
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
(
-
八
三
四
'
-
九

0
四
）
は
、
家
具
や
壁
紙
、
布
製
品
や
食
器
な
ど
の
日
用
品
を
工
業
的
に
生
産

す
る
た
め
の
訓
練
を
受
け
た
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
最
初
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
(
1
)

で
あ
る
。
ま
た
、
植
物
学
者
で
も

あ
っ
た
彼
は
、
植
物
の
形
態
研
究
の
成
果
を
そ
の
デ
ザ
イ
ン
に
生
か
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

デ
ザ
イ
ン
と
は
、
「
計
画
を
記
号
に
表
す
」
と
い
う
意
味
の
ラ
テ
ン
語
d
e
s
i
g
n
a
r
e
を
語
源
と
し
、
前
も
っ
て
意
図
的
に
構
図
を
決
め
た

り
下
絵
を
施
し
た
り
す
る
こ
と
を
指
す
が
、
広
義
に
は
模
様
を
施
す
と
い
う
意
味
も
あ
り
、
そ
の
語
法
は
様
々
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
図
案

化
一
般
を
指
す
も
の
と
定
義
し
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
湯
合
は
、
手
仕
事
で
は
な
く
機
械
に
よ
る
大
量
生
産
を
意
図

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
ー

は
じ
め
に

ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1
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ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1

し
て
計
画
さ
れ
た
図
案
を
指
す
も
の
と
す
る
(
2
)
。
ま
た
、
同
じ
く
多
義
的
な
「
装
飾

(ornament)
」
は
、

a
d
o
m
a
r
e
に
由
来
す
る
「
備

え
つ
け
ら
れ
る
べ
き
飾
り
」
を
意
味
し
、
「
模
様

(decoration)
」
は

decoratus
由
来
の
「
飾
ら
れ
た
も
の
」
と
、
「
飾
る
も
の
」
の
何

れ
を
も
含
む
、
人
工
的
文
様
と
自
然
発
生
的
紋
様
を
総
称
す
る
も
の
と
し
て
用
い
る
。
さ
ら
に
、
「
モ
チ
ー
フ
」
と
は
、
こ
う
し
た
装
飾

に
用
い
ら
れ
る
模
様
の
主
題
を
構
成
す
る
単
位
と
す
る
。
彼
の
こ
と
を
語
る
上
で
避
け
ら
れ
な
い
、
こ
れ
ら
の
用
語
間
の
関
係
を
、
筆
者

は
図
ー
に
示
し
た
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

彼
は
、
当
時
は
ま
だ
職
業
と
し
て
確
立
し
て
は
い
な
か
っ
た
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
な
る
べ
く
、
一
八
四
七
年
、
サ
マ

セ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
に
あ
っ
た
政
府
立
の
デ
ザ
イ
ン
学
校

(
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
School of Design)
に
入
学
し
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
ッ
ド
グ
レ
イ

ヴ
(
-
八

0
四
＇
八
八
）
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
(
-
八

0
九
＇
七
四
）
ら
に
師
事
し
た
。
ド
レ
ッ
サ
ー
は
そ
こ
で
、
既
存
の
芸

術
作
品
や
自
然
界
の
植
物
な
ど
を
図
案
化
す
る
方
法
を
学
び
、
製
造
者
で
は
な
く
デ
ザ
イ
ン
の
み
を
行
う
専
門
職
に
つ
い
た
。
そ
の
た

め
、
例
え
ば
植
物
の
よ
う
な
自
然
の
モ
チ
ー
フ
を
扱
う
場
合
も
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
美
を
抽
出
し
よ
う
と
い
う
態
度
は
芸
術
家
と
同
じ

で
あ
っ
た
が
、
自
然
そ
の
も
の
の
再
現
を
目
的
と
は
し
な
か
っ
た
。
植
物
の
部
分
の
再
配
置
を
し
た
り
、
ま
た
そ
の
部
分
を
選
択
的
に
使

用
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
植
物
の
図
案
化
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
彼
は
、
図
案
化
に
お
け
る
再
現
的
自
然
描
写
の
採
用

を
批
判
し
、
図
案
を
寓
意
的
描
写
か
ら
切
り
離
そ
う
と
し
た
、
ヘ
ン
リ
ー
・
コ
ー
ル
(
-
八

0
八
＇
八
二
）
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
系
譜
上
に

あ
る
と
い
え
る
。

さ
て
ド
レ
ッ
サ
ー
は
、

一
八
七
六
年
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
博
訪
問
後
(
3
)
、
同
年
十
二
月
二
六
日
に
、
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
博

物
館
か
ら
の
交
換
寄
贈
品
を
東
京
の
帝
国
博
物
館
に
届
け
る
た
め
に
来
日
し
、
翌
一
八
七
七
年
四
月
三
日
ま
で
の
約
四
ヶ
月
間
、
日
本
政

府
の
要
請
を
受
け
て
、
近
代
的
な
工
業
技
術
を
指
導
す
る
た
め
に
日
本
各
地
へ
視
察
旅
行
し
た
。
当
時
と
し
て
は
破
格
の
、
公
人
級
の
待

遇
を
受
け
、
天
皇
か
ら
は
奈
良
、
京
都
の
皇
室
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
調
査
す
る
許
可
を
与
え
ら
れ
、
外
国
人
と
し
て
初
め
て
正
倉
院
の
御
物

五



を
見
学
し
た
。
ま
た
国
内
を
自
由
に
移
動
す
る
特
権
も
得
て
お
り
、
自
身
と
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
の
日
本
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
完
成
も
目
的

と
し
て
い
た
(
4
)
彼
の
視
察
行
程
は
二
八

0
0キ
ロ
に
及
び
、
十
一
の
県
と
、
七
五
あ
ま
り
の
窯
元
や
陶
磁
器
メ
ー
カ
ー
、
そ
し
て
各
地
の

観
光
名
所
等
を
訪
問
し
た
。
こ
れ
は
、
翌
年
一
月
に
来
日
し
た
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
(
-
八
五
二
＇
一
九
二

0
)
よ
り
僅
か
に
早

く
、
ま
た
ア
ー
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
(
-
八
五
三
＇
一
九

0
八
）
訪
日
の
一
年
程
前
の
こ
と
で
あ
る
。

彼
の
旅
程
決
定
の
経
緯
を
考
え
る
な
ら
、
一
八
七
八
年
に
東
北
、
北
海
道
を
旅
行
し
「
当
時
ま
だ
信
用
で
き
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
な

か
っ
た
」
と
述
べ
た
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
(
-
八
三
一
，
一
九

0
四
）
の
報
告
は
重
要
で
あ
る
(
5
)
。
一
八
八
一
年
に
は
『
中
部
及
び
北
部

日
本
旅
行
案
内
』
が
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
(
-
八
四
三
＇
一
九
二
九
）
ら
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
一
八
七
六
年

当
時
、
東
京
や
京
都
に
お
い
て
も
、
外
国
人
向
け
の
観
光
案
内
が
充
実
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
の
一
方
で
ヴ
ィ
ダ
ー
・
ハ
ー
レ
ン

は
、
ド
レ
ッ
サ
ー
は
学
生
で
あ
っ
た
一
八
五
四
年
に
、
講
義
を
通
じ
て
日
本
美
術
に
触
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
(
6
)

。
さ
ら
に
ド
レ
ッ

サ
ー
は
、
一
八
六
一
年
に
日
本
の
装
飾
芸
術
に
つ
い
て
講
義
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
日
本
美
術
が
初
め
て
総
合
的
に
紹
介
さ
れ
た

一
八
六
二
年
の
第
二
回
ロ
ン
ド
ン
万
国
博
覧
会
以
前
に
、
既
に
日
本
に
対
し
て
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
鈴
木

博
之
は
、
ド
レ
ッ
サ
ー
が
「
高
野
山
に
登
っ
た
外
国
人
と
し
て
は
五
人
目
、
興
福
寺
の
五
重
塔
に
上
っ
た
最
初
の
外
国
人
」
で
あ
る
と
い

う
理
由
で
、
「
彼
は
ほ
と
ん
ど
白
紙
の
状
態
で
日
本
の
建
築
に
接
し
た
と
考
え
て
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
(
7
)

、
専
門
的
知
識
の
程
度
の

差
は
あ
れ
、
都
市
部
の
名
所
や
名
物
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
か
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ド
レ
ッ
サ
ー
の
日
本
報

告
書
に
あ
た
る
『
日
本
＇
そ
の
建
築
、
美
術
、
工
芸

Iupdn、
its
Architecture、
A
r
t
a
n
d
 M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
s
』
（
一
八
八
二
）
に
よ
れ
ば
、
彼

が
京
都
を
訪
れ
た
際
に
足
を
運
ん
だ
、
複
数
の
業
者
に
よ
る
手
工
芸
品
の
展
示
販
売
会
の
く
だ
り
で
は
、
京
都
の
業
者
が
海
外
か
ら
の
買

い
付
け
に
慣
れ
て
い
た
よ
う
な
様
子
も
伺
え
、
こ
う
し
た
場
所
へ
の
外
国
人
の
出
入
り
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る

(
8
)
0

ド
レ
ッ
サ
ー
は
自
ら
の
芸
術
の
性
格

(art
character)

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
日
本
の
芸
術

(
j
a
p
a
n
e
s
e
art)

の
影
響
を
受
け
た
も
の

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1

五



ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
た
め
(
9
)
、
既
に
多
く
の
研
究
者
が
、
彼
の
訪
日
後
の
作
品
に
日
本
か
ら
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
論
及
し
て
い

る
。
帰
国
後
に
製
作
さ
れ
た
陶
器
に
お
い
て
、
特
に
、
日
本
の
モ
チ
ー
フ
が
自
由
に
応
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
釉
薬
に
よ
る
独
特
の
表

面
処
理
に
日
本
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
、
二

0
0二
年
に
郡
山
市
立
美
術
館
を
始
め
と
す
る
四
館
を
巡
回
し
た
企
画
展
『
ク
リ
ス
ト

フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
と
日
本
』
で
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
本
展
覧
会
の
図
録
に
は
、
一
八
七
九
年
ド
レ
ッ
サ
ー
の
主
導
に
よ
り

ミ
ド
ル
ズ
バ
ラ
・
オ
ン
・
テ
ィ
ー
ズ
に
お
い
て
開
業
し
た
リ
ン
ソ
ー
プ
・
ア
ー
ト
・
ポ
タ
リ
ー
社
の
製
品
に
つ
い
て
、
「
日
本
の
磁
器
と

の
比
較
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
形
態
や
装
飾
は
様
々
な
歴
史
上
の
様
式
を
自
由
に
応
用
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
の

大
半
は
そ
し
て
釉
薬
は
明
ら
か
に
日
本
の
磁
器
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
」
(10)

と
述
べ
る
ハ
ー
レ
ン
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
。

ま
た
佐
藤
秀
彦
は
、
ド
レ
ッ
サ
ー
が
「
日
本
の
陶
磁
器
に
下
し
た
評
価
は
非
常
に
厳
し
い
」
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
つ
つ
も
、
「
こ

れ
ら
の
研
究
の
成
果
を
リ
ン
ソ
ー
プ
の
陶
器
に
惜
し
み
な
く
つ
ぎ
込
ん
だ
」
結
果
、
「
来
日
以
前
の
も
の
と
比
較
す
る
と
全
く
違
う
方
向

へ
変
化
し
て
ゆ
く
」
と
述
べ
て
い
る
(11)
。

し
か
し
、
リ
ン
ソ
ー
プ
製
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
過
剰
」
な
「
日
本
趣
味
」
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
一
時
的
な
現
象
で
あ
り
、

帰
国
後
、
彼
が
携
わ
っ
た
製
品
を
大
き
な
視
野
で
捉
え
る
な
ら
、
初
期
よ
り
も
単
純
な
形
に
還
元
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ

ち
筆
者
は
、
ド
レ
ッ
サ
ー
が
英
国
に
お
け
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
や
来
日
経
験
か
ら
受
け
た
影
響
を
、
一
方
で
は
偶
発
性
と
過
剰
な
ま
で
に
自

由
で
大
胆
な
自
然
描
写
に
見
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
簡
素
さ
に
つ
な
が
る
規
則
性
と
対
称
性
に
も
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
の
だ
が
、

『
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
と
日
本
』
展
の
構
成
は
前
者
に
偏
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
ニ
コ

ラ
ウ
ス
・
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
は
、
ド
レ
ッ
サ
ー
を
簡
素
さ
と
モ
ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
先
駆
者
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
だ
が
(12)
、
そ
の
立
場
か
ら

す
れ
ば
、
リ
ン
ソ
ー
プ
社
で
の
試
み
は
、
日
本
の
簡
素
さ

(s
甘
tplicityg)
を
自
ら
の
デ
ザ
イ
ン
に
取
り
入
れ
る
過
程
で
の
初
期
段
階

で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
仮
説
を
論
証
す
る
た
め
に
、
ド
レ
ッ
サ
ー
が
本
質
的
に
志
向
し
て
い
た
デ
ザ

五
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イ
ン
と
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
は
何
が
共
鳴
し
、
彼
が
そ
こ
か
ら
何
を
取
り
入
れ
た
の
か
、
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
日
本
か
ら
の
強
い
影
響
を
見
る
研
究
は
多
い
。
堀
内
美
里
と
鼓
み
ど
り
は
、
共
著

論
文
「
ド
レ
ッ
サ
ー
と
ゴ
ッ
ホ
が
捉
え
た
日
本
人
の
自
然
観
」
の
中
で
、
ド
レ
ッ
サ
ー
の
日
本
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
彼
が
日
本
人
の

性
質
を
、
そ
の
宗
教
を
積
極
的
に
理
解
す
る
こ
と
か
ら
知
ろ
う
と
し
、
そ
こ
に
付
随
し
た
日
本
独
自
の
芸
術
的
特
長
や
価
値
に
注
目
し
た

こ
と
か
ら
、
信
仰
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
自
然
観
や
そ
の
表
現
こ
そ
、
ド
レ
ッ
サ
ー
が
日
本
の
芸
術
か
ら
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
察

し
、
「
自
然
」
の
内
に
見
出
さ
れ
た
非
対
称
性
や
不
規
則
な
配
置
に
ド
レ
ッ
サ
ー
が
魅
か
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ド
レ
ッ
サ
ー
は
『
日
本

'
そ
の
建
築
、
美
術
、
工
芸
』
に
お
い
て
、
師
で
あ
る
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
「
日
本
に
は
厳
密
に
は
装
飾
と
呼
べ
る
も
の
は
な

い
。
日
本
の
模
様
は
自
然
形
態
の
様
式
化
（
便
化
）
さ
れ
た
描
写
で
し
か
な
い
」
(14)

と
い
う
言
葉
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

彼
が
そ
れ
ま
で
に
得
て
い
た
知
識
を
覆
す
何
か
を
訪
日
で
得
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
ま
た
ド
レ
ッ
サ
ー
が
日
本
の
モ
チ
ー
フ
の
も
つ
象

徴
性
や
宗
教
的
な
意
味
合
い
に
大
き
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
(15)
も
事
実
で
は
あ
る
。
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
流
行
の
時
代
に
生
き
た
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
一
人
と
し
て
、
日
本
人
の
精
神
に
踏
み
込
ん
だ
と
い
う
堀
内
と
鼓
の
指
摘
は
重
要
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
ド
レ
ッ
サ
ー
の
中
で
日
本

礼
賛
と
は
別
に
存
在
し
た
は
ず
の
、
彼
独
自
の
デ
ザ
イ
ン
原
理
を
洞
察
す
る
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ド
レ
ッ
サ
ー
の
製
作
活
動
に
お
い
て
、
日
本
旅
行
か
ら
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
来
日
前
に
、
彼
が
日
本
の
モ

チ
ー
フ
を
引
用
し
て
制
作
し
た
(16)
ミ
ン
ト
ン
社
の
製
品
と
、
帰
国
後
に
設
立
さ
れ
た
リ
ン
ソ
ー
プ
社
の
製
品
を
比
較
し
て
も
、
そ
の
違
い

は
歴
然
と
し
て
い
る
。
平
面
的
な
装
飾
図
案
へ
の
関
心
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
、
そ
れ
ま
で
の
精
巧
で
幾
何
学
的
な
繰
り
返

し
模
様
は
影
を
潜
め
、
器
全
体
が
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
オ
ブ
ジ
ェ
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
、
模
様
よ
り
も
、
表
面
そ
の
も
の
の
処
理
の
面

白
さ
や
歪
み
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
製
品
に
は
、
奇
を
て
ら
っ
た
造
形
モ
チ
ー
フ
が
特
徴
的
に
施
さ
れ
、

い
く
つ
か
は
、
器
の
形
が
全
体
的
に
捩
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
造
型
は
対
称
性
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
奇
妙
な
モ
チ
ー
フ
や
「
捩

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て

1
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
ー
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ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
—
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に

1

れ
」
は
そ
の
対
称
性
を
乱
し
て
い
な
い
。
一
般
的
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
は
、
異
国
趣
味
で
「
グ
ロ
テ
ス
ク
」
(17)
な
モ
チ
ー
フ
と
、
自
然
主
義

的
な
表
現
と
を
、
大
小
両
芸
術
の
分
野
導
入
す
る
役
割
を
果
た
し
た
が
(18)
、
ド
レ
ッ
サ
ー
の
場
合
に
は
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
い
日
本
理

解
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
留
意
し
、
こ
こ
で
は
、
ド
レ
ッ
サ
ー
の
来
日
後
の
変
化
は
、
日
本
か
ら
何
を
得
た
結
果
で
あ

る
の
か
を
明
確
に
す
る
た
め
、
ま
ず
、
彼
自
身
の
本
来
の
デ
ザ
イ
ン
観
に
つ
い
て
再
考
し
、
次
に
、
そ
れ
が
同
時
代
の
ど
の
よ
う
な
流
れ

の
中
で
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
ド
レ
ッ
サ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
理
論
と
日
本
体
験
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え

た
い
。

ド
レ
ッ
サ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
構
成

こ
の
章
で
は
ま
ず
、
ド
レ
ッ
サ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
が
構
成
さ
れ
た
背
景
を
確
認
し
、
そ
こ
に
使
用
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
が
ど
の
よ
う
な
意
図

を
持
っ
て
配
置
さ
れ
た
も
の
な
の
か
を
考
え
た
い
。

ド
レ
ッ
サ
ー
は
著
書
『
模
様
的
デ
ザ
イ
ン
の
芸
術
塁
e
A
r
t
 o
f
 D
e
c
o
r
a
t
i
v
e
 D
e
s
i
g
n
』
（
一
八
六
二
）
に
お
い
て
デ
ザ
イ
ン
の
手
順
を

「
デ
ザ
イ
ン
の
創
作
に
お
い
て
、
最
初
に
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
、
装
飾
さ
れ
る
べ
き
空
間

(
s
p
a
c
e
)

や
形
態

(form)
を
、
一
次
的
な
区

画
や
形
状

(
s
h
a
p
e
)

へ
と
適
切
に
分
割
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
次
的
形
態
の
分
割
に
し
た
が
っ
て
、
二
次
的
な
形
状
や
線
を
施
す
の
が

よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
一
次
的
形
態
を
優
先
さ
せ
、
（
二
次
的
な
も
の
に
）
あ
ま
り
手
を
入
れ
過
ぎ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
後
、
細
部
を

加
え
て
も
よ
い
。
目
立
ち
過
ぎ
る
と
こ
ろ
が
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
、
一
次
的
設
定
を
最
も
重
視
し
、
次
に
二
次
的
形
態
、
最
後
に
細
部

に
気
を
配
る
べ
き
」
(19)

と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
基
本
的
な
空
間
や
形
態
を
分
割
し
、
第
二
に
形
状
と
線
に
気
を
配
り
、
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れ
た

三
番
目
に
細
部
を
施
す
こ
と
で
、
デ
ザ
イ
ン
が
生
み
出
さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
[
図

2
r
こ
の
行
程
で
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は

最
初
の
、
四
角
や
丸
と
い
っ
た
基
本
的
な
形
状
へ
と
分
割
す
る
作
業
で
あ
り
、
こ
れ
ら
三
つ
の
行
程
を
経
た
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
、
彼
は

「
形
態
を
完
璧
に
す
る
に
は
、
三
種
の
線
—
直
線
、
対
角
線
、
曲
線
ー
の
存
在
が
必
要
」

(
2
0
)と
述
べ
て
い
る
。
一
次
的
形
態
分
割
は
規
則
的

な
も
の
で
、
こ
の
分
割
を
繰
り
返
し
た
後
に
、
個
々
の
分
割
部
分
に
二
次
的
形
状
や
線
を
施
す
な
ら
、
全
体
と
し
て
そ
こ
に
は
、
一
次
的

分
割
線
が
生
み
出
す
格
子
縞
と
は
別
の
格
子
縞
が
で
き
る
[
図
3
]
o
最
後
に
ヽ
細
部
と
し
て
、
二
つ
の
格
子
縞
の
重
な
り
に
よ
つ
て
生

ま
れ
た
領
域
を
埋
め
る
と
、
結
果
的
に
は
、
格
子
に
配
置
さ
れ
た
線
に
、
四
角
や
丸
と
い
っ
た
基
本
的
な
幾
何
学
形
状
を
加
え
た
構
成
と

な
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ド
レ
ッ
サ
ー
が
提
示
し
た
こ
の
構
成
法
は
、
師
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
提
示
し
た
「
発
展
的
」
な
(21)
構
成
と
非
常
に
似
て
い
る
[
図

4
]
。
図
の

A
に
あ
る
、
直
線
だ
け
の
格
子
縞
は
、
単
調
な
規
則
的
リ
ズ
ム
し
か
刻
ま
な
い
。

B
の
よ
う
に
、
各
交
差
部
に
ポ
イ
ン
ト
と

な
る
目
を
惹
く
よ
う
な
要
素
を
足
せ
ば
、
格
子
の
均
衡
を
保
っ
た
ま
ま
、
単
調
さ
を
補
え
る
形
と
な
る
。
さ
ら
に

C
は
、
「
円
的
特
質
」
(22)

を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
格
子
縞
に
曲
線
が
従
属
し
た
状
態
を
示
し
て
い
る
。

D
か
ら
F
も
同
様
に
、
格
子
柄
よ
り
も
鋭
角
的
な
構
成

要
素
で
あ
る
菱
形
の
角
に
、
斜
線
や
そ
の
方
向
性
へ
の
関
心
を
抑
制
す
る
よ
う
な
要
素
を
加
え
、
そ
れ
ら
同
士
を
さ
ら
に
円
で
繋
ぎ
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
本
的
な
幾
何
学
的
形
状
が
整
然
と
並
ん
だ
構
成
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
一
八
五
六
年
に
発

行
さ
れ
た
『
装
飾
の
文
法

The
G
r
a
m
m
a
r
 o
f
 Ornament』
に
お
い
て
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
様
々
な
地
域
や

時
代
か
ら
多
様
な
装
飾
作
例
を
広
く
集
め
て
、
そ
こ
に
一
貫
す
る
法
則
性
を
見
出
そ
う
と
試
み
た
。
そ
し
て
基
本
要
素
に
新
た
な
要
素
を

付
加
し
て
行
く
こ
と
で
、
形
態
が
調
和
を
保
ち
な
が
ら
「
発
展
的
」
に
展
開
す
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
る

(
2
3
)
0

ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
発
見
し
た
、
こ
の
発
展
的
な
法
則
性
に
お
い
て
、
各
交
差
部
に
加
え
ら
れ
た
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
要
素
は
、
最
初
に
描
か

「
見
え
な
い
」
格
子
縞
の
存
在
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
線
を
延
長
す
れ
ば
、
別
の
格
子
縞
を
形
成
す
る
。
こ
れ
は

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1

五
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ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1

ド
レ
ッ
サ
ー
が
述
べ
た
直
線
、
対
角
線
、
曲
線
が
あ
る
構
成
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
態
や
空
間
を
分
割
す
る
感
覚
は
、

両
者
で
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
最
初
か
ら
格
子
縞
を
設
定
し
た
こ
と
に
対
し
、
ド
レ
ッ
サ
ー
は
格
子
縞
の
前

段
階
と
し
て
、
区
画
や
形
状
へ
の
分
割
か
ら
始
め
た
。
つ
ま
り
、
ド
レ
ッ
サ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
の
方
が
、
分
割
さ
れ
た
形
状
な
ど
の
「
単

位
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
、
筆
者
は
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
分
割
さ
れ
た
単
位
の
中
心
に
あ
る
、
第
三
段
階
で
加
え
ら
れ
た
細
部

と
し
て
の
個
々
の
モ
チ
ー
フ
は
、
そ
の
対
角
線
が
二
次
的
な
格
子
縞
に
沿
う
よ
う
に
互
い
に
繋
が
る
こ
と
で
、
相
互
に
関
連
し
合
う
と
同

時
に
、
花
や
鳥
と
い
っ
た
自
然
形
態
と
い
う
意
味
で
も
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
分
割
さ
れ
た
単
位
が
強
調
さ
れ
て
い
る

た
め
、
モ
チ
ー
フ
同
士
が
相
互
に
関
連
し
て
い
て
も
、
全
体
構
成
を
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
モ
チ
ー
フ

の
相
互
性
と
独
立
性
と
の
共
存
こ
そ
が
、
彼
の
デ
ザ
イ
ン
の
特
徴
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
ド
レ
ッ
サ
ー
の
パ
タ
ー
ン
・

デ
ザ
イ
ン
で
は
モ
チ
ー
フ
の
独
立
性
が
一
定
保
証
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
家
紋
だ
け
で
器
を
装
飾
す
る
よ
う
な
、
少
数
の
モ
チ
ー
フ
で
小

さ
な
平
面
を
装
飾
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
じ
デ
ザ
イ
ン
・
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
次
に
、
ド
レ
ッ
サ
ー
が
ど
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
を
使
っ
て
デ
ザ
イ
ン
を
行
っ
て
い
た
か
を
考
え
た
い
。
彼
の
デ
ザ
イ
ン
・
ソ
ー

ス
が
「
歴
史
的
」
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
(24)
、
デ
ザ
イ
ン
を
行
う
際
に
は
既
存
の
モ
チ
ー
フ
集
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
（
お
）
。
一
八
五
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
『
装
飾
の
文
法
』
は
、
装
飾
文
様
集
成
の
最
も
有
名
な
も
の
で
あ
り
な

が
ら
、
従
来
の
も
の
と
は
異
な
り
、
西
欧
古
典
主
義
を
最
良
と
す
る
の
で
は
な
く
、
対
象
を
一
挙
に
ア
ジ
ア
や
イ
ス
ラ
ム
圏
に
広
げ
て
い

た
。
先
述
の
と
お
り
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
発
見
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
法
則
性
は
、
時
代
や
文
化
を
跨
い
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
収

集
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
文
様
は
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
と
っ
て
は
歴
史
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

鶴
岡
真
弓
は
、
そ
の
論
文
「
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
『
装
飾
の
文
法
』
の
世
界
像
大
英
帝
国
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
に
お
い

て
、
『
装
飾
の
文
法
』
の
よ
う
な
装
飾
文
様
集
成
は
単
な
る
図
録
に
留
ま
ら
ず
、
文
明
史
を
見
る
た
め
の
書
物
、
つ
ま
り
歴
史
書
と
い
う
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役
割
が
あ
っ
た
と
し
た
（
芭
。
さ
ら
に
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
ア
ル
ハ
ン
プ
ラ
宮
殿
の
装
飾
を
「
装
飾
文
様
の
文
法
」
を
実
現
し
た
最
高
峰
の

も
の
と
絶
賛
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
古
典
古
代
中
心
主
義
を
脱
却
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
理
解
の
根
底
に
は

古
典
古
代
の
装
飾
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
「
優
れ
た
も
の
」
の
判
断
基
準
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
「
異
国
趣
味
」
の
装
飾
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

基
準
に
適
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
狙
い
が
あ
り
、
こ
の
背
景
に
は
同
時
代
の
言
語
学
研
究
の
進
展
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
切
）
。
し

か
し
、
こ
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
装
飾
と
、
「
異
国
趣
味
」
の
装
飾
と
を
同
一
視
す
る
よ
う
な
方
法
に
は
限
界
が
あ
り
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、

言
語
学
的
に
も
装
飾
の
構
成
的
に
も
、
西
欧
と
の
つ
な
が
り
が
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
中
国
に
つ
い
て
は
、
ど
の
文
明
の
類
型
に
分
類
す

べ
き
で
あ
る
か
迷
っ
た
よ
う
で
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
同
一
視
で
き
た
イ
ン
ド
と
ヒ
ン
ズ
ー
を
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
古
代
文
明
と
し
て
著
述
し
た
後
で
、
中
国
も
そ
の
周
辺
の
古
代
文
明
の
一
っ
に
分
類
し
て
い
る
。

他
方
ド
レ
ッ
サ
ー
に
つ
い
て
、
鈴
木
博
之
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
東
方
ま
で
の
文
明
を
地
続
き
に
解
釈
し
、
歴
史
的
文
脈
で
は
な
く
地

理
的
分
類
で
芸
術
を
捉
え
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
(28)
。
ド
レ
ッ
サ
ー
は
日
光
東
照
宮
を
見
て
「
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
に
も
勝
る
」
と
感
涙
し
て

お
り
、
こ
れ
が
彼
の
最
上
級
の
誉
め
言
葉
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
『
装
飾
の
文
法
』
に
お
け
る
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
の
装
飾
の
扱
い
か
ら
推
察
さ

れ
る
。
鈴
木
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挙
げ
、
ド
レ
ッ
サ
ー
が
『
装
飾
の
文
法
』
に
は
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
様
式
に
つ
い
て
は
、
そ
の
素
睛

ら
し
さ
を
素
直
に
認
め
る
と
同
時
に
、
歴
史
的
文
脈
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
純
粋
に
類
型
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

と
考
察
し
た
。
し
か
し
、
筆
者
に
は
、
ド
レ
ッ
サ
ー
が
未
知
の
建
築
物
を
前
に
し
た
時
に
、
た
だ
単
に
知
り
う
る
限
り
で
比
較
し
、
直
感

的
に
感
想
を
述
べ
た
ま
で
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
ド
レ
ッ
サ
ー
の
間
に
、
鈴
木
が
指
摘
す
る
よ
う
な
明
確
な
理
論
的
パ
ラ

ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
は
な
い
と
考
え
る
。
ド
レ
ッ
サ
ー
の
著
書
『
デ
ザ
イ
ン
研
究

S
t
u
d
i
e
s
in 
D
e
s
i
g
n
』
(
-
八
七
四
＇
七
六
）
で
は
、

「
装
飾
家
が
最
高
品
質
の
作
品
」
を
制
作
す
る
た
め
に
学
ぶ
べ
き
装
飾
と
し
て
、
「
少
な
く
と
も
エ
ジ
プ
ト
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ペ
ル
シ
ャ
、
ア

ラ
ビ
ア
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
そ
し
て
中
世
の
装
飾
を
少
な
く
と
も
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
ロ
ー
マ
と
イ
タ
リ

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
ー

五
九



極
的
に
引
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1

ア
の
模
様
に
も
通
じ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
」
(29)
と
し
て
い
る
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
場
合
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
と
オ
リ
エ
ン
ト
の
間
に
ロ
ー
マ
を

入
れ
、
文
化
的
つ
な
が
り
を
確
認
す
る
よ
う
な
構
成
で
は
あ
る
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
結
局
、
ド
レ
ッ
サ
ー
が
新
し
い
文
脈
で
日
本
を
分

析
し
て
い
た
の
か
は
、
判
然
と
し
な
い
。

確
か
に
ド
レ
ッ
サ
ー
は
、
同
時
代
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
芸
術
家
、
装
飾
家
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
中
で
は
割
と
早
く
か
ら
、
日
本
の
デ
ザ
イ

ン
を
他
の
東
方
的
な
も
の
か
ら
明
確
に
区
別
で
き
て
い
た
よ
う
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
デ
ザ
イ
ン
を
概
観
す
る
限
り
、
実
際
に
は

「
歴
史
的
」
模
様
も
、
同
時
代
の
他
文
化
の
模
様
も
、
等
し
く
デ
ザ
イ
ン
に
引
用
さ
れ
、
ま
た
時
に
は
そ
れ
ら
は
取
り
混
ぜ
て
使
用
さ
れ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ド
レ
ッ
サ
ー
に
よ
る
モ
チ
ー
フ
の
収
集
が
「
歴
史
的
」
で
あ
っ
た
の
か
「
地
理
的
」
で
あ
っ
た
の

か
は
、
実
際
の
デ
ザ
イ
ン
の
現
場
に
お
い
て
さ
ほ
ど
問
題
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

ド
レ
ッ
サ
ー
は
広
い
引
用
元
を
持
ち
、
そ
れ
を
幾
何
学
的
構
成
に
し
た
が
っ
て
独
自
に
配
置
す
る
こ
と
で
デ
ザ
イ
ン
を
行
っ
て
い
た

が
、
「
歴
史
的
」
モ
チ
ー
フ
を
デ
ザ
イ
ン
に
使
用
す
る
に
当
っ
て
は
『
装
飾
の
文
法
』
の
「
形
態
と
色
彩
に
お
け
る
三
七
の
一
般
原
理

G
e
n
e
r
a
l
 Principles in 
the A
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 o
f
 F
o
r
m
 a
n
d
 C
o
l
o
u
r
…
」
の
三
六
番
目
、
「
過
去
の
作
品
の
中
に
見
出
し
う
る
原
理
は
我
々
の

も
の
で
あ
る
が
、
結
果
は
そ
う
で
は
な
い
。
目
的
を
手
段
と
み
な
す
こ
と
で
あ
る
。
」
(30)
を
引
き
、
「
単
な
る
模
倣
者
」
に
な
ら
な
い
よ
う

注
意
し
て
い
た
(31)
。
彼
は
、
「
歴
史
的
」
様
式
の
模
様
は
、
そ
の
ま
ま
再
現
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
「
新
し
い
形
と
、
形
の
新
し
い
組
み

合
わ
せ
」
(32)

を
使
い
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
独
自
の
デ
ザ
イ
ン
を
創
作
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
は

「
歴
史
的
」
で
あ
れ
「
地
理
的
」
で
あ
れ
、
等
し
く
既
存

(past)

の
も
の
と
し
て
、
ド
レ
ッ
サ
ー
の
構
成
の
下
で
再
配
置
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
は
彼
の
構
成
が
持
つ
性
質
上
、
幾
何
学
的
枠
組
み
を
持
ち
、
独
立
し
て
使
用
可
能
な
も
の
が
積

六
〇



コ
ー
ル
・
サ
ー
ク
ル
と
の
関
係

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
ー

六

ド
レ
ッ
サ
ー
は
幾
何
学
的
な
デ
ザ
イ
ン
構
成
を
実
践
し
、
ま
た
、
そ
こ
で
使
用
す
る
モ
チ
ー
フ
を
既
存
の
模
様
か
ら
選
び
出
し
て
い

た
。
彼
は
、
「
歴
史
的
」
な
も
の
か
ら
独
自
の
デ
ザ
イ
ン
を
創
作
す
る
に
は
、
「
新
し
い
形
と
、
形
の
新
し
い
組
み
合
わ
せ
」
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
て
い
た
が
、
「
歴
史
的
」
模
様
を
自
由
に
作
り
変
え
、
新
し
い
目
的
の
た
め
に
使
用
し
て
よ
い
と
い
う
、
こ
の
考
え
方
の
背
景

に
は
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
ら
、
コ
ー
ル
・
サ
ー
ク
ル
の
メ
ン
バ
ー
が
共
有
し
て
い
た
デ
ザ
イ
ン
理
論
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
第
二
章
で
は
、

彼
の
デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
幾
何
学
性
と
、
モ
チ
ー
フ
の
形
式
的
、
ま
た
内
容
的
独
立
性
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
彼
が
受
け
た
教
育
の
影
響

と
、
師
弟
関
係
と
い
う
視
点
で
考
察
し
た
い
。

十
七
世
紀
後
半
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
っ
て
中
国
の
品
々
が
輸
入
さ
れ
、
中
国
趣
味
が
起
こ
る
。
そ
の
異
国
情
緒

溢
れ
る
、
情
景
描
写
の
模
様
と
花
鳥
の
モ
チ
ー
フ
と
は
、
ロ
コ
コ
趣
味
の
情
景
描
写
と
グ
ロ
テ
ス
ク
模
様
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、
自
然
主

義
的
な
花
鳥
や
、
異
国
の
情
景
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
が
、
壁
面
装
飾
に
お
い
て
盛
ん
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
十
八

世
紀
末
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
壁
紙
産
業
を
牽
引
し
、
十
九
世
紀
に
は
黄
金
期
を
迎
え
る
。
こ
の
頃
、
フ
ラ
ン
ス
で
造
ら
れ
て
い
た
壁
面
装

飾
用
の
紙
や
布
は
、
ロ
コ
コ
趣
味
を
引
き
継
い
で
、
陰
影
の
表
現
技
法
を
多
用
し
た
写
実
的
、
自
然
主
義
的
表
現
の
も
の
で
あ
っ
た
。
イ

ギ
リ
ス
が
、
長
ら
く
こ
う
し
た
「
フ
ラ
ン
ス
も
の
」
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
一
八
五
一
年
に
開
催
さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
万
国
博
覧

会
に
出
品
さ
れ
た
品
々
か
ら
伺
え
る
[
図
5
]
a〉

o

十
九
世
紀
中
頃
に
は
ヽ
ナ
シ
ヨ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
に
伴
い
、
各
国
の
上
流
階
級
に

お
い
て
歴
史
的
な
様
式
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
こ
れ
は
大
衆
の
間
に
も
波
及
し
て
「
歴
史
的
」
模
様
が
流
行
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
こ

の
よ
う
な
流
行
に
応
え
る
べ
く
、
「
フ
ラ
ン
ス
も
の
」
の
よ
う
な
「
歴
史
的
」
趣
味
の
デ
ザ
イ
ン
が
一
般
に
も
広
く
行
き
渡
り
、
既
存
の

「
歴
史
的
」
模
様
は
あ
ら
ゆ
る
装
飾
品
に
転
用
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
、
こ
れ
に
対
す
る
反
動
で
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
は
一
八
五

0
年
代
か



ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1

ら
、
ゴ
シ
ッ
ク
・
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
の
建
築
家
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
・
ピ
ュ
ー
ジ
ン
(
-
八
―
二
，
五
二
）
ら
に
よ
っ
て
、
幾
何
学
的
な
パ

タ
ー
ン
や
平
面
性
を
絶
対
と
す
る
改
革
運
動
が
起
こ
っ
た
。

ビ
ュ
ー
ジ
ン
は
、
装
飾
に
使
用
さ
れ
た
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
が
、
室
内
に
お
け
る
実
際
の
明
暗
の
効
果
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
非
論
理
的

で
あ
る
と
し
て
、
そ
う
し
た
食
い
違
い
が
起
こ
ら
な
い
平
面
的
デ
ザ
イ
ン
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
(34)
。
コ
ー
ル
・
サ
ー
ク
ル

は
、
こ
う
し
た
「
デ
ザ
イ
ン
は
機
能
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
に
従
い
、
ビ
ュ
ー
ジ
ン
の
唱
え
た
原
理
を
工
芸
と
産
業

芸
術
に
応
用
し
よ
う
と
し
た
(35)
。
第
一
回
ロ
ン
ド
ン
万
国
博
覧
会
の
二
年
前
、
一
八
四
九
年
に
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
コ
ー
ル
ま
た
は
リ

チ
ャ
ー
ド
・
レ
ッ
ド
グ
レ
イ
ヴ
が
編
集
長
を
務
め
た
『
ジ
ャ
ー
ナ
ル
・
オ
ヴ
・
デ
ザ
イ
ン
・
ア
ン
ド
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー

The

一ournal
of D
e
s
i
g
n
 a
n
d
 Manufactures
』
の
刊
行
が
開
始
さ
れ
た
。
こ
れ
は
庶
民
が
求
め
る
製
品
の
デ
ザ
イ
ン
向
上
に
取
り
組
む
(36)

「世

界
初
の
デ
ザ
イ
ン
誌
」
(
”
)
で
、
こ
こ
に
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
デ
ザ
イ
ン
の
原
理
に
つ
い
て
の
批
評
や
論
説
を
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
コ
ー
ル
は
、
装
飾
産
業
、
ひ
い
て
は
デ
ザ
イ
ン
教
育
に
必
要
な
も
の
は
何
な
の
か
を
業
界
に
問
お
う
と
し
て
い
た
。
本
誌
の
編
集
に

は
、
そ
う
し
た
社
会
的
・
経
済
的
・
政
治
的
な
意
図
が
あ
っ
た
(38)

こ
と
か
ら
、
彼
の
デ
ザ
イ
ン
原
理
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
押
し
な
べ
て

コ
ー
ル
・
サ
ー
ク
ル
内
で
共
有
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

コ
ー
ル
は
、
公
文
書
保
管
所
の
文
官
で
あ
り
な
が
ら
、
芸
術
家
と
社
会
と
の
新
し
い
生
産
的
な
関
係
を
模
索
し
て
い
た
多
オ
な
人
物

で
(39)
、
政
府
立
の
デ
ザ
イ
ン
学
校
の
運
営
面
で
の
改
革
に
、
業
界
に
お
い
て
力
を
持
つ
雑
誌
の
刊
行
と
い
う
形
で
、
外
部
か
ら
介
入
し
て

い
た
。
ま
た
、
一
八
四
九
年
に
パ
リ
に
お
け
る
産
業
博
覧
会
を
視
察
後
に
国
際
博
覧
会
の
必
要
性
を
ア
ル
バ
ー
ト
公
に
進
言
し
、
一
八
五

一
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
万
国
博
覧
会
の
主
催
者
の
一
人
と
し
て
尽
力
、
後
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館

で
あ
る
、
サ
ウ
ス
・
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
博
物
館
の
設
立
に
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
日
本
の
美
術
品
の
収
集
に
も
積

極
的
な
態
度
を
示
し
、
そ
の
意
向
は
組
織
全
体
に
反
映
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
(40)
、
こ
の
博
物
館
に
移
転
さ
れ
て
い
た
、
デ
ザ
イ
ン

六



学
校
の
科
学
・
美
術
部
門

(the
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 of Science 

and Art)
で
、
一
八
五
九
年
か
ら
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
『
装
飾
の
文
法
』
を

用
い
て
植
物
学
を
講
じ
て
い
た
の
が
ド
レ
ッ
サ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
科
学
・
美
術
部
門
と
は
、
デ
ザ
イ
ン
学
校
の
組
織
と
運
営
の
改
革
の

た
め
、
一
八
五
二
年
に
総
監
督
者
を
コ
ー
ル
、
ま
た
美
術
監
督
者
を
レ
ッ
ド
グ
レ
イ
ヴ
と
し
て
商
務
省
に
新
設
さ
れ
た
実
用
美
術
部
門

（巨
e
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 of Practical Art)
が
、
翌
年
、
科
学
教
育
部
門
と
合
併
し
教
育
局
に
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
(41)
。
イ
ギ
リ
ス
の

デ
ザ
イ
ン
学
校
は
一
八
三
七
年
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
美
術
教
育
と
は
異
な
る
、
本
質
的
に
職
業
的
な
教
育
を
行
う
場
、
装
飾
デ
ザ
イ
ン
の
た

め
の
学
校
と
し
て
開
校
さ
れ
た
が
(42)

、
以
後
一
八
四
八
年
ま
で
は
教
育
の
方
針
や
内
容
が
定
ま
ら
ず
、
応
用
芸
術
の
た
め
の
教
育
が
、
純

粋
芸
術
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
べ
き
か
模
索
が
続
い
た
。
一
八
四
六
年
、
純
粋
芸
術
を
重
視
し
、
デ
ザ
イ
ン
の
実
践
を
軽
視
し
た
教

育
が
批
判
さ
れ
、
翌
年
、
科
学
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン
を
重
視
し
、
幾
何
学
を
デ
ザ
イ
ン
の
基
礎
と
確
信
し
て
い
た
(43)
、
前
任
の
校
長
で
あ

る
画
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ダ
イ
ス
(
-
八

0
六
＇
六
四
）
が
装
飾
ク
ラ
ス
の
教
員
に
任
命
さ
れ
た
。
『
ジ
ャ
ー
ナ
ル
・
オ
ヴ
・
デ
ザ
イ
ン
・
ア

ン
ド
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
』
誌
が
発
行
さ
れ
た
際
、
コ
ー
ル
が
指
針
と
し
て
最
初
に
取
り
上
げ
た
の
が
ダ
イ
ス
の
デ
ザ
イ
ン
論
で
(44)
、

一
八
四
七
年
か
ら
五
四
年
ま
で
学
生
と
し
て
在
籍
し
た
ド
レ
ッ
サ
ー
は
、
正
に
コ
ー
ル
に
指
揮
下
で
育
成
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
っ

た
。
コ
ー
ル
の
教
育
の
基
本
に
用
い
ら
れ
て
い
た
『
装
飾
の
文
法
』
の
「
形
態
と
色
彩
に
お
け
る
三
七
の
一
般
原
理
」
は
、
装
飾
は
建
築

に
従
う
こ
と
、
自
然
を
デ
ザ
イ
ン
・
ソ
ー
ス
と
す
べ
き
こ
と
等
、
実
際
の
デ
ザ
イ
ン
を
行
う
際
に
配
慮
す
べ
き
技
術
的
指
示
で
あ
っ
た
。

三
七
項
目
の
う
ち
、
ニ
―
項
目
が
色
彩
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
使
用
す
べ
き
色
の
選
択
や
、
そ
の
配
色
に
重
き
を
置
い

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
原
理
や
作
品
に
見
ら
れ
る
、
技
術
主
義
的
な
側
面
や
、
装
飾
は
建
築
に
従
属
す
る
と
い
う
考
え

方
、
ま
た
、
完
全
に
平
面
で
装
飾
的
な
デ
ザ
イ
ン
は
、
コ
ー
ル
・
サ
ー
ク
ル
の
メ
ン
バ
ー
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
ビ
ュ
ー
ジ
ン
と
の

明
ら
か
な
類
似
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
(45)
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
デ
ザ
イ
ン
原
理
は
共
有
さ
れ
て
い
た
た
め
、
ど
こ
ま
で
が

彼
ら
個
々
人
の
独
創
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
明
確
な
区
別
は
つ
け
難
い
。
と
は
い
え
、
ド
レ
ッ
サ
ー
の
行
っ
た
完
全
に
平
面
的
で
幾
何
学

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
ー
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コ
ー
ル
・
サ
ー
ク
ル
は
デ
ザ
イ
ン
を
モ
チ
ー
フ
の
持
つ
寓
意
的
な
意
味
か

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
ー

的
デ
ザ
イ
ン
構
成
は
、
こ
の
デ
ザ
イ
ン
学
校
で
学
ん
だ
こ
と
の
実
践
で
あ
る
こ
と
に
間
違
は
い
な
く
(46)
、
そ
こ
に
使
用
さ
れ
る
「
歴
史

的
」
モ
チ
ー
フ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
三
六
番
目
の
原
理
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
り
、
同
様
に
、
一
次
的
形
態
分
割
の
作

業
を
重
視
す
る
態
度
も
七
番
目
の
原
理
に
従
う
も
の
で
あ
る
。

幾
何
学
的
平
面
的
デ
ザ
イ
ン
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
要
素
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
自
然
主

義
的
描
写
に
何
ら
か
の
制
限
を
設
け
る
こ
と
に
な
り
、
コ
ー
ル
・
サ
ー
ク
ル
に
お
い
て
そ
れ
は
、
自
然
を
ひ
た
す
ら
に
模
倣
す
る
デ
ザ
イ

ン
を
批
判
す
る
考
え
に
つ
な
が
っ
た
。
自
然
を
デ
ザ
イ
ン
の
源
泉
と
す
る
点
で
は
、
ビ
ュ
ー
ジ
ン
と
ド
レ
ッ
サ
ー
は
共
通
し
て
い
た
が
、

自
然
を
神
の
被
造
物
と
し
て
捉
え
る
態
度
は
ド
レ
ッ
サ
ー
に
は
な
く
、
彼
は
、
最
早
信
仰
は
社
会
の
普
遍
的
共
通
理
解
で
は
な
い
と
考
え

て
い
た
。
神
と
い
う
超
越
的
存
在
か
ら
デ
ザ
イ
ン
を
切
り
離
す
こ
と
は
、
同
時
に
、
モ
チ
ー
フ
に
付
随
す
る
歴
史
的
宗
教
的
な
寓
意
性
か

ら
も
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
歴
史
的
」
性
質
の
も
の
を
「
新
し
い
形
と
、
形
の
新
し
い
組
み
合
わ
せ
」
で
デ
ザ
イ
ン
す
る
、
ド

レ
ッ
サ
ー
の
創
作
活
動
は
、
こ
の
寓
意
性
か
ら
の
解
放
な
し
に
は
成
し
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
章
で
は
、
ド
レ
ッ
サ
ー

の
デ
ザ
イ
ン
は
そ
の
第
一
次
形
態
分
割
を
重
視
し
て
い
る
た
め
、
モ
チ
ー
フ
の
相
互
関
係
と
同
じ
く
、
個
々
の
独
立
性
が
強
調
さ
れ
る
点

に
特
徴
が
あ
る
と
考
察
し
た
が
、
モ
チ
ー
フ
を
そ
の
「
歴
史
的
」
意
義
か
ら
切
り
離
し
て
再
配
置
で
き
た
の
も
、
ま
た
モ
チ
ー
フ
を
模
様

全
体
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
独
立
し
て
使
用
で
き
た
の
も
、
寓
意
性
か
ら
の
解
放
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
な
く
し
て
、
ド
レ
ッ

サ
ー
は
異
な
る
様
式
の
モ
チ
ー
フ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
も
、
既
存
の
パ
タ
ー
ン
・
デ
ザ
イ
ン
か
ら
分
割
「
単
位
」
だ
け
を
取
り
出
し
て

使
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
『
ジ
ャ
ー
ナ
ル
・
オ
ヴ
・
デ
ザ
イ
ン
・
ア
ン
ド
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
』
誌
で
は
、
様
式

の
異
な
る
複
数
の
装
飾
を
‘
―
つ
の
デ
ザ
イ
ン
に
施
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
(47)

、
「
歴
史
的
」
モ
チ
ー
フ
の
再
配
置
は
、
先
行

す
る
デ
ザ
イ
ン
原
理
に
抵
触
し
か
ね
な
い
、
彼
独
自
の
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

最
後
に
、
模
様
が
持
つ
寓
意
性
に
つ
い
て
付
言
す
る
な
ら
、
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ら
解
放
し
た
と
述
べ
た
が
、
ド
レ
ッ
サ
ー
は
、
モ
チ
ー
フ
の
比
喩
的
な
意
味
合
い
を
全
く
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
『
日
本
＇
そ

の
建
築
、
美
術
、
工
芸
』
の
中
で
、
日
本
人
が
身
近
な
木
や
花
か
ら
連
想
す
る
事
物
を
挙
げ
、
こ
う
し
た
連
関
は
ど
こ
の
国
で
も
あ
る
こ

と
で
あ
る
と
し
た
。
日
本
人
が
桜
か
ら
春
を
連
想
す
る
こ
と
も
、
菊
が
皇
室
の
紋
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
バ
ラ
が
イ
ギ
リ
ス
王
室
を
示
す

こ
と
も
、
国
民
に
と
っ
て
は
自
然
な
連
想
の
結
果
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
。
し
か
し
、
ド
レ
ッ
サ
ー
は
、
蓮
か
ら
仏
教
を
連
想
す
る
こ
と

と
、
蓮
と
仏
教
信
仰
が
持
つ
自
然
へ
の
愛
と
を
関
連
付
け
る
こ
と
は
異
な
る
と
し
た
(48)
。
つ
ま
り
、
モ
チ
ー
フ
と
い
う
記
号
は
、
季
節
や

時
間
を
直
喩
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
以
上
の
仄
め
か
し
を
行
う
も
の
で
は
な
い
。
分
割
し
再
配
置
さ
れ
た
個
々
の
モ
チ
ー
フ
は

単
体
で
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
集
合
と
し
て
の
全
体
に
お
い
て
、
別
の
何
か
の
比
喩
と
な
っ
た
り
、
個
々
の
持
つ
意
味
以
上
の

も
の
を
示
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
関
連
す
る
何
ら
か
の
意
味
を
有
し
た
「
歴
史
的
」
模
様
を
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
が

持
つ
直
接
の
意
味
だ
け
は
保
持
し
な
が
ら
、
文
化
的
な
意
味
づ
け
と
い
う
し
が
ら
み
か
ら
切
り
離
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
、
「
日
本
人
は
、
厳
密
に
装
飾
と
呼
べ
る
も
の
を
持
た
な
い
。
彼
ら
の
模
様
は
、
も
っ
ぱ
ら
自
然
の
形
態
の
様
式
化
さ

れ
た
描
写
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
一
方
で
中
国
人
は
民
族
的
で
あ
り
優
れ
た
陳
述

(statement)

で
も
あ
る
よ
う
な
装
飾
を
持
っ
て

い
る
」
(49)

と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
日
本
の
模
様
は
、
コ
ー
ル
・
サ
ー
ク
ル
が
批
判
し
た
、
自
然
の
直
接
的
模
倣
に
基
づ
く
デ
ザ
イ
ン
を

行
っ
て
い
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
来
日
し
て
直
接
に
触
れ
た
の
で
は
な
い
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
は
、
受
け
入
れ
難
い
も
の
で

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
—

ド
レ
ッ
サ
ー
が
日
本
旅
行
で
得
た
も
の

六
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ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
ー

ピ
ュ
ー
ジ
ン
や
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
発
言
に
対
し
て
ド
レ
ッ
サ
ー
は
、
彼
が
日
本
で
数
多
く
見
た
よ
う
な
、
純
粋

(
p
u
r
e
)

で
特
徴
的
な

（
g日
acteristic)

装
飾
の
作
例
を
、
も
し
も
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
見
て
い
た
な
ら
、
彼
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
言
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
述

べ
て
い
る
(50)
。
コ
ー
ル
・
サ
ー
ク
ル
の
デ
ザ
イ
ン
原
理
は
ド
レ
ッ
サ
ー
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
、
必
ず
し
も

順
守
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
前
章
で
考
察
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
日
本
旅
行
の
報
告
書
で
あ
る
『
日
本

＇
そ
の
建
築
、
美
術
、
工
芸
』
を
手
が
か
り
と
し
て
、
日
本
で
の
経
験
か
ら
、
彼
が
何
を
得
た
の
か
、
そ
し
て
日
本
の
模
様
を
ど
の
よ
う

に
理
解
し
て
デ
ザ
イ
ン
に
取
り
入
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
。

ド
レ
ッ
サ
ー
は
同
書
の
中
で
、
日
本
の
模
様
は
装
飾
で
あ
る
と
定
義
し
た
。
そ
れ
を
否
定
し
た
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
言
葉
に
照
ら
す
な
ら
、

彼
は
、
日
本
に
は
特
徴
的
な
装
飾
が
あ
り
、
ま
た
単
な
る
模
倣
的
描
写
に
偏
ら
な
い
表
現
が
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日

本
へ
行
っ
た
こ
と
が
な
い
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
、
現
地
で
実
際
に
色
々
な
も
の
を
見
た
彼
自
身
を
対
比
さ
せ
る
よ
う
な
書
き
方
か
ら
は
、
一
見

す
る
と
彼
の
日
本
理
解
が
、
来
日
を
機
に
変
化
し
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
一
八
六
三
年
に
行
っ
た
講
義
『
日
本
の
装
飾

]apanese 
o
r
n
a
m
e
n
t
a
t
i
o
n
』
で
は
、
全
て
の
日
本
の
美
術
品
で
は
「
装
飾
の
真
の
状
態
を
保
持
す
る
と
い
う
原
則
が
、
厳
密
に
保
た
れ
て

い
る
」
(51)

と
し
て
お
り
、
来
日
前
、
し
か
も
第
二
回
ロ
ン
ド
ン
万
国
博
覧
会
前
に
は
既
に
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
中
国
ま
で
と
し
て
い
た
装
飾

概
念
が
適
用
さ
れ
得
る
範
囲
を
、
日
本
に
ま
で
拡
張
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
よ
っ
て
、
彼
が
来
日
で
得
た
も
の
は
、
デ
ザ
イ
ン
原
理

の
転
換
に
つ
な
が
る
刺
激
や
、
そ
の
契
機
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

万
国
博
覧
会
に
お
い
て
日
本
美
術
が
初
め
て
総
合
的
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
一
八
六
二
年
の
第
二
回
ロ
ン
ド
ン
万
国
博
覧
会
で
あ
っ
た

が
(52)
、
こ
の
時
に
見
た
日
本
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
ゴ
シ
ッ
ク
・
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
を
代
表
す
る
建
築
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ー
ジ
ェ

ス
(
-
八
二
七
＇
八
一
）
は
、
「
真
の
中
世

(real
m
e
d
i
e
v
a
l
 court)
」
で
あ
る
と
述
べ
た
(53)
。
中
世
の
職
人
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
は
、

（
一
八
一
九
＇
一
九

0
0
)
を
始
め
と
す
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
芸
術
家
、
美
術
批
評
家
に
と
っ
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て
、
復
活
す
べ
き
理
想
と
さ
れ
て
お
り
、
異
国
趣
味
の
流
行
の
中
で
、
オ
リ
エ
ン
ト
を
始
め
と
す
る
異
国
の
芸
術
に
中
世
の
理
想
像
を
重

ね
る
こ
と
も
多
々
行
わ
れ
て
い
た
。
ド
レ
ッ
サ
ー
も
例
外
で
は
な
く
、
そ
の
旅
行
記
か
ら
は
、
日
本
で
見
た
職
人
の
丁
寧
な
手
技
に
深
い

感
銘
を
受
け
た
様
子
が
伺
え
る
。
た
だ
し
、
彼
の
日
本
観
は
日
本
人
観
に
踏
み
込
む
も
の
で
、
そ
の
職
人
技
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
中
世

(
M
i
d
d
l
e
 A
g
e
)

の
手
仕
事
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
(54)
、
そ
の
手
で
創
り
出
さ
れ
た
芸
術
は
、
仏
教
信
仰
と
神
道
信
仰
が
日
本
人

の
生
活
に
お
い
て
混
在
し
た
結
果
だ
と
理
解
し
て
い
た
。

ド
レ
ッ
サ
ー
は
、
デ
ザ
イ
ン
に
使
用
す
る
モ
チ
ー
フ
が
持
つ
か
も
し
れ
な
い
宗
教
的
意
味
を
、
作
品
と
は
切
り
離
し
て
お
り
、
デ
ザ
イ

ン
を
通
し
て
何
か
を
暗
示
す
る
よ
う
な
も
の
の
制
作
は
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
彼
自
身
が
生
き
た
社
会
に
お
い
て
は
、
普
遍
的
に
理
解

さ
れ
得
る
要
素
は
、
既
に
信
仰
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
本
の
作
品
を
理
解
す
る
時

に
は
、
日
本
人
の
信
仰
を
理
解
の
手
が
か
り
に
し
て
い
る
。
彼
は
、
日
本
人
が
自
然
を
愛
す
る
の
は
、
仏
教
の
殺
生
を
禁
じ
る
教
え
に
基

づ
く
と
考
え
て
い
た
(55)

。
ま
た
そ
の
愛
で
る
べ
き
自
然
を
育
み
、
支
え
る
の
は
「
火
へ
の
崇
拝
、
英
雄
崇
拝
、
男
根
崇
拝
か
ら
成
り
立

つ
」
原
初
的
な
信
仰
で
あ
る
神
道
で
(56)
、
こ
れ
ら
を
崇
敬
す
る
信
仰
上
の
態
度
か
ら
、
何
事
に
も
誠
実
で
丁
寧
な
仕
事
を
行
う
気
質
が
生

ま
れ
た
と
考
察
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ド
レ
ッ
サ
ー
が
、
あ
る
作
品
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
作
品
が
成
立
し
た
社
会
で
普
遍
的

に
認
め
ら
れ
て
い
る
具
体
的
な
要
素
を
手
が
か
り
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
彼
が
、
こ
う
し
た
作
品
と
社
会
の
関
係
を
重
視
し
て
い

た
の
な
ら
、
ド
レ
ッ
サ
ー
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
に
も
、
同
じ
論
議
が
適
用
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
活
動
に
お
い

て
彼
は
、
誰
に
で
も
、
そ
れ
が
何
を
表
す
の
か
普
遍
的
に
理
解
し
得
る
要
素
、
つ
ま
り
デ
ザ
イ
ン
理
解
へ
の
手
が
か
り
と
し
て
身
近
な
自

然
の
形
態
を
採
用
し
、
ま
た
逆
に
、
よ
く
分
か
ら
な
い
、
「
身
近
で
は
な
い
」
要
素
と
し
て
異
国
趣
味
を
取
り
入
れ
た
と
考
え
る
な
ら
、

普
遍
的
理
解
を
促
す
モ
チ
ー
フ
の
使
用
そ
れ
自
体
を
否
定
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
来
日
時
の
ド
レ
ッ
サ
ー
は
、
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
構
成
の
規
則
性
と
対
称
性
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
後
の
デ
ザ

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1

六
七



彼
は
こ
こ
で
、
日
本
人
の
線
描
の
簡
素
さ
に
触
れ
、
絵
画
の
画
家
と
違
い
、
模
様
の
画
家
は
簡
素
で
対
称
的
形
態
を
求
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
日
本
人
は
そ
の
簡
素
さ
と
対
称
性
の
価
値
を
良
く
知
っ
て
い
る
と
評
価
し
た
(61)
。
前
述
の
、
ド
レ
ッ
サ
ー
が
日
本
で
見
た

「
中
世
的
」
芸
術
と
は
、
建
築
に
施
さ
れ
た
ひ
し
形
模
様
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
「
日
本
の
模
様
の
特
徴
の
―
つ
は
、
水
平
な
部
材
や
「
じ
ゃ

ば
ら
層
」
に
施
さ
れ
た
ひ
し
形
パ
タ
ー
ン
に
見
ら
れ
る
」
(62)

と
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ひ
し
形
模
様
が
整
然
と
並
ん
で
い
る
様
子
や
、
個
々

の
ひ
し
形
の
も
つ
多
彩
な
デ
ザ
イ
ン
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
こ
れ
（
ひ
し
形
模
様
）
は
、
う
ま
く
配
分
さ
れ
た
部
分
や
適
切
に

強
調
さ
れ
た
点
に
よ
っ
て
隅
々
ま
で
配
慮
が
行
き
届
い
た
装
飾
体
系
で
あ
る
。
個
々
の
部
分
が
適
切
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
十
分
注
意
さ

れ
て
い
る
」
(63)

と
続
け
た
。
こ
こ
か
ら
、
彼
が
そ
の
規
則
性
と
対
称
性
を
、
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
の
特
徴
の
―
つ
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る

こ
と
が
伺
え
る
。
ド
レ
ッ
サ
ー
は
、
こ
の
対
称
的
構
成
の
ひ
し
形
模
様
に
関
し
て
、
十
八
個
の
挿
絵
[
図
7
]
を
入
れ
ヽ
そ
れ
ら
は
純
粋

あ
っ
た
。

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1

イ
ン
に
不
規
則
性
や
非
対
称
性
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
当
初
の
関
心
は
こ
の
二
点
で
あ
っ
た
(57)
。
彼
と
同
じ
よ
う
に
、
日

本
美
術
を
実
見
し
て
、
そ
の
特
徴
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
同
時
代
の
芸
術
家
に
も
見
ら
れ
、
先
に
挙
げ
た
バ
ー
ジ
ェ
ス
も
ま
た
同

様
に
「
日
本
人
の
デ
ザ
イ
ン
に
見
ら
れ
る
大
き
な
原
理
は
、
ま
と
ま
っ
た
装
飾
や
形
象
を
、
画
枠
や
地
の
中
心
に
置
く
こ
と
」
(58)

で
あ
る

と
し
て
、
日
本
美
術
の
原
理
に
関
す
る
論
文
を
書
い
た
。
実
際
、
ド
レ
ッ
サ
ー
の
旅
行
記
か
ら
は
、
彼
が
注
目
し
て
い
た
の
は
、
そ
の
規

則
性
と
対
称
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
『
日
本
＇
そ
の
建
築
、
美
術
、
工
芸
』
の
挿
絵
の
内
、
特
に

FIG.
117
か
ら

FIG.
147 

は
一
見
、
逆
の
不
規
則
性
や
非
対
称
性
に
注
目
し
て
収
録
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
異
な
る
。

FIG.
117
以
降
の
挿
絵

で
は
、
日
本
の
絵
画
や
模
様
に
見
ら
れ
る
詩
的
感
情

(poetical
feeling)

表
現
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
り
(59)
、
ま
た
、

FIG.
120 
[図

6
]
か
ら
F
I
G
.
1
4
7
ま
で
は
、
そ
の
線
描

(
d
r
a
w
i
n
g
)

が
、
常
に
簡
素
さ

(s
甘
1plicity)

を
心
が
け
て
自
然
を
写
し

(copy)

取
っ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
(60)
。
デ
ザ
イ
ン
教
育
を
受
け
た
ド
レ
ッ
サ
ー
に
と
っ
て
線
描
と
は
、
装
飾
の
た
め
の
基
礎
で

六
八



最
後
に
こ
の
第
四
章
で
は
、
ド
レ
ッ
サ
ー
が
日
本
で
確
信
し
た
模
様
の
規
則
性
と
対
称
性
を
、
ど
の
よ
う
に
作
品
に
反
映
し
た
の
か
、

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1

四．

帰
国
後
の
制
作
に
つ
い
て

六
九

な

(
P
且
w)
形
式
や
洗
練
さ
れ
た

(refinement)
線
と
い
う
点
で
は
ギ
リ
シ
ャ
の
模
様
に
劣
る
が
、
良
質
な
古
典
芸
術

(
d
g
s
i
c

art)

で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
こ
こ
で
付
言
す
る
な
ら
、
彼
が
日
本
の
装
飾
を
「
徹
底
し
た
平
面
様
式
（
丑
決
l

flatness)
」
と
捉
え
て
い

た
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
(64)
。
こ
の
こ
と
は
、
ひ
し
形
模
様
を
、
水
平
部
材
の
た
め
の
装
飾
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
た
こ
と
と

も
矛
盾
し
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
で
多
く
の
作
例
に
触
れ
た
こ
と
を
通
じ
て
、
ド
レ
ッ
サ
ー
は
、
日
本
人
の
自
然
表
現
は
、
崇
拝
対
象
を
つ
ぶ
さ

に
観
取
す
る
信
仰
上
の
態
度
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
装
飾
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
創
造
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
み

な
し
た
。
コ
ー
ル
・
サ
ー
ク
ル
が
批
判
し
た
よ
う
な
自
然
の
模
倣
に
走
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
簡
素
な
線
で
モ
チ
ー
フ
を
写
し
取
る
手
法

に
基
づ
く
、
あ
る
程
度
抽
象
化
さ
れ
た
装
飾
だ
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
が
日
本
の
模
様
の
特
徴
と
し
て
注
目
し
て
い
た
の

は
、
規
則
性
と
対
称
性
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
同
時
代
の
芸
循
家
が
日
本
美
術
に
見
て
い
た
も
の
と
は
異
な
る
要
素
で
あ
る
。
ド
レ
ッ
サ
ー

が
、
数
あ
る
模
様
の
中
か
ら
パ
タ
ー
ン
・
デ
ザ
イ
ン
を
取
り
上
げ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
で
扱
っ
た
彼
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
構
成
に

対
応
す
る
模
様
に
符
合
し
た
た
め
で
あ
る
と
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
来
日
の
際
ド
レ
ッ
サ
ー
が
確
信
し
た
の
は
、
日
本
の
装
飾
が
、
自
身

の
原
理
に
適
う
「
歴
史
的
」
模
様
で
あ
り
、
ま
た
、
「
新
し
い
形
と
、
形
の
新
し
い
組
み
合
わ
せ
」
の
た
め
の
再
配
置
に
応
用
で
き
る
素

材
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。



ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1

ま
た
、
帰
国
後
の
デ
ザ
イ
ン
の
変
化
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
果
た
し
た
役
割
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
作
品
分
析
を

通
し
て
考
察
す
る
。

帰
国
後
の
ド
レ
ッ
サ
ー
は
、
装
飾
芸
術
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
述
す
る
と
共
に
、
そ
れ
と
平
行
し
て
陶
磁
器
、
家
具
等
の
木
製
品
、
ガ

ラ
ス
製
品
、
金
工
品
、
室
内
装
飾
用
の
テ
キ
ス
タ
イ
ル
や
壁
紙
と
い
っ
た
、
多
岐
に
渡
る
日
用
品
の
デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
て
お
り
、
同
時

に
、
床
面
装
飾
の
た
め
の
リ
ノ
リ
ウ
ム
の
デ
ザ
イ
ン
に
取
り
組
む
な
ど
(65)
、
新
し
い
工
業
製
品
に
多
大
な
る
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。

陶
磁
器
に
つ
い
て
は
、
一
八
六
二
年
か
ら
ミ
ン
ト
ン
社
、
六
七
年
か
ら
は
ウ
ェ
ッ
ジ
ウ
ッ
ド
社
、
そ
の
二
年
後
に
は
ワ
ッ
ト
コ
ム
社
な

ど
の
陶
磁
器
メ
ー
カ
ー
に
デ
ザ
イ
ン
を
提
供
し
、
そ
こ
で
量
産
さ
れ
た
多
く
の
製
品
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
六

0
社
以
上
も
の

会
社
に
デ
ザ
イ
ン
を
提
供
し
た
も
の
の
(66)
、
現
存
す
る
テ
キ
ス
タ
イ
ル
・
デ
ザ
イ
ン
は
非
常
に
数
が
少
な
い
た
め
(67)
、
日
本
の
デ
ザ
イ

ン
と
比
較
す
る
湯
合
に
は
、
陶
磁
器
デ
ザ
イ
ン
を
中
心
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
彼
は
一
八
七
七
年
、
日
本
か
ら
帰
国
し
た
年
に

ヒ
ュ
ー
キ
ン
＆
ヒ
ー
ス
社
の
た
め
の
金
工
品
デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
る
一
方
、
七
九
年
に
、
「
彼
の
陶
磁
器
製
作
に
お
け
る
新
境
地
を
開
い

た
…
（
中
略
）
と
り
わ
け
日
本
美
術
に
触
発
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
作
例
が
多
い
」
(68)

と
さ
れ
る
陶
磁
器
メ
ー
カ
ー
、
リ
ン
ソ
ー
プ
・
ア
ー

ト
・
ポ
タ
リ
ー
社
の
設
立
に
関
わ
り
、
そ
の
美
術
部
門
長
に
就
い
た
。
し
か
し
帰
国
後
数
年
の
内
に
陶
磁
器
関
係
の
大
き
な
仕
事
か
ら
は

手
を
引
い
て
い
る
。
ウ
ェ
ッ
ジ
ウ
ッ
ド
社
か
ら
は
来
日
前
の
一
八
六
八
年
ま
で
に
既
に
退
き
、
ま
た
ミ
ン
ト
ン
社
と
ワ
ッ
ト
コ
ム
社
と
の

契
約
は
八

0
年
ま
で
に
切
れ
、
翌
八
一
年
秋
以
降
に
は
、
病
を
理
由
に
リ
ン
ソ
ー
プ
社
や
日
本
製
品
の
輸
入
会
社
に
関
わ
る
仕
事
か
ら
も

離
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
彼
の
デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
経
歴
を
概
観
す
る
な
ら
、
商
業
デ
ザ
イ
ン
の
初
仕
事
は
一
八
五
七
年
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
＆
グ
レ
ア

ム
社
の
カ
ー
ペ
ッ
ト
で
あ
っ
た
が
(69)
、
こ
れ
は
本
格
的
な
デ
ザ
イ
ン
活
動
の
始
動
前
に
あ
た
り
、
五

0
年
代
の
床
面
装
飾
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ

と
の
共
同
制
作
で
あ
っ
た
。
ド
レ
ッ
サ
ー
が
最
も
多
く
の
カ
ー
ペ
ッ
ト
・
デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
た
の
は
第
二
回
ロ
ン
ド
ン
万
国
博
覧
会
前

七
〇



後
の
一
八
六

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
の
こ
と
で
、
最
初
に
手
が
け
た
領
域
だ
っ
た
か
ら
と
は
い
え
、
カ
ー
ペ
ッ
ト
に
特
化
し
た
デ
ザ
イ

ン
・
ル
ー
ル
の
公
表
は
、
『
装
飾
デ
ザ
イ
ン
の
原
理

T
h
e
principle 
o
f
 decorative 
d
e
s
i
g
n
』
を
書
く
一
八
七

0
年
を
待
た
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
(70)
。
と
は
言
え
、
五

0
年
代
後
半
に
は
一
端
論
述
活
動
に
重
き
が
置
か
れ
て
お
り
、
『
ジ
ャ
ー
ナ
ル
・
オ
ヴ
・
デ
ザ
イ
ン
・
ア
ン

ド
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ャ
ー
』
誌
に
連
載
し
た
記
事
を
元
に
、
王
立
協
会
で
装
飾
芸
術
に
関
す
る
講
演
を
行
っ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。

一
八
五
九
年
に
植
物
学
博
士
号
を
取
得
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
植
物
学
の
専
門
書
の
出
版
に
専
念
し
た
が
、
デ
ザ
イ
ン
ヘ
の
関
心
を
失
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
初
仕
事
か
ら
五
年
後
、
植
物
学
へ
の
関
心
は
、
六
二
年
に
出
版
さ
れ
た
『
模
様
的
デ
ザ
イ
ン
の
芸
術
』
に
お
い
て
、

形
態
分
析
の
た
め
の
手
法
と
し
て
、
う
ま
く
装
飾
論
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
般
に
、
一
九
五

0
年
代
に
お
け
る
室
内
装
飾
用

の
テ
キ
ス
タ
イ
ル
は
基
本
的
に
「
フ
ラ
ン
ス
も
の
」
の
影
響
下
に
あ
り
(71)
、
六
二
年
の
ロ
ン
ド
ン
万
国
博
覧
会
を
機
に
テ
キ
ス
タ
イ
ル
市

場
が
発
達
し
た
。
こ
れ
は
丁
度
ド
レ
ッ
サ
ー
が
『
装
飾
デ
ザ
イ
ン
の
芸
術
』
を
出
し
た
頃
に
重
な
る
。
本
書
に
お
い
て
、
平
面
装
飾
の
秩

序

(
o
r
d
e
r
)

や
反
復

(repetition)
、
バ
ラ
ン
ス
等
、
デ
ザ
イ
ン
に
対
す
る
基
本
理
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
彼
の
実
際
の
カ
ー

ペ
ッ
ト
・
デ
ザ
イ
ン
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
そ
う
変
わ
り
は
な
く
、
自
身
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
す
る
の
は
七

0
年
代
に
な
っ
て
か
ら
と
さ
れ
る

g。
同
じ
く
、
壁
紙
の
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
も
、
市
場
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
の
は
六
二
年
以
降
で
、
「
フ
ラ
ン
ス
も
の
」
を
退
け
て

「
英
国
風

(
E
n
g
l
i
s
h
style)
」
の
デ
ザ
イ
ン
が
流
通
し
始
め
た
頃
に
ド
レ
ッ
サ
ー
も
業
界
に
参
入
し
て
い
る
。
彼
は
一
八
七
八
年
の
パ
リ

万
国
博
覧
会
に
お
い
て
、
壁
紙
部
門
で
受
賞
し
て
お
り
(73)
、
最
初
の
商
業
デ
ザ
イ
ン
か
ら
、
こ
う
し
た
本
格
的
な
デ
ザ
イ
ン
活
動
ま
で
に

は
、
し
ば
ら
く
時
間
が
あ
り
、
こ
の
間
に
、
彼
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
理
論
を
確
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
確
立
さ
れ
た
ド
レ
ッ
サ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
理
論
は
「
歴
史
的
」
模
様
の
引
用
と
再
配
置
か
ら
成
る
た
め
、
彼
の
作
品
を
分
析
す

る
に
あ
た
っ
て
、
パ
タ
ー
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
研
究
は
重
要
で
あ
る
。
三
次
元
的
表
現
を
否
定
し
た
ド
レ
ッ
サ
ー
が
陶
磁
器
の
表
面
に
施
し

た
装
飾
は
、
室
内
装
飾
等
の
よ
り
大
き
な
平
面
の
た
め
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
装
飾
に
共
通
す
る
平
面
性
を
持
つ
。
ド
レ
ッ
サ
ー
の
陶
磁
器

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1
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ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
—

と
日
本
の
作
例
を
比
較
し
、
引
用
元
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
は
既
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
個
々
の
形
状
の
源
泉
を
辿
る
こ
と
と
は
別
に
、

ど
の
よ
う
な
要
素
が
「
日
本
的
」
で
あ
る
と
し
て
彼
の
デ
ザ
イ
ン
に
引
用
さ
れ
た
の
か
、
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

さ
て
次
に
、
帰
国
後
の
陶
磁
器
、
特
に
リ
ン
ソ
ー
プ
社
製
品
の
デ
ザ
イ
ン
が
、
そ
れ
ま
で
の
も
の
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
作
例
を
挙
げ
な
が
ら
確
認
す
る
。
ミ
ン
ト
ン
社
は
一
七
八
三
年
、
ス
タ
ッ
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
で
設
立
さ
れ
、
一
八
五
六
年
、

イ
ギ
リ
ス
王
室
御
用
達
と
な
っ
た
。
ウ
イ
ロ
ー
・
パ
タ
ー
ン
を
確
立
さ
せ
十
九
世
紀
前
半
に
は
銅
版
転
写
で
染
め
付
け
た
陶
製
品
を
大
量

に
生
産
し
て
い
た
(74)
。
そ
れ
ら
は
柳
、
楼
閣
、
橋
を
描
い
た
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
の
絵
皿
で
、
装
飾
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ミ
ン
ト
ン

社
と
ド
レ
ッ
サ
ー
の
最
初
の
出
会
い
は
、
同
社
が
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
学
校
で
の
コ
ン
ペ
の
場
に
お
い
て
で
あ

り
、
こ
こ
で
彼
の
才
能
が
認
め
ら
れ
、
雇
用
に
繋
が
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
学
校
の
方
針
に
よ
り
、
植
物
の
モ
チ
ー
フ
を
デ
ザ
イ
ン
に
取
り

入
れ
て
い
た
ド
レ
ッ
サ
ー
は
(75)
、
一
八
六
二
年
か
ら
来
日
を
挟
ん
で
八

0
年
ま
で
、
継
続
し
て
、
腐
食
地
文
金
彩

(
a
g
l
gold<76))

の
技

法
と
、
東
洋
趣
味

(
0
符
ntal)
を
取
り
入
れ
た
植
物
模
様
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
(77)
。
こ
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
ド
レ
ッ
サ
ー
が
デ
ザ
イ
ン
か
ら

退
い
た
後
も
ミ
ン
ト
ン
を
代
表
す
る
製
品
と
な
っ
た
。
左
右
対
称
な
器
に
、
平
面
な
モ
チ
ー
フ
が
整
然
と
並
ぶ
製
品
か
ら
は
、
装
飾
的
で

非
常
に
端
整
な
印
象
を
受
け
る
[
図

8
、
9
r
ミ
ン
ト
ン
と
共
に
了
ハ
六
七
年
の
バ
リ
万
国
博
覧
会
に
出
品
さ
れ
た
ウ
エ
ツ
ジ
ウ
ッ
ド

の
製
品
に
は
、
し
ば
し
ば
ミ
ン
ト
ン
の
も
の
と
同
じ
デ
ザ
イ
ン
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
中
南
米
の
模
様
や
中
近
東
風
の
模
様
を
取
り

入
れ
た
無
釉
の
素
朴
な
製
品
で
、
荒
削
り
の
器
の
形
と
、
乾
い
た
土
壁
の
様
な
艶
の
な
い
く
す
ん
だ
色
彩
で
描
か
れ
た
民
族
的
装
飾
は
、

見
る
も
の
に
土
着
的
な
印
象
を
与
え
る
(78)
。
こ
れ
と
デ
ザ
イ
ン
は
非
常
に
似
て
い
る
も
の
の
、
釉
薬
に
よ
る
表
面
処
理
が
滑
ら
か
で
、
器

の
形
に
無
駄
な
張
り
出
し
が
な
く
、
明
る
＜
澄
ん
だ
色
付
け
の
ミ
ン
ト
ン
社
の
も
の
の
方
が
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
装
飾
性
を
持
つ
。
た
だ

し
、
ミ
ン
ト
ン
社
で
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
同
社
の
美
術
部
門
長
の
下
で
行
わ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
製
品
デ
ザ
イ
ン
の
東
洋
趣
味
が
、
ど
こ
ま
で

ド
レ
ッ
サ
ー
本
人
の
意
思
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
さ
て
お
き
、
ミ
ン
ト
ン
で
行
わ
れ
て
い
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た
よ
う
な
、
表
面
に
幾
何
学
的
秩
序
に
従
う
平
面
的
装
飾
を
持
つ
陶
磁
器
デ
ザ
イ
ン
が
、
リ
ン
ソ
ー
プ
[
図
lO]
と
、
そ
れ
に
続

vォ
ー

ル
ト
・
ポ
タ
リ
'
[
図
11]
で
劇
的
な
変
化
を
遂
げ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
反
復
模
様
の
使
用
や
、
模
様
に
よ
る
装
飾
そ
の
も
の
よ
り

も
、
表
面
を
流
れ
る
釉
薬
の
面
白
さ
が
重
視
さ
れ
、
ま
た
描
か
れ
た
動
植
物
は
写
実
的
で
(79)
、
そ
れ
ま
で
の
「
歴
史
的
」
模
様
の
再
配
置

に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
よ
り
も
絵
画
的
で
あ
る
。
ま
た
、
歪
み
の
あ
る
、
ど
っ
し
り
と
し
た
器
形
も
非
常
に
大
胆
で
、
様
々
な
「
歴
史
的
」
模

様
の
研
究
と
、
新
た
に
日
本
旅
行
か
ら
得
た
閃
き
を
形
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
研
究
史
上
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
斬
新
で
あ
る
と
同
時

に
、
そ
れ
ま
で
の
デ
ザ
イ
ン
と
の
相
関
関
係
を
示
す
こ
れ
ら
の
作
例
は
、
既
に
と
り
あ
げ
た
二

0
0二
年
の
『
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド

レ
ッ
サ
ー
と
日
本
』
の
カ
タ
ロ
グ
に
お
い
て
は
、
素
材
も
デ
ザ
イ
ン
も
実
験
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た

(
8
0
)
0

し
か
し
、
リ
ン
ソ
ー
プ
お
よ
び
オ
ー
ル
ト
の
製
品
は
、
そ
れ
ま
で
と
全
く
異
な
る
造
形
感
覚
で
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
と
す
る
に
は
、
根
本

的
に
幾
何
学
的
で
端
整
な
形
態
に
過
去
の
デ
ザ
イ
ン
と
の
連
続
性
が
目
立
ち
過
ぎ
る
。
表
面
に
パ
タ
ー
ン
・
デ
ザ
イ
ン
を
持
た
ず
釉
薬
の

偶
然
性
に
任
せ
る
作
例
も
、
形
態
の
単
純
性
や
装
飾
の
規
則
性
の
点
で
、
規
則
性
と
対
称
性
を
重
視
し
た
彼
の
デ
ザ
イ
ン
・
ル
ー
ル
と
合

致
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
ド
レ
ッ
サ
ー
は
、
デ
ザ
イ
ン
に
機
能
美
を
求
め
、
そ
の
関
心
が
来
日
に
よ
っ
て
よ
り
強
く
な
っ
た
た

め
に
、
新
た
な
表
現
へ
向
か
っ
た
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(81)
。
こ
れ
は
、
彼
の
内
的
な
変
化
を
説
明
す
る
上
で
説
得
力
の
あ
る
考

え
方
で
は
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
来
日
前
に
作
ら
れ
た
、
無
駄
の
な
い
簡
素
な
形
の
テ
ラ
コ
ッ
タ
に
、
若
干
の
「
歴
史
的
」
模
様
を
施
し

た
ワ
ッ
ト
コ
ム
社
の
作
例
[
図
12]
は
ヽ
地
肌
を
生
か
し
た
簡
素
な
形
の
器
と
い
う
点
で
、
帰
国
後
の
作
例
に
通
じ
て
い
る
o

こ
の
こ
と

は
日
本
旅
行
の
以
前
と
以
後
の
強
い
連
続
性
を
示
す
と
見
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
日
本
旅
行
で
得
た
驚
き
が
偶
発
性
や
大
胆
さ
と
し
て
、
陶

磁
器
の
領
域
で
は
リ
ン
ソ
ー
プ
お
よ
び
オ
ー
ル
ト
に
、
ま
た
金
工
品
の
領
域
で
は
ヒ
ュ
ー
キ
ン
＆
ヒ
ー
ス
に
即
座
に
反
映
さ
れ
た
が
、
そ

れ
は
、
既
に
来
日
前
の
彼
の
中
に
あ
っ
た
。
彼
は
日
本
の
芸
術
、
そ
こ
に
施
さ
れ
た
模
様
の
簡
素
ざ
に
の
み
魅
か
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
装
飾
性
に
こ
そ
、
そ
れ
ま
で
の
デ
ザ
イ
ン
活
動
と
の
共
通
点
を
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1
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ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1

先
に
も
述
べ
た
通
り
、
被
雇
用
者
で
あ
っ
た
彼
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
ヘ
の
関
心
と
、
会
社
の
製
品
デ
ザ
イ
ン
が
一
致
し
て
い
た
の
か
ど
う

か
疑
わ
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
リ
ン
ソ
ー
プ
並
び
に
オ
ー
ル
ト
の
製
品
を
ミ
ン
ト
ン
の
製
品
と
比
較
し
た
時
に
際
立
っ
て
見
え
る
、
そ
の

偶
発
性
や
形
状
の
大
胆
さ
へ
の
変
化
自
体
、
ド
レ
ッ
サ
ー
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ず
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た

手
法
を
試
し
て
み
た
か
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
彼
の
志
向
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
ミ
ン
ト
ン
・
ア
ー
カ

イ
ブ
の
ド
レ
ッ
サ
ー
直
筆
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
か
ら
は
、
日
本
旅
行
の
前
に
は
既
に
、
日
本
の
平
面
的
な
模
様
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
様
子

が
伺
え
る
[
図

13r
こ
れ
ら
は
ミ
ン
ト
ン
製
品
の
た
め
の
も
の
で
は
あ
つ
た
が
（
認
y

実
際
に
ミ
ン
ト
ン
で
製
品
化
さ
れ
な
か
つ
た
も
の

も
多
く
、
リ
ン
ソ
ー
プ
で
製
品
化
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
[
図
14
、
1
5
r
リ
ン
ソ

l
プ
は
ド
レ
ツ
サ
ー
自
身
が
美
術
部
門
長
に
就
い
て
い

た
た
め
、
ミ
ン
ト
ン
と
は
異
な
り
、
彼
の
意
図
は
作
品
へ
明
確
に
反
映
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

一
八
八

0
年
に
リ
ン
ソ
ー
プ
か
ら
手
を
引
き
、
九
二
年
に
オ
ー
ル
ト
に
デ
ザ
イ
ン
を
提
供
す
る
ま
で
の
、
八
六
年
に
製
作
さ
れ
た
オ
ー

ル
ド
・
ホ
ー
ル
の
製
品
は
、
そ
の
前
後
の
作
例
と
は
異
な
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
来
日
前
の
も
の
に
似
て
い
る
[
図
1
6
r
し
か
し
白

く
平
坦
な
器
の
表
面
に
散
ら
さ
れ
た
模
様
は
、
必
ず
し
も
対
称
的
に
配
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
中
に
配
置
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
は
、
情
景

を
切
り
取
っ
た
か
の
よ
う
に
そ
の
小
さ
な
枠
の
中
だ
け
で
完
結
し
、
周
り
の
模
様
と
は
別
の
世
界
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で

の
デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
モ
チ
ー
フ
の
使
用
法
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
ド
レ
ッ
サ
ー
が
「
歴
史
的
」
モ
チ
ー
フ
を
再
配
置
す
る
際
に
は
、

幾
何
学
的
枠
組
み
を
持
ち
、
独
立
し
て
使
用
可
能
な
も
の
が
積
極
的
に
引
用
さ
れ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
ら
は
、
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

反
復
す
る
模
様
と
し
て
も
使
用
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
回
帰
と
も
、
原
理
の
無
視
と
も
考
え
ら
れ
る
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
、
現
時

点
で
答
え
を
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
、
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
な
、
日
本
の
絵
画
や
模
様
に
見
ら
れ
る
詩
的
表
現
と
、
自
然
を

写
し
取
る
線
の
簡
素
さ
を
試
し
た
作
例
で
あ
る
と
仮
定
し
て
、
そ
の
論
証
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

一
九
七
五
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
陶
磁
器
研
究
家
ロ
ー
ラ
ン
・
ダ
ル
ビ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
陶
芸
に
お
け
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
受
容
に
つ
い

七
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て
、
三
つ
の
段
階
を
経
た
と
し
た
(83)
。
す
な
わ
ち
、
「
第
一
段
階
は
浮
世
絵
か
ら
転
写
し
た
絵
付
け
の
導
入
、
第
二
段
階
は
日
本
美
術
の

造
形
表
現
や
日
本
的
モ
チ
ー
フ
を
採
用
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
有
の
デ
ザ
イ
ン
の
導
入
、
第
三
段
階
は
東
洋
的
な
陶
磁
器
の
マ
チ
ェ
ー
ル
か

ら
着
想
を
得
た
簡
素
な
造
形
表
現
や
釉
薬
を
用
い
た
色
調
表
現
の
導
入
」
(84)

で
あ
る
。
こ
の
発
展
的
受
容
に
つ
い
て
、
今
井
祐
子
は
、
フ

ラ
ン
ス
の
陶
磁
器
に
お
け
る
日
本
趣
味
が
、
装
飾
性
か
ら
非
装
飾
性
に
変
化
し
た
こ
と
の
理
由
を
、
大
量
生
産
さ
れ
た
日
本
陶
磁
器
の
質

へ
の
批
判
と
、
日
本
陶
磁
器
の
本
来
の
姿
を
知
り
た
い
と
い
う
欲
求
の
高
ま
り
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。
こ
の
考
察
の
中
で
、
そ
れ

ら
が
生
じ
た
時
期
に
つ
い
て
、
第
二
段
階
は
一
八
七
八
年
に
は
終
わ
り
を
迎
え
、
八

0
年
か
ら
は
第
三
段
階
に
入
っ
た
と
し
て
い
る
が
(85)
、

こ
れ
は
ド
レ
ッ
サ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
活
動
に
も
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
ド
レ
ッ
サ
ー
の
「
歴
史
的
」
模
様
の
研
究
に
基
づ
く
デ
ザ
イ
ン
原

理
の
形
成
は
第
二
段
階
に
あ
た
り
、
来
日
を
経
て
リ
ン
ソ
ー
プ
か
ら
手
を
引
い
た
時
期
が
第
三
段
階
に
あ
た
る
と
す
る
な
ら
、
リ
ン
ソ
ー

プ
に
お
け
る
彼
の
デ
ザ
イ
ン
は
正
に
最
先
端
の
、
時
流
に
乗
っ
た
傾
向
の
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

一
八
七
九
＇
八
九
年
、
ド
レ
ッ
サ
ー
は
リ
ン
ソ
ー
プ
に
お
い
て
、
北
斎
か
ら
着
想
を
得
た
花
瓶
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
[
図

W
r
七
八
年

頃
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
『
北
斎
漫
画
』
に
依
拠
す
る
モ
チ
ー
フ
を
使
用
し
た
絵
皿
が
制
作
さ
れ
て
い
る
[
図
l
s
r
こ
の
頃
バ
リ
万
国
博
覧

会
に
出
品
さ
れ
た
陶
磁
器
に
は
『
北
斎
漫
画
』
に
依
拠
し
た
作
例
が
複
数
存
在
し
た
(86)

。
こ
の
関
心
は
同
時
代
的
な
も
の
で
、
ド
レ
ッ

サ
ー
に
お
い
て
も
、
第
三
章
で
触
れ
た
『
日
本
ー
そ
の
建
築
、
美
術
、
工
芸
』
の

FIG.
1
2
0

以
降
の
挿
絵
は
、
『
北
斎
漫
画
』
か
ら
と
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
ド
レ
ッ
サ
ー
が
モ
チ
ー
フ
と
し
て
採
用
し
た
の
が
、
模
様
で
あ
っ
た
こ

と
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
例
が
採
用
し
た
の
は
人
物
の
描
写
や
情
景
で
あ
っ
た
。
比
較
す
る
と
、
「
フ
ラ
ン
ス
も
の
」
は
第
一
段
階
に

近
い
こ
と
に
加
え
て
非
対
称
な
装
飾
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
(87)
、
モ
チ
ー
フ
の
扱
い
に
関
し
て
は
ド
レ
ッ
サ
ー
の
方
が
よ
り
進
歩
的
で
、

取
り
入
れ
た
デ
ザ
イ
ン
要
素
も
逆
で
あ
っ
た
。
ミ
ン
ト
ン
・
ア
ー
カ
イ
ブ
に
残
さ
れ
た
家
紋
風
の
デ
ザ
イ
ン
[
図
14]
は
了
ハ
七
ニ
ヰ
の

も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
リ
ン
ソ
ー
プ
で
製
作
さ
れ
た
の
が
第
二
段
階
に
あ
た
る
八

0
年
以
前
で
あ
る
と
推
測
す
る
な
ら
、
オ
ー
ル

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
ー

七
五



ら
れ
る
。

お
わ
り
に

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1

ド
・
ホ
ー
ル
の
花
瓶
[
図
15]
は
や
や
流
行
遅
れ
か
も
し
れ
な
い
o

こ
の
回
帰
に
は
何
ら
か
の
商
業
的
な
理
由
が
あ
つ
た
可
能
性
も
考
え

本
稿
は
、
ド
レ
ッ
サ
ー
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
理
論
と
日
本
の
装
飾
は
、
何
が
一
致
し
、
ま
た
彼
が
そ
こ
か
ら
何
を
取
り
入
れ
た
の
か
に
つ

い
て
考
察
し
て
き
た
。

ド
レ
ッ
サ
ー
が
本
格
的
に
デ
ザ
イ
ン
活
動
を
開
始
し
、
多
く
の
製
品
を
世
に
送
り
出
し
た
六

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
は
、
ま
さ
に
イ
ギ

リ
ス
が
「
英
国
風
」
デ
ザ
イ
ン
を
模
索
し
て
い
た
時
期
と
重
な
る
。
異
国
趣
味
が
も
て
は
や
さ
れ
る
中
、
二
度
の
万
国
博
覧
会
を
機
に

「
フ
ラ
ン
ス
も
の
」
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
ド
レ
ッ
サ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
は
時
流
に
乗
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
八
八
二
年
に
出
版
さ
れ
た
『
日
本
＇
そ
の
建
築
、
美
術
、
工
芸
』
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
初
の
日
本
旅
行
回
想
録
と
し
て
、

十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
広
く
参
照
さ
れ
、
中
国
と
日
本
を
別
も
の
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
、
ま
た
ひ
い
て
は
、
日
本
趣
味
つ
ま
り

ジ
ャ
ポ
ネ
ズ
リ
ー
か
ら
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
分
か
れ
る
切
掛
け
に
も
な
っ
た
、
と
ヴ
ィ
ダ
ー
・
ハ
ー
レ
ン
は
指
摘
す
る
(88)

。
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
の
受
容
に
つ
い
て
、
高
階
秀
爾
は
一
九
八
八
年
に
行
わ
れ
た
「
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
展
十
九
世
紀
西
洋
美
術
へ
の
日
本
の
影
響
」
カ
タ
ロ

グ
冒
頭
に
お
い
て
、
ジ
ュ
イ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
・
ラ
カ
ン
ブ
ル
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
定
義
を
引
用
し
、
「
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
発
見
、
採
用
、

同
化
、
創
造
と
い
う
異
文
化
受
容
の
古
典
的
過
程
を
示
す
も
の
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
い
は
あ
る
が
、
諸
外
国
に
お

い
て
も
大
筋
で
は
同
じ
こ
と
が
い
え
る
、
と
述
べ
た
(89)
。
こ
こ
で
、
ラ
カ
ン
ブ
ル
の
定
義
を
引
用
す
る
な
ら
、
第
一
段
階
と
し
て
、
折
衷

七
六



主
義
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
な
か
へ
の
日
本
的
モ
チ
ー
フ
の
導
入
。
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
国
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
装
飾
モ
チ
ー
フ
に
、
他
の
も

の
を
排
除
す
る
こ
と
な
し
に
新
た
に
加
わ
っ
た
も
の
、
第
二
段
階
と
し
て
、
日
本
の
異
国
的
お
よ
び
自
然
主
義
的
モ
チ
ー
フ
の
選
択
的
模

倣
、
と
く
に
早
い
時
期
の
自
然
主
義
的
モ
チ
ー
フ
の
同
化
、
第
三
段
階
と
し
て
、
日
本
の
洗
練
さ
れ
た
技
法
の
模
倣
。
第
四
段
階
と
し

て
、
日
本
美
術
の
な
か
に
見
ら
れ
る
原
理
と
方
法
の
分
析
、
お
よ
び
そ
の
応
用
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

(
9
0
)
0

ド
レ
ッ
サ
ー
の
場
合
に
は
、
彼
自
身
の
デ
ザ
イ
ン
論
の
成
立
に
お
い
て
、
コ
ー
ル
・
サ
ー
ク
ル
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
受
け
た
学
校
教
育
と

い
う
前
提
が
あ
っ
た
た
め
、
第
四
段
階
ま
で
を
あ
る
程
度
学
ん
だ
上
で
、
本
格
的
に
デ
ザ
イ
ン
活
動
に
専
念
す
る
頃
に
は
、
初
め
か
ら
第

二
お
よ
び
第
三
段
階
を
実
践
で
き
、
そ
し
て
、
日
本
旅
行
は
こ
れ
ら
の
段
階
を
改
め
て
確
認
す
る
機
会
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

第
四
章
の
作
品
分
析
で
は
、
ロ
ー
ラ
ン
・
ダ
ル
ビ
の
、
フ
ラ
ン
ス
陶
芸
に
お
け
る
日
本
陶
芸
の
発
展
的
受
容
に
関
す
る
考
察
を
、
便
宜

的
に
ド
レ
ッ
サ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
活
動
に
重
ね
、
帰
国
後
の
デ
ザ
イ
ン
の
変
化
が
当
時
の
時
流
に
乗
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
。
こ
の

ダ
ル
ビ
の
考
察
も
ま
た
、
ラ
ン
カ
ブ
ル
の
定
義
に
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
仮
に
ダ
ル
ビ
の
第
三
段
階
「
東
洋
的
な
陶
磁
器
の
マ
チ
ェ
ー

ル
か
ら
着
想
を
得
た
簡
素
な
造
形
表
現
や
釉
薬
を
用
い
た
色
調
表
現
の
導
入
」
が
、
ラ
ン
カ
ブ
ル
の
第
二
お
よ
び
第
三
段
階
辺
り
に
該
当

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
原
理
を
分
析
し
、
そ
れ
を
積
極
的
に
応
用
し
よ
う
と
し
た
ド
レ
ッ
サ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
活
動
は
、
同
時
代
の
デ
ザ
イ
ン

の
先
を
行
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

ま
た
ラ
カ
ン
ブ
ル
が
最
終
的
な
段
階
で
あ
る
と
す
る
、
原
理
の
分
析
に
お
い
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
も
の
」
と
ド
レ
ッ
サ
ー
が
理
解
し
た
日

本
の
原
理
が
逆
で
あ
っ
た
こ
と
も
興
味
深
い
。
先
に
挙
げ
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
展
の
カ
タ
ロ
グ
に
お
い
て
高
階
は
、
「
日
本
の
影
響
」
と
一

括
り
に
し
て
も
、
そ
の
特
質
は
非
常
に
多
様
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
逆
の
二
つ
の
概
念
が
、
と
も
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
解
釈
さ
れ
る
と
指
摘

し
て
い
る
(91)
。
ド
レ
ッ
サ
ー
は
、
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
の
原
理
を
規
則
性
と
対
称
性
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
が
、
こ
の
抽
出
元
は
日
本
の
模

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1

七
七



モ
リ
ス
か
ら
グ
ロ
ピ
ウ
ス
ま
で
』
（
み
す
ず
書
房
、

1
9
5
7
)

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
1

様
で
あ
り
、
絵
皿
に
日
本
の
絵
画
を
再
現
し
よ
う
と
し
た
「
フ
ラ
ン
ス
も
の
」
の
陶
芸
と
比
較
す
る
に
は
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
よ
う
に
ド
レ
ッ
サ
ー
と
同
じ
原
理
に
注
目
す
る
芸
術
家
が
い
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
果
た
し
て
、
こ
の
違
い
が
業
種
に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
が
「
フ
ラ
ン
ス
も
の
」
と
「
英
国
風
」
と
の
違
い
な
の
か
、
こ

こ
ま
で
の
考
察
で
は
結
論
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(I)
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
（
白
石
博
三
訳
）
『
モ
ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
展
開

p
.
4
0
.
 

(2)
海
野
弘
『
モ
ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
全
史
』
（
美
術
出
版
社
、

2
0
0
2
)
p. 25. 

(3)
ド
レ
ッ
サ
ー
は
塩
田
真
が
書
い
た
『
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
博
に
お
け
る
日
本
の
陶
磁
器
目
録
』
を
参
考
に
、
陶
磁
器
を
収
集
し
た
。

ヴ
ィ
ダ
ー
・
ハ
ー
レ
ン
「
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
と
日
本
礼
賛
」
（
展
覧
会
図
録
『
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
と
日
本
』
[
以

下
、
『
ド
レ
ッ
サ
ー
』
と
略
]
（
郡
山
市
立
美
術
館
他
、

2
0
0
2
)

p
.
2
7
参
照
。

(
4
)
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
の
意
図
が
作
品
収
集
に
ど
の
程
度
反
映
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
り
、
ま
た
ど
の
作
品
が
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
向
け
の
も
の
で

あ
っ
た
か
も
分
か
ら
ず
、
そ
の
解
明
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
5
)
鈴
木
廣
之
「
誰
が
日
本
美
術
史
を
つ
く
っ
た
の
か
？
＇
明
治
初
期
に
お
け
る
旅
と
収
集
と
書
き
物
＇
」
『
比
較
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究

年
報
』
第
4
号

(
2
0
0
8
)

p. 105. 

(6)
ハ
ー
レ
ン
、
前
掲
論
文
、

p.22.

(7)
鈴
木
博
之
「
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
と
日
本
」
（
吉
田
光
邦
編
『
万
国
博
覧
会
の
研
究
』
〔
思
文
閣
出
版
、

1
9
8
6
〕
p.
61) 

(
8
)
D
r
e
s
s
e
r
、
Q
u臣
o
p
h
e
r
.
"
J
a
p
a
n
‘
i
t
s
 A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
、
A

ュg
d

M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
s
 
(
L
o
n
d
o
n
、
1
8
8
2
)
、
"
菩

T
A
P
A
N
E
S
E

ART A
N
D
 

I

与
O
N
I
S
M
E
、P
a
r
t
1: 
E
a
r
l
y
 E
n
g
l
i
s
h
 W
r
i
t
i
n
g
s
、v
o
l
.
3

貧
.
b
y
M
a
b
u
c
h
i
、
と
戻
〇
〕
（
U
K
1
9
9
9
)
 
p
.
1
5
2
.
 

(9)
前
掲
展
覧
会
図
録
『
ド
レ
ッ
サ
ー
』
、

p
.
2
3
.

(IO)
同
書
、

p.
30. 
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大
英
帝
国

七
九

「
最
初
の
」
工
業
デ
ザ
イ
ナ
ー
＇
」
『
科
学
史
研
究
』

vol.
3
5
 

デ
ザ
イ
ン
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
『
比
較
文
明
』

(11)

同
書
、

p
.
5
1
.

(12)
川
上
範
子
「
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
再
評
価
＇
忘
れ
ら
れ
た

(2008) 
p. 1. 

(
1
3
)
D
r
e
s
s
e
r
`
o
p
.
 cit.、
p
.
2
8
1
.

(
1
4
)
b
i
d
.、
p
.
2
6
2
.

(15)
ハ
ー
レ
ン
、
前
掲
論
文
、

p
.
2
4
.

(16)
前
掲
展
覧
会
図
録
『
ド
レ
ッ
サ
ー
』
、

p.
75. 

(17)
同
書
、

p.116.

(18)
馬
渕
明
子
『
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
＇
幻
想
の
日
本
新
装
版
』
（
プ
リ
ュ
ッ
ケ
、

1
9
9
7
)
p
.
1
0
.
 

(
1
9
)
L
y
o
n
s、
H
日

ry.
Christopher Dresser the people's Designer 1
8
3
4
-
1
9
0
4、
(
W
o
o
d
b
r
i
d
g
e
;
t
h
e
 A
n
t
i
q
u
e
 C
o
l
l
e
c
o
r
s
'
C
l
u
b
 Ltd.
、2
0
0
5
)

p
.
2
9
2
.
 

(
2
0
)
b
i
d
.、
p
.
2
9
2
.

(21)

エ
ル
ン
ス
ト
・
ゴ
ン
プ
リ
ッ
チ
（
白
石
和
也
訳
）
『
装
飾
芸
循
論
美
術
名
名
著
28
』
（
岩
崎
美
術
社
、

1989)
p. 118. 

(22)
こ
の
円
的
特
質
の
原
語
は

C
日
g
l
岡

t
e
n
d
e
n
c
y

で
あ
る
。

cf.
J
o
n
e
s
`
O
w
e
n
.
 
The G
r
a
m
m
a
r
 of O
r
n
a
m
e
n
t、
(
N
e
w
Y
o
r
k
;
 D
K
 

臣
b
野

hing,2
0
0
1
)
 
p. 190. 

(23)
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
、
前
掲
書
、

p
p
.
1
1
3
,
1
1
8
.

(
2
4
)
L
y
o
n
s、
S
・
g
`
p
.
291. 

(
2
5
)
b
i
d
.
、p
.
2
9
2
.

(26)
鶴
岡
真
弓
「
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
『
装
飾
の
文
法
』
の
世
界
像

21
号

(2005)
p
.
3
7
.
 

(27)
同
論
文
、

p
p
.
4
8
-
5
0
.

(28)
鈴
木
〔
博
〕
、
前
掲
論
文
、

p
.
6
2
.

(
2
9
)
L
y
o
n
s
`
S
ら
it.
、p
.
2
9
1
.

(
3
0
)
J
o
n
e
s、
S
・
cit.
、p
.
2
8
.

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
見
ら
れ
る
日
本
の
影
響
に
つ
い
て
ー
来
日
時
の
関
心
を
中
心
に
ー



ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
の
作
品
に
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段110 1/i,/Ui 
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図12 水必 し
ドレ ッサー／ワットコム
1870{1,fl: 



図l3 Jillのデザイン 「日本の鶴」
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1 8 7 1.｛F頃

図15 Jill 
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醤117 花瓶 「北斎モチーフ」
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1879-82年

図14 小円形紋邸 「夏」の一つ
ドレッサー／ ミン トン・アーカイヴ
1871年頃

図16 花瓶
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!Ill「赤と金のセルヴィス ・ジャポネ」
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