
本
校
は
前
述
の
よ
う
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
、
岡
倉
覚
三
ら
の
日
本
美
術
復
典
運
動

の
中
か
ら
生
ま
れ
た
学
校
で
あ
り
、
従
っ
て
、
創
立
の
経
緯
を
述
ぺ
る
に
先
き

立
っ
て
、
こ
の
運
動
の
経
緯
を
た
ど
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
こ
の
運
動
が
起
こ
る
前
提
と
し
て
の
我
が
国
の
美
術
界
の
状
況
に
つ
い
て

も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
治
維
新
後
の
伝
統
美
術
衰
微

日
本
美
術
の
流
れ
は
、
明
治
維
新
後
の
西
洋
美
術
の
急
激
な
流
入
に
よ
っ
て

そ
の
様
相
を
大
き
く
変
え
、
や
が
て
ま
た
日
本
の
近
代
美
術
と
し
て
の
豊
か
な

歴
史
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
が
、

維
新
後
十
年
ば
か
り
の
間
は
社
会
体
制
の
変

革
、
価
値
観
の
動
揺
と
あ
い
ま
っ
て
、
ま
さ
に
混
沌
と
し
た
状
態
が
続
い
た
。

そ
の
間
に
起
こ
っ
た
顕
著
な
現
象
は
日
本
の
伝
統
美
術
の
衰
微
と
洋
風
美
術
の

興
隆
と
で
あ
っ
た
。

伝
統
美
術
の
中
で
は
特
に
幕
府
や
朝
廷
の
御
用
絵
師
と
し
て
長
い
間
権
威
を

保
っ
て
き
た
狩
野
派
や
土
佐
派
の
絵
師
た
ち
が
維
新
と
と
も
に
没
落
し
、
あ
る

者
は
転
職
し
、
ま
た
あ
る
者
は
俄
か
仕
込
み
の
洋
画
技
法
を
も
っ
て
世
過
ぎ
と

す
る
な
ど
、
一
転
し
て
社
会
の
底
辺
で
呻
吟
す
る
境
遇
に
陥
っ
た
。
そ
れ
ら
御

用
絵
師
た
ち
は
、
制
作
の
面
で
は
大
方
粉
本
主
義
に
毒
さ
れ
て
創
造
性
を
失
っ
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て
は
い
た
が
、
少
な
く
と
も
伝
統
的
絵
画
技
法
や
知
識
、
粉
本
類
を
保
持
し
て

き
た
人
々
で
は
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
も
今
や
塵
芥
の
ご
と
く
う
ち
捨
て
ら
れ
る
時

勢
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
在
来
流
派
の
中
で
は
南
画
派
の
末
流
の
み
が

新
政
府
の
高
官
な
ど
に
好
ま
れ
、
時
な
ら
ぬ
盛
況
を
示
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
情
況
を
今
泉
雄
作
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

明
治
時
代
の
初
期
は
美
術
な
ど
は
世
間
か
ら
殆
ん
ど
か
へ
り
見
ら
れ
な
か

っ
た
。
美
術
な
ど
い
ふ
語
も
無
論
使
は
れ
て
は
居
な
か
っ
た
が
、
御
維
新

営
時
は
書
霊
な
ど
に
注
意
す
る
も
の
は
全
く
無
か
っ
た
と
云
ふ
て
も
よ

、。し其
の
中
で
わ
づ
か
に
行
は
れ
た
の
は
蓋
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
南
聾
ば
か
り

で
あ
っ
た
。
南
霊
は
所
謂
文
人
聾
で
唐
の
王
維
を
祖
と
す
る
畳
風
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
人
材
登
用
で
引
き
立
て
ら
れ
た
人
々
の
中
に
、
京
都
方
面
の

漢
學
者
な
ど
が
多
か
っ
た
開
係
か
ら
来
て
居
る
の
で
、
そ
の
人
達
の
中
に

は
日
本
甕
を
好
む
人
が
少
か
っ
た
か
ら
、
勢
ひ
文
人
の
好
む
南
聾
が
起
つ

て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

最
も
お
か
し
か
っ
た
の
は
其
の
影
響
で
表
装
の
立
派
な
も
の
な
ど
は
賣
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
つ
て
、
折
角
立
派
に
表
装
で
き
て
る
物
で
も
少
し
南
聾

風
の
も
の
は
、
其
の
表
装
を
と
つ
て
袋
表
装
に
し
た
て
直
し
て
書
聾
屋
は

こ
れ
を
賣
っ
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
甕
は
全
く
悲
惨
な
有
様
で
私
の
覺
え
て
居
る
も
の
で
も
、
明
治
維
新

少
し
前
に
は
狩
野
探
幽
が
書
い
た
人
物
の
霊
幅
な
ど
が
三
朱
だ
な
ど
云
は

れ
た
。
一
朱
は
四
百
二
十
四
文
で
あ
る
か
ら
三
朱
で
は
十
三
錢
位
で
あ
る
。

こ
ん
な
有
様
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
下
の
物
な
ど
は
殆
ど
問
題
に
は
な
ら
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な
か
っ
た
。
之
を
も
つ
て
見
て
も
日
本
聾
の
は
や
ら
な
か
っ
た
事
が
察
せ

ら
れ
る
と
思
ふ
、
其
の
衰
類
は
全
く
も
つ
て
非
常
な
有
様
で
あ
っ
た
。

其
の
中
で
ひ
と
り
南
聾
だ
け
は
行
は
れ
た
が
、
そ
れ
さ
へ
も
私
が
覺
え
て

マ
マ

居
る
の
で
一
番
高
債
で
あ
っ
た
の
は
渡
邊
華
山
の
四
幅
物
で
七
園
と
云
ふ

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
さ
へ
世
間
の
人
は
偉
い
債
が
出
た
も
の
だ
な
ど
と

驚
い
た
位
で
あ
る
。
そ
ん
な
工
合
で
あ
る
か
ら
ッ
マ
ラ
ナ
イ
南
聾
な
ど
は

幾
何
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。

其
時
分
の
書
聾
屋
は
軸
物
が
一
幅
二
朱
（
八
錢
五
厘
位
）
に
賣
れ
る
と
喜

ん
だ
位
で
少
々
自
慢
を
し
た
位
で
あ
る
。
だ
か
ら
営
時
は
書
甕
な
ど
は
殆

ど
紙
屑
と
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
有
様
で
は
あ
っ
た
が
、
其
時
分
で
も

文
晃
、
永
海
な
ど
は
世
の
中
に
尊
重
さ
れ
た
。

営
時
狩
野
芳
崖
や
橋
本
雅
邦
な
ど
は
買
に
惨
め
な
生
活
を
し
て
居
た
も
の

で
、
雅
邦
は
海
軍
省
の
御
雇
か
何
か
で
十
圃
位
の
月
給
で
地
岡
引
を
し
て

居
た
し
、
芳
崖
は
薩
摩
の
藩
の
者
に
可
愛
が
ら
れ
て
居
た
の
で
、
ど
う
に

か
糊
口
を
う
る
ほ
し
て
居
た
や
う
で
は
あ
っ
た
が
、
全
く
ど
う
し
て
飯
を

食
つ
て
居
る
か
と
不
思
議
に
思
ふ
た
位
で
あ
っ
た
。

其
時
分
の
畳
家
な
ど
は
宜
に
憐
れ
な
も
の
で
、
唯
ほ
ん
に
生
き
て
居
る
と

云
ふ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
私
の
親
達
が
書
霊
を
好
き
で
あ
っ
た
か
ら
、
文

蜆
の
門
人
な
ど
が
宅
に
よ
く
遊
び
に
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
夫
等
の
人
達

の
書
い
た
も
の
や
何
か
ゞ
随
分
あ
っ
た
。
而
し
私
が
佛
関
西
に
七
年
ば
か

り
留
學
し
て
居
る
間
に
、
そ
れ
等
は
悉
く
賣
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
素
よ

り
幾
ら
に
も
な
ら
な
か
っ
た
と
は
思
ふ
が
、
い
ろ
／
＼
な
物
が
よ
く
持
ち

こ
ま
れ
た
事
を
覺
え
て
居
る
。

御
維
新
の
時
に
私
は
恰
度
十
九
歳
で
あ
っ
た
が
、
生
束
霊
が
好
き
で
九
歳

の
時
か
ら
日
本
霊
を
習
っ
た
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
前
に
述
べ
た
や
う

な
有
様
で
あ
っ
た
か
ら
、
誰
も
相
手
に
し
て
く
れ
る
者
も
な
か
っ
た
。
又

一
時
は
漢
學
者
に
な
ら
う
と
し
て
十
七
、
八
歳
の
頃
に
は
盛
に
南
聾
を
書

い
た
も
の
で
あ
る
が
、
綸
な
ど
書
い
て
何
に
な
る
か
と
云
ふ
て
よ
く
人
に

笑

□『
い

い

い

い

忍

゜

昭
和
十
六
年
四
月
。
上
宮
教
会
発
行
）

右
文
中
、
橋
本
雅
邦
の
苦
境
に
つ
い

て
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
雅
邦
の

回
想
記
（
「
橋
本
雅
邦
翁
」
明
治
三
十
二
年
六
月
発
行『
太
陽
臨
時
増
刊
、
明
治
十
二
傑』

所
収
）
に
よ
れ
ば
、
事
実
そ
れ
は
目
を
覆
う
ば
か
り
の
悲
惨
さ
で
あ
る
。
彼
は

旧
幕
御
用
絵
師
狩
野
勝
川
院
雅
信
（
文
政
六
年
1
明
治
十
―
―一
年
）
門
下
の
神
足
と

謂
わ
れ
、
勝
川
院
絵
所
の
塾
頭
ま
で
つ
と
め
た
が
、
維
新
後
は
家
禄
を
失
っ
た

だ
け
で
な
く
、
動
乱
中
の
流
浪
、
窮
迫
が
も
と
で
発
狂
し
た
妻
と
幼
な
子
を
抱

え
て
貧
窮
は
極
に
達
し
、
や
む
な
く
海
軍
兵
学
寮
の
製
図
の
仕
事
に
つ
い
た
の

で
あ
っ
た
。
因
み
に

『
海
軍
兵
学
校
沿
革
』
所
載
明
治
四
年
末
現
在
職
員
（
製

図
掛
）
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

兵
学
権
大
属
岩
橋
教
章

兵
学
少
属
―
―
一浦
義
路
、
中
川
義
忠
、
狩
野
辰
信
、
橋
本
雅
邦

兵
学
権
少
属
林
雅
昭
（
勝
静
）
、
狩
野
雅
喬
（
勝
年
）
、
狩
野
昭
信
（
勝
玉
）
、
伊
藤

雅
良
（
質
太
郎
）

岩
橋
教
章
（
天
保
三
年
1

明
治
十
六
年
）
は
げ
げ

i

洞
庭
門
人
で
旧
幕
軍
艦
操
練

所
絵
図
方
と
な
り
、
維
新
後
は
海
軍
操
練
所
を
な
っ

て
い
た
が
、
雅
邦
は

こ
の
岩
橋
の
斡
旋
に
よ
っ
て
雇
わ
れ
た
。
三
浦
義
路
（
治
作
。
勝
川
院
塾
頭
。
雅

邦
の
養
い
親
）
、
狩
野
勝
玉
（
勝
川
院
の
高
弟
）
等
々
も
こ
こ
に
雇
わ
れ
、
最
下
級

の
身
分
で
測
量
図
な
ど
を
描
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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一
方
、
金
工
家
や
漆
工
家
た
ち
の
境
遇
も
こ
れ
と
大
同
小
異
で
あ
っ
た
。
横

井
時
冬
は
『
日
本
工
業
史
』
（
昭
和
四
年
。
改
造
社
）
の
中
で
こ
れ
を
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

っ
と
め
て
西
洋
の

明
治
政
府
の
起
る
や
、
封
建
制
度
の
奮
慣
を
破
り
、

文
物
制
度
を
輸
入
し
、
維
新
の
大
業
を
成
就
せ
し
が
、
時
勢
の
愛
遷
ほ
忽

風
俗
の
愛
遷
を
末
た
し
、
家
屋
の
建
築
よ
り
衣
服
調
度
の
類
に
至
る
ま

で
、
大
む
ね
西
洋
に
模
倣
す
る
こ
と
4

な
り
て
我
工
業
上
に
一
大
影
響
を

及
ぽ
せ
り
。
又
こ
れ
と
同
時
に
封
建
制
度
に
よ
り
て
領
主
の
保
護
を
う
け

し
美
術
品
よ
り
、
一
図
の
産
物
と
稲
す
る
著
名
の
エ
藝
品
が
一
時
に
保
護

を
失
ひ
た
る
の
み
な
ら
ず
、
風
俗
愛
遷
の
為
需
要
の
道
を
失
ひ
し
も
の
も

亦
少
か
ら
ざ
り
き
。
蓋
し
封
建
制
度
よ
り
開
國
主
義
の
新
政
府
に
う
つ
る

過
渡
の
時
代
に
免
る
べ
か
ら
ざ
る
事
な
り
と
は
い
へ
、
我
工
業
社
會
に
一

大
愛
遷
を
興
へ
た
る
も
の
と
い
ふ
べ
し
。
こ
と
に
武
器
類
茶
器
類
の
製
造

家
は
西
洋
風
俗
輸
入
の
た
め
生
活
の
道
を
失
ひ
し
か
ば
、
他
業
に
韓
じ
て

僅
に
飢
渇
を
免
れ
し
と
ぞ
。
こ
れ
ら
特
種
の
エ
藝
家
が
一
時
困
窮
を
き
は

む
る
や
、
製
剣
げ
：
刻
に
て
有
名
な
る
加
納
夏
雄
が
煙
牌
入
の
金
具
を
製

造
せ
し
が
如
ぎ
革
塗
師
に
て
有
名
な
る
橋
本
市
蔵
嘩
江
国
]
が
一
種
の
竹

模
造
塗
を
登
明
し
て
煙
管
筒
を
製
造
せ
し
が
如
き
、
鞍
打
に
て
有
名
な
る

名
古
屋
の
木
造
貞
門
が
木
細
工
人
と
な
り
た
る
が
如
き
、
甲
冑
の
鍛
冶
に

て
有
名
な
る
高
岡
の
宮
島
信
行
四
翌
が
鐵
器
の
躊
物
師
と
な
り
た
る
が
如

き
類
に
し
て
、
又
か
の
京
都
に
散
存
す
る
装
刹
具
彫
刻
エ
が
沈
流
す
る
を

い
た
み
、
紹
美
榮
祐
が
一
大
工
場
を
た
て
4

こ
れ
ら
彫
工
の
為
に
籠
式
、

煤
竹
式
の
銅
器
を
登
明
し
て
西
洋
輸
出
を
は
じ
め
た
る
が
如
き
、
長
谷
川

準
也
が
金
澤
の
装
剣
具
彫
刻
工
を
網
羅
し
て
銅
器
會
社
を
起
し
、
普
通
器

を
つ
く
り
て
内
外
の
需
要
に
應
じ
た
る
が
如
き
、
一
時
の
急
を
救
ひ
、
其

特
種
の
技
藝
を
普
通
品
に
應
用
せ
し
め
た
る
も
皆
こ
の
問
に
あ
り
き
、
茶

器
も
風
俗
愛
遷
の
た
め
貼
茶
を
な
す
も
の
絶
え
な
ん
ば
か
り
な
り
し
か

ば
、
か
の
茶
碗
焼
に
有
名
な
る
築
家
が
重
箱
類
を
製
し
、
又
鎧
子
の
躊
造

に
有
名
な
る
浪
越
家
が
鐵
瓶
を
製
す
る
が
如
ぎ
、
其
影
響
す
る
所
少
か
ら

ざ
り
き
。
こ
れ
ら
武
器
茶
滑
の
外
風
俗
の
愛
遷
は
服
飾
よ
り
室
内
の
装

飾
に
ま
で
影
響
を
及
ぽ
し
、
橙
服
の
制
改
ま
り
て
上
下
地
、
炭
斗
目
地
、

紋
付
地
の
類
忽
需
要
を
失
ひ
、
紋
付
地
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
し
羽
二
重
の
ハ

ソ
カ
チ
ー
フ
地
と
な
り
、
能
装
束
類
に
用
ゐ
ら
れ
し
紋
織
物
の
窓
掛
テ
ー

プ
ル
掛
と
な
り
、
紋
羽
の
綿
フ
ラ
ン
ネ
ル
に
化
し
た
る
が
如
き
一
々
枚
撃

す
る
に
退
あ
ら
ず
、
以
て
其
愛
遷
の
甚
し
ぎ
を
見
る
べ
し
。

こ
の
よ
う
な
急
激
な
社
会
の
変
化
の
中
で
は
名
工
を
保
護
す
る
も
の
も
無

く
、
い
わ
ゆ
る
大
名
工
芸
の
洗
練
さ
れ
た
技
法
も
今
や
跡
を
断
と
う
と
し
て
い

た
。
同
時
に
、
旧
支
配
階
級
が
所
有
し
て
い
た
美
術
品
は
市
井
に
流
出
し
、
ニ

束
―
―
一
文
で
売
買
さ
れ
、
あ
る
い
は
欧
米
人
の
所
有
に
帰
し
、
あ
る
い
は
無
惨
に

破
壊
さ
れ
た
。
金
蒔
絵
の
器
を
焼
い
て
金
だ
け
取
っ
た
と
い
う
話
ま
で
伝
わ
っ

て
い
る
。
ま
た
、
彫
刻
に
つ
い
て
い
う
と
、
日
本
彫
刻
の
主
体
を
な
し
て
来
た

仏
教
彫
刻
は
、
衰
え
な
が
ら
も
そ
の
命
脈
が
仏
師
た
ち
の
手
で
保
た
れ
て
い
た

が
、
慶
応
四
年
の
神
仏
判
然
令
か
ら
起
こ
っ
た
排
仏
毀
釈
運
動
に
よ
り
仏
師
た

ち
は
致
命
的
な
打
撃
を
う
け
、
ま
た
、
仏
教
彫
刻
の
文
化
遺
産
も
少
な
か
ら
ず

損
害
を
蒙
っ
た
。
そ
の
間
の
様
子
は
『
高
村
光
雲
懐
古
談
』
（
昭
和
四
十
五
年
十
二

月
。
新
人
物
往
来
社
）
そ
の
他
に
収
録
さ
れ
て
い
る
光
雲
の
回
顧
談
に
詳
し
い
。
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