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本
書
は
、
松
浦
里
彩
氏
の
博
士
論
文
『
柿
右
衛
門
様
式
研
究
─
文
様
と

構
図
の
分
析
を
中
心
に
』
を
基
本
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
松
浦
氏
が

研
究
対
象
と
し
た
柿
右
衛
門
様
式
は
、
１
６
７
０
～
８
０
年
代
前
後
に
有

田
で
生
産
さ
れ
た
磁
器
の
一
大
流
行
様
式
を
さ
し
、
具
体
的
に
は
柿
右
衛

門
窯
が
あ
っ
た
南
川
原
山
の
製
品
を
は
じ
め
、
有
田
の
窯
場
で
焼
成
さ
れ

た
一
群
で
あ
る
。
今
日
、
柿
右
衛
門
様
式
と
い
う
概
念
は
酒
井
田
柿
右
衛

門
家
個
人
の
製
作
と
看
做
す
点
は
是
正
さ
れ
た
が
、
酒
井
田
家
が
中
心
と

な
っ
て
技
術
開
発
に
着
手
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と

し
て
柿
右
衛
門
窯
に
現
在
も
残
る
８
０
０
点
以
上
の
土
型
を
あ
げ
る
こ
と

が
出
来
る
。
従
来
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
色
絵
の
技
術
は
、
初
代
柿
右
衛

門
（
喜
三
右
衛
門
）
が
成
功
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
色
絵
が
肥
前
有
田
の
一
大
流
行
様
式
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
初
代
柿
右

衛
門
は
、
鍋
島
忠
直
に
仕
え
、
寛
永
十
二
（
１
６
３
５
）
年
頃
有
田
に
入

り
、伊
万
里
の
陶
器
商
人
を
介
し
て
清
人
か
ら
赤
絵
の
技
術
を
伝
授
さ
れ
、

泉
山
磁
石
場
に
近
い
有
田
東
部
の
年
木
山
（
楠
木
谷
窯
周
辺
）
で
色
絵
の

製
品
開
発
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
万
治
二
（
１
６
５
９
）
年
か
ら
オ
ラ
ン

ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
大
量
注
文
に
始
ま
る
欧
州
へ
の
海
外
輸
出
が
本
格
化

す
る
と
、
１
６
６
０
年
代
に
輸
出
港
に
近
い
有
田
西
部
の
南
川
原
に
窯
を

移
転
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
柿
右
衛
門
様
式
最
高
峰
の
技
術

で
あ
る
「
濁
し
手
」
の
開
発
は
１
６
７
０
年
代
に
完
成
し
、
そ
の
最
盛
期

は
五
代
目
当
主
が
十
九
歳
の
頃
の
１
６
８
０
年
代
で
あ
っ
た
。
生
産
規
模

は
享
保
八
年
（
１
７
２
３
）
頃
に
は
減
少
し
た
よ
う
で
、
六
代
柿
右
衛
門

が
佐
賀
藩
に
提
出
し
た
陳
情
書
「
口
上
手
続
覚
」
に
困
窮
の
様
相
を
窺
わ

せ
る
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
濁
し
手
の
技
術
が
失
わ
れ
た
の
も
こ
の
頃
と

み
ら
れ
て
い
る
。
永
い
年
月
が
流
れ
、
昭
和
二
十
五
年
（
１
９
５
０
）
頃
、

十
二
代
・
十
三
代
に
よ
っ
て
濁
し
手
の
技
術
の
復
興
に
成
功
し
、
昭
和

三
十
年
（
１
９
５
５
）、「
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
文
化
財
」

に
選
定
、
昭
和
四
十
六
年
（
１
９
７
１
）
に
は
「
重
要
無
形
文
化
財
」
に

指
定
さ
れ
、
現
在
十
五
代
が
、
酒
井
田
家
を
継
承
し
て
い
る
。

　

本
書
は
、
肥
前
磁
器
の
精
華
の
一
つ
と
も
い
え
る
柿
右
衛
門
様
式
に
つ

い
て
先
学
の
研
究
を
網
羅
し
、
そ
の
捉
え
方
を
詳
細
に
整
理
す
る
一
方
、

絵
付
け
に
関
す
る
要
素
の
解
明
に
重
点
を
お
い
て
、
従
来
触
れ
ら
れ
る
機

〔
書
評
〕

松
浦
里
彩
著

『
肥
前
磁
器
の
意
匠
研
究
─
柿
右
衛
門
様
式

の
成
立
と
展
開
─
』

内
川
隆
志
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会
の
少
な
か
っ
た
文
様
の
描
法
と
配
置
に
着
目
し
、
柿
右
衛
門
様
式
が
隆

盛
を
誇
っ
た
延
宝
期
を
中
心
に
展
開
し
た
十
七
世
紀
後
半
の
肥
前
磁
器
に

み
ら
れ
る
絵
付
け
の
形
成
要
素
や
成
立
背
景
を
分
析
し
た
労
作
と
い
え
る
。

　

第
１
章
で
は
十
七
世
紀
後
半
に
比
定
さ
れ
る
延
宝
期
の
柿
右
衛
門
様
式

の
概
念
や
定
義
を
整
理
し
、
そ
も
そ
も
柿
右
衛
門
と
は
何
を
意
味
し
、
柿

右
衛
門
様
式
と
い
う
言
葉
が
示
す
作
風
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
な

の
か
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
、
陶
磁
史
に
お
け
る

定
義
と
し
て
構
築
さ
れ
て
き
た
の
か
等
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
先
ず

柿
右
衛
門
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
の
概
念
が
そ
の
よ
う
な
変
遷
で
形
成
さ
れ
て

き
た
の
か
に
つ
い
て
、
近
世
か
ら
近
代
に
至
る
諸
文
献
を
紐
解
い
て
解
き

明
か
す
。『
和
漢
三
才
図
会
』
や
『
睡
余
小
録
』
等
の
近
世
の
文
献
に
絵

茶
碗
や
柿
右
衛
門
人
形
の
作
者
と
し
て
初
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、

近
代
初
期
に
は
蜷
川
式
胤
の
『
観
古
図
説
』
で
赤
絵
の
創
始
者
と
し
て
記

録
さ
れ
、
黒
川
真
頼
の
『
工
芸
志
料
』
や
横
井
時
冬
『
工
芸
鏡
』
等
の
文

献
に
陶
芸
家
と
し
て
の
柿
右
衛
門
の
事
績
が
記
録
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
大
正
年
間
に
は
大
河
内
正
敏
の
『
柿
右
衛
門
と
色
鍋
島
』

が
上
梓
さ
れ
、
本
格
的
な
柿
右
衛
門
研
究
の
基
礎
が
価
格
立
し
、
昭
和
に

入
り
永
竹
威
の
『
図
説
日
本
の
赤
絵
』
に
よ
っ
て
、
個
人
か
ら
離
れ
た
様

式
と
し
て
の
柿
右
衛
門
論
が
展
開
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
昭
和

五
十
年
代
以
降
に
実
施
さ
れ
た
柿
右
衛
門
窯
の
発
度
重
な
る
掘
調
査
に

よ
っ
て
柿
右
衛
門
様
式
と
さ
れ
る
磁
器
の
生
産
範
囲
が
明
ら
か
に
な
っ
た

こ
と
で
概
念
形
成
の
流
れ
が
整
理
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
柿

右
衛
門
様
式
の
捉
え
方
に
つ
い
て
、
従
来
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
て

き
た
の
か
に
つ
い
て
整
理
し
、「
典
型
的
な
柿
右
衛
門
様
式
」
と
「
広
義

の
柿
右
衛
門
様
式
」
に
分
類
さ
れ
そ
の
捉
え
方
に
幅
が
見
ら
れ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
現
在
の
柿
右
衛
門
研
究
の
分
類
に
お
い
て
比
重
が
高

い
「
濁
手
」
の
概
念
の
成
立
に
関
し
て
整
理
し
、
研
究
の
余
地
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

　

第
２
章
で
は
、
肥
前
磁
器
に
お
け
る
赤
絵
の
創
始
に
つ
い
て
、
初
代
酒

井
田
柿
右
衛
門
の
「
覚
」
や
三
代
の
「
申
上
口
上
」
か
ら
、
初
代
が
赤
絵

の
技
術
を
開
発
し
た
経
緯
と
金
銀
彩
の
焼
付
け
も
は
じ
め
た
こ
と
を
指
摘

し
、
南
河
原
に
移
っ
て
色
絵
磁
器
製
作
を
行
い
、
正
保
三
年
（
１
６
４
６
）

頃
か
ら
売
却
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
も
追
求
す
る
。
ま
た
、
赤
絵
の
創
始

年
に
関
す
る
根
拠
史
料
を
提
示
し
、
赤
絵
の
技
術
は
寛
永
十
八
年

（
１
６
４
１
）
か
ら
慶
安
四
年
（
１
６
５
１
）
に
は
習
得
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
肥
前
磁
器
に
お
け
る
延
宝
期
頃
の
作
例

の
検
討
か
ら
１
６
７
０
年
代
に
い
わ
ゆ
る
初
期
色
絵
か
ら
作
風
が
変
化
し

て
い
き
、
１
６
８
０
年
代
頃
に
あ
る
程
度
安
定
す
る
と
、
１
６
９
０
年
代

に
か
け
て
さ
ら
に
洗
練
さ
れ
た
も
の
が
十
七
世
紀
後
半
の
肥
前
磁
器
に
見

ら
れ
る
作
風
と
結
論
づ
け
た
。「
典
型
的
な
柿
右
衛
門
様
式
」
に
は
、
①
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濁
手
素
地
②
繊
細
な
輪
郭
線
③
赤
・
青
・
緑
・
黄
＋
金
・
紫
な
ど
の
色
彩

④
左
右
非
対
称
で
余
白
の
多
い
構
図
の
明
確
な
基
準
が
あ
る
一
方
、「
広

義
の
柿
右
衛
門
様
式
」
に
は
染
付
が
使
用
で
き
な
い
濁
手
素
地
を
用
い
る

こ
と
か
ら
、
染
付
が
使
用
さ
れ
て
い
る
時
点
で
「
広
義
の
柿
右
衛
門
様
式
」

に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
こ
こ
か
ら
外
れ
る
作
例
を
統
合
し
た

も
の
が
延
宝
期
を
中
心
と
し
た
十
七
世
紀
後
半
期
の
肥
前
磁
器
の
作
風
の

全
体
像
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
示
し
、
そ
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
研
究
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。

　

第
３
章
で
は
、
第
２
章
ま
で
に
ま
と
め
た
柿
右
衛
門
に
関
す
る
研
究
史

を
整
理
し
た
上
で
、
十
七
世
紀
後
半
期
の
肥
前
磁
器
の
作
風
の
具
体
的
検

討
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
当
該
期
の
肥
前
磁
器
に
見
ら
れ

る
モ
チ
ー
フ
と
そ
の
描
写
法
を
分
類
し
、
４
０
０
０
点
を
超
え
る
膨
大
な

量
の
近
世
の
肥
前
磁
器
を
対
象
に
松
・
竹
・
梅
・
鳥
・
柴
垣
・
菊
・
蝶
そ

れ
ぞ
れ
の
文
様
に
つ
い
て
延
宝
期
を
中
心
と
し
た
描
法
と
そ
の
特
徴
を
抽

出
し
、
彩
や
形
態
な
ど
の
細
部
の
変
化
に
沿
っ
て
こ
れ
ら
を
四
六
種
類
に

分
類
し
た
。
そ
の
結
果
、
正
保
期
か
ら
元
禄
期
に
か
け
て
同
じ
モ
チ
ー
フ

で
も
明
ら
か
に
描
写
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
、
延
宝
期
を
境
に
登
場
す
る

文
様
表
現
が
あ
る
こ
と
、
寛
文
期
か
ら
延
宝
期
に
か
け
て
大
胆
な
構
図
の

変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
特
に
亀
甲
型
の
梅
文
様
に
着

目
し
、
そ
の
作
例
が
柿
右
衛
門
古
窯
操
業
期
間
終
了
後
の
１
６
８
０
年
以

降
の
作
で
あ
る
可
能
性
を
導
き
出
し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
成
果
と
言

え
る
。
ま
た
、
モ
チ
ー
フ
の
選
択
に
つ
い
て
も
「
色
絵
粟
鶉
文
八
角
皿
」

の
図
様
に
注
目
し
、
中
国
故
事
由
来
の
画
材
に
基
づ
き
な
が
ら
も
大
和
絵

の
要
素
を
取
り
入
れ
た「
絵
画
的
」表
現
と
な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
。

　

第
４
章
で
は
、
主
に
「
余
白
」
の
あ
る
構
図
に
注
目
し
、
そ
の
構
成
方

法
と
成
立
背
景
に
つ
い
て
、
特
に
竹
・
鳥
・
柴
垣
・
菊
・
蝶
の
五
文
様
の

配
置
と
構
図
を
分
析
の
対
象
と
し
、
特
に
鳥
や
蝶
の
配
置
は
延
宝
期
に
な

る
と
鳥
は
軽
や
か
に
宙
を
舞
う
構
図
を
取
り
、白
素
地
の
範
囲
が
広
が
り
、

蝶
も
広
い
空
間
を
引
き
締
め
る
が
如
く
配
置
さ
れ
る
構
図
を
取
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
該
期
の
和
鏡
の
鏡
背
文
様
に
も
注
目
し
、
そ
の

構
図
に
は
、
磁
器
と
共
に
狩
野
派
の
絵
画
と
の
共
通
性
が
あ
る
こ
と
を
見

出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
延
宝
期
の
肥
前
磁
器
と
時
代
を
同
じ
く
す
る
絵

画
や
工
芸
の
画
題
に
は
相
関
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
が
時
代
の
傾
向
と
し
て

現
れ
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
な
事
例
を
用
い
て
説
い
た
。
絵
付
け
の
分
析

結
果
や
そ
の
方
法
論
が
陶
磁
器
の
み
な
ら
ず
、
他
の
工
芸
品
に
対
し
て
も

製
作
年
代
な
ど
を
推
定
す
る
要
素
と
な
り
う
る
指
摘
が
重
要
な
点
で
あ
る
。

　

第
５
章
で
は
、
色
絵
双
鳥
松
竹
梅
文
輪
花
皿
」
と
、
類
例
品
の
「
色
絵

柴
垣
松
竹
梅
鳥
文
輪
花
皿
」
を
対
象
に
分
析
を
進
め
、
改
め
て
延
宝
期
の

肥
前
磁
器
の
絵
付
け
の
特
質
を
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
欧
に
お
け
る

収
集
の
歴
史
や
模
倣
例
な
ど
、
海
外
に
お
け
る
肥
前
磁
器
の
展
開
に
着
目
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し
た
結
果
、
柴
垣
文
様
や
梅
鶉
と
い
っ
た
特
定
の
モ
チ
ー
フ
の
組
み
合
わ

せ
に
高
い
需
要
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
提
示
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

重
ね
て
、19
世
紀
後
半
に
フ
ラ
ン
ス
で
制
作
さ
れ
た
セ
ル
ヴ
ィ
ス
・
ル
ソ
ー

の
陶
磁
器
の
特
徴
で
あ
る
花
鳥
文
様
を
主
と
し
、
白
素
地
を
み
せ
る
よ
う

に
空
間
を
意
識
し
て
モ
チ
ー
フ
を
配
置
す
る
構
図
に
も
、
柿
右
衛
門
様
式

の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

終
章
で
は
、
各
章
の
振
り
返
り
と
ま
と
め
を
お
こ
な
い
、
今
後
の
研
究

課
題
と
し
て
今
回
分
析
対
象
と
し
た
皿
、
鉢
以
外
の
器
形
や
土
型
整
形
に

よ
る
器
種
の
絵
付
け
、
ま
た
、
元
禄
柿
と
言
わ
れ
る
柿
右
衛
門
が
手
が
け

た
と
さ
れ
る
一
群
や
、
１
８
１
０
～
１
８
５
０
年
頃
に
製
作
さ
れ
た
「
酒

柿
」
銘
の
検
討
、
さ
ら
に
柿
右
衛
門
人
形
や
置
物
等
の
詳
細
な
検
討
を
課

題
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
最
後
に
付
さ
れ
た
資
料
編
は
、
意
匠
集
成
と
し

て
第
３
章
で
行
っ
た
文
様
の
描
法
分
析
、
第
４
章
で
行
な
っ
た
文
様
配
置

の
分
析
に
用
い
た
文
様
を
「
柴
田
夫
妻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」（
佐
賀
県
立
九

州
陶
磁
文
化
館
蔵
）
か
ら
抽
出
し
て
写
真
図
版
と
一
覧
表
に
ま
と
め
た
も

の
で
あ
り
、
分
析
を
補
完
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、「
柴

田
夫
妻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
限
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
該
当
作
例
な
し
」

の
空
欄
を
生
む
結
果
と
な
っ
た
点
は
心
残
り
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
学
史
を
充
分
に
踏
ま
え
た
上
で
柿
右
衛
門
様
式
を
軸
に
、
肥

前
磁
器
の
徹
底
し
た
意
匠
研
究
か
ら
文
様
と
構
図
の
分
析
を
通
じ
て
、
そ

の
構
成
要
素
や
成
立
背
景
を
明
ら
か
し
よ
う
と
試
み
た
労
作
で
あ
り
、
斯

界
に
新
た
な
一
石
を
投
じ
る
内
容
と
評
価
で
き
よ
う
。

（
Ａ
５
版
上
製
、
四
〇
二
頁
、
同
成
社
、
二
〇
二
二
年
三
月
発
行
、

一
一
〇
〇
〇
円
＋
税
）


