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の
価
値
で
新
し
い
日
本
文
化
が
誕
生
す
る
と
、
理
論
上
は
そ
う
言
え
る
。
そ
れ

を
ど
の
よ
う
に
し
て
現
実
の
形
に
し
て
い
く
か
が
、
文
化
状
況
に
お
け
る
名
古

屋
の
課
題
と
言
え
よ
う
か
。

注
１ 　
『
原
色
日
本
の
美
術
１　

原
始
美
術
』（
小
学
館
、
一
九
七
〇
）
の
解
説
に
よ
る
。

注
２ 　

梅
棹
忠
夫
・
多
田
道
太
郎
編
『
日
本
文
化
の
構
造
―
論
集
・
日
本
文
化
①
』（
講
談
社

現
代
新
書
、
一
九
七
二
）。

注
３　
『
演
劇
百
科
大
事
典
』（
平
凡
社
、
一
九
六
〇
）
の
「
勧
進
帳
」
の
項
。
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れ
た
の
で
、
舞
台
生
命
を
豊
富
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
「
勧
進
帳
」
は
近
世
と
中
世
の
融
合
が
成
功
し
た
典
型
事
例
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
手
法
が
よ
り
高
い
価
値
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
も
証

明
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
で
言
う
と
こ
ろ
の
ア
ウ
フ
ヘ
ー

ベ
ン
で
あ
る
。

　

で
は
、
縄
文
と
弥
生
、
言
い
換
え
れ
ば
東
日
本
と
西
日
本
の
融
合
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
成
功
事
例
と
し
て
、
私
は
、
人
間
国
宝
だ
っ
た
狂
言
方
和
泉
流
三
宅
派

の
六
世
野
村
万
蔵
を
あ
げ
た
い
。
と
い
う
の
は
、
和
泉
流
は
元
来
、
京
都
に
お

い
て
発
生
し
た
流
儀
で
あ
る
う
え
に
、
野
村
万
蔵
家
は
も
と
金
沢
在
住
の
狂
言

方
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
金
沢
は
従
来
京
都
の
影
響
が
色
濃
い
文
化
圏
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
明
治
に
な
っ
て
東
京
へ
出
た
。
京
都
の
柔
軟
な
写
実
的

芸
風
を
身
に
つ
け
て
い
た
は
ず
の
狂
言
師
が
東
京
へ
出
て
洗
練
さ
れ
た
。
そ
れ

が
、六
世
野
村
万
蔵
と
い
う
名
人
を
生
む
結
果
と
な
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

野
村
万
蔵
家
が
東
京
へ
出
た
の
は
五
世
万
造
（
萬
斎
）
の
と
き
。
六
世
万
蔵

自
身
は
金
沢
で
生
ま
れ
育
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
父
祖
伝
来
の
芸
は
充
分
体

得
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。『
狂
言
辞
典
―
事
項
編
』
は
そ
の
芸
の
継
承
と
進

化
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

　

五
世
万
造
は
、
達
者
で
は
あ
っ
た
が
独
習
の
芸
で
、
し
か
も
金
沢
三
宅

派
の
泥
臭
さ
を
残
し
て
い
た
の
を
、
六
世
万
蔵
が
都
会
的
に
洗
練
し
、
近

代
市
民
狂
言
と
も
い
う
べ
き
芸
風
を
確
立
、
…
…
。

（「
野
村
万
蔵
家
」
の
項
）

　

私
は
そ
の
「
洗
練
」
に
、
京
都
由
来
の
写
実
的
芸
風
と
東
京
の
様
式
的
で
洒

脱
な
芸
風
の
融
合
を
見
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
し
づ
め
、
西
日
本
と
東
日

本
の
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
弥
生
と
縄
文
の
融

合
に
ま
で
拡
大
解
釈
す
る
と
、
さ
す
が
に
牽
強
付
会
、
誇
大
妄
想
の
そ
し
り
を

免
れ
ま
い
が
、
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
け
ば
、
あ
な
が
ち
そ
う

言
え
な
い
こ
と
で
も
あ
る
ま
い
。

七
、
む
す
び

　

以
上
の
よ
う
に
、
中
世
と
近
世
の
融
合
、
縄
文
と
弥
生
の
融
合
と
お
ぼ
し
き

も
の
は
実
現
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
四
極
同
時
の
融
合
は
あ
り
う
る
の
か
。
現

時
点
で
の
明
確
な
事
例
は
思
い
当
た
ら
な
い
が
、
可
能
性
と
し
て
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
歌
舞
伎
で
実
現
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
中

世
と
近
世
の
融
合
は
実
現
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
に
縄
文
（
関
東
）
と
弥

生
（
関
西
）
の
融
合
を
加
味
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
近
年
、
東
京
へ
移
住
し

た
上
方
の
歌
舞
伎
役
者
の
演
技
は
、
そ
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
言
え
よ
う

か
。

　

ま
た
、
地
域
と
し
て
は
名
古
屋
が
実
現
可
能
の
有
力
候
補
地
で
あ
ろ
う
。
た

ま
た
ま
関
東
と
関
西
の
間
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
理
由
だ
が
、
歴
史
的

推
移
を
見
て
も
そ
う
言
え
る
。
江
戸
時
代
以
前
の
名
古
屋
は
京
都
の
文
化
に
目

が
向
い
て
い
た
が
、近
代
に
な
っ
て
東
京
を
強
く
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
名
古
屋
に
お
い
て
は
、
関
西
と
関
東
、
ひ
い
て
は
弥
生
と
縄

文
の
融
合
が
す
で
に
見
ら
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
東
西
の
文
化
が
混
合
し

て
い
る
現
象
は
一
部
で
見
ら
れ
る
。
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
と
言
え
る
よ
う
な
理
想

的
な
融
合
は
難
し
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
に
中
世
と
近
世
の
融
合
が
加
わ
れ
ば
、
四
極
の
融
合
が
実
現
し
、
最
高
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共
存
事
例
は
前
述
の
と
お
り
能
と
歌
舞
伎
で
あ
る
。
能
は
中
世
、
歌
舞
伎
は
近

世
。
そ
れ
が
現
代
の
日
本
演
劇
界
に
お
い
て
共
存
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
時

代
の
異
な
る
演
劇
ジ
ャ
ン
ル
が
、
共
に
生
き
た
形
で
現
代
に
継
承
さ
れ
享
受
さ

れ
て
い
る
と
い
う
状
況
は
、他
国
に
は
あ
ま
り
例
の
な
い
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
縄
文
と
弥
生
も
、
そ
れ
を
関
東
と
関
西
に
読
み
替
え
れ
ば
、
歌
舞
伎

の
世
界
に
お
い
て
、
荒
事
と
和
事
と
い
う
形
で
共
存
し
て
お
り
、
そ
の
芸
風
は

現
代
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
狂
言
の
世
界
に
も
同
様
の
現
象
が
見
ら

れ
る
こ
と
は
前
述
し
た
。

　

つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
伝
統
演
劇
と
い
う
枠
の
中
に
お
い
て
、
四
極
現
象
は

確
実
に
共
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
我
々
は
様
々
な
舞
台
を
楽
し
ん

で
い
る
。
最
小
限
の
動
き
で
洗
練
の
極
み
を
見
せ
る
能
か
ら
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
仕
掛
け
と
演
技
で
観
客
を
魅
了
す
る
ス
ー
パ
ー
歌
舞
伎
に
い
た
る
ま
で
、
実

に
多
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
日
本
の
舞
台
芸
術
が
世
界
に
誇
り

う
る
豊
穣
さ
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
四
極
性
の
ゆ
え
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
し
こ
れ
が
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
。
仮
に
「
近
世
に
お
け
る
関

東
（
江
戸
）
の
美
意
識
・
価
値
観
」
の
み
と
い
う
一
極
性
で
あ
っ
た
な
ら
、
中

世
演
劇
の
能
や
狂
言
の
上
演
は
あ
り
え
ず
、
歌
舞
伎
の
和
事
も
伝
え
ら
れ
ず
、

日
本
の
古
典
演
劇
は
荒
事
の
歌
舞
伎
し
か
上
演
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
薪
能

の
風
情
も
楽
し
め
な
け
れ
ば
、近
松
の
心
中
物
を
坂
田
藤
十
郎（
中
村
雁
次
郎
）

の
至
芸
で
見
ら
れ
な
い
と
い
う
寂
し
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
れ
は
伝
統
演
劇
の
世
界
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
日
本
文
化
の
様
々
な
局
面
に

お
け
る
広
が
り
や
奥
行
き
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
四
極
性
に
由
来
し
、
そ

れ
ゆ
え
に
豊
か
な
文
化
状
況
を
形
成
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
近
代
日
本
が
西
洋
の
文
化
文
明
を
俊
敏
に
受
け

入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、近
世
の「
動
」と「
華
美
」お
よ
び
縄
文
の「
躍
動
」

と
い
う
西
洋
文
化
に
近
い
要
素
が
あ
っ
た
か
ら
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

六
、
四
極
の
融
合

　

さ
て
、
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
そ
れ
ら
四
極
の
融
合
で
あ
る
。
四
極
別
々

の
共
存
は
あ
り
得
て
も
融
合
は
あ
り
得
な
い
の
か
。
も
し
、融
合
が
可
能
な
ら
、

そ
れ
に
よ
っ
て
価
値
は
高
ま
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
命

題
は
将
来
の
日
本
の
方
向
性
を
考
え
る
う
え
で
も
大
切
な
視
点
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
中
世
と
近
世
の
融
合
。
そ
れ
は
歌
舞
伎
の
松
羽
目
物
に
見
ら
れ
る
。

松
羽
目
物
と
い
う
の
は
能
や
狂
言
に
取
材
し
た
作
品
群
で
あ
る
。
狂
言
は
ひ
と

ま
ず
お
い
て
、
中
世
的
特
徴
の
よ
り
色
濃
い
能
の
場
合
を
考
え
て
み
る
。
た
と

え
ば
能
「
安
宅
」
に
取
材
し
た
「
勧
進
帳
」
を
は
じ
め
と
し
て
、「
船
弁
慶
」「
土

蜘
」「
茨
木
」「
春
日
竜
神
」
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

　

能
の
歌
舞
伎
化
は
、
す
な
わ
ち
中
世
と
近
世
の
融
合
形
態
と
見
て
よ
い
。
と

り
わ
け
「
勧
進
帳
」
は
そ
の
中
の
象
徴
的
な
事
例
で
あ
り
、
作
品
と
し
て
も
優

れ
て
い
る
。
そ
の
価
値
を
河
竹
繁
俊
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る（
注
３
）。

　

在
来
も
、
能
楽
か
ら
摂
取
し
歌
舞
伎
化
し
た
も
の
に
は
、「
石

し
ゃ
っ
き
ょ
う
橋
」

「
道ど
う
じ
ょ
う
じ

成
寺
」
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
た
だ
形
だ
け
を
模
し
て
歌
舞
伎

舞
踊
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
勧
進
帳
に
い
た
っ
て
、
能
楽
の
簡
素
で
典

雅
な
演
出
様
式
を
も
相
当
に
と
り
入
れ
て
歌
舞
伎
化
し
た
も
の
が
生
れ

た
。
す
な
わ
ち
能
楽
の
背
景
た
る
松ま
つ
ば
め

羽
目
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
わ
ゆ

る
松
羽
目
物
の
先
駆
と
な
り
、
明
治
以
後
に
お
け
る
松
羽
目
物
の
基
礎
を

築
い
た
の
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
ま
た
長
唄
と
し
て
も
そ
の
美
点
を
集
成

し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
名
曲
と
さ
れ
、
音
楽
と
し
て
、
広
く
行
わ
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も
っ
と
身
近
で
、
し
か
も
古
来
の
形
を
継
承
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
は

言
語
す
な
わ
ち
方
言
で
あ
る
。
東
京
語
は
近
代
に
な
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ

る
と
し
て
も
、
関
東
一
円
の
方
言
と
、
い
わ
ゆ
る
関
西
弁
を
比
較
す
れ
ば
、
そ

の
違
い
は
は
な
は
だ
し
い
。

　

関
西
弁
特
有
の
「
せ
や
」
と
か
「
あ
か
ん
」「
す
ん
ま
へ
ん
」
と
い
う
よ
う

な
言
い
回
し
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、「
手
」

や
「
目
」「
歯
」「
毛
」
と
い
っ
た
一
音
の
発
音
が
、関
西
で
は
「
テ
ェ
」「
メ
ェ
」

「
ハ
ァ
」「
ケ
ェ
」
と
い
う
よ
う
に
母
音
を
伸
ば
し
て
発
音
す
る
の
は
変
化
し

に
く
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
古
来
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
…
…
で
す
」
の
「
す
」
を
関
東
で
は
消
え
る
よ
う
に
子
音
だ
け
で

発
音
す
る
の
に
、関
西
で
は
母
音
を
し
っ
か
り
付
け
て
発
音
す
る
。
あ
る
い
は
、

「
靴
」
の
「
ク
」
と
か
、「
薬
」
の
「
ク
」
と
か
も
、
関
東
で
は
子
音
だ
け
で

発
音
す
る
が
関
西
で
は
母
音
を
付
け
て
発
音
す
る
。

　

司
馬
遼
太
郎
は
国
語
学
者
の
徳
川
宗
賢
と
の
対
談
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
に

言
及
し
、
そ
れ
は
縄
文
時
代
の
言
葉
が
関
西
に
残
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か

と
発
言
し
て
い
る
（『
日
本
語
と
日
本
人
』
中
公
文
庫
、
一
九
八
四
）。
韓
国
語

や
中
国
語
は
子
音
だ
け
で
発
音
す
る
例
が
あ
る
。
そ
れ
が
流
入
し
て
弥
生
時
代

以
来
の
日
本
語
が
で
き
た
の
な
ら
、子
音
の
み
の
発
音
が
で
き
な
い
関
西
弁
は
、

そ
れ
よ
り
古
い
縄
文
語
の
後
裔
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
判
断
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
日
本
国
内
の
文
化
状
況
で
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
逆
で
あ
っ

て
、
関
東
に
縄
文
語
が
残
り
、
関
西
に
弥
生
語
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
の
判
定
は
国
語
学
者
に
任
せ
る
と
し
て
も
、

関
東
と
関
西
で
こ
れ
ほ
ど
発
音
大
系
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
注
目
す

べ
き
で
あ
り
、
そ
の
遠
因
を
縄
文
と
弥
生
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
司
馬

説
は
傾
聴
に
値
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

少
し
余
談
め
く
が
、
日
本
の
歴
史
は
東
日
本
と
西
日
本
の
戦
い
の
歴
史
で

あ
っ
た
と
い
う
お
も
し
ろ
い
見
解
が
あ
る
。

　

源
平
の
合
戦
も
、関
ヶ
原
の
合
戦
も
、東
日
本
と
西
日
本
の
戦
い
で
あ
っ
て
、

東
日
本
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
負
け
続
け
て
き
た
西
日
本
が
勝
利
の
凱
歌
を
あ

げ
た
の
が
、
薩
長
土
肥
の
西
日
本
勢
力
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
明
治
維
新

だ
っ
た
と
い
う
沢
寿
次
の
説
で
あ
る（
注
２
）。

源
氏
は
東
日
本
の
農
業
中
心
の
勢
力
を

地
盤
に
し
た
東
日
本
の
武
士
集
団
で
あ
り
、
平
家
は
農
業
生
産
と
と
も
に
商
業

の
発
達
し
て
き
た
西
日
本
を
基
盤
と
し
た
武
士
集
団
だ
っ
た
と
す
る
判
断
に
基

づ
く
。

　

そ
の
当
否
は
別
に
し
て
も
、
そ
れ
ぐ
ら
い
東
日
本
と
西
日
本
の
相
克
に
は
根

深
い
も
の
が
あ
り
、
両
者
の
文
化
的
背
景
の
差
異
が
存
在
す
る
こ
と
の
傍
証
に

は
な
ろ
う
。

五
、
四
極
の
共
存

　

以
上
の
論
述
で
、
双
極
現
象
が
日
本
の
文
化
状
況
に
存
在
す
る
こ
と
は
、
も

は
や
疑
う
べ
く
も
な
く
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
原
因
の
一
つ
が
中

世
と
近
世
に
あ
り
、
も
う
一
つ
が
縄
文
と
弥
生
に
あ
り
そ
う
な
こ
と
も
示
唆
で

き
た
か
と
思
う
。

　

本
稿
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
要
因
を
併
合
さ
せ
て
四
極
と
考
え
ら
れ
な
い
か
と

試
み
る
も
の
で
あ
る
が
、縄
文
・
弥
生
は
東
日
本
・
西
日
本
の
空
間
軸
と
な
り
、

中
世
・
近
世
は
時
間
軸
と
な
る
。
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
横
軸
と
縦
軸
に
し
て
交
差

さ
せ
れ
ば
、
グ
ラ
フ
化
が
可
能
な
四
極
図
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
を
さ
ら
に
論
証
す
る
た
め
に
は
、
四
極
が
共
存
す
る
場
が
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
異
な
る
次
元
で
個
別
に
存
在
す
る
の
で
は
四
極
と
は
言
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。

　

そ
の
場
の
一
つ
は
、
や
は
り
伝
統
演
劇
の
分
野
で
あ
ろ
う
。
中
世
と
近
世
の
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き
る
。

　

た
と
え
ば
、
栃
木
県
の
出い
ず
る
は
ら

流
原
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
刺し
と
つ
も
ん
ち
ょ
う
け
い
つ
ぼ
が
た

突
文
長
頸
壺
形
土
器

は
弥
生
中
期
の
も
の
な
の
に
、明
ら
か
に
縄
文
土
器
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る（
注
１
）。

そ
う
い
う
例
は
ほ
か
に
も
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
関
東
以
北
に
は
縄
文
以
来
の
躍
動
的
な
文
化
が
そ
の
後
の
時
代

に
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
考
え
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
あ
る
ま
い
。

荒あ
ら
え
び
す夷
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
関
東
の
男
性
の
気
質
が
豪
快
な
の
も
、
武
士
が
東
国

か
ら
興
っ
た
の
も
、
歌
舞
伎
の
江
戸
様
式
が
荒
事
と
称
さ
れ
る
の
も
、
す
べ
て

そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

四
、
東
日
本
（
関
東
）
と
西
日
本
（
関
西
）
の
双
極

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
縄
文
文
化
と
弥
生
文
化
の
名
残
が
、
そ
れ
ぞ
れ
東
日
本

と
西
日
本
に
残
り
続
け
、
現
代
に
お
い
て
も
両
者
の
懸
隔
を
も
た
ら
す
要
因
に

な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
前
提
に
立
っ
て
、
東
西
日
本
の
違
い
を
確

認
し
て
み
る
。

　

醤
油
の
濃
い
口
と
薄
口
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
東
日
本
と
西
日
本
は
好
み

が
大
き
く
異
な
る
。
う
ど
ん
の
味
も
違
え
ば
、鰻
の
焼
き
方
も
ま
っ
た
く
違
う
。

一
般
的
に
は
関
東
の
濃
い
味
付
け
に
対
し
て
関
西
は
薄
味
だ
。

　

も
う
少
し
文
化
的
な
側
面
を
考
え
て
も
、
江
戸
落
語
と
上
方
落
語
の
芸
風
の

違
い
は
明
白
で
あ
り
、
歌
舞
伎
の
場
合
も
、
江
戸
の
豪
快
な
荒
事
に
対
し
て
上

方
は
和
事
と
称
す
る
写
実
的
な
芸
風
で
あ
る
。
押
し
な
べ
て
言
う
な
ら
、
江
戸

は
様
式
的
な
男
の
か
っ
こ
よ
さ
、
き
っ
ぷ
の
よ
さ
が
魅
力
で
あ
る
の
に
対
し
、

上
方
は
肩
の
力
を
抜
い
た
リ
ア
ル
感
覚
で
柔
軟
に
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の

特
長
が
あ
る
。

　

で
は
能
の
狂
言
の
場
合
は
ど
う
か
。
演
技
の
型
が
高
度
に
完
成
さ
れ
た
伝
統

演
劇
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
地
域
差
が
な
く
て
よ
さ
そ
う
な
も
の
な
の
に
、

そ
れ
で
も
東
京
の
狂
言
と
京
都
の
狂
言
で
は
明
ら
か
な
差
異
が
あ
る
。
そ
れ
も

同
じ
大
蔵
流
の
中
で
大
き
く
異
な
る
の
だ
か
ら
、
関
東
と
関
西
の
差
異
を
考
え

る
う
え
で
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
ろ
う
。

　

関
東
に
お
け
る
大
蔵
流
狂
言
の
芸
風
を
代
表
す
る
の
は
、
東
京
在
住
の
山
本

東
次
郎
家
で
あ
る
。（
現
在
の
大
蔵
流
宗
家
で
あ
る
弥
太
郎
家
も
東
京
在
住
だ

が
、
近
代
に
な
っ
て
関
西
の
狂
言
か
ら
出
た
芸
統
な
の
で
こ
こ
で
は
は
ず
し
て

お
く
。）

　

山
本
東
次
郎
家
は
、『
狂
言
辞
典
―
事
項
編
』（
古
川
久
・
小
林
責
・
荻
原
達

子
編
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
六
）
に
よ
れ
ば
「
武
家
式
楽
の
無
骨
な
芸
風
を

堅
持
し
て
来
た
」
と
あ
る
。
江
戸
時
代
の
武
家
の
伝
統
を
維
持
し
て
き
た
と
い

う
背
景
も
無
視
で
き
な
い
が
、
東
京
在
住
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
そ
れ
が
可
能
で

あ
っ
た
と
言
え
る
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
様
式
性
の
強
さ
は
、
江
戸
以
来

の
東
京
を
地
盤
と
し
た
芸
風
に
は
違
い
な
い
。

　

一
方
、
関
西
の
大
蔵
流
狂
言
を
代
表
す
る
の
は
、
京
都
在
住
の
茂
山
千
五
郎

家
で
あ
る
。『
狂
言
辞
典
―
事
項
編
』
は
、
こ
の
家
の
芸
風
を
「
当
世
風
な
写

実
味
が
濃
い
」
と
説
明
し
て
い
る
。
い
か
に
も
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
型
に

よ
っ
て
演
じ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
ま
る
で
奔
放
な
ア
ド
リ
ブ
か
と
思
わ
せ
る

ほ
ど
柔
軟
な
演
技
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
舞
台
芸
術
に
お
け
る
関
東
（
東
京
）
の
様
式
性
と
関
西
（
京

阪
）
の
写
実
性
は
明
白
で
あ
り
、
そ
の
差
は
著
し
い
。

　

客
の
反
応
を
無
視
で
き
な
い
舞
台
芸
術
の
場
合
、
い
か
に
伝
統
芸
能
で
あ
っ

て
も
、
や
は
り
活
動
基
盤
と
す
る
地
方
の
風
俗
や
好
み
が
反
映
さ
れ
る
と
い
う

結
果
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、狭
い
日
本
の
国
内
に
あ
っ

て
、
こ
れ
ほ
ど
極
端
な
相
違
を
見
せ
る
と
い
う
の
は
注
目
す
べ
き
文
化
現
象
で

あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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日
本
文
化
の
奥
行
き
と
幅
、
す
な
わ
ち
豊
か
さ
を
形
成
し
て
い
る
と
も
言
え
る

の
で
あ
る
。

三
、
縄
文
と
弥
生
の
双
極

　

日
本
文
化
に
お
け
る
双
極
性
の
も
う
一
つ
の
要
因
が
縄
文
文
化
と
弥
生
文
化

に
あ
る
と
、
私
は
見
て
い
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
縄
文
時
代
は
紀
元
前
一
万
数
千
年
前
か
ら
紀
元
前
三
世
紀

頃
ま
で
の
一
万
年
を
超
え
る
長
期
間
で
あ
り
、
弥
生
時
代
は
そ
の
の
ち
紀
元
後

三
世
紀
頃
ま
で
の
約
六
百
年
ほ
ど
の
間
を
さ
す
。
稲
作
を
中
心
と
す
る
大
陸
文

化
の
渡
来
に
よ
っ
て
弥
生
時
代
が
始
ま
っ
た
と
考
え
る
の
が
通
説
で
あ
る
。

　

そ
の
弥
生
時
代
と
縄
文
時
代
は
、
連
続
し
た
時
間
の
流
れ
の
中
に
あ
り
な
が

ら
、
と
て
も
単
純
な
発
展
過
程
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
文
化
的
相
違
を
見
せ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
縄
文
土
器
と
弥
生
土
器
の
形
態
の
差
異
に
明
瞭
に
現
れ
て
い

る
。
前
者
が
大
胆
に
し
て
躍
動
的
な
意
匠
感
覚
で
作
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

後
者
は
極
め
て
お
と
な
し
い
シ
ン
プ
ル
な
形
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
整
っ
た
シ
ン

メ
ト
リ
ー
を
形
作
る
ほ
ど
の
幾
何
学
的
な
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。
前
者
に
見
ら
れ

る
斬
新
な
大
胆
さ
が
、
後
者
に
は
お
よ
そ
見
ら
れ
な
い
。

　

つ
ま
り
、
力
強
く
情
熱
的
な
縄
文
文
化
に
対
し
て
、
弥
生
文
化
は
つ
つ
ま
し

く
理
性
的
と
い
う
の
が
一
般
的
評
価
で
あ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、
縄
文
土
器
の
魅
力
を
「
荒
々
し
い
不
協
和
音
が
う
な
り
を
た
て

る
よ
う
な
形
態
、
文
様
。
そ
の
す
さ
ま
じ
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
」
と
表
現
し
た
画

家
の
岡
本
太
郎
は
、
そ
の
特
徴
を
弥
生
土
器
と
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　

縄
文
土
器
の
も
っ
と
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
隆
線
紋
は
、
は
げ
し
く
、

す
る
ど
く
、
縦
横
に
奔
放
に
躍
動
し
、
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
線

を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
、
も
つ
れ
て
は
解
け
、
混
沌
に
し
ず
み
、
忽こ
つ
ぜ
ん然

と
現

わ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
ア
ク
シ
デ
ン
ト
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
、
無
限
に
回
帰
し
の

が
れ
て
ゆ
く
。
弥
生
式
土
器
の
紋
様
が
お
だ
や
か
な
均
衡
の
中
に
お
さ

ま
っ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
あ
き
ら
か
に
こ
れ
は
獲
物
を
追
い
、
闘
争

す
る
民
族
の
ア
ヴ
ァ
ン
チ
ュ
ー
ル
で
す
。

　

さ
ら
に
、
異
様
な
衝
撃
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
そ
の
形
態
全
体
の
と
う
て

い
信
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い
ア
シ
ン
メ
ト
リ
ー
（
左
右
不
均
斉
）
で
す
。

そ
れ
は
破
調
で
あ
り
、
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
す
。
そ
の
表
情
は
つ
ね
に
限
界

を
突
き
や
ぶ
っ
て
躍
動
し
ま
す
。

（
岡
本
太
郎
『
日
本
の
伝
統
』
知
恵
の
森
文
庫
、
光
文
社
、
二
〇
〇
五
）

　

こ
の
二
つ
の
文
化
は
何
か
が
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
お
よ
そ
同
じ
民
族

の
も
の
と
は
思
え
ず
、
大
量
の
異
民
族
が
流
入
し
て
弥
生
文
化
が
形
成
さ
れ
た

と
す
る
説
も
肯
け
る
。発
掘
さ
れ
る
人
骨
に
も
両
者
の
差
異
は
明
確
だ
と
い
う
。

弥
生
人
は
、
大
陸
か
ら
の
渡
来
人
と
縄
文
人
と
の
混
血
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

と
見
る
の
が
通
説
的
な
判
断
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
者
の
文
化
的
性
格
の
差
異
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

当
時
の
状
況
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
に
ま
で
残
存
し
続
け
て
い
る
形
跡
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、東
日
本
に
縄
文
文
化
の
名
残
が
見
ら
れ
、

西
日
本
は
弥
生
文
化
の
発
展
的
な
流
れ
の
中
に
あ
り
、
現
代
に
お
け
る
東
日
本

と
西
日
本
の
文
化
的
差
異
は
そ
こ
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
見

て
い
る
。

　

弥
生
文
化
は
北
九
州
に
上
陸
し
、
徐
々
に
東
へ
広
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
が
、
関
東
に
ま
で
及
ん
だ
こ
ろ
に
は
、
そ
の
影
響
力
が
希
薄
と
な
っ
て
い

て
、
縄
文
文
化
の
名
残
が
関
東
以
北
に
残
る
結
果
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
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貴
族
的　
　
　

庶
民
的

　

平
面
的
な
絵
画
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
た
め
に
、
立
体
的
舞
台
芸
術
で
ス
ト
ー

リ
ー
の
あ
る
能
・
歌
舞
伎
ほ
ど
多
岐
に
及
び
は
し
な
い
が
、
本
質
的
な
相
違
は

同
様
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

水
墨
画
に
は
禅
の
価
値
観
、
た
と
え
ば
「
不ふ
り
ゅ
う
も
ん
じ

立
文
字
」
と
い
う
教
え
に
象
徴

さ
れ
る
形
象
化
の
否
定
も
し
く
は
抑
制
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
た
め
に
、
色
彩
表
現
へ
の
欲
求
を
抑
え
た
表
現
と
な
り
、
描
こ
う
と
す
る
対

象
以
外
の
余
計
な
も
の
は
排
除
す
な
わ
ち
捨
象
す
る
と
い
う
描
き
方
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
。

　
「
抑
制
と
捨
象
」、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
能
の
表
現
様
式
に
お
け
る
基
本
理
念
で

あ
る
。
能
は
動
い
て
表
現
し
た
い
と
い
う
欲
望
を
抑
え
、
余
分
な
も
の
は
徹
底

排
除
し
、
エ
ッ
セ
ン
ス
の
み
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
。

　

能
も
水
墨
画
も
禅
の
価
値
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
逆
説
的
表
現
方
法
を
取
る
た

ぐ
い
ま
れ
な
る
芸
術
で
あ
る
。中
世
と
近
世
に
お
け
る
芸
術
分
野
の
双
極
性
は
、

中
世
に
お
け
る
禅
の
影
響
が
そ
の
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ほ
ぼ
同
様
の
対
照
的
相
違
が
建
築
分
野
の
桂
離
宮
と
日
光
東
照
宮
に
お
い
て

も
当
て
は
ま
る
。
た
だ
し
、
両
者
の
建
築
時
期
は
ほ
ぼ
同
じ
十
七
世
紀
半
ば
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
純
に
中
世
と
近
世
の
対
比
に
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、

桂
離
宮
の
建
築
様
式
に
は
中
世
公
家
文
化
の
美
意
識
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る

の
で
、
中
世
文
化
の
結
晶
と
判
断
し
て
よ
い
。

　

桂
離
宮
と
日
光
東
照
宮
の
表
現
様
式
が
い
か
に
異
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
世
界
的
建
築
家
の
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
評
言
に
耳
を
傾
け
る
だ
け

で
充
分
だ
ろ
う
。
有
名
な
『
日
本
美
の
再
発
見
』（
岩
波
新
書
、
一
九
三
九
）

の
一
節
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
日
光
東
照
宮
（
日
光
廟
）
に
つ
い
て
。

　

か
か
る
専
制
者
芸
術
の
極
致
は
日
光
廟
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
伊
勢
神
宮

に
見
ら
れ
る
純
粋
な
構
造
も
な
け
れ
ば
、
最
高
度
の
明
澄
さ
も
な
い
。
材

料
の
清
浄
も
な
け
れ
ば
、
釣
合
の
美
し
さ
も
な
い
、
―
―
お
よ
そ
建
築
を

意
味
す
る
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
建
築
の
欠
如

に
代
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
過
度
の
装
飾
と
浮
華
の
美
だ
け
で
あ
る
。

　

一
方
、
桂
離
宮
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
絶
賛
し
て
い
る
。

　

…
…
桂
離
宮
は
、
伊
勢
の
外
宮
と
共
に
、
日
本
建
築
が
生
ん
だ
世
界
的

標
準
の
作
品
と
称
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
日
本
的
思
想
に
含
ま
れ
て
い

る
純
正
高
雅
な
要
素
は
、
奈
良
時
代
か
ら
一
千
年
を
降
っ
た
こ
の
時
に
、

そ
の
間
に
分
化
し
た
種
々
な
技
法
と
精
神
の
哲
学
的
洗
練
と
結
合
し
て
、

い
ま
一
度
桂
離
宮
に
集
注
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）

　

ま
こ
と
に
桂
離
宮
は
、
お
よ
そ
文
化
を
有
す
る
世
界
に
冠
絶
し
た
唯
一

の
奇
蹟
で
あ
る
。
パ
ル
テ
ノ
ン
に
お
け
る
よ
り
も
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
大
聖
堂

あ
る
い
は
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
よ
り
も
、こ
こ
に
は
は
る
か
に
著
し
く「
永

遠
の
美
」
が
開
顕
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
評
価
は
い
か
に
も
極
端
で
あ
る
。
そ
の
正
否
は
ひ
と

ま
ず
お
く
と
し
て
も
、
両
者
の
形
象
理
念
に
お
け
る
対
照
的
な
相
違
は
、
こ
の

言
辞
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

か
く
し
て
、
日
本
文
化
に
お
け
る
中
世
と
近
世
の
双
極
性
は
各
分
野
を
通
じ

て
明
白
で
あ
る
。
そ
の
差
異
の
究
極
的
要
素
は
「
静
」
に
対
す
る
「
動
」、
ま

た
は「
簡
素
」に
対
す
る「
華
美
」で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、日
本
文
化
の
中
に
は
、

「
静
・
簡
素
」
の
極
致
と
「
動
・
華
美
」
の
極
致
が
同
居
し
て
お
り
、
そ
れ
が
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そ
の
着
想
は
河
竹
登
志
夫
『
歌
舞
伎
美
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
九
）
の
所
説
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
同
書
は
能
と
歌
舞
伎
を
比
較

し
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　

能
と
歌
舞
伎
の
対
極
的
な
性
格
は
、
理
念
あ
る
い
は
世
界
観
、
倫
理
・

価
値
観
、
物
理
的
構
造
、
表
現
・
美
意
識
…
…
等
の
各
面
に
つ
い
て
、
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
理
念
・
世
界
観
の
面
で
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
能
は
天
上
的
で

あ
る
に
対
し
て
歌
舞
伎
は
地
上
的
で
あ
る
。
能
の
シ
テ
は
ほ
と
ん
ど
が

神
・
亡
霊
・
狂
人
な
ど
、い
ず
れ
に
し
て
も
「
此
世
」
の
常
人
で
は
な
い
。

舞
台
は
仮
面
に
よ
っ
て
超
人
間
的
存
在
に
変
身
し
た
、
い
わ
ば
非
現
実
の

天
上
界
の
も
の
が
舞
い
遊
ぶ
空
間
な
の
だ
。

　

こ
れ
に
反
し
て
歌
舞
伎
は
、
す
べ
て
此
世
の
現
実
的
な
人
間
の
世
界
で

あ
る
。
神
仏
や
鬼
や
幽
霊
も
出
現
は
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
俗
人
の
住
む
地

上
的
レ
ベ
ル
に
引
き
お
ろ
さ
れ
た
、
ワ
キ
役
的
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
歌
舞

伎
舞
台
は
観
客
と
お
な
じ
次
元
の
、
現
実
世
界
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
説
を
大
胆
に
要
約
す
れ
ば
、
能
は
彼
岸
（
あ
の
世
）
的
、
歌
舞
伎
は
此

岸
（
こ
の
世
）
的
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
対
照
的
要
素
の
比
較
表

が
同
書
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、こ
れ
も
引
用
し
て
お
こ
う
。
各
項
、上
が
能
、

下
が
歌
舞
伎
で
あ
る
。

　
　

Ａ　

理
念
・
世
界
観

天
上
―
地
上　

浄
土
希
求
―
現
世
追
求　

憂う
き
よ世

―
浮
世　

無
常
―
哀
歓

宗
教
―
非
宗
教

　
　

Ｂ　

倫
理
・
価
値
観

峻
厳
―
放
逸　

抑
制
―
解
放　

禁
欲
―
惑
溺　

崇
高
―
卑
近　

雅
―
俗

　
　

Ｃ　

物
理
的
構
造

全
体
―
局
所　

単
一
―
錯
雑　

一
焦
点
―
多
焦
点　

単
眼
―
複
眼

純
一
―
不
純　

収
斂
―
発
散

　
　

Ｄ　

表
現
・
美
意
識　

高
尚
美
―
卑
近
美　

黒
白
―
極
彩
色　

様
式
―
写
実　

抽
象
―
具
象

簡
素
化
―
華
美
化　

単
純
―
複
雑　

本
質
―
技
巧　

内
包
的
―
外
延
的

史
実
忠
実
―
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン　

善
―
悪　

静
―
動　

仮
面
―
肉
体

　

こ
の
う
ち
、「
憂
世
―
浮
世
」
は
、
中
世
・
近
世
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
気
分

を
よ
く
表
し
て
い
る
。
中
世
は
戦
乱
の
巷
で
あ
り
暗
い
世
相
で
あ
っ
た
か
ら
、

い
か
に
も
「
憂
世
」
す
な
わ
ち
「
つ
ら
い
世
の
中
」
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

に
対
し
て
近
世
は
町
人
の
文
化
が
開
花
し
た
時
代
で
あ
り
、
平
和
の
中
で
い
か

に
も
「
浮
世
」
の
気
分
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
差
異
を
水
墨
画
と
浮
世
絵
に
当
て
は
め
る
と
ど
う
な
る
か
。
言
う
ま
で

も
な
い
が
、
水
墨
画
は
鎌
倉
時
代
に
禅
僧
が
中
国
か
ら
伝
え
、
雪
舟
に
よ
っ
て

室
町
時
代
に
大
成
さ
れ
た
中
世
の
墨
絵
で
あ
り
、
浮
世
絵
は
江
戸
時
代
に
町
人

が
賞
玩
し
た
近
世
の
世
俗
画
で
あ
る
。

　

前
掲
拙
著
に
お
い
て
、
両
者
の
対
比
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
お
い
た
。

（
水
墨
画
）　　
（
浮
世
絵
）

単
色　
　
　
　

多
色

簡
素　
　
　
　

華
美

単
純　
　
　
　

複
雑

静　
　
　
　
　

動

抑
制　
　
　
　

大
胆
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一
、
は
じ
め
に

　
「
日
本
文
化
は
単
一
民
族
の
生
み
出
し
た
単
一
性
に
彩
ら
れ
て
い
る
」
―
―

そ
う
い
う
錯
覚
も
し
く
は
誤
解
や
偏
見
に
基
づ
く
常
識
が
、
一
般
に
は
通
行
し

て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、洋
風
に
対
す
る
「
和
風
」
と
い
う
言
葉
に
は
、穏
や
か
で
淡
い
、

静
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
伴
う
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
脂
ぎ
っ
た
感
じ
や
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
人
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
を
、
よ
り
具
体
的
に
、
和

服
、
和
装
、
和
紙
、
和
食
、
和
楽
器
…
…
と
置
き
換
え
て
み
て
も
、
そ
の
イ
メ
ー

ジ
に
さ
ほ
ど
変
化
は
な
さ
そ
う
だ
。

　

つ
ま
り
そ
れ
は
、
単
一
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
日
本
文
化
を
と
ら
え
る
常
識
が

我
々
の
間
に
形
成
さ
れ
、
定
着
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

　

確
か
に
、
能
を
初
め
と
し
て
、
茶
の
湯
、
水
墨
画
な
ど
に
お
い
て
は
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
が
当
て
は
ま
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
日
本
文
化
の
代
表
の
一
つ
、
歌

舞
伎
を
持
ち
出
す
だ
け
で
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
一
変
す
る
。
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー

や
演
技
は
し
ば
し
ば
穏
や
か
で
な
い
し
、
そ
の
化
粧
（
隈
取
り
）
は
け
っ
し
て

淡
く
な
く
、
そ
の
囃
子
も
舞
台
面
も
に
ぎ
や
か
だ
。

　

そ
れ
は
何
も
歌
舞
伎
が
例
外
な
の
で
は
な
い
。
日
光
東
照
宮
に
お
け
る
壮
麗

こ
の
う
え
な
い
彫
刻
や
、
錦
絵
（
浮
世
絵
版
画
）
の
華
麗
な
彩
り
も
対
極
の
例

と
し
て
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

つ
ま
り
、
日
本
文
化
は
け
っ
し
て
単
一
的
な
性
格
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

双
極
性
に
特
徴
が
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
、
か
つ
て
私
は
拙
著
『
日
本
文
化
論
序
説
』（
青
山
社
、
一
九
九
八
）

の
中
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
説
い
た
要
点
を
再
述
し
つ
つ
、
双
極
性

を
四
極
性
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
試
み
で
あ
る
。

二
、
中
世
と
近
世
の
双
極

　

私
は
『
日
本
文
化
論
序
説
』
に
お
い
て
、
双
極
性
を
日
本
文
化
の
特
徴
の
一

つ
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
重
層
性
・
展
開
性
・
様
式
主
義
・
現
世
主
義
・

協
調
志
向
・
物
ま
ね
志
向
と
並
べ
て
、
そ
の
筆
頭
に
位
置
づ
け
て
説
い
た
。

　

た
と
え
ば
、
演
劇
に
お
け
る
能
と
歌
舞
伎
、
あ
る
い
は
絵
画
に
お
け
る
水
墨

画
と
浮
世
絵
、
さ
ら
に
は
建
築
に
お
け
る
桂
離
宮
と
日
光
東
照
宮
な
ど
が
顕
著

な
事
例
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
美
意
識
や

表
現
手
法
が
こ
と
ご
と
く
対
極
の
位
置
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
は
、大
雑
把
に
言
え
ば
中
世
（
室
町
時
代
）
の
文
化
と
近
世
（
江

戸
時
代
）
の
文
化
の
対
比
な
の
で
あ
る
。

「
日
本
文
化
の
四
極
性
」
試
論

林　

和
利


