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異
国
趣
味
、
異
性
装
、
作
品
経
験

上
村 
博

は
じ
め
に

西
欧
で
の
異
国
趣
味
は
、
と
り
わ
け
十
八
世
紀
以
降
に
、
舞
台
、
絵
画
、
工
芸
な
ど
で
流

行
す
る
東
方
の
新
奇
な
意
匠
や
風
物
へ
の
関
心
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

（
東
方
趣
味
）」
と
い
う
語
で
代
表
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
語
は
、
一
九
七
〇
年
代
末
に
エ
ド
ワ

ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム

(1)
』
が
出
て
か
ら
は
、
む
し
ろ
地
政
学
的
な
位
置

関
係
が
反
映
し
た
視
線
の
権
力
（
暴
力
）
が
作
り
出
し
た
像
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
多
く
な
っ
た
。
西
洋
近
代
の
作
り
出
し
た
文
化
的
・
芸
術
的
枠
組
を
自
明
の
も
の
と
す
る

こ
と
へ
の
反
省
は
、
二
十
世
紀
後
半
か
ら
す
で
に
構
造
主
義
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
に
な
さ
れ

て
き
て
お
り
、
一
九
七
〇
年
代
当
時
で
は
学
問
上
の
常
套
的
な
作
業
と
言
っ
て
も
良
か
っ
た

ろ
う
。
し
か
し
、
特
に
先
駆
的
な
業
績
と
は
言
え
な
い
に
せ
よ
、
英
語
圏
で
出
版
さ
れ
、
ア

メ
リ
カ
の
大
学
に
勤
務
す
る
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
手
に
な
る
著
書
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
日

本
で
も
も
は
や
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
サ
イ
ー
ド
の
与
え
た
意
味

を
無
視
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

他
方
で
、
サ
イ
ー
ド
の
著
書
の
出
版
の
の
ち
四
十
年
の
間
に
な
さ
れ
て
き
た
そ
れ
へ
の
批

判
や
補
足
が
喚
起
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
現
象
が
単
純
に

西
欧
近
代
の
恣
意
的
な
欲
望
の
あ
ら
わ
れ
と
い
う
こ
と
に
は
留
ま
ら
な
い
こ
と
も
示
し
て
い

る
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
議
論
へ
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
お
お
き
く
二
つ
の
傾
向
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
サ
イ
ー
ド
の
議
論
の
根
本
的
な
妥
当
性
を
疑
い
、
そ
れ
が

学
問
的
な
営
為
を
政
治
的
な
文
脈
に
回
収
し
た
と
批
判
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は

サ
イ
ー
ド
の
議
論
を
あ
る
程
度
承
認
し
つ
つ
、
そ
れ
を
批
判
的
に
補
完
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

前
者
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、
サ
イ
ー
ド
が
引
用
す
る
文
献
を
誤
訳
し
た
と
か
、
英
仏
以
外

の
国
々
の
役
割
を
無
視
し
て
い
る
な
ど
事
実
関
係
の
誤
認
に
と
ど
ま
ら
ず
、
西
洋
で
オ
リ
エ

ン
ト
の
諸
言
語
を
は
じ
め
と
す
る
文
化
に
つ
い
て
の
真
摯
な
学
問
的
営
為
を
政
治
的
な
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
に
よ
っ
て
否
定
す
る
も
の
だ
と
い
う
批
判
で
あ
る
（2）
。
こ
れ
は
、
学
問
の
自
律
性

を
標
榜
す
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
そ
れ
へ
の
反
動
と
い
う
、「
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
」
に
限
ら
ず
文
化
研
究
（
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
）
の
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
流
行

に
よ
っ
て
際
立
っ
た
事
態
で
も
あ
る
。

後
者
の
傾
向
の
な
か
で
主
な
も
の
は
、
サ
イ
ー
ド
の
議
論
の
一
般
化
、
と
り
わ
け
西
洋
か

ら
東
洋
へ
と
い
う
二
極
間
の
一
方
向
的
な
ま
な
ざ
し
に
疑
問
を
付
す
も
の
で
あ
る
。
西
洋
自

身
の
な
か
に
も
性
差
や
地
域
差
な
ど
の
権
力
構
造
が
あ
り
、
ま
た
他
方
で
「
東
洋
」
の
ほ
う

に
も
同
様
の
構
造
が
あ
っ
て
、
オ
ク
シ
デ
ン
ト
（
西
洋
）
内
部
で
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
や
オ

リ
エ
ン
ト
内
部
で
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
存
在
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
プ
ラ
ッ
ト

は
、
た
と
え
ば
十
八
世
紀
に
自
然
の
体
系
化
の
思
想
に
伴
い
、
自
然
を
管
理
し
改
良
す
る
こ

と
が
ま
ず
植
民
地
で
始
ま
り
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
で
も
都
市
住
民
が
地
方
の
農
民
を

見
た
り
統
制
し
た
り
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（3）
。
バ
ー
バ
も
、
サ
イ
ー
ド

の
議
論
を
大
筋
で
評
価
し
つ
つ
、
そ
れ
が
実
効
的
な
支
配
に
む
け
て
機
能
す
る
権
力
と
知
識

の
構
造
を
充
分
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
植
民
地
内
部
で
現
地
人
同

士
の
支
配
関
係
の
な
か
に
、
西
洋
人
が
植
民
地
人
に
対
す
る
関
係
の
模
倣
が
生
じ
る
の
で
あ

る
（4）
。
他
方
で
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
、
い
わ
ば
効
用
の
よ
う
な
も
の
を
積
極
的
に
評
価

す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
に
は
芸
術
上
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
た
ち
の
中
立
的
立
場
を
擁
護

し
、
作
品
の
価
値
を
賞
揚
す
る
も
の
（5）
も
あ
れ
ば
、
植
民
地
で
あ
と
か
ら
作
ら
れ
た
オ
リ
エ

ン
タ
ル
な
文
化
が
刺
激
と
な
っ
て
オ
リ
エ
ン
ト
の
各
地
域
で
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
芽
生
え
さ
せ
た
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
（6）
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
サ
イ
ー
ド
の
著
書
以
前
か
ら
国
民
や
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の

批
判
的
検
証
は
始
ま
っ
て
い
た
し
、
サ
イ
ー
ド
自
身
が
参
照
す
る
フ
ー
コ
ー
を
始
め
と
し
て
、

知
識
や
文
化
の
政
治
的
な
側
面
を
議
論
す
る
こ
と
も
普
通
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
彼
の

（
再
）
命
名
が
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
抱
え
る
問
題
を
あ
ら
た
め
て
研
究
者
た
ち
に
強
く
意
識

さ
せ
（
そ
の
な
か
に
は
、
あ
ま
り
に
自
明
の
話
だ
っ
た
の
で
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
は
サ
イ
ー
ド
の
著
書
が
話
題
に
な
る
こ

と
す
ら
な
か
っ
た
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
た
ち
も
含
む
（7）
）、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
現
象
を
単

純
化
せ
ず
、
そ
の
複
雑
で
多
様
な
意
義
を
掬
い
上
げ
よ
う
と
す
る
流
れ
を
作
っ
た
と
言
っ
て

良
い
だ
ろ
う
。
本
論
も
、
そ
の
意
義
の
ひ
と
つ
を
取
り
上
げ
た
い
が
、
た
だ
、
そ
れ
は
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
議
論
を
補
完
す
る
と
い
う
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
芸
術
活
動
の

機
能
を
考
え
る
う
え
で
、「
他
者
を
描
く
」
と
い
う
行
為
の
持
つ
意
味
を
考
察
す
る
た
め
に
、

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
異
国
表
象
と
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
関

係
を
参
考
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
異
世
界
や
他
者
を
描
く
と
い
う
行
為
は
、
単
な

る
空
想
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
実
は
自
己
の
認
識
や
知
覚
の
枠
組
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で



48

研究論文［異国趣味、異性装、作品経験］上村 博

京都造形芸術大学 紀要［GENESIS］第22号

者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
二
重
性
を
と
り
わ
け
強
く
感
覚
的
に
意
識
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
が
異
性
装
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
論
の
最
後
で
は
、（
三
）
芸
術
的
表
現
と
異
性
装
の

問
題
を
考
え
た
い
。
異
性
装
は
生
身
の
役
者
が
舞
台
上
で
視
覚
的
に
扮
装
す
る
演
劇
で
効
果

的
な
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
今
日
の
芸
術
表
現
で
も
性
差
を
超
え

た
装
い
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
異
性
装
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
他
者
を
描

写
す
る
こ
と
と
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
関
係
に
新
た
に
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
、
前
半
の
異
国
趣
味
の
持
つ
芸
術
上
の
問

題
を
あ
ら
た
め
て
捉
え
直
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
一
章
　
紋
切
り
型
と
文
化
理
解

異
国
の
存
在
を
芸
術
的
に
表
現
す
る
場
合
、
そ
れ
は
戯
画
化
で
あ
っ
た
り
、
理
想
化
で
あ

っ
た
り
、
価
値
づ
け
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
に
は
で
き
あ
い
の
像
を
モ
チ

ー
フ
と
し
て
流
用
、
変
形
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
そ
の
で
き
あ
い
の
像
が
依
拠
す
る

言
葉
や
画
像
は
、
直
接
そ
の
異
国
自
体
に
由
来
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
単
に
「
異

国
で
あ
る
こ
と
」
を
明
快
に
伝
え
る
必
要
が
あ
る
。
本
当
に
新
奇
な
も
の
は
理
解
困
難
だ
か

ら
で
あ
る
。
矛
盾
す
る
言
い
方
だ
が
「
型
に
は
ま
っ
た
新
奇
な
も
の
」
な
ら
わ
か
り
や
す
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
正
確
で
丹
念
な
情
報
よ
り
も
、
特
徴
を
単
純
化
し
た
記
号
が
使
わ
れ
る
。
た

と
え
ば
、
女
性
が
髷
を
結
っ
て
簪
を
差
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
女
性
が
日
本
で
あ

れ
中
国
で
あ
れ
ア
ジ
ア
の
東
端
の
ど
こ
か
の
住
民
で
あ
る
こ
と
さ
え
わ
か
れ
ば
、
そ
の
女
性

の
髪
型
や
服
装
が
お
お
よ
そ
の
想
像
で
描
か
れ
て
い
て
も
構
わ
な
い
の
で
あ
る
。
タ
ー
バ
ン
、

水
タ
バ
コ
、
弁
髪
、
キ
モ
ノ
、
象
形
文
字
な
ど
は
オ
リ
エ
ン
ト
を
た
だ
ち
に
そ
れ
と
知
ら
せ

て
く
れ
る
目
印
で
あ
る
し
、
音
楽
で
あ
っ
て
も
、
ヨ
ナ
抜
き
五
音
階
や
銅
鑼
の
音
と
い
っ
た

お
き
ま
り
の
小
道
具
が
あ
る
。
こ
う
し
た
画
像
や
音
色
に
触
れ
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
、
何
か

新
し
い
経
験
に
出
く
わ
し
た
か
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
経
験
に
出
会
う
こ
と
を

予
感
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
、
人
の
気
を
惹
き
つ
け
る
何
か
が
あ
る
。
そ
れ
は
新
奇
さ
の
記

号
で
あ
る
。
あ
た
か
も
観
光
旅
行
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
ふ
ん
だ
ん
に
そ
の
土
地
の
紋
切
り
型

を
盛
り
込
ん
で
、
い
や
が
上
に
も
旅
行
そ
の
も
の
へ
の
期
待
を
募
ら
せ
る
よ
う
に
、
そ
の
新

奇
さ
の
記
号
は
新
奇
な
経
験
そ
の
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
予
告
す
る
し
、
ま
た
そ

れ
だ
け
で
も
あ
る
程
度
の
異
郷
の
経
験
を
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
、
観
光
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
を
め
く
る
だ
け
で
も
、
あ
る
程
度
は
新
奇
な
も
の
に
触
れ
た
感
覚
に
な
る
よ
う
に
。

か
つ
て
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
が
『
幻
影
（
イ
メ
ジ
）
の
時
代
（8）
』
で
批
判
し
た
よ
う
に
、
本
当
の
も

も
あ
り
、
そ
れ
は
芸
術
活
動
の
な
か
に
そ
の
本
来
的
な
性
格
と
し
て
内
在
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
し
て
文
学
で
も
、
舞
台
で
も
、
造
形
芸
術
で
も
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
多
用
さ

れ
た
異
世
界
表
象
は
、
単
に
芸
術
作
品
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
あ

る
種
の
芸
術
経
験
固
有
の
構
造
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
本
論

の
仮
説
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
芸
術
に
お
け
る
他
者
の
像
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
ら
わ
れ
を
分
析

す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
が
恣
意
的
な
表
象
に
と
ど
ま
る
だ
け
な
く
、
ま
た
表
面
的
な
流
行
や

個
人
的
な
衝
動
に
還
元
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
芸
術
と
い
う
近
代
的
制
度
の
な
か
で
一
脈
を

な
し
て
き
た
点
を
指
摘
し
た
い
。
そ
し
て
他
者
の
像
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
視
線
が
単
純
に
一

方
的
な
差
別
や
抑
圧
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
自
己
批
判
的
な
性
格
さ
ら
に

は
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
分
裂
も
も
た
ら
し
う
る
こ
と
、
ま
た
そ
こ
に
身
体
へ
の
関
心

を
通
じ
た
実
在
物
へ
の
信
念
が
大
い
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
た
い
。

そ
の
た
め
、
本
論
は
以
下
の
３
つ
の
手
順
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
ま
ず
、（
一
）
異
文
化
に

接
近
す
る
上
で
の
紋
切
り
型
の
役
割
を
考
察
し
た
い
。
た
し
か
に
異
国
趣
味
の
示
す
他
者
の

像
は
誤
解
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
ま
た
そ
れ
は
他
者
へ
の
接
近
の
た
め
の
不
可

避
的
な
段
階
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
ま
た
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
異
国
「
趣
味
」
は
、

異
文
化
理
解
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
基
本
的
に
は
芸
術
的
な
表
現
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ

は
作
品
の
な
か
で
の
異
国
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
実
生
活
の
な
か
で
の
装
飾
や

扮
装
で
あ
っ
た
り
、
必
ず
し
も
何
か
を
認
識
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ

で
つ
ぎ
に
（
二
）
文
化
理
解
に
お
け
る
異
国
趣
味
と
い
う
よ
り
も
、
芸
術
に
お
け
る
異
国
趣

味
が
も
た
ら
す
も
の
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
異
国
趣
味
は
、
単
に
作
品
の
一
部
と
し
て
外
国

の
像
を
取
り
入
れ
て
、
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
し
た
作
品
の
味
つ
け
と
す
る
だ
け
の
も
の
で
な
く
、

そ
も
そ
も
作
品
経
験
に
と
っ
て
何
ら
か
の
重
要
な
役
割
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作

品
経
験
に
と
っ
て
の
異
国
表
象
の
効
果
は
、
あ
る
種
の
真
実
味
、
真
正
さ
を
求
め
る
心
情
と

も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
問
い
を
考
え
る
う
え
で
も
併
せ
て
と
り
あ
げ
た
い

の
が
、
他
者
の
表
象
を
意
図
的
に
作
り
出
す
行
為
の
な
か
で
も
、
扮
装
な
い
し
は
仮
装
と
い

う
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
扮
装
は
異
国
趣
味
の
端
的
な
表
れ
と
し
て
も
広
く
み
ら
れ
る
が
、

あ
え
て
自
分
以
外
の
他
者
を
装
う
興
味
が
何
に
由
来
す
る
の
か
は
、
他
の
芸
術
活
動
と
も
共
通

す
る
動
機
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
ま
た
、
扮
装
や
仮
装
は
、
他

者
に
「
な
る
」
の
で
は
な
く
、
他
者
を
「
装
う
」
と
い
う
点
で
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
二

重
性
を
意
識
さ
せ
る
表
現
だ
か
ら
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
扮
装
の
な
か
で
も
、
自
己
と
他
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聴
衆
に
と
っ
て
奇
異
で
稚
拙
な
日
本
の
表
現
と
聞
こ
え
る
サ
リ
ヴ
ァ
ン
の
『
ミ
カ
ド
』（
一
八
八
五

年
初
演
）
で
の
「
宮
さ
ん
宮
さ
ん
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
に
と
っ
て
は
十
分
オ
リ
エ
ン
タ
ル
な
気

持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
東
洋
対
西
洋
と
い
う
意
味
で
の
オ
リ
エ

ン
タ
ル
な
視
線
の
問
題
で
は
な
い
。
実
際
、
同
様
の
効
果
は
日
本
の
聴
衆
が
ケ
テ
ル
ビ
ー
の

「
ペ
ル
シ
ャ
の
市
場
に
て
」（
一
九
二
〇
年
）
や
リ
ム
ス
キ
ー
＝
コ
ル
サ
コ
フ
の
『
シ
ェ
ヘ
ラ
ザ
ー

ド
』（
一
八
八
九
年
）
を
聞
い
て
も
生
じ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
異
国
趣
味
は
、
音
楽
的
な
質
の

高
さ
を
待
た
ず
と
も
、
そ
し
て
ま
た
地
政
学
的
な
視
線
の
権
力
構
造
の
現
れ
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
そ
れ
自
体
に
特
有
の
感
性
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
芸
術
作
品
は
明

示
的
な
記
号
に
せ
よ
、
隠
れ
た
記
号
に
せ
よ
、
一
義
的
な
記
号
の
伝
達
だ
け
を
行
う
わ
け
で

は
な
い
。
輻
輳
す
る
言
語
的
意
味
と
多
義
的
な
感
性
的
な
意
味
を
持
つ
。
そ
し
て
、
異
国
趣

味
は
異
国
を
指
し
示
す
便
利
で
単
純
な
符
牒
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
だ
っ
た

ら
、
絵
に
も
な
ら
な
い
し
、
歌
に
も
で
き
な
い
。
す
ぐ
に
飽
き
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
異
国
の
珍
し
い
風
物
を
そ
れ
と
知
ら
せ
て
く
れ
る
紋
切

り
型
に
は
そ
れ
な
り
の
効
用
が
あ
る
。
ケ
テ
ル
ビ
ー
の
音
楽
の
ペ
ル
シ
ャ
の
市
場
や
ジ
ェ
ロ

ー
ム
の
絵
画
の
奴
隷
市
場
は
、
た
し
か
に
異
国
の
風
物
を
描
く
紋
切
り
型
で
あ
る
。
そ
し
て

異
国
そ
の
も
の
、
た
と
え
ば
本
当
に
オ
リ
エ
ン
ト
の
街
の
市
場
で
耳
目
に
触
れ
る
音
楽
や
情

景
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
ず
、
本
当
の
異
国
を
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
油
絵
で
再
現
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
本
当
の
異
国
と
い
う
も
の
が
あ
る
と

し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
こ
の
誰
に
と
っ
て
の
も
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
地
域
を
画
像
表
現
し
た
り

音
楽
的
に
再
現
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
の
住
民
に
と
っ
て
生
活
上
の
必
然
的
な
行
為
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
地
域
の
像
を
描
く
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
土
地
を
生
き
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
土
地
を
客
体
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
土
地
か
ら
距
離
を
お
い
て

そ
こ
を
眺
め
る
行
為
で
あ
る
。
そ
の
地
域
の
外
の
他
者
が
眺
め
た
視
点
に
立
つ
こ
と
で
、
も

は
や
、
生
き
ら
れ
る
地
域
の
主
体
で
は
な
く
、
眺
め
ら
れ
る
地
域
の
客
体
が
生
ま
れ
る
。
し

か
し
、
そ
の
と
き
、
あ
ま
り
に
際
立
っ
た
個
性
は
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
個
性
と

は
、
類
の
な
か
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
差
異
が
理
解
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の

ロ
ン
ド
ン
の
聴
衆
に
い
き
な
り
浄
瑠
璃
を
聞
か
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
か
ら
日
本
を
思
い
浮

か
べ
る
人
間
が
ど
れ
ほ
ど
い
た
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
大
雑
把
に
東
洋
風
の
音
階
と
楽
想
が
聞

こ
え
る
ほ
う
が
、
異
国
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
紋
切
り
型
は
媒

介
者
で
あ
る
。
紋
切
り
型
の
像
は
、
理
解
困
難
な
異
質
の
文
化
の
あ
り
さ
ま
に
、
レ
デ
ィ
・

メ
イ
ド
の
輪
郭
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
個
性
を
作
り
出
し
、
そ
れ

の
で
は
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
の
作
り
あ
げ
た
イ
メ
ー
ジ
が
そ
れ
に
取
っ
て
替
わ
る
と
い
う
事
態

は
観
光
旅
行
で
も
映
画
で
も
普
通
に
生
じ
て
い
る
。

し
か
し
同
時
に
、
こ
う
し
た
新
奇
な
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
と
知
ら
せ
る
記
号
は
、
観
衆
を

欺
き
、
現
実
か
ら
眼
を
逸
ら
せ
る
た
め
の
も
の
だ
ろ
う
か
？
　
教
養
の
な
い
、
一
時
の
気
晴

ら
し
を
の
み
求
め
る
大
衆
と
、
そ
れ
に
迎
合
し
て
安
直
な
代
替
物
を
客
寄
せ
に
利
用
す
る
文

化
産
業
や
観
光
産
業
と
が
一
緒
に
な
っ
て
、
手
間
暇
を
か
け
た
本
物
の
経
験
や
そ
れ
を
維
持

す
る
コ
ス
ト
を
省
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
の
よ
う
に
割
り
切
る
こ
と
は
、
商

業
主
義
批
判
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
は
じ
め
に
記
し
た
よ
う
な
、
あ
る
種
の
ポ
ス
ト

コ
ロ
ニ
ア
ル
的
批
判
に
も
通
じ
る
簡
単
さ
が
あ
る
。
プ
ッ
チ
ー
ニ
の
『
蝶
々
夫
人
』（
一
九
〇
四

年
初
演
）
は
、
植
民
地
（
日
本
が
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
に
な
ら
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
今
も
な
っ
て
い
な
い
の
だ
と

し
て
も
、
植
民
地
以
上
の
何
も
の
か
と
し
て
は
見
ら
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
）
で
奇
妙
な
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
を
身
に

ま
と
い
、
哀
れ
な
従
順
さ
を
持
っ
た
原
住
民
の
女
性
を
舞
台
に
か
け
る
こ
と
で
、
西
洋
人
の

東
洋
人
に
対
す
る
力
関
係
を
表
現
し
た
恣
意
的
な
欲
望
の
像
を
作
り
上
げ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
し
て
ま
た
こ
の
オ
ペ
ラ
を
日
本
人
が
見
て
喜
ん
だ
り
感
動
し
た

り
す
る
の
は
、
日
本
人
が
み
ず
か
ら
の
視
線
を
西
洋
人
の
そ
れ
に
同
化
さ
せ
て
、
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
を
無
自
覚
に
代
行
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
？
　『
蝶
々
夫
人
』
に
西
洋
か

ら
植
民
地
へ
の
優
越
し
た
視
線
を
見
出
す
の
は
容
易
で
あ
る
。
実
際
、
主
題
そ
の
も
の
が
米

国
人
海
軍
士
官
と
勤
務
先
の
現
地
妻
と
の
話
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
筋
書
き
は
、
世
界
に
進

出
す
る
近
代
ア
メ
リ
カ
と
閉
塞
的
な
前
近
代
の
日
本
と
の
優
劣
関
係
が
男
女
間
の
優
劣
関
係

と
併
行
し
て
読
み
取
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
や
は
り
そ
う
し
た
西
洋
対

東
洋
の
関
係
性
を
代
表
す
る
だ
け
の
も
の
と
は
言
い
に
く
い
。
オ
ペ
ラ
の
原
作
（
図
版
１
）
が

裏
切
ら
れ
た
現
地
妻
に
同
情
的
だ
と
い
う
ば
か
り
で
な
い
。
音
楽
的
に
も
、
聴
衆
が
み
ず
か

ら
を
重
ね
る
よ
う
促
さ
れ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
人
士
官
で
も
そ
の
連
れ
て
き
た
本
妻
で
も
な

く
、
現
地
の
チ
ョ
ー
チ
ョ
ー
サ
ン
の
歌
な
の
で
あ
る
。
ラ
ル
フ
・
ロ
ッ
ク
は
『
音
楽
的
異
国

趣
味
』
の
な
か
で
、
旋
律
や
音
階
、
リ
ズ
ム
な
ど
に
異
国
的
な
要
素
を
交
え
る
こ
と
で
作
ら

れ
る
異
国
趣
味
と
、
特
に
異
国
の
音
楽
を
部
分
的
に
引
用
し
た
り
せ
ず
に
西
洋
音
楽
の
伝
統

的
語
法
に
よ
っ
て
異
国
を
描
写
す
る
こ
と
と
を
区
別
す
る
（9）
。
表
面
的
な
異
国
性
は
そ
れ
と

判
り
や
す
い
が
、
そ
れ
は
決
し
て
異
国
の
描
写
の
唯
一
の
方
法
で
は
な
い
し
、
そ
れ
で
け
で

は
な
い
か
ら
こ
そ
、
異
国
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
共
感
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
オ
リ
エ
ン
タ
ル
な
音
楽
作
品
が
オ
リ
エ
ン
タ
ル
な
視
線
の
反
映
に
留
ま
ら
な
い

た
め
に
は
、
プ
ッ
チ
ー
ニ
の
才
能
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
た
し
か
に
、
日
本
の
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視
し
な
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
実
際
、
異
国
の
文
化
を
紋
切
り
型
で
代
表
さ
せ
る
場
合
、
そ
れ

は
必
然
的
に
ひ
と
つ
の
文
化
を
あ
る
特
殊
な
型
に
嵌
め
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
た
し
か
に
偏
見

で
あ
る
し
、
ま
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
視
線
の
作
る
も
の
で
も
あ
る
。
他
方
で
、
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
異
質
な
も
の
へ
の
接
近
に
は
紋
切
り
型
が
役
に
立
つ
。
そ
こ
か
ら
、
紋
切
り

型
を
次
々
に
更
新
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
異
文
化
理
解
に
と
っ
て
も
、
ま
た
異
世
界
経
験
と
し

て
の
観
光
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
作
業
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
芸
術
上
の
表
現
で
、
果
た

し
て
同
じ
よ
う
な
意
味
で
紋
切
り
型
が
役
に
立
つ
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
ト
ル

コ
宮
廷
の
軍
楽
隊
の
リ
ズ
ム
や
旋
律
を
借
用
し
た
「
ト
ル
コ
行
進
曲
」
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

の
も
の
も
ベ
ー
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
の
も
の
も
有
名
だ
が
、
そ
れ
が
ト
ル
コ
の
真
正
さ
に
接
近
さ

せ
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
彼
ら
の
楽
曲
に
と
っ
て

何
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
　
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
協
奏
曲
第
五
番
（
一
七
七
五

年
）
の
終
楽
章
に
、
そ
の
あ
だ
な
「
ト
ル
コ
風
」　a la turca

　
の
と
お
り
ト
ル
コ
ら
し
い
楽

想
が
交
え
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
が
エ
ジ
プ
ト
風
で
も
中
国
風
で
も
な
く
、
ト
ル
コ
風

で
あ
る
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
　
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
を
舞
台
に
し
た
『
後
宮
か

ら
の
誘
拐
』
で
あ
れ
ば
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
ト
ル
コ
風
の
音
楽

は
舞
台
上
の
効
果
に
貢
献
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
そ
も
そ
も
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
の
音
楽
に
と
っ
て
ト
ル
コ
が
舞
台
で
あ
る
必
要
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
器
楽
曲
は
勿

論
、
舞
台
音
楽
で
も
、
音
楽
作
品
は
何
も
ト
ル
コ
の
真
実
を
知
る
た
め
に
作
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
原
理
的
な
形
式
主
義
美
学
で
あ
れ
ば
、
音
楽
と
は
た
だ
音
の
運
動
に
よ
っ

て
作
ら
れ
る
形
式
の
み
が
重
要
で
あ
り
、
ト
ル
コ
と
か
ペ
ル
シ
ャ
と
か
の
異
国
的
な
装
飾
は

本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
、
不
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
む
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
音
楽

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
歴
史
的
に
わ
ざ
わ
ざ
作
品
に
ト
ル
コ
風
味
を
加
え
て
き
た
と
い
う

事
実
が
あ
る
。
仮
に
付
属
的
な
も
の
で
し
か
な
い
と
し
て
も
、
音
楽
作
品
や
そ
の
他
の
芸
術

作
品
に
異
国
趣
味
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
、
そ
の
事
実
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
？
　
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
気
ま
ぐ
れ
や
そ
の
他
の
偶
然
で
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
理
由

か
ら
、
異
国
の
紋
切
り
型
が
利
用
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

す
ぐ
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
異
国
を
舞
台
と
す
る
こ
と
が
、
新
奇
さ
の
約
束
と
し
て
通
用

し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
『
後
宮
か
ら
の
誘
拐
』（
一
七
八
二
年
）
初
演
時
の
ヴ

ィ
ー
ン
で
は
、
ト
ル
コ
風
で
あ
る
こ
と
は
新
奇
な
も
の
と
し
て
関
心
を
惹
い
た
だ
ろ
う
。
実

際
、
音
楽
だ
け
で
な
く
、
ト
ル
コ
の
画
題
や
装
飾
、
そ
れ
に
ト
ル
コ
風
の
仮
装
を
す
る
こ
と

は
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
新
奇
な
趣
向
と
し
て
流
行
し
て

を
知
覚
可
能
な
も
の
と
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
外
部
の
他
者
の
み
な
ら

ず
、
内
部
の
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
と
っ
て
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
紋
切

り
型
の
お
か
げ
で
、
他
者
も
自
己
も
よ
り
精
確
な
個
性
の
知
覚
へ
と
導
か
れ
る
。
異
国
性
を

示
す
紋
切
り
型
の
像
は
、
決
し
て
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
が
い
う
よ
う
な
「
擬
似
イ
ヴ
ェ
ン
ト
」

を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
な
り
の
真
実
ら
し
さ
、
真
正
性
も
持
っ
て
い
る
。
観
光
地

を
訪
ね
た
観
光
客
が
旅
行
業
の
作
る
い
か
に
も
紋
切
り
型
の
イ
メ
ー
ジ
に
喜
ん
で
い
る
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
れ
を
冷
笑
す
る
だ
け
で
は
そ
の
紋
切
り
型
の
持
つ
意
味
を
汲
み
尽
く
せ
な
い
。

真
正
さ
は
、
マ
ッ
カ
ネ
ル
の
い
う
よ
う
に
、
段
階
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（10）
。
ブ
ー
ア
ス

テ
ィ
ン
と
マ
ッ
カ
ネ
ル
と
両
者
が
話
題
に
す
る
ホ
テ
ル
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
イ
ス
タ
ン
ブ

ル
・
ヒ
ル
ト
ン
で
宿
泊
客
に
応
対
す
る
従
業
員
の
ト
ル
コ
風
ズ
ボ
ン
は
、
本
当
の
ト
ル
コ
を

偽
る
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
一
層
「
本
当
の
」
ト
ル
コ
に
近
づ
く
最
初
の
段
階
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
二
章
　
芸
術
の
紋
切
り
型

こ
の
よ
う
に
、
唯
一
の
真
正
な
る
も
の
を
不
完
全
に
代
行
す
る
も
の
と
し
て
紋
切
り
型
を

考
え
ず
、
む
し
ろ
重
層
的
な
真
正
さ
へ
の
漸
進
的
接
近
を
可
能
と
す
る
も
の
と
考
え
る
な
ら
、

異
国
趣
味
と
し
て
括
ら
れ
る
作
品
の
質
的
な
ば
ら
つ
き
が
理
解
で
き
る
し
、
ま
た
異
国
趣
味

が
芸
術
表
現
の
場
合
は
決
し
て
「
本
当
の
異
国
」
を
再
現
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
も
あ
わ
せ

て
理
解
で
き
よ
う
。

ま
ず
、
質
的
な
ば
ら
つ
き
に
つ
い
て
は
、
異
国
性
を
追
求
す
る
側
の
経
験
の
度
合
い
に
応

じ
て
異
国
性
が
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ホ
テ
ル
の
ト
ル
コ
風
の
デ
コ
レ

ー
シ
ョ
ン
を
偽
物
と
断
罪
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
は
初
め
て
ト
ル
コ
を
訪
ね
た
外
国
人
観

光
客
に
と
っ
て
は
ト
ル
コ
ら
し
さ
を
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
ト

ル
コ
経
験
の
第
一
段
階
と
な
ろ
う
し
、
そ
の
後
に
も
っ
と
真
正
な
ト
ル
コ
を
探
し
て
貰
え
ば

よ
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
マ
ル
ド
リ
ュ
ス
版
『
千
一
夜
物
語
』（
一
八
九
九
‐
一
九
〇
三
年
）

が
直
訳
的
な
翻
訳
に
努
め
る
こ
と
で
、
か
つ
て
な
く
忠
実
に
も
と
の
物
語
を
伝
え
よ
う
と
し

た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
た
と
え
ば
そ
れ
以
前
の
ガ
ラ
ン
版
（
一
七
〇
四
‐
一
七
一
七
年
）
や
バ
ー
ト

ン
版
（
一
八
八
五
年
初
演
）『
千
一
夜
物
語
』
の
質
を
お
と
し
め
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

し
か
し
そ
の
つ
ぎ
が
重
要
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
芸
術
表
現
の
場
合
の
紋
切
り
型
の
役
割

に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
文
化
研
究
（
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
）
が
わ
ざ
わ
ざ
問
題
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ッ
サ
ン
や
筆
致
の
巧
み
さ
で
評
価
す
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
目
利
き
の
賞
翫
物
で
は
な
く
（
そ
の

よ
う
な
評
価
は
勿
論
十
八
世
紀
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
一
筋
の
潮
流
と
し
て
続
い
て
い
る
が
）、
そ
の
強
い
感
情
と

そ
れ
を
生
み
出
し
た
何
も
の
か
、
い
わ
く
い
い
が
た
い
何
も
の
か
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
こ
う
書
い
て
い
る
（14）
。「
マ
イ
ヤ
ー
ベ
ー
ア
の
い
う
よ
う
に
、

地
方
色
は
、
風
俗
や
衣
裳
の
正
確
な
観
察
で
は
な
く
、
い
わ
く
い
い
が
た
い
も
の je-ne-sais-

quoi 

（
そ
れ
が
何
か
を
私
が
知
ら
な
い
な
い
も
の
） 

に
関
わ
っ
て
い
る
。」
作
品
の
表
面
を
作
る
細
部
で

は
な
く
、
作
品
の
背
後
に
あ
る
独
特
の
感
情
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

異
国
の
風
物
が
芸
術
で
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
た
し
か
に
作
品
の
部
分
を
飾
る
道
具
立

て
と
し
て
用
い
ら
れ
た
り
、
新
奇
さ
を
ほ
の
め
か
す
キ
ャ
ッ
チ
・
コ
ピ
ー
と
し
て
の
役
割
も

あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
特
に
十
九
世
紀
以
降
、
ど
こ
か
の
土
地
が
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に

は
、
そ
の
こ
と
が
作
品
経
験
を
裏
打
ち
す
る
強
い
感
覚
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
理
由
が
あ

っ
た
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
章
　
他
者
の
扮
装

異
国
趣
味
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
扮
装
が
あ
る
こ
と
は
先
に
少
し
触
れ
た
。
実
際
、
ト
ル

コ
風
の
衣
裳
で
パ
ー
テ
ィ
を
開
く
、
ト
ル
コ
人
に
扮
し
て
絵
の
モ
デ
ル
に
な
る
、
と
い
う
こ

と
は
流
行
し
て
い
た
（
図
版
２
）。
こ
う
し
た
扮
装
は
、
勿
論
、
す
っ
か
り
何
か
別
の
人
間
に
な

り
す
ま
す
よ
う
な
変
装
で
も
偽
装
で
も
な
い
。
そ
れ
は
本
人
が
透
け
て
見
え
る
仮
装
で
あ
り
、

自
他
共
に
そ
の
装
い
が
一
時
的
で
、
本
当
の
姿
を
す
り
替
え
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
扮
装
に
遊
戯
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
演
劇
で
も
扮
装
は
多

用
さ
れ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
で
は
常
套
手
段
と
い
っ
て
も
よ
い
。『
十
二
夜
』（
一
六
〇
二
年
頃

初
演
）
で
も
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』（
一
五
九
八
年
頃
初
演
）
で
も
男
女
の
入
れ
替
わ
り
や
別
人
へ
の

な
り
す
ま
し
は
筋
書
き
の
要
で
あ
る
。

後
者
で
は
、
登
場
人
物
の
ひ
と
り
ポ
ー
シ
ャ
は
夫
で
あ
る
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
や
他
の
皆
を
欺

い
て
裁
判
官
の
役
を
務
め
る
が
、
観
衆
は
、
こ
の
役
柄
の
入
れ
替
え
を
そ
れ
と
知
り
な
が
ら
、

舞
台
の
進
行
を
楽
し
む
。
バ
ッ
サ
ー
ニ
オ
そ
の
ひ
と
の
主
観
だ
け
に
観
衆
が
同
一
化
し
て
は

面
白
く
な
い
。
ま
た
単
に
人
違
い
を
錯
誤
と
し
て
客
観
視
さ
せ
て
も
興
ざ
め
で
あ
る
。
バ
ッ

サ
ー
ニ
オ
が
妻
を
法
律
家
と
信
じ
こ
ん
た
た
め
の
困
惑
を
わ
か
り
つ
つ
も
、
そ
の
顛
末
を
離

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
眺
め
る
と
い
う
、
観
衆
の
視
線
の
二
重
性
を
顕
著
に
際
立
た
せ
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
こ
そ
、
す
り
替
わ
り
が
効
果
的
な
の
で
あ
る
。

実
は
、
劇
中
の
役
柄
の
上
で
の
扮
装
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
、
演
じ
る
と
い
う
行
為
だ

い
た
（11）
。
勿
論
、
ど
の
よ
う
な
異
国
で
も
良
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
（
十
九
世
紀

後
半
な
ら
と
も
か
く
）
当
時
あ
ま
り
に
も
遠
い
ジ
ャ
ワ
と
か
日
本
は
『
後
宮
か
ら
の
誘
拐
』
の
舞
台

と
し
て
は
使
え
る
場
所
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
十
八
世
紀
末
、
身
近
で
そ
の
異
国
的
な
特
徴

が
お
お
む
ね
共
有
さ
れ
て
い
る
ト
ル
コ
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
紋
切
り
型
の
役
に
立
っ
た

の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
他
の
土
地
、
他
の
時
代
で
も
良
く
認
め
ら
れ
る
。
一
九
〇
〇

年
前
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
日
本
と
い
え
ば
新
し
い
意
匠
の
源
泉
と
し
て
眺
め
ら
れ
た
よ
う
に
、

ま
た
逆
に
二
十
世
紀
の
日
本
で
は
長
ら
く
パ
リ
と
い
え
ば
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
文
化
の
発
信
地

と
し
て
通
用
し
た
よ
う
に
、
特
定
の
土
地
の
名
前
が
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
で
、
新
奇
な
体
験
の

期
待
値
は
高
ま
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
異
国
を
舞
台
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
が
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
ど
こ
か
の
土
地
と
芸
術
表
現
と
が
結
び
つ
く
こ

と
が
、
真
正
さ
の
感
覚
を
担
保
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
視
覚
的
な
再
現
描
写
を
行
う

舞
台
芸
術
や
絵
画
が
何
ら
か
の
場
所
を
題
材
と
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
洋

で
は
長
ら
く
そ
の
場
所
は
古
典
古
代
の
物
語
の
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
や
が
て
文
化
の
古

典
的
規
範
が
絶
対
で
は
な
く
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や
民
族
の
様
式
が
意
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
芸
術
の
表
現
す
る
も
の
と
土
地
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
な
っ
て
く
る
。
と
り
わ

け
十
八
世
紀
以
降
に
は
ロ
マ
ン
主
義
と
と
も
に
、
芸
術
と
土
地
と
の
結
び
つ
き
は
一
層
強
く

な
る
。
土
地
の
雰
囲
気
や
住
民
の
暮
ら
し
を
芸
術
作
品
が
良
く
代
表
す
る
と
い
う
考
え
、
そ

し
て
逆
に
、
芸
術
作
品
は
本
来
そ
の
生
ま
れ
た
場
所
に
あ
っ
て
こ
そ
良
く
受
容
で
き
る
、
と

い
う
考
え
を
代
表
す
る
の
が
、
カ
ト
ル
メ
ー
ル
・
ド
・
カ
ン
シ
で
あ
ろ
う
（12）
。
芸
術
作
品
が
ど

こ
か
の
場
所
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
と
っ
て
つ
け
た
装
飾
と
い
う
こ
と
に
限
ら
な
い
（
そ
れ
だ

け
の
も
の
も
確
か
に
あ
る
が
）。
む
し
ろ
、
作
品
が
ど
こ
か
の
場
所
と
絆
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
経
験
に
場
所
の
経
験
を
重
ね
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

十
九
世
紀
に
は
土
地
の
色
（
ロ
ー
カ
ル
・
カ
ラ
ー
）couleur locale 

と
い
う
語
が
流
行
り
、
小

説
、
絵
画
、
舞
台
、
器
楽
曲
で
も
、
土
地
の
名
を
冠
し
た
作
品
が
多
数
作
ら
れ
る
（13）
。
勿
論
、

こ
れ
は
単
に
作
品
が
土
地
の
風
習
を
忠
実
に
再
現
し
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま

ら
な
い
。
作
品
の
本
質
と
し
て
、
あ
る
土
地
に
関
わ
る
独
特
の
感
情
を
伝
え
る
も
の
で
も
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
個
別
的
な
感
情
を
盛
り
込
む
こ
と
は
、
作
品
に
普
遍
的
な
規
則
に
適
う
美

を
求
め
る
こ
と
と
は
違
う
。
地
方
色
の
流
行
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
心
性

で
あ
る
。
も
は
や
芸
術
作
品
は
、
文
学
で
あ
れ
ば
そ
の
語
り
口
や
構
成
、
絵
画
で
あ
れ
ば
デ
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る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
性
的
関
心
を
持
っ
た
視
線
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
劇
中

の
異
性
装
で
あ
る
。

異
性
装
は
芸
術
上
の
表
現
で
は
な
く
、
日
常
の
世
界
に
も
見
ら
れ
て
き
た
。
生
物
学
的
な

性
と
性
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
乖
離
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
距
離
を
克
服
し
よ
う
と
す

る
欲
求
も
生
ま
れ
て
く
る
。「
異
性
装
」 Transvestitism

us

の
語
を
作
っ
た
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル

ト
に
よ
れ
ば
、
女
性
の
男
装
や
男
性
の
女
装
は
同
性
愛
の
あ
ら
わ
れ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

そ
れ
は
他
人
に
対
し
て
性
的
な
関
係
を
持
つ
た
め
（
た
と
え
ば
男
性
が
男
性
に
惹
か
れ
る
か
ら
女
装
す

る
）
と
い
う
よ
り
、
よ
り
自
分
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
た
め
（
男
性
が
女
性
で

あ
ろ
う
と
す
る
か
ら
女
装
す
る
）
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
す

る
た
め
の
手
段
や
程
度
に
も
差
が
あ
る
（16）
。
西
洋
で
は
宗
教
的
な
禁
止
事
項
で
も
あ
っ
た
だ

け
に
、
幼
少
期
の
そ
れ
を
除
く
と
、
異
様
な
も
の
、
不
気
味
な
も
の
と
し
て
、
強
い
忌
避
感

と
同
時
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
眺
め
ら
れ
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
う
し
た
排
除
の
視
線
や
社

会
的
な
制
裁
も
も
の
と
せ
ず
、
異
性
装
が
歴
史
的
に
連
綿
と
続
い
て
き
た
の
は
、
そ
れ
だ
け

個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
社
会
的
な
要
請
に
は
収
ま
ら
ず
、
切
迫
し
た
表
現
を
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
近
代
的
自
我

と
か
社
会
的
人
格
な
ど
よ
り
も
、
性
的
な
も
の
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
こ
そ
、
容
易
に
馴
致

で
き
な
い
何
か
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
自
分
の
」
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
っ
て
も
一
筋
縄
で
い
か
な
い
の
が
人
間
で
あ
る
。
ゴ

フ
マ
ン
が
指
摘
す
る
（17）
ま
で
も
な
く
、
我
々
は
社
会
的
な
関
係
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
担

う
役
割
を
演
じ
て
お
り
、
そ
の
役
割
は
相
手
や
局
面
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
会
社
や
家
族
の
一

員
と
い
っ
た
、
社
会
的
な
個
人
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
文
化
的
に

規
定
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
男
女
と
い
う
性
別
も
、
社
会
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
コ
ー
ド
に

従
う
。
と
こ
ろ
が
、
文
化
的
に
構
成
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
い
だ
だ
け
を
生
き
て

ゆ
く
な
ら
、
あ
る
意
味
で
楽
な
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
実
世
間
で
は
、
身
体
的
な
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
、
す
な
わ
ち
容
姿
や
体
型
、
身
体
能
力
や
持
病
の
程
度
な
ど
、
社
会
の
要
請
す
る

役
割
に
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
、
思
う
に
任
せ
な
い
部
分
が
結
構
幅
を
利
か
せ
て
い
る
。
そ

の
な
か
に
あ
っ
て
、
性
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
文
化
が
一
般
化
し
て
規
定
す
る
性
別
（
ジ

ェ
ン
ダ
ー
）
か
ら
は
み
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
異
性
装
は
そ
の
両
者
の
ず
れ
の
表
現
で
あ
る
が
、

こ
の
性
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ず
れ
は
、
社
会
生
活
上
は
あ
ま
り
表
面
に
あ
ら
わ
れ
な

い
。
そ
れ
は
抑
圧
さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
の
た
め
で
も
あ
る
し
、
ま
た
自
分
自
身
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
認
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
社
会
的
な
ア
ピ
ー
ル
の
目
的
で
も
な

け
で
も
す
で
に
扮
装
で
あ
る
。
演
技
を
見
る
観
衆
に
と
っ
て
は
、
劇
中
で
な
り
す
ま
し
の
ト

リ
ッ
ク
が
演
じ
ら
れ
る
と
き
に
か
ぎ
ら
ず
、
す
で
に
演
じ
る
役
者
と
演
じ
ら
れ
る
役
柄
と
の

二
重
性
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
お
か
げ
で
、
生
身
の
役
者
も
台
本
上
の
役
柄
も
共
に
消

え
て
、
か
わ
り
に
演
劇
的
な
経
験
を
も
た
ら
す
、
演
者
で
あ
り
か
つ
同
時
に
観
者
で
も
あ
る

よ
う
な
存
在
が
出
現
す
る
と
い
っ
て
良
い
。
も
っ
と
も
場
合
に
よ
っ
て
は
、
劇
の
進
行
よ
り

も
何
よ
り
も
、
贔
屓
の
役
者
の
姿
を
眺
め
る
、
あ
る
い
は
役
者
の
声
を
聴
く
、
と
い
う
こ
と

も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
も
演
じ
て
い
る
限
り
で
の
役
者
な
の
で
あ
っ
て
、
ご
近

所
の
知
り
合
い
と
し
て
役
者
そ
の
人
を
見
か
け
る
の
と
は
か
な
り
違
う
。
扮
装
す
る
、
人
間

の
生
活
は
直
接
に
生
き
る
だ
け
で
は
決
し
て
そ
れ
を
見
つ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

演
技
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
を
二
重
化
し
、
ま
た
距
離
を
確
保
し
、
見
え
な
か
っ

た
生
の
あ
り
さ
ま
を
見
つ
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
で
の
扮
装
は
単
に
役
柄
の
な
り
す
ま
し
で
は
な
い
。
ポ

ー
シ
ャ
の
姿
は
法
学
博
士
の
装
い
と
と
も
に
男
装
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
観
衆
は
本
当

は
ポ
ー
シ
ャ
が
女
性
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
法
律
家
（
男
性
）
の
審
判
に
喝
采
を
送
る
の

で
あ
る
。
性
差
の
意
識
は
男
装
の
ポ
ー
シ
ャ
へ
の
視
線
を
さ
ら
に
釘
付
け
に
し
た
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
や
や
こ
し
い
こ
と
に
、
周
知
の
と
お
り
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
時
代
、
女
性
役
は
少

年
が
演
じ
た
。
女
装
す
る
少
年
が
、
さ
ら
に
男
性
の
扮
装
を
す
る
、
と
い
う
二
重
の
異
性
装

が
そ
こ
に
は
あ
る
。
そ
こ
に
は
性
的
な
関
心
が
舞
台
上
の
少
年
の
姿
に
も
向
か
う
（15）
。
ち
な
み

に
歌
舞
伎
で
も
男
性
が
女
性
を
演
じ
る
し
、
ま
た
さ
ら
に
『
青
砥
稿
花
紅
彩
画
』（
一
八
六
二
年

初
演
）
の
弁
天
小
僧
菊
之
助
の
よ
う
に
、
舞
台
上
で
の
性
表
現
の
転
換
が
見
物
の
も
の
も
あ
る
。

オ
ペ
ラ
で
も
異
性
装
は
珍
し
く
は
な
い
。
そ
の
な
か
で
も
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
『
フ
ィ
ガ
ロ

の
結
婚
』（
一
七
八
八
年
初
演
）
や
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
『
薔
薇
の
騎
士
』（
一
九
一
一
年

初
演
）
で
の
よ
う
に
、
女
性
歌
手
が
男
性
を
演
じ
て
し
か
も
劇
中
で
女
装
す
る
場
合
に
は
、
先

の
ポ
ー
シ
ャ
と
逆
方
向
の
二
重
の
異
性
装
と
な
る
。
ポ
ー
シ
ャ
は
男
性
が
女
性
を
演
じ
、
そ

し
て
そ
の
同
じ
女
性
が
男
性
を
演
じ
る
の
に
対
し
、
ケ
ル
ビ
ー
ノ
や
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ア
ン
は
女

性
か
ら
男
性
そ
し
て
さ
ら
に
女
性
へ
と
性
別
が
移
り
変
わ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ら
の
移
り
変

わ
り
に
よ
っ
て
、
性
別
へ
の
注
視
は
重
な
り
あ
い
、
強
ま
り
こ
そ
す
れ
、
曖
昧
に
な
っ
た
り
、

希
薄
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
勿
論
、
舞
台
の
外
で
の
俳
優
と
観
衆
と
の
性
的
な
関
係
と
舞
台

の
上
で
見
ら
れ
る
演
技
す
る
俳
優
と
観
衆
と
の
関
係
を
同
一
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
舞
台
上
で
も
生
身
の
身
体
に
向
け
ら
れ
る
視
線
は
決
し
て
性
的
な
関
心
を
排
除

し
な
い
し
、
ま
た
劇
の
進
行
に
つ
い
て
の
審
美
的
な
関
心
と
は
別
物
で
は
あ
れ
、
共
存
で
き



53

研究論文［異国趣味、異性装、作品経験］上村 博

京都造形芸術大学 紀要［GENESIS］第22号

会
で
異
性
装
者
や
異
国
人
に
向
け
ら
れ
る
偏
見
や
欲
望
の
視
線
で
あ
れ
ば
、
そ
の
反
照
と
し

て
、
他
者
な
ら
ぬ
自
分
の
像
を
確
認
さ
せ
、
安
堵
さ
せ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
他

方
で
、
芸
術
作
品
を
見
つ
め
る
私
は
、
た
だ
他
者
と
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
私
を
確
認
す

る
だ
け
で
は
な
い
。
作
品
に
描
か
れ
る
他
者
の
像
は
、
異
質
な
像
で
あ
り
つ
つ
、
他
者
に
す

り
か
わ
っ
た
私
の
像
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ア
メ
リ
カ
人
の
観
衆
に
と
っ
て
『
蝶
々
夫

人
』
の
主
役
は
ア
メ
リ
カ
人
士
官
で
は
な
く
、
そ
の
現
地
妻
な
の
で
あ
る
。
作
品
は
ひ
た
む

き
に
生
き
ざ
る
を
得
な
い
自
分
の
生
を
抽
象
し
、
対
象
化
し
、
知
覚
の
上
で
経
験
可
能
な
も

の
と
す
る
が
、
そ
れ
は
自
分
を
異
化
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
自
分
自
身
を
眺
め
る
た
め
に
は
、

鏡
の
な
か
の
自
分
と
、
そ
れ
を
外
か
ら
眺
め
る
も
う
ひ
と
り
の
自
分
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
鏡
と
し
て
便
利
な
装
置
が
、
自
他
の
身
体
性
へ
の
強
い
興
味
を
そ
そ
る
、
異
国
や
異

性
の
装
い
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ド
レ
ス
コ
ー
ド
を
は
じ
め
と
す
る
文
化
的
コ
ー
ド
が
恣
意

的
で
人
為
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
暴
く
だ
け
で
は
な
い
。
コ
ー
ド
の
向
こ
う

側
に
生
（
な
ま
）
の
何
者
か
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
特
殊
な
コ
ー
ド
で
あ
る
。

最
後
に
、
こ
う
し
た
身
体
性
へ
の
関
心
が
、
実
在
や
真
正
な
現
実
へ
の
欲
求
と
結
び
つ
い
て

い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
芸
術
に
お
い
て
常
に
続
い
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
カ

ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』（
一
七
九
〇
年
）
の
な
か
で
、
感
動
と
審
美
的
な
判
断
と
を
区
別
し
た

（
二
二
三
節
）。
彼
に
よ
れ
ば
、
美
し
い
と
い
う
判
断
は
、
あ
く
ま
で
も
知
覚
さ
れ
た
対
象
が
ど

の
よ
う
な
形
を
も
っ
て
い
る
の
か
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
も
の
そ
の
も
の
の
性
質
に
は

か
か
わ
ら
な
い
。
し
か
し
感
動
は
、
対
象
の
形
式
を
審
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
と
い
う
よ
り
、
も
っ
と
直
接
に
人
間
と
も
の
と
の
関
係
が
作
り
出
す
。
舞
台
上
の
作
品
が

つ
ま
ら
な
く
て
も
、
ス
タ
ー
俳
優
が
目
の
前
に
い
る
こ
と
へ
の
聴
衆
全
員
の
興
奮
や
熱
狂
が

あ
れ
ば
そ
れ
に
感
化
さ
れ
る
。
絵
画
を
注
意
深
く
み
つ
め
な
く
て
も
、
高
名
な
作
家
の
話
題

作
で
あ
れ
ば
容
易
に
心
動
か
さ
れ
る
。
誰
も
が
信
じ
る
本
物
に
触
れ
る
こ
と
が
大
事
な
の
で

あ
る
。
芸
術
作
品
を
そ
の
表
面
的
形
式
の
み
で
判
断
す
る
こ
と
は
、
実
は
難
し
い
。
カ
ン
ト

の
議
論
が
十
八
世
紀
末
に
出
て
、
ま
た
そ
れ
が
近
代
の
美
術
や
美
術
批
評
の
流
れ
に
沿
う
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
歴
史
的
に
は
そ
の
後
に
力
を
ふ
る
っ
て
き
た
の
は
芸
術
作
品
に
感

動
を
求
め
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
傾
向
で
あ
る
。
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
、

あ
る
程
度
、
作
品
へ
の
審
美
的
な
態
度
が
巻
き
返
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
錯
覚
で

あ
ろ
う
。
十
九
世
紀
も
今
も
、
作
品
を
形
式
と
し
て
眺
め
る
こ
と
は
面
倒
で
あ
り
、
も
っ
と

興
奮
し
た
い
、
も
っ
と
共
感
し
た
い
、
と
い
う
、
い
わ
ば
見
世
物
的
な
イ
ヴ
ェ
ン
ト
へ
の
期

待
が
優
勢
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
が
美
と
区
別
す
る
魅
力
や
感
動
は
、
と
り
わ
け
身

け
れ
ば
、
不
特
定
多
数
に
知
ら
れ
る
必
要
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
こ
と
さ

ら
に
表
現
さ
れ
る
と
き
が
あ
る
。
そ
れ
が
扮
装
と
し
て
の
異
性
装
で
あ
る
。
異
性
装
の
人
物

は
、
そ
の
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
見
定
め
ら
れ
る
よ
り
も
先
に
、
ま
ず
性
的
な
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
。

日
本
の
中
世
芸
能
の
異
性
装
に
つ
い
て
論
じ
た
辻
浩
和
氏
に
よ
る
と
、
白
拍
子
や
さ
ら
に

は
貴
族
に
仕
え
る
女
房
た
ち
が
「
不
完
全
な
男
装
」
を
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し

て
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
女
性
性
の
役
割
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
い
う
よ
り
、
一
種

の
「
趣
向
」
と
し
て
、
性
的
な
視
線
を
一
身
に
受
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
（18）
。
芸
能
者

と
し
て
男
装
す
る
女
性
へ
の
性
的
関
心
や
、
貴
族
の
邸
宅
で
は
た
ら
く
女
性
へ
の
（
い
ま
な
ら

セ
ク
ハ
ラ
的
な
）
趣
向
は
、
芸
術
作
品
の
な
か
で
異
性
装
が
利
用
す
る
効
果
と
同
様
で
あ
る
。
実

社
会
で
の
異
性
装
が
社
会
的
に
振
る
舞
う
人
格
の
背
後
の
何
者
か
へ
の
注
意
を
喚
起
す
る
よ

う
に
、
作
品
の
な
か
で
の
異
性
装
も
、
役
柄
に
応
じ
た
演
技
の
背
後
に
あ
る
、
性
的
な
存
在

を
強
く
印
象
づ
け
る
。

ひ
と
り
の
人
物
が
た
だ
そ
の
同
一
性
を
保
持
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
そ
の
外
面
や
内
面
が

多
層
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
は
気
づ
か
な
い
。
演
劇
に
お
け
る
役
柄
間
の
な
り
す
ま
し
、
も

う
少
し
広
く
言
え
ば
、
人
に
見
せ
る
た
め
の
仮
装
一
般
は
、
装
い
が
そ
も
そ
も
見
ら
れ
る
も

の
と
し
て
の
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
ま
た
、
そ
の
装
い
の
下
に
あ
る
何
者

か
の
存
在
を
あ
ら
た
め
て
意
識
さ
せ
る
。
意
図
的
な
、
眺
め
ら
れ
る
た
め
の
扮
装
の
持
つ
こ

う
し
た
効
果
は
、
異
性
装
に
お
い
て
は
、
さ
ら
な
る
効
果
を
発
揮
す
る
。
異
性
装
に
よ
っ
て
、

そ
こ
に
性
的
な
関
心
が
絡
む
な
ら
、
装
わ
れ
た
外
見
と
そ
れ
を
装
う
何
者
か
の
関
係
は
、
た

だ
筋
書
き
の
巧
み
さ
に
よ
っ
て
役
柄
が
交
換
さ
れ
る
と
い
う
以
上
に
、
演
じ
手
へ
の
注
視
を

い
や
増
し
に
す
る
だ
ろ
う
。

む
す
び
　
一
ポ
ン
ド
の
肉

芸
術
に
お
け
る
異
国
趣
味
や
異
性
装
は
、
い
か
に
も
表
面
的
で
一
時
的
な
装
い
に
見
え
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
が
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
で
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
き
た
の
は
、
や
は
り
そ

れ
な
り
に
強
い
効
果
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
見
か
け
で
あ
り
つ
つ
、
見
か
け
の
背

後
に
あ
る
も
の
へ
の
情
動
的
な
接
触
を
促
そ
う
と
す
る
。
両
者
は
、
異
国
や
異
性
に
か
か
わ

る
も
の
で
あ
っ
て
も
、「
異
な
る
こ
と
」
は
決
し
て
観
衆
の
自
己
と
無
縁
の
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
い
ず
れ
も
他
者
と
の
接
触
に
よ
っ
て
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
あ
ら
た
め
て

振
り
返
ら
せ
る
。
そ
う
す
る
ま
で
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
社
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こ
の
な
か
に
は
勿
論
、
植
民
地
主
義
が
も
た
ら
し
た
情
報
や
刺
激
に
応
じ
た
作
品
も
含

ま
れ
る
し
、
そ
こ
に
植
民
地
に
対
す
る
偏
見
や
思
惑
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
み

よ
う
が
な
い
し
、
芸
術
や
芸
術
家
の
政
治
的
中
立
性
を
主
張
し
て
弁
護
し
て
も
仕
方
が

な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
芸
術
や
芸
術
家
は
、
芸
術
的
効
果
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
努

力
に
お
い
て
は
た
し
か
に
政
治
と
は
切
り
離
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
時
に
芸
術

も
芸
術
家
も
実
社
会
の
存
在
で
あ
り
、
社
会
の
な
か
で
特
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る

と
い
う
点
で
、
政
治
的
、
倫
理
的
な
問
題
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し

体
や
身
体
の
演
ず
る
ド
ラ
マ
に
よ
っ
て
掻
き
立
て
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
セ
ン
セ

ー
シ
ョ
ナ
ル
で
セ
ン
シ
ュ
ア
ル
な
興
奮
と
審
美
的
態
度
は
共
存
可
能
で
あ
る
し
、
実
際
、
両

者
を
巧
み
に
あ
し
ら
っ
た
傑
作
は
多
い
。
先
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
舞
台
は
勿
論
、
今
日
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
写
真
、
動
画
で
も
、
身
体
を
メ
デ
ィ
ウ
ム
と
す
る
芸
術
の
多
く
は
、
な

ん
ら
か
の
し
か
た
で
身
体
へ
の
情
動
的
な
関
心
を
利
用
す
る
。
扇
情
的
な
手
段
を
意
図
す
る

点
で
は
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
と
も
共
通
す
る
（
勿
論
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
貶
め
た
い
わ
け
で
は
な
い
）。

本
稿
の
話
題
に
し
た
異
国
趣
味
や
異
性
装
を
用
い
た
作
品
も
、
身
体
や
身
体
の
根
ざ
す
土

地
へ
の
関
心
を
武
器
に
し
て
い
る
。
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
実
在
す
る
何
も
の
か
へ
の
信

念
で
あ
る
。
見
た
こ
と
も
な
い
不
思
議
な
異
国
や
、
い
か
に
も
取
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
異
性

の
装
い
は
、
た
だ
気
ま
ぐ
れ
が
生
み
出
し
た
虚
構
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
虚

構
を
虚
構
と
認
め
つ
つ
も
、
同
時
に
現
実
以
上
の
何
か
も
存
在
す
る
の
で
は
、
と
い
う
期
待

を
持
た
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
何
ら
か
の
実
在
へ
の
信
念
、
あ
る
い
は
そ
の
よ

う
な
実
在
が
あ
る
こ
と
へ
の
願
い
が
作
り
出
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
願
い
に
と
っ

て
、
身
体
や
土
地
と
い
う
、
文
化
的
コ
ー
ド
に
縛
ら
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
か
ら
す
り
抜
け
る
何

か
を
も
っ
て
い
る
、
い
か
に
も
現
実
ら
し
い
存
在
は
、
真
正
さ
を
担
保
す
る
貴
重
な
拠
り
所

で
あ
る
。
芸
術
を
は
じ
め
、
文
化
の
約
束
事
は
実
は
非
常
に
鞏
固
な
の
だ
が
、
芸
術
は
、
み

ず
か
ら
に
ま
と
わ
り
つ
い
た
文
化
的
コ
ー
ド
の
慣
習
的
な
使
用
法
を
す
り
抜
け
て
、
他
者
に

す
り
か
わ
る
こ
と
で
生
き
る
経
験
を
知
覚
可
能
に
し
て
く
れ
る
。
純
粋
器
楽
や
抽
象
絵
画
は

そ
の
端
的
な
表
現
媒
体
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
に
は
慣
れ
が
要
る
。
む
し
ろ
、
作
品
と
し

て
何
者
か
の
身
体
や
身
体
の
活
動
す
る
場
所
が
描
か
れ
た
ら
、
よ
り
容
易
に
他
者
と
の
接
触

の
感
覚
が
促
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
作
ら
れ
た
表
面
上
の
知
覚
の
戯
れ
で
は
な
く
、
も
っ
と
直
接

に
生
の
感
動
が
ほ
し
い
。
紋
切
り
型
は
そ
の
た
め
の
方
便
で
あ
る
。
紋
切
り
型
そ
の
も
の
が

平
板
だ
と
い
っ
て
、
そ
の
意
味
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
よ
り
本
当
の
何
か
、

よ
り
真
正
な
存
在
へ
と
橋
渡
し
を
し
て
く
れ
る
も
の
な
の
だ
か
ら
。
異
国
や
異
性
の
表
現
も

お
約
束
通
り
の
通
用
手
形
だ
が
、
そ
れ
は
身
体
へ
の
関
心
に
よ
っ
て
裏
書
き
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
恰
度
、『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
で
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
ア
ン
ト
ー
ニ
オ
の
胸
の
肉
を
担

保
と
し
た
よ
う
に
、
た
だ
の
決
ま
り
事
で
は
な
く
、
重
さ
を
持
っ
た
生
の
人
肉
が
大
切
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
た
だ
芸
術
の
通
に
か
わ
っ
て
無
知
な
大
衆
が
芸
術
を
受
容
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
か
、
純
粋
で
高
踏
的
な
芸
術
と
娯
楽
と
の
違
い
と
い
う
こ
と
で
片
付
け
ら
れ
る
問
題

で
は
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
の
価
値
が
ど
の
よ
う
に
「
存
在
」
す
る
の
か
と
い
う
、
よ
り
広

い
問
題
に
か
か
わ
る
が
、
本
稿
で
は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
現
れ
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
。
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他
方
で
、
植
民
地
主
義
の
時
代
の
作
品
は
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異
国
趣
味
の
効
果
を
目
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た
膨
大
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作

品
群
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部
の
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し
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。
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図版1　C. Yarnall Abbott, Frontspiece for: John Luther 
Long, Madame Butterfly, Boston and New York: Grosset 
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Edward Said, in his text Orientalism, defines the term as a 
Western cultural tendency to identify unfamiliar motifs and 
subjects as inherently ‘oriental.’ This definition, however, is 
inaccurate. A naive representation of the exotic in art may 
have its root in biases held about the modern Occidental men, 
however, Orientalist gazes are not unilateral, and there must 
be multiple interferences between representations of oneself 
and otherness. Common Orientalist clichés, such as turbans, 
kimonos, or pentatonic scales are undoubtedly superficial 
images. Nonetheless, we cannot recognize the otherness of 
another culture without some intermediate images which re-
flect upon our own. Clichés are not solely inherently shallow, 
but they can function as helpful starting points from which 
we can change or deepen our initial concept of the other into 
a more authentic and accurate understanding. 

In artistic expression, where we confront an artificially 
constructed world, why do clichés necessarily represent an 
object or concept somewhere in the real world? Is there any 
merit for art to use stereotypical images of the other? One 
answer to this question is that clichés are useful as a prom-
ise of novelty within an artwork. They serve as eye-catching 
shorthand that we can expect a stimulating experience from 
a work of art. However, there may be another answer: ex-
otic clichés guarantee the existence of real, authentic life to 
be experienced elsewhere in the world. An artistic image 
may be superficial, even fake, but, a reference to a real place 
vouches for its reality. The romantic attachment to one’s na-
tion of origin may serve in turn as an instrument to stimulate 
one’s interest in another land, where an exotic but authentic 
experience could give them an alternative to their alienated 

ordinary life.
Among the many expressions of exoticism, even more than 

stage decoration or architectural interiors, it is the human 
figure transformed into another appearance that impresses a 
viewer the most. For example, in Europe, a disguise or cos-
tume depicting a character from the Orient was very fashion-
able in the 18th Century. Theatre and lyrical works in the 
19th Century also often staged exotic characters. Theatre 
performances have, of course, some caricatures of indigenous 
people, but very often their protagonists bring the audience 
to identify themselves with foreign characters and to experi-
ence empathy with an alternative life. The stage represents 
another self, an ambiguous but intensified self-conscience. It 
is also the reason why cross-dressing is so often performed 
in the theatrical arts. A human figure in the costume of an-
other gender intrigues the audience with its apparent sexual 
ambiguity.

Exoticism and cross-dressing have a dual effect: they are 
in themselves a technique for transforming reality to art; but 
when they are used in art, they recursively endorse other re-
alities via representation.

UEMURA Hiroshi

Exoticism, Cross-dressing, Artistic Experience


