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「
自
然
の
模
倣
」
に
つ
い
て

デ
ィ
ド

ロ
の
美
学
に
関
す
る

一
考
察

原

宏

(I
) 

戸
』d

(
1
>

デ
ィ
ド
ロ
の
、
＝
開
g

包
自
門
戸

ω

官
官
宮
門0.. 
が
完
成
さ
れ
出
版
さ
れ
て
か
ら
、
今
年
で
ち
ょ
う
ど
二
O
O
年
に
な
る
。
一
七
五
九
年
以
来
、
グ
リ
ム
の
依

頼
に
よ
り
、
「
文
芸
通
信
」
n
O
R
g
旬
。E
g
o
o

－
伊
丹
件
。
円
包
括
に
美
術
批
評
、

E
E
－o
ロ
∞
＝
を
執
筆
し
て
い
た
デ
ィ
ド
ロ
は
、
一
七
六
六
年
頃
に
は
、
美
術
批
評
家

と
し
て
円
熟
期
を
迎
え
て
い
た
o
E

∞
乱
。
ロω
＝
を
書
く
た
め
に
、
絵
画
の
技
法
を
研
究
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
傾
向
、
特
色
を
持
っ
た
芸
術
作
品
に
接
し
た
こ
と
が

、
デ
ィ
ド
ロ
の
美
学
を
豊
か
に
し
た
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、
絵
の
前
に
立
っ
て
、
た
だ
そ
れ
を
見
つ
め
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
、
ア
ト
リ
エ
に
足
を
運
ん
で
、
芸
術

一
七
六
五
年
の
E

印
色
。
ロ
∞
＝
の
官
頭
に
、
と
う

(2
) 

書
く
こ
と
が
で
き
た
、
「
私
は
、
デ
ッ
サ
ン
の
妙
諦
と
自
然
の
真
実
の
何
た
る
か
を
理
解
し
た
。
光
と
影
の
魔
術
を
知
っ
た
。
」

家
の
仕
事
振
り
を
見
、
質
問
を
し
、
意
見
を
交
わ
し
て
、
画
家
の
メ
チ
エ
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。そ
の
結
果
、

E

何
回
由
民
ω
ロ
円
宮
宮
山
口
宮
門0.. 
は
、
こ
の
よ
う
な
成
果
を
背
景
に
書
か
れ
た
、
理
論
的
考
察
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
、
と
の
E

何
回
富
山
富
門
戸
防

官
宮
E
B

－
－
お
よ
び
、
晩
年
の
E
F
ロ
m
b
g

庶
宮
島
常

ω
g

ニ
ω

宮

E
E
同
0.. 
と
を
中
心
に
、
デ
ィ
ド
ロ
の
美
学
の
基
本
的
理
論
で
あ
る
、
「
自
然
の
模
倣
」

の
理
論
を
考
察
し
て
み
た
い
。



若
き
日
を
ジ
エ
ズ
イ
ッ
ト
の
n
o－
－
。m
o
F
S
F
H
0
・
のE

ロ
向
日
で
送
っ
た
デ
ィ
ド
ロ
は
、
そ
こ
で
ギ
リ
シ
ャ
、
ラ
テ
ン
の
哲
学
、
文
学
の
素
養
を
身
に
つ
け
た
。

ホ
メ
l

ロ
ス
は
枕
頭
の
書
と
な
り
、
「
ヴ
ィ
ル
ギ
リ
ュ
ウ
ス
、
ホ
ラ
チ
ュ
ウ
ス
、
テ
レ
ン
チ
ュ
ウ
ス
、
ア
ナ
ク
レ
オ
ン
、
プ
ラ
ト
ン
、

ハ3
〉

若
く
し
て
吸
っ
た
。
」
こ
れ
ら
の
古
代
人
の
書
は
一
生
を
通
じ
て
デ
ィ
ド
ロ
の
「
聖
書
」
で
あ
っ
た
。
美
術
批
評
を
ふ
く
め
て
、
デ
ィ
ド
ロ
の
著
作
に
は
、
必
ず

ユ
l

リ
ピ
デ
ス
の
乳
を

乙
の
古
代
人
の
書
の
引
用
が
あ
る
し
、
か
れ
ら
の
教
え
は
念
頭
を
離
れ
な
か
っ
た
。
最
高
の
芸
術
は
ギ
リ
シ
ャ
の
美
術
で
あ
り
、
そ
の
後
の
い
か
な
る
世
紀
、

(4
>

い
か
な
る
国
民
の
芸
術
も
、
そ
の
域
に
及
ば
な
い
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
典
型
的
な
教
養
人
と
も
い
え
る
、
ユ
マ
ニ

ス
ト
の
デ
ィ
ド
ロ
は
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
あ
た
ら
し
い
時
代
を
予
感
す
る
、
近
代
芸
術
の
先
駆
者
と
も
目
さ
れ
て
い
る
。

デ
ィ
ド
ロ
の
美
学
を
論
ず
る
場
合
、
頭
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
デ
ィ
ド
ロ
に
一
貫
し
た
美
学
上
の
理
論
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
人
々

U
S
豆
一
宮
0
5
2

は
、
異
っ
た
感
覚
領
域
の
あ
い
だ
の
、
E
g
R
o
m℃
O
E
2
0
0田
＝
の
発
見
な
ど
、
す
ぐ
れ
た
天
才
的
洞

<
5
>

察
に
は
敬
意
を
表
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
美
学
上
の
首
尾
一
貫
し
た
教
義
を
探
し
求
め
る
の
は
無
駄
な
乙
と
だ
と
考
え
て
い
る
。

同
o
z
z
z
w
E
5

も
、

t
r
－o
g

－
－

E

開
明
白
山
富
円
冨
宮
古
宮
門0．
w
E

同M
g
m
b
g
念
宮
島
常

m

＝
な
ど
に
、
和
解
し
難
い
矛
盾
を
認
め
、
む
し
ろ
そ
こ
に
デ
ィ

が
少
く
な
い
乙
と
で
あ
る
。
例
え
ば

ド
ロ
一
流
の
対
話
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
ラ
モ
l

の
甥
」
の
対
話
に
な
ぞ
ら
え
て
、
「
か
な
り
旧
套
な
芸
術
哲
学
者
と
創
造
的
な
芸
術
家
」
、
ネ

(
6
) 

オ
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
「
私
」
と
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
、
印
象
派
で
さ
え
あ
る
「
彼
」
と
の
対
話
で
あ
る
。

6
 

乙
れ
に
対
し
て
、
E
Z

冨
ミ
は
、

Z
E
Z

ロ
∞
＝
の
詳
細
な
分
析
を
通
じ
て
、
デ
ィ
ド
ロ
が
、
好
余
曲
折
を
へ
た
後
、
「
ま
す
ま
す
純
粋
な
絵
画
的
認
識
に
向

(7
>(

7
>

っ
た
」
と
考
え
、
「
そ
の
鑑
賞
眼
に
は
多
く
の
正
し
さ
が
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。

同4
0
ロ
回
巴
ミ
包
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の

Z
H】
民
主
a
o

－
－
の
成
立
を
追
う
過
程
で
、
彼
の
哲
学
と
対
応
さ
せ
て
、
デ
ィ
ド
ロ
の
Z

匂
民
主
。M
O
w－
は
、
彼
の
哲
学
の

(
8
) 

当
然
の
帰
結
で
あ
り
、
見
か
け
ほ
ど
に
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の
美
学
に
矛
盾
の
な
い
と
と
を
立
証
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
「
自
然
の
模
倣
」
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
か
れ
の
主
張
に
変
化
は
な
く
、
た
だ
ち
宮
件
《
H
0
2
0

が
変
る
に
つ
れ
て
、
一
見
矛
盾
し
た
言
説
に

見
え
る
だ
け
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
乙
の
回
巴
ミ
包
の
見
解
は
、

大
い
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
私
の
論
考
の
出
発
点
と
し
て
参
考
に
さ
せ
て
も
ら
っ

た
。



以
上
若
干
紹
介
し
た
よ
う
な
、
デ
ィ
ド
ロ
研
究
者
の
論
文
に
批
判
を
加
え
る
の
が
目
的
で
は
な
い
が
、
自
然
の
模
倣
と
い
う
、一
見
き
わ
め
て
古
典
主
義
的

な
見
解
、
し
か
も
、
美
術
史
上
、
ネ
オ
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
て
い
る
一
八
世
紀
後
半
の
乙
の
理
論
の
考
察
を
通
じ
て
、
デ
ィ
ド
ロ
の
思
考
に
一
つ
の
一
貫

し
た
筋
を
た
ど
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

(H
) 

ハ1
〉

同4
0
ロ
回
巴
雪
印
】
は
、
F
o
E
m－
－0・
。s
E

に
於
け
る
教
育
が
デ
ィ
ド
ロ
の
演
劇
理
論
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
推
定
し
て
い
る
。
想
像
力
と
知
性
の
酒
養
の
た
め

校
内
に
舞
台
を
も

v
つ
け
て
、

(
1
>

原
則
が
デ
ィ
ド
ロ
の
演
劇
論
の
形
成
に
与
え
た
と
思
わ
れ
る
次
の
三
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

に
、
開
M
O
R
W
2
4
E
Z
O】
凹
を
重
視
し
て
い
た
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
教
師
た
ち
は
、

生
徒
に
芝
居
を
や
ら
せ
た
。
そ
の
演
劇
上
の

一
、
演
劇
は
教
訓
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二
、
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
重
視

三
、
舞
台
装
置
の
レ
ア
リ
ズ
ム

乙
の
三
つ
の
原
則
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の
主
張
の
重
要
な
部
分
と
一
致
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
学
校
で
の
教
え
を
そ
の
ま
ま
守
り
続
け
た
の
で
は
な
く
、
そ

の
後
の
思
想
の
発
展
に
応
じ
て
発
展
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ド
ロ
の
精
神
の
形
成
に
あ
た
え
た
学
校
教
育
の
影
響
の
大
き
さ
を
暗
示
す
る
指
標
で
あ

ろ
う
。モ

ラ
リ
ス
ム
は
「
自
然
の
模
倣
」
の
観
念
と
共
に
デ
ィ
ド
ロ
の
美
学
の
根
本
理
念
と
し
て
一
貫
し
て
い
る
。又
、
パ
ン
ト
マ
イ
ム
や
し
ぐ
さ
の
重
視
は

「
ラ
モ
l

の
甥
」
の
な
か
で
、
ラ
モ
l

の
見
事
な
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
描
写
と
し
て
見
事
に
実
を
結
ん
で
い
る
し
、
美
術
批
評
で
は
の
5
5
0

の
劇
的
な
場
面
を

え
が
い
た
絵
に
対
す
る
好
み
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

例
え
ば

l
t
l
t

ロ
（
Z

呂
田
宮

m
g
z
o
E
B－
q
o
E
g
g
p
s
ρ
己
目
。
門
店
。
伊
丹
－

E
Z
S
S

庄
一
B
m
凶
目
的
理
由Z
S
H
司
a
b
a－

S
2
h
司
ミ
札
h
H
H
M
之
官
民
長
崎
町
3
H
h
a
a吋
目
。
ロm．



g
u
n

－4
0
思
ニ
正
巳

O
P
E

－
－g
B
U

F
O
同
巴
回
目
ロ
ぬ
円
相
思
匂
釦
円

ω
同
件
。
。
ロm
J
R
W
門
岡H
A叩
口
E
S
S
E
Z
B
Z
g

門
田0
4
8
Y
E
ロ
8

同
門
若
宮
目
。
骨oE
2
2

芯
宮
山
ロm
－

e
o
－
－1
2
0
ロ
匂
O
R
E

－
5
2

。
。
ロ
ニ2
8
P

ロ
Z

（
∞
色
。
ロ
｜
口
8
・
切
・

5
3

父
親
の
死
に
目
に
聞
に
会
わ
な
か
っ
た
、
親
不
孝
息
子
を
描
い
た
、
の
店
員
。
の
E
H
O
B
E
g

－
印
邑
師
同
】
g
t

の
批
評
の
一
部
で
あ
る
。

(2
) 

し
ぐ
さ
や
パ
ン
ト
マ
イ
ム
は
、
デ
ィ
ド
ロ
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
言
葉
で
は
云
い
あ
ら
わ
せ
な
い
強
烈
な
情
念
や
感
動
の
表
現
で
あ
る
。
「
美
徳
を
魅
力
あ

(3
>

る
も
の
に
、
悪
徳
を
い
ま
わ
し
い
も
の
に
す
る
」
表
現
手
段
と
し
て
パ
ン
ト
マ
イ
ム
を
愛
好
し
た
の
で
あ
る
。(4

>

舞
台
装
置
に
対
す
る
レ
ア
リ
ズ
ム
の
要
求
は
、
舞
台
改
造
の
要
求
、
（
舞
台
の
上
の
観
客
席
の
撤
去
）
に
発
展
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
パ
ン
ト
マ
イ
ム
や
舞
台
装
置
の
問
題
も
、
デ
ィ
ド
ロ
の
「
自
然
の
模
倣
」
の
理
論
の
一
部
分
を
形
成
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
彼
の
自
然
の
模
倣
の
理
論
の
形
成
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、一
七
五
二
年
に
出
版
さ
れ
た
、
円
岡
山
口

4
0
Z
1【
回
目
。
「
百
科
全
書
」
第
二
巻
。
。

の
項
目
を
書
い
た
が
、
き
わ
め
て
抽
象
的
で
カ
テ
ゴ
リ
ッ
ク
な
書
き
方
で
、
後
の
美
術
批
評
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
生
彩
は
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
と
で
、
す
で
に
そ
の
前
年
に
書
い
た
E
F
O
R
B
g
円
－g
g
g
a
m
E

自
己

o
g

－
－
と
同
様
、
将
来
の
変
貌
を
予
告
す
る
よ
う
な
問
題
提
起
が
お
こ
な

に
E

回
o
g
H
E

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

一
つ
は
、
美
の
定
義
、
今
一
つ
は
「
美
し
き
自
然
」l
g
宏

S
E
E
l

の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
問
題
を
考
察
す
る
前
に
、
当
時

（
一
七
五
二
年
）
デ
ィ
ド
ロ
は
す
で
に
、E
H
M
g
m
b
g
Z
ロ
S
8
v
E
ロ
2
3

（
一
七
四
六
年
）E
F
0
5
0
m
ロ
円
－g
k
F
4
2
E
g＝
（
一
七
四
八
年
）
を
書
き
、
感

覚
論
や
経
験
論
哲
学
の
立
場
を
お
し
す
す
め
て
、
唯
物
論
的
な
哲
学
を
き
づ
き
あ
げ
て
い
た
乙
と
を
念
頭
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
字
句
の
表

面
的
な
解
釈
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
彼
の
経
験
主
義
的
発
想
を
読
み
と
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、
美
を
、
「
我
々
の
心
の
な
か
に
関
係
の
観
念
を

(5
) 

呼
び
さ
ま
す
す
べ
て
の
も
の
」
と
定
義
し
て
い
る
。
「
関
係
の
観
念
を
呼
び
さ
ま
す
」
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
「
音
楽
の
音
が
、
そ
の
相
互
間
、
文
は
他
の
事

(6
>

物
と
幾
つ
か
の
関
係
E

匂
吉
岡
宮
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
」
と
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
美
を
感
知
す
る
に
は
、
そ
の
物
の
持
っ
て
い
る
均
整
、
比
例
、
調

(7
) 

和
、
と
か
、
他
の
物
と
の
関
係
を
、
理
性
的
に
認
識
す
る
必
要
は
な
い
。
「
美
は
理
性
よ
り
も
感
覚gE
g
g

件
の
問
題
で
あ
る
」



(8
) 

と
こ
ろ
で
、
美
に
は
「
絶
対
的
な
美
」
は
存
在
し
な
い
が
、
「
実
在
の
美
」lZ
E

忌
巳
ー
ー
と
「
認
識
さ
れ
た
美
」Z
2
8
2
2

が
あ
る
。
実
在
の
美
は
、

人
聞
に
認
識
さ
れ
な
く
て
も
、
気
が
つ
か
れ
な
く
て
も
、
美
が
美
で
あ
る
こ
と
に
変
り
な
い
か
ら
で
あ
る
。

又
、
「
実
在
の
美
」l
z
g

円
b
o－
－
ー
に
対
し
て
「
相
対
的
な
美
」
｜
σ
O
B
E
S
E

－
が
あ
る
。
あ
る
対
象
を
他
の
諸
々
の
対
象
か
ら
切
り
離
な
し
て
、
そ
の

対
象
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
の
あ
い
だ
に
み
ら
れ
る
諸
関
係
に
、
（
秩
序
l
g
a
z

－
整
頓
P
R
S
m
o
g
gグ
均
整
宮
田
司
自
営
氏
。
ー
な
ど
に
）
美
が
認

め
ら
れ
る
場
合
は
、
「
実
在
の
美
」
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
対
象
を
他
の
対
象
と
の
諸
関
係
に
お
い
て
み
る
と
き
、
「
相
対
的
な
美
」
が
生
れ
る
。
叶
，S
Z
2
0
ロ
円

o
a
z
r

と
い
う
と
き
、
そ

れ
は
、
実
在
の
美
を
あ
ら
わ
し
、
あ
る
一
つ
の
パ
ラ
1
S
O
B
S

－
を
と
り
あ
げ
て
い
う
場
合
は
、
他
の
パ
－
フ
H
2
8
8

目
と
の
比
較
に
お
い
て
美
し
い
の
で

植
物
5
1
8
S
F

ハ9
）

g
z
s

と
い
う
ふ
う
に
ひ
ろ
げ
て
ゆ
け
ば
、
い
く
つ
も
の
相
対
的
な
美
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

あ
る
か
ら
、
相
対
的
な
美
で
あ
る
。
同
様
に
、
そ
の
比
較
の
範
囲
を
、
花M
g
巴
2
3

自
然
の
諸
々
の
産
物
】
g

胃
a
s
t
o
g

含
宮

さ
て
、
芸
術
の
美
は
、
Z
S
E
E
Z

神
戸Oロ
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
乙
で
、
Z
H
E
Z
N
E
Z
F
B
E
R

－
－
｜
「
美
し
き
自
然
を
模
倣
せ
よ
」
と
い
う
当
時
も
っ
nu 

と
も
流
布
さ
れ
て
い
た
命
題
を
と
り
あ
げ
る
。
そ
の
よ
う
に
云
う
乙
と
は
、
「
自
分
の
命
じ
て
い
る
こ
と
が
分
っ
て
い
な
い
」
か
、
或
い
は
芸
術
家
に
向
っ
て
次

の
よ
う
に
云
う
こ
と
を
意
味
す
る
、
「
も
し
君
が
一
つ
の
花
を
え
が
か
ね
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
、

〈
叩
〉

の
な
か
で
も
っ
と
も
美
し
い
花
を
え
が
き
な
さ
い
：
・
」

そ
し
て
ど
の
花
を
え
が
い
て
も
か
ま
わ
な
い
の
な
ら
ば
、

花

「
従
っ
て
、
美
し
き
自
然
の
模
倣
の
原
則
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
自
然
の
産
物
に
対
す
る
も
っ
と
も
深
く
も
っ
と
も
広
い
研
究
を
要
求
す
る
」
乙
と
に
な

(U
) 

る
。こ

こ
で
デ
ィ
ド
ロ
が
云
う
、
「
自
然
の
産
物
に
対
す
る
も
っ
と
も
深
く
、
も
っ
と
も
広
い
研
究
」
と
い
う
芸
術
家
へ
の
要
求
は
、
彼
の
美
学
の
根
本
的
な
命
題

の
一
つ
と
し
て
、
変
る
こ
と
な
く
繰
り
返
え
さ
れ
る
。E
E
E
向
日OM
o
g

円
－o
g
B

注
目
。
ロ
＝
の
な
か
で
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
天
才
の
特
色
は
、
「
観
察
し
、
研

（
ロ
）

究
し
、
描
写
す
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。

（
日
）

乙
の

E
H
E
Z
N
E
z

－
－og
Z

同
0

．
w

と
い
う
の
は
、
当
時
流
行
の
円
与
志
国
主
宮
誌
の
説
で
あ
る
が
、
乙
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
は
、
z
z
z
r
s
Z

円
。
＝
の
内



容
に
当
時
の
通
説
と
は
違
う
意
味
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
で
は
な
く
、
あ
る
べ
き
自
然
、
偶
然
的
な
も
の
、
例
外
的
な
も

の
、
奇
異
な
も
の
を
と
り
の
ぞ
い
た
自
然
を
え
が
く
べ
き
だ
と
し
た
、

(
U
) 

g
g

円
0
．
w

と
は

ν

そ
れ
自
体
完
壁
な
自
然
d

を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
完
壁
さ
と
い
う
の
は
二
八
世
紀
の
通
念
に
従
え
ば
、
や
は
り
z
U
芯
m
z
Z
E
b－

－

a
4
2
・

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
美
学
に
忠
実
で
あ
る
と
任
じ
て
い
た
回E
Z

員
の

E
E
Z

宏

門
町0
・
・

z

－g
H
｝
円
。
℃
O
耳
目
。
ロm
w
w
w
E
宮
崎
自
公
立
0

．

w
E
E
R

目
。

E
o
－
－
と
い
っ
た
要
素
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
う
し
た
観
念
に
正
面

か
ら
異
義
を
と
な
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
芸
術
家
に
と
っ
て
は
別
の
観
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（

時
〉

で
は
、
画
家
は
、
藁
ぷ
き
屋
根
の
家
の
前
に
、
「
ひ
び
割
れ
、
ね
じ
れ
、
枝
の
落
ち
た
樫
の
木
」
を
え

す
で
に
、
z
F
E
R
o
g

円
－2
8

日
仏
師
巳
自

g
o
g
－
－

が
く
の
は
な
ぜ
か
と
あ
る
人
々
は
云
う
、
と
云
っ
て
い
る
。
デ
ィ
ド
ロ
の
云
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
も
っ
と
も
美
し
い
（
つ
ま
り
、
均
整
、
端
正
、
調
和
を

か
ね
そ
な
え
た
無
傷
の
）
樫
の
木
よ
り
も
、
「
ひ
び
割
れ
、
ね
じ
れ
、
枝
の
落
ち
た
樫
の
木
」
の
方
が
、
全
体
の
構
図
（
つ
ま
り
藁
ぷ
き
屋
根
の
家
の
え
が
か

（
日
）

れ
た
絵
の
構
図
）
に
ぴ
っ
た
り
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
が
調
和
を
口
に
す
る
と
き
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
「
古
典
主
義
的
」
な
理
想
に
従
つ

で
あ
ろ
う
。
彼
の
お
得
意
の

E
4
R
E

－
－

E
B
2
巳
0

．
w

と
い
う
言
葉
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
で
の
「
徳
」
で
も
、
「
モ
ラ
ル
」
で
も
な
い
乙
と
は
明
ら
か-120-

て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
伝
統
的
な
観
念
や
、
理
想
を
あ
ら
わ
す
言
葉
の
な
か
に
、
新
し
い
意
味
内
容
を
も
り
こ
む
と
い
う
や
り
方
は
、
デ
ィ
ド
ロ
の
特
色

一
八
世
紀
後
半
の
E

忠
0
・
。z
g
u
B
o
w－
の
枠
の
な
か
だ
け
で
解
釈
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

古
い
言
葉
に
新
し
い
内
容
を
あ
た
え
て
使
う
と
い
う
乙
の
デ
ィ
ド
ロ
の
方
法
は
、
た
し
か
に
一
面
で
は
彼
の
思
考
を
制
約
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
他

で
あ
る
。
「
自
然
の
模
倣
」
と
い
う
観
念
に
し
て
も
、
そ
れ
が
、

面
、
彼
の
思
想
に
ユ
ニ
ー
ク
な
特
性
を
つ
く
り
だ
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
血
）

前
章
で
垣
間
見
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ド
ロ
は
五
0
年
代
の
は
じ
め
に
す
で
に
、
当
時
の
通
念
で
あ
る

E
V
o－
－o
ロ
己
5
0
3

の
観
念
に
疑
問
を
提
起
し
て
い
た
。

そ
し
て
、

一
七
七0
年
代
の
E
M
M
g忠
2

念
宮
島
常
∞
＝
で
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
森
の
な
か
の
ど
ん
な
に
と
と
の
っ
た
（
芯
官
民
2

）
木
に
も
、

奇
妙
な
形
を
し
た
枝
が
何
本
か
は
あ
る
も
の
で
あ
る
。そ
う
い
う
枝
を
取
り
去
っ
て
は
い



(
1
) 

け
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
庭
木
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」

も
ち
ろ
ん
デ
ィ
ド
ロ
が
一
七
世
紀
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
伝
統
的
な
趣
味
を
す
っ
か
り
捨
て
去
っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
し
か
し
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
規

則
円
。m
－g

を
金
科
玉
条
に
し
て
い
る
画
家
た
ち
に
対
す
る
激
し
い
攻
撃
は
、
デ
ィ
ド
ロ
を
当
時
の
凡
百
の
美
学
者
か
ら
ま
ず
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
よ
り
自
由
で
、

(
2
) 

自
然
の
よ
り
細
心
な
模
倣
へ
と
、
芸
術
家
を
引
き
込
ん
で
い
っ
た
運
動
と
は
全
く
正
反
対
の
も
の
で
あ
っ
た
」

「
少
く
と
も
作
者
の
（E
σ
恵
国
主
芯
員
）
の
傾
向
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。

よ
り
巧
み
な
、

よ
り
個
性
的
な
技
法
へ
、

デ
ィ
ド
ロ
の
傾
向
は
、
ま
さ
に
回
巳
官
民
と
は
反
対
に
、
そ
の
運
動
の
理
解
者
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、
陳
腐
な
規
則
に
安
住
す
る
芸
術
家
を
非
難
す

る
。

「
我
々
が
あ
る
男
に
つ
い
て
、
彼
は
不
恰
好
だ
と
云
う
。
我
等
の
あ
わ
れ
な
規
則
に
従
え
ば
、
そ
の
通
り
だ
。
だ
が
、
自
然
に
の
っ
と
っ
て
考
え
れ
ば
、
話

は
別
に
な
る
。
あ
る
立
像
に
つ
い
て
、
そ
の
立
像
は
こ
の
上
な
い
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
、
と
我
々
は
云
う
。
我
等
の
あ
わ
れ
な
規
則
に
従
え
ば
、
そ
の
通

(3
) 

り
で
あ
る
。
だ
が
自
然
に
の
っ
と
っ
て
考
え
る
と
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
？
」

「
絵
画
に
は
、
七
色
の
虹
の
配
色
を
金
科
玉
条
と
し
て
、
そ
れ
と
す
ぐ
に
分
る
ほ
ど
う
や
う
や
し
く
遵
奉
す
る
公
式
主
義
者
が
い
る
。
或
る
物
に
こ
れ
こ
れ

(
4
>

の
色
が
ぬ
つ
で
あ
れ
ば
、
と
な
り
の
物
は
あ
の
色
に
な
る
だ
ろ
う
と
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

-121-

デ
ィ
ド
ロ
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
ら
ゆ
る
規
則
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
乙
の
配
色
の
問
題
に
し
て
も
、
配
色
の
模
範
は
天
然
の
虹
に
あ
り
、
「
私
は
芸
術

(
5
) 

に
於
い
て
、
虹
の
順
序
を
ひ
っ
く
り
返
え
さ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
」
と
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
g

巳
2

同

ω
自
芯
と

8

己
2

叫

g

ロ
O
B

ぽ
の
規
則
の
重
要
さ

を
認
め
て
い
る
。
た
だ
、
デ
ィ
ド
ロ
は
そ
の
規
則
の
奴
隷
と
な
っ
て
、
古
い
枠
の
な
か
に
閉
じ
こ
も
る
と
と
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、
遠
近
法

(6
) 

i

円
。m
H
g門H
O
E

同
福
田
宮
丘
町
。
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
自
然
の
法
則
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
を
否
定
し
は
し
な
い
。

(
7
>

要
す
る
に
規
則
が
形
骸
化
し
て
、
芸
術
か
ら
生
命
と
創
造
力
を
う
ば
い
貧
固
化
す
る
の
を
非
難
す
る
の
で
あ
る
。

芸
術
を
そ
の
よ
う
な
貧
困
化
か
ら
救
う
道
は
、
自
然
を
よ
く
研
究
し
、
知
る
乙
と
で
あ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
は
、
「
美
し
き
自
然
」
の
模
倣
か
ら
、
「
自
然
の
模

倣
」
へ
と
進
む
。
自
然
を
、
あ
り
き
た
り
の
規
則
に
従
っ
て
美
化
す
る
伝
統
的
な
「
美
し
き
自
然
の
模
倣
」
｜
｜
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
し
り
ぞ
け
る
こ
と
に
な



る
そ
し
て

「
美
術
学
校
可
〉S
念
日
目
。
で
、
モ
デ
ル
を
使
つ
て
の
デ
ッ
サ
ン
に
過
し
た
七
年
間
は
、
有
効
だ
と
、
あ
な
た
は
思
い
ま
す
か
？
」
と
デ
ィ
ド
ロ

は
聞
を
発
し
て
か
ら
と
う
答
え
る
。

「
週
三
回
、
着
物
を
脱
い
で
、
教
授
の
求
め
に
よ
っ
て
不
自
然
な
ポ1
ズ
を
と
ら
さ
れ
る
、
あ
わ
れ
な
人
に
よ
っ
て
、
不
細
工
に
し
か
も
味
気
な
く
表
現
さ

れ
る
身
振
り
、
つ
く
り
も
の
の
、
わ
ざ
と
ら
し
い
、
き
ゅ
う
く
つ
な
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
ポ

l

ズ
、
そ
う
い
う
ポ

l

ズ
の
ど
乙
に
、
自
然
の
身
振
や
、
ポ
ー
ズ

と
の
共
通
点
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
？
・
：
そ
こ
で
断
末
魔
の
ま
ね
を
し
て
い
る
人
と
、
床
の
中
で
息
を
引
き
と
る
人
、
街
頭
で
打
ち
殺
さ
れ
る
人
と
の
あ
い
だ
に

な
ん
の
共
通
点
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
？
：
・
何
も
な
い
、
何
の
共
通
点
も
あ
り
ま
せ
ん
。

お
ま
け
に
、
そ
こ
を
卒
業
す
る
と
、
マ
ル
セ
ル
と
か
デ
ュ
プ
レ
と
か
、
あ
る
い
は
お
好
み
の
誰
か
ほ
か
の
ダ
ン
ス
教
師
の
と
こ
ろ
に
、
優
美
さ
を
学
び
に
や

<8
>

ら
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
自
然
の
真
実
は
忘
れ
さ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
・
：
」

デ
ィ
ド
ロ
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
型
に
は
ま
っ
た
美
や
優
雅
さ
、
か
れ
がz
目
自
由
。
同
町
田0.. 
と
呼
ぶ
風
潮
に
対
し
て
、
「
自
然
の
真
実
」
を
対
置
す
る
の
で

(9
) 

あ
る
。
「
す
べ
て
の
自
然
が
美
し
い
」
と
い
う
主
張
は
、
す
で
に
退
け
て
は
い
る
が
、
「
自
然
は
、
不
正
確
な
こ
と
は
な
に
も
し
な
い
。
美
し
か
ろ
う
と
、
醜
か

-122ー

ろ
う
と
、
す
べ
て
の
フ
ォ
ル
ム
は
そ
の
原
因
を
も
っ
て
い
る
。
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
の
な
か
で
、
あ
る
べ
き
姿
を
し
て
い
な
い
も
の
は
一
つ
と
し
て
な

〈
叩
〉

い
」
と
説
く
。
そ
し
て
、
「
自
然
の
真
実
」
で
犯
さ
れ
た
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
逸
話
を
あ
げ
て
い
る
。
或
る
若
者
が
、
父
親
の
肖
像
を
ど
ん
な
姿
で
書
い

て
も
ら
っ
た
ら
よ
い
か
と
相
談
を
受
け
た
。
「
仕
事
着
を
着
せ
、
鍛
冶
場
で
か
ぶ
る
帽
子
を
か
ぶ
せ
、
前
掛
を
つ
け
さ
せ
な
さ
い
。
ハ
え
が
仕
事
台
に
い
る
姿
を
、

鉄
を
鍛
え
て
い
る
姿
か
、
研
ぎ
も
の
を
し
て
い
る
姿
を
見
た
い
も
の
で
す
。
と
り
わ
け
、
鼻
の
上
に
眼
鏡
を
か
く
の
を
忘
れ
な
い
で
下
さ
い
」
と
こ
ろ
が
こ
の

計
画
は
実
行
さ
れ
ず
、
「
き
れ
い
な
か
っ
ら
を
つ
け
、
き
れ
い
な
靴
下
を
は
き
、
き
れ
い
な
タ
バ
コ
入
れ
を
手
に
し
た
、
見
事
な
父
親
の
全
身
像
が
送
ら
れ
て

き
た
。
」
若
者
は
、
家
族
に
手
紙
を
書
い
た
。
「
あ
な
た
が
た
も
、
画
家
も
、
何
の
値
打
も
な
い
こ
と
を
し
た
も
の
で
す
。
私
は
、
普
段
着
の
お
父
さ
ん
を
求
め

か
み
し
も
（
臼
〉

て
い
た
の
に
、
上
下
を
つ
け
た
お
父
さ
ん
し
か
送
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
・
：
」

と
こ
ろ
で
、
「
自
然
の
真
実
」
と
は
、
デ
ィ
ド
ロ
に
と
っ
て
な
に
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

か
れ
の
自
然
観
、

人
間



観
、
を
念
頭
に
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

デ
ィ
ド
ロ
に
よ
れ
ば
、
万
物
は
流
転
し
、
生
れ
、
生
長
し
、
死
滅
す
る
、
そ
し
て
そ
の
変
化
の
な
か
で
す
べ
て
は
互
い
に
関
連
し
、
因
呆
関
係
に
よ
っ
て
結

ば
れ
て
お
り
、
宇
宙
は
統
一
し
た
法
則
に
従
っ
て
動
い
て
ゆ
く
。
人
間
も
そ
の
宇
宙
の
な
か
に
あ
っ
て
は
、
大
自
然
の
知
ら
れ
ざ
る
法
則
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ

る
存
在
に
過
ぎ
な
い
。
他
方
人
間
は
、
自
然
を
観
察
し
、
研
究
し
、
そ
こ
に
ひ
そ
む
さ
ま
ざ
ま
な
諸
関
係
を
さ
ぐ
り
出
し
、
学
問
、
芸
術
、
科
学
、
技
術
を
創

造
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
学
問
、
芸
術
を
促
進
す
る
の
が
天
才
で
あ
る
。
天
才
的
な
芸
術
家
は
、
表
面
的
に
自
然
を
眺
め
る
の
で
は
な
く
、
か
く
さ
れ
た
諸
関

係
の
秘
密
を
、
観
察
と
修
練
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
よ
ロE
E
2

＝
に
よ
っ
て
探
り
出
す
。
乙
の
か
く
さ
れ
た
自
然
の
諸
関
係
こ
そ
、
自
然
の
真
実
で
あ
り
、
美

な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
芸
術
家
は
神
で
は
な
く
、
又
科
学
者
で
も
な
い
。
し
か
し
、
科
学
者
が
観
察
と
実
験
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
を
よ
り
分
け
て
、
自
然
の
中
に
ひ

そ
む
法
則
を
探
り
出
す
よ
う
に
、
芸
術
家
が
美
を
創
造
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
選
択
し
、
美
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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「
普
通
の
自
然
が
芸
術
の
第
一
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
。
よ
り
普
通
で
な
い
自
然
の
模
倣
の
成
功
が
選
択
の
利
益
を
感
じ
さ
せ
た
。
も
っ
と
も
厳
密
な
選
択
が

ハ
ロ
〉

美
化
す
る
必
要
、
又
は
自
然
が
数
多
く
の
も
の
の
な
か
に
散
り
ば
め
て
い
る
美
を
た
だ
一
つ
の
物
の
上
に
集
め
る
必
要
を
感
じ
さ
せ
た
」

（
臼
〉

そ
の
選
択
と
美
化
は
、
く
り
返
え
し
て
い
う
よ
う
に
、
「
芸
術
を
、
絞
切
型18
5
E
o
ー
に
し
て
し
ま
う
」
芯
巴
g

に
基
く
も
の
で
は
な
い
。
完
壁
で
理
想

的
な
、
名
B
b
E
o

と
か
、
宮
0
3
a
g

と
か
い
う
も
の
は
、
神
か
英
雄
の
姿
に
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
も
っ
と
も
ま
れ
な
人
聞
を
選
ぶ
か
、
そ
の
職
業
を

も
っ
と
も
よ
く
代
表
す
る
者
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
彼
を
特
徴
ず
け
る
す
べ
て
の
改
変
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
肖
像
は
、
正
確

な
匂
円
。
。
。
円
神
戸

0
5

が
認
め
ら
れ
る
と
き
で
は
な
く
、
そ
の
正
反
対
に
、
緊
密
に
関
連
し
、
き
わ
め
て
必
然
的
な
、

(M
) 

認
め
ら
れ
る
と
き
に
、
崇
高
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
」

さ
ま
ざ
ま
な
崎
形
庄
内
向
日
目
伊
丹
宮
の
体
系
が

つ
ま
り
、
「
美
化
」
と
選
択
は
、
対
象
に
美
し
さ
と
共
に
、
最
大
の
現
実
性
を
あ
た
え
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
典
型
化
」
を
お
と

な
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
鍛
治
屋
は
如
何
な
る
鍛
治
屋
よ
り
鍛
治
屋
ら
し
く
え
が
く
べ
き
で
あ
り
、
彼
の
毎
日
の
仕
事
が
肉
体
に
加
え
る
あ
ら
ゆ
る
変
化
が

認
め
ら
れ
る
よ
う
に
え
が
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
は
じ
め
て
個
性
的
な
美
が
得
ら
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。



デ
ィ
ド
ロ
に
よ
れ
ば
、
あ
る
個
人
の
特
質
を
決
定
す
る
も
の
は
、
第
一
に
は
持
っ
て
生
れ
た
肉
体
的
特
質
で
あ
り
、

彼
の
肉
体
を
構
成
す
る
、
g
o

円
。2

－g

で
あ
り
、
E
Z
g

で
あ
る
。
第
こ
に
は
、
職
業
と
、
日
常
の
仕
事
に
応
じ
て
形
成
さ
れ
る
習
慣
で
あ
る
。
毎
日
く
り
返
え
さ
れ
る
仕
事
は
、
肉
体
を
変
型
せ
ず

に
は
お
か
な
い
。
あ
る
職
業
に
は
、
そ
の
職
業
に
従
事
し
て
い
る
人
々
に
共
通
し
た
言
葉
、
身
振
り
、
肉
体
的
、
精
神
的
特
徴
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
デ
ィ
ド

ロ
の
基
本
的
な
人
間
観
で
あ
り
、
彼
の
美
学
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
人
間
の
体
は
、
ど
の
部
分
も
、
た
が
い
に
相
関
連
し
て
お
り
、
「
値
優
は
頭
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
足
の
先
ま
で
値
棲
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
小
さ
な
局

部
的
な
欠
陥
も
、
体
全
体
に
一
般
的
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
。
そ
の
影
響
が
眼
に
は
見
え
な
い
ほ
ど
の
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
で
も
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と

（
お
）
ほ
か
（
日
山
）

に
は
変
り
は
な
い
」
だ
か
ら
、
「
外
の
部
分
を
か
く
し
て
、
足
だ
け
を
見
せ
て
も
、
白
然
は
、
た
め
ら
わ
ず
に
こ
う
い
う
だ
ろ
う
｜
乙
の
足
は
棲
恒
の
足
だ
と
」

つ
ま
り
「
醜
い
」
も
の
も
そ
れ
な
り
の
、
個
と
し
て
の
微
妙
な
調
和
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
年
令
や
習
慣
や
、
毎
日
の
仕
事
を
易
々
と
な
し
と
げ
る
能
力
な
ど
が
、
外
部
の
肉
体
器
管
に
は
っ
き
り
と
示
め
さ
れ
て
い
る
肖
像
画
が
、
非
難
さ
れ
る
の
を

（
口
）

聞
い
た
乙
と
が
な
い
。
肖
像
の
全
体
の
大
き
き
ゃ
、
手
足
の
一
つ
一
つ
の
あ
い
だ
の
真
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
決
定
す
る
の
は
、
日
々
の
労
働
な
の
だ
」

画
家
は
、
人
体
に
形
成
さ
れ
る
個
々
の
匂
g

匂
O
B
S

を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
カ
デ
ミ
ー
の
ア
ト
リ
エ
を
出
て
、

「
聖
堂
へ
行
き
、
告
解
所
の
ま
わ
り
を
さ
ま
よ
い
給
え
。
そ
う
す
れ
ば
そ
乙
に
、
膜
恕
と
悔
俊
の
真
の
姿
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
明
日
は
、
酒
場
に
行
き
給

え
、
そ
う
す
れ
ば
、
腹
を
立
て
て
い
る
男
の
真
の
行
動
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
公
衆
が
集
ま
る
場
所
を
探
し
求
め
、
道
や
、
公
園
や
、
市
場
や
、
家
で
観
察
者
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に
な
り
給
え
。
そ
乙
で
君
は
、
人
生
の
活
動
の
な
か
の
真
の
運
動
を
正
し
く
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
さ
あ
、
云
い
争
っ
て
い
る
二
人
の
友
人
を
よ
く
見
給
え
。
ほ

か
な
ら
ぬ
そ
の
口
論
が
、
ど
当
人
の
知
ら
ぬ
間
に
、
手
足
を
自
由
に
動
か
し
て
い
る
の
が
分
る
だ
ろ
う
。
か
れ
ら
の
こ
と
を
よ
く
検
討
し
て
み
給
え
、
そ
う
す

（
日
）

れ
ば
、
君
の
先
生
の
無
味
乾
燥
な
授
業
や
、
モ
デ
ル
の
写
生
が
あ
わ
れ
に
岡
山
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
」

要
す
る
に
、
二
ω
B
E
5
8
E
E
g
o

－
u
l

あ
り
ふ
れ
た
自
然
の
研
究
か
ら
山
発
し
、
選
択
と
誇
張
と
「
美
化
」
と
に
よ
っ
て
、
。
ュE
s
－
な
創
造
に
到
達
す

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
明
暗
や
’
光
や
色
彩
の
研
究
を
加
え
て
、
自
然
に
ひ
そ
む
諸
関
係
を
念
g
r

叫
す
る
の
で
あ
る
。

又
、
デ
ィ
ド
ロ
は
、

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
批
判
を
押
し
す
す
め
て
、
当
時
の
芸
術
界
全
般
へ
の
根
本
的
な
問
題
提
起
を
お
乙
な
っ
て
い
る
。
一
七
六
七
年
の



E
r
z
R

．
で
、
デ
ィ
ド
ロ
は
、
現
代
の
芸
術
が
古
代
の
芸
術
に
及
ば
な
い
の
は
、
古
代
芸
術
へ
の
盲
目
的
な
追
従
に
あ
る
と
し
た
。
古
代
人
は
、自然
の
研

究
と
観
察
か
ら
手
さ
ぐ
り
、l
g
g

ロ
思
自

o
E

ー
に
よ
っ
て
、
彼
等
の
芸
術
を
つ
く
り
あ
げ
た
の
に
、
現
代
人
は
、
た
だ
、
彼
等
の
残
し
たEm
g
E回
目

o
e
－o
m

－
－

を
真
似
る
だ
け
で
、
自
ら
手
探
り
を
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
自
然
を
古
代
芸
術
に
な
ら
っ
て
変
型
す
る
乙
と
、
そ
れ
は
古
代
人
の
歩
ん
だ
道
を
逆
さ
ま
に
た
ど
る
こ
と
で
あ
り
、

（ω
）
 

す
る
こ
と
で
あ
る
」

模
写
会

0
1
0）
に
基
い
て
仕
事
を

デ
ィ
ド
ロ
は
ま
ず
古
代
芸
術
を
忘
れ
、
古
代
芸
術
へ
の
奴
隷
的
な
模
倣
を
や
め
、一
た
ん
E
E
門
官
民0

．
w

の
状
態
か
ら
や
り
な
お
す
ほ
か
は
な
い
と
考
え

る
。
そ
し
て
、
古
代
人
の
眼
で
は
な
く
、
自
分
の
眼
で
、
自
然
を
見
、
観
察
し
、
自
分
の
理
想
に
従
っ
て
、
自
然
を
変
型
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
デ
ィ
ド
ロ
は
、
芸
術
に
あ
た
ら
し
い
展
望
を
ひ
ら
い
た
。
デ
ィ
ド
ロ
の
「
自
然
の
模
倣
」
と
は
、
と
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
個
々

の
実
在
す
る
事
物
の
無
差
別
な
模
写
8
1
0

を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
事
物
を
か
く
さ
れ
た
客
観
的
法
則
に
従
っ
て
、
典
型
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
あ

倣
」
の
理
論
は
、

一
九
世
以
降
の
レ
ア
リ
ズ
ム
の
理
論
を
予
告
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
多
く
の
研
究
者
も
指
適
す
る
よ
う
に
、
彼
の
色
彩
や
光
線
の
効
果
に-125-

る
。
彼
の
理
論
は
、
彼
の
文
学
上
の
傑
作
を
作
り
あ
げ
る
上
で
の
方
法
と
し
て
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
と
の
「
自
然
の
模

つ
い
て
の
考
察
は
、
印
象
派
を
予
告
し
て
い
る
。

「
難
か
し
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
面
の
一
つ
一
つ
の
上
や
、
そ
の
面
を
占
め
て
い
る
物
体
の
無
限
に
小
さ
な
断
面
の
一
つ
一
つ
の
上
で
の
、
光
と
影
の
正
し
い

散
乱
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
光
線
同
志
の
反
射
で
あ
り
、
こ
だ
ま
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
効
果
が
つ
く
り
出
さ
れ
る
と
、
眼
は
そ
こ
に

と
ど
ま
り
、
憩
う
。
い
た
る
と
こ
ろ
で
満
さ
れ
、
至
る
と
こ
ろ
で
憩
う
。
：
・
芸
術
と
芸
術
家
は
忘
れ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
も
は
や
画
布
で
は
な
い
、
自
然
だ
。

（
却
）

眼
前
に
あ
る
の
は
、
宇
宙
の
一
部
分
で
あ
る
」

芸
術
は
、
自
然
の
模
倣
か
ら
出
発
し
、
自
然
に
匹
敵
す
る
小
宇
宙
を
つ
く
る
。
そ
し
て
、
人
は
、
芸
術
に
よ
っ
て
、
自
然
を
見
る
目
を
養
わ
れ
る
。

（
幻
）

「
芸
術
家
は
自
然
自
体
に
な
ん
と
多
く
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
、
そ
し
て
聖
な
る
刻
印
を
自
然
に
印
し
て
い
る
こ
と
か
」

今
や
自
然
が
芸
術
を
模
倣
す
る
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ド
ロ
の
次
の
忠
告
乙
そ
は
、
同
時
に
、
芸
術
に
対
す
る
永
遠
の
讃
歌
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



（
担
〉

「
君
の
対
象
を
、
自
然
の
太
陽
で
は
な
い
、
君
の
太
陽
で
照
ら
せ
。
虹
の
弟
子
に
な
っ
て
、
そ
の
奴
隷
と
な
る
な
」

依
然
と
し
て
、
古
典
を
愛
し
、
人
文
主
義
者
と
し
て
と
ど
ま
り
な
が
ら
、
デ
ィ
ド
ロ
は
、
当
時
の
あ
た
ら
し
い
諸
傾
向
に
心
を
聞
き
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
ら
、
古
典
の
奴
隷
と
な
る
こ
と
な
く
、
「
先
駆
者
」
と
な
っ
た
、
「
自
然
の
模
倣
」
と
い
う
古
い
皮
袋
に
あ
た
ら
し
い
酒
を
盛
り

乙
む
乙
と
に
よ
っ
て
。
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