ
し
て
三
次
元
の
風
景

を
敢
え
て
二
次
元
の
絵
（
平
面
）
と
し
て
消
費
し
よ
う
と
す
る
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。

こ
の
ね
じ
れ
た
風
景
（
自
然
）
と
風
景
画
の
関
係
を
し
て
高
山
宏
は
「
自
然
の
ミ
メ

ー
シ
ス
（
模
倣
）
で
あ
っ
た
は
ず
の
絵
、
む
し
ろ
そ
の
絵
が
示
す
よ
う
に
自
然
の
ほ

う
を
眺
め
て
い
く
と
い
う
こ
の
行
為
な
い
し
視
線
の
方
向
の
倒
錯
」（
高
山
、
一
九

九
五
ａ
：
一
九
八
、
一
九
九
五
ｂ
：
一
九
九
）
と
表
現
し
て
い
る
。
絵
を
規
範
と
し

な
が
ら
自
然
を
ま
な
ざ
す
―
こ
れ
が
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
思
想
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
自
然
を
人
間
の
範
疇
に
囲
っ
て
い
く
よ
う
な
ま
な
ざ
し
と
思
想
は
、

庭
園
文
化
独
特
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
当
時
の
西
洋
近
代
の
精
神
―
地
上

の
全
て
を
蒐
集
し
、
一
望
し
た
い
と
い
う
欲
望
が
原
動
力
と
な
る
―
を
如
実
に
反

映
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い⑧
。
そ
れ
は
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
い
う
と
こ
ろ
の
視
覚

優
位
の
時
代
が
も
た
ら
し
た
文
化
だ
と
い
え
る
（
フ
ー
コ
ー
、
一
九
七
四
）。

　

風
景
式
庭
園
の
な
か
で
生
ま
れ
た
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
ま
な
ざ
し
は
、
や
が
て
実

⑬代表的な風景画家クロード・ロランによる作
品「川から救われるモーセのある風景1639－
1640年頃、プラド美術館所蔵

⑭代表的な風景画家クロード・ロランによる作品「パリスの
審判のある風景」1645－1646年頃、ワシントン・ナショナル・
ギャラリー所蔵



六

観
光
産
業
が
主
役
と
な
っ
て
い
る
今
の
時
代
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
視
覚
と
い
う

パ
ラ
ダ
イ
ム
に
行
き
つ
く
の
で
あ
る
。

二
、
足
立
全
康
の
庭
園

―
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
創
出

　

自
然
を
、
絵
画
の
よ
う
な
風
景
に
近
づ
け
る
こ
と
。
自
然
を
、
人
間
が
徹
底
的
に

管
理
す
る
こ
と
。
そ
れ
を
視
覚
的
快
楽
と
し
て
眺
め
る
こ
と
。
い
ず
れ
も
ピ
ク
チ
ャ

レ
ス
ク
の
発
想
で
あ
り
、
近
代
人
の
欲
求
で
あ
る
（
安
西
信
一
に
よ
れ
ば
、
ピ
ク
チ

ャ
レ
ス
ク
は
英
国
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
、
非
西
欧
圏
に
も
「
移
植
」
さ
れ
、

増
殖
し
、
現
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
（
安
西
、
二
〇
〇
〇
））。
そ
し
て
、
足
立
美

術
館
の
庭
園
の
人
気
は
、
ど
う
や
ら
こ
の
あ
た
り
に
ヒ
ン
ト
が
あ
り
そ
う
だ
。

　
「
庭
園
も
ま
た
一
幅
の
絵
画
で
あ
る
」

と
い
う
足
立
全
康
の
言
葉
は
、
世
界
を

一
幅
の
絵
画
と
し
て
ま
な
ざ
そ
う
と
す

る
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
意
識
に
ぴ
た
り

と
当
て
は
ま
る
。
ガ
ラ
ス
越
し
に
庭
園

を
眺
め
る
沢
山
の
客
。
庭
そ
の
も
の
の

造
り
方
も
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
館
内
の
あ
ち
こ
ち
の
壁
を

く
り
抜
い
て
、
庭
園
を
あ
た
か
も
額
装

さ
れ
た
絵
の
よ
う
に
消
費
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
（
ふ
た
た
び
図
⑤
～
⑨
）。
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
に
も
う
ひ
と
つ
輪
を

か
け
た
よ
う
な
こ
の
装
置
こ
そ
が
、
発
想
の
原
型
を
も
っ
と
も
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
あ
る
風
景
を
、
あ
た
か
も
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に

視
る
た
め
に
、
壁
の
ほ
う
に
穴
を
あ
け
て
自
然
が
額
縁
に
収
ま
る
よ
う
に
し
て
み
た

と
い
う
、「
ク
ロ
ー
ド
眼
鏡
」
も
真
っ
青
の
究
極
の
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
全
康
自
身
に
は
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
ど
と
い
う
発
想
は
微
塵
も
な
か
っ

た
の
だ
が
（
た
ま
た
ま
人
が
与
え
た
助
言
が
気
に
な
っ
て
、
深
く
考
え
ず
に
実
践
し

て
み
た
と
い
う
）、
か
と
い
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
視
覚
を
作
り
出
す
装
置
が
出
来
上

が
っ
た
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
全
康
の
自
然
や
庭
園
に
対
す
る
態
度
や
関

わ
り
方
が
、
そ
れ
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

庭
園
は
、
専
属
の
庭
師
と
館
員
ら
を
含
め
た
約
五
〇
人
に
よ
る
入
念
な
管
理
に
よ

っ
て
「
整
然
と
し
、
正
に
一
枚
の
落
ち
葉
、
一
滴
の
濁
り
も
な
い
」（
岸
本
、
二
〇

〇
四
：
一
四
））
状
態
に
保
た
れ
て
い
る
。
日
本
庭
園
で
あ
り
な
が
ら
、
手
の
入
れ

⑯ベルサイユ宮殿の庭園．宮殿から一望でき
る、隅々まで人間の手が行き渡った庭園は、
当時の絶対王政を支えた思想をよくあらわし
ている．

⑮上下ともに風景式庭園．下の絵は風景式庭園を確立し
たブラウンの後継者レプトンが改良した後の様子．ブラ
ウンが自然風でないものを一切排したのに対し、レプト
ンは次の時代の折衷主義を先取りしている観がある．（白
幡洋三郎『庭園の美・造園の心―ヨーロッパと日本』
日本放送出版協会、2000年より転載）



七

方
は
さ
な
が
ら
絶
対
王
政
期
の
幾
何
学
式
庭
園
（
図
⑯
）
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
も
っ
と
現
代
的
な
た
と
え
で
い
え
ば
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ

ス
を
象
っ
た
植
木
や
、
短
く
き
れ
い
に
刈
り
こ
ま
れ
た
ゴ
ル
フ
場
の
美
し
い
芝
生⑫
な

ど
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
手
の
入
れ
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
土
地
の
起
伏
や

左
右
の
不
均
衡
が
綿
密
に
計
算
さ
れ
、
配
置
さ
れ
た
植
物
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
向
き
や

形
状
に
ま
で
気
が
配
ら
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
と
こ
ろ
は
、
ま
さ
に
風
景
式

庭
園
だ
（
図
⑰
・
⑱
）。

　

実
際
、
庭
園
に
か
け
ら
れ
る
労
力
は
半
端
で
は
な
い
。
朝
の
庭
掃
除
は
開
館
当
初

よ
り
職
員
全
員
で
行
わ
れ
、
砂
利
が
き
れ
い
に
整
え
ら
れ
る
。
水
ま
き
も
毎
日
行
わ

れ
る
。
芝
は
年
間
計
八
回
程
度
刈
込
が
行
わ
れ
、
手
で
芝
の
中
の
雑
草
も
抜
く
。
ま

た
、
一
年
を
通
し
て
苔
の
状
態
に
気
を
配
り
、
傷
ん
だ
と
こ
ろ
を
随
時
張
り
替
え
る
。

植
え
ら
れ
た
サ
ツ
キ
・
ヒ
ラ
ド
ツ
ツ
ジ
の
刈
込
・
整
枝
も
年
間
計
一
〇
回
程
度
行
い
、

樹
形
を
常
に
整
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
約
八
〇
〇
本
の
赤
松
は
、
手
で
古
い
葉
を
摘

⑰風景式庭園を思わせる足立美術館の庭園（『足立美術館の庭園』財団
法人足立美術館、2007年、p49より転載）

⑱風景式庭園を思わせる足立美術館の庭園（『足立美術館の庭園』財団
法人足立美術館、2007年、p67より転載）



八

み
落
と
し
て
風
通
し
を
よ
く
し
、
黒
松
は
整
枝
・
も
み
あ
げ
を
行
う
。
赤
松
は
能
登

半
島
や
地
元
の
山
よ
り
移
植
さ
れ
、
し
か
も
、
い
つ
で
も
入
れ
替
え
が
可
能
な
よ
う

に
仮
植
場
で
育
て
る
と
い
う
か
ら
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
庭
の
植
木
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ

も
、
蒐
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
い
え
る
。
冬
の
風
物
詩
で
あ
る
こ
も
巻
き
や
、
越

冬
の
た
め
に
地
面
に
穴
を
あ
け
て
肥
料
（
菜
種
の
油
粕
）
を
入
れ
る
作
業
も
毎
年
欠

か
さ
な
い
。
敷
き
詰
め
ら
れ
た
砂
も
定
期
的
に
洗
う
。（
以
上
、
庭
の
手
入
れ
に
関

し
て
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
「
足
立
美
術
館 

四
季
の
庭
園
」、
二
〇
〇
八
年
よ
り
）。

　

庭
園
部
長
で
あ
る
杉
原
広
市
に
よ
れ
ば
、
全
康
は
庭
の
隅
々
ま
で
何
が
植
わ
っ
て

い
る
か
記
憶
し
て
お
り
、
し
ば
し
ば
木
の
配
置
を
変
え
さ
せ
た
と
い
う
（
財
団
法
人

足
立
美
術
館
、
二
〇
〇
七
：
一
七
〇

－

一
七
一
）。
ま
た
何
度
も
植
物
を
植
え
さ
せ

て
は
気
に
入
ら
ず
に
引
っ
こ
抜
い
た
と
い
う
。
庭
を
徹
底
的
に
計
算
し
て
造
り
こ
む

彼
の
意
志
は
、
現
在
の
館
長
や
ス
タ
ッ
フ
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

庭
園
は
設
計
当
初
の
面
影
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
絶
え
ず
趣
が
変

わ
り
続
け
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
壮
大
な
庭
園
は
い
く
つ
か
の
庭
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
主

庭
と
な
る
「
枯
山
水
庭
」
は
、
背
後
に
あ
る
山
々
を
借
景
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ

の
う
ち
の
ひ
と
つ
亀
鶴
山
に
は
、
開
館
八
周
年
を
記
念
し
て
つ
く
ら
れ
た
一
五
メ
ー

ト
ル
の
人
工
の
滝
が
あ
る
（
図
⑲
）。
つ
ま
り
望
む
風
景
に
つ
く
り
か
え
る
た
め
に

借
景
に
も
手
を
い
れ
た
の
だ
。
横
山
大
観
の
「
那
智
乃
瀧
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
い

う
こ
の
滝
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
は
、
周
辺
の
電
柱
も
地
中
に
埋
め
た
と
い
う
。
さ

ら
に
、
実
際
に
絵
の
よ
う
な
庭
園
を
つ
く
り
た
い
と
考
え
た
全
康
は
、
横
山
大
観
の

「
白
砂
青
松
」
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
ま
ま
の
庭
園
も
つ
く
っ
た
。
こ
う
し
て
絵
の
よ
う

な
風
景
を
目
指
し
て
庭
園
は
入
念
に
造
ら
れ
、
管
理
さ
れ
た
。

　

全
康
は
、
来
る
日
も
来
る
日
も
、
庭
を
眺
め
続
け
た
。
眺
め
て
は
あ
そ
こ
を
変
え
、

こ
こ
を
変
え
る
。
そ
し
て
ま
た
眺
め
る
。
庭
園
は
、
全
康
に
ま
な
ざ
さ
れ
る
た
め
に

存
在
し
た
。
こ
う
し
て
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
を
創
出
す
る
庭
園
と
装
置
が
、
全
康
の
目

を
と
お
し
て
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
足
立
全
康
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

―
実
業
家
と
蒐
集

　

こ
こ
ま
で
庭
を
中
心
に
美
術
館
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
足
立
美
術
館
に
と
っ

⑲横山大観の「那智乃瀧」をイメージした人工滝（『足立美術館の
庭園』財団法人足立美術館、2007年、p57より転載）



九

て
、
所
蔵
す
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
い
や
、

こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
こ
そ
、
足
立
全
康
の
世
界
が
、
庭
園
を
中
心
と
し
た

美
術
館
の
空
間
内
に
集
約
さ
れ
て
い
る
感
を
抱
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

財
団
法
人
足
立
美
術
館
は
一
九
七
〇
年
一
一
月
に
開
館
し
、
横
山
大
観
、
竹
内
栖

鳳
、
榊
原
紫
峰
、
橋
本
関
雪
、
川
合
玉
堂
、
上
村
松
園
ら
を
は
じ
め
と
す
る
明
治
か

ら
昭
和
に
か
け
て
の
近
代
日
本
画
を
中
心
に
、
童
画
、
蒔
絵
、
彫
刻
、
陶
芸
な
ど
も

含
め
た
一
三
〇
〇
点
ほ
ど
の
作
品
を
所
蔵
す
る
。
全
康
の
蒐
集
し
た
作
品
群
を
中
心

に
、
現
在
も
少
し
ず
つ
作
品
を
買
い
足
し
て
い
る
。
中
で
も
横
山
大
観
の
作
品
は
一

三
〇
点
に
も
上
る
一
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
全
康
が
も
っ
と
も
情
熱
を
傾
け
た

蒐
集
だ
っ
た
。
館
内
に
は
八
四
年
に
つ
く
ら
れ
た
大
観
作
品
専
用
の
横
山
大
観
特
別

展
示
室
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
大
展
示
室
、
小
展
示
室
、
そ
し
て
一
九
八
八
年
に
増
設

さ
れ
た
陶
芸
館
（
河
合
寛
次
郎
室
と
北
大
路
魯
山
人
室
）
か
ら
な
る
。
そ
れ
以
外
に

も
、
館
内
の
あ
ち
こ
ち
に
小
さ
な
展
示
コ
ー
ナ
ー
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
年
四

回
の
特
別
展
示
を
行
っ
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
筆
者
が
訪
れ
た
時
は
、
生
誕
一
一
〇
年

と
い
う
こ
と
で
「
足
立
全
康
の
眼
」
と
い
う
企
画
展⑬
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。

　

偶
然
と
は
い
え
、
こ
の
企
画
展
は
足
立
美
術
館
と
い
う
存
在
を
考
え
る
の
に
こ
れ

以
上
な
い
ほ
ど
最
適
な
展
示
で
あ
っ
た
。
作
品
解
説
は
、
通
常
の
美
術
展
の
そ
れ
と

は
様
相
を
異
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
と
全
康
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
中
心
に

組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
鑑
賞
す
る
中
で
、
一
連
の
絵
画
作
品
か
ら
見

え
て
き
た
の
は
、
作
品
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
れ
ら
を
蒐
集
し
た
全
康
と
い
う
人
物

で
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
横
山
大
観
《
蓬
莱
山
》
の
解
説
パ
ネ
ル
を
み
て
み
よ
う
。

「
大
観
は
ま
さ
に
「
一
生
の
恋
人
」
―
こ
れ
は
足
立
全
康
晩
年
の
言
葉
で
あ
る
。

全
康
と
大
観
作
品
と
の
最
初
の
出
会
い
は
、
戦
後
間
も
な
い
昭
和
二
二
、
三
年

の
こ
と
。
大
阪
・
心
斎
橋
の
骨
董
屋
に
か
か
っ
て
い
た
掛
け
軸
に
一
目
ぼ
れ
し

た
と
い
う
。
そ
れ
が
大
観
の
《
蓬
莱
山
》
で
あ
る
。

『
じ
っ
と
そ
の
絵
を
み
て
い
る
と
、
胸
が
す
ぅ
と
す
る
よ
う
な
何
と
も
い
え
な

い
荘
厳
な
気
持
に
な
る
。
絵
の
魅
力
と
い
う
か
、
大
き
さ
が
何
と
な
く
わ
か
っ

た
気
が
し
た
。』

当
時
事
業
を
始
め
た
ば
か
り
の
全
康
に
は
手
の
出
る
金
額
で
は
な
く
、
毎
日
暇

を
み
つ
け
て
は
自
転
車
で
通
い
、
そ
の
絵
を
眺
め
た
と
い
う
。
そ
し
て
『
い
つ

か
は
必
ず
大
観
を
買
っ
て
や
る
ぞ
！
』
と
心
に
決
め
た
の
で
あ
っ
た
。」

　

足
立
全
康
と
は
い
か
な
る
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
、

安
来
市
郊
外
の
小
作
農
家
で
生
ま
れ
た
。
現
在
美
術
館
の
庭
園
の
一
角
に
位
置
す
る

土
地
に
生
家
が
あ
っ
た
と
い
う
。
貧
し
い
幼
少
期
を
送
り
、
日
本
の
農
業
の
在
り
方

の
理
不
尽
さ
を
痛
感
す
る
と
と
も
に
、
あ
る
と
き
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
金
儲
け
の
楽

し
さ
を
知
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
一
気
に
商
才
を
現
わ
し
、
次
々
と
会
社
を
立

ち
上
げ
た
。

「
カ
ネ
、
カ
ネ
、
カ
ネ
。
そ
の
当
時
は
金
儲
け
が
す
べ
て
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。

寝
床
の
中
で
、
次
は
何
を
し
て
儲
け
よ
う
か
、
と
あ
れ
こ
れ
物
色
し
な
が
ら
寝

入
る
の
が
何
よ
り
の
楽
し
み
だ
っ
た
。」�

（
足
立
、
二
〇
〇
七
：
一
六
）

　

木
炭
商
、
日
用
雑
貨
店
、
繊
維
卸
売
商
な
ど
を
次
々
と
経
営
し
、
そ
の
後
も
大
儲

け
と
大
損
を
交
互
に
繰
り
返
し
な
が
ら
「
出
雲
刀
剣
株
式
会
社
」「
た
ま
は
が
ね
製



一
〇

鉄
会
社
」「
株
式
会
社
大
和
利
器
製
作
所
」「
丸
全
繊
維
株
式
会
社
」「
尼
崎
自
動
車

工
業
株
式
会
社
」、「
新
大
阪
土
地
株
式
会
社
」「
東
宝
産
業
株
式
会
社
」「
株
式
会
社

日
美
」
な
ど
、
次
々
に
会
社
を
立
ち
上
げ
続
け
た
（
当
然
、
同
時
に
会
社
を
た
た
み

続
け
た
）。
ま
さ
に
根
っ
か
ら
の
商
売
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、一
九
七
〇（
昭
和
四
五
）

年
一
一
月
に
開
館
し
た
こ
の
財
団
法
人
足
立
美
術
館
が
、
彼
に
と
っ
て
最
後
の
会
社

3

3

経
営
と
な
っ
た
。

　

全
康
は
美
術
館
を
建
て
た
理
由
を
「
金
儲
け
で
や
っ
て
い
る
の
か
、
社
会
へ
の
還

元
が
目
的
な
の
か
、
そ
れ
と
も
道
楽
の
つ
も
り
か
」
と
問
わ
れ
れ
ば
「
そ
れ
に
つ
い

て
私
は
、
三
つ
と
も
す
べ
て
該
当
す
る
、
と
答
え
て
」（
足
立
、
二
〇
〇
七
：
二
三
）

い
た
。
実
際
、
美
術
館
の
経
営
手
法
は
、
そ
れ
ま
で
の
事
業
の
展
開
方
法
と
同
じ
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
全
康
に
と
っ
て
は
こ
の
美
術
館
も
ま
た
、
彼
の
長
い
起
業
人
生
の

一
環
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
い
え
ば
、
作
品
蒐
集
も
ま
た
、
全
康
に
と
っ
て
は
ビ
ジ
ネ
ス
の
面
白
さ
と

一
緒
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
ど
の
絵
を
蒐
集
す
る
か
、
い
か
に
し
て
そ
れ
を

入
手
す
る
か
、
ど
の
値
で
落
と
す
か
、
そ
の
後
ど
れ
だ
け
作
品
の
値
段
（
＝
価
値
）

が
上
が
る
か
、
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
投
資
や
投
機
の
面
白
さ
に
よ
く
似
て
い
る
。
し

か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
全
康
は
純
粋
に
金
儲
け
の
た
め
に
絵
を
集
め
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
先
の
全
康
自
身
の
台
詞
に
あ
る
よ
う
に
、
金
儲
け
と
道
楽
と
社
会
還
元

は
、
全
康
に
と
っ
て
は
そ
も
そ
も
分
け
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
、
実
業
家
と
し
て
の
全
康
と
い
う
人
間
な
の
で
あ
る
。

　

足
立
全
康
は
明
治
か
ら
大
正
・
昭
和
に
か
け
て
の
近
代
日
本
を
生
き
た
実
業
家
で

あ
る
。
地
元
と
大
阪
を
行
き
来
し
な
が
ら
商
売
を
し
、
儲
け
た
金
で
絵
を
買
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
同
時
代
の
経
済
界
を
動
か
し
た
実
業
家
に
し
て
日
本
美
術
の
蒐
集
家

と
い
え
ば
、な
ん
と
い
っ
て
も
原
三
渓
（
一
八
六
八

－

一
九
三
九
）
と
益
田
鈍
翁
（
一

八
四
八—

一
九
三
八
）
の
名
が
挙
が
る
。
彼
ら
は
主
に
古
美
術
の
蒐
集
を
行
い
、
最

盛
時
に
は
、
掛
け
軸
や
調
度
工
芸
品
、
茶
道
具
（
書
画
骨
董
を
含
む
）
な
ど
を
含
め

て
そ
れ
ぞ
れ
一
万
点
近
く
所
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

中
に
は
国
宝
ク
ラ
ス
の
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
東
洋
美
術
に
関
し
て
は
世
界
で
有

数
の
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
業
家
に
よ
る
西
洋
美
術
の
蒐

集
と
し
て
は
、
松
方
幸
次
郎
（
一
八
六
五

－

一
九
五
〇
）、
大
原
孫
三
郎
（
一
八
八

〇

－

一
九
四
三
）、
石
橋
正
二
郎
（
一
八
八
九

－

一
九
七
六
）
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

が
有
名
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
も
っ
と
も
早
い
時
期
に
蒐
集
さ
れ
た
体
系
的
な
西

洋
美
術
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
東
京
都
上
野
の
国
立
西
洋
美
術
館
、

岡
山
県
倉
敷
市
の
大
原
美
術
館
、
東
京
都
日
本
橋
の
ブ
リ
ジ
ス
ト
ン
美
術
館
の
基
礎

と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
実
業
家
に
よ
る
蒐
集
は
、
財
力
と
芸
術
へ
の
関
心
と
が
分
か
ち
が
た
く

結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
金
銭
的

な
自
立
が
、
自
律
的
な
個
人
の
確
立
へ
と
結
び
つ
い
た
類
い
の
人
間
で
あ
る
。
金
儲

け
が
ど
れ
だ
け
で
き
る
か
は
、
自
ら
の
価
値
を
測
る
物
差
し
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

そ
の
財
産
で
芸
術
作
品
を
蒐
集
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
確
立
を
意
味
し
た
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
蒐
集
す
る
こ
と
と
は
、「
自
己
の
テ
リ
ト

リ
ー
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
主
体
の
領
分
を
他
者
と
区
別
す
る
こ
と
」（
ク

リ
フ
ォ
ー
ド
、
二
〇
〇
二
：
二
七
六
）
だ
か
ら
で
あ
る⑭
。
し
た
が
っ
て
、
次
々
と
新

た
な
挑
戦
に
挑
み
、
財
産
を
蓄
え
、
そ
の
財
産
で
芸
術
品
を
買
う
、
と
い
う
循
環
は
、

そ
の
ど
こ
を
と
っ
て
も
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ
て
は
必
要
不
可
欠
な
作

業
な
の
で
あ
る
。



一
一

材
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
ま
で
愛
く
る
し
く
、
同
時
に
ど
こ
と

な
く
バ
タ
臭
い
（
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
バ
ン
ビ
の
よ
う
な
）
動
物
た
ち
を
集
め
た
と
こ
ろ

を
み
る
と
、
全
康
が
絵
に
求
め
た
「
癒
し
」
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
絵
と
女
と
庭
―

自
分
の
財
力
で
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
こ
の
三
つ
こ
そ
が
、
全
康
の
な
に
よ
り

の
癒
し
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
足
立
全
康
の
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
は
、
庭
そ
の
も
の
を
も
指

す
。
あ
ち
こ
ち
か
ら
集
め
ら
れ
植
木
や
石
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
庭
の
借
景
の
た
め

に
開
瀑
し
た
人
工
の
滝
も
、
彼
が
蒐
集
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
自
然
は
人
間

の
意
志
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
で
も
な
り
、
人
間
は
金
で
い
か
よ
う
に
で
も
な
る
。

実
業
家
と
し
て
の
自
負
と
自
信
に
満
ち
た
足
立
全
康
と
い
う
人
物
の
全
て
が
重
な
り

合
っ
て
、
こ
こ
に
あ
る
。
自
然
を
自
分
の
意
の
ま
ま
に
し
て
癒
し
を
得
る
、
ピ
ク
チ

ャ
レ
ス
ク
的
な
装
置
が
全
康
か
ら
出
で
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

四
、
観
光
施
設
と
し
て
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　

さ
て
、
こ
こ
で
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
観
光
化
の
話
に
立
ち
返
り
た
い
。
足
立
美
術

館
の
庭
園
は
、
米
国
の
日
本
庭
園
専
門
誌
『
ジ
ャ
ー
ナ
ル
・
オ
ブ
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ⑯
』
に
お
い
て
全
国
八
〇
三
か
所
の
候
補
地
の
中
か
ら
、
六
年
連
続
で

「
庭
園
日
本
一
」
に
選
ば
れ
て
お
り
、
館
は
そ
の
こ
と
を
最
大
限
に
ア
ピ
ー
ル
し
て

い
る
。
桂
離
宮
を
は
じ
め
と
す
る
有
名
庭
園
を
差
し
置
い
て
堂
々
の
一
位
と
な
っ
た

そ
の
理
由
と
し
て
は
、「
徹
底
し
た
庭
の
手
入
れ
と
維
持
管
理
」
が
評
価
の
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
た
と
い
う
。
実
際
の
管
理
の
徹
底
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ

た
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
絵
を
購
入
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
実
業
家
と
し
て
の
全
康
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
か
が
わ
か
る
。
彼
は
自
分
の
好
き
な

絵
を
買
っ
た
。
世
間
の
絵
に
対
す
る
評
価
や
美
術
的
な
価
値
は
二
の
次
で
、
重
要
で

は
な
か
っ
た
（
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
鑑
識
眼
を
信
じ
て
い
た
わ
け
だ
が
）。
自
分
の

金
で
自
分
の
好
き
な
絵
を
買
っ
て
何
が
悪
い
―
そ
の
思
想
が
、
彼
の
選
ん
だ
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　
「
ワ
シ
の
人
生
は
、
絵
と
女
と
庭
や
」
と
い
う
の
が
全
康
の
口
癖
で
、
本
人
自
ら

そ
れ
を
口
癖
だ
と
折
に
触
れ
て
人
に
語
っ
て
い
た
。
口
述
筆
記
の
自
伝
（
足
立
、
二

〇
〇
七
）
に
は
彼
の
絵
に
対
す
る
愛
情
、
奔
放
な
女
性
遍
歴
、
庭
へ
の
執
念
、
そ
し

て
そ
れ
ら
の
原
動
力
で
あ
る
商
売
へ
の
挑
戦
が
赤
裸
々
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

全
康
の
誇
り
で
も
あ
っ
た
。
美
術
館
の
各
種
カ
タ
ロ
グ
を
読
む
と
、
そ
れ
ら
の
逸
話

が
館
員
の
間
で
語
り
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　

絵
と
女
と
庭
は
、
全
康
と
い
う
人
格
に
と
っ
て
ど
れ
ひ
と
つ
と
し
て
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
ど
れ
も
全
康
が
自
分
の
力
で
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
り
、
彼
が
生
涯
追
い
続
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
三
つ
は
等
価
で

あ
っ
た
。

「
え
え
な
あ
、
美
人
画
は
。
文
句
は
言
わ
ん
し
ぜ
い
た
く
も
せ
ん
。
そ
の
う
え
、

こ
ん
な
に
慰
め
て
く
れ
る⑮
。」

　

こ
の
言
葉
に
は
、
そ
ん
な
全
康
の
価
値
観
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
展
示

室
で
全
康
の
大
好
き
な
美
人
画
よ
り
も
さ
ら
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
小
動
物
を
モ

チ
ー
フ
に
し
た
絵
画
の
多
さ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
小
動
物
は
日
本
画
の
一
般
的
な
題



一
二

庭
園
を
あ
し
ら
っ
た
グ
ッ
ズ
な
ど
、

来
館
者
は
ミ
ニ
チ
ュ
ア
庭
園
を
手

に
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う

し
た
カ
フ
ェ
や
シ
ョ
ッ
プ
と
い
っ

た
商
業
施
設
も
ま
た
、
館
内
の
窓

ガ
ラ
ス
や
く
り
抜
い
た
額
縁
と
同

様
に
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
を
創
出

す
る
装
置
な
の
で
あ
る
。

　

足
立
美
術
館
の
も
っ
と
も
大
き

な
特
徴
は
、
観
光
施
設
で
あ
る
こ

と
を
な
ん
の
た
め
ら
い
も
な
く
自

ら
断
言
す
る
か
の
よ
う
な
そ
の
運

営
ス
タ
イ
ル
に
あ
る
。
こ
れ
だ
け

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
所
有
し
て
い

な
が
ら
、
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
な
美

術
館
を
気
取
る
そ
ぶ
り
は
な
い
。

美
術
館
の
運
営
や
来
館
者
へ
の
サ

ー
ビ
ス
に
気
を
配
れ
る
学
芸
員
を

重
視
し
、
定
期
的
に
行
わ
れ
る
ギ

ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
も
、
初
心
者
向

け
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
実
際
、

カ
タ
ロ
グ
に
は
「
足
立
全
康
は
素

人
の
自
由
な
発
想
か
ら
美
術
館
を

　

も
ち
ろ
ん
、
ど
ん
な
日
本
庭
園
で
も
き
ち
ん
と
し
た
手
入
れ
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
日
本
庭
園
の
造
園
家
や
愛
好
家
は
、
庭
が
過
度
に
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
嫌
う
傾
向
に
あ
る⑰
。
一
方
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
系
譜
を
持
つ
欧
米
の
目
線
か
ら

す
る
と
、
や
は
り
「
徹
底
し
た
庭
の
手
入
れ
と
維
持
管
理
」
が
目
に
見
え
る
庭
こ
そ

が
美
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
納
得
が
い
く
。

　

実
は
、
十
八
世
紀
当
時
の
風
景
式
庭
園
で
は
、
中
国
風
パ
ゴ
ダ
や
枯
山
水
や
仏
像

な
ど
、
東
洋
趣
味
の
点
景
物
を
配
し
た
異
国
情
緒
漂
う
空
間
を
つ
く
る
の
が
同
時
に

流
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
当
時
も
て
は
や
さ
れ
た
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
（
中
国
趣
味
）
や

ジ
ャ
ポ
ヌ
ズ
リ
ー
（
日
本
趣
味
）
の
典
型
で
あ
り
（
高
山
、
一
九
九
五
ｂ
）、
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る⑱
。
そ
の
意

味
で
、
六
年
連
続
し
て
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
ま
な
ざ
し
の
対
象
と
な
る
こ
と
に

見
事
に
成
功
し
た
足
立
美
術
館
の
庭
園
は
、
や
は
り
正
当
に
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
を
継

承
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
外
国
か
ら
の
目
線
を
、
今
度
は
日
本

の
観
光
客
へ
の
ア
ピ
ー
ル
に
逆
利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
ん
と
も
周
到
で
あ
る
。

　

全
康
が
庭
を
配
し
た
美
術
館
に
よ
っ
て
自
分
の
世
界
観
を
つ
く
り
あ
げ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
を
こ
の
よ
う
な
様
々
な
文
脈
に
見
合
う
視
覚
的
な
装
置
と
し
て
維
持
・
強

化
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
の
ち
の
経
営
陣
で
あ
ろ
う
。
そ
の
成
功
の
秘
訣
は
、
庭

園
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
商
業
施
設
（
カ
フ
ェ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
）
が
三
位

一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
と
り
わ
け
庭
園
と
商
業
施
設
の
結
び
つ
き
は
、

か
な
り
意
識
的
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
館
内
に
は
四
つ
の
喫
茶
室

が
あ
り
、
そ
の
全
て
が
庭
を
眺
め
な
が
ら
の
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
を
勧
め
て
い
る
（
図
⑳

～
�
）。
喫
茶
室
に
入
ら
な
い
と
み
ら
れ
な
い
庭
園
も
あ
る
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ

ッ
プ
は
広
々
と
し
た
空
間
で
、
商
品
開
発
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
庭
園
の
写
真
や
、

⑳茶室の案内には、店内に入らないとみられない「生
の山水画」の写真

�喫茶室『翠』からみえる枯山水庭



一
三

創
り
ま
し
た
。
そ
れ
故
、
従
来
の
美
術
館
の
よ
う
に
美
術
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
い
う
堅
苦
し
い
考
え
が
な
く
、
誰
で
も
行
っ
て
み
た
く
な
る
身
近
な
美
術
館

を
創
っ
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う⑲
」
と
あ
り
、
敢
え
て
専
門
的
に
な
る
の
を
避
け
、

大
衆
向
け
で
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
、
観
光
地
と
し
て
の
美
術
館
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
の
た
め
の
鍵
は
、
も
ち
ろ
ん
日
本
庭
園
と
日
本
画
を
セ
ッ
ト
で
み
せ
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
全
康
の
考
え
方
か
ら
も
、
こ
れ

は
し
ご
く
自
然
な
こ
と
で
、
こ
れ
以
外
の
路
線
選
択
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
美
術
館

の
経
営
方
法
自
体
か
ら
、
実
業
家
と
し
て
の
全
康
の
姿
が
み
え
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
特
徴
的
な
の
は
、「
営
業
マ
ン
」
が
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
館
長
で
、

全
康
の
孫
で
あ
る
足
立
隆
則
も
、
当
初
は
ひ
た
す
ら
営
業
に
回
ら
さ
れ
た
と
語
っ
て

い
る
。
そ
し
て
大
型
観
光
バ
ス
を
呼
び
寄
せ
、
温
泉
や
蟹
と
セ
ッ
ト
で
楽
し
む
客
層

を
中
心
的
に
集
め
る
（
図
�
・
�
）。

し
か
も
、
そ
れ
を
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

が
仕
掛
け
て
い
く
。「
出
雲
大
社

正
式
参
拝
と
足
立
美
術
館�

萩
・

津
和
野
・
安
芸
の
宮
島
・
玉
造
温

泉
」「
玉
造
温
泉
と
出
雲
大
社
・

足
立
美
術
館
」
な
ど
全
国
各
地
か

ら
の
ツ
ア
ー
が
実
に
四
〇
以
上
も

美
術
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
掲

載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
美
術

館
自
身
が
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
も

出
し
て
お
り
安
来
駅
以
外
に
も
玉

�観光バスから降りる観光客の様子�足立美術館に入ってゆく観光客の様子

造
温
泉
、
皆
生
温
泉
、
米
子
空
港

の
間
を
往
復
さ
せ
て
い
る
。
近
年

は
中
国
人
観
光
客
の
誘
致
に
力
を

入
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
や
音
声
ガ
イ
ド
の
作
成

な
ど
に
も
余
念
が
な
い
（
岸
本
、

二
〇
〇
四
）。

　

も
ち
ろ
ん
、
地
元
へ
の
配
慮
も

欠
か
さ
な
い
。
も
と
も
と
全
康
が

地
元
に
美
術
館
を
建
て
た
経
緯
を

考
え
る
と
、
地
元
の
活
性
化
や
観

光
誘
致
と
い
っ
た
役
割
は
極
め
て

大
き
い
は
ず
で
あ
る
。

　

多
く
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
建
前

上
躊
躇
す
る
で
あ
ろ
う
、
観
光
客

誘
致
を
第
一
の
目
的
と
す
る
こ
と

に
、
正
面
切
っ
て
挑
む
。
そ
れ
は

デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
、

門
を
出
る
最
後
の
最
後
ま
で
我
々

の
お
財
布
の
口
を
開
け
る
こ
と
を

要
求
さ
れ
て
も
な
お
自
ら
喜
ん
で

そ
う
し
た
く
な
る
よ
う
な
、
商
業

主
義
す
ら
心
地
よ
さ
と
満
足
感
を

�コーヒー（1杯1000円）のマドラーは、庭師が
焼いた竹炭



一
四

も
た
ら
す
観
光
型
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
決
し
て
嫌
味
で
書

い
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
全
康
は
九
二
歳
で
亡
く
な
る
直
前
ま
で
、
近
く
に
現
代
美
術
館
、

人
工
の
湖
、
そ
し
て
湖
の
ほ
と
り
に
ホ
テ
ル
「
大
観
」
を
つ
く
り
、
来
館
者
が
一
日

そ
こ
で
過
ご
せ
る
よ
う
な
一
大
観
光
地
を
つ
く
る
と
い
う
壮
大
な
夢
を
持
っ
て
い
た

と
い
う
か
ら⑳
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
と
い
う
た
と
え
は
あ
な
が
ち
間
違
っ
て
い
な
い

で
あ
ろ
う
。
外
国
人
観
光
客
の
誘
致
も
全
康
の
構
想
の
一
環
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
美
術
館
の
位
置
す
る
島
根
県
安
来
市
は
、
周
囲
の
観
光
名
所
に
比
較
的
恵
ま

れ
た
土
地
で
は
あ
る
と
い
え
、
田
圃
が
一
面
に
広
が
る
、
ア
ク
セ
ス
の
悪
い
地
方
の

小
都
市
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
そ
し
て
完
全
な
私
立
で
あ
る
足
立
美
術
館

は
、
自
助
努
力
が
経
営
に
直
結
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
見
方
に
よ

っ
て
は
、
昨
今
の
日
本
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
厳
し
い
状
況
に
見
合
う
経
営
実
践
を
先

取
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
実
際
、『
商
工
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
の
グ
ラ
ビ
ア
タ
イ
ト
ル

が
飾
る
よ
う
に
、「
名
画
と
名
園
、
営
業
努
力
で
、
事
業
と
し
て
自
立
す
る
美
術
館�
」

な
の
で
あ
る
。
入
館
者
は
毎
年
延
べ
四
〇
万
人
前
後
、
そ
し
て
こ
こ
数
十
年
で
一
度

も
赤
字
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

も
っ
か
、
博
物
館
行
政
は
「
冬
の
時
代
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
独
立
行
政
法
人
化

と
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
は
、
行
政
に
よ
る
博
物
館
の
切
り
離
し
を
意
味
し
た�
。

日
本
の
公
立
博
物
館
に
も
欧
米
の
運
営
ス
タ
イ
ル
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
。
し
か
し
問
題
は
、
そ
の
受
け
皿
と
な
る
社
会
は
そ
れ
に
全
く
対
応
し
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
莫
大
な
寄
付
も
な
け
れ
ば
、
税
制
措
置
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、

当
初
よ
り
行
政
の
枠
組
み
で
成
り
立
っ
て
き
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
そ
の
も
の
に
も
、
自

助
努
力
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
の
切
り
離
し
は
、
か
た
や
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
を
商
業
化
や
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
拙
速
に
か
つ
不
器
用
に
走
ら
せ
、
か
た
や

打
つ
手
が
な
く
沈
没
し
て
い
く
の
を
待
つ
か
の
ど
ち
ら
か
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
。
こ

う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
企
業
経
営
が
基
本
に
あ
る
足
立
美
術
館
は
、

今
後
の
日
本
の
博
物
館
の
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
指
し
示
す
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
行
政
か
ら
切
り
離
さ
れ
つ
つ
あ
る
日
本

の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
ど
う
い
う
方
向
を
歩
む
の
か
を
考
え
る
ひ
と
つ
の
指
標
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
昨
今
の
日
本
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
動
向
を
探
る
一
環
と
し
て
、

足
立
美
術
館
を
取
り
上
げ
た
。

さ
い
ご
に

　

こ
れ
だ
け
観
光
客
を
集
め
る
足
立
美
術
館
と
は
ど
の
よ
う
な
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
、

い
っ
た
い
何
が
こ
こ
で
起
き
て
い
る
の
か
。
そ
の
現
象
そ
れ
自
体
を
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
と
社
会
の
関
係
性
の
ひ
と
つ
と
し
て
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
に
、
筆
者
の
そ
も
そ

も
の
関
心
は
あ
る
。
そ
し
て
、そ
の
人
気
の
理
由
を
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
観
光
化
」

と
い
う
概
念
で
捉
え
、
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
美
術
館
の

観
光
主
義
的
な
あ
り
方
が
良
い
と
か
悪
い
と
か
い
う
評
価
軸
は
、
こ
こ
で
は
ま
っ
た

く
意
味
を
為
さ
な
い
。

　

足
立
美
術
館
は
、
庭
園
と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
商
業
施
設
を
相
互
利
用
し
た
緻
密
な

視
覚
的
快
楽
の
創
出
に
よ
っ
て
、
内
外
か
ら
多
く
の
観
光
客
を
引
き
寄
せ
て
い
る
、

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
時
代
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
好
例
で
あ
る
。
今
後
の
「
博
物

館
」
の
在
り
方
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
の
美
術
館
の
動
向
を
見
守
り
た
い
。



一
五

注①　

一
八
九
九
年
二
月
、
島
根
県
安
来
市
古
川
町
（
現
足
立
美
術
館
所
在
地
）
に
生
ま
れ

る
。
尋
常
小
学
校
卒
業
後
、
家
業
の
農
業
を
手
伝
う
。
一
五
歳
で
木
炭
商
を
手
が
け
た

の
を
は
じ
め
、
主
に
大
阪
を
本
拠
地
と
し
て
不
動
産
や
繊
維
関
係
な
ど
、
様
々
な
事
業

を
興
し
た
。
か
た
わ
ら
、
近
代
日
本
画
な
ど
を
収
集
し
て
一
九
七
〇
（
昭
和
四
五
）
年

に
財
団
法
人
足
立
美
術
館
を
設
立
。
一
九
九
〇
（
平
成
二
）
年
一
二
月
十
九
日
没
。
享

年
九
二
歳
（
以
上
、
足
立
全
康
『
庭
園
日
本
一 

足
立
美
術
館
を
つ
く
っ
た
男
』
著
者

紹
介
よ
り
）

②　

島
根
県
安
来
市
古
川
町
に
あ
る
私
立
の
美
術
館
。
広
大
な
敷
地
の
日
本
庭
園
と
横
山

大
観
を
中
心
と
す
る
近
代
日
本
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
売
り
に
す
る
。
一
九
七
〇
年
に
足

立
全
康
自
ら
が
開
館
。
現
在
は
二
人
の
孫
の
う
ち
足
立
隆
則
が
館
長
を
務
め
、
大
久
保

節
子
が
学
芸
部
長
を
務
め
る
。
専
属
の
庭
師
が
七
人
お
り
、
朝
は
館
員
全
員
が
庭
園
を

清
掃
す
る
。
年
中
無
休
の
営
業
を
行
う
。

③　

こ
れ
は
欧
米
で
は
よ
く
あ
る
が
、
日
本
で
は
こ
こ
ま
で
全
面
に
出
て
い
る
例
は
珍
し

い
。

④　

体
系
的
な
歴
史
と
思
想
を
も
つ
組
織
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
込
め
て
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
（m

useum

）
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
。
日
本
で
は
通
常
「
博
物
館
」
と
訳
さ
れ
、

時
に
は
「
美
術
館
」
と
別
々
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
」
と
い
え
ば
両
方
と
も
含
む
。

⑤　

た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
幾
何
学
式
庭
園
が
規
則
性
、
幾
何
学
性
、
対
称
性
を
基
本
と
し

て
い
た
の
に
反
発
し
て
、
自
然
が
従
来
も
つ
不
規
則
性
や
多
様
性
を
庭
園
に
取
り
込
も

う
と
し
た
の
が
イ
ギ
リ
ス
風
景
式
庭
園
で
あ
る
。

⑥　

も
ち
ろ
ん
庭
自
体
は
近
代
以
前
か
ら
存
在
し
た
。
ま
た
西
洋
に
限
ら
ず
ア
ジ
ア
で
も

存
在
し
た
。
し
か
し
、
自
然
と
「
対
峙
す
る
」
と
い
う
発
想
、
ま
た
庭
園
を
「
視
覚
的

快
楽
」
と
い
う
一
点
に
お
い
て
作
り
上
げ
て
い
く
発
想
は
、
紛
れ
も
な
く
西
洋
近
代
以

降
の
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
庭
園
を
対
象
と
す
る
。

⑦　

た
だ
し
、
風
景
式
庭
園
の
何
を
も
っ
て
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
す
る
の
か
を
、
は
っ
き

り
と
定
義
す
る
の
は
か
な
り
難
し
い
よ
う
だ
。
当
時
風
景
式
庭
園
を
目
指
し
た
造
園
家

た
ち
や
批
評
家
た
ち
（
た
と
え
ば
ブ
ラ
ウ
ン
、
ギ
ル
ピ
ン
、
プ
ラ
イ
ス
、
ナ
イ
ト
、
レ

プ
ト
ン
ら
）
の
間
で
も
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
派
と
自
然
派
と
に
分
か
れ
て
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス

ク
論
争
が
交
わ
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
現
在
の
庭
園
史
で
も
、
そ
の
区
分
や
定
義
に
は
諸

説
あ
る
。

⑧　

こ
の
あ
た
り
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
村
田
麻
里
子
「
蒐
集
す
る
「
ま
な
ざ
し
」
―

「
芸
術=

驚
異
陳
列
室
」
か
ら
ケ
・
ブ
ラ
ン
リ
美
術
館
ま
で
」『
京
都
精
華
大
学
紀
要
』

第
三
四
号
、
二
〇
〇
八
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑨　

ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
い
う
概
念
を
広
く
啓
蒙
し
た
人
物
と
し
て
有
名
な
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ギ
ル
ピ
ン
は
、「
自
然
の
欠
点
は
素
材
の
並
べ
方
が
悪
い
こ
と
で
、
画
家
や
造
園

家
は
、
風
景
の
な
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
集
め
て
美
し
く
快
い
も
の
に
ま
と
め
る
、

し
か
し
、
そ
の
ま
ま
で
一
枚
の
絵
の
よ
う
に
な
る
よ
う
な
風
景
が
各
地
に
あ
る
」（
岩

切
よ
り
再
引
用
、
二
〇
〇
八
：
一
九
〇
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
ま
ず
絵
を
規

範
と
し
な
が
ら
の
庭
造
り
を
意
識
し
、
次
に
実
際
の
自
然
を
も
同
様
に
絵
を
規
範
と
し

て
ま
な
ざ
す
、
と
い
っ
た
思
考
過
程
が
し
っ
か
り
と
脈
づ
い
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え

る
。

⑩　

Claude�Lorrain

（
仏
）、
一
六
〇
〇—

一
六
八
二
。
ロ
ー
マ
で
活
躍
し
た
、
フ
ラ
ン

ス
古
典
主
義
の
風
景
画
家
。
一
八

－

一
九
世
紀
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
で
ロ
ラ
ン
の
絵
が

大
流
行
し
、
風
景
式
庭
園
の
模
範
に
も
な
っ
た
。
図
⑬
・
⑭
を
参
照
。

⑪　

観
光
の
ま
な
ざ
し
に
つ
い
て
も
、村
田
麻
里
子
「
蒐
集
す
る
「
ま
な
ざ
し
」
―
「
芸

術=
驚
異
陳
列
室
」
か
ら
ケ
・
ブ
ラ
ン
リ
美
術
館
ま
で
」
前
掲
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑫　

た
と
え
ば
、
毎
年
四
月
に
マ
ス
タ
ー
ズ
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
の
行
わ
れ
る
オ
ー
ガ
ス
タ
・

ナ
シ
ョ
ナ
ル
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
芝
を
思
い
出
し
て
み
て
ほ
し
い
。



一
六

⑬　

二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
日
―
二
〇
〇
九
年
二
月
二
八
日
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
冬

季
特
別
展

⑭　

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
論
に
関
し
て
は
、村
田
麻
里
子
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
お
け
る
「
モ
ノ
」

を
巡
る
論
考
」『
京
都
精
華
大
学
紀
要
』
第
三
三
号
、
二
〇
〇
七
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑮　

企
画
展
「
足
立
全
康
の
眼
」
の
作
品
解
説
パ
ネ
ル
よ
り

⑯　

一
九
九
八
年
に
創
刊
。
日
本
庭
園
を
紹
介
す
る
英
語
の
隔
月
刊
誌
と
し
て
米
国
メ
イ

ン
州
で
発
行
。
雑
誌
の
正
式
名
はSukiya�Living�M

agazine

（T
he�Journal�of�

Japanese� Gardening
）
だ
が
、
ネ
ッ
ト
販
売
戦
略
の
一
環
でT

he�Japanese�

Garden�Journal

と
い
う
通
称
も
も
つ
。

⑰　

た
と
え
ば
京
都
の
歴
史
的
庭
園
を
維
持
管
理
す
る
造
園
業
者
の
意
識
調
査
を
行
っ
た

以
下
の
研
究
論
文
で
も
、
そ
う
し
た
認
識
が
傾
向
と
し
て
は
っ
き
り
読
み
取
れ
る
。
加

藤
博
・
下
村
孝
「
歴
史
的
庭
園
を
維
持
管
理
す
る
京
都
の
造
園
業
者
の
現
状
に
関
す
る

調
査
」『
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
』
第
六
七
巻
五
号
、
日
本
造
園
学
会
、
二
〇
〇
四
年

⑱　

ど
ち
ら
も
世
界
（
自
然
で
あ
れ
、
東
洋
で
あ
れ
）
を
手
中
に
収
め
、
自
分
た
ち
と
い

う
中
心
か
ら
ま
な
ざ
そ
う
と
し
た
、
近
代
的
自
我
を
色
濃
く
反
映
し
た
発
想
で
あ
る
。

⑲　

館
長
・
足
立
隆
則
「
足
立
全
康
と
足
立
美
術
館
」『
足
立
美
術
館
名
品
選
』
財
団
法

人
足
立
美
術
館
、
二
〇
〇
八
ｂ
年
、
一
五
二

－

一
五
五
頁

⑳　

足
立
全
康
「
庭
園
日
本
一 

足
立
美
術
館
を
つ
く
っ
た
男
」
前
掲
二
八
三

－

三
〇
〇

頁
。
さ
ら
に
庭
園
の
背
景
に
あ
る
広
瀬
町
の
月
山
に
富
田
城
を
復
元
し
、
天
守
閣
の
内

部
に
中
・
近
世
美
術
館
を
開
設
す
る
構
想
も
あ
っ
た
。

�　
「〈
グ
ラ
ビ
ア
〉
創
（
一
一
二
）�

名
画
と
名
園
、
営
業
努
力
で
、
事
業
と
し
て
自
立
す

る
美
術
館
（
財
）
足
立
美
術
館
」（
撮
影
）
寺
内
雅
人
『
商
工
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
二
六

巻
七
号
、
日
本
商
工
経
済
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年
七
月

�　

詳
細
に
関
し
て
は
、
村
田
麻
里
子
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
時
代
に
お
け
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

の
拡
張
」『
関
西
大
学
社
会
学
部
紀
要
』
第
四
一
巻
一
号
、
二
〇
〇
九
年
を
参
照
さ
れ

た
い
。

参
考
文
献
・
参
考
資
料
一
覧

足
立
全
康
『
庭
園
日
本
一�

足
立
美
術
館
を
つ
く
っ
た
男
』
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二

〇
〇
七
年

ア
ー
リ
、
ジ
ョ
ン
（
著
）�

吉
原
直
樹
、
大
沢
善
信
（
監
訳
）『
場
所
を
消
費
す
る
』
法
政

大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年

ア
ー
リ
、
ジ
ョ
ン
（
著
）�

加
太
宏
邦
（
訳
）『
観
光
の
ま
な
ざ
し
―
現
代
社
会
に
お
け

る
レ
ジ
ャ
ー
と
旅
行
』
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年

安
西
信
一
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
「
移
植
」」
―
英
国
式
庭
園
か
ら
現
代
へ
」『
芸
術
学

の
現
代
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年

岩
切
正
介
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
庭
園
―
美
の
楽
園
を
め
ぐ
る
旅
』
中
央
公
論
社
、
二
〇
〇

八
年

加
藤
博
・
下
村
孝
「
歴
史
的
庭
園
を
維
持
管
理
す
る
京
都
の
造
園
業
者
の
現
状
に
関
す
る

調
査
」『
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
』
第
六
七
巻
五
号
、
日
本
造
園
学
会
、
二
〇
〇
四
年

ク
リ
フ
ォ
ー
ド
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
（
著
）
毛
利
嘉
孝
ほ
か
（
訳
）『
ル
ー
ツ
―
二
〇
世
紀

後
期
の
旅
と
翻
訳
』
月
曜
社
、
二
〇
〇
二
年

下
村
孝
・
水
野
聖
子
・
加
藤
博
「
京
都
の
公
開
庭
園
に
お
け
る
観
光
客
へ
の
情
報
提
供
の

事
態
と
今
後
の
あ
り
方
」『
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
』
第
六
七
巻
五
号
、日
本
造
園
学
会
、

二
〇
〇
四
年

白
幡
洋
三
郎
『
庭
園
の
美
・
造
園
の
心
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

二
〇
〇
〇
年

田
路
貴
浩
『
イ
ギ
リ
ス
風
景
庭
園
―
水
と
緑
と
空
の
造
形
』
丸
善
株
式
会
社
、
一
九
九



一
七

〇
年

高
山
宏
『
目
の
中
の
劇
場
―
ア
リ
ス
狩
り
（
新
装
版
）』
青
土
社
、
一
九
九
五
ａ
年

高
山
宏
『
庭
の
綺
想
学
―
近
代
西
欧
と
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
美
学
』
あ
り
な
書
房
、
一
九

九
五
ｂ
年

中
山
理
『
イ
ギ
リ
ス
庭
園
の
文
化
史
』
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
三
年

フ
ー
コ
ー
、
ミ
シ
ェ
ル
（
著
）
渡
辺
一
民
・
佐
々
木
明
（
訳
）『
言
葉
と
物
―
人
文
科

学
の
考
古
学
』
新
潮
社
、
一
九
七
四
年

松
田
延
夫
『
美
術
話
題
史
―
近
代
の
数
寄
者
た
ち
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
八
六
年

村
田
麻
里
子
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
お
け
る
「
モ
ノ
」
を
巡
る
論
考
」『
京
都
精
華
大
学
紀
要
』

第
三
三
号
、
二
〇
〇
七
年

村
田
麻
里
子
「
蒐
集
す
る
「
ま
な
ざ
し
」
―
「
芸
術=

驚
異
陳
列
室
」
か
ら
ケ
・
ブ
ラ

ン
リ
美
術
館
ま
で
」『
京
都
精
華
大
学
紀
要
』
第
三
四
号
、
二
〇
〇
八
年

村
田
麻
里
子「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
受
容
―
近
代
日
本
に
お
け
る「
博
物
館
」の
射
程
」『
京

都
精
華
大
学
紀
要
』
第
三
五
号
、
二
〇
〇
九
年

村
田
麻
里
子
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
時
代
に
お
け
る
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
拡
張
」『
関
西
大
学
社

会
学
部
紀
要
』
第
四
一
巻
一
号
、
二
〇
〇
九
年

岸
本
稔
「
質
を
高
め
、
伝
え
、
サ
ー
ビ
ス
を
磨
く
―
足
立
美
術
館
の
取
り
組
み
」『
Ｎ

Ｅ
Ｔ
Ｔ
』〈
文
化
と
地
域
振
興
〉
四
六
、財
団
法
人
北
海
道
東
北
地
域
経
済
総
合
研
究
所
、

二
〇
〇
四
年
八
月

田
中
日
佐
夫
「
戦
後
美
術
品
移
動
史
（
四
四
）　

足
立
美
術
館
と
足
立
全
康
の
蒐
集
」『
芸

術
新
潮
』
第
二
七
巻
八
号
、
一
〇
〇

－

一
〇
五
頁
、
新
潮
社
、
一
九
七
六
年

「〈
ひ
と
〉
開
館
三
〇
周
年
を
迎
え
た
足
立
美
術
館　

館
長
足
立
隆
則
さ
ん
」『
月
刊
美
術
』

第
二
六
巻
一
一
号
、
一
四
四

－

一
四
六
、
実
業
之
日
本
社
、
二
〇
〇
〇
年

「
美
術
館
め
ぐ
り
（
六
一
）
足
立
美
術
館
」『
美
術
手
帖
』
四
六
一
、
二
三
四

－

二
三
五
頁
、

一
九
八
〇
年
二
月

「〈
グ
ラ
ビ
ア
〉
創
（
一
一
二
）�

名
画
と
名
園
、
営
業
努
力
で
、
事
業
と
し
て
自
立
す
る
美

術
館
（
財
）
足
立
美
術
館
」（
撮
影
）
寺
内
雅
人
『
商
工
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
二
六
巻
七
号
、

日
本
商
工
経
済
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年
七
月

『
足
立
美
術
館
の
庭
園
』
財
団
法
人
足
立
美
術
館
、
二
〇
〇
七
年

『
足
立
美
術
館
大
観
選
』
財
団
法
人
足
立
美
術
館
、
二
〇
〇
八
ａ
年

『
足
立
美
術
館
名
品
選
』
財
団
法
人
足
立
美
術
館
、
二
〇
〇
八
ｂ
年

『
足
立
美
術
館
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
財
団
法
人
足
立
美
術
館
、
二
〇
〇
八
年

「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ビ
デ
オ
日
本
の
美
術
館
シ
リ
ー
ズ　

足
立
美
術
館
」（
制
作
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
エ
デ
ュ
ケ

ー
シ
ョ
ナ
ル
、
一
九
九
五
年

「
足
立
美
術
館　

四
季
の
庭
園
」
Ｄ
Ｖ
Ｄ
（
監
修
）
足
立
美
術
館
、（
企
画
制
作
）
Ｔ
Ｓ
Ｋ

エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
、
二
〇
〇
八
年

【
追
記
】

　

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
足
立
美
術
館
学
芸
員
入
江
裕
子
氏
よ
り
「
足
立
全
康
の
眼
」
展

の
作
品
解
説
の
原
稿
を
送
っ
て
い
た
だ
い
た
。
ご
厚
意
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。




