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デ
ザ
イ
ン
な
ど
あ
ら
ゆ
る
美
術
の
モ
チ
ー
フ
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
今
年
は
世
界
遺
産
登
録

に
伴
っ
て
記
念
切
手
も
相
次
い
で
発
売
さ
れ
た
。

  

其
の
４　

  

文
学
と
富
士

　

奈
良
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
日
本
最
古
の
歌
集

『
万
葉
集
』（
20
巻
・
４
５
０
０
首
）
に
は
「
日

の
本
の　

や
ま
と
の
国
の
鎮
め
と
も
い
ま
す
神

か
も　

宝
と
も
な
れ
る
山
か
も
」
の
一
首
が
あ

る
。
こ
れ
に
は
、
富
士
へ
の
国
宝
と
し
て
の
賛

美
と
、
日
本
鎮
守
の
霊
山
と
し
て
の
信
仰
が
詠

ま
れ
て
い
る
。

　

万
葉
集
の
中
で
有
名
な
の
は
山
部
赤
人
の
次

の
歌
。

〈
山
部
赤
人
の
不
尽
山
を
望
み
し
歌
一
首
〉

天
地
の
分
れ
し
時
ゆ　

神
さ
び
て

高
く
貴
き　

駿
河
な
る　

富
士
の
高
嶺
を

天
の
原　

振
り
放
け
見
れ
ば　

渡
る
日
の

影
も
隠
ら
ひ　

照
る
月
の　

光
も
見
え
ず

白
雲
も　

い
行
き
は
ば
か
り　

時
じ
く
そ

雪
は
降
り
け
る　

語
り
継
ぎ

言
ひ
継
ぎ
行
か
む　

富
士
の
高
嶺
は

〈
反
歌
〉

田
子
の
浦
ゆ

富
士
山
〈
解
説
〉

　

本
年
６
月
、
群
馬
県
の
富
岡
製
糸
場
と
絹
産

業
遺
産
群
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
来
場
者

も
一
気
に
増
え
て
地
元
は
お
祭
り
ム
ー
ド
に
。

昨
年
の
富
士
山
に
続
き
、
日
本
で
の
世
界
遺
産

（
文
化
・
自
然
遺
産
）
は
こ
れ
で
18
件
に
な
る
。

　

本
来
な
ら
、
登
録
さ
れ
た
昨
年
の
う
ち
に
企

画
を
打
ち
出
す
の
が
常
套
な
の
だ
ろ
う
が
、
富

士
山
そ
の
も
の
は
日
本
を
象
徴
す
る
名
山
と
し

て
世
界
的
に
有
名
で
あ
る
。
ひ
と
息
つ
い
た
時

点
で
じ
っ
く
り
構
え
て
ア
イ
デ
ア
を
練
っ
て
も

遅
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た

め
て
富
士
山
に
関
す
る
知
識
と
そ
の
魅
力
を

知
っ
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
助
と
し

て
、
其
の
１
「
富
士
山
概
要
」、
其
の
２
「
富

士
信
仰
」、
其
の
３
「
美
術
と
富
士
」、
其
の
４

「
文
学
と
富
士
」
の
以
上
４
点
か
ら
解
説
し
た
。

  

其
の
１　

  

富
士
山
概
要

　

静
岡
・
山
梨
両
県
に
ま
た
が

る
成
層
火
山
。
標
高
３
７
７
６

ｍ
で
、
文
字
通
り
日
本
一
高
い

山
で
あ
る
。
低
地
か
ら
聳
え
る

の
で
火
山
体
そ
の
も
の
が
高

く
、
基
底
は
直
径
35
〜
40
㎞
に

達
し
世
界
屈
指
の
大
き
さ
と

な
っ
て
い
る
。

　

富
士
山
（
以
下
富
士
）
が
世

界
に
名
高
く
、
日
本
で
崇
め
ら

れ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
そ

の
大
き
さ
だ
け
で
は
な
く
、
均

整
が
と
れ
た
い
わ
ゆ
る
八
面
玲

瓏
の
山
容
に
あ
る
。

う
ち
出
で
て
見
れ
ば

ま
白
に
そ

富
士
の
高
嶺
に

雪
は
降
り
け
る

　

天
高
く
そ
そ
り
立

つ
、
霊
性
を
備
え
た

崇
高
な
山
と
し
て
富

士
を
讃
え
た
も
の
。

『
万
葉
集
』
以

降
、『
古
今
和
歌

集
』（
９
０
５
年
）、

『
新
古
今
和
歌
集
』

（
１
２
０
５
年
）
な
ど
の
勅
撰
和
歌
集
に
も
題

材
と
し
て
富
士
は
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。

　

日
本
最
古
の
物
語
と
さ
れ
る
『
竹
取
物
語
』

で
は
、
富
士
山
頂
で
、
か
ぐ
や
姫
が
残
し
た
不

死
の
霊
薬
を
焼
い
た
の
で
、
今
も
煙
が
絶
え
な

い
と
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
遠
い
東
路
の

噴
火
山
と
し
て
と
ら
え
、
貴
族
た
ち
は
、
む
し

ろ
こ
の
山
を
絶
え
ず
燃
え
続
け
る
お
も
ひ（
火
）

の
山
（
恋
の
山
）
と
し
て
歌
枕
に
用
い
て
い
る
。

　

こ
の
ほ
か
在
原
業
平
が
主
人
公
と
さ
れ
る

『
伊
勢
物
語
』、菅
原
孝
標
女
作
の
『
更
科
日
記
』

や
『
平
家
物
語
』
な
ど
に
も
登
場
し
て
い
る
。

　

江
戸
時
代
で
は
俳
諧
に
登
場
。
松
尾
芭
蕉
の

『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
に
納
め
ら
れ
た
「
霧
し
ぐ

れ
富
士
を
見
ぬ
日
ぞ
お
も
し
ろ
き
」
は
有
名
。

箱
根
関
を
越
え
た
日
は
雨
で
、
富
士
を
見
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
見
え
な
い
富
士
を
詠
む

こ
と
が
ま
た
一
興
と
な
っ
て
い
る
。

「
雲
霧
の
暫
時
百
景
を
つ
く
し
け
り
」。
こ
の

句
に
富
士
の
名
は
出
て
こ
な
い
が
、
野
ざ
ら
し

の
旅
の
途
上
、
雲
や
霧
の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な

姿
を
見
せ
、
少
し
の
間
も
同
じ
状
態
に
と
ど

ま
っ
て
い
な
い
変
幻
自
在
な
富
士
の
印
象
を
詠

ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

富
士
は
、
溶
岩
流
と
火
山
灰
と
火
山
砂
礫
が

交
互
に
堆
積
し
て
成
長
し
た
成
層
火
山
だ
が
、

お
も
に
流
動
性
の
高
度
な
玄
武
岩
か
ら
な
る
た

め
に
、
個
々
の
溶
岩
流
は
薄
く
細
長
く
、
ま
た

噴
火
活
動
は
比
較
的
穏
や
か
に
行
わ
れ
た
。

　

こ
と
に
、
火
山
体
を
築
く
大
量
の
噴
出
物
が
た

だ
１
個
の
頂
上
火
口
か
ら
噴
出
さ
れ
、
こ
れ
を
中

心
と
し
て
各
方
向
に
ほ
ぼ
平
等
に
堆
積
し
た
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
山
容
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

頂
上
が
急
で
、
裾
野
に
下
る
ほ
ど
ゆ
る
や
か
な

山
腹
傾
斜
を
も
ち
、
火
山
側
線
は
放
物
線
に
似
た

二
次
曲
線
を
な
す
美
し
い
切
頭
錐
体
（
コ
ニ
ー
デ

形
態
）
で
あ
る
富
士
は
、
富
士
形
の
火
山
の
典
型

と
な
る
。
国
内
の
各
地
に
富
士
の
別
名
を
も
つ
山

が
多
い
の
は
、
そ
う
し
た
所
以
で
あ
る
。

  

其
の
２　

  
富
士
信
仰

　

富
士
信
仰
と
は
、
富
士
山
を
神
と
見
立
て
信

仰
・
崇
拝
す
る
対
象
と
す
る
こ
と
。

　

富
士
山
頂
に
あ
る
浅
間
神
社
は
、
富
士
の
神

霊
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
浅
間
（
せ
ん
げ
ん
）

大
神
を
祀
る
神
社
。
浅
間
大
神
は
、
通
常
は
木

花
咲
耶
姫
命
（
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
）
の
こ

と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。火
中
出
産
か
ら「
火
の
神
」

と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
富
士
山
本
宮
浅
間

大
社
の
社
伝
で
は
火
を
鎮
め
る
「
水
の
神
」
と

さ
れ
て
い
る
。
い
つ
頃
か
ら
富
士
の
神
が
木
花

咲
耶
姫
命
に
な
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　

信
仰
の
対
象
と
し
て
登
拝
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
平
安
中
期
か
ら
と
さ
れ
て
い

る
。
特
に
富
士
講
が
組
織
さ
れ
た
江
戸
時
代
以

降
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
富
士
講
は
、
定
期
的

に
行
わ
れ
る
「
オ
ガ
ミ
（
拝
み
）」
と
呼
ば
れ

る
行
事
と
富
士
登
山
（
富
士
詣
）
か
ら
成
っ
て

い
る
。オ
ガ
ミ
で
は
、勤
行
教
典「
オ
ツ
タ
エ（
お

伝
え
）」
を
読
み
、

「
オ
ガ
ミ
ダ
ン
ス

（
拝
み
箪
笥
）」
と

呼
ば
れ
る
組
み
立

て
式
の
祭
壇
を
用

い
て
「
オ
タ
キ
ア

ゲ
（
お
焚
き
上

げ
）」
を
す
る
。

ま
た
信
仰
の
拠
り

所
と
し
て
石
や
土

を
盛
っ
て
富
士
山

の
神
を
祀
っ
た
富

士
塚
（
自
然
の
山

を
代
用
す
る
こ
と

も
あ
る
）
を
築
い
た
。

　

現
在
、
江
古
田
（
東
京
・
練
馬
区
）、
豊
島

長
崎
（
同
豊
島
区
）、
下
谷
坂
本
（
同
台
東
区
）、

木
曽
呂
（
埼
玉
・
川
口
市
）
の
４
基
の
富
士
塚

が
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

  

其
の
３　

  

美
術
と
富
士

　

富
士
山
絵
画
は
、
平
安
時
代
に
歌
枕
と
し
て

詠
ま
れ
た
、
諸
国
の
名
所
絵
の
成
立
と
と
も
に

登
場
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
山

頂
が
三
峰
に
分
か
れ
た
三
峰
型
富
士
の
描
写
法

が
確
立
。『
伊
勢
物
語
絵
巻
』『
曽
我
物
語
富
士

巻
狩
図
』
な
ど
物
語
文
学
の
成
立
と
共
に
舞
台

美
術
と
し
て
も
富
士
が
描
か
れ
た
。
絵
地
図
な

ど
に
お
い
て
は
、
他
の
山
々
と
区
別
し
て
山
頂

が
白
く
冠
雪
し
た
状
態
で
描
か
れ
、
特
別
な
存

在
と
さ
れ
て
い
た
。

　

江
戸
時
代
に
は
明
和
４
年
（
１
７
６
７
年
）

に
川
村
岷
雪
が
絵
本
『
百
富
士
』
を
出
版
し
、

富
士
図
の
連
作
を
提
示
。
そ
れ
に
影
響
を
受
け

た
の
が
葛
飾
北
斎
で
、
晩
年
、
錦
絵
に
よ
る
富

士
図
の
連
作
版
画
『
富
嶽
三
十
六
景
』（
天
保

元
年
、
１
８
３
１
年
頃
）
を
出
版
。
大
胆
な
構

図
や
遠
近
法
、
加
え
て
舶
来
顔
料
を
活
か
し
た

藍
摺
や
点
描
な
ど
の
多
様
な
絵
画
技
法
を
駆
使

し
た
こ
れ
ら
の
連
作
は
あ
ま
り
に
も
有
名
。
中

で
も
夏
の
赤
富
士
を
描
い
た
「
凱
風
快
晴
」
や

「
山
下
白
雨
」、
荒
れ
狂
う
大
波
と
富
士
を
描
い

た
「
神
奈
川
沖
浪
裏
」
な
ど
は
、
同
連
作
の
中

で
も
売
れ
っ
子
で
あ
る
。

　

北
斎
よ
り
後
の
１
８
５
０
年
に
は
、
歌
川
広

重
も
『
不
二
三
十
六
景
』『
富
士
三
十
六
景
』

を
出
版
。
広
重
は
、
甲
斐
国
（
山
梨
）
を
は
じ

め
諸
国
を
旅
し
て
実
際
に
ス
ケ
ッ
チ
を
重
ね
て

い
る
。『
東
海
道
五
十
三
次
』
で
も
富
士
山
を

題
材
に
多
く
の
絵
を
残
し
て
い
る
。

　

北
斎
や
広
重
の
連
作
に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

地
点
か
ら
眺
望
す
る
富
士
や
、
甲
斐
国
側
か
ら

の
裏
富
士
も
画
題
と
し
て
開
拓
し
て
い
っ
た
。

　

近
代
に
は
殖
産
興
業
な
ど
を
通
じ
て
富
士
が

日
本
を
象
徴
す
る
意
匠
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
美
術
を
は
じ
め
商
業
デ
ザ
イ
ン
な
ど
に
も

幅
広
く
用
い
ら
れ
た
。
絵
画
に
お
い
て
は
伝
統

を
引
き
継
ぎ
つ
つ
も
近
代
的
視
点
で
描
か
れ
た

富
士
山
絵
画
が
制
作
さ
れ
た
。

　

戦
時
下
に
な
る
と

富
士
は
国
体
の
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
さ
ま
ざ

ま
に
描
か
れ
た
が
、

戦
後
に
は
横
山
大
観

や
、
片
岡
球
子
な
ど

が
「
日
本
の
シ
ン
ボ

ル
」
と
し
て
自
由
に

大
胆
に
己
の
富
士
を

好
ん
で
描
い
た
。

　

富
士
は
絵
画
を
は

じ
め
、
工
芸
、
写
真
、

▲ 葛飾北斎『富嶽
三十六景』の「凱風
快晴」を映した扇子

▲

文
房
具
各
種
。
付
箋
、

そ
え
ぶ
み
箋
、
右
端
は

マ
グ
ネ
ッ
ト
栞

▲

富
士
の
意
匠
の
箸
置
き
、

小
皿
等
。
右
側
箸
置
き
は

色
違
い(

青
、
赤)

で
三

峰
富
士
の
く
っ
き
り
と
し

た
デ
ザ
イ
ン
が
印
象
的

れ
る
御
坂
峠
か
ら
眺
め
る
富
士
に
関
し
て
も
、

あ
ま
り
に
お
あ
つ
ら
い
む
き
の
富
士
で
、
そ
の

俗
っ
ぽ
さ
に
一
目
見
て
狼
狽
し
、顔
を
赤
ら
め
、

風
呂
屋
の
ペ
ン
キ
絵
、
も
し
く
は
芝
居
の
書
割

と
ま
で
言
い
放
つ
。
デ
カ
ダ
ン
な
生
活
を
続
け

て
い
た
太
宰
ら
し
い
こ
き
下
ろ
し
か
た
だ
。

　

し
か
し
、
３
ヵ
月
ほ
ど
富
士
と
相
対
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「
私
は
、
部
屋
の
硝
子
越
し
に
、

富
士
を
見
て
い
た
。
富
士
は
、
の
っ
そ
り
黙
っ

て
立
っ
て
い
た
。
偉
い
な
あ
、
と
思
っ
た
」
と

富
士
を
受
け
入
れ
て
い
る
。『
富
嶽
百
景
』
は
、

太
宰
の
作
品
で
は
比
較
的
少
な
い
肯
定
の
文
学

と
さ
れ
て
い
る
。
受
け
入
れ
た
の
は
太
宰
と
い

う
よ
り
、
む
し
ろ
の
っ
そ
り
黙
っ
て
立
っ
て
い

た
、
や
は
り
富
士
の
方
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
と
思
わ
さ
れ
る
。

　

異
色
の
作
家
と
し
て
は
富
士
山
測
候
所
の
勤

務
経
験
と
、
熱
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
富
士
を

書
き
続
け
た
新
田
次
郎
は
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
こ
の
ほ
か
、
富
士
山
を
テ
ー
マ
に
し
た
文

学
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

※
な
お
、
カ
ラ
ー
62
ペ
ー
ジ
と
１
０
３
ペ
ー

ジ
の
富
士
の
写
真
は
、
静
岡
県
富
士
宮
市
、

富
士
の
菓
子
処
〝
藤
太
郎
（
と
う
た
ろ
う
）〞

（
２
０
１
１
年
10

月
号
「
話
題
店
」）

の
店
主
・
後
藤
泰

輔
氏
撮
影
の
も

の
。
富
士
山
を

象
っ
た
こ
け
も

も
餡
入
り
の
落

雁
「
富
士
の
こ
け

も
も
」
は
、
文
化

遺
産
登
録
後
、
人

気
上
昇
中
の
代
表

銘
菓
と
な
っ
て
い

る
。

　

明
治
か
ら
大
正
の
文
学
で
は
、
近
代
山
岳
文

学
の
先
駆
者
小
島
烏
水
の
『
不
二
山
』、
詩
人
で

あ
り
評
論
家
で
も
あ
っ
た
大
町
桂
月
が
著
し
た

紀
行
文『
富
士
の
大
観
』な
ど
が
、富
士
山
を
テ
ー

マ
に
し
た
文
学
の
先
駆
け
と
な
っ
た
。

　

他
に
は
、
中
村
星
湖
の
『
少
年
行
』、
北
村

透
谷
の
持
論
『
富
嶽
の
詩
神
を
思
ふ
』
な
ど
。

俳
句
・
短
歌
の
分
野
で
は
、
正
岡
子
規
、
島
木

赤
彦
、
飯
田
蛇
笏
、
若
山
牧
水
な
ど
が
特
筆
さ

れ
る
。
中
で
も
牧
水
は
、
富
士
山
を
生
涯
愛
し

多
く
の
歌
を
残
し
た
。
い
く
つ
か
紹
介
し
て
お

こ
う
。

「
駿
河
な
る
沼
津
よ
り
見
れ
ば

富
士
が
嶺
の
前
に
垣
な
せ
る
愛
鷹
の
山
」

「
伊
豆
の
國
戸
田
の
入
江
を
船
出
す
と

は
し
な
く
見
た
れ
富
士
の
高
嶺
を
」

「
野
の
は
て
に
つ
ね
に
見
な
れ
し
と
ほ
富
士
を

け
ふ
は
眞
う
へ
に
海
の
上
に
見
つ
」

「
見
る
見
る
に
か
た
ち
を
か
ふ
る
む
ら
雲
の

う
へ
に
ぞ
晴
れ
し
冬
の
富
士
が
嶺
」

　

昭
和
の
文
学
で
は
、
何
と
言
っ
て
も
太
宰
治

の
小
説
『
富
嶽
百
景
』
に
出
て
く
る
「
富
士
に

は
月
見
草
が
良
く
似
合
ふ
」
の
フ
レ
ー
ズ
が
有

名
だ
。
こ
の
言
葉
は
、「
３
７
７
６
ｍ
の
富
士

の
山
と
立
派
に
相
対
峙
し
、微
塵
も
ゆ
る
が
ず
、

何
と
言
う
の
か
、
金
剛
力
草
と
で
も
言
い
た
い

く
ら
い
、
け
な
げ
に
す
っ
く
と
立
っ
て
い
た
月

見
草
は
良
か
っ
た
」
に
続
く
も
の
。　

　

だ
が
、
そ
れ
よ
り
前
に
「
東
京
の
ア
パ
ー
ト

か
ら
見
る
富
士
は
く
る
し
い
。
冬
に
は
は
っ
き

り
と
、
よ
く
見
え
る
。
小
さ
い
、
真
っ
白
い
三

角
が
、
地
平
線
に
ち
ょ
こ
ん
と
出
て
い
て
そ
れ

が
富
士
だ
。
な
ん
の
こ
と
は
な
い
ク
リ
ス
マ
ス

の
飾
り
菓
子
で
あ
る
。
し
か
も
左
の
ほ
う
に
、

肩
が
傾
い
て
心
細
く
、
船
尾
の
ほ
う
か
ら
だ
ん

だ
ん
沈
没
し
か
け
て
ゆ
く
軍
艦
の
姿
に
似
て
い

る
」。
ま
た
、
富
士
三
景
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら

▲

富
士
の
こ
け
も
も

▲

手
ぬ
ぐ
い
２
種
（
左
）

と
「
松
に
富
士
」
の
意

匠
の
懐
紙


