
「
皮
膚
と
衣
装
」
な
る
難
し
い
お
題
を
頂
戴
し
た
。
日
本
美
術
史
を
専

攻
す
る
者
と
し
て
は
、
小
袖
の
意
匠
な
ど
に
つ
い
て
語
る
べ
き
な
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
あ
い
に
く
筆
者
に
は
、
服
飾
史
に
関
し
て
活
字
に
す
る
ほ

ど
の
持
ち
合
わ
せ
が
な
い
。
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
焼
物
に
し
て
も

専
門
と
は
呼
び
難
い
分
野
で
あ
る
が
、
か
つ
て
焼
物
を
素
材
に
日
本
美
術

の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
が
あ
る
の
で

(
１)

、
こ
こ
で
は
そ

の
時
の
感
触
を
手
掛
か
り
に
、
焼
物
の
肌
と
絵
付
け
を
人
の
皮
膚
と
衣
装

に
見
立
て
て
、
日
本
的
な
美
意
識
の
あ
り
か
に
つ
い
て
駄
文
を
草
し
て
み

た
い
。

＊
＊

焼
物
焼
造
の
歴
史
を
誇
る
地
域
は
洋
の
東
西
に
多
い
が
、
日
本
の
多
く

の
陶
磁
器
愛
好
家
に
と
っ
て
、
中
国
の
陶
磁
、
就
中
宋
代
に
焼
か
れ
た
白

磁
や
青
磁
こ
そ
が
、
最
上
の
存
在
だ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
中
国

陶
磁
の
中
で
も
、
続
く
元
代
か
ら
明
代
に
か
け
て
焼
か
れ
た
青
花
（
日
本

風
に
呼
べ
ば
染
付
）
の
精
緻
な
絵
付
け
や
、
明
代
か
ら
清
代
を
中
心
に
展

開
し
た
色
絵
の
華
や
か
さ
を
評
価
す
る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

宋
磁
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
を
、
日
本
人
は
よ
り
高
く
評
価
し
て
き
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

宋
代
の
青
磁
や
白
磁
は
、
中
国
の
宮
廷
で
珍
重
さ
れ
た
玉
器
の
肌
合
い

を
再
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
焼
物
で
あ
ろ
う
。
完
璧
と
い
う
語
は
本
来

玉
器
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
龍
泉
窯
で
焼
か

れ
た
青
磁
の
、
ム
ラ
の
な
い
均
質
な
青
い
肌
は
、
人
為
が
生
み
出
し
た
宝

石
と
言
う
べ
く
、
完
璧
と
い
う
言
葉
が
ぴ
っ
た
り
と
当
て
は
ま
る
。
我
々

が
龍
泉
窯
青
磁
の
逸
品
を
目
に
す
る
機
会
は
、
美
術
館
で
開
催
さ
れ
る
展

覧
会
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
よ
う
が
、
そ
の
完
成
度
の
高
さ
は
、
た
と
え
ガ
ラ
ス

ケ
ー
ス
越
し
で
あ
っ
て
も
、
十
分
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
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そ
う
し
た
宋
代
の
陶
磁
器
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
我
が
国
に
相
当
量
が
も

た
ら
さ
れ
、
国
内
で
は
焼
造
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
逸
品
と
し
て
、
大
変

な
尊
崇
を
受
け
た
。
た
と
え
ば
足
利
将
軍
家
も
多
数
を
所
蔵
し
、
自
ら
の

権
威
を
荘
厳
す
る
道
具
と
し
た
の
で
あ
る
。

中
国
か
ら
請
来
さ
れ
た
完
成
度
の
高
い
作
品
を
尊
崇
す
る
の
は
、
も
ち

ろ
ん
陶
磁
器
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
仏
像
に
せ
よ
水
墨
画
に
せ
よ
、
わ

が
国
の
造
形
は
そ
の
よ
う
な
高
度
な
達
成
を
示
す
作
品
の
輸
入
に
始
ま
り
、

そ
の
再
現
を
目
標
に
し
て
き
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
中
国
作
品
の
賞
玩
と

模
倣
的
な
制
作
を
重
ね
る
う
ち
に
、
わ
が
国
独
自
と
見
え
る
美
意
識
が
、

徐
々
に
形
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
院
政
期
の
絵
画
を
代
表
す
る

源
氏
物
語
絵
巻
の
顔
貌
の
描
写
や
空
間
構
成
を
見
れ
ば
、
中
国
絵
画
の
特

徴
の
一
つ
で
あ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
が
や
や
後
方
に
退
き
、
形
の
面
白
さ
や
色

の
優
美
さ
と
い
っ
た
別
種
の
美
意
識
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
了
解

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
話
題
で
あ
る
陶
磁
器
の
製
造
や
賞
玩
の
場
合
は
、
室
町
時
代
の

中
頃
に
、
よ
り
明
確
に
日
本
的
と
主
張
し
う
る
革
新
的
な
美
学
が
登
場
し

た
。
珠
光
に
始
ま
り
、
利
休
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
「
わ
び
茶
」
で
あ
る
。

茶
の
湯
の
席
に
は
、
茶
碗
、
茶
入
、
茶
壺
、
水
指
、
花
生
、
香
合
な
ど

に
用
い
る
様
々
な
焼
物
が
必
要
で
あ
る
が
、
わ
び
茶
が
登
場
す
る
以
前
の
、

た
と
え
ば
室
町
将
軍
邸
で
開
か
れ
た
茶
会
（
わ
び
茶
の
登
場
と
時
期
的
に

さ
ほ
ど
の
隔
た
り
は
な
い
が
）
で
使
わ
れ
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
唐
物
と

呼
ば
れ
た
中
国
製
品
で
あ
っ
た
。
茶
会
の
主
役
で
あ
る
茶
碗
に
は
、
青
磁

の
碗
や
、
建
窯
や
吉
州
窯
の
天
目
が
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
か
の

「
馬
蝗
絆
」

（
２
）

や
「
曜
変
天
目
」

（
３
）

を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
完
璧
な
美

し
さ
を
誇
る
焼
物
で
あ
る
。
花
生
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
ム
ラ
の
な
い
美

し
い
肌
を
持
っ
た
竜
泉
窯
青
磁
の
逸
品
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
茶
入
と
茶
壺
に
使
わ
れ
た
の
は
、
唐
物
と
は
言
っ
て
も
、
完
璧

と
い
う
言
葉
が
そ
ぐ
わ
な
い
焼
物
で
あ
っ
た
。
抹
茶
の
容
器
で
あ
る
茶
入

に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
中
国
南
部
の
窯
で
量
産
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
何
の

変
哲
も
な
い
小
壺
で
あ
る
。
名
物
と
し
て
今
日
ま
で
大
切
に
伝
え
ら
れ
た

茶
入
は
、
轆
轤
で
端
正
に
成
形
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
色
は
総
じ
て
地

味
な
褐
色
で
あ
り
、
釉
の
発
色
に
は
ム
ラ
が
見
ら
れ
る
。
自
然
の
風
趣
が

漂
う
焼
物
な
の
で
あ
る
。

茶
葉
を
保
存
す
る
た
め
の
茶
壺
に
は
、
肩
に
蓋
を
密
封
す
る
の
に
都
合

が
良
い
四
つ
の
耳
を
持
っ
た
大
振
り
な
四
耳
壺
な
ど
が
転
用
さ
れ
た
が
、

そ
れ
ら
も
や
は
り
中
国
南
部
の
窯
の
量
産
品
で
あ
り
、
完
璧
と
い
う
表
現

か
ら
は
遠
い
焼
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
壺
は
本
来
ま
っ
た
く
の
実
用
品

で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
室
町
中
期
の
唐
物
愛
好
の
全
盛
期
に
は
、
そ
の
素
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朴
な
た
た
ず
ま
い
が
鑑
賞
に
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
需
要
が
増
加
し
た

十
六
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
堺
の
商
人
た
ち
は
は
る
ば
る
フ
ィ
リ
ピ
ン

の
ル
ソ
ン
に
船
を
出
し
て
、
新
た
な
品
を
仕
入
れ
て
も
い
る
。

（
４
）

茶
の
湯
草
創
期
の
茶
人
た
ち
は
、
で
き
る
こ
と
な
ら
茶
入
や
茶
壺
に
も
、

竜
泉
窯
青
磁
の
よ
う
な
、
完
璧
を
誇
る
焼
物
を
使
い
た
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
今
日
に
伝
世
す
る
竜
泉
窯
青
磁
は
花
生
や
香
炉
な
ど
が

ほ
と
ん
ど
で
、
茶
入
や
茶
壺
に
使
え
る
形
と
大
き
さ
を
も
つ
器
を
見
か
け

る
こ
と
は
な
い
。
当
時
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
た
中
国
製
の
陶
磁
器
の

中
か
ら
、
茶
入
と
茶
壺
の
用
途
に
叶
っ
た
も
の
と
し
て
選
ば
れ
た
器
が
、

現
代
ま
で
大
切
に
伝
え
ら
れ
る
名
物
茶
入
や
名
物
茶
壺
な
の
で
あ
り
、
そ

れ
ら
は
ム
ラ
の
有
る
肌
を
持
っ
た
、
民
間
の
雑
器
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
び
と
い
う
革
命
的
で
逆
説
的
な
美
学
は
、
も
ち
ろ
ん
様
々
な
要
因
が

複
合
す
る
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
茶
入
と
茶
壺
に
そ
う
し

た
雑
器
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
も
、
深
く
関
与
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
茶
人
た
ち
は
褐
色
の
壺
の
微
妙
な
形
の
違
い
や
、
浮
か
び

出
た
釉
の
ム
ラ
の
形
状
を
細
か
く
吟
味
し
て
、
入
念
に
選
び
出
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
選
ば
れ
た
名
物
茶
入
や
名
物
茶
壺
に
対
す
る
尊
崇
の
深
さ
は
、

仕
覆
と
呼
ば
れ
る
美
し
い
袋
や
、
二
重
三
重
の
桐
箱
に
収
め
ら
れ
て
、
厳

重
に
保
管
さ
れ
た
こ
と
が
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
。
た
だ
、
制
作
者
で
あ
る

中
国
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
は
普
段
使
い
の
雑
器
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
現

代
中
国
の
陶
磁
史
研
究
者
も
、
さ
し
て
高
い
評
価
を
与
え
な
い
と
い
う
。

名
物
茶
入
や
名
物
茶
壺
は
、
日
本
の
茶
の
湯
の
世
界
に
於
い
て
の
み
評
価

さ
れ
て
き
た
、
特
殊
な
焼
物
な
の
で
あ
る
。

わ
び
茶
の
祖
と
さ
れ
る
珠
光
は
、
茶
会
の
主
役
で
あ
る
茶
碗
に
も
、
一

見
粗
末
な
碗
を
使
っ
た
と
い
う
。
珠
光
所
持
の
伝
承
を
持
ち
、
珠
光
青
磁

と
称
さ
れ
る
碗
は
、
青
が
十
分
に
発
色
し
な
い
黄
み
が
か
っ
た
素
朴
な
青

磁
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
く
武
野
紹

の
頃
に
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
輸
入
さ

れ
た
雑
器
が
、
茶
碗
と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
ら
は
高
麗
茶

碗
の
名
を
与
え
ら
れ
、
後
に
確
立
す
る
茶
道
具
評
価
の
体
系
の
中
で
、
茶

碗
の
最
上
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

朝
鮮
半
島
か
ら
輸
入
さ
れ
た
器
は
、
堅
い
磁
器
質
の
も
の
か
ら
軟
ら
か

い
陶
器
ま
で
か
な
り
幅
が
広
か
っ
た
。
利
休
を
は
じ
め
と
す
る
目
利
き
を

謳
わ
れ
た
茶
人
た
ち
の
審
美
眼
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
中
か
ら
見
所
あ
る

碗
が
選
び
出
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
選
択
の
基
準
は
、
完
璧
さ
の
度
合
い

を
問
題
と
し
た
、
か
つ
て
の
唐
物
選
択
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

た
。
た
と
え
ば
粉
引
と
呼
ば
れ
る
陶
器
は
、
黒
っ
ぽ
い
土
色
を
隠
す
よ
う

に
白
化
粧
を
施
し
て
透
明
釉
を
か
け
た
も
の
だ
が
、
白
が
す
っ
き
り
と
美

し
い
も
の
よ
り
も
、
胎
土
の
成
分
が
化
粧
土
に
滲
み
出
て
少
し
黒
ず
ん
だ

27

【
特
集
】
皮
膚
と
衣
装

皮
膚
と
衣
装

―
焼
物
雑
感

―

2人文学10vol8p5-36特集  10.3.18 15:46  ページ 27



も
の
の
方
が
、「
雨
漏
」
の
名
を
冠
さ
れ
て
珍
重
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
整

っ
た
美
し
い
肌
よ
り
、
味
わ
い
あ
る
肌
に
惹
か
れ
た
と
言
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
か
。「
わ
び
」
と
名
付
け
ら
れ
た
、
人
為
の
完
璧
よ
り
も
自
然
の

風
趣
を
評
価
す
る
特
殊
な
美
学
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

わ
び
茶
に
使
わ
れ
た
道
具
を
、
改
め
て
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
皮
膚
」

と
い
う
視
点
で
眺
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
が
人
が
手
に
取
る
道
具
で
あ
る

こ
と
を
、
今
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
色
と
形
は
眺
め
る
だ
け
で
も
分

か
る
が
、
た
と
え
ば
茶
碗
に
は
、
手
触
り
や
重
さ
、
口
当
た
り
や
熱
の
伝

わ
り
具
合
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
総
合
し
た
飲
み
易
さ
と
い
っ
た
要
素
が

重
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
実
際
に
手
に
取
っ
て
茶
を
喫
し
て
み
な
い
と
分

か
ら
ぬ
事
柄
で
あ
る
。
つ
る
り
と
し
た
薄
手
の
青
磁
の
碗
よ
り
、
ざ
っ
く

り
と
し
た
土
の
味
わ
い
を
残
す
高
麗
茶
碗
が
好
ま
れ
た
の
に
は
、
視
覚
上

の
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
皮
膚
感
覚
も
大
き
く
関
係
し
た
の
だ
ろ
う
。

茶
碗
に
は
、
肌
の
風
趣
あ
る
見
か
け
と
と
も
に
、
人
の
皮
膚
と
の
相
性
も

重
要
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

わ
び
茶
の
大
成
者
で
あ
る
利
休
は
革
命
的
な
目
利
き
と
し
て
名
高
い
が
、

雑
器
の
中
か
ら
見
所
あ
る
も
の
を
選
び
出
し
た
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
美

学
に
か
な
う
道
具
を
作
ら
せ
て
も
い
る
。
中
で
も
瓦
焼
き
職
人
で
あ
っ
た

長
次
郎
に
焼
か
せ
た
楽
茶
碗
が
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
楽
焼
も
ま
た
革
命

的
な
焼
物
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
楽
焼
と
は
、
成
形
と
焼
成
を
大
量
に
行

な
う
通
常
の
焼
物
製
造
と
は
異
な
っ
て
、
念
入
り
に
成
形
し
た
茶
碗
一
点

を
小
さ
な
窯
で
丁
寧
に
焼
成
す
る
、
他
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
製
造
コ
ス
ト

の
高
い
特
殊
な
焼
物
な
の
で
あ
る
。

長
次
郎
の
茶
碗
は
、
轆
轤
で
成
形
さ
れ
た
器
の
よ
う
な
き
れ
い
な
回
転

体
で
は
な
い
。
抹
茶
を
喫
す
る
た
め
の
茶
碗
と
し
て
、
両
手
の
内
に
収
ま

る
よ
う
に
手
び
ね
り
で
形
や
大
き
さ
が
決
定
さ
れ
、
つ
る
り
と
し
た
肌
で

は
な
く
、
し
っ
と
り
手
に
な
じ
む
微
妙
な
感
触
の
肌
が
目
指
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
楽
茶
碗
の
真
価
は
、
手
に
し
て
は
じ
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
性

質
の
も
の
だ
ろ
う
。

長
い
焼
物
の
歴
史
の
中
で
、
抹
茶
を
喫
す
る
為
の
茶
碗
ほ
ど
、
手
触
り

が
重
い
意
味
を
持
っ
た
も
の
が
他
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
楽
茶

碗
は
、
人
の
手
が
、
人
の
手
の
為
に
作
り
上
げ
た
、
温
も
り
の
芸
術
作
品

な
の
で
あ
る
。

＊
＊

焼
物
の
肌
に
絵
と
い
う
衣
装
を
ま
と
わ
せ
よ
う
と
い
う
試
み
は
、
は
る

か
石
器
時
代
か
ら
連
綿
と
続
い
て
い
る
。
世
界
の
陶
磁
史
を
リ
ー
ド
し
た

中
国
に
例
を
拾
え
ば
、
早
く
も
仰
韶
文
化
期
に
彩
陶
が
つ
く
ら
れ
て
い
る

し
、
唐
代
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
三
彩
は
、
華
麗
な
文
様
を
器
体
に
描
き
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出
し
た
焼
物
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

宋
代
の
陶
磁
器
は
、
青
磁
と
白
磁
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
を
頂
点
と
し
た
が
、

続
く
元
代
以
降
、
様
相
は
一
変
す
る
。
西
方
か
ら
輸
入
さ
れ
た
コ
バ
ル
ト

を
用
い
た
絵
付
け
の
技
術
が
確
立
し
て
、
白
い
器
胎
に
青
い
文
様
の
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
が
美
し
い
青
花
が
全
盛
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
上
絵
付

け
で
器
胎
を
彩
る
技
法
は
、
金
代
に
す
で
に
磁
州
窯
で
始
ま
っ
て
い
た
が
、

明
代
の
景
徳
鎮
窯

に
お
い
て
、
赤
や

黄
色
な
ど
を
鮮
や

か
に
発
色
さ
せ
る

五
彩
の
技
術
が
完

成
す
る
。
前
代
に

完
成
の
域
に
達
し

た
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム

は
、
つ
い
に
華
や

か
な
衣
装
を
ま
と

う
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。

青
花
や
五
彩
の

鑑
賞
に
際
し
て
は
、
発
色
の
鮮
や
か
さ
に
眼
が
行
き
が
ち
で
あ
る
が
、
よ

り
重
要
な
の
は
、
そ
れ
を
引
き
出
す
器
胎
の
白
さ
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
や
中
東
に
は
、
純
白
の
堅
い
器
胎
を
焼
く
技
術
が
な
か
っ
た
た

め
、
そ
れ
を
高
度
に
達
成
し
、
し
か
も
美
し
い
色
彩
で
精
緻
な
文
様
が
描

か
れ
た
中
国
の
磁
器
は
、
大
航
海
時
代
以
降
、
彼
の
地
を
席
巻
す
る
こ
と

に
な
る
。

現
代
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
、
欧
米
や
本
家
中
国
の
コ
レ
ク
タ

ー
に
は
、
元
代
か
ら
明
代
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
青
花
の
人
気
が
高
い
。

世
界
基
準
で
見
れ
ば
、
緻
密
な
絵
付
け
が
施
さ
れ
た
青
花
や
五
彩
の
方
が
、

宋
代
の
青
磁
や
白
磁
よ
り
、
お
そ
ら
く
評
価
が
高
い
の
で
あ
ろ
う
。
人
為

の
完
璧
を
評
価
す
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
完
璧
な
器
胎
に
さ
ら
に
完
璧
な

絵
付
け
が
加
わ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
評
価
も
頷
け
よ
う
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
明
で
青
花
や
五
彩
が
全
盛
期
を
迎
え
て
い
た
ち
ょ

う
ど
そ
の
頃
、
並
行
す
る
室
町
時
代
中
期
の
周
辺
日
本
で
、
わ
び
茶
が
産

声
を
上
げ
た
の
で
あ
る
。
景
徳
鎮
製
の
精
巧
な
磁
器
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や

中
東
で
は
熱
烈
な
ま
で
に
愛
好
さ
れ
、
多
く
の
大
作
が
海
を
渡
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
日
本
に
も
相
当
数
が
流
入
し
た
は
ず
だ
が
、
祥
瑞
と
呼
ば
れ
る

日
本
の
茶
人
の
趣
味
に
合
わ
せ
て
焼
造
さ
れ
た
小
味
な
も
の
が
、
少
し
時

代
が
下
っ
た
江
戸
時
代
以
降
に
よ
う
や
く
用
い
ら
れ
始
め
た
の
を
別
と
す
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れ
ば
、
茶
の
湯
の
席
に
青
花
や
五
彩
の
磁
器
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
茶
人
が
好
ん
だ
自
然
の
風
趣
を
残
し
た

肌
と
、
景
徳
鎮
が
得
意
と
し
た
純
白
の
肌
で
は
、
目
指
す
方
向
が
正
反
対

だ
っ
た
と
言
う
こ
と
だ
ろ
う
。

景
徳
鎮
の
職
人
達
の
絵
付
け
は
ど
こ
ま
で
も
緻
密
で
あ
っ
た
し
、
シ
ン

メ
ト
リ
ー
を
基
調
と
し
て
い
た
。
緻
密
な
絵
付
け
と
言
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

日
本
に
も
大
名
間
の
贈
答
品
と
し
て
人
気
の
あ
っ
た
鍋
島
の
よ
う
な
例
は

あ
る
が
、
鍋
島
の
絵
柄
に
シ
ン
メ
ト
リ
ー
は
少
な
い
。
鍋
島
や
古
九
谷
の

よ
う
な
日
本
の
色
絵
磁
器
の
絵
柄
は
、
大
胆
な
デ
ザ
イ
ン
性
を
特
色
と
す

る
。
そ
の
華
麗
な
絵
付
け
は
同
時
期
の
小
袖
の
洗
練
さ
れ
た
意
匠
に
も
通

じ
、
溌
剌
と
し
た
時
代
の
気
分
を
伝
え
て
い
る
。

た
だ
、
茶
の
湯
の
世
界
に
於
い
て
は
わ
び
の
美
学
の
影
響
力
が
圧
倒
的

だ
っ
た
は
ず
で
、
草
庵
で
の
茶
の
湯
の
席
に
、
彩
り
豊
か
な
器
を
持
ち
込

む
の
は
な
か
な
か
難
し
い
業
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
小
堀
遠
州
の

頃
に
「
き
れ
い
さ
び
」
と
い
う
瀟
洒
で
華
麗
な
美
が
提
案
さ
れ
、
野
々
村

仁
清
に
よ
っ
て
色
絵
陶
器
の
茶
碗
も
創
造
さ
れ
た
が
、
茶
の
湯
の
歴
史
の

中
で
は
異
色
の
試
み
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
茶
碗
に
絵
付
け
が
施
さ
れ

た
例
と
し
て
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
志
野
や
唐
津
な
ど
に
見
か
け
る
、

少
な
い
筆
数
で
シ
ン
プ
ル
な
文
様
を
描
い
た
鉄
絵
で
あ
る
。

国
宝
に
指
定
さ
れ
た
数
少
な
い
焼
物
の
一
つ
に
、
三
井
記
念
美
術
館
が

所
蔵
す
る
「
卯
花
墻
」
と
名
付
け
ら
れ
た
志
野
の
茶
碗
が
あ
る
。
よ
く
溶

け
た
長
石
の
白
い
釉
の
肌
の
下
に
、
鉄
絵
に
よ
る
具
象
と
も
抽
象
と
も
つ

か
ぬ
井
桁
様
の
形
象
が
見
え
て
お
り
、
素
朴
さ
の
中
に
も
雅
な
雰
囲
気
を

醸
し
出
し
て
い
る
。
か
な
り
手
早
い
筆
で
描
か
れ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、

い
か
な
る
人
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
卯
花
墻
」
が
焼
造
さ
れ
た
桃
山
時
代
は
、
絢
爛
豪
華
な
美
術
が
咲
き

誇
っ
た
時
期
で
は
あ
っ
た
が
、
お
伽
草
子
や
奈
良
絵
本
、
あ
る
い
は
参
詣

曼
荼
羅
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
民
衆
的
で
素
朴
な
絵
画
ス
タ
イ
ル
も
、

一
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
た
。
た
と
え
ば
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
が
所
蔵

す
る
絵
本
「
か
る
か
や
」
の
よ
う
な
、
見
る
者
の
心
を
打
た
ず
に
は
い
な

い
珠
玉
の
名
品
も
描
か
れ
て
い
る
。

今
「
か
る
か
や
」
の
画
風
を
形
容
す
る
の
に
、
珠
玉
な
ど
と
言
う
大
仰

な
言
葉
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
が
、「
か
る
か
や
」
は
、
作
画
の
技
術
の
練

達
と
言
っ
た
こ
と
と
は
無
縁
の
素
朴
な
作
品
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
民
間
で

の
布
教
に
あ
た
っ
て
い
た
宗
教
者
の
よ
う
な
、
専
門
的
な
画
技
の
修
練
を

受
け
て
い
な
い
素
人
が
、
詞
を
書
き
、
絵
も
描
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
稚
拙
な
画
風
で
あ
り
な
が
ら
、「
か
る
か
や
」
は
、

見
る
者
に
安
ら
ぎ
と
感
動
を
与
え
ず
に
は
い
な
い
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
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心
理
が
働
く
の
か
十
分
に
説
明
で
き
な
い
が
、
技
術
的
な
洗
練
を
求
め
ぬ

素
朴
さ
が
、
か
え
っ
て
大
き
な
感
動
を
呼
ぶ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
か
る
か
や
」
の
画
風
は
特
異
に
も
見
え
る
が
、
決
し
て
孤
立
し
た
も

の
で
は
な
い
。
日
本
民
芸
館
所
蔵
の
「
つ
き
し
ま
」
の
よ
う
に
、
お
伽
草

子
絵
巻
に
は
同
種
の
画
風
を
見
せ
る
も
の
が
多
い
し
、
参
詣
曼
荼
羅
や
地

獄
絵
の
中
に
も
、
類
似
の
表
現
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
現
代

の
絵
手
紙
な
ど
を
見
れ
ば
気
付
か
れ
る
よ
う
に
、
意
図
し
て
素
朴
に
描
く

こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
の
だ
が
、「
か
る
か
や
」
を
は
じ
め
と
す
る
そ

れ
ら
の
素
朴
な
画
風
に
、
作
為
の
い
や
み
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い
。
ひ
ょ

っ
と
す
る
と
こ
の
時
代
の
人
々
は
、
素
朴
な
表
現
の
秘
密
に
気
付
き
、
そ

れ
を
使
い
こ
な
す
高
度
な
技
を
会
得
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

果
た
し
て
「
卯
花
墻
」
の
絵
付
け
は
、
類
い
稀
な
画
技
を
見
せ
つ
け
る

も
の
な
の
か
、
素
人
の
偶
然
の
傑
作
な
の
か
、
そ
れ
と
も
練
達
の
職
人
の

無
心
の
筆
な
の
だ
ろ
う
か
。
今
こ
の
難
問
に
答
え
る
用
意
は
な
い
が
、
こ

の
茶
碗
に
と
っ
て
、
そ
の
シ
ン
プ
ル
極
ま
る
絵
付
け
が
、
緻
密
に
描
き
込

ん
だ
絵
付
け
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
優
れ
た
衣
装
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
の

眼
に
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。

＊
＊

中
国
景
徳
鎮
窯
の
器
胎
装
飾
は
清
代
に
至
っ
て
ま
す
ま
す
精
巧
な
も
の

と
な
り
、
純
白
の
器
胎
は
、
色
数
豊
富
で
緻
密
な
文
様
で
埋
め
尽
く
さ
れ

る
に
至
っ
た
。
中
で
も
皇
帝
の
使
用
品
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
な
ど
は
、

史
上
最
も
華
麗
で
豪
華
な
衣
装
を
ま
と
っ
た
焼
物
と
言
っ
て
差
し
支
え
な

い
だ
ろ
う
。「
卯
花
墻
」
の
シ
ン
プ
ル
極
ま
る
絵
付
け
と
は
ま
っ
た
く
対

照
的
で
あ
り
、
日
中
間
の
美
意
識
の
違
い
を
は
っ
き
り
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
方
並
行
す
る
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
古
伊
万
里
や
京
都
の
色
絵
陶

器
な
ど
の
華
や
ぎ
の
上
位
に
、
わ
び
茶
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
が
鎮
座
す
る
状

況
が
続
い
て
い
た
。
わ
び
茶
は
、
江
戸
時
代
後
半
か
ら
明
治
初
期
に
か
け

て
の
煎
茶
の
流
行
に
よ
っ
て
、
一
時
そ
の
座
を
奪
わ
れ
か
け
た
が
、
明
治

の
近
代
化
を
担
っ
た
実
業
家
た
ち
が
、
茶
の
湯
を
社
交
の
手
段
と
し
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
明
治
維
新
後
も
長
く
陶
磁
器
鑑
賞
の
世
界
で
の
影
響
力
を

維
持
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
近
代
産
業
と
し
て
の
窯
業
は
、
前
代
の
職
人
芸
を
受
け
継
ぐ
華

や
か
な
陶
磁
器
が
欧
米
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
評
価
さ
れ
た
た
め
、
わ
び
の
美

学
か
ら
遠
ざ
か
る
方
向
に
進
ん
だ
。
欧
米
と
の
交
易
の
窓
口
と
な
っ
た
横

浜
で
焼
か
れ
た
磁
器
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
宮
川
香
山
（
一
八
四
二

―
一
九
一
六
）
ら
に
よ
る
輸
出
用
の
磁
器
の
精
巧
さ
は
、
景
徳
鎮
に
匹
敵

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
単
な
る
絵
付
け
を
超
え
た
奇
抜
な
衣
装
も
試
み
ら
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れ
て
、
鳥
や
蟹
な
ど
の
形
姿
を
色
も
形
も
本
物
と
見
紛
う
ば
か
り
に
造
形

し
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
器
胎
に
貼
付
け
た
作
品
ま
で
登
場
し
て
い
る
。

ア
ー
ト
で
あ
る
こ
と
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
一
部
の
近
代
陶
芸
に
と

っ
て
、
も
は
や
生
活
の
道
具
で
あ
る
こ
と
は
二
の
次
に
な
り
、
鑑
賞
さ
れ

る
こ
と
が
最
大
の
存
在
理
由
と
な
っ
た
。
使
い
勝
手
や
肌
の
手
触
り
な
ど

は
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
く
な
り
、
ま
と
っ
た
衣
装
の
華
麗
さ
が
ま
ず
問

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
基
準
へ
の
適
合
と
言
う

こ
と
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
変
化
は
輸
出
用
の
作
品
に
限
ら
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
近
代
陶
芸
の
幕
を
開
い
た
巨
匠
で
あ
る
板
谷
波
山

（
一
八
七
二
―
一
九
六
三
）
の
作
品
を
見
れ
ば
、
そ
の
ア
ー
ト
と
し
て
の
見

所
の
大
半
が
、
精
魂
込
め
ら
れ
た
絵
付
け
に
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
だ

ろ
う
。
は
た
し
て
波
山
は
自
分
で
轆
轤
を
ひ
か
ず
に
、
熟
練
の
職
人
に
注

文
し
て
成
形
さ
せ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
言
う
。

時
代
が
明
治
か
ら
大
正
へ
と
移
る
頃
に
な
る
と
、
そ
う
し
た
制
作
面
ば

か
り
で
な
く
、
鑑
賞
の
世
界
に
も
、
技
術
的
な
完
成
度
を
優
先
し
て
評
価

す
る
世
界
基
準
の
波
が
押
し
寄
せ
て
い
る
。
鉄
道
建
設
な
ど
に
伴
う
中
国

各
地
で
の
発
掘
や
、
辛
亥
革
命
前
後
の
名
家
の
没
落
な
ど
に
よ
っ
て
、
景

徳
鎮
官
窯
の
作
品
を
筆
頭
と
す
る
完
璧
な
美
し
さ
を
誇
る
中
国
陶
磁
が

続
々
と
世
界
市
場
に
出
回
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
に
も
一
部
が
持
ち
込
ま

れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

完
成
度
の
高
さ
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
人
類
全
般
に
共

通
す
る
指
向
で
あ
ろ
う
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
国
の
よ
う
な
文
明
の
中
心

地
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
顕
著
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
景

徳
鎮
製
の
青
花
や
五
彩
に
魅
了
さ
れ
た
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
（
中
国
趣
味
）
を

経
験
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
新
た
に
市
場
に
登
場
し
た
中
国
陶
磁
器

が
高
く
評
価
さ
れ
た
の
は
当
然
と
も
言
え
よ
う
。

日
本
で
も
大
正
年
間
頃
か
ら
、
発
掘
品
の
唐
三
彩
や
流
出
し
た
景
徳
鎮

官
窯
作
品
を
収
集
す
る
コ
レ
ク
タ
ー
が
現
れ
て
い
る
。
若
い
実
業
家
で
あ

っ
た
彼
ら
は
茶
の
湯
の
伝
統
に
縛
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
学
術
的
な
陶
磁

器
研
究
に
も
熱
心
で
あ
っ
た
と
い
う
。
奥
田
誠
一
（
一
八
八
三
―
一
九
五
五
）

を
は
じ
め
と
す
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
陶
磁
器
研
究
者
が
、
彼
ら
の
収
集
を

後
押
し
し
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

中
国
官
窯
製
品
や
、
高
麗
青
磁
、
鍋
島
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
技
術
的
完

成
度
の
高
い
焼
物
を
、
日
本
で
は
鑑
賞
陶
器
と
呼
ん
で
い
る
。
道
具
と
し

て
実
際
に
使
う
の
で
は
な
く
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
入
れ
て
眺
め
る
焼
物
と

言
う
意
味
を
こ
め
た
名
称
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
も
ち
ろ

ん
肌
触
り
で
は
な
い
。
器
形
の
美
し
さ
と
、
そ
れ
を
飾
る
衣
装
が
最
重
要

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
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＊
＊

日
本
の
美
術
は
、
明
治
維
新
以
後
に
急
角
度
に
進
路
を
変
え
て
、
欧
米

の
技
術
や
概
念
を
移
入
す
る
方
向
に
邁
進
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
日
露
戦

争
に
勝
利
し
て
一
息
つ
い
た
大
正
時
代
を
迎
え
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
欧
化

一
辺
倒
の
反
動
な
の
か
、
伝
統
回
帰
の
風
潮
が
現
れ
始
め
、
日
本
的
な
表

現
が
模
索
さ
れ
始
め
た
。
リ
ア
リ
ズ
ム
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
素
朴
な
表
現

を
目
指
そ
う
と
す
る
画
風
の
登
場
な
ど
は
そ
の
顕
著
な
現
れ
の
一
つ
で
、

筆
者
は
か
つ
て
そ
う
し
た
素
朴
ス
タ
イ
ル
の
展
開
過
程
を
探
る
展
覧
会
を

企
画
し
、
カ
タ
ロ
グ
で
拙
論

（
５
）

を
展
開
し
た
こ
と
が
あ
る
。

明
治
維
新
以
後
に
世
界
基
準
へ
の
適
合
へ
と
舵
を
切
っ
た
陶
芸
界
に
も
、

い
く
つ
か
伝
統
に
回
帰
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
を
振

り
返
っ
て
み
れ
ば
、
焼
物
の
制
作
や
鑑
賞
に
、
手
触
り
の
感
触
を
取
り
戻

そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

そ
の
一
番
手
と
し
て
ま
ず
言
及
す
べ
き
は
、
思
想
家
柳
宗
悦
（
一
八
八

九
―
一
九
六
一
）
が
な
し
た
一
連
の
仕
事
、
就
中
民
芸
と
い
う
思
想
の
提

唱
で
あ
ろ
う
。
柳
の
業
績
に
関
し
て
は
す
で
に
多
く
が
語
ら
れ
て
い
る
し
、

筆
者
も
柳
に
よ
る
美
の
発
見
の
経
緯
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
言
及
し
た
こ

と
が
あ
る
の
で

（
６
）

、
こ
こ
で
煩
瑣
な
繰
り
返
し
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
柳
の
審
美
眼
が
、
遠
く
利
休
の
衣
鉢
を
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

繰
り
返
し
指
摘
す
る
価
値
の
あ
る
事
柄
だ
ろ
う
。

柳
は
無
名
の
職
人
の
篤
実
な
仕
事
を
愛
し
た
。
柳
の
蒐
集
品
は
日
本
民

藝
館
に
収
め
ら
れ
て
、
今
も
多
く
の
人
の
眼
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
が
、
そ

こ
に
景
徳
鎮
官
窯
や
鍋
島
の
よ
う
な
上
手
の
作
品
は
含
ま
れ
て
い
な
い
し
、

仁
清
や
光
悦
の
よ
う
な
作
家
名
が
明
ら
か
な
も
の
も
見
か
け
る
こ
と
が
な

い
。柳

は
民
衆
の
普
段
使
い
の
陶
器
の
素
朴
な
肌
触
り
を
愛
し
た
。「
彼
ら

（
陶
磁
器
）
の
姿
が
私
達
の
眼
を
引
く
時
、
ど
う
し
て
思
わ
ず
も
そ
れ
に

手
を
触
れ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
。
彼
ら
を
愛
す
る
者
は
必
ず
や
二
つ
の
手
の

間
に
そ
れ
を
抱
き
上
げ
る
。
私
達
が
か
く
し
て
そ
れ
に
眼
を
注
ぐ
時
、
温

か
い
吾
々
の
手
を
そ
れ
ら
の
も
の
も
慕
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
人
の

手
は
器
に
と
っ
て
は
、
き
っ
と
母
の
懐
の
温
か
味
が
あ
る
に
違
い
な
い

（
７
）

」

と
い
う
柳
の
言
葉
に
は
、
手
触
り
の
温
も
り
を
重
視
し
た
彼
の
陶
磁
器
観

が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

柳
は
ま
た
、
素
朴
な
筆
致
の
絵
付
け
を
愛
し
た
。「
し
ば
し
ば
模
様
が

器
を
美
し
く
し
た
。
概
し
て
こ
れ
を
見
れ
ば
古
代
か
ら
近
代
へ
と
進
む
に

連
れ
て
模
様
は
複
雑
に
移
り
、
色
彩
は
濃
厚
の
度
を
増
し
て
く
る
。
し
か

し
こ
れ
は
美
の
下
降
で
あ
っ
た
。
吾
々
は
真
の
模
様
に
煩
雑
な
画
風
を
求

め
て
は
な
ら
ぬ

（
７
）

」
と
い
う
言
葉
に
は
、
彼
の
美
学
が
表
れ
て
い
る
。
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柳
は
そ
の
よ
う
に
、
民
衆
の
普
段
使
い
の
道
具
の
持
つ
健
康
的
な
美
し

さ
を
高
く
評
価
し
た
が
、
人
為
の
完
璧
を
嫌
い
、
自
然
の
風
趣
を
愛
す
る

そ
の
美
意
識
は
、
遠
く
利
休
の
わ
び
茶
の
精
神
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ

た
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
興
味
深
い
こ
と
に
、
柳
は
高
麗
茶
碗

を
高
く
評
価
す
る
一
方
で
、
利
休
の
創
意
が
生
み
出
し
た
楽
茶
碗
を
、

「
形
が
畸
を
衒
い
粗
に
流
れ
不
自
然
な
姿
に
終
っ

（
７
）

」
た
も
の
と
し
て
退
け

て
い
る
。
見
出
さ
れ
た
わ
び
と
、
意
図
さ
れ
た
わ
び
の
違
い
に
つ
い
て
、

柳
は
敏
感
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

柳
の
主
導
し
た
民
藝
運
動
を
支
え
た
人
物
に
、
陶
芸
家
河
井
寛
次
郎

（
一
八
九
〇
―
一
九
六
六
）
と
浜
田
庄
司
（
一
八
九
四
―
一
九
七
八
）
が
い
る
。

彼
ら
の
焼
い
た
実
用
の
器
も
、
人
の
手
に
な
じ
む
温
か
な
手
触
り
を
持
つ

も
の
で
あ
っ
た
。
寛
次
郎
が
た
ど
っ
た
興
味
深
い
軌
跡
に
つ
い
て
は
拙
論

（
８
）

を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
今
は
繰
り
返
さ
な
い
。

制
作
の
現
場
で
見
ら
れ
た
伝
統
回
帰
の
動
き
と
し
て
は
、
途
絶
え
て
い

た
古
陶
の
技
術
を
蘇
ら
せ
よ
う
と
す
る
陶
芸
家
が
各
地
に
現
れ
た
こ
と
に

言
及
し
て
お
こ
う
。
志
野
や
黄
瀬
戸
の
再
現
に
情
熱
を
傾
け
た
荒
川
豊
蔵

（
一
八
九
四
―
一
九
八
五
）
や
、
備
前
焼
の
無
釉
の
焼
き
締
め
陶
を
復
興
し

た
金
重
陶
陽
（
一
八
九
六
―
一
九
六
七
）
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。
荒
川
が
志

野
の
再
現
を
志
し
た
の
は
、
美
濃
の
古
窯
跡
で
、
志
野
の
陶
片
を
発
見
し

た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
世
界
基
準
の
華
麗
な
衣
装
を
目

指
さ
ず
に
、
桃
山
時
代
の
焼
物
が
持
っ
て
い
た
風
合
い
豊
か
な
土
肌
を
再

現
し
よ
う
と
し
た
彼
ら
の
作
陶
は
、
焼
物
に
手
触
り
の
感
触
を
取
り
戻
そ

う
と
す
る
試
み
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

＊
＊

陶
磁
器
鑑
賞
の
世
界
で
、
柳
と
は
少
し
違
っ
た
形
で
利
休
の
美
学
を
受

け
継
い
だ
者
に
、
青
山
二
郎
（
一
九
〇
一
―
一
九
七
九
）
が
い
る
。
青
山
は

近
代
骨
董
の
大
成
者
と
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
陶
磁
器
鑑
賞
の
ス
タ

イ
ル
は
、
遠
く
利
休
の
わ
び
の
美
学
を
先
祖
と
仰
ぎ
、
焼
物
を
独
立
し
た

美
術
品
と
み
る
西
欧
発
の
鑑
賞
陶
器
の
流
儀
を
父
と
し
、
柳
の
唱
え
た
民

芸
を
母
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

青
山
は
若
き
日
に
、
鑑
賞
陶
器
の
国
内
最
大
の
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た

横
河
民
輔
の
一
万
点
近
い
蒐
集
品
の
整
理
を
任
さ
れ
て
、
優
れ
た
図
録
を

編
集
し
て
い
る
。
た
だ
完
璧
な
形
と
色
を
誇
る
鑑
賞
陶
器
に
対
す
る
見
解

は
、
か
な
り
冷
め
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
戦
後
に
発
表
し
た
文
章
の
中

で
、「
見
れ
ば
解
る
、
そ
れ
だ
け
の
物
だ
。
博
物
館
に
あ
れ
ば
沢
山
で
あ

る
。
原
色
版
の
複
製
写
真
で
解
ら
な
い
所
は
何
處
に
も
な
い
」

（
９
）

と
、
か
な

り
否
定
的
な
感
想
を
述
べ
て
い
る
。

青
山
の
陶
磁
器
観
は
、
一
回
り
年
長
で
あ
っ
た
柳
か
ら
多
く
を
受
け
継
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い
で
い
る
。
柳
の
民
芸
運
動
旗
揚
げ
宣
言
で
あ
る
『
日
本
民
藝
美
術
館
設

立
趣
意
書
』
に
、
作
品
選
択
者
に
し
て
諸
般
事
務
担
当
と
名
が
記
さ
れ
た

よ
う
に
、
民
藝
運
動
の
草
創
期
に
、
青
山
は
柳
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い

る
。
自
然
の
風
趣
を
残
し
た
焼
物
の
味
わ
い
を
愛
で
る
態
度
は
両
者
に
共

通
す
る
し
、『
日
本
民
藝
美
術
館
設
立
趣
意
書
』
の
表
紙
の
図
版
に
青
山

の
所
蔵
品
が
使
わ
れ
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
青
山
と
柳
の
眼
が
同
じ
物

を
見
て
い
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

青
山
と
柳
の
眼
を
分
つ
の
は
、
真
に
美
し
い
物
を
選
び
抜
く
の
か
、
そ

れ
と
も
無
数
の
下
手
物
を
本
道
と
見
る
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
両
者
は
と
も
に
李
朝
の
陶
磁
器
を
深
く
愛
し
た
が
、
柳
が
「
見

劣
り
す
る
も
の
で
も
罪
深
く
は
な
い
。
そ
れ
で
朝
鮮
の
も
の
は
大
概
は
拾

へ
る
」

（
10
）

と
述
べ
て
、
民
衆
的
な
工
芸
品
を
極
力
拾
い
上
げ
よ
う
と
し
た
の

に
対
し
、
青
山
は
「
朝
鮮
物
第
一
流
の
も
の
は
焼
物
、
百
万
中
に
一
つ
な

り
」

（
11
）

と
述
べ
て
、
李
朝
の
陶
磁
器
の
中
か
ら
真
に
自
ら
の
心
に
か
な
う
も

の
を
選
び
抜
き
、
美
し
く
な
い
も
の
は
斥
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
柳

の
蒐
集
が
、
自
ら
が
提
唱
す
る
民
芸
と
い
う
思
想
を
形
に
す
る
こ
と
に
主

眼
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
青
山
の
蒐
集
は
、
自
己
表
現
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

酒
好
き
の
青
山
が
と
り
わ
け
好
ん
だ
焼
物
は
、
徳
利
と
盃
（
ぐ
い
飲
み
）

で
あ
っ
た
。
昭
和
十
年
代
に
、
青
山
と
盟
友
で
あ
っ
た
小
林
秀
雄
を
中
心

に
、
川
上
徹
太
郎
、
永
井
達
男
、
大
岡
昇
平
ら
が
集
っ
た
「
青
山
学
院
」

と
呼
ば
れ
た
文
芸
サ
ロ
ン
が
あ
っ
て
、
昭
和
の
文
芸
史
に
大
き
な
足
跡
を

残
し
た
が
、
そ
の
酒
宴
に
お
い
て
青
山
が
好
む
酒
器
が
メ
ン
バ
ー
に
提
示

さ
れ
、
青
山
独
特
の
陶
磁
器
評
価
の
基
準
が
共
有
、
あ
る
い
は
教
育
さ
れ

た
と
い
う
。
か
つ
て
利
休
が
茶
会
で
行
な
っ
た
こ
と
を
、
青
山
は
酒
宴
で

行
な
っ
た
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
趣
味
や
教

養
を
同
じ
く
す
る

者
達
と
の
、
器
物

を
仲
立
ち
と
し
た

交
歓
に
、
青
山
の

生
き
甲
斐
は
あ
っ

た
。青

山
が
か
つ
て

所
持
し
て
い
た
徳

利
や
盃
は
、
い
ず

れ
も
自
然
の
風
合

35

【
特
集
】
皮
膚
と
衣
装

皮
膚
と
衣
装

―
焼
物
雑
感

―

図2 粉引徳利（左）と鶏龍山徳利
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い
を
ま
と
う
品
で
あ
る
。
松
永
耳
庵
が
「
酔
胡
」
の
名
を
与
え
、
青
山
が

「
狸
の
金
玉
」
と
呼
ん
だ
李
朝
の
粉
引
の
徳
利
の
微
妙
な
肌
合
い
や
、
青

山
が
「
虫
歯
」
と
名
付
け
た
唐
津
の
盃
の
絶
妙
な
形
の
歪
み
は
、
人
為
で

は
作
り
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

青
山
は
「
俺
は
日
本
の
伝
統
を
生
き
て
い
る
の
だ
」
が
口
癖
だ
っ
た
と

い
う
。
人
為
の
完
璧
を
達
成
し
た
か
に
見
え
る
華
麗
な
衣
装
よ
り
も
、
自

然
の
風
趣
を
残
し
た
肌
を
愛
す
る
彼
の
美
学
は
、
正
し
く
利
休
の
わ
び
茶

の
系
譜
を
継
ぐ
も
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
文
化
が
周
辺
的
な
性
格
を
持
つ
も

の
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ

ィ
を
見
出
す
の
が
困
難
な
仕
業
で
あ
る
こ
と
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、

珠
光
、
利
休
、
柳
、
青
山
と
受
け
継
が
れ
た
わ
び
の
美
意
識
こ
そ
は
、
周

辺
な
ら
で
は
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、
与
え
ら
れ
た
「
皮
膚
と
衣
装
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
、
い
さ
さ
か

強
引
に
焼
物
の
「
肌
と
絵
付
け
」
の
問
題
に
読
み
替
え
て
、
拙
い
論
を
展

開
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
門
外
漢
で
あ
る
故
の
概
論
的
な
記
述
に
終
始
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
ご
寛
恕
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
挿
図
の
掲
載
に
際
し
、
青
柳
恵
介
氏
の
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。）

註（
１
）
拙
稿
「
骨
董
へ
の
道
程
」（『
骨
董
誕
生
』
展
図
録
、
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
、
二

〇
〇
六
年
）

（
２
）
馬
蝗
絆
は
東
京
国
立
博
物
館
が
所
蔵
す
る
竜
泉
窯
産
の
青
磁
の
碗
。
ひ
び
割
れ
が

あ
っ
た
た
め
、
足
利
義
政
が
所
蔵
し
て
い
た
時
に
中
国
に
送
っ
て
代
わ
り
の
品
を
求

め
た
が
、
明
代
の
中
国
で
は
も
は
や
こ
の
よ
う
な
優
れ
た
青
磁
が
製
造
で
き
な
か
っ

た
た
め
、
鎹
を
打
っ
て
送
り
返
し
て
き
た
と
い
う
伝
承
を
持
つ
。

（
３
）
曜
変
天
目
と
呼
ば
れ
る
茶
碗
は
数
点
が
あ
り
、
う
ち
三
碗
は
国
宝
に
指
定
さ
れ
て

い
る
。
最
も
著
名
な
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
が
所
蔵
す
る
も
の
は
、
内
面
の
黒
釉
上
に

現
れ
た
銀
色
の
斑
紋
と
、
そ
の
周
囲
の
虹
彩
が
美
し
い
。

（
４
）
天
正
年
間
に
茶
壺
鑑
賞
の
風
潮
が
高
ま
る
と
、
堺
の
商
人
が
ル
ソ
ン
に
船
を
出
し

て
、
発
掘
さ
せ
る
な
ど
し
て
大
量
の
壺
を
収
集
し
持
ち
帰
っ
た
。
こ
れ
を
呂
宋
壺
と

称
し
て
い
る
。
そ
の
大
半
は
中
国
南
部
で
焼
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

（
５
）
拙
稿
「
素
朴
美
の
系
譜
　
江
戸
か
ら
大
正
・
昭
和
へ
」（『
素
朴
美
の
系
譜
　
江
戸

か
ら
大
正
・
昭
和
へ
』
展
図
録
、
渋
谷
区
立
松
濤
美
術
館
、
二
〇
〇
八
年
）

（
６
）
拙
稿
「「
眼
の
革
命
」
―
日
本
美
術
の
発
見
者
た
ち
―
」（『
日
本
美
術
の
発
見
者

た
ち
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）

（
７
）
柳
宗
悦
「
陶
磁
器
の
美
」（『
新
潮
』
一
九
二
二
年
一
月
号
、
そ
の
後
『
茶
と
美
』

﹇
牧
野
書
店
、
一
九
四
一
年
﹈
に
収
録
）

（
８
）
拙
稿
「
骨
太
な
表
現
者
・
河
井
寛
次
郎
の
到
達
点
」（『
表
現
者
河
井
寛
次
郎
展
』

図
録
、
浅
野
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年
）

（
９
）
青
山
二
郎
「
日
本
の
陶
器
」（『
淡
交
』
一
九
五
三
年
七
月
号
）

（
10
）
柳
宗
悦
「
本
号
の
挿
絵
」（『
工
藝
』
一
三
号
、
一
九
三
二
年
一
月
）

（
11
）
青
山
二
郎
「
朝
鮮
考
」（『
工
藝
』
一
三
号
、
一
九
三
二
年
一
月
）
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