
タ
ウ
ト
に
よ
り
、

日
本
的
な
美
を

代
表
す
る
建
築
と
し
て

絶
賛
さ
れ
た
。

桂
離
宮

住
宅
と
庭

つ
ま
り

外
部
環
境
と
の
関
係
が

重
視
さ
れ
て
い
る
。

ブ
リ
ッツ

大
規
模
住
宅
地
区
・

馬
蹄
型
住
宅

　
ブ
ル
ー
ノ・タ
ウ
ト（Bruno T

aut, 1880- 
1938

）
と
い
う
ド
イ
ツ
人
建
築
家
は
１
９
３

３
年
５
月
に
来
日
し
、
桂
離
宮
を
訪
れ
「
泣

き
た
く
な
る
ほ
ど
美
し
い
」
と
感
動
的
に
書

き
記
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
装

飾
の
少
な
い
桂
離
宮
を
日
本
的
な
美
を
代
表

す
る
も
の
と
高
く
評
価
し
、
い
っ
ぽ
う
装
飾

に
満
ち
た
日
光
東
照
宮
を
「
日
本
文
化
の
大

敗
北
」
と
酷
評
し
た
。
我
々
日
本
人
は
ド
イ

ツ
か
ら
や
っ
て
来
た
建
築
家
に
よ
り
、
日
本

建
築
の
み
な
ら
ず
日
本
の
美
が
、
桂
離
宮
に

代
表
さ
れ
る
簡
素
さ
、
清
澄
さ
に
あ
る
と
指

摘
さ
れ
、
納
得
し
、
自
国
の
文
化
に
自
覚
と

誇
り
を
も
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
ド
イ
ツ
の
首
都
ベ
ル
リ
ー
ン
郊

外
の
集
合
住
宅
群
が
２
０
０
８
年
に
世
界
文

化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
20
世
紀
初
頭
、
大

都
市
の
出
現
と
と
も
に
住
宅
が
不
足
し
、
低

所
得
者
層
が
陥
っ
て
い
た
劣
悪
な
住
環
境
問

題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
合
理
的
な
間
取
り

で
割
安
な
住
宅
が
郊
外
に
建
設
さ
れ
た
。
そ

の
大
部
分
に
か
か
わ
り
主
導
し
た
建
築
家
の

一
人
が
タ
ウ
ト
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
ブ
リ

ッ
ツ
大
規
模
住
宅
地
区
に
あ
る
馬
蹄
型
住
宅

が
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
形
状
を
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　
労
働
者
の
た
め
の
安
価
な
住
宅
建
築
に
尽

力
し
た
建
築
家
と
、
桂
離
宮
に
魅
了
さ
れ
る

建
築
家
、
こ
の
両
面
を
も
つ
タ
ウ
ト
と
は
ど

の
よ
う
な
建
築
家
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
彼
は
約
３
年
半
の
滞
日
中
に
、『
ニ

ッ
ポ
ン
』、『
日
本
文
化
私
観
』
そ
し
て
『
日

本
の
家
屋
と
生
活
』
と
３
冊
の
日
本
文
化
論

を
残
し
、
そ
れ
は
今
で
も
読
み
継
が
れ
て
い

る
。
し
か
し
世
界
的
に
知
ら
れ
た
建
築
家
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
日
本
で

は
建
築
の
機
会
に
は
恵
ま
れ
ず
、
旧
日
向
家

熱
海
別
邸
地
下
室
が
唯
一
の
建
築
作
品
と
し

て
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
３
冊
の
著
作
と
唯
一
の
建
築
作
品
を

手
懸
か
り
に
、
彼
は
い
っ
た
い
桂
離
宮
の
何

に
そ
れ
ほ
ど
感
動
し
た
の
か
、
そ
も
そ
も
な

ぜ
日
本
に
関
心
を
も
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
彼

の
著
作
等
を
我
々
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
受

容
し
て
き
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。

　　
タ
ウ
ト
の
１
冊
目
の
日
本
論
で
あ
る
『
ニ

ッ
ポ
ン
（N

ippon

）』
に
は
「
１
９
３
３
年

６
月
〜
７
月
執
筆
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
で
自
分
と
日
本
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い

て
語
ら
れ
て
い
る

│
「
私
自
身
二
十
歳
の

頃
、
刀
身
や
布
地
の
模
様
な
ど
の
安
価
で
は

あ
る
が
複
製
で
は
な
い
日
本
製
の
見
本
帳
を

何
冊
も
手
に
入
れ
て
い
た
し
、
日
本
の
多
色

刷
り
の
木
版
画
の
研
究
に
精
を
出
し
て
い

た
」。
つ
ま
り
彼
は
若
い
時
期
か
ら
日
本
の

工
芸
や
芸
術
に
関
心
を
抱
き
、
自
ら
の
建
築

観
を
形
成
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
タ
ウ
ト
に
と
ど
ま
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ら
ん爛 

じ
ゆ
く熟
し
た
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
文
化
に
お
い
て
す
で
に
18
世
紀
の
ロ

コ
コ
時
代
に
異
国
の
珍
し
い
も
の
へ
興
味
が

示
さ
れ
、
中
国
や
日
本
の
風
俗
お
よ
び
工
芸

へ
の
嗜
好
が
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
と
か
ジ
ャ
ポ
ネ

ズ
リ
ー
と
よ
ば
れ
人
気
を
え
て
い
た
。
そ
し

て
19
世
紀
中
頃
に
例
え
ば
絵
画
に
お
い
て
は
、

３
次
元
の
世
界
を
描
き
出
す
と
い
う
ル
ネ
サ

ン
ス
期
以
来
の
基
本
原
理
が
見
直
さ
れ
始
め
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家
た
ち
は
新
た
な
啓
示

を
求
め
て
い
た
。
そ
れ
は
言
葉
の
変
化
に
も

あ
ら
わ
れ
、
ジ
ャ
ポ
ネ
ズ
リ
ー
に
代
わ
り
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
始
め
た
。

つ
ま
り
日
本
の
芸
術
・
美
学
へ
の
関
心
は
、

た
ん
に
異
国
趣
味
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
か

ら
造
形
原
理
・
世
界
観
を
含
む
も
の
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
作
曲
家
ク
ロ
ー
ド
・
ド
ビ
ュ

ッ
シ
ー
が
交
響
詩
「
海
」
の
楽
譜
を
出
版
す

る
と
き
、
表
紙
に
葛
飾
北
斎
の
「
神
奈
川
沖

浪
裏
」
を
選
ん
だ
の
も
１
９
０
５
年
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
の
な
か
で
、
タ
ウ

ト
は
『
ニ
ッ
ポ
ン
』
で
外
国
か
ら
の
訪
問
者

と
し
て
日
本
人
が
自
覚
し
て
い
な
い
側
面
を

次
の
よ
う
に
示
し
た
。「
今
日
の
近
代
建
築

が
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
頃
つ
ま
り
１
９
２
０

年
頃
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
居
住
空
間
の
簡
素
化

を
最
も
強
く
提
起
し
た
の
は
、
大
き
な
窓
や

押
入
れ
を
も
ち
そ
し
て
完
璧
な
ま
で
に
純
粋

に
設
計
さ
れ
た
、
簡
素
で
完
璧
な
ま
で
に
自

由
な
日
本
の
居
住
空
間
で
あ
っ
た
」。
欧
米

化
の
道
に
突
き
進
も
う
と
し
て
い
た
日
本
に
、

日
本
建
築
の
純
粋
さ
や
簡
素
さ
が
素
晴
ら
し

い
も
の
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
住
宅
改
革

の
モ
デ
ル
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
来
日
前
に
書
か
れ

た
著
作
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
「
居

住
空
間
の
簡
素
化
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳

し
く
考
え
て
み
た
い
。

　
タ
ウ
ト
の
２
冊
目
の
日
本
論
が
『
日
本
の

芸
術
（Japans K

unst

）』（
邦
訳
名
『
日

本
文
化
私
観
』）
で
あ
る
。
前
著
か
ら
約
１

年
半
を
経
て
、
内
容
的
に
も
数
段
優
れ
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
日
本
の

芸
術
の
特
質
を
日
本
語
に
見
出
し
た
と
書
き

記
し
て
い
る
。「《
美
し
い
（schön

）》
と
《
澄

み
き
っ
た
（rein

）》
と
い
う
こ
と
を
表
す

の
に
日
本
語
は
同
じ
言
葉
を
用
い
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
《
キ
レ
イ
（kirei

）》
と
い

う
言
葉
を
」。
日
本
人
が
普
段
「
こ
の
水
は

キ
レ
イ
」と
言
っ
た
り
、「
こ
の
絵
は
キ
レ
イ
」

と
何
気
な
く
用
い
て
い
る
表
現
が
、
ド
イ
ツ

人
タ
ウ
ト
に
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
驚

き
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
慣
れ
親

し
ん
で
い
る
が
故
に
見
落
と
し
て
し
ま
う
日

本
語
の
特
質
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

　
タ
ウ
ト
の
驚
き
の
原
因
は
じ
つ
は
彼
の
建

築
改
革
の
理
念
に
あ
っ
た
。『
新
し
い
住
ま

い
』（
１
９
２
４
年
）
の
な
か
で
「
簡
素
な
清

澄
さ
（Reinheit

）
と
各
部
屋
に
見
通
し
が

き
く
こ
と
は
、
女
性
の
仕
事
量
や
そ
れ
に
伴

う
煩
わ
し
さ
を
減
ら
し
医
者
や
薬
へ
の
支
出

を
削
減
す
る
な
ど
、
そ
れ
自
体
で
す
で
に
と

て
も
大
き
な
治
療
効
果
を
与
え
る
と
い
う
影

響
を
及
ぼ
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
住
ま
い
が

美
し
い
こ
と
（Schönheit

）
も
ま
た
自
明

の
こ
と
で
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
彼

が
建
築
に
求
め
た
新
し
さ
と
は
、
清
澄
さ

（Reinheit

）
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
美

し
さ
（Schönheit

）
な
の
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
建
築
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
の
標
語

で
も
あ
り
、
市
民
社
会
に
相
応
し
い
機
能
性

や
合
理
性
に
基
づ
く
建
築
が
求
め
ら
れ
て
い

た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
建
築
家
ア
ド
ル
フ
・

ロ
ー
ス
（A

dolf Loos, 1870-1933

）
は
「
文

化
の
進
化
と
は
日
常
品
か
ら
装
飾
を
取
り
除

く
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
」
と
新
し
い

時
代
を
表
現
し
、
装
飾
は
犯
罪
で
あ
る
と
い

う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
タ
イ
ト
ル
の
『
装

飾
と
犯
罪
』（
１
９
０
８
年
）
を
書
い
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
は

建
築
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
に
も
強
い
影
響
を

与
え
て
い
た
。
タ
ウ
ト
の
建
築
観
も
そ
う
し

た
時
代
の
な
か
で
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
実
践

さ
れ
て
い
る
日
本
を
訪
れ
、「
キ
レ
イ
」
と

い
う
言
葉
に
日
本
的
な
も
の
の
核
心
を
見
出

し
た
思
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

  

も
う
一
つ
タ
ウ
ト
か
ら
見
た
日
本
語
の
特

質
を
考
え
て
お
こ
う
。
注
目
さ
れ
た
言
葉
は

A
ji

を
表
現
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
の

shibui

で
あ
っ
た
。「
渋
い
」は「
趣
味
の
よ
い
、

落
ち
つ
い
た
、
控
え
め
な
」
と
理
解
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
彼
が
注
目
し
た
の
は
、

shibui

が
芸
術
作
品
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
の
み
な
ら
ず
、
人
の
振
る
舞
い
や
集
団

の
雰
囲
気
等
す
べ
て
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
日
本
語
お
よ
び
日
本
に

お
い
て
は
、
例
え
ばshibui

と
い
う
審
美
的

な
も
の
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
が
、
芸
術
の
領

域
の
み
な
ら
ず
他
の
す
べ
て
の
領
域
に
使
わ

れ
、
そ
の
社
会
の
あ
り
方
を
創
り
出
し
、
律

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
深
い
叡
知
に
基
づ
く
も
の
だ
と
褒
め

称
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
再
度
タ
ウ
ト
の
青
年
時
代
を
想
起
し
て
お

こ
う
。
19
世
紀
末
か
ら
20
世
紀
の
初
め
に
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
、
と
り
わ
け
家
具
、
装
身
具

そ
し
て
建
築
の
分
野
で
力
強
く
展
開
さ
れ
、

そ
れ
が
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
／
ユ
ー
ゲ
ン

ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
と
よ
ば
れ
た
。
そ
の
大
き

な
特
長
は
、
造
形
芸
術
（
絵
画
、
彫
刻
、
建

築
等
）
は
生
活
の
た
め
の
応
用
芸
術
に
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
審
美
的
な
も
の
が
社
会
に
働
き
か
け
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
当
時
の
芸
術
家
た
ち
を
突
き
動
か
し
て
い

た
の
は
、
19
世
紀
中
頃
か
ら
社
会
を
席
巻
し

て
い
た
機
械
化
と
産
業
化
に
よ
り
失
わ
れ
て

い
く
も
の
に
目
を
向
け
、
人
間
的
な
も
の
を

保
持
し
、
そ
れ
を
社
会
に
入
れ
込
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
彼

ら
の
道
標
と
な
っ
た
の
が
、
食
器
や
ら螺 

で
ん鈿
細

工
の
施
さ
れ
た
家
具
な
ど
、
日
常
生
活
で
使

わ
れ
る
も
の
に
お
け
る
芸
術
と
工
芸
と
の
統

合
さ
れ
た
日
本
の
美
学
で
あ
り
、
そ
し
て
花
、

樹
木
さ
ら
に
波
と
い
っ
た
自
然
へ
の
傾
倒
を

特
質
と
す
る
日
本
の
芸
術
で
あ
っ
た
。
植
物

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
階
段
や
門
の
装
飾
が
ア

ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
特
質
を
よ
く
表
し
て

い
る
。
タ
ウ
ト
自
身
も
滞
日
中
に
竹
製
の
電

灯
や
漆
塗
り
で
現
代
風
の
行
灯
等
の
工
芸
品

を
考
案
し
、
そ
れ
ら
は
日
本
で
販
売
さ
れ
、

人
気
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
詳
述
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う

な
芸
術
家
に
よ
る
個
人
と
し
て
の
原
理
的
な

抵
抗
あ
る
い
は
打
開
策
を
現
実
的
な
も
の
と

し
、
か
つ
て
の
調
和
が
と
れ
て
い
た
文
化
が

失
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
大

き
な
組
織
と
し
て
の
対
応
が
不
可
欠
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
画
家
、
工
芸

家
そ
し
て
建
築
家
を
も
巻
き
込
ん
で
、
ド
イ

ツ
工
作
連
盟（
＊
１
）や
バ
ウ
ハ
ウ
ス（
＊
２
）

が
設
立
さ
れ
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
博
も
開
催
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　　
こ
う
し
た
歴
史
的
経
過
の
な
か
でkirei

やshibui 

に
着
目
す
る
タ
ウ
ト
に
は
、
欧

米
化
を
推
進
す
る
日
本
が
表
面
的
な
も
の
を

追
っ
て
い
る
と
思
え
た
に
違
い
な
い
。
滞
日

中
最
後
の
著
作
で
あ
る
『
日
本
の
家
屋
と
生

活
』
が
１
９
３
６
年
２
月
に
脱
稿
さ
れ
た
。

前
２
冊
と
の
重
複
も
見
ら
れ
る
が
、
最
も
充

実
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た

い
。ド
イ
ツ
語
で
はD

as japanische H
aus 

und sein Leben

で
あ
る
。
日
本
語
に
訳
す

と「
日
本
の
住
ま
い
と
そ
の
生
活
」と
な
る
が
、

「
そ
の
」は「
日
本
の
住
ま
い
」を
指
し
て
お
り
、

「
日
本
の
住
ま
い
の
生
活
」
と
い
う
意
味
な

の
で
あ
る
。
分
か
り
に
く
い
タ
イ
ト
ル
で
あ

る
が
、
タ
ウ
ト
自
ら
説
明
を
試
み
て
い
る
。

日
本
の
住
ま
い
に
お
い
て
、
そ
の
背
景
は
障

子
が
開
け
放
た
れ
た
先
に
見
え
る
自
然
で
あ

り
、
良
い
意
味
で
の
野
外
劇
場
の
舞
台
の
よ

う
で
も
あ
る
。
例
え
ば
夕
方
に
小
さ
な
町
を

通
り
す
ぎ
る
と
、
床
に
座
っ
た
り
横
に
な
っ

た
り
し
て
い
る
人
の
自
然
な
振
る
舞
い
が
見

え
る
。
彼
は
こ
こ
に
、
日
本
の
風
土
に
適
応

し
た
住
ま
い
の
生
活
、
す
な
わ
ち
人
と
住
ま

い
と
自
然
と
の
釣
合
い
の
と
れ
た
関
係
を
見

た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
さ
ら
に
、
日
本
で
は
見
る
た
め
の
建

築
は
創
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
住
ま
い
に

お
い
て
最
も
関
心
が
も
た
れ
る
の
が
そ
の
物

質
的
な
外
観
で
は
な
く
そ
の
生
活
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
が
お
そ
ら
く
日
本
と
諸
外
国
と
を

区
別
す
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
見
栄
え
の

す
る
外
観
を
も
ち
外
界
を
遮
断
す
る
諸
外
国

の
建
築
と
は
異
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
日
本

建
築
は
応
用
芸
術
の
よ
う
な
建
築
で
あ
る
と

も
言
え
よ
う
。
ま
た
「
野
外
劇
場
の
舞
台
」

と
い
う
印
象
は
タ
ウ
ト
が
桂
離
宮
に
抱
い
た

印
象
に
他
な
ら
な
い
。

  

と
こ
ろ
が
、
風
土
に
適
し
て
人
が
生
活
で

き
て
い
る
は
ず
の
日
本
建
築
が
、
近
代
化
に

よ
り
誤
っ
た
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
タ
ウ

ト
に
は
考
え
ら
れ
た
。
例
と
し
て
深
い
ひ
さ
し庇

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の

強
い
日
差
し
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

欧
米
化
し
た
近
代
建
築
か
ら
は
姿
を
消
す
傾

向
に
あ
っ
た
。
当
時
彼
が
あ
る
欧
米
風
の
知

事
公
邸
を
訪
れ
た
と
き
、
そ
の
執
務
室
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
風
の
窓
と
バ
ル
コ
ニ
ー
の
ド
ア
に

庇
は
な
く
、
バ
ル
コ
ニ
ー
に
敷
か
れ
た
板
石

は
日
差
し
で
焼
け
、
日
差
し
と
熱
風
が
吹
き

込
み
室
内
は
暑
く
、
汗
び
っ
し
ょ
り
と
な
っ

た
体
験
が
皮
肉
を
込
め
て
描
か
れ
て
い
る
。

残
念
な
こ
と
に
こ
の
傾
向
は
今
で
も
見
ら
れ

る
。

　
建
築
上
の
「
軸
を
ず
ら
す
こ
と
」
に
も
強

い
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
小
さ
な
住
ま

い
か
ら
桂
離
宮
に
も
見
ら
れ
る
こ
の
特
長
は
、

外
か
ら
覗
か
れ
に
く
い
と
い
う
機
能
を
も
つ

と
同
時
に
、
非
対
称
の
美
を
生
み
出
し
て
い

る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
タ
ウ
ト
は
「
軸
を

ず
ら
す
こ
と
」
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
も
あ

っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ロ
ー
マ
に
よ
り

軸
が
強
要
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ

は
野
蛮
化
で
あ
っ
た
と
見
な
し
て
い
る
。

　
約
３
年
半
の
滞
日
中
の
建
築
作
品
が
唯
一

つ
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
。
旧
日
向
家
熱
海
別

邸
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
下
室
を
改
造
し
た
も

の
で
、
広
さ
は
わ
ず
か
約
１
３
０
㎡
に
す
ぎ

な
い
。
ベ
ル
リ
ー
ン
郊
外
の
集
合
住
宅
群
に

お
い
て
１
万
２
０
０
０
戸
も
の
住
宅
を
建
設

し
た
タ
ウ
ト
に
し
て
は
ま
こ
と
に
さ
さ
や
か

な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
は
否
定
的
に
評
価

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
隈
研
吾
著
の

『
自
然
な
建
築
』
な
ど
で
も
好
意
的
に
論
及

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
タ
ウ
ト
研
究
家
で
あ
る

シ
ュ
パ
イ
デ
ル
は
「
旧
日
向
邸
の
部
屋
と
椅

子
を
は
じ
め
と
し
た
家
具
が
、
タ
ウ
ト
の
造

り
上
げ
た
も
の
の
中
で
、
最
も
美
し
い
も
の

で
あ
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
そ

れ
と
同
時
に
、
タ
ウ
ト
の
最
後
に
し
て
見
事

な
ま
で
に
完
成
し
た
作
品
で
あ
る
」
と
位
置

づ
け
て
い
る
。
こ
の
地
下
室
に
足
を
踏
み
入

れ
る
と
、
ま
る
で
工
芸
品
の
よ
う
な
住
ま
い

だ
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
旧
日
向
邸
改
造
の
際
に
タ
ウ
ト
を
支
え
た

最
も
重
要
な
人
物
は
吉
田
鉄
郎
（
１
８
９
４

〜
１
９
５
６
）
で
あ
っ
た
。
日
本
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
建
築
の
代
表
作
で
あ
る
東
京
中
央
郵
便

局
旧
局
舎
は
彼
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
り
、

さ
ら
に
日
本
の
建
築
、
住
宅
そ
し
て
庭
園
に

つ
い
て
３
冊
の
著
作
を
ド
イ
ツ
語
で
執
筆
し

出
版
し
た
こ
と
で
も
大
き
な
功
績
を
残
し
た
。

吉
田
は
タ
ウ
ト
と
旧
日
向
邸
に
つ
い
て
「
日

本
間
は
タ
ウ
ト
氏
が
最
も
尊
敬
し
て
や
ま
な

い
小
堀
遠
州
の
作
品
を
御
手
本
と
し
て
作
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
小
壁
に
つ
り吊 

づ
か束
（
＊
３
）

を
見
せ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
欄
間
の
取
り
具

合
、
な
げ
し

長
押
（
＊
４
）
を
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
、

等
々
。
短
い
日
本
滞
在
中
に
よ
く
も
こ
の
よ

う
に
日
本
建
築
に
対
す
る
理
解
を
深
め
た
も

の
だ
と
思
う
」
と
報
告
し
て
い
る
。

　
旧
日
向
邸
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

傾
斜
地
に
あ
る
地
下
室
で
あ
る
が
故
に
、
平

面
的
に
は
「
く
」
の
字
型
に
曲
が
り
、
さ
ら

に
室
内
に
は
海
に
面
し
た
側
と
山
側
と
で
約

90
㎝
の
高
低
差
が
生
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
を
利
点
と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
竹
の
壁
面
や
漆
塗
り

家
具
と
と
も
に
タ
ウ
ト
が
最
大
の
関
心
を
払

っ
た
の
は
、
室
内
と
室
外
と
の
関
係
で
あ
る
。

各
部
屋
に
は
角
度
が
変
わ
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
海
の
佇
ま
い
が
眼
前
に
広
が
り
、

さ
ら
に
床
面
か
ら
階
段
状
に
上
壇
の
間
に
つ

な
が
れ
て
い
る
洋
間
と
日
本
間
で
は
様
々
な

高
さ
か
ら
室
外
を
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
畳
の
黒
い
縁
は
す
べ
て
海
に

向
か
う
よ
う
に
敷
か
れ
て
お
り
、
視
線
を
自

然
に
海
に
誘
導
す
る
。
タ
ウ
ト
の
提
唱
し
た

建
築
理
念
の
一
つ
に
屋
外
居
住
空
間

（A
ußenw

ohnraum

）
と
い
う
も
の
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
室
外
の
空
間
を
居
住
空
間
と

見
な
す
も
の
で
あ
り
、
室
外
の
居
間
と
も
言

え
る
。
旧
日
向
邸
で
も
そ
の
理
念
は
健
在
で
、

立
地
条
件
を
活
か
し
て
、
住
ま
い
と
人
と
海

と
の
絶
妙
な
関
係
が
こ
こ
に
実
現
さ
れ
て
い

る
。

　　
こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
タ
ウ
ト
が
桂
離

宮
を
訪
れ
「
泣
き
た
く
な
る
ほ
ど
美
し
い
」

と
感
動
し
た
の
は
、
そ
の
簡
素
さ
も
あ
り
は

し
た
が
、
建
物
と
庭
園
と
の
見
事
な
ま
で
の

関
係
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
庭
園
つ

ま
り
自
然
と
連
な
り
調
和
し
た
建
築
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
「
野
外
劇
場
」
の
よ
う
な
室
内
と

室
外
の
関
係
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
住
ま
い
と

生
活
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
ブ
リ
ッ
ツ
の
馬

蹄
型
住
宅
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
ま
さ
に
こ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
弧

を
描
い
た
建
物
の
中
庭
側
の
窓
か
ら
は
池
へ

と
連
な
る
窪
地
に
ま
る
で
自
宅
の
裏
庭
の
よ

う
な
景
色
が
見
え
、
裏
庭
な
ど
持
て
な
い
低

所
得
者
層
に
快
適
な
居
住
空
間
を
与
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
タ
ウ
ト
は
新
し
い
建
築
を
目
指
す
な
か
で
、

日
本
の
工
芸
や
建
築
に
関
心
を
抱
き
、
日
本

文
化
を
自
ら
の
教
養
体
験
の
な
か
に
含
め
て

い
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
来
日
し
、
短
い

間
に
日
本
文
化
の
特
質
に
深
く
分
け
入
り
、

日
本
人
が
注
目
す
る
著
作
を
残
す
こ
と
が
で

き
た
。
ド
イ
ツ
人
が
小
堀
遠
州
や
狩
野
派
に

つ
い
て
熱
く
語
る
姿
勢
も
深
い
共
感
を
呼
び

起
こ
し
た
。
実
り
豊
か
な
文
化
と
は
、「
内
」

な
る
自
分
と
「
外
」
な
る
他
者
と
の
絶
え
ざ

る
対
話
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

　
た
だ
タ
ウ
ト
お
よ
び
彼
の
著
作
に
接
す
る

と
き
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当
時

は
日
本
も
ド
イ
ツ
も
極
端
な
国
粋
主
義
と
戦

争
と
い
う
最
悪
の
時
代
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
彼
の
著
作
に
も
彼
を
受
容
し
た
研
究
者

に
も
そ
の
影
響
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

残
念
な
こ
と
で
あ
る
が
タ
ウ
ト
・
ブ
ー
ム
お

よ
び
そ
の
受
容
に
お
い
て
、
彼
の
一
面
だ
け

が
取
り
上
げ
ら
れ
、
決
ま
り
文
句
と
化
し
、

必
ず
し
も
正
確
な
タ
ウ
ト
像
が
伝
え
ら
れ
て

い
な
い
。
彼
を
白
木
の
美
し
さ
の
み
を
追
求

し
た
美
学
の
持
ち
主
で
あ
る
と
か
、
建
築
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
を
推
進
し
た
だ
け
の
建
築

家
で
あ
る
と
か
見
な
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼

は
む
し
ろ
色
彩
を
多
用
し
た
建
築
家
で
あ
る

こ
と
、
彼
に
は
す
で
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
超
え

て
建
築
と
環
境
の
関
係
を
志
向
し
た
建
築
観

が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
滞
日

中
の
タ
ウ
ト
に
最
も
身
近
で
接
し
て
い
た
人

物
か
ら
の
、
実
際
に
日
々
接
し
て
い
た
タ
ウ

ト
と
日
本
の
研
究
者
が
説
明
す
る
タ
ウ
ト
像

と
は
別
の
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
証
言
を
心
に

留
め
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
う
え

で
彼
の
著
作
を
手
に
と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
こ
の
稿
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
タ
ウ
ト
が
当

時
の
日
本
建
築
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
引

用
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
建
築
だ
け
で
は

な
く
日
本
文
化
全
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と

だ
か
ら
で
あ
る
。

「
民
族
的
な
も
の
の
力
は
、
広
い
視
野
を
持

て
ば
持
つ
ほ
ど
、
そ
し
て
民
族
が
そ
の
民
族

性
を
喪
失
す
る
の
で
は
と
恐
れ
な
け
れ
ば
恐

れ
な
い
ほ
ど
、
い
っ
そ
う
強
い
。
日
本
人
の

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
特
性
は
日
本
人
を
そ

の
よ
う
な
民
族
主
義
的
な
堕
落
か
ら
守
る
で

あ
ろ
う
。
質
に
関
し
て
現
代
日
本
の
創
り
出

す
も
の
は
、
そ
れ
ら
が
ぜ
が
ひ
で
も
日
本
的

で
あ
ろ
う
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

質
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
日

本
的
な
の
で
あ
る
」。

ジ
ャ
ポ
ネ
ズ
リ
ー
か
ら

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ムへ

桂
離
宮
と

郊
外
型
集
合
住
宅

『
日
本
美
の
再
発
見
』（
１
９
３
９
年
）な
ど
の
著
書
で
知
ら
れ
る
ド
イ
ツ
人
建
築
家
ブ
ル
ー

ノ
・
タ
ウ
ト
は
、20
世
紀
前
半
に
日
本
を
訪
れ
、伊
勢
神
宮
や
桂
離
宮
に
日
本
美
の
極
致
を

見
出
し
、当
時
の
人
々
を
驚
か
せ
た
。簡
素
さ
や
清
澄
さ
と
い
う
日
本
の
芸
術
的
・
文
化
的

特
質
は
暮
ら
し
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、今
日
な
お
古
び
る
こ
と
な
き
価
値
観
と
し
て
建

築
や
美
術
、工
芸
な
ど
の
分
野
に
浸
透
し
て
い
る
。い
ま
見
直
す
べ
き「
日
本
的
な
る
も
の
」

と
は
何
か
。タ
ウ
ト
の
視
点
に
そ
の
本
質
を
学
ぶ
。

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
と
日
本
文
化

特
集
／
外
か
ら「
日
本
」を
見
直
す
／
そ
の
6

B
ru

no T
aut
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像
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ブ
ル
ー
ノ・タ
ウ
ト（Bruno T

aut, 1880- 
1938

）
と
い
う
ド
イ
ツ
人
建
築
家
は
１
９
３

３
年
５
月
に
来
日
し
、
桂
離
宮
を
訪
れ
「
泣

き
た
く
な
る
ほ
ど
美
し
い
」
と
感
動
的
に
書

き
記
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
装

飾
の
少
な
い
桂
離
宮
を
日
本
的
な
美
を
代
表

す
る
も
の
と
高
く
評
価
し
、
い
っ
ぽ
う
装
飾

に
満
ち
た
日
光
東
照
宮
を
「
日
本
文
化
の
大

敗
北
」
と
酷
評
し
た
。
我
々
日
本
人
は
ド
イ

ツ
か
ら
や
っ
て
来
た
建
築
家
に
よ
り
、
日
本

建
築
の
み
な
ら
ず
日
本
の
美
が
、
桂
離
宮
に

代
表
さ
れ
る
簡
素
さ
、
清
澄
さ
に
あ
る
と
指

摘
さ
れ
、
納
得
し
、
自
国
の
文
化
に
自
覚
と

誇
り
を
も
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
ド
イ
ツ
の
首
都
ベ
ル
リ
ー
ン
郊

外
の
集
合
住
宅
群
が
２
０
０
８
年
に
世
界
文

化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
20
世
紀
初
頭
、
大

都
市
の
出
現
と
と
も
に
住
宅
が
不
足
し
、
低

所
得
者
層
が
陥
っ
て
い
た
劣
悪
な
住
環
境
問

題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
合
理
的
な
間
取
り

で
割
安
な
住
宅
が
郊
外
に
建
設
さ
れ
た
。
そ

の
大
部
分
に
か
か
わ
り
主
導
し
た
建
築
家
の

一
人
が
タ
ウ
ト
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
ブ
リ

ッ
ツ
大
規
模
住
宅
地
区
に
あ
る
馬
蹄
型
住
宅

が
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
形
状
を
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　
労
働
者
の
た
め
の
安
価
な
住
宅
建
築
に
尽

力
し
た
建
築
家
と
、
桂
離
宮
に
魅
了
さ
れ
る

建
築
家
、
こ
の
両
面
を
も
つ
タ
ウ
ト
と
は
ど

の
よ
う
な
建
築
家
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
彼
は
約
３
年
半
の
滞
日
中
に
、『
ニ

ッ
ポ
ン
』、『
日
本
文
化
私
観
』
そ
し
て
『
日

本
の
家
屋
と
生
活
』
と
３
冊
の
日
本
文
化
論

を
残
し
、
そ
れ
は
今
で
も
読
み
継
が
れ
て
い

る
。
し
か
し
世
界
的
に
知
ら
れ
た
建
築
家
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
日
本
で

は
建
築
の
機
会
に
は
恵
ま
れ
ず
、
旧
日
向
家

熱
海
別
邸
地
下
室
が
唯
一
の
建
築
作
品
と
し

て
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
３
冊
の
著
作
と
唯
一
の
建
築
作
品
を

手
懸
か
り
に
、
彼
は
い
っ
た
い
桂
離
宮
の
何

に
そ
れ
ほ
ど
感
動
し
た
の
か
、
そ
も
そ
も
な

ぜ
日
本
に
関
心
を
も
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
彼

の
著
作
等
を
我
々
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
受

容
し
て
き
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。

　　
タ
ウ
ト
の
１
冊
目
の
日
本
論
で
あ
る
『
ニ

ッ
ポ
ン
（N

ippon

）』
に
は
「
１
９
３
３
年

６
月
〜
７
月
執
筆
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
で
自
分
と
日
本
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い

て
語
ら
れ
て
い
る

│
「
私
自
身
二
十
歳
の

頃
、
刀
身
や
布
地
の
模
様
な
ど
の
安
価
で
は

あ
る
が
複
製
で
は
な
い
日
本
製
の
見
本
帳
を

何
冊
も
手
に
入
れ
て
い
た
し
、
日
本
の
多
色

刷
り
の
木
版
画
の
研
究
に
精
を
出
し
て
い

た
」。
つ
ま
り
彼
は
若
い
時
期
か
ら
日
本
の

工
芸
や
芸
術
に
関
心
を
抱
き
、
自
ら
の
建
築

観
を
形
成
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
タ
ウ
ト
に
と
ど
ま
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ら
ん爛 

じ
ゆ
く熟
し
た
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
文
化
に
お
い
て
す
で
に
18
世
紀
の
ロ

コ
コ
時
代
に
異
国
の
珍
し
い
も
の
へ
興
味
が

示
さ
れ
、
中
国
や
日
本
の
風
俗
お
よ
び
工
芸

へ
の
嗜
好
が
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
と
か
ジ
ャ
ポ
ネ

ズ
リ
ー
と
よ
ば
れ
人
気
を
え
て
い
た
。
そ
し

て
19
世
紀
中
頃
に
例
え
ば
絵
画
に
お
い
て
は
、

３
次
元
の
世
界
を
描
き
出
す
と
い
う
ル
ネ
サ

ン
ス
期
以
来
の
基
本
原
理
が
見
直
さ
れ
始
め
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家
た
ち
は
新
た
な
啓
示

を
求
め
て
い
た
。
そ
れ
は
言
葉
の
変
化
に
も

あ
ら
わ
れ
、
ジ
ャ
ポ
ネ
ズ
リ
ー
に
代
わ
り
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
始
め
た
。

つ
ま
り
日
本
の
芸
術
・
美
学
へ
の
関
心
は
、

た
ん
に
異
国
趣
味
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
か

ら
造
形
原
理
・
世
界
観
を
含
む
も
の
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
作
曲
家
ク
ロ
ー
ド
・
ド
ビ
ュ

ッ
シ
ー
が
交
響
詩
「
海
」
の
楽
譜
を
出
版
す

る
と
き
、
表
紙
に
葛
飾
北
斎
の
「
神
奈
川
沖

浪
裏
」
を
選
ん
だ
の
も
１
９
０
５
年
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
の
な
か
で
、
タ
ウ

ト
は
『
ニ
ッ
ポ
ン
』
で
外
国
か
ら
の
訪
問
者

と
し
て
日
本
人
が
自
覚
し
て
い
な
い
側
面
を

次
の
よ
う
に
示
し
た
。「
今
日
の
近
代
建
築

が
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
頃
つ
ま
り
１
９
２
０

年
頃
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
居
住
空
間
の
簡
素
化

を
最
も
強
く
提
起
し
た
の
は
、
大
き
な
窓
や

押
入
れ
を
も
ち
そ
し
て
完
璧
な
ま
で
に
純
粋

に
設
計
さ
れ
た
、
簡
素
で
完
璧
な
ま
で
に
自

由
な
日
本
の
居
住
空
間
で
あ
っ
た
」。
欧
米

化
の
道
に
突
き
進
も
う
と
し
て
い
た
日
本
に
、

日
本
建
築
の
純
粋
さ
や
簡
素
さ
が
素
晴
ら
し

い
も
の
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
住
宅
改
革

の
モ
デ
ル
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
来
日
前
に
書
か
れ

た
著
作
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
「
居

住
空
間
の
簡
素
化
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳

し
く
考
え
て
み
た
い
。

　
タ
ウ
ト
の
２
冊
目
の
日
本
論
が
『
日
本
の

芸
術
（Japans K

unst

）』（
邦
訳
名
『
日

本
文
化
私
観
』）
で
あ
る
。
前
著
か
ら
約
１

年
半
を
経
て
、
内
容
的
に
も
数
段
優
れ
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
日
本
の

芸
術
の
特
質
を
日
本
語
に
見
出
し
た
と
書
き

記
し
て
い
る
。「《
美
し
い
（schön

）》
と
《
澄

み
き
っ
た
（rein

）》
と
い
う
こ
と
を
表
す

の
に
日
本
語
は
同
じ
言
葉
を
用
い
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
《
キ
レ
イ
（kirei

）》
と
い

う
言
葉
を
」。
日
本
人
が
普
段
「
こ
の
水
は

キ
レ
イ
」と
言
っ
た
り
、「
こ
の
絵
は
キ
レ
イ
」

と
何
気
な
く
用
い
て
い
る
表
現
が
、
ド
イ
ツ

人
タ
ウ
ト
に
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
驚

き
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
慣
れ
親

し
ん
で
い
る
が
故
に
見
落
と
し
て
し
ま
う
日

本
語
の
特
質
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

　
タ
ウ
ト
の
驚
き
の
原
因
は
じ
つ
は
彼
の
建

築
改
革
の
理
念
に
あ
っ
た
。『
新
し
い
住
ま

い
』（
１
９
２
４
年
）
の
な
か
で
「
簡
素
な
清

澄
さ
（Reinheit

）
と
各
部
屋
に
見
通
し
が

き
く
こ
と
は
、
女
性
の
仕
事
量
や
そ
れ
に
伴

う
煩
わ
し
さ
を
減
ら
し
医
者
や
薬
へ
の
支
出

を
削
減
す
る
な
ど
、
そ
れ
自
体
で
す
で
に
と

て
も
大
き
な
治
療
効
果
を
与
え
る
と
い
う
影

響
を
及
ぼ
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
住
ま
い
が

美
し
い
こ
と
（Schönheit

）
も
ま
た
自
明

の
こ
と
で
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
彼

が
建
築
に
求
め
た
新
し
さ
と
は
、
清
澄
さ

（Reinheit

）
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
美

し
さ
（Schönheit

）
な
の
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
建
築
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
の
標
語

で
も
あ
り
、
市
民
社
会
に
相
応
し
い
機
能
性

や
合
理
性
に
基
づ
く
建
築
が
求
め
ら
れ
て
い

た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
建
築
家
ア
ド
ル
フ
・

ロ
ー
ス
（A

dolf Loos, 1870-1933

）
は
「
文

化
の
進
化
と
は
日
常
品
か
ら
装
飾
を
取
り
除

く
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
」
と
新
し
い

時
代
を
表
現
し
、
装
飾
は
犯
罪
で
あ
る
と
い

う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
タ
イ
ト
ル
の
『
装

飾
と
犯
罪
』（
１
９
０
８
年
）
を
書
い
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
は

建
築
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
に
も
強
い
影
響
を

与
え
て
い
た
。
タ
ウ
ト
の
建
築
観
も
そ
う
し

た
時
代
の
な
か
で
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
実
践

さ
れ
て
い
る
日
本
を
訪
れ
、「
キ
レ
イ
」
と

い
う
言
葉
に
日
本
的
な
も
の
の
核
心
を
見
出

し
た
思
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

  

も
う
一
つ
タ
ウ
ト
か
ら
見
た
日
本
語
の
特

質
を
考
え
て
お
こ
う
。
注
目
さ
れ
た
言
葉
は

A
ji

を
表
現
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
の

shibui

で
あ
っ
た
。「
渋
い
」は「
趣
味
の
よ
い
、

落
ち
つ
い
た
、
控
え
め
な
」
と
理
解
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
彼
が
注
目
し
た
の
は
、

shibui

が
芸
術
作
品
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
の
み
な
ら
ず
、
人
の
振
る
舞
い
や
集
団

の
雰
囲
気
等
す
べ
て
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
日
本
語
お
よ
び
日
本
に

お
い
て
は
、
例
え
ばshibui

と
い
う
審
美
的

な
も
の
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
が
、
芸
術
の
領

域
の
み
な
ら
ず
他
の
す
べ
て
の
領
域
に
使
わ

れ
、
そ
の
社
会
の
あ
り
方
を
創
り
出
し
、
律

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
深
い
叡
知
に
基
づ
く
も
の
だ
と
褒
め

称
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
再
度
タ
ウ
ト
の
青
年
時
代
を
想
起
し
て
お

こ
う
。
19
世
紀
末
か
ら
20
世
紀
の
初
め
に
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
、
と
り
わ
け
家
具
、
装
身
具

そ
し
て
建
築
の
分
野
で
力
強
く
展
開
さ
れ
、

そ
れ
が
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
／
ユ
ー
ゲ
ン

ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
と
よ
ば
れ
た
。
そ
の
大
き

な
特
長
は
、
造
形
芸
術
（
絵
画
、
彫
刻
、
建

築
等
）
は
生
活
の
た
め
の
応
用
芸
術
に
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
審
美
的
な
も
の
が
社
会
に
働
き
か
け
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
当
時
の
芸
術
家
た
ち
を
突
き
動
か
し
て
い

た
の
は
、
19
世
紀
中
頃
か
ら
社
会
を
席
巻
し

て
い
た
機
械
化
と
産
業
化
に
よ
り
失
わ
れ
て

い
く
も
の
に
目
を
向
け
、
人
間
的
な
も
の
を

保
持
し
、
そ
れ
を
社
会
に
入
れ
込
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
彼

ら
の
道
標
と
な
っ
た
の
が
、
食
器
や
ら螺 

で
ん鈿
細

工
の
施
さ
れ
た
家
具
な
ど
、
日
常
生
活
で
使

わ
れ
る
も
の
に
お
け
る
芸
術
と
工
芸
と
の
統

合
さ
れ
た
日
本
の
美
学
で
あ
り
、
そ
し
て
花
、

樹
木
さ
ら
に
波
と
い
っ
た
自
然
へ
の
傾
倒
を

特
質
と
す
る
日
本
の
芸
術
で
あ
っ
た
。
植
物

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
階
段
や
門
の
装
飾
が
ア

ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
特
質
を
よ
く
表
し
て

い
る
。
タ
ウ
ト
自
身
も
滞
日
中
に
竹
製
の
電

灯
や
漆
塗
り
で
現
代
風
の
行
灯
等
の
工
芸
品

を
考
案
し
、
そ
れ
ら
は
日
本
で
販
売
さ
れ
、

人
気
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
詳
述
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う

な
芸
術
家
に
よ
る
個
人
と
し
て
の
原
理
的
な

抵
抗
あ
る
い
は
打
開
策
を
現
実
的
な
も
の
と

し
、
か
つ
て
の
調
和
が
と
れ
て
い
た
文
化
が

失
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
大

き
な
組
織
と
し
て
の
対
応
が
不
可
欠
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
画
家
、
工
芸

家
そ
し
て
建
築
家
を
も
巻
き
込
ん
で
、
ド
イ

ツ
工
作
連
盟（
＊
１
）や
バ
ウ
ハ
ウ
ス（
＊
２
）

が
設
立
さ
れ
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
博
も
開
催
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　　
こ
う
し
た
歴
史
的
経
過
の
な
か
でkirei

やshibui 

に
着
目
す
る
タ
ウ
ト
に
は
、
欧

米
化
を
推
進
す
る
日
本
が
表
面
的
な
も
の
を

追
っ
て
い
る
と
思
え
た
に
違
い
な
い
。
滞
日

中
最
後
の
著
作
で
あ
る
『
日
本
の
家
屋
と
生

活
』
が
１
９
３
６
年
２
月
に
脱
稿
さ
れ
た
。

前
２
冊
と
の
重
複
も
見
ら
れ
る
が
、
最
も
充

実
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た

い
。ド
イ
ツ
語
で
はD

as japanische H
aus 

und sein Leben

で
あ
る
。
日
本
語
に
訳
す

と「
日
本
の
住
ま
い
と
そ
の
生
活
」と
な
る
が
、

「
そ
の
」は「
日
本
の
住
ま
い
」を
指
し
て
お
り
、

「
日
本
の
住
ま
い
の
生
活
」
と
い
う
意
味
な

の
で
あ
る
。
分
か
り
に
く
い
タ
イ
ト
ル
で
あ

る
が
、
タ
ウ
ト
自
ら
説
明
を
試
み
て
い
る
。

日
本
の
住
ま
い
に
お
い
て
、
そ
の
背
景
は
障

子
が
開
け
放
た
れ
た
先
に
見
え
る
自
然
で
あ

り
、
良
い
意
味
で
の
野
外
劇
場
の
舞
台
の
よ

う
で
も
あ
る
。
例
え
ば
夕
方
に
小
さ
な
町
を

通
り
す
ぎ
る
と
、
床
に
座
っ
た
り
横
に
な
っ

た
り
し
て
い
る
人
の
自
然
な
振
る
舞
い
が
見

え
る
。
彼
は
こ
こ
に
、
日
本
の
風
土
に
適
応

し
た
住
ま
い
の
生
活
、
す
な
わ
ち
人
と
住
ま

い
と
自
然
と
の
釣
合
い
の
と
れ
た
関
係
を
見

た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
さ
ら
に
、
日
本
で
は
見
る
た
め
の
建

築
は
創
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
住
ま
い
に

お
い
て
最
も
関
心
が
も
た
れ
る
の
が
そ
の
物

質
的
な
外
観
で
は
な
く
そ
の
生
活
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
が
お
そ
ら
く
日
本
と
諸
外
国
と
を

区
別
す
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
見
栄
え
の

す
る
外
観
を
も
ち
外
界
を
遮
断
す
る
諸
外
国

の
建
築
と
は
異
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
日
本

建
築
は
応
用
芸
術
の
よ
う
な
建
築
で
あ
る
と

も
言
え
よ
う
。
ま
た
「
野
外
劇
場
の
舞
台
」

と
い
う
印
象
は
タ
ウ
ト
が
桂
離
宮
に
抱
い
た

印
象
に
他
な
ら
な
い
。

  

と
こ
ろ
が
、
風
土
に
適
し
て
人
が
生
活
で

き
て
い
る
は
ず
の
日
本
建
築
が
、
近
代
化
に

よ
り
誤
っ
た
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
タ
ウ

ト
に
は
考
え
ら
れ
た
。
例
と
し
て
深
い
ひ
さ
し庇

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の

強
い
日
差
し
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

欧
米
化
し
た
近
代
建
築
か
ら
は
姿
を
消
す
傾

向
に
あ
っ
た
。
当
時
彼
が
あ
る
欧
米
風
の
知

事
公
邸
を
訪
れ
た
と
き
、
そ
の
執
務
室
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
風
の
窓
と
バ
ル
コ
ニ
ー
の
ド
ア
に

庇
は
な
く
、
バ
ル
コ
ニ
ー
に
敷
か
れ
た
板
石

は
日
差
し
で
焼
け
、
日
差
し
と
熱
風
が
吹
き

込
み
室
内
は
暑
く
、
汗
び
っ
し
ょ
り
と
な
っ

た
体
験
が
皮
肉
を
込
め
て
描
か
れ
て
い
る
。

残
念
な
こ
と
に
こ
の
傾
向
は
今
で
も
見
ら
れ

る
。

　
建
築
上
の
「
軸
を
ず
ら
す
こ
と
」
に
も
強

い
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
小
さ
な
住
ま

い
か
ら
桂
離
宮
に
も
見
ら
れ
る
こ
の
特
長
は
、

外
か
ら
覗
か
れ
に
く
い
と
い
う
機
能
を
も
つ

と
同
時
に
、
非
対
称
の
美
を
生
み
出
し
て
い

る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
タ
ウ
ト
は
「
軸
を

ず
ら
す
こ
と
」
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
も
あ

っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ロ
ー
マ
に
よ
り

軸
が
強
要
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ

は
野
蛮
化
で
あ
っ
た
と
見
な
し
て
い
る
。

　
約
３
年
半
の
滞
日
中
の
建
築
作
品
が
唯
一

つ
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
。
旧
日
向
家
熱
海
別

邸
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
下
室
を
改
造
し
た
も

の
で
、
広
さ
は
わ
ず
か
約
１
３
０
㎡
に
す
ぎ

な
い
。
ベ
ル
リ
ー
ン
郊
外
の
集
合
住
宅
群
に

お
い
て
１
万
２
０
０
０
戸
も
の
住
宅
を
建
設

し
た
タ
ウ
ト
に
し
て
は
ま
こ
と
に
さ
さ
や
か

な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
は
否
定
的
に
評
価

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
隈
研
吾
著
の

『
自
然
な
建
築
』
な
ど
で
も
好
意
的
に
論
及

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
タ
ウ
ト
研
究
家
で
あ
る

シ
ュ
パ
イ
デ
ル
は
「
旧
日
向
邸
の
部
屋
と
椅

子
を
は
じ
め
と
し
た
家
具
が
、
タ
ウ
ト
の
造

り
上
げ
た
も
の
の
中
で
、
最
も
美
し
い
も
の

で
あ
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
そ

れ
と
同
時
に
、
タ
ウ
ト
の
最
後
に
し
て
見
事

な
ま
で
に
完
成
し
た
作
品
で
あ
る
」
と
位
置

づ
け
て
い
る
。
こ
の
地
下
室
に
足
を
踏
み
入

れ
る
と
、
ま
る
で
工
芸
品
の
よ
う
な
住
ま
い

だ
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
旧
日
向
邸
改
造
の
際
に
タ
ウ
ト
を
支
え
た

最
も
重
要
な
人
物
は
吉
田
鉄
郎
（
１
８
９
４

〜
１
９
５
６
）
で
あ
っ
た
。
日
本
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
建
築
の
代
表
作
で
あ
る
東
京
中
央
郵
便

局
旧
局
舎
は
彼
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
り
、

さ
ら
に
日
本
の
建
築
、
住
宅
そ
し
て
庭
園
に

つ
い
て
３
冊
の
著
作
を
ド
イ
ツ
語
で
執
筆
し

出
版
し
た
こ
と
で
も
大
き
な
功
績
を
残
し
た
。

吉
田
は
タ
ウ
ト
と
旧
日
向
邸
に
つ
い
て
「
日

本
間
は
タ
ウ
ト
氏
が
最
も
尊
敬
し
て
や
ま
な

い
小
堀
遠
州
の
作
品
を
御
手
本
と
し
て
作
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
小
壁
に
つ
り吊 

づ
か束
（
＊
３
）

を
見
せ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
欄
間
の
取
り
具

合
、
な
げ
し

長
押
（
＊
４
）
を
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
、

等
々
。
短
い
日
本
滞
在
中
に
よ
く
も
こ
の
よ

う
に
日
本
建
築
に
対
す
る
理
解
を
深
め
た
も

の
だ
と
思
う
」
と
報
告
し
て
い
る
。

　
旧
日
向
邸
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

傾
斜
地
に
あ
る
地
下
室
で
あ
る
が
故
に
、
平

面
的
に
は
「
く
」
の
字
型
に
曲
が
り
、
さ
ら

に
室
内
に
は
海
に
面
し
た
側
と
山
側
と
で
約

90
㎝
の
高
低
差
が
生
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
を
利
点
と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
竹
の
壁
面
や
漆
塗
り

家
具
と
と
も
に
タ
ウ
ト
が
最
大
の
関
心
を
払

っ
た
の
は
、
室
内
と
室
外
と
の
関
係
で
あ
る
。

各
部
屋
に
は
角
度
が
変
わ
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
海
の
佇
ま
い
が
眼
前
に
広
が
り
、

さ
ら
に
床
面
か
ら
階
段
状
に
上
壇
の
間
に
つ

な
が
れ
て
い
る
洋
間
と
日
本
間
で
は
様
々
な

高
さ
か
ら
室
外
を
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
畳
の
黒
い
縁
は
す
べ
て
海
に

向
か
う
よ
う
に
敷
か
れ
て
お
り
、
視
線
を
自

然
に
海
に
誘
導
す
る
。
タ
ウ
ト
の
提
唱
し
た

建
築
理
念
の
一
つ
に
屋
外
居
住
空
間

（A
ußenw

ohnraum

）
と
い
う
も
の
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
室
外
の
空
間
を
居
住
空
間
と

見
な
す
も
の
で
あ
り
、
室
外
の
居
間
と
も
言

え
る
。
旧
日
向
邸
で
も
そ
の
理
念
は
健
在
で
、

立
地
条
件
を
活
か
し
て
、
住
ま
い
と
人
と
海

と
の
絶
妙
な
関
係
が
こ
こ
に
実
現
さ
れ
て
い

る
。

　　
こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
タ
ウ
ト
が
桂
離

宮
を
訪
れ
「
泣
き
た
く
な
る
ほ
ど
美
し
い
」

と
感
動
し
た
の
は
、
そ
の
簡
素
さ
も
あ
り
は

し
た
が
、
建
物
と
庭
園
と
の
見
事
な
ま
で
の

関
係
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
庭
園
つ

ま
り
自
然
と
連
な
り
調
和
し
た
建
築
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
「
野
外
劇
場
」
の
よ
う
な
室
内
と

室
外
の
関
係
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
住
ま
い
と

生
活
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
ブ
リ
ッ
ツ
の
馬

蹄
型
住
宅
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
ま
さ
に
こ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
弧

を
描
い
た
建
物
の
中
庭
側
の
窓
か
ら
は
池
へ

と
連
な
る
窪
地
に
ま
る
で
自
宅
の
裏
庭
の
よ

う
な
景
色
が
見
え
、
裏
庭
な
ど
持
て
な
い
低

所
得
者
層
に
快
適
な
居
住
空
間
を
与
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
タ
ウ
ト
は
新
し
い
建
築
を
目
指
す
な
か
で
、

日
本
の
工
芸
や
建
築
に
関
心
を
抱
き
、
日
本

文
化
を
自
ら
の
教
養
体
験
の
な
か
に
含
め
て

い
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
来
日
し
、
短
い

間
に
日
本
文
化
の
特
質
に
深
く
分
け
入
り
、

日
本
人
が
注
目
す
る
著
作
を
残
す
こ
と
が
で

き
た
。
ド
イ
ツ
人
が
小
堀
遠
州
や
狩
野
派
に

つ
い
て
熱
く
語
る
姿
勢
も
深
い
共
感
を
呼
び

起
こ
し
た
。
実
り
豊
か
な
文
化
と
は
、「
内
」

な
る
自
分
と
「
外
」
な
る
他
者
と
の
絶
え
ざ

る
対
話
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

　
た
だ
タ
ウ
ト
お
よ
び
彼
の
著
作
に
接
す
る

と
き
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当
時

は
日
本
も
ド
イ
ツ
も
極
端
な
国
粋
主
義
と
戦

争
と
い
う
最
悪
の
時
代
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
彼
の
著
作
に
も
彼
を
受
容
し
た
研
究
者

に
も
そ
の
影
響
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

残
念
な
こ
と
で
あ
る
が
タ
ウ
ト
・
ブ
ー
ム
お

よ
び
そ
の
受
容
に
お
い
て
、
彼
の
一
面
だ
け

が
取
り
上
げ
ら
れ
、
決
ま
り
文
句
と
化
し
、

必
ず
し
も
正
確
な
タ
ウ
ト
像
が
伝
え
ら
れ
て

い
な
い
。
彼
を
白
木
の
美
し
さ
の
み
を
追
求

し
た
美
学
の
持
ち
主
で
あ
る
と
か
、
建
築
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
を
推
進
し
た
だ
け
の
建
築

家
で
あ
る
と
か
見
な
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼

は
む
し
ろ
色
彩
を
多
用
し
た
建
築
家
で
あ
る

こ
と
、
彼
に
は
す
で
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
超
え

て
建
築
と
環
境
の
関
係
を
志
向
し
た
建
築
観

が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
滞
日

中
の
タ
ウ
ト
に
最
も
身
近
で
接
し
て
い
た
人

物
か
ら
の
、
実
際
に
日
々
接
し
て
い
た
タ
ウ

ト
と
日
本
の
研
究
者
が
説
明
す
る
タ
ウ
ト
像

と
は
別
の
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
証
言
を
心
に

留
め
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
う
え

で
彼
の
著
作
を
手
に
と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
こ
の
稿
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
タ
ウ
ト
が
当

時
の
日
本
建
築
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
引

用
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
建
築
だ
け
で
は

な
く
日
本
文
化
全
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と

だ
か
ら
で
あ
る
。

「
民
族
的
な
も
の
の
力
は
、
広
い
視
野
を
持

て
ば
持
つ
ほ
ど
、
そ
し
て
民
族
が
そ
の
民
族

性
を
喪
失
す
る
の
で
は
と
恐
れ
な
け
れ
ば
恐

れ
な
い
ほ
ど
、
い
っ
そ
う
強
い
。
日
本
人
の

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
特
性
は
日
本
人
を
そ

の
よ
う
な
民
族
主
義
的
な
堕
落
か
ら
守
る
で

あ
ろ
う
。
質
に
関
し
て
現
代
日
本
の
創
り
出

す
も
の
は
、
そ
れ
ら
が
ぜ
が
ひ
で
も
日
本
的

で
あ
ろ
う
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

質
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
日

本
的
な
の
で
あ
る
」。

タ
ウ
ト
は
色
紙

（
し
き
し
）に
日
本
的
な

絵
を
好
ん
で
描
き
、

ド
イ
ツ
語
版
表
紙
に
は

「
仙
台
の
紅
葉
」が

用
い
ら
れ
て
い
る
。

『
日
本
文
化
私
観
』

左
か
ら
村
岡
景
夫
、

柳
兼
子
、タ
ウ
ト
、

柳
宗
悦
、河
井
寛
次
郎
、

バ
ー
ナ
ー
ド・リ
ー
チ

（
１
９
３
４
年
）。

「kirei

」あ
る
い
は

『
装
飾
と
犯
罪
』

造
形
芸
術
か
ら
応
用
芸
術
へ

住
ま
い
と
生
活

B
ru

no T
aut

Bruno Taut

タ
ウ
ト
は
色
紙

出
典
：『
日
本
│
│
タ
ウ
ト
の
日
記 

１
９
３
５-

36
年
』

篠
田
英
雄
訳
、１
９
７
５
年
、岩
波
書
店

CEL November 2016CEL November 2016 2829

ド
ビ
ュッ
シ
ー
は

身
の
回
り
に

日
本
の
美
術
品
を

置
い
て
お
り
、北
斎
の

描
く
線
の
抽
象
表
現
に

魅
了
さ
れ
て
い
た
。

ド
ビ
ュッ
シ
ー

交
響
詩「
海
」

初
版
楽
譜
表
紙



※『
ニッ
ポ
ン
』、『
日
本
文
化
私
観
』そ
し
て『
日
本
の
家

屋
と
生
活
』の
邦
訳
は
参
照
し
た
が
、本
文
中
の
引
用
は

す
べ
て
原
文
か
ら
新
た
に
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
＊
１
）製
品
の
洗
練
を
求
め
、産
業
育
成
を
目
指
す
改

革
運
動
を
推
し
進
め
た
。イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン

は
そ
の
活
動
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
。

（
＊
２
）工
芸
、デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
含
む
美
術
と
建
築
に
関

す
る
総
合
的
な
教
育
と
生
産
を
行
っ
た
機
関
で
あ
り
、

照
明
器
具
や
椅
子
等
の
デ
ザ
イ
ン
で
現
代
人
の
生
活
に

決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
。

（
＊
３
）鴨
居
が
長
く
な
る
場
合
に
、垂
れ
下
が
り
を
防

ぐ
た
め
に
上
か
ら
つ
り
支
え
る
柱
。

（
＊
４
）柱
を
水
平
方
向
に
つ
な
ぎ
固
定
す
る
も
の
。い
ま

で
は
装
飾
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

　
ブ
ル
ー
ノ・タ
ウ
ト（Bruno T

aut, 1880- 
1938

）
と
い
う
ド
イ
ツ
人
建
築
家
は
１
９
３

３
年
５
月
に
来
日
し
、
桂
離
宮
を
訪
れ
「
泣

き
た
く
な
る
ほ
ど
美
し
い
」
と
感
動
的
に
書

き
記
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
装

飾
の
少
な
い
桂
離
宮
を
日
本
的
な
美
を
代
表

す
る
も
の
と
高
く
評
価
し
、
い
っ
ぽ
う
装
飾

に
満
ち
た
日
光
東
照
宮
を
「
日
本
文
化
の
大

敗
北
」
と
酷
評
し
た
。
我
々
日
本
人
は
ド
イ

ツ
か
ら
や
っ
て
来
た
建
築
家
に
よ
り
、
日
本

建
築
の
み
な
ら
ず
日
本
の
美
が
、
桂
離
宮
に

代
表
さ
れ
る
簡
素
さ
、
清
澄
さ
に
あ
る
と
指

摘
さ
れ
、
納
得
し
、
自
国
の
文
化
に
自
覚
と

誇
り
を
も
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
ド
イ
ツ
の
首
都
ベ
ル
リ
ー
ン
郊

外
の
集
合
住
宅
群
が
２
０
０
８
年
に
世
界
文

化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
20
世
紀
初
頭
、
大

都
市
の
出
現
と
と
も
に
住
宅
が
不
足
し
、
低

所
得
者
層
が
陥
っ
て
い
た
劣
悪
な
住
環
境
問

題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
合
理
的
な
間
取
り

で
割
安
な
住
宅
が
郊
外
に
建
設
さ
れ
た
。
そ

の
大
部
分
に
か
か
わ
り
主
導
し
た
建
築
家
の

一
人
が
タ
ウ
ト
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
ブ
リ

ッ
ツ
大
規
模
住
宅
地
区
に
あ
る
馬
蹄
型
住
宅

が
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
形
状
を
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　
労
働
者
の
た
め
の
安
価
な
住
宅
建
築
に
尽

力
し
た
建
築
家
と
、
桂
離
宮
に
魅
了
さ
れ
る

建
築
家
、
こ
の
両
面
を
も
つ
タ
ウ
ト
と
は
ど

の
よ
う
な
建
築
家
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
彼
は
約
３
年
半
の
滞
日
中
に
、『
ニ

ッ
ポ
ン
』、『
日
本
文
化
私
観
』
そ
し
て
『
日

本
の
家
屋
と
生
活
』
と
３
冊
の
日
本
文
化
論

を
残
し
、
そ
れ
は
今
で
も
読
み
継
が
れ
て
い

る
。
し
か
し
世
界
的
に
知
ら
れ
た
建
築
家
で

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
日
本
で

は
建
築
の
機
会
に
は
恵
ま
れ
ず
、
旧
日
向
家

熱
海
別
邸
地
下
室
が
唯
一
の
建
築
作
品
と
し

て
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
３
冊
の
著
作
と
唯
一
の
建
築
作
品
を

手
懸
か
り
に
、
彼
は
い
っ
た
い
桂
離
宮
の
何

に
そ
れ
ほ
ど
感
動
し
た
の
か
、
そ
も
そ
も
な

ぜ
日
本
に
関
心
を
も
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
彼

の
著
作
等
を
我
々
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
受

容
し
て
き
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。

　　
タ
ウ
ト
の
１
冊
目
の
日
本
論
で
あ
る
『
ニ

ッ
ポ
ン
（N

ippon

）』
に
は
「
１
９
３
３
年

６
月
〜
７
月
執
筆
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
で
自
分
と
日
本
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い

て
語
ら
れ
て
い
る

│
「
私
自
身
二
十
歳
の

頃
、
刀
身
や
布
地
の
模
様
な
ど
の
安
価
で
は

あ
る
が
複
製
で
は
な
い
日
本
製
の
見
本
帳
を

何
冊
も
手
に
入
れ
て
い
た
し
、
日
本
の
多
色

刷
り
の
木
版
画
の
研
究
に
精
を
出
し
て
い

た
」。
つ
ま
り
彼
は
若
い
時
期
か
ら
日
本
の

工
芸
や
芸
術
に
関
心
を
抱
き
、
自
ら
の
建
築

観
を
形
成
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
タ
ウ
ト
に
と
ど
ま
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ら
ん爛 

じ
ゆ
く熟
し
た
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
文
化
に
お
い
て
す
で
に
18
世
紀
の
ロ

コ
コ
時
代
に
異
国
の
珍
し
い
も
の
へ
興
味
が

示
さ
れ
、
中
国
や
日
本
の
風
俗
お
よ
び
工
芸

へ
の
嗜
好
が
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
と
か
ジ
ャ
ポ
ネ

ズ
リ
ー
と
よ
ば
れ
人
気
を
え
て
い
た
。
そ
し

て
19
世
紀
中
頃
に
例
え
ば
絵
画
に
お
い
て
は
、

３
次
元
の
世
界
を
描
き
出
す
と
い
う
ル
ネ
サ

ン
ス
期
以
来
の
基
本
原
理
が
見
直
さ
れ
始
め
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家
た
ち
は
新
た
な
啓
示

を
求
め
て
い
た
。
そ
れ
は
言
葉
の
変
化
に
も

あ
ら
わ
れ
、
ジ
ャ
ポ
ネ
ズ
リ
ー
に
代
わ
り
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
始
め
た
。

つ
ま
り
日
本
の
芸
術
・
美
学
へ
の
関
心
は
、

た
ん
に
異
国
趣
味
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
か

ら
造
形
原
理
・
世
界
観
を
含
む
も
の
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
作
曲
家
ク
ロ
ー
ド
・
ド
ビ
ュ

ッ
シ
ー
が
交
響
詩
「
海
」
の
楽
譜
を
出
版
す

る
と
き
、
表
紙
に
葛
飾
北
斎
の
「
神
奈
川
沖

浪
裏
」
を
選
ん
だ
の
も
１
９
０
５
年
の
こ
と

で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
の
な
か
で
、
タ
ウ

ト
は
『
ニ
ッ
ポ
ン
』
で
外
国
か
ら
の
訪
問
者

と
し
て
日
本
人
が
自
覚
し
て
い
な
い
側
面
を

次
の
よ
う
に
示
し
た
。「
今
日
の
近
代
建
築

が
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
頃
つ
ま
り
１
９
２
０

年
頃
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
居
住
空
間
の
簡
素
化

を
最
も
強
く
提
起
し
た
の
は
、
大
き
な
窓
や

押
入
れ
を
も
ち
そ
し
て
完
璧
な
ま
で
に
純
粋

に
設
計
さ
れ
た
、
簡
素
で
完
璧
な
ま
で
に
自

由
な
日
本
の
居
住
空
間
で
あ
っ
た
」。
欧
米

化
の
道
に
突
き
進
も
う
と
し
て
い
た
日
本
に
、

日
本
建
築
の
純
粋
さ
や
簡
素
さ
が
素
晴
ら
し

い
も
の
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
住
宅
改
革

の
モ
デ
ル
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
来
日
前
に
書
か
れ

た
著
作
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
「
居

住
空
間
の
簡
素
化
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳

し
く
考
え
て
み
た
い
。

　
タ
ウ
ト
の
２
冊
目
の
日
本
論
が
『
日
本
の

芸
術
（Japans K

unst

）』（
邦
訳
名
『
日

本
文
化
私
観
』）
で
あ
る
。
前
著
か
ら
約
１

年
半
を
経
て
、
内
容
的
に
も
数
段
優
れ
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
日
本
の

芸
術
の
特
質
を
日
本
語
に
見
出
し
た
と
書
き

記
し
て
い
る
。「《
美
し
い
（schön

）》
と
《
澄

み
き
っ
た
（rein

）》
と
い
う
こ
と
を
表
す

の
に
日
本
語
は
同
じ
言
葉
を
用
い
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
《
キ
レ
イ
（kirei

）》
と
い

う
言
葉
を
」。
日
本
人
が
普
段
「
こ
の
水
は

キ
レ
イ
」と
言
っ
た
り
、「
こ
の
絵
は
キ
レ
イ
」

と
何
気
な
く
用
い
て
い
る
表
現
が
、
ド
イ
ツ

人
タ
ウ
ト
に
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
驚

き
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
慣
れ
親

し
ん
で
い
る
が
故
に
見
落
と
し
て
し
ま
う
日

本
語
の
特
質
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

　
タ
ウ
ト
の
驚
き
の
原
因
は
じ
つ
は
彼
の
建

築
改
革
の
理
念
に
あ
っ
た
。『
新
し
い
住
ま

い
』（
１
９
２
４
年
）
の
な
か
で
「
簡
素
な
清

澄
さ
（Reinheit

）
と
各
部
屋
に
見
通
し
が

き
く
こ
と
は
、
女
性
の
仕
事
量
や
そ
れ
に
伴

う
煩
わ
し
さ
を
減
ら
し
医
者
や
薬
へ
の
支
出

を
削
減
す
る
な
ど
、
そ
れ
自
体
で
す
で
に
と

て
も
大
き
な
治
療
効
果
を
与
え
る
と
い
う
影

響
を
及
ぼ
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
住
ま
い
が

美
し
い
こ
と
（Schönheit

）
も
ま
た
自
明

の
こ
と
で
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
彼

が
建
築
に
求
め
た
新
し
さ
と
は
、
清
澄
さ

（Reinheit

）
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
美

し
さ
（Schönheit

）
な
の
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
建
築
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
の
標
語

で
も
あ
り
、
市
民
社
会
に
相
応
し
い
機
能
性

や
合
理
性
に
基
づ
く
建
築
が
求
め
ら
れ
て
い

た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
建
築
家
ア
ド
ル
フ
・

ロ
ー
ス
（A

dolf Loos, 1870-1933

）
は
「
文

化
の
進
化
と
は
日
常
品
か
ら
装
飾
を
取
り
除

く
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
」
と
新
し
い

時
代
を
表
現
し
、
装
飾
は
犯
罪
で
あ
る
と
い

う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
タ
イ
ト
ル
の
『
装

飾
と
犯
罪
』（
１
９
０
８
年
）
を
書
い
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
は

建
築
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
に
も
強
い
影
響
を

与
え
て
い
た
。
タ
ウ
ト
の
建
築
観
も
そ
う
し

た
時
代
の
な
か
で
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
実
践

さ
れ
て
い
る
日
本
を
訪
れ
、「
キ
レ
イ
」
と

い
う
言
葉
に
日
本
的
な
も
の
の
核
心
を
見
出

し
た
思
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

  

も
う
一
つ
タ
ウ
ト
か
ら
見
た
日
本
語
の
特

質
を
考
え
て
お
こ
う
。
注
目
さ
れ
た
言
葉
は

A
ji

を
表
現
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
の

shibui

で
あ
っ
た
。「
渋
い
」は「
趣
味
の
よ
い
、

落
ち
つ
い
た
、
控
え
め
な
」
と
理
解
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
彼
が
注
目
し
た
の
は
、

shibui

が
芸
術
作
品
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
の
み
な
ら
ず
、
人
の
振
る
舞
い
や
集
団

の
雰
囲
気
等
す
べ
て
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
日
本
語
お
よ
び
日
本
に

お
い
て
は
、
例
え
ばshibui

と
い
う
審
美
的

な
も
の
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
が
、
芸
術
の
領

域
の
み
な
ら
ず
他
の
す
べ
て
の
領
域
に
使
わ

れ
、
そ
の
社
会
の
あ
り
方
を
創
り
出
し
、
律

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
深
い
叡
知
に
基
づ
く
も
の
だ
と
褒
め

称
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
再
度
タ
ウ
ト
の
青
年
時
代
を
想
起
し
て
お

こ
う
。
19
世
紀
末
か
ら
20
世
紀
の
初
め
に
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
が
、
と
り
わ
け
家
具
、
装
身
具

そ
し
て
建
築
の
分
野
で
力
強
く
展
開
さ
れ
、

そ
れ
が
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
／
ユ
ー
ゲ
ン

ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
と
よ
ば
れ
た
。
そ
の
大
き

な
特
長
は
、
造
形
芸
術
（
絵
画
、
彫
刻
、
建

築
等
）
は
生
活
の
た
め
の
応
用
芸
術
に
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
審
美
的
な
も
の
が
社
会
に
働
き
か
け
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
当
時
の
芸
術
家
た
ち
を
突
き
動
か
し
て
い

た
の
は
、
19
世
紀
中
頃
か
ら
社
会
を
席
巻
し

て
い
た
機
械
化
と
産
業
化
に
よ
り
失
わ
れ
て

い
く
も
の
に
目
を
向
け
、
人
間
的
な
も
の
を

保
持
し
、
そ
れ
を
社
会
に
入
れ
込
ま
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
彼

ら
の
道
標
と
な
っ
た
の
が
、
食
器
や
ら螺 

で
ん鈿
細

工
の
施
さ
れ
た
家
具
な
ど
、
日
常
生
活
で
使

わ
れ
る
も
の
に
お
け
る
芸
術
と
工
芸
と
の
統

合
さ
れ
た
日
本
の
美
学
で
あ
り
、
そ
し
て
花
、

樹
木
さ
ら
に
波
と
い
っ
た
自
然
へ
の
傾
倒
を

特
質
と
す
る
日
本
の
芸
術
で
あ
っ
た
。
植
物

を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
階
段
や
門
の
装
飾
が
ア

ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
特
質
を
よ
く
表
し
て

い
る
。
タ
ウ
ト
自
身
も
滞
日
中
に
竹
製
の
電

灯
や
漆
塗
り
で
現
代
風
の
行
灯
等
の
工
芸
品

を
考
案
し
、
そ
れ
ら
は
日
本
で
販
売
さ
れ
、

人
気
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
詳
述
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う

な
芸
術
家
に
よ
る
個
人
と
し
て
の
原
理
的
な

抵
抗
あ
る
い
は
打
開
策
を
現
実
的
な
も
の
と

し
、
か
つ
て
の
調
和
が
と
れ
て
い
た
文
化
が

失
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
大

き
な
組
織
と
し
て
の
対
応
が
不
可
欠
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
画
家
、
工
芸

家
そ
し
て
建
築
家
を
も
巻
き
込
ん
で
、
ド
イ

ツ
工
作
連
盟（
＊
１
）や
バ
ウ
ハ
ウ
ス（
＊
２
）

が
設
立
さ
れ
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
博
も
開
催
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　　
こ
う
し
た
歴
史
的
経
過
の
な
か
でkirei

やshibui 

に
着
目
す
る
タ
ウ
ト
に
は
、
欧

米
化
を
推
進
す
る
日
本
が
表
面
的
な
も
の
を

追
っ
て
い
る
と
思
え
た
に
違
い
な
い
。
滞
日

中
最
後
の
著
作
で
あ
る
『
日
本
の
家
屋
と
生

活
』
が
１
９
３
６
年
２
月
に
脱
稿
さ
れ
た
。

前
２
冊
と
の
重
複
も
見
ら
れ
る
が
、
最
も
充

実
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た

い
。ド
イ
ツ
語
で
はD

as japanische H
aus 

und sein Leben

で
あ
る
。
日
本
語
に
訳
す

と「
日
本
の
住
ま
い
と
そ
の
生
活
」と
な
る
が
、

「
そ
の
」は「
日
本
の
住
ま
い
」を
指
し
て
お
り
、

「
日
本
の
住
ま
い
の
生
活
」
と
い
う
意
味
な

の
で
あ
る
。
分
か
り
に
く
い
タ
イ
ト
ル
で
あ

る
が
、
タ
ウ
ト
自
ら
説
明
を
試
み
て
い
る
。

日
本
の
住
ま
い
に
お
い
て
、
そ
の
背
景
は
障

子
が
開
け
放
た
れ
た
先
に
見
え
る
自
然
で
あ

り
、
良
い
意
味
で
の
野
外
劇
場
の
舞
台
の
よ

う
で
も
あ
る
。
例
え
ば
夕
方
に
小
さ
な
町
を

通
り
す
ぎ
る
と
、
床
に
座
っ
た
り
横
に
な
っ

た
り
し
て
い
る
人
の
自
然
な
振
る
舞
い
が
見

え
る
。
彼
は
こ
こ
に
、
日
本
の
風
土
に
適
応

し
た
住
ま
い
の
生
活
、
す
な
わ
ち
人
と
住
ま

い
と
自
然
と
の
釣
合
い
の
と
れ
た
関
係
を
見

た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
さ
ら
に
、
日
本
で
は
見
る
た
め
の
建

築
は
創
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
住
ま
い
に

お
い
て
最
も
関
心
が
も
た
れ
る
の
が
そ
の
物

質
的
な
外
観
で
は
な
く
そ
の
生
活
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
が
お
そ
ら
く
日
本
と
諸
外
国
と
を

区
別
す
る
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
見
栄
え
の

す
る
外
観
を
も
ち
外
界
を
遮
断
す
る
諸
外
国

の
建
築
と
は
異
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
日
本

建
築
は
応
用
芸
術
の
よ
う
な
建
築
で
あ
る
と

も
言
え
よ
う
。
ま
た
「
野
外
劇
場
の
舞
台
」

と
い
う
印
象
は
タ
ウ
ト
が
桂
離
宮
に
抱
い
た

印
象
に
他
な
ら
な
い
。

  

と
こ
ろ
が
、
風
土
に
適
し
て
人
が
生
活
で

き
て
い
る
は
ず
の
日
本
建
築
が
、
近
代
化
に

よ
り
誤
っ
た
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
タ
ウ

ト
に
は
考
え
ら
れ
た
。
例
と
し
て
深
い
ひ
さ
し庇

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の

強
い
日
差
し
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

欧
米
化
し
た
近
代
建
築
か
ら
は
姿
を
消
す
傾

向
に
あ
っ
た
。
当
時
彼
が
あ
る
欧
米
風
の
知

事
公
邸
を
訪
れ
た
と
き
、
そ
の
執
務
室
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
風
の
窓
と
バ
ル
コ
ニ
ー
の
ド
ア
に

庇
は
な
く
、
バ
ル
コ
ニ
ー
に
敷
か
れ
た
板
石

は
日
差
し
で
焼
け
、
日
差
し
と
熱
風
が
吹
き

込
み
室
内
は
暑
く
、
汗
び
っ
し
ょ
り
と
な
っ

た
体
験
が
皮
肉
を
込
め
て
描
か
れ
て
い
る
。

残
念
な
こ
と
に
こ
の
傾
向
は
今
で
も
見
ら
れ

る
。

　
建
築
上
の
「
軸
を
ず
ら
す
こ
と
」
に
も
強

い
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
小
さ
な
住
ま

い
か
ら
桂
離
宮
に
も
見
ら
れ
る
こ
の
特
長
は
、

外
か
ら
覗
か
れ
に
く
い
と
い
う
機
能
を
も
つ

と
同
時
に
、
非
対
称
の
美
を
生
み
出
し
て
い

る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
タ
ウ
ト
は
「
軸
を

ず
ら
す
こ
と
」
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
も
あ

っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ロ
ー
マ
に
よ
り

軸
が
強
要
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ

は
野
蛮
化
で
あ
っ
た
と
見
な
し
て
い
る
。

　
約
３
年
半
の
滞
日
中
の
建
築
作
品
が
唯
一

つ
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
。
旧
日
向
家
熱
海
別

邸
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
下
室
を
改
造
し
た
も

の
で
、
広
さ
は
わ
ず
か
約
１
３
０
㎡
に
す
ぎ

な
い
。
ベ
ル
リ
ー
ン
郊
外
の
集
合
住
宅
群
に

お
い
て
１
万
２
０
０
０
戸
も
の
住
宅
を
建
設

し
た
タ
ウ
ト
に
し
て
は
ま
こ
と
に
さ
さ
や
か

な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
は
否
定
的
に
評
価

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
隈
研
吾
著
の

『
自
然
な
建
築
』
な
ど
で
も
好
意
的
に
論
及

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
タ
ウ
ト
研
究
家
で
あ
る

シ
ュ
パ
イ
デ
ル
は
「
旧
日
向
邸
の
部
屋
と
椅

子
を
は
じ
め
と
し
た
家
具
が
、
タ
ウ
ト
の
造

り
上
げ
た
も
の
の
中
で
、
最
も
美
し
い
も
の

で
あ
る
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
そ

れ
と
同
時
に
、
タ
ウ
ト
の
最
後
に
し
て
見
事

な
ま
で
に
完
成
し
た
作
品
で
あ
る
」
と
位
置

づ
け
て
い
る
。
こ
の
地
下
室
に
足
を
踏
み
入

れ
る
と
、
ま
る
で
工
芸
品
の
よ
う
な
住
ま
い

だ
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
旧
日
向
邸
改
造
の
際
に
タ
ウ
ト
を
支
え
た

最
も
重
要
な
人
物
は
吉
田
鉄
郎
（
１
８
９
４

〜
１
９
５
６
）
で
あ
っ
た
。
日
本
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
建
築
の
代
表
作
で
あ
る
東
京
中
央
郵
便

局
旧
局
舎
は
彼
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
り
、

さ
ら
に
日
本
の
建
築
、
住
宅
そ
し
て
庭
園
に

つ
い
て
３
冊
の
著
作
を
ド
イ
ツ
語
で
執
筆
し

出
版
し
た
こ
と
で
も
大
き
な
功
績
を
残
し
た
。

吉
田
は
タ
ウ
ト
と
旧
日
向
邸
に
つ
い
て
「
日

本
間
は
タ
ウ
ト
氏
が
最
も
尊
敬
し
て
や
ま
な

い
小
堀
遠
州
の
作
品
を
御
手
本
と
し
て
作
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
小
壁
に
つ
り吊 
づ
か束
（
＊
３
）

を
見
せ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
欄
間
の
取
り
具

合
、
な
げ
し

長
押
（
＊
４
）
を
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
、

等
々
。
短
い
日
本
滞
在
中
に
よ
く
も
こ
の
よ

う
に
日
本
建
築
に
対
す
る
理
解
を
深
め
た
も

の
だ
と
思
う
」
と
報
告
し
て
い
る
。

　
旧
日
向
邸
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

傾
斜
地
に
あ
る
地
下
室
で
あ
る
が
故
に
、
平

面
的
に
は
「
く
」
の
字
型
に
曲
が
り
、
さ
ら

に
室
内
に
は
海
に
面
し
た
側
と
山
側
と
で
約

90
㎝
の
高
低
差
が
生
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
を
利
点
と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
竹
の
壁
面
や
漆
塗
り

家
具
と
と
も
に
タ
ウ
ト
が
最
大
の
関
心
を
払

っ
た
の
は
、
室
内
と
室
外
と
の
関
係
で
あ
る
。

各
部
屋
に
は
角
度
が
変
わ
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
海
の
佇
ま
い
が
眼
前
に
広
が
り
、

さ
ら
に
床
面
か
ら
階
段
状
に
上
壇
の
間
に
つ

な
が
れ
て
い
る
洋
間
と
日
本
間
で
は
様
々
な

高
さ
か
ら
室
外
を
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
畳
の
黒
い
縁
は
す
べ
て
海
に

向
か
う
よ
う
に
敷
か
れ
て
お
り
、
視
線
を
自

然
に
海
に
誘
導
す
る
。
タ
ウ
ト
の
提
唱
し
た

建
築
理
念
の
一
つ
に
屋
外
居
住
空
間

（A
ußenw

ohnraum

）
と
い
う
も
の
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
室
外
の
空
間
を
居
住
空
間
と

見
な
す
も
の
で
あ
り
、
室
外
の
居
間
と
も
言

え
る
。
旧
日
向
邸
で
も
そ
の
理
念
は
健
在
で
、

立
地
条
件
を
活
か
し
て
、
住
ま
い
と
人
と
海

と
の
絶
妙
な
関
係
が
こ
こ
に
実
現
さ
れ
て
い

る
。

　　
こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
タ
ウ
ト
が
桂
離

宮
を
訪
れ
「
泣
き
た
く
な
る
ほ
ど
美
し
い
」

と
感
動
し
た
の
は
、
そ
の
簡
素
さ
も
あ
り
は

し
た
が
、
建
物
と
庭
園
と
の
見
事
な
ま
で
の

関
係
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
庭
園
つ

ま
り
自
然
と
連
な
り
調
和
し
た
建
築
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
「
野
外
劇
場
」
の
よ
う
な
室
内
と

室
外
の
関
係
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
住
ま
い
と

生
活
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
ブ
リ
ッ
ツ
の
馬

蹄
型
住
宅
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と

も
ま
さ
に
こ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
弧

を
描
い
た
建
物
の
中
庭
側
の
窓
か
ら
は
池
へ

と
連
な
る
窪
地
に
ま
る
で
自
宅
の
裏
庭
の
よ

う
な
景
色
が
見
え
、
裏
庭
な
ど
持
て
な
い
低

所
得
者
層
に
快
適
な
居
住
空
間
を
与
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
タ
ウ
ト
は
新
し
い
建
築
を
目
指
す
な
か
で
、

日
本
の
工
芸
や
建
築
に
関
心
を
抱
き
、
日
本

文
化
を
自
ら
の
教
養
体
験
の
な
か
に
含
め
て

い
っ
た
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
来
日
し
、
短
い

間
に
日
本
文
化
の
特
質
に
深
く
分
け
入
り
、

日
本
人
が
注
目
す
る
著
作
を
残
す
こ
と
が
で

き
た
。
ド
イ
ツ
人
が
小
堀
遠
州
や
狩
野
派
に

つ
い
て
熱
く
語
る
姿
勢
も
深
い
共
感
を
呼
び

起
こ
し
た
。
実
り
豊
か
な
文
化
と
は
、「
内
」

な
る
自
分
と
「
外
」
な
る
他
者
と
の
絶
え
ざ

る
対
話
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

　
た
だ
タ
ウ
ト
お
よ
び
彼
の
著
作
に
接
す
る

と
き
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当
時

は
日
本
も
ド
イ
ツ
も
極
端
な
国
粋
主
義
と
戦

争
と
い
う
最
悪
の
時
代
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
彼
の
著
作
に
も
彼
を
受
容
し
た
研
究
者

に
も
そ
の
影
響
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

残
念
な
こ
と
で
あ
る
が
タ
ウ
ト
・
ブ
ー
ム
お

よ
び
そ
の
受
容
に
お
い
て
、
彼
の
一
面
だ
け

が
取
り
上
げ
ら
れ
、
決
ま
り
文
句
と
化
し
、

必
ず
し
も
正
確
な
タ
ウ
ト
像
が
伝
え
ら
れ
て

い
な
い
。
彼
を
白
木
の
美
し
さ
の
み
を
追
求

し
た
美
学
の
持
ち
主
で
あ
る
と
か
、
建
築
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
を
推
進
し
た
だ
け
の
建
築

家
で
あ
る
と
か
見
な
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼

は
む
し
ろ
色
彩
を
多
用
し
た
建
築
家
で
あ
る

こ
と
、
彼
に
は
す
で
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
超
え

て
建
築
と
環
境
の
関
係
を
志
向
し
た
建
築
観

が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
滞
日

中
の
タ
ウ
ト
に
最
も
身
近
で
接
し
て
い
た
人

物
か
ら
の
、
実
際
に
日
々
接
し
て
い
た
タ
ウ

ト
と
日
本
の
研
究
者
が
説
明
す
る
タ
ウ
ト
像

と
は
別
の
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
証
言
を
心
に

留
め
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
う
え

で
彼
の
著
作
を
手
に
と
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
こ
の
稿
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
タ
ウ
ト
が
当

時
の
日
本
建
築
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
を
引

用
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
建
築
だ
け
で
は

な
く
日
本
文
化
全
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と

だ
か
ら
で
あ
る
。

「
民
族
的
な
も
の
の
力
は
、
広
い
視
野
を
持

て
ば
持
つ
ほ
ど
、
そ
し
て
民
族
が
そ
の
民
族

性
を
喪
失
す
る
の
で
は
と
恐
れ
な
け
れ
ば
恐

れ
な
い
ほ
ど
、
い
っ
そ
う
強
い
。
日
本
人
の

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
特
性
は
日
本
人
を
そ

の
よ
う
な
民
族
主
義
的
な
堕
落
か
ら
守
る
で

あ
ろ
う
。
質
に
関
し
て
現
代
日
本
の
創
り
出

す
も
の
は
、
そ
れ
ら
が
ぜ
が
ひ
で
も
日
本
的

で
あ
ろ
う
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

質
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
日

本
的
な
の
で
あ
る
」。

右
／
竹
の
壁
面
と

楢
材
の
床
が
美
し
い

社
交
室
。

左
／
上
壇
の
間
を
も
つ

洋
間
。

旧
日
向
家
熱
海
別
邸

地
下
室

ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
と

タ
ウ
ト
受
容

工
芸
品
の
よ
う
な
住
ま
い
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地
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部
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平
面
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。
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