
東山魁夷の函業における「対称性」に関する考察

東
山
魁
夷
の
画
業
に
お
け
る

は
じ
め
に

「
国
民
画
家
東
山
魁
夷
」
(
一
九
O
八
|
一
九
九
九
)

の
死
か
ら
五
年
後
の

二
O
O
四
年
五
月
に
兵
庫
県
立
美
術
館
(
神
戸
)

で
、
「
東
山
魁
夷

ひ
と
す

じ
の
道
』
と
い
う
展
覧
会
が
あ
っ
た
。
こ
の
展
覧
会
は
、
東
山
魁
夷
が
そ
の
画

家
と
し
て
の
生
涯
(
一
九
一
一
一
一
一
|
一
九
九
九
)
を
通
し
て
描
い
た
中
か
ら
代
表

作
を
集
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
展
示
室
で
私
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
東
山
魁
夷

と
自
然
と
の
対
話
の
所
産
で
あ
る
と
感
じ
、
そ
こ
で
の
多
く
の
作
品
に
見
出
さ

れ
た
「
対
称
性
」
の
理
由
と
感
動
の
所
在
を
考
え
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

作
品
は
画
家
の
精
神
、
思
想
、
美
感
、
智
慧
、
学
識
、
思
考
な
ど
を
映
し
た

「
鏡
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
画
家
研
究
は
、
そ
う
し
た
作
品
そ
の
も
の
に

則
し
た
分
析
を
心
が
け
て
こ
そ
成
立
し
う
る
。
そ
の
際
、
絵
画
作
品
の
構
成
、

構
図
の
分
析
は
、
絵
画
作
品
の
研
究
を
行
う
に
あ
た
っ
て
最
も
大
切
な
原
点
の

一
っ
と
も
一
吉
守
え
る
で
あ
ろ
う
。
東
山
魁
夷
の
作
品
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ

「
対
称
性
」

に
関
す
る
考
察

減

新

明

う
な
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
着
手
点
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
と
り
わ
け
論

者
は
そ
こ
で
の
「
対
称
性
」
か
ら
東
山
魁
夷
の
絵
画
世
界
を
分
析
す
る
こ
と
に

意
義
を
感
じ
る
。
東
山
魁
夷
は
一
生
の
う
ち
に
、
「
対
称
性
」
の
構
成
を
応
用

し
た
日
本
画
作
品
を
多
数
残
し
て
い
る
。
画
家
と
し
て
の
東
山
魁
夷
が
構
成
、
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構
図
に
対
し
て
無
意
識
的
に
あ
る
い
は
偶
然
に
「
対
称
性
」
を
狙
う
こ
と
は
考

え
難
い
し
、
そ
う
し
た
「
対
称
性
」
の
頻
繁
な
利
用
と
応
用
は
、
彼
と
他
の
画

家
と
の
大
き
な
違
い
で
も
あ
る
た
め
、
論
者
は
こ
れ
を
東
山
自
身
の
大
き
な
特

徴
で
あ
る
と
提
起
す
る
。

一
般
に
日
本
の
絵
画
に
お
い
て
は
非
対
称
性
が
好
ま

れ
、
追
求
さ
れ
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
な
ぜ
東
山
魁
夷
は
逆
に
考
え
、
観
る
者

に
「
対
称
性
」
の
感
覚
を
惹
き
起
こ
す
よ
う
に
構
成
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

対
称
的
な
構
成
で
作
品
を
制
作
す
る
こ
と
は
、
表
面
的
に
は
だ
れ
で
も
で
き

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
実
は
大
変
難
し
い
。
「
対
称
性
」
を
構
図

上
の
問
題
と
の
み
考
え
、
作
画
に
際
し
て
普
遍
的
に
適
用
で
き
る
黄
金
比
の
よ

う
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
単
純
に
過
ぎ
る
。
絵
画
の
世
界
と
は
決
し
て
科
学
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的
に
厳
密
な
計
算
を
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
感
性
的
な
精
神
活
動
の
結

実
で
あ
る
。
も
し
、

1
+
1
H
1
+
ー
で
あ
る
構
図
を
形
の
「
対
称
」
と
考
え

れ
ば
、

-
+
1
H
2
で
あ
る
と
い
う
算
式
は
両
側
の
形
は
異
な
る
が
分
量
が
同

じ
で
あ
る
か
ら
、
意
味
上
の
「
対
称
」
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
意
味
で
「
対
称
性
」

の
解
釈
の
次
元
を
よ
り
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
芸
術

に
は
深
い
位
相
で
の
「
対
称
性
」
が
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
定
量
的

と
い
う
よ
り
定
性
的
で
あ
る
。
本
研
究
は
、
「
対
称
」
の
概
念
に
つ
い
て
の
以

上
の
見
通
し
に
基
づ
い
て
出
発
し
、
東
山
の
画
業
に
つ
い
て
よ
り
適
切
に
解
明

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
以
下
で
は
、
第
一
に
東
山
魁
夷
の
作
品
、
第
二
に

彼
の
文
章
を
中
心
的
に
分
析
し
な
が
ら
、
論
理
的
に
整
理
し
て
い
く
。
作
品
の

表
面
に
見
え
る
「
対
称
性
」
か
ら
、
東
山
魁
夷
の
深
い
絵
画
精
神
の
存
在
を
掘

り
出
し
、
よ
り
深
い
次
元
で
の
「
対
称
性
」
に
辿
り
着
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

作
品
に
み
る
「
対
称
性
」
の
形
態
分
析

東
山
魁
夷
に
は
対
称
性
を
利
用
し
て
、
完
成
さ
れ
た
名
作
が
非
常
に
多
い
が
、

本
文
で
は
そ
の
中
の
典
型
的
な
対
称
作
品
を
取
り
出
し
て
、
「
対
称
性
」
の
あ

ら
わ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
を
論
述
し
た
い
と
思
う
。

自
然
の
中
に
は
真
の
対
称
は
な
か
な
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
絵
画
の

中
に
表
わ
さ
れ
た
対
称
は
、
自
然
の
中
に
あ
る
相
似
の
形
態
を
利
用
し
、
ま
た

は
変
形
し
誇
張
し
て
、
主
観
的
に
造
形
的
に
「
対
称
」
美
を
実
現
す
る
。
例
え

I図 11 〈道〉
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ば
、
構
図
の
選
択
に
お
い
て
も
「
対
称
」
形
態
を
追
求
す
る
。
以
下
で
は
、
ま

ず
、
彼
の
作
品
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

東
山
魁
夷
の
有
名
な
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
〈
道
〉

{図
1
】
は
、
典
型
的

な
左
右
対
称
図
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
真
ん
中
の
一
筋
の
真
直
ぐ
な
道
が
画

面
を
左
右
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
色
彩
か
ら
言
え
ば
色
・
(
色
相
)
と
分
量
(
色

の
面
積
)
は
一
致
し
て
い
る
。
造
形
か
ら
言
え
ば
形
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ

の
作
品
に
は
多
く
の
変
化
は
な
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
道
路
以
外
に
は
空
と
緑

草
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
左
右
対
称
の
処
理
は
き
わ
め
て
適
切
で
優
れ
て
い

る
上
に
、
単
純
な
感
覚
で
あ
る
た
め
に
、
観
賞
者
に
非
常
に
深
い
印
象
を
与
え
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る
。
こ
の
作
品
に
は
、
西
洋
の
遠
近
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
形
式
的

に
は
東
洋
の
平
面
構
成
の
方
式
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
色
の
変
化
を
求
め
ず
に

単
純
な
「
随
類
賦
彩
」
で
整
体
性
を
追
求
し
た
の
だ
ろ
う
。
東
洋
絵
画
の
装
飾

性
を
強
調
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
西
洋
絵
画
の
写
実
表
現
も
部
分
的
に
入

れ
込
ん
で
い
る
。

〈
道
〉
は
正
に
東
山
魁
夷
に
よ
る
左
右
対
称
の
利
用
が
成
功

し
た
一
例
で
あ
る
。

〈
静
唱
〉

【図
2
】
は
東
山
魁
夷
が
一
九
八
一
に
描
い
た
典
型
的
な
上
下
対

称
の
名
作
で
あ
る
。
上
下
対
称
は
、

〈
静
唱
〉
の
よ
う
に
水
面
及
び
鏡
な
ど
に

[図21

も
の
を
反
射
さ
せ
て
形
成
さ
れ
た
映
像
の
こ
と
で
あ
る
。
画
面
に
あ
る
横
の
線

〈静唱〉

は
こ
の
作
品
の
中
心
線
と
し
て
絵
を
上
と
下
の
二
つ
の
空
間
に
分
け
、
静
か
な
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水
面
に
木
の
倒
影
を
映
し
て
い
る
。
単
純
な
水
色
で
色
彩
の
変
化
を
特
別
に
追

求
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
単
調
さ
の
中
に
お
い
て
こ
そ
あ
る
種
の

静
寂
感
が
増
し
て
い
る
。
木
と
対
称
面
の
倒
影
は
互
い
に
話
し
た
が
っ
て
い
る

よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
、
東
山
魁
夷
が
こ
の
作
品
を
〈
静
唱
〉
と
命
名
し
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
な
る
ほ
ど
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
対
称
の
対
称
面
は
実
物

で
は
な
く
、

一
種
の
ま
ぼ
ろ
し
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
こ
の
対
称
を
「
鏡

面
式
対
称
」
あ
る
い
は
「
ま
ぼ
ろ
し
式
対
称
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
対
称
方

式
も
東
山
魁
夷
に
よ
く
使
わ
れ
る
形
式
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
対
称
の
実
現

と
完
成
は
一
種
の
「
媒
体
」
を
必
要
と
す
る
。
即
ち
河
或
い
は
湖
な
ど
で
あ
る
。

東
山
魁
夷
は
水
の
「
鏡
」
を
非
常
に
良
く
利
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
画
面
の
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「
静
」
の
目
的
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
「
静
の
水
」
が
な
け
れ
ば
、
は
っ
き
り

お
そ
ら
く
東
山
魁
夷
絵
画
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
。

し
た
上
下
「
対
称
」
効
果
を
得
る
こ
と
は
無
理
だ
ろ
う
。
こ
の
静
の
追
求
は
、

名
作
《
二
つ
の
月
〉

{図
3
】
は
、
上
下
対
称
と
左
右
対
称
を
合
わ
せ
て
で

き
た
総
合
対
称
で
あ
る
。
こ
の
「
対
称
」
で
構
成
さ
れ
た
画
面
は
絵
の
中
心
か

ら
四
組
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
一
の
造
形
空
間
を
得
て
い
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
凶
面
に
は
特
別
な
秩
序
が
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
東
山
は
対
称
の

[図 3] 〈ニつの月〉

「
愛
好
者
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
ま
さ
に
応
用
者
で
あ
る
。
特
に
「
上
下
左
右

対
称
」
の
利
用
を
通
し
て
、
私
は
彼
が
対
称
の
利
用
に
対
し
て
一
種
の
と
て
も

高
い
位
相
に
辿
り
着
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
単
純
な
表
現
で
は

あ
る
が
、
全
く
か
た
い
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
。
装
飾
性
も
強
い
が
、
自
然
と

の
対
立
は
全
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
以
上
の
図
1
1
3
に
見
出
さ

れ
る
対
称
を
「
具
体
対
称
」
と
呼
ん
で
も
良
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
変
形
さ
れ
た
り
、
象
徴
的
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
隠
さ
れ
た

り
し
て
い
る
「
対
称
」
は
、
抽
象
対
称
で
あ
る
。

例
え
ば
東
山
魁
夷
の
作
品
〈
紅
葉
の
谷
〉

【図
4
】
は
、
抽
象
画
に
近
い
感

覚
の
作
品
で
あ
る
。
幾
何
学
的
に
造
形
さ
れ
た
こ
の
作
品
で
は
、
絵
の
中
央
に
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一
本
の
白
い
木
の
幹
が
配
さ
れ
、
そ
の
両
側
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
本
ず
つ
の
同
様

の
黒
い
木
の
幹
が
置
か
れ
て
い
る
。

一
本
は
高
く
、

一
本
は
低
い
が
、
こ
れ
ら

に
よ
っ
て
画
面
の
平
衡
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
ま
さ
に
一
種
の

「
対
称
」
作
用
の
効
果
と
き

「
対
称
性
」
と
酉
家
の
芸
術
選
択

「
対
称
」
と
い
う
造
形
手
段
は
形
式
表
現
と
し
て
様
々
な
分
野
で
用
い
ら
れ

て
い
る
。
特
に
建
築
、
工
業
造
形
、
実
用
的
な
装
飾
美
術
に
お
い
て
は
シ
ン
メ

ト
リ
!
と
し
て
の
、
「
対
称
」
が
広
く
見
受
け
ら
れ
る
。
交
通
手
段
か
ら
生
活
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[図41〈紅葉の谷〉

用
具
ま
で
、
至
る
所
に
「
対
称
」
は
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
頻
繁
に

人
々
の
生
活
の
中
に
現
れ
て
い
る
「
対
称
」
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
人
々
の
美

意
識
を
培
か
っ
て
い
る
と
も
一
言
尽
え
る
。
実
際
、
国
民
が
一
番
親
し
ん
で
い
る
国

旗
か
ら
富
士
山
、
日
本
円
(
お
金
)
ま
で
も
対
称
的
な
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
国
民
に
身
近
な
「
対
称
性
」
を
造
形
に
し

ば
し
ば
利
用
す
る
が
故
に
東
山
魁
夷
が
「
対
称
美
」
の
「
国
民
画
家
」
で
あ
る

次
元
に
は
な
い
。

こ
と
の
説
明
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
真
の
理
由
は
そ
う
し
た

東
山
魁
夷
は
、
「
対
称
」
と
い
う
、
大
衆
が
受
入
れ
易
い
美
を
し
ば
し
ば
応

用
し
つ
つ
、
こ
の
「
対
称
」
美
を
媒
介
と
し
て
、
自
分
の
身
に
つ
い
た
自
然
主

義
的
な
絵
画
感
覚
と
、
装
飾
画
風
的
な
絵
画
世
界
と
の
両
領
域
を
守
り
続
け
た

と
考
え
る
。
勿
論
、
同
時
代
や
ほ
か
の
時
代
に
も
、
画
家
と
し
て
何
度
も
対
称

的
な
構
図
で
描
く
者
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
東
山
魁
夷
の
よ
う
に
、
「
対
称
」
を

そ
う
し
た
独
自
の
美
学
言
語
に
ま
で
高
め
、
作
品
を
創
造
し
続
け
た
画
家
は
珍

し
い
と
言
え
る
。
東
山
自
身
の
以
下
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
は
、
彼
の
作
品
が
、

東
洋
の
装
飾
的
自
然
観
を
持
ち
な
が
ら
西
洋
の
写
実
的
自
然
観
を
取
り
込
ん
で

形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
。

「
自
然
観
入
の
こ
ま
や
か
さ
と
共
に
、
日
本
的
な
美
の
一
つ
の
特
質
は
、
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優
れ
た
装
飾
性
に
あ
る
と
思
う
。
装
飾
的
な
美
は
洋
の
東
西
を
間
わ
ず
優

れ
た
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
日
本
の
場
合
は
、
写
実
と
装
飾
化
の
関

係
に
特
殊
性
が
あ
る
。
写
実
と
装
飾
化
と
い
う
こ
と
は
、
元
来
、
反
対
の

要
素
で
あ
る
の
に
、
日
本
の
美
術
で
は
、
そ
れ
が
揮
然
と
融
合
し
て
い
る
。

日
本
的
な
美
の
一
つ
の
典
型
を
完
成
し
た
平
安
朝
の
美
術
は
、
自
然
観
照

の
こ
ま
や
か
さ
と
、
優
美
典
雅
な
装
飾
的
な
美
し
与
を
も
っ
て
、
し
か
も
、

対
象
の
生
命
感
を
失
わ
な
い
特
質
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
美
的
感

覚
は
形
を
変
え
な
が
ら
も
今
日
に
続
い
て
い
る
。
」

あ
ら
ゆ
る
景
色
の
中
に
あ
る
対
称
と
、
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
を
喜
び
愛
す
る
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人
間
知
性
の
性
格
は
相
関
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
対
称
は
知
性
に

裏
打
ち
さ
れ
た
装
飾
感
を
持
つ
表
現
形
式
な
の
で
あ
る
。
東
山
魁
夷
は
ま
さ
に

「
対
称
」
と
い
う
形
式
を
愛
し
、
そ
の
ま
な
ざ
し
で
自
然
に
観
入
し
、
喜
び
を

感
受
し
つ
つ
、
手
と
筆
で
、
そ
し
て
精
神
で
「
対
称
」
的
世
界
を
創
造
し
た
。

こ
の
意
味
で
彼
は
「
対
称
」
を
媒
介
と
し
て
「
優
美
典
雅
な
装
飾
的
な
美
し
さ
」

と
「
写
実
」
を
「
揮
然
と
融
合
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
言
え
る
。
「
一
般

に
日
本
の
絵
画
は
、
西
欧
の
絵
画
と
比
較
す
る
と
、
平
面
的
、
装
飾
的
で
あ
っ

て
、
写
実
性
に
乏
し
い
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
」
と
言
わ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
写
実
的
で
あ
る
こ
と
と
装
飾
的
で
あ
る
こ
と
が
常
に

対
立
す
る
訳
で
は
な
い
。
東
山
魁
夷
は
自
身
が
持
っ
て
い
る
芸
術
素
質
で
徹
底

し
た
「
写
実
」
と
、
そ
れ
を
超
え
る
精
神
的
抽
象
で
以
っ
て
、
装
飾
的
に
見
え

つ
つ
も
、
「
装
飾
性
」
を
超
え
た
絵
画
道
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
装

飾
表
現
の
中
に
最
も
よ
く
認
め
ら
れ
る
構
成
手
段
|
|
「
対
称
」
を
自
分
の
絵

画
美
学
言
語
と
し
て
十
分
に
活
用
し
つ
つ
精
神
性
の
高
い
、
そ
し
て
詩
情
漂
う

作
品
を
制
作
し
た
の
で
あ
る
。

「
鏡
」
|
|
画
家
と
風
景
の
聞
の
存
在

「
風
景
は
心
の
鏡
で
あ
る
」
。
こ
の
言
葉
で
東
山
魁
夷
は
、
「
風
景
」
、
「
心
」
、

「
鏡
」
の
三
つ
の
概
念
を
同
時
に
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
彼
は
、
以
下
の
よ
う

な
言
葉
も
残
し
て
い
る
。
「
恩
師
の
結
城
先
生
か
ら
、
私
が
落
選
し
て
が
つ
か

り
し
て
い
る
時
な
ど
、
『
よ
く
自
然
を
見
て
来
る
ん
だ
ね
。
さ
あ
、

ス
ケ
ッ
チ

ブ
ッ
ク
を
持
っ
て
、
心
を
鏡
の
よ
う
に
し
て
見
て
お
い
で
。
』
と
言
わ
れ
た
も

の
で
す
。
私
は
、
自
然
の
中
へ
常
に
入
っ
て
行
っ
た
も
の
の
、
心
を
鏡
の
よ
う

に
す
る
に
は
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
試
練
を
経
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
」

こ
の
よ
う
な
、
恩
師
か
ら
の
あ
た
た
か
な
助
言
に
も
励
ま
さ
れ
て
、
東
山
の
な

か
の
「
鏡
」
は
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
鏡
」
と
は
、

日
常
生
活
の
ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
既
に
画
家
の
「
思
想
」
を
映

さ
れ
た
画
面
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
生
じ
る
「
対
称
」
と
は
日
に
見

え
る
物
理
的
な
対
称
で
は
な
く
、
「
風
景
」
と
「
心
」
と
の
間
に
あ
る
、
見
え

な
い
が
確
か
に
存
在
し
て
い
る
精
神
的
な
「
対
称
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
鏡
」

は
「
対
称
」
の
媒
体
と
し
て
「
風
景
」
と
東
山
の
思
想
を
映
し
て
お
り
、
風
景
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も
、
画
家
東
山
魁
夷
の
心
の
境
涯
を
通
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

作
品
(
絵
、
文
章
)
は
鏡
と
言
い
換
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

「
鏡
」
(
画
面
)
は
束
山
魁
夷
と
風
景
の
間
に
あ
る
存
在
と
し
て
非
常
な
も

の
で
あ
る
。
彼
と
自
然
の
「
対
称
」
関
係
は
、
彼
の
多
く
の
作
品
や
著
書
、

つ

ま
り
、
「
鏡
」
の
中
に
表
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
鏡
」
を
通
し
て
の
風
景

と
の
「
対
話
」
と
い
う
足
跡
で
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
自
然
の
中
に
あ

っ
て
、
心
静
か
に
感
じ
る
も
の
を
素
直
に
表
現
し
て
ゆ
き
た
い
と
希
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
私
の
心
が
澄
め
ば
、
私
の
絵
も
澄
み
、
私
の
心
が
深
く
な
れ
ば
、
私

の
作
品
も
深
く
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
」
「
感
じ
る
も
の
」
と
し
て
の
自
然
が
、

「
私
の
絵
」
と
い
う
「
鏡
」
に
映
さ
れ
る
「
私
の
心
」
を
も
「
澄
」
ま
せ
、
こ
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の
こ
と
が
さ
ら
に
「
私
の
作
品
」
を
「
深
く
」
す
る
こ
と
に
繋
が
る
と
理
解
で

き
る
。
こ
の
言
葉
は
東
山
が
何
十
年
間
の
聞
に
作
品
を
重
ね
て
で
き
た
芸
術
思

想
だ
け
で
な
く
、
長
い
人
生
経
歴
に
お
い
て
辛
酸
苦
楽
の
総
括
か
ら
で
き
た
人

生
の
哲
学
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
東
山
魁
夷
は
生
涯
を
通
じ
て
旅
行
し
つ
づ
け
た

画
家
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
験
は
、
自
然
の
美
と
自
分
の
心
理
、
思
想
の
欲
求

を
「
鏡
」
に
映
す
と
い
う
経
験
の
た
め
の
舞
台
を
、
繰
り
返
し
画
家
に
提
供
し

た

「
風
景
は
心
の
鏡
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
、
東
山
魁
夷
は
自
身
と

自
然
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
或
い
は
、
自
身
と
自
然
の
関

係
は
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
東
山
魁
夷
が

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、
「
風
景
と
の
巡
り
合
い
は
、
た
だ
一
度
の
こ
と
と

思
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
は
生
き
て
い
て
、
常
に
変
化
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
を
見
る
私
た
ち
自
身
も
、
日
々
、
移
り
変
わ
っ
て
行
く
。
生
成
と

衰
滅
の
輸
を
描
い
て
変
転
し
て
ゆ
く
宿
命
に
お
い
て
、
自
然
も
私
達
も
同
じ
根

に
繋
が
っ
て
い
る
。
」
こ
の
言
葉
で
東
山
魁
夷
は
、
人
生
に
お
い
て
、
「
自
然
は

生
き
て
い
て
」
、
「
私
た
ち
自
身
も
」
同
じ
よ
う
に
「
移
り
変
わ
っ
て
行
く
」
と

考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
東
山
魁
夷
の
精
神
と
自
然
の
精
神
は
一
致
し
て
い
て

「
同
じ
根
に
繋
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
両
者
は
、
「
鏡
」

を
通
し
た
一
対
の
「
対
称
」
体
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

東
山
魁
夷
は
自
分
自
身
を
自
然
の
中
に
置
い
て
、
自
分
と
自
然
の
「
巡
り
合

い
」
は
、
同
じ
よ
う
に
「
変
化
し
て
い
く
」
と
考
え
て
い
る
。
風
景
、
こ
の

「
鏡
」
に
う
つ
さ
れ
た
対
称
の
中
(
作
品
)

で
彼
は
素
朴
な
芸
術
精
神
、
人
生

の
哲
学
思
想
、
自
分
の
生
涯
の
物
語
を
反
射
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
論

文
で
も
後
に
扱
う
〈
タ
星
〉

【図
7
】
の
よ
う
に
、
奥
深
い
心
の
中
に
深
層
的

な
「
人
生
」
思
慮
を
悟
る
こ
と
で
あ
り
、
「
生
成
と
衰
滅
の
輸
を
描
い
て
変
転

し
て
ゆ
く
宿
命
」
に
対
し
て
彼
の
自
然
観
に
映
さ
れ
た
人
生
哲
学
で
あ
る
。
彼

は
自
然
と
の
相
知
性
、
相
対
性
を
巧
く
利
用
し
な
が
ら
、
「
対
称
」
を
美
学
思

想
と
し
て
高
め
、
自
分
の
芸
術
道
を
進
ん
だ
。

東
山
に
は
、
「
鏡
」
と
し
て
の
絵
画
作
品
だ
け
で
な
く
、
文
学
作
品
も
あ
る
。

こ
の
「
鏡
」
は
更
に
東
山
魁
夷
が
も
っ
芸
術
的
な
魅
力
を
増
加
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
自
然
と
彼
自
身
の
見
え
る
「
対
称
」
(
作
品
)
と
見
え
な
い
「
対
称
」
(
精

神
)
の
成
立
は
、
「
鏡
」
の
仲
介
で
互
い
に
東
山
魁
夷
の
芸
術
の
最
も
重
要
な
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一
部
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

東
山
魁
夷
の
著
作
は
、
絵
画
世
界
と
共
に
東
山
魁
夷
の
芸
術
人
生
を
構
成
し

た
、
も
う
一
つ
別
の
世
界
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
「
〈
残
照
〉
を
は
じ
め
と

す
る
数
々
の
名
作
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
東

山
は
自
ら
の
芸
術
観
を
語
り
始
め
、
画
家
の
思
想
が
言
葉
化
さ
れ
明
確
に
表
明

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
」
「
心
」
(
画
家
の
思
想
)
と
「
鏡
」
(
絵
画
と
文
章
)
と

「
風
景
」
と
の
三
つ
の
関
連
は
「
鏡
」
の
論
理
に
於
い
て
成
立
し
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
東
山
魁
夷
の
「
鏡
」
を
通
し
て
移
さ
れ
、

あ
る
い
は
反
射
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、
互
い
の
「
対
称
形
式
」
の
関
係
を
表

わ
し
て
い
る
。
彼
の
文
章
は
彼
の
絵
画
の
延
長
で
あ
り
、
彼
の
絵
画
は
彼
の
文
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読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

章
の
結
晶
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
か
ら
も
、
我
々
は
東
山
魁
夷
の
哲
学
思
想
を

四

絵
画
生
涯
に
お
け
る
三
点
の
重
要
な
作
品

数
多
く
あ
る
「
対
称
性
」
に
関
す
る
作
品
は
東
山
魁
夷
の
創
作
活
動
に
と
っ

二
三
年
)
に
完
成
さ
れ
た
〈
自
画
像
〉

て
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
が
十
五
歳
ご
ろ
(
一
九

{
図
5
】
は
東
山
魁
夷
の
「
対
称
性
」

の
原
点
と
も
言
え
る
作
品
で
あ
る
。
「
・
:
神
戸
二
中
の
制
相
を
か
ぶ
り
、
か
す

り
の
着
物
を
着
て
い
ま
す
。
多
感
な
年
頃
の
嵐
を
う
ち
に
秘
め
、
は
る
か
な
未

来
に
想
い
を
は
せ
て
い
る
よ
う
で
す
。
」
こ
の
作
品
は
と
て
も
小
さ
い
に
も
関

わ
ら
ず

(ωω
・
。
×
お
・
庁
自
)
、
非
常
に
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
。
早
く
も
「
対

称
」
の
構
図
を
明
瞭
に
意
識
し
た
手
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
知
的
な
相
貌
の

少
年
の
正
面
の
自
画
像
で
あ
る
。
左
右
の
画
面
の
分
割
は
対
称
で
も
あ
る
が
、

ま
た
明
暗
の
対
照
で
も
あ

る
。
そ
こ
に
我
々
は
も
う
少

[図 5]

年
で
は
な
く
、
大
人
の
世
界

に
入
り
か
け
た
少
年
の
知
性

〈自画像〉

の
輝
き
と
、
そ
れ
故
に
も
た

ら
さ
れ
る
思
慮
と
内
省
の
深

み
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
「
多
感
な
年
頃
の
嵐
を
う
ち
に
秘
め
、
は
る
か
な
未
来
に
想
い
を
は
せ
て
」

と
あ
る
よ
う
に
、
性
の
目
覚
め
と
思
索
の
覚
醒
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
未

来
の
人
生
へ
の
望
み
と
そ
れ
に
伴
い
養
わ
れ
る
身
心
の
成
熟
が
認
め
ら
れ
よ

ぅ
。
東
山
は
暗
い
背
景
に
少
年
か
ら
大
人
に
変
貌
す
る
自
己
の
内
面
を
端
正
な

構
図
の
内
に
描
き
だ
し
た
。
自
画
像
に
窺
え
る
「
対
称
性
」
の
愛
好
は
、
既
に

少
年
東
山
魁
夷
の
創
作
活
動
の
出
発
点
に
於
い
て
「
対
称
性
」
が
深
く
関
わ
り
、

重
要
な
構
成
手
段
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

一
九
四
七
年
の
作
品
〈
残
照
〉

【図
6
】
は
、
特
選
と
い
う
優
秀
な
成
績
で

第
三
四
日
展
に
入
選
し
た
。
こ
の
作
品
の
誕
生
は
東
山
魁
夷
の
画
業
に
と
っ
て

最
も
重
要
な
転
換
点
と
な
っ
た
。
こ
の
作
品
は
、
描
か
れ
た
対
象
か
ら
言
え
ば

64 

山
と
空
だ
け
で
、
単
純
な
よ
う
に
見
え
る
が
、
手
前
に
あ
る
そ
の
暗
い
山
か
ら

段
々
明
る
く
に
な
っ
た
遠
山
を
じ
っ
く
り
見
れ
ば
そ
う
で
も
な
い
と
言
え
る
の

画で
面あ
はる
千
葉被
県の
鹿他
野の
山作
哨ミ 口

L T 
遥同
か様
逗に
く対
t: 称
凡の

2宮
タ手
芝法
りを
九酌

士万
委主
24 て
百(い

13 )る
を

描
い
た
も
の
で
あ
る
。
遠
い
と
こ
ろ
は
起
伏
も
少
な
く
平
ら
に
稜
線
が
描
か
れ

て
お
り
、
手
前
の
濃
い
紫
色
の
暗
く
重
々
し
い
山
並
み
と
の
対
照
の
内
に
、
近

か
ら
遠
へ
と
濃
淡
の
譜
調
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
遂
に
は
、
薄
い
青
色
の
空

へ
と
淡
色
の
青
は
融
け
込
ん
で
い
く
。
全
体
は
山
と
空
、
上
下
に
二
分
さ
れ
、

対
称
と
対
照
を
な
し
つ
つ
、
な
お
手
前
の
山
か
ら
奥
の
空
を
へ
て
色
彩
が
譜
調

を
な
し
つ
つ
、
淡
く
な
り
、
ま
た
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
た
山
の
様
子
が
量
塊
性
を
消
し
、
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遠
く
の
山
の
稜
線
、
そ

し
て
雲
ま
た
空
へ
至

る
。
全
体
と
し
て
と
て

も
力
強
い
画
面
構
成
を

形
成
し
て
い
る
。
こ
こ

{図 6]

で
は
高
低
の
激
し
い
起

伏
は
構
図
と
し
て
採
用

〈残照〉

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼

の
絵
画
に
は
平
静
の
中

に
激
し
さ
が
潜
ん
で
い

る
。
遠
方
の
平
面
的
な

山
の
稜
線
は
、
高
い
山

左
右
二
つ
に
分
割
し
、
対
称
的
に
構
成
し
て
い
る
。
空
気
遠
近
法
と
線
遠
近
法

を
中
心
と
し
て
画
面
を

と
が
組
み
合
わ
さ
れ
、
そ
う
し
て
誘
導
さ
れ
る
視
線
の
聞
か
ら
空
の
中
程
に
、

観
る
人
の
憧
れ
が
か
き
た
て
ら
れ
、
均
衡
の
取
れ
た
構
図
と
色
彩
が
相
ま
っ
て

落
ち
着
い
た
詩
情
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
後
に
、
東
山
魁
夷
の

分
岐
点
と
な
っ
た
も
の
と
賞
賛
さ
れ
て
お
り
、
将
来
の
成
功
の
基
礎
と
な
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
こ
の
作
品
は
、
後
の
東
山
魁
夷
に
お
い
て
主
要
な
構

成
手
段
の
ひ
と
つ
と
も
な
っ
た
、
「
対
称
美
」
を
追
究
す
る
彼
の
美
学
が
見
事

に
具
現
化
し
た
作
品
で
も
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
描
か
れ
た
画
面

だ
け
で
は
な
い
。
我
々
は
こ
の
絵
を
通
し
て
、
こ
の
図
面
を
見
つ
め
て
い
る
者

の
眼
、
眼
差
し
を
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
次
の
作
品

分
析
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
九
九
年
の
〈
タ
星
〉

{図
7
】
は
、
東
山
魁
夷
九
十
歳
の
絶
筆
で
あ
る
。

作
品
全
体
は
青
色
調
で
と
て
も
静
か
な
作
品
で
あ
る
。
画
面
中
央
の
四
本
の
木

を
中
心
と
し
て
、
画
面
を
二
つ
に
分
割
し
、
左
右
対
称
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
湖
の
縁
、

い
わ
ば
湖
平
線
を
中
軸
線
と
し
て
地
上
の
様

子
が
湖
面
に
映
り
込
み
、
上
下
に
同
じ
空
間
を
ふ
た
つ
構
成
し
、
上
下
対
称
を

完
成
さ
せ
て
も
い
る
。
こ
こ
に
は
左
右
対
称
、
上
下
対
称
と
い
う
形
式
上
の
対
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称
性
と
線
遠
近
法
の
構
図
に
よ
っ
て
、
あ
る
精
神
世
界
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
、
東
山
魁
夷
と
生
を
通
し
て
凝
縮
さ
れ
た
風
景
の
間
に
あ
る
「
心
象
対

称
」
な
い
し
「
精
神
対
称
」
も
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
さ
一
守
え
る
だ
ろ
う
。

「
こ
れ
は
何
処
の
風
景
と
云
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
誰
も
知
ら
な

い
場
所
で
、
実
は
私
も
行
っ
た
こ
と
が
な
い
。
つ
ま
り
私
が
夢
の
中
で
見

た
風
景
で
あ
る
。
私
は
今
ま
で
ず
い
ぶ
ん
多
く
の
国
を
旅
し
、
写
生
を
し

て
き
た
。
し
か
し
、
或
る
晩
に
見
た
夢
の
中
に
、
こ
の
風
景
が
な
ぜ
か
忘

れ
ら
れ
な
い
。
た
ぶ
ん
、
も
う
旅
に
出
る
こ
と
は
無
理
な
我
が
身
に
は
、

こ
こ
が
最
後
の
憩
い
の
場
に
な
る
の
で
は
と
の
感
を
秘
め
な
が
ら
筆
を
進
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め
て
い
る
。
」

こ
う
し
た
彼
自
身
の
言
葉
を
も
と
に
、
論
者
の
推
測
を
加
え
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
な
ら
ば
、
彼
に
は
、
自
然
と
の
感
応
で
、
ま
も
な
く
自
分
が
自
然
に
還
る
、

と
い
う
予
感
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
対
称
性
」

の
構
図
で
で
き
た
「
場
所
」
は
、
被
が
最
後
に
た
ど
り
着
く
場
所
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
解
釈
を
よ
り
深
め
る
に
際
し
て
、

私
は
、
描
か
れ
た
世
界
と
そ
れ
を
描
い
た
作
者
の
心
と
の
対
称
を
語
ろ
う
と
思

ぅ
。
尤
も
、
こ
の
場
合
「
対
称
」
と
い
う
言
葉
よ
り
も
、
照
応
ま
た
は
均
衡
な

[図 7]

ど
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

〈タ星〉

〈
タ
星
〉
は
自
然
に
還
帰
し
よ
う
と
す
る
東
山
が
そ
の
運
命
を
自
覚
し
て
描
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い
た
風
景
で
あ
ろ
う
。
何
処
に
も
実
在
せ
ず
、
従
っ
て
現
実
の
眼
差
し
に
捉
え

ら
れ
な
い
風
景
で
あ
る
が
「
な
ぜ
か
忘
れ
ら
れ
な
い
」
こ
の
風
景
は
、
東
山
の

内
奥
の
眼
に
は
あ
り
あ
り
と
見
え
て
い
る
。
「
夢
」
は
も
と
夜
目
な
い
し
寝
日

と
し
て
日
常
の
肉
眼
で
は
な
く
心
眼
に
見
え
る
世
界
を
意
味
し
て
い
た
が
、

しミ

ま
東
山
自
身
に
と
っ
て
、
こ
の
風
景
こ
そ
は
彼
が
臨
ん
で
い
る
心
象
世
界
な
の

で
あ
る
。

青
を
基
調
と
し
た
幽
暗
な
画
面
は
ま
た
東
山
の
内
面
世
界
の
気
分
を
反
映
し

て
い
る
。
こ
の
世
界
の
展
望
は
、
上
下
左
右
の
対
称
、
均
衡
が
自
ら
一
種
の
線

遠
近
法
的
構
図
と
な
っ
て
、
画
面
中
央
に
件
立
す
る
四
本
の
樹
木
に
向
か
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
四
本
の
木
は
い
っ
た
い
何
を
表
し
、
暗
示
す
る
だ
ろ
う
か
。
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こ
こ
で
、
我
々
は
画
家
の
人
生
経
歴
に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
。
東
山
魁
夷
は

一
九
四
六
年
(
犯
歳
)
ま
で
に
、
兄
、
父
、
母
、
弟
を
相
次
い
で
亡
く
し
て
い

る
。
家
族
を
失
っ
た
苦
痛
は
何
十
年
も
の
問
、
東
山
魁
夷
の
心
の
中
に
残
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
四
本
の
木
は
亡
く
な
っ
た
親
族
の
そ
の
後
の
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。

〈
タ
星
〉
は
天
国
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
も
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
こ

に
描
か
れ
て
い
る
の
は
「
誰
も
知
ら
な
い
場
所
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
想

像
は
も
と
よ
り
論
者
の
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、
肝
要
な
こ
と
は
四
本
の
木
の

上
に
輝
く
タ
星
で
あ
る
。
こ
の
き
ら
き
ら
と
し
た
星
の
光
は
ま
さ
に
東
山
自
身

を
体
現
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
清
ら
な
光
り
を
放
ち
、
ま
る
で
何
か
を

訴
え
た
い
か
の
よ
う
な
表
現
で
、
見
る
人
を
導
き
、
樹
の
上
に
輝
く
タ
星
が
あ

る
「
場
所
」
は
、
ま
も
な
く
行
く
彼
自
身
の
彼
岸
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
地
上
の
何
処
に
も
存
在
せ
ず
、
し
か
し
「
最
後
の
憩
い
の

場
」
と
予
感
さ
れ
る
世
界
を
東
山
は
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
実
際

の
自
然
風
景
と
い
う
よ
り
も
、
夢
に
見
た
風
景
を
介
し
て
、
現
在
の
自
己
と
行

く
べ
き
世
界
と
の
聞
に
安
ら
ぎ
を
観
取
し
、
「
憩
い
」
を
予
感
し
て
い
る
で
あ

る。
東
山
の
画
業
を
起
、
承
、
転
、
結
で
ま
と
め
て
み
よ
う
、

「
起
」
の
代
表
で
あ
る
な
ら
ば
、
日
展
に
落
選
し
た
作
品
が
「
承
」
で
あ
り
、

〈
自
画
像
〉
が

〈
残
照
〉
は
「
転
」
、
最
後
に
〈
タ
星
〉
が
「
結
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
四
点
の
作
品
は
、
起
、
承
、
転
、
結
と
し
て
、
彼
の
創
作
活
動
並
び
に
人
生

の
節
目
に
お
け
る
作
品
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
対
称
」
と
い
う
性
格
に
よ
っ

て
貫
か
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
一
見
単
純
な
「
対
称
」
の
性
格
は
、
東
山
魁
夷

に
お
い
て
、
最
も
純
粋
な
表
現
形
式
と
い
う
よ
り
は
、
複
雑
な
構
成
と
内
的
な

思
索
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
本
研
究
は
そ
の
よ
う
な
、
画
家
の
生
涯
と
作
品

を
貫
通
す
る
「
対
称
」
と
い
う
性
質
の
性
格
に
関
し
て
探
究
を
行
っ
て
き
た
。

結

論
自
然
の
中
に
は
対
称
の
形
式
で
存
在
す
る
現
象
が
多
い
が
、
非
対
称
の
も
の

よ
り
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
東
山
魁
夷
自
身
の
言
葉
の
中
に
は
、
対
称
に
関
す
る

直
接
的
な
言
及
こ
そ
な
い
も
の
の
、
彼
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
絵
画
の
領
域
で

「
対
称
」
を
追
究
し
利
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
看
取
し
う
る
。
そ
う
し
た
追
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究
が
、
本
研
究
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
表
現
対
象
と
自
身
の
内
面
と
の
不
断
の

対
話
に
支
え
ら
れ
つ
つ
行
わ
れ
て
き
た
結
果
、
東
山
魁
夷
は
「
対
称
」
美
の
達

人
と
言
え
る
水
準
に
達
し
、
「
対
称
」
を
自
身
の
画
業
を
構
成
す
る
最
も
重
要

な
表
現
手
段
と
し
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。

東
山
魁
夷
は
、
東
洋
の
立
場
で
創
作
し
て
い
る
が
、
西
洋
の
芸
術
要
素
も
吸

収
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
の
眼
界
は
充
分
に
聞
か
れ
、
近
代
日
本
画

の
世
界
を
発
展
さ
せ
る
促
進
者
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
東
山
魁
夷
の
成
功
が
す
べ
て
「
対
称
」
の
結
果
で
あ
る
と
論
じ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
有
名
な
〈
残
照
〉
の
「
対
称
」
か
ら
後
の
作
品

に
い
た
る
ま
で
、
相
当
の
部
分
の
作
品
が
程
度
の
違
い
は
あ
れ
、
「
具
体
対
称
」
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あ
る
い
は
「
抽
象
対
称
」
と
い
う
「
対
称
」
の
構
成
を
利
用
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
「
対
称
」
が
決
し
て
厳
格
な
構
図
上
の
論
理
に
終
始
す
る
こ
と

な
く
、
画
家
自
身
の
内
的
な
思
索
の
軌
跡
に
裏
付
け
ら
れ
、
多
く
の
人
々
の
審

美
心
理
と
も
合
致
し
て
い
る
点
に
、
東
山
魁
夷
の
作
品
の
魅
力
が
あ
る
と
も
言

え
る
だ
ろ
う
。
「
東
山
魁
夷
の
作
品
を
す
き
な
人
は
多
い
。
」
と
の
一
般
化
が
し

ば
し
ば
行
わ
れ
る
の
も
、
筆
者
に
は
そ
れ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

註(
1
)

佐
藤
道
信
「
日
本
画
の
一

O
O
年
」
『
「
日
本
画
」
の
支
持
構
造
|
|
「
日
本
」

「
国
家
」
「
国
民
」
「
大
衆
」
「
市
民
」
」
東
京
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
館
二

0
0
0

年
一
五
頁
。

(
2
)

近
く
に
あ
る
物
象
が
大
き
く
、
遠
く
に
あ
る
物
象
が
小
さ
く
見
え
る
こ
と
。

「
(
旬
開
門
呂
町
円
江
戸
、
開
)
絵
画
な
ど
で
、
自
然
の
物
象
を
眼
に
見
え
る
と
同
じ
よ
う
な
距

離
感
で
画
面
に
描
写
す
る
法
。
」
『
広
辞
苑
」
。

(
3
)

中
国
貌
晋
南
北
朝
か
ら
絵
画
に
対
す
る
品
評
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
六
つ
の
基

準
の
一
つ
で
あ
る
。
絵
画
理
論
と
し
て
「
六
法
論
」
と
称
し
、
「
随
類
見
武
彩
」
は

そ
の
中
の
一
法
で
あ
る
。
意
味
は
物
の
元
の
色
に
従
っ
て
色
を
着
色
す
る
こ
と
。

「
六
法
論
」
の
内
容
は
「
六
法
者
何
?
一
、
島
、
前
生
動
是
也
二
、
骨
法
用
主
是
也

三
、
応
物
象
形
是
也
四
、
随
類
賦
彩
是
也
五
、
経
営
位
置
是
也
六
、
伝
移

模
写
是
也
。
」
『
中
国
歴
代
美
学
文
庫
・
貌
晋
南
北
朝
巻
下
「
古
画
品
録
」
謝
赫
』

高
等
教
育
出
版
社
二

O
O
三
年
三
五
六
頁
。

(4)

『
束
山
魁
夷
画
文
集
美
の
訪
れ
』
新
潮
社
一
九
七
九
年
一

O
四
頁
。

(
5
)

高
階
秀
爾
「
一
日
本
美
の
個
性
」
『
日
本
美
術
を
見
る
眼
東
と
西
の
出
会
い
」

岩
波
書
庖
一
九
九
五
年
一

O
頁。

(
6
)

「
私
は
人
間
的
な
感
動
が
基
底
に
無
く
て
、
風
景
を
美
し
い
と
見
る
こ
と
は
在
り

え
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
風
景
は
、
い
わ
ば
人
間
の
心
の
祈
り
で
あ
る
。
私
は
清

澄
な
風
景
を
描
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
汚
染
さ
れ
、
荒
ら
さ
れ
た
風
景
が
、
人

間
の
心
救
い
で
あ
り
得
る
は
ず
が
無
い
。
風
景
は
心
の
鏡
で
あ
る
。
」
「
東
山
魁
夷

函
文
集
美
の
訪
れ
』
新
潮
社
一
九
七
九
年
一
九
五
頁
。

(
7
)

『
東
山
魁
夷
画
文
集
わ
が
遍
歴
の
山
河
』
新
潮
社
一
九
人
O
年
一
一
一
一
一
一
良
。

(
8
)

『
東
山
魁
夷
画
文
集
』
(
全
一

O
巻
)
中
の
第
三
巻
の
本
の
名
前
。

(
9
)

『
東
山
魁
夷
画
文
集
自
伝
抄
旅
の
環
』
新
潮
社
一
九
人
O
年
一
一
五
頁
。

(
叩
)
東
山
魁
夷
「
美
の
訪
れ
」
「
毎
日
新
聞
』
一
九
七
五
年
七
月
二
十
二
日
。

(
日
)
飯
尾
由
貴
子
「
戦
前
の
束
山
魁
夷
の
模
索
と
探
求
」
『
東
山
魁
夷
展
[
ひ
と
す
じ

の
道
]
』
(
展
覧
会
図
録
)
日
本
経
済
新
聞
社
二

O
O
四
年
二
五
二
頁
。

(
ロ
)
佐
々
木
徹
「
東
山
魁
夷
も
の
が
た
り
』
ビ
ジ
ョ
ン
企
画
出
版
社
二

O
O
二
年

四
六
頁
。

(
日
)
佐
々
木
徹
『
東
山
魁
夷
も
の
が
た
り
」
ビ
ジ
ョ
ン
企
画
出
版
社
二

O
O
二
年

一
八
三
頁
を
参
照
。

(
M
)

『
東
山
魁
夷
の
世
界
』
(
展
覧
会
図
録
)
長
野
信
濃
美
術
館
二

0
0
0
年

一

四
四
頁
。

(
日
)
東
山
の
家
族
の
没
年
は
以
下
の
通
り
。
一
九
二
九
年
兄
固
山
死
去
、
一
九
四
二

年
父
浩
介
死
去
、
一
九
四
五
年
母
く
に
死
去
、
一
九
四
六
年
弟
泰
介
死
去
。

(
日
)
「
漢
字
源
」
を
参
照
す
る
と
、
「
起
、
承
、
転
、
結
」
と
は
、
全
体
の
す
じ
が
と

お
り
、
ま
と
ま
り
が
つ
い
て
い
る
こ
と
や
物
事
の
順
序
・
組
み
立
て
を
意
味
す
る
。

論
者
は
東
山
の
人
生
の
順
序
的
な
展
開
の
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

(
げ
)
『
東
山
魁
夷
函
文
集
自
伝
抄
旅
の
環
』
新
潮
社
一
九
八

O
年
九
九
頁
。

(
時
)
河
北
倫
明
「
東
山
魁
夷
の
人
と
芸
術
「
魁
夷
芸
術
の
意
味
」
』
日
本
美
術
社
一

九
七
二
年
七
二
頁
。

(
ぞ
う
し
ん
め
い
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