
日
本
の
バ

ロ

ッ

ク

一
従
来
の
｢
日
本
の
バ
ロ
ッ
ク
｣
研
究

尼
ケ
崎

一
-
一

建
築
史

日
本
建
築
史
に
お
い
て
バ
ロ
ッ
ク
を
論
じ
た
も
の
は
､
(
見
落
し
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
私
の
調
べ
た
限
り
で
は
)
井
上
充
夫
氏

の
論
文
｢
法
隆
寺
様
式
に
お
け
る
バ
ロ
ッ
ク
的
傾
向
(
]
〉
の
み
で
あ
る
｡

井
上
氏
は
フ
ォ
シ
ョ
ソ
に
倣
っ
て
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
を
｢
あ
る
建
築
様
式
の
最
終
段
階
｣
と
し
､
法
隆
寺
を
､
飛
鳥
時
代
に
大
陸
か
ら
輸

入
さ
れ
た
様
式
(
そ
れ
は
も
は
や
現
存
し
て
い
な
い
が
)
の
バ
ロ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
と
す
る
｡
そ
し
て
､
和
様
と
い
わ
れ
る
奈
良
･
平
安
の

様
式
が
古
典
に
当
り
､
中
世
再
び
中
国
か
ら
新
し
い
様
式
が
輸
入
さ
れ
る
が
､
そ
の
最
終
段
階
で
あ
る
桃
山
様
式
が
､
も
う
一
つ
の
バ
ロ

ッ
ク
で
あ
る
と
す
る
｡
但
し
こ
れ
ら
は
簡
単
に
示
唆
さ
れ
る
だ
け
で
､
綿
密
な
論
考
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
｡
氏
の
論
文
の
主
題
は
､
あ

く
ま
で
も
法
隆
寺
と
い
う
個
別
作
品
の
諸
特
街
と
西
欧
■
ハ
ロ
ッ
ク
建
築
の
細
部
と
の
比
較
に
あ
る
｡

井
上
氏
の
よ
う
な
比
較
建
築
史
的
な
視
点
は
､
日
本
の
建
築
史
学
界
に
お
い
て
は
例
外
的
で
あ
り
､
(
井
上
氏
も
､
米
国
の
学
会
誌
へ

の
寄
稿
で
あ
る
か
ら
こ
そ
､
こ
の
よ
う
な
方
法
論
を
用
い
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
)
む
し
ろ
､
｢
日
本
に
お
け
る
バ
ロ
ッ
ク
｣
と
い
う
問

題
設
定
自
体
が
い
か
が
わ
し
い
も
の
と
見
ら
れ
る
雰
囲
気
が
あ
る
ら
し
い
｡

五
一



五ニ

ー
･
-
二

美
術
史

事
情
は
美
術
史
に
お
い
て
も
似
て
い
る
｡
｢
日
本
に
お
け
る
バ
ロ
ッ
ク
｣
な
ど
と
い
う
問
題
を
立
て
た
論
文
は
見
当
ら
な
い
｡

し
か
し
､
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
､
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
な
い
し
｢
バ
ロ
ッ
ク
的
｣
と
い
う
言
葉
は
､
日
本
美
術
史
に
お
い
て
頻
繁
に
使
用
さ

れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
｡
た
だ
し
そ
れ
は
､
様
式
概
念
と
し
て
で
は
な
く
､
あ
る
時
代
の
あ
る
様
式
の
あ
る
特
徴
を
説
明
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
る
､
一
種
の
形
容
詞
と
し
て
で
あ
る
｡
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
の
語
に
厳
密
な
定
義
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
､
漠
然
と
考
え
ら
れ

て
い
る
西
欧
バ
ロ
ッ
ク
美
術
を
､
日
本
美
術
に
お
け
る
あ
る
様
式
特
徴
の
比
喩
と
し
て
使
用
す
る
だ
け
で
あ
る
｡

そ
の
使
用
法
に
は
二
つ
の
型
が
あ
る
｡

第
一
に
､
日
本
美
術
の
二
つ
の
対
立
す
る
様
式
を
｢
古
典
｣
対
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
に
喩
え
る
場
合
｡
例
え
ば
､
彫
刻
に
お
い
て
､
天
平
様

式
対
平
安
様
式
､
あ
る
い
は
天
平
盛
期
対
天
平
末
期
と
い
っ
た
対
立
を
考
え
､
前
者
を
｢
古
典
｣
後
者
を
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
と
す
る
も
の
が

あ
る
｡

第
二
に
､
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
を
単
独
に
､
あ
る
特
徴
を
指
す
語
と
し
て
用
い
る
場
合
｡
こ
れ
は
安
土
桃
山
美
術
の
評
論
･
解
説
等
に
多
い

曖
昧
な
修
飾
語
で
､
装
飾
的
､
生
動
的
､
讃
張
､
歪
み
､
色
彩
や
形
態
要
素
の
過
剰
な
ど
を
意
味
し
て
い
る
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
､
日
本
に
お
い
て
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
と
い
い
う
る
様
式
が
成
立
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
反
省
は
な
さ
れ
て
い
な

ヽ

0

､.V

二
､
西
欧
バ
ロ
ッ
ク
概
念
の
日
本
へ
の
適
用

こ
こ
で
､
西
欧
に
お
け
る
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
の
概
念
が
､
そ
の
ま
ま
日
本
の
建
築
･
美
術
に
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
を
調
べ
よ
う
｡
も
し

適
用
可
能
で
あ
れ
ば
､
一
応
日
本
に
も
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
と
い
い
う
る
様
式
が
あ
る
こ
と
に
な
る
｡



と
こ
ろ
が
､
実
は
､
西
欧
に
お
い
て
も
､
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
の
概
念
は
一
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
こ
で
､
代
表
的
と
思
わ
れ
る

四
つ
の
基
準
を
､
順
次
取
上
げ
る
こ
と
に
す
る
｡

二
-
一
一
般
的
基
準

ま
ず
､
日
常
一
般
に
｢
こ
れ
は
古
典
｣
｢
あ
れ
は
バ
ロ
ッ
ク
｣
と
言
わ
れ
る
場
合
｡
そ
の
基
準
は
厳
密
な
定
義
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
､

あ
る
特
徴
の
印
象
に
よ
る
わ
け
だ
が
､
そ
の
基
準
と
し
て
､
†
ソ
ゲ
は
｢
古
典
｣
に
一
四
､
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
に
一
八
の
項
目
を
挙
げ
て
い

る
等
こ
れ
を
四
つ
に
分
類
し
て
表
を
つ
く
れ
ば
､
以
下
の
よ
う
に
な
る
｡

構造程度

風c-assicisヨ⑤
単純

s
i
m
p
〓
c
i
t
e

区分

d
i
s
t
i
n
c
t
i
O
n

de

g
e
n
r
e
s

幾
何
学

g
e
O
ヨ
e
t
r
i
e

構造

s
t
r
亡
C
t
亡
r
e

統
一
亡
n
i
t
e

節度

m
e
s
亡
r
e

簡素

d
e
p
O
亡
i
〓
e
m
e
n
t

庖
丁
a
r
O
q
亡
e
∀

複
雑
c
O
ヨ
p
-
e
邑
t
e

混
乱
c
O
n
f
亡
S
i
O
n

d
e
s

g
e
コ
r
e
S

装
飾
d
e
c
O
r

重
層
m
亡
〓
i
p
〓
c
i
t
e

静

s
t
a
b
i
〓
t
e

性質

過
重
s
u
r
c
b
a
r
g
e

豊
満
e
n
r
i
c
b
i
s
s
e
m
e
コ
t

法
外
d
e
m
e
s
亡
r
e

動
d
y
コ
a
m
i
s
m
e



理念

明

c
-
a
r
t
e

素
描
.
d
e
s
s
i
n

良
い
趣
味

b
O
コ

g
O
u
t

理
性
r
a
i
s
O
n

永
遠
の
価
値
く
a
-
e
u
r
s

e
t
e
r
コ
e
〓
e
s

ユ
マ
ニ
ス
ム

h
亡
ヨ
a
コ
i
s
ヨ
e

暗

O
m
b
r
e

色
彩
c
O
⊂
-
e
u
r

異
国
･
怪
気
趣
味
g
O
u
t

d
e
-
､
e
t
r
a
n
g
e

e
t

du

m
O
n
S
t
r
u
e
舛

音
楽
ヨ
亡
S
i
q
u
e

事
件
e
く
e
コ
e
ヨ
e
n
t

偶
然
a
c
c
i
d
e
n
t

想
像
力
i
㌢
a
g
i
コ
a
t
i
O
コ

心

c
O
叩
亡
r

自
然
主
義
コ
a
t
u
r
a
〓
s
ヨ

汎
神
論
p
a
コ
t
h
e
i
s
m

こ
の
裏
を
､
日
本
建
築
の
二
つ
の
傾
向
を
代
表
す
る
と
思
わ
れ
る
桂
離
宮
と
日
光
東
照
宮
に
あ
て
は
め
て
み
よ
う
｡

桂
離
宮
は
､
そ
の
程
度
と
性
質
に
お
い
て
､
｢
古
典
主
義
｣
の
全
特
徴
(
節
度
･
簡
素
･
静
･
明
･
素
描
･
良
い
趣
味
)

を
備
え
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
｡
一
方
､
構
造
に
お
い
て
｢
複
雑
｣
と
｢
重
層
｣
､
性
質
に
お
い
て
｢
偶
然
｣
､
理
念
に
お
い
て
｢
想
像
力
｣
｢
自
然

主
義
｣
｢
汎
神
論
｣
と
い
っ
た
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
の
特
徴
を
も
合
せ
も
っ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
｡
日
光
東
照
宮
も
､
｢
幾
何
学
｣

｢
構
造
｣
｢
明
｣
と
い
っ
た
｢
古
典
主
義
｣
の
特
徴
と
同
時
に
､
｢
複
雑
｣
ジ
ャ
ン
ル
の
｢
混
乱
｣

｢
装
飾
｣
｢
重
層
｣
｢
過
重
｣
｢
法

外
｣
｢
異
国
･
怪
奇
職
味
｣
｢
色
彩
｣
と
い
っ
た
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
的
特
徴
を
備
え
て
い
る
｡
つ
ま
り
両
建
築
と
も
､
半
ば
｢
古
典
主
義
｣

で
あ
り
半
ば
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
｡

次
に
日
本
美
術
の
中
か
ら
､
雪
舟
と
歌
麿
を
選
ん
で
､
マ
ン
ゲ
の
表
を
あ
て
は
め
て
み
よ
う
｡
雪
舟
は
｢
統
一
･
節
度
･
簡
素
･
良
い



趣
味
､
･
素
描
､
理
性
｣
等
に
於
て
｢
古
典
主
義
｣
で
あ
り
､
.
｢
複
雑
･
動
･
偶
然
･
･
想
像
力
･
自
然
王
室
･
汎
神
論
｣
等
に
於
て
｢
バ
ロ

ッ
ク
｣
で
あ
る
｡
歌
麿
は
､
｢
単
純
･
練
〓
･
節
度
･
･
良
い
趣
味
･
･
静
･
明
■
･
ユ
マ
ニ
ス
ム
｣
等
に
於
て
｢
古
典
主
義
｣
で
あ
り
､
｢
装

飾
､
色
彩
､
想
像
力
｣
等
に
於
て
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
で
あ
る
｡

マ
ン
ゲ
の
リ
ス
ト
は
､
日
本
の
建
築
･
美
術
の
全
作
品
に
適
用
し
て
み
る
な
ら
､
そ
の
い
く
つ
か
は
､
｢
古
典
主
義
｣
な
い
し
｢
バ
ロ

ッ
ク
｣
の
作
品
と
言
い
得
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
建
築
に
お
け
る
桂
離
宮
と
東
照
宮
､
美
術
に
お
け
る
雪
舟
と
歌
麿
を
さ
え
分
類
し

き
れ
な
い
よ
う
で
は
､
日
本
の
様
式
分
類
と
し
て
は
到
底
有
効
性
を
も
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡

二
-
二

建
築
形
態
の
一
般
的
定
式

ド
ー
ル
ス
に
よ
れ
ば
､
建
築
に
つ
い
て
は
､
ス
ペ
イ
ン
･
フ
ラ
ン
ス
の
学
識
者
が
一
致
し
て
認
め
る
と
す
る
定
式
が
あ
る
｡
そ
れ
は
､

｢
重
く
圧
す
る
諸
形
態
｣
が
古
典
主
義
的
で
あ
り
､
｢
飛
び
立
つ
諸
形
態
｣
が
バ
ロ
ッ
ク
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
写

｢
重
く
圧
す
る
｣
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
｡
重
力
を
支
え
る
建
築
構
造
が
視
覚
的
に
明
瞭
で
あ
る
こ
と
｡
し
か
も
そ
の
構
造
に
｢
遊
び
｣

が
な
く
､
い
か
に
も
全
力
で
重
み
(
な
に
し
ろ
石
造
り
だ
)
を
支
え
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
｡
そ
の
形
態
に
垂
直
的
要
素
が

目
立
つ
こ
と
､
な
ど
で
あ
ろ
う
｡

｢
飛
び
立
つ
｣
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
｡
重
力
支
持
を
忘
れ
さ
せ
る
よ
う
な
視
覚
的
混
乱
､
不
安
定
感
｡
｢
ら
せ
ん
｣
な
ど
｢
遊
び
｣

の
多
い
構
造
｡
形
態
の
多
方
向
へ
と
向
う
よ
う
な
印
象
､
な
ど
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
｡

で
は
､
こ
れ
を
日
本
建
築
に
あ
て
は
め
る
と
ど
う
な
る
か
｡

ま
ず
､
日
本
建
築
に
お
け
る
､
基
本
的
な
対
立
様
式
と
さ
れ
る
､
奈
良
平
安
期
の
｢
和
様
｣
と
中
世
の
｢
唐
様
｣

(
禅
宗
様
)
と
を
考

え
て
み
よ
う
｡
｢
和
様
｣
建
築
は
､
単
純
明
快
な
構
造
を
も
つ
が
､
織
細
で
､
｢
重
力
｣
を
支
え
て
い
る
と
い
う
印
象
が
な
い
｡
低
層
で
､

直
線
が
多
く
､
垂
直
性
よ
り
も
水
平
性
を
志
向
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡
言
っ
て
み
れ
ば
､
軽
く
沈
む
諸
形
態
で
あ
る
｡
一
方
､
｢
唐

五五



五六

様
｣
建
築
の
構
造
は
複
雑
だ
が
､
十
分
に
重
さ
を
感
じ
さ
せ
る
｡
曲
線
が
多
く
､
装
飾
的
で
あ
り
(
彫
刻
の
採
用
､
華
麗
な
組
物
)
楼
閣

が
地
上
高
く
そ
び
え
る
｡
言
っ
て
み
れ
ば
､
重
く
飛
び
立
つ
諸
形
態
で
あ
る
｡
つ
ま
り
い
ず
れ
も
｢
古
典
主
義
｣
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
の
分
類

に
馴
染
ま
な
い
｡

も
っ
と
も
､
中
世
の
今
一
つ
の
様
式
で
あ
る
｢
大
仏
様
｣
は
､
重
力
支
持
の
合
理
性
を
む
き
出
し
に
し
た
構
造
を
も
ち
､
｢
遊
び
｣
の

要
素
が
な
く
､
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
｢
古
典
的
｣
と
言
サ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
こ
の
｢
大
仏
様
｣
は
､
東
大
寺
他
わ
ず
か
の

寺
院
に
採
用
さ
れ
た
だ
け
で
､
時
代
様
式
と
い
う
よ
り
は
重
源
だ
け
の
個
人
様
式
に
近
い
｡
彼
の
死
後
､
日
本
人
が
こ
の
様
式
を
受
継
が

な
か
っ
た
の
は
､
日
本
人
の
美
意
識
に
と
っ
て
､
余
り
に
も
馴
染
み
難
い
様
式
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
｡

近
世
(
安
土
･
桃
山
以
降
)

に
至
っ
て
､
我
々
は
さ
ら
に
二
つ
の
対
極
的
な
様
式
を
見
る
｡
一
つ
は
天
守
閣
に
代
表
さ
れ
る
城
郭
建
築

で
あ
り
､
今
一
つ
は
草
庵
茶
室
に
代
表
さ
れ
る
数
寄
屋
建
築
で
あ
る
｡
城
郭
は
高
く
そ
び
え
る
と
い
っ
て
も
､
決
し
て
単
一
な
垂
直
性
に

従
う
わ
け
で
は
な
く
､
様
々
の
破
風
の
組
合
せ
は
､
む
し
ろ
多
方
向
性
を
感
じ
さ
せ
る
｡
殊
に
戦
斗
機
能
よ
り
も
威
信
の
た
め
に
つ
く
ら

れ
た
近
世
城
郭
に
は
､
装
飾
の
た
め
に
大
量
の
金
や
彫
刻
が
使
わ
れ
､
色
彩
も
豊
か
で
あ
り
､
｢
遊
び
｣
の
要
素
も
多
い
｡
こ
の
日
本
建

築
史
上
長
も
豪
華
絢
欄
た
る
様
式
を
､
多
く
の
人
が
(
井
上
充
夫
氏
も
含
め
て
)
バ
ロ
ッ
ク
的
と
す
る
の
も
不
思
議
は
な
い
｡
少
く
と
も
､

そ
れ
ま
で
の
日
本
建
築
に
比
べ
る
時
､
こ
れ
は
｢
飛
び
立
つ
形
態
｣
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

一
方
数
寄
屋
建
築
の
構
造
は
､
一
見
し
た
所
単
純
だ
が
､
よ
く
見
れ
ば
無
限
の
変
化
に
富
む
｡
外
的
形
態
は
簡
素
に
地
を
這
う
の
み
だ

が
､
そ
の
内
部
は
､
人
の
位
置
や
視
線
に
応
じ
て
複
雑
に
相
貌
を
変
え
る
｡
全
体
に
織
細
で
重
力
を
感
じ
さ
せ
ず
､
各
部
は
構
造
的
必
然

と
い
う
よ
り
は
｢
遊
び
｣
だ
け
か
ら
成
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡
し
か
し
そ
の
複
雑
さ
に
も
拘
ら
ず
､
混
乱
や
不
安
定
は
な
く
､
決
し

て
｢
飛
び
立
つ
｣
よ
う
に
は
見
え
な
い
｡
つ
ま
り
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
で
も
な
く
｢
古
典
主
義
｣
で
も
な
い
｡

さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
､
殆
ど
対
極
の
性
格
を
も
つ
こ
の
二
様
式
が
､
同
時
期
に
発
生
し
､
ほ
ぼ
同
じ
階
層
(
戦
国
大
名
･
豪
商
)

の



支
持
に
よ
っ
て
同
時
平
行
的
に
発
展
･
完
成
(
大
坂
城
､
釆
楽
第
､
利
休
の
茶
室
)
を
見
た
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
も
江
戸
時
代
以
降
､
こ

竺
一
様
式
は
し
ば
し
ば
一
空
間
の
中
に
併
存
し
た
｡
大
名
は
､
儀
式
空
間
と
し
て
は
豪
菅
な
書
院
造
り
を
建
て
､
日
常
住
居
及
び
別
邸
と

し
て
､
数
寄
屋
に
造
り
､
茶
室
を
設
け
る
｡
こ
の
時
､
一
つ
の
城
の
中
に
､
そ
の
用
途
(
公
約
･
祝
祭
的
と
私
的
･
生
活
的
)

に
応
じ
て

二
つ
の
様
式
が
共
存
し
て
い
る
わ
け
だ
｡
つ
ま
り
こ
の
二
様
式
は
､
同
じ
時
代
精
神
の
二
面
で
あ
っ
て
､
二
つ
の
時
代
が
産
ん
だ
二
つ
の

文
明
様
式
(
古
典
主
義
と
バ
ロ
ッ
ク
は
そ
う
用
い
ら
れ
て
い
る
)

で
は
な
い
｡

二
-
三

フ
ォ
シ
ョ
ン
の
四
段
階
説

フ
ォ
シ
ョ
ソ
は
､
形
の
発
展
段
階
を
､
次
の
四
つ
に
分
け
た
篭

Ⅰ

実
験
の
状
態

e
t
a
t

e
六
っ
e
r
i
ヨ
e
コ
t
a
-

Ⅱ

古
典
の
状
態

e
t
a
t

c
-
s
s
-
q
u
e

Ⅲ

洗
練
の
状
態

か
t
a
t

d
亡
r
a
f
f
i
n
e
ヨ
e
n
t

Ⅳ

バ
ロ
ッ
ク
の
状
態

か
t
a
t

b
a
r
O
q
u
e

こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
比
較
的
よ
く
あ
て
は
ま
り
そ
う
に
思
え
る
､
天
平
彫
刻
､
楽
焼
､
浮
世
絵
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
｡

ま
ず
天
平
彫
刻
に
つ
い
て
､
我
々
は
実
験
の
状
態
か
ら
洗
練
の
状
態
ま
で
の
三
段
階
を
､
容
易
に
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か

し
､
最
終
形
態
を
バ
ロ
ッ
ク
と
呼
ぶ
の
に
は
た
め
ら
い
を
覚
え
る
｡
フ
ォ
シ
ョ
ソ
の
あ
げ
る
よ
う
な
バ
ロ
ク
ク
期
の
特
徴
､
形
そ
れ
自
体
の

増
殖
と
か
､
自
由
な
内
容
と
か
､
権
威
か
ら
の
解
放
と
か
が
な
い
か
ら
だ
｡
む
し
ろ
､
洗
練
期
の
特
徴
た
る
､
断
片
へ
の
好
み
と
か
､
像

の
絵
画
性
尤
ど
が
最
終
期
に
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

楽
焼
は
､
桃
山
か
ら
江
戸
末
期
へ
と
至
る
間
､
古
典
の
状
態
か
ら
バ
ロ
ッ
ク
ま
で
､
き
れ
い
に
フ
ォ
シ
ョ
ソ
の
説
が
あ
て
は
ま
る
｡
し

か
し
､
実
験
の
状
態
が
残
っ
て
い
な
い
｡
む
し
ろ
千
利
休
の
指
導
を
得
て
､
初
代
長
次
郎
で
一
気
に
古
典
形
を
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

五七



五八

浮
世
絵
は
､
稚
拙
な
実
験
の
状
態
か
ら
幕
末
の
国
芳
ら
の
バ
ロ
ッ
ク
ま
で
､
四
段
階
の
作
品
を
そ
れ
ぞ
れ
例
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

し
か
し
､
国
芳
と
同
時
代
の
広
重
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
､
北
斎
を
ど
う
す
る
か
と
考
え
る
と
､
洗
練
と
も
バ
ロ
ッ
ク
と
も
言
い
難
い
｡

っ
ま
り
フ
ォ
シ
ョ
ソ
説
で
無
理
に
時
代
区
分
を
行
う
と
､
浮
世
絵
の
か
な
り
重
要
な
部
分
が
欠
け
落
ち
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

以
上
≡
つ
の
ケ
ー
ス
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
な
る
と
､
余
の
一
般
の
美
術
現
象
に
お
い
て
は
(
例
外
は
あ
る
と
し
て
も
)
な
お
さ
ら
適

用
で
き
そ
う
も
な
い
｡
た
だ
フ
ォ
シ
ョ
ソ
の
四
段
階
は
､
全
美
術
現
象
に
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
法
則
で
は
な
く
､
一
つ
の
理
想
型
(
-
d
邑
･

t
y
p
u
s
)
と
考
え
れ
ば
､
あ
る
程
度
の
有
効
性
は
失
わ
な
い
だ
ろ
う
｡

だ
が
こ
こ
で
は
む
し
ろ
､
な
ぜ
フ
ォ
シ
ョ
ン
説
が
日
本
に
お
い
て
適
用
困
難
で
あ
る
の
か
を
考
え
て
･
お
い
た
方
が
､
日
本
美
術
の
性
格

を
理
解
す
る
の
に
役
に
立
つ
だ
ろ
う
｡

第
一
に
､
様
式
発
生
に
お
い
て
､
実
験
の
状
態
の
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
｡
こ
れ
は
､
美
術
様
式
が
大
陸
か
ら
完
成
さ
れ
た
形
で
輸
入

さ
れ
､
そ
れ
が
古
典
形
に
な
る
た
め
で
あ
る
｡
例
と
し
て
は
､
建
築
様
式
の
い
く
つ
か
や
､
水
墨
画
な
ど
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま

た
､
楽
焼
の
よ
う
に
､
あ
る
様
式
が
天
才
に
よ
っ
て
一
気
に
完
成
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
｡

第
二
に
､
.
変
容
に
お
い
て
バ
ロ
ッ
ク
に
至
ら
ぬ
場
合
の
多
い
こ
と
｡
こ
れ
は
､
古
式
を
保
存
せ
ん
と
す
る
意
識
が
強
い
こ
と
と
関
り
が

ぁ
ろ
う
｡
最
も
古
い
例
と
し
て
は
､
伊
勢
神
宮
は
､
千
数
百
年
の
間
､
何
度
と
な
く
建
て
直
し
な
が
ら
､
そ
の
形
を
今
日
ま
で
殆
ど
変
え

て
い
な
い
｡
一
般
に
神
社
や
禅
宗
寺
院
は
､
時
代
が
下
っ
て
も
､
様
式
に
変
化
が
な
い
℃
ま
た
家
元
制
度
を
と
る
芸
道
は
､
多
く
先
例
の

遵
守
に
よ
っ
て
そ
の
権
威
を
守
る
た
め
､
悪
し
き
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
陥
る
｡
(
江
戸
時
代
の
狩
野
派
な
ど
)

第
三
に
､
終
末
に
お
い
て
､
バ
ロ
ッ
ク
を
経
ず
し
て
解
体
す
る
場
合
の
多
い
こ
と
｡
こ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
る
｡
大
仏
様
建

築
の
よ
う
に
､
十
分
に
発
展
す
る
前
に
大
陸
か
ら
新
様
式
(
唐
様
)
が
輸
入
さ
れ
､
た
ち
ま
ち
と
っ
て
替
ら
れ
る
も
の
｡
寝
殿
造
り
や
中

世
の
仏
像
彫
刻
の
よ
う
に
､
担
い
手
で
あ
っ
た
階
層
が
歴
史
か
ら
退
場
す
る
巻
添
え
を
喰
っ
て
衰
退
･
消
滅
す
る
も
の
｡
江
戸
時
代
の
城

郭
の
よ
う
に
法
的
禁
制
に
よ
っ
て
進
歩
を
止
め
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
(
補
修
の
み
､
新
工
事
の
禁
止
)
な
ど
が
あ
る
｡



こ
う
考
え
て
み
る
と
､
フ
ォ
シ
ョ
ソ
の
四
段
階
説
は
､
元
来
日
本
の
実
情
に
は
適
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

二
-
四

ド
ー
ル
ス
の
歴
史
的
常
数
説

ド
ー
ル
ス
は
､
｢
古
典
主
義
｣
と
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
を
､
人
類
の
文
化
史
を
通
じ
て
見
出
さ
れ
る
｢
ア
イ
オ
ー
ソ
｣
､
言
い
換
え
れ
ば
歴

史
的
常
数
で
あ
る
と
し
た
｡
そ
し
て
｢
古
典
主
義
｣
の
特
性
を
示
す
語
と
し
て
､
文
明
･
理
性
･
合
理
性
･
主
知
主
義
･
人
文
主
義
･
権
威
主

義
･
正
統
･
円
･
三
角
形
･
対
位
法
･
ギ
リ
シ
ア
･
ロ
ー
マ
文
化
等
を
あ
げ
､
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
に
対
応
す
る
語
と
し
て
､
野
蛮
･
変
化
･
力
動
性

･
汎
神
論
･
自
然
･
異
端
･
楕
円
･
遁
走
性
･
原
始
･
先
史
文
化
･
カ
ー
ニ
バ
ル
等
を
あ
げ
る
?
〉

タ
ビ
ュ
は
､
ド
ー
ル
ス
の
発
想
を
自
我
の
観
点
か
ら
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
｡

｢
古
典
的
意
識
と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
こ
の
上
位
の
精
神
状
態
が
衰
え
は
じ
め
る
と
､
自
我
の
多
様
に
し
て
有
害
な
開
花
が
何
の
制
約

も
な
し
に
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
､
唯
一
の
統
一
的
自
我
の
代
り
に
バ
ロ
ッ
ク
的
自
我
が
登
場
す
る
甥

ド
ー
ル
ス
に
と
っ
て
､
｢
古
典
主
義
｣
と
は
､
知
性
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
､
権
威
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
､
文
明
状
態
を
指
す
語
で
あ

り
､
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
と
は
､
感
性
に
従
っ
て
解
体
し
､
無
目
的
に
変
動
す
る
､
野
蛮
状
態
を
指
す
語
な
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
ド
ー
ル
ス
説
を
日
本
に
適
用
す
る
と
ど
う
な
る
か
｡
再
び
桂
離
宮
と
東
照
宮
を
考
え
て
み
よ
う
｡
桂
離
宮
は
､
決
し
て
野
蛮
で

は
な
く
非
合
理
で
は
な
い
｡
し
か
し
同
時
に
､
反
規
則
的
で
あ
り
､
反
幾
何
学
的
で
あ
り
､
自
然
を
志
向
し
､
限
り
な
く
変
化
す
る
｡
東

照
宮
は
権
威
主
義
的
で
あ
り
､
反
自
然
的
で
あ
る
｡
し
か
し
､
力
動
性
･
遁
走
曲
･
カ
ー
ニ
バ
ル
と
い
っ
た
性
格
を
確
か
に
も
っ
て
い
る
｡

と
す
れ
ば
､
い
ず
れ
も
､
ド
ー
ル
ス
の
意
味
で
は
｢
古
典
主
義
｣
で
も
な
く
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
で
も
な
い
｡

繁
を
避
け
る
た
め
､
こ
れ
以
上
ド
ー
ル
ス
説
の
具
体
的
適
用
は
や
め
､
先
ま
わ
り
し
て
､
な
ぜ
ド
ー
ル
ス
説
が
日
本
に
お
い
て
適
用
困

難
で
あ
る
か
の
理
由
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

ド
ー
ル
ス
の
発
想
の
背
後
に
は
､
い
く
つ
か
の
二
項
対
立
の
図
式
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
自
我
の
活
動
に
は
統
制
に
従
う
も
の
と
解
放

五九



六〇

を
目
ざ
す
も
の
と
が
対
立
し
て
お
り
､
権
威
の
体
制
と
し
て
は
正
統
と
異
端
と
が
対
立
し
て
い
る
｡
ま
た
文
化
形
式
に
は
､
合
理
性
に
導

か
れ
る
文
明
と
自
然
に
身
を
委
ね
る
野
蛮
と
が
対
立
し
て
い
る
｡
そ
し
て
ド
ー
ル
ス
は
､
前
三
者
と
後
三
者
と
が
そ
れ
ぞ
れ
セ
ッ
ト
を
成

す
こ
と
を
､
ど
う
や
ら
自
明
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
前
の
グ
ル
ー
プ
が
｢
古
典
主
義
｣
､
後
の
グ
ル
ー
プ
が
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
と
い

う
わ
け
だ
｡
(
こ
れ
を
図
式
化
す
れ
ば
､
左
の
よ
う
に
な
る
)

文 権 自

化 威 我
の の の

形 休 括
式 制 動

ノゝ
ロ 正 統 古
理

/(ヽ

統 制
に 典

文

明
)

琴
フ

主

義

自 異 解 ノヽ

然
(

端 放
を

lコ

野

蛮
ヽJ

め

ざ
す

ツ

ク

し
か
し
､
ド
ー
ル
ス
の
図
式
は
日
本
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
か
｡

日
本
人
の
自
我
意
識
､
と
な
れ
ば
問
題
が
大
き
す
ぎ
る
が
､
少
く
と
も
芸
術
論
(
よ
り
正
確
に
は
芸
道
論
)

に
見
る
限
り
､
自
我
の
統

制
と
解
放
と
は
､
対
立
と
い
う
よ
り
個
人
に
お
け
る
過
程
の
差
と
み
な
さ
れ
て
い
た
｡
す
な
わ
ち
､
未
達
老
の
型
を
学
ぶ
段
階
と
､
己
達

者
の
型
に
囚
わ
れ
ぬ
境
地
で
あ
る
望
む
し
ろ
日
本
の
芸
術
論
の
強
調
す
る
の
は
､
二
つ
の
自
我
解
放
を
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
一
つ
は
､

自
己
主
張
､
自
己
表
現
と
し
て
の
｢
我
意
｣
｢
我
慢
｣
で
あ
り
､
数
寄
･
カ
ブ
キ
･
バ
サ
ラ
等
は
､
自
己
主
張
の
様
式
と
み
な
さ
れ
る
｡

今
一
つ
は
､
自
己
脱
却
と
し
て
の
｢
無
我
｣
で
あ
り
､
自
在
無
碍
､
遊
戯
三
昧
等
が
制
作
の
在
り
方
と
し
て
説
か
れ
る
｡
む
ろ
ん
後
者
が

芸
術
的
に
価
値
が
高
い
ど
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
､
｢
心
の
師
と
は
な
れ
､
心
を
師
と
せ
ざ
れ
｣
の
教
訓
も
､
こ
の
二
つ
の
自
我
解
放
の
区

別
を
指
摘
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
｡

日
本
に
お
い
て
､
合
理
が
正
統
､
自
然
は
異
端
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
む
し
ろ
自
然
に
従
う
こ
と
は
､
解
体
･

不
統
一
･
混
乱
で
な
く
､
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
法
則
と
は
､
な
に
よ
り
も
ま
ず
自
然
法
則



(
四
季
の
推
移
と
生
の
無
常
)
で
あ
り
､
合
法
則
と
は
､
自
然
の
｢
勢
い
｣
に
身
を
ま
か
せ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
領
と
す
れ
ば
､

自
然
こ
そ
正
統
で
あ
る
と
い
え
る
｡
と
い
っ
て
も
､
合
理
が
日
本
に
お
い
て
異
端
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
｡
た
だ
､

合
理
主
義
的
な
も
の

(
制
度
に
お
け
る
律
令
･
条
里
制
､
建
築
に
お
け
る
幾
何
学
的
配
慮
､
思
想
に
お
け
る
仏
教
学
や
朱
子
学
)

は
殆
ど

中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
し
か
も
日
本
人
に
十
分
染
み
こ
む
こ
と
は
な
く
､
漢
字
を
か
な
に
変
え
る
よ
う
に
そ
の
形
を
｢
く

ず
す
｣
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
受
容
さ
れ
た
､
と
は
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
､
中
国
的
合
理
性
は
タ
テ
マ
エ

の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
り
､
ホ
ン
ネ
が
も
の
を
い
う
芸
術
に
お
い
て
は

(
儀
式
的
典
礼
的
側
面
が
重
視
さ
れ
る
も
の
を
除
い
て
)
殆
ど
か
え

り
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

三
､
日
本
に
お
け
る
｢
擬
似
バ
ロ
ッ
ク
｣
の
可
能
性

西
欧
の
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
概
念
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
適
用
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
っ
た
｡
で
は
､
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
概
念
そ
れ
自
体
で
は
な

く
､
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
概
念
を
産
み
出
し
た
様
式
把
握
の
方
法
論
を
日
本
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
し
て
､
そ
こ
に
｢
ハ

ロ
ッ
ク
｣
尤
相
当
す
る
概
念
､
い
わ
ば
｢
擬
似
バ
ロ
ッ
ク
｣
概
念
を
抽
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
｡
次
に
､
こ
の
可
能
性
に
つ

い
て
､
思
考
実
験
を
試
み
て
み
た
い
｡

三
-
一

建
築
形
態
の
一
般
的
定
式

二
-
一
に
あ
げ
た
一
般
的
基
準
は
､
方
法
論
で
は
な
い
か
ら
省
略
す
る
｡
二
-
二
に
あ
げ
た
建
築
形
態
の
一
般
的
定
式
と
は
､
外
的
形

態
の
印
象
比
較
か
ら
､
二
つ
の
対
比
的
類
型
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
｡
か
な
り
主
観
的
な
作
業
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
､
ま
ず
こ
こ
か

ら
始
め
よ
う
｡

六
一



六
二

月
本
建
築
を
概
観
す
る
時
､
次
の
二
つ
の
｢
た
た
ず
ま
い
｣
が
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
｡
一
つ
は
､
薄
明
の
中
で
自
然
に
溶
け

こ
む
諸
形
態
で
あ
り
､
今
一
つ
は
､
鮮
明
に
自
然
と
対
照
す
る
諸
形
態
で
あ
る
篭
仮
に
前
者
を
自
然
同
化
型
､
後
者
を
自
然
対
照
型
と
い

･
フ
こ
と
に
し
よ
･
フ
｡

同
化
型
の
特
徴
は
無
彩
色
､
単
純
性
､
低
層
､
つ
ま
り
構
に
伸
び
地
に
這
う
形
で
あ
り
､
人
工
性
を
抑
え
､
幾
何
学
的
相
称
を
嫌
い
､

華
や
木
の
如
く
自
然
に
溶
け
こ
む
こ
と
を
求
め
て
い
る
か
の
よ
う
な
た
た
ず
ま
い
で
あ
る
｡

対
照
型
の
特
徴
は
､
鮮
や
か
な
色
彩
､
複
雑
な
構
造
で
あ
り
､
人
工
性
･
幾
何
学
性
を
厭
わ
ず
と
り
入
れ
､
し
ば
し
ば
楼
閣
と
な
っ
て

吃
立
し
､
周
囲
の
自
然
に
対
し
て
自
己
主
張
せ
ん
と
す
る
か
の
よ
う
な
た
た
ず
ま
い
で
あ
る
｡

同
化
型
の
例
と
し
て
は
､
伊
勢
神
官
､
奈
良
平
安
の
和
様
建
築
､
桂
離
宮
に
代
表
さ
れ
る
数
寄
屋
造
､
地
方
に
残
る
民
家
､
･
そ
れ
に
茶

室
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
､
対
照
型
の
例
と
し
て
は
､
厳
島
神
社
､
平
等
院
や
金
色
堂
､
安
土
桃
山
の
城
郭
建
築
､
日
光
の
東
照
宮
な
ど

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
う
し
て
み
る
と
､
一
般
に
､
大
陸
の
影
響
の
強
い
も
の
ほ
ど
対
照
型
で
あ
り
､
日
本
独
自
の
形
態
に
な
る
ほ
ど
同
化
型
と
な
る
傾
向

が
あ
り
そ
う
だ
｡
ま
た
､
祝
祭
的
建
築
ほ
ど
対
照
型
で
あ
り
､
生
活
的
建
築
は
ど
同
化
型
で
あ
る
と
い
う
傾
向
も
あ
り
そ
う
だ
｡

む
ろ
ん
一
国
の
全
建
築
を
､
二
つ
の
型
に
完
全
に
分
類
で
き
る
筈
は
な
く
､
ど
ち
ら
と
も
つ
か
ぬ
中
間
型
の
建
築
は
い
く
ら
で
も
あ

る
｡
(
典
型
的
に
は
､
今
道
教
授
の
指
摘
さ
れ
た
五
重
塔
｡
)
し
か
し
､
こ
の
分
類
困
難
な
建
築
の
中
に
は
(
全
て
で
は
な
い
が
)
次
の
二

つ
の
場
合
が
み
ら
れ
る
｡
一
つ
は
､
は
じ
め
対
照
型
で
あ
っ
た
大
陸
様
式
が
､
時
を
経
て
日
本
化
し
､
同
化
型
ま
で
至
ら
ぬ
段
階
で
一
つ

の
様
式
と
な
っ
た
も
の
｡
(
寝
殿
造
り
､
折
衷
様
寺
院
､
初
期
の
書
院
造
り
な
ど
｡
)

今
一
つ
は
､
創
建
当
初
は
対
照
型
で
あ
っ
た
も
の

が
､
年
と
共
に
彩
色
が
落
ち
､
姿
が
古
寂
び
､
自
然
同
化
的
な
雰
囲
気
を
帯
び
て
き
た
も
の
｡
(
五
重
塔
な
ど
｡
中
国
と
違
っ
て
､
日
本

人
は
建
築
も
ま
た
自
然
の
推
移
に
ま
か
せ
､
色
を
塗
り
直
す
こ
と
は
少
い
｡
そ
の
少
い
例
外
の
一
つ
が
東
照
宮
･
で
あ
る
)

ど
う
や
ら
､
日
本
で
は
､
建
築
形
態
を
自
然
に
同
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
重
力
が
働
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
特
殊
な
用
途
(
宗
教
的
･



政
治
的
)
を
も
っ
た
｢
ハ
レ
｣
の
建
築
を
別
と
し
て
､
一
般
に
は
､
重
力
に
適
っ
て
投
げ
上
げ
ら
れ
た
石
も
や
が
て
落
下
す
る
よ
う
に
､

自
然
対
照
型
建
築
(
大
陸
様
式
)
も
し
だ
い
に
同
化
型
へ
と
推
移
(
和
風
化
･
古
び
)
し
て
ゆ
ぐ
｡
と
す
れ
ば
我
々
は
､
日
本
に
お
け
る

建
築
様
式
の
二
つ
の
塾
を
考
え
る
た
め
に
も
､
時
間
的
変
化
と
い
う
契
枚
を
見
落
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
｡
そ
し
て
こ
れ
が
､
≡
-
二
の

課
題
で
も
あ
る
｡

三
-
二

形
の
発
展
段
階

次
に
､
フ
ォ
シ
ョ
ソ
に
習
っ
て
､
日
本
に
お
け
る
形
の
発
展
段
階
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
よ
う
｡
ま
ず
大
き
く
､
発
生
･
変
容
･
終

末
の
三
期
に
分
け
､
発
生
期
を
｢
移
入
｣
の
段
階
､
変
容
期
を
｢
く
ず
し
｣
の
段
階
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
｡

｢
移
入
｣
の
段
階
を
支
配
す
る
美
意
識
は
､
日
本
的
と
い
う
よ
り
は
､
中
国
･
朝
鮮
の
も
の
で
あ
る
｡
形
は
､
輸
入
再
現
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
､
幾
何
学
的
･
色
彩
的
･
装
飾
的
･
合
理
的
･
異
国
的
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
｡

｢
く
ず
し
｣
の
段
階
は
､
和
風
化
の
段
階
と
言
っ
て
も
よ
い
｡
日
本
的
美
意
識
に
よ
る
､
輸
入
形
式
の
選
択
と
変
容
が
行
わ
れ
る
｡
形

は
非
幾
何
学
化
し
､
鮮
や
か
な
色
彩
感
を
失
い
(
色
数
の
減
少
､
又
は
彩
度
の
低
下
)
､
全
体
の
構
造
は
単
純
化
す
る
｡
た
だ
し
形
の
連

続
に
つ
い
て
は
､
不
規
則
性
が
導
入
さ
れ
て
構
造
的
明
瞭
性
が
失
わ
れ
､
予
期
で
き
ぬ
変
化
が
組
み
こ
ま
れ
る
｡
一
般
に
､
形
の
柔
ら
げ

を
特
徴
と
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
(
建
築
に
お
い
て
は
､
自
然
へ
の
溶
け
こ
み
と
し
て
現
れ
る
)

終
末
期
は
一
様
で
は
な
く
､
三
つ
の
場
合
に
分
れ
る
｡
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
､
｢
混
合
｣
｢
額
廃
｣
｢
固
着
｣
の
段
階
と
呼
ぼ
う
｡

｢
混
合
｣
の
段
階
と
は
､
従
来
日
本
に
あ
っ
た
様
式
と
混
合
す
る
こ
と
で
､
形
が
変
化
を
蒙
る
も
の
で
､
例
え
ば
､
水
墨
画
と
大
和
絵

か
ら
狩
野
派
の
美
術
が
､
和
様
寺
院
と
唐
様
寺
院
か
ら
折
衷
様
寺
院
が
､
寝
殿
造
と
唐
様
建
築
か
ら
書
院
造
が
生
ま
れ
た
｡

｢
頸
廃
｣
の
段
階
と
は
､
一
応
の
完
成
を
見
た
形
が
､
副
次
的
な
趣
向
に
走
っ
て
､
よ
り
手
の
混
ん
だ
も
の
､
凝
っ
た
も
の
を
目
指
し

た
り
､
或
い
は
､
従
来
の
目
慣
れ
た
形
に
は
飽
き
て
き
た
人
々
の
た
め
に
､
官
能
的
･
刺
戟
的
要
素
を
増
し
て
､
鈍
化
し
た
感
性
に
衝
撃

六三



六四

を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
形
態
特
徴
は
､
西
欧
の
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
や
バ
ロ
ッ
ク
に
近
い
と
い
え
よ
う
｡
例
と
し
て
は
､
幕

末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
浮
世
絵
末
期
や
､
や
は
り
江
戸
末
期
の
楽
焼
や
歌
舞
伎
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡
俳
諸
に
お
け
る
談

林
派
も
こ
れ
に
入
れ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
｡

｢
固
着
｣
の
段
階
と
は
､
一
定
の
形
が
権
威
を
得
て
､
以
後
固
定
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
､
悪
い
意
味
で
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
近
い
｡

元
来
日
本
に
は
､
先
例
が
そ
の
ま
ま
規
範
と
な
る
習
慣
が
あ
り
､
外
か
ら
刺
戟
の
少
な
か
っ
た
江
戸
時
代
な
ど
で
は
､
初
期
の
形
が
そ
の

ま
ま
伝
承
さ
れ
る
も
の
が
多
か
っ
た
｡
(
家
元
制
度
を
と
.
る
も
の
は
そ
の
典
型
)
ま
た
､
古
式
の
ま
ま
を
守
る
こ
と
が
宗
教
的
要
請
で
あ

る
場
合
も
あ
っ
た
｡
(
神
社
.
･
寺
院
)

い
ず
れ
に
せ
よ
､
伝
え
ら
れ
た
形
式
の
無
批
判
な
墨
守
は
､
し
ば
し
ば
そ
の
生
命
力
を
失
わ
せ
る

で
あ
ろ
う
｡

さ
て
､
以
上
の
よ
う
な
形
の
発
展
段
階
は
､
フ
ォ
シ
ョ
ソ
の
四
段
階
同
様
､
一
つ
の
理
想
型
で
あ
っ
て
､
日
本
美
術
に
お
け
る
全
て
の

｢
形
｣
が
こ
の
通
り
に
展
開
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
と
り
わ
け
そ
の
発
生
期
に
お
い
て
は
､
｢
移
入
｣
の
他
に
､
フ
ォ
シ
ョ
ソ
の
言
う
よ

う
な
実
験
の
段
増
や
､
個
人
に
よ
る
独
創
の
役
割
な
ど
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
し
か
し
､
一
般
的
パ
タ
ー
ン
と
し
て
こ

の
よ
う
な
段
階
を
設
定
し
て
み
る
こ
と
は
､
全
く
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

三
-
1
ニ
正
統
と
異
場

長
後
に
､
ド
ー
ル
ス
に
倣
っ
て
､
正
統
と
異
端
と
い
う
対
比
概
念
を
､
日
本
の
芸
術
様
式
の
中
に
持
ち
こ
め
な
い
か
と
考
え
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
｡
こ
れ
は
､
様
式
上
の
権
威
的
統
制
と
そ
こ
か
ら
の
解
放
と
言
い
換
え
て
も
い
い
｡
(
言
う
ま
で
も
な
く
､
ド
ー
ル
ス
に
於

て
は
､
前
者
が
｢
古
典
主
義
｣
後
者
が
｢
バ
ロ
ッ
ク
｣
に
あ
た
る
)

ま
ず
そ
の
レ
ベ
ル
を
三
つ
に
分
け
､
個
人
様
式
に
お
け
る
｢
異
風
｣
､
時
代
様
式
に
お
け
る
｢
逸
脱
｣
､
そ
し
て
時
代
を
超
え
た
歴
史

的
常
数
と
し
て
の
｢
異
端
｣
と
い
う
順
で
考
え
る
こ
と
に
す
る
｡



第
一
に
､
個
人
様
式
に
お
け
る
｢
正
風
｣
と
｢
異
風
｣
と
い
う
こ
と
が
､
世
阿
弥
･
禅
竹
ら
の
能
楽
論
で
言
わ
れ
る
｡
修
業
の
初
め
は

｢
正
風
｣
の
み
を
学
ん
で
こ
れ
を
体
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
全
て
を
達
成
し
た
後
(
己
達
)

は
､
時
に
｢
異
風
｣
を
交
え
る
こ
と

が
却
っ
て
｢
花
｣
に
な
る
と
す
る
｡
従
っ
て
こ
れ
は
､
｢
正
風
｣
に
対
立
し
て
｢
異
風
｣
一
辺
到
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
､
基
本
は
｢
正

風
｣
に
置
き
な
が
ら
､
必
要
に
応
じ
て
そ
の
枠
を
超
え
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
｡
能
楽
論
で
は
､
さ
ら
に
こ
の
上
に
､
｢
正
風
｣
｢
異
風
｣

と
い
う
区
別
自
体
が
無
意
味
に
な
る
と
い
う
､
無
心
自
在
な
境
位
が
説
か
れ
て
お
り
､
結
局
こ
の
対
立
は
､
み
か
け
ほ
ど
決
定
的
な
も
の

で
は
な
い
｡

第
二
に
時
代
様
式
か
ら
の
逸
脱
だ
が
､
こ
れ
は
よ
り
ス
ケ
ー
ル
の
小
さ
い
も
の
と
し
て
あ
る
流
派
か
ら
の
逸
脱
と
､
よ
り
ス
ケ
ー
ル
の

大
き
い
も
の
と
し
て
時
代
の
主
潮
流
か
ら
の
逸
脱
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

元
来
､
日
本
で
は
事
大
主
義
が
端
ア
＼
流
れ
に
逆
ら
う
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
｡
家
元
制
度
は
一
流
派
の
､
郡
部
の
感
覚
は
一
時
代
の
様
式
を
.
一
元
化
さ

せ
る
力
と
な
っ
た
し
､
古
人
崇
拝
や
秘
伝
思
想
は
､
過
去
に
達
成
さ
れ
た
理
想
の
再
現
が
芸
の
道
で
あ
る
と
の
考
え
を
普
及
さ
せ
た
し
､
平
時
の
為
政
者

(
平
安
貴
族
や
幕
府
官
僚
)
は
旧
制
を
重
ん
じ
新
儀
を
嫌
う
の
が
一
般
で
あ
っ
た
｡
｢
逸
脱
｣
は
､
そ
れ
自
体
で
一
つ
の
事
件
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
･
ち

あ
る
流
派
か
ら
の
逸
脱
は
､
家
元
制
度
の
強
力
な
日
本
に
お
い
て
は
､
｢
破
門
｣
と
い
う
制
裁
に
よ
っ
て
､
芸
の
道
か
ら
身
を
引
く
こ

と
を
求
め
ら
れ
る
｡
こ
の
時
､
な
お
同
じ
仕
事
を
続
け
よ
う
と
思
う
な
ら
､
次
の
≡
つ
の
形
し
か
な
い
｡

第
一
に
､
他
の
流
派
に
転
属
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
従
来
の
形
の
尺
度
､
美
の
権
威
を
捨
て
､
よ
り
自
分
に
適
す
る
別
の
尺
度
､

別
の
権
威
に
従
う
こ
と
た
と
言
っ
て
よ
い
｡

第
二
に
､
自
ら
家
元
と
な
っ
て
､
一
流
を
興
す
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
自
分
自
身
が
新
た
な
権
威
者
と
な
っ
て
､
新
た
な
尺
度
を
定
め

る
こ
と
だ
と
言
っ
て
よ
い
｡

第
三
に
､
い
わ
ゆ
る
一
匹
狼
と
な
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
家
元
制
度
と
い
っ
た
権
威
シ
ス
テ
ム
が
性
格
に
合
わ
な
い
と
か
､
そ
の

尺
度
が
余
り
に
も
常
識
外
れ
で
従
う
老
が
い
な
い
と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
｡
運
が
良
け
れ
ば
少
数
の
物
好
き
な
パ
ト
ロ
ン
に
庇
護
さ
れ
て

六五



六六

奇
人
と
し
て
の
生
涯
を
終
え
､
そ
の
個
性
的
な
様
式
は
誰
に
も
受
継
が
れ
な
い
｡

時
代
の
主
潮
流
に
対
す
る
逸
脱
も
､
同
じ
よ
う
な
形
を
と
る
｡

第
一
に
､
他
所
に
権
威
を
求
め
､
別
の
尺
度
に
従
う
も
の
｡
こ
れ
は
､
日
本
に
お
い
て
常
に
｢
も
う
一
つ
の
権
威
｣
で
あ
り
紡
け
た
中

国
か
ら
､
新
し
い
様
式
を
輸
入
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
多
く
は
､
従
来
の
主
潮
流
に
対
し
て
｢
バ
ロ
ッ
ク
的
｣
性
格
を
示
す
｡
例
は
諸

文
化
が
唐
風
一
辺
到
と
な
っ
た
古
代
か
ら
､
江
戸
時
期
の
南
画
ま
で
数
多
い
｡
(
本
稿
で
は
明
治
以
降
は
考
慮
し
て
い
な
い
)

第
二
に
､
自
ら
新
時
代
の
権
威
者
と
な
り
､
新
し
い
尺
度
を
定
め
る
も
の
｡
い
わ
ゆ
る
｢
新
風
を
た
て
る
｣
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､

前
述
の
様
式
輸
入
に
比
べ
れ
ば
､
既
成
様
式
に
根
底
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
破
門
に
よ
っ
て
自
ら
一
流
を
興
し
た
老
の
様
式
が
､

多
く
元
の
流
派
の
様
式
を
継
承
し
っ
つ
細
部
に
自
ら
の
工
夫
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
､
｢
新
風
｣
と
い
っ
て
も
､
既
存
様
式
の
根

底
を
継
承
し
つ
つ
､
そ
れ
を
超
え
る
視
点
を
発
見
す
る
こ
と
で
新
し
い
境
地
を
開
拓
す
る
と
い
う
場
合
が
多
い
｡
例
え
ば
､
古
今
風
の
和

歌
に
対
す
る
新
古
今
風
､
田
楽
に
対
す
る
能
楽
､
談
林
の
俳
諸
に
対
す
る
蕉
風
な
ど
が
そ
れ
に
当
る
だ
ろ
う
｡

第
三
に
､
既
成
の
権
威
を
否
定
し
､
既
成
の
尺
度
を
破
壊
し
な
が
ら
､
同
調
者
を
産
ま
ず
､
時
代
潮
流
に
対
す
る
一
匹
狼
と
な
る
も
の
｡

こ
れ
は
自
我
の
解
放
､
自
由
な
自
己
表
現
と
い
う
意
味
で
｢
バ
ロ
ッ
ク
的
｣
性
格
を
も
つ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
｡
例
え
ば
奇
想
派
の

画
家
と
さ
れ
る
斎
自
､
若
沖
､
絵
金
な
ど
が
そ
う
で
あ
り
､
浮
世
絵
に
お
け
る
写
楽
や
漢
詩
に
お
け
る
一
休
を
こ
れ
に
加
え
て
も
い
い
だ

ろ
う
｡

さ
て
最
後
に
､
時
代
を
超
え
た
歴
史
的
常
数
､
す
な
わ
ち
ア
イ
オ
ー
ソ
と
し
て
の
｢
正
統
｣
と
｢
異
端
｣
に
つ
い
て
仮
説
を
た
て
て
み

た
い
｡
そ
し
て
ド
ー
ル
ス
同
様
､
こ
の
対
比
概
念
を
自
然
や
自
己
や
文
明
と
組
合
せ
て
考
え
る
な
ら
､
次
の
よ
う
に
言
え
な
い
で
あ
ろ
う

か｡

日
本
に
お
け
る
基
本
的
な
思
考
の
枠
組
に
よ
れ
ば
､
自
己
は
自
然
の
一
部
で
あ
り
､
自
然
は
無
常
の
法
に
従
っ
て
変
転
す
る
｡
そ
こ
で
､

人
は
生
に
お
い
て
は
無
常
に
従
い
､
精
神
に
お
い
て
は
無
常
を
認
識
し
､
こ
れ
を
超
克
し
て
心
の
平
安
を
得
ね
ば
な
ら
な
い
｡
従
っ
て
｢
正



統
｣
と
は
､
人
為
性
に
対
し
て
自
然
性
､
作
意
に
対
し
て
不
作
為
を
守
る
こ
と
で
あ
り
､
人
工
の
論
理
で
は
な
く
天
の
定
め
る
道
や
法
に

従
う
こ
と
が
合
法
則
で
あ
り
､
何
か
を
為
す
に
し
て
も
､
決
し
て
我
意
に
ま
か
せ
て
枠
を
超
え
る
こ
と
な
く
中
庸
を
守
る
の
が
正
し
い
｡

｢
異
端
｣
と
は
こ
の
逆
の
態
度
で
あ
る
｡
人
為
的
･
作
意
的
な
も
の
に
文
化
的
価
値
を
見
出
し
､
先
例
の
な
い
異
常
さ
を
達
成
す
る
こ
と

を
自
己
実
現
と
喜
び
､
自
然
の
法
を
我
意
に
ま
か
せ
て
歪
め
､
つ
い
に
は
自
己
の
つ
く
り
出
し
た
も
の
だ
け
で
世
界
を
構
成
し
よ
う
と
す

る
｡
こ
の
二
者
の
う
ち
､
自
然
に
従
わ
ん
と
す
る
心
を
ヤ
マ
ト
ゴ
コ
ロ
､
作
為
を
重
ん
じ
る
心
を
カ
ラ
ゴ
コ
ロ
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し

れ
な
い
｡
(
前
者
に
基
づ
く
建
築
が
｢
自
然
同
化
型
｣
の
形
を
と
り
､
後
者
か
ら
｢
自
然
対
照
型
｣
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
)

こ
う
し
て
一
応
､
日
本
に
お
け
る
歴
史
的
常
数
と
し
て
の
｢
正
統
｣
と
｢
異
端
｣
と
い
う
も
の
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し
て

茶
の
湯
･
俳
譜
等
､
｢
日
本
的
｣
芸
術
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
多
く
が
､
｢
正
統
｣
の
精
神
か
ら
産
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
認

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
｡

し
か
し
､
｢
異
端
｣
の
精
神
か
ら
も
ま
た
､
か
つ
て
い
く
つ
か
の
文
化
運
動
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
｡
自
然
を
離
れ
､

無
常
を
忘
れ
､
我
欲
の
満
足
を
め
ざ
す
精
神
は
､
い
わ
ゆ
る
浮
世
思
想
と
な
っ
て
､
関
心
を
官
能
へ
と
限
定
し
､
｢
一
期
は
夢
｣
｢
た
だ

狂
へ
｣
と
叫
び
つ
つ
､
数
奇
･
風
流
･
バ
サ
ラ
･
カ
ブ
キ
等
と
呼
ば
れ
た
絢
潤
筆
麗
な
文
化
運
動
を
つ
く
り
出
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は

自
己
解
放
と
し
て
の
遊
戯
を
芸
術
に
ま
で
高
め
ん
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
の
最
も
洗
練
さ
れ
た
形

態
は
､
江
戸
時
代
の
｢
悪
所
｣
す
な
わ
ち
遊
里
と
芝
居
に
お
い
て
達
成
さ
れ
た
｡
も
し
､
｢
陀
び
･
寂
び
｣
に
代
表
さ
れ
る
美
意
識
が
日

本
の
正
統
の
美
意
識
で
あ
る
と
す
る
な
ら
､
こ
の
異
端
の
美
意
識
も
､
ま
た
日
本
の
も
う
一
つ
の
伝
統
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か｡
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こ
の
論
文
は
､
建
築
史
学
科
助
手
の
長
尾
重
武
君
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
｡

井
上
氏
の
あ
げ
る
法
隆
寺
の
バ
ロ
ッ
ク
的
特
徴
と
は
､
t
h
e

f
a
-
s
e

f
O
r
ヨ
S
(
見
せ
か
け
だ
け
の
二
階
)
､
t
b
e
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雲
形
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･
b
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c
打
宅
a
r
d
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i
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e
f
f
e
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凸
凹
面
へ
の
視
線
)
な
ど
で
あ
る
｡
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･
(
神
吉
敬
三
訳

美
術
出
版
社
)

神
書
敬
三
訳
で
は
｢
重
く
圧
す
る
…
｣
だ
が
､
｢
重
く
沈
む
…
｣
の
訳
も
あ
る
｡
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(
杉
本
秀
太
郎
訳
『
形
の
生
命
』
岩
波
書
店
)

江
戸
期
の
木
割
法
の
完
成
は
､
一
般
建
築
に
お
い
て
も
､
設
計
の
固
定
化
を
も
た
ら
し
た
｡
た
だ
し
､
細
部
装
飾
の
変
化
は
あ
っ
た

か
ら
､
一
種
の
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
｡

ド
ー
ル
ス
､
前
掲
書

→
a
p
i
か
.
L
e

b
a
r
O
q
u
e

(
q
u
e

s
a
i
s
･
j
e
ご
】
P
a
r
i
s
-
漂
r
高
階
秀
爾
･
坂
本
満
訳
『
バ
ロ
ッ
ク
芸
術
』
白
水
社
p
-
¢

日
本
芸
道
に
お
い
て
､
一
般
に
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
｢
守
･
破
･
離
｣
と
呼
ぶ
｡
そ
の
最
も
整
理
さ
れ
た
理
論
と
し
て
は
､
金
春
禅
竹

の
｢
六
輪
一
露
｣
論
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

丸
山
真
男
は
､
日
本
の
政
治
史
に
お
い
て
｢
勢
い
｣
の
重
視
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
､
日
本
の
歴
史
思
想
が
｢
う
む
｣
論
理
で
は
な

く
｢
な
る
｣
論
理
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

(
丸
山
真
男
｢
歴
史
意
識
の
『
古
層
』
｣
､
日
本
の
思
想
六
『
歴
史
思
想
集
』
筑
摩
書
房
所
収
)

こ
の
仮
説
は
､
合
同
演
習
発
表
時
に
手
厳
し
い
批
判
を
蒙
っ
た
｡
確
か
に
説
得
力
に
乏
し
い
仮
説
で
は
あ
る
が
､
後
の
≡
-
二
､
三

-
三
と
関
連
し
て
一
つ
の
問
題
領
域
(
日
本
的
様
式
と
自
然
)
を
形
成
す
る
と
思
え
る
の
で
､
と
り
あ
え
ず
は
､
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
｡


