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郷
土
を
描
く
　
― 

二
十
世
紀
初
頭
の
月
並
み
な
地
方
色
に
つ
い
て 

―

上
村 

博

緒
十
九
世
紀
を
通
じ
、
文
学
、
上
演
芸
術
、
造
形
芸
術
で
好
ん
で
求
め
ら
れ
た
「
地
方
色
」

は
、
欧
米
の
植
民
地
主
義
や
交
易
の
拡
大
、
さ
ら
に
は
度
重
な
る
博
覧
会
の
開
催
に
よ
っ
て
、

文
学
的
な
ト
ポ
ス
に
と
ど
ま
ら
ず
、
造
形
芸
術
や
舞
台
芸
術
で
も
、
視
覚
的
・
聴
覚
的
な
像

と
し
て
世
界
各
地
の
紋
切
り
型
を
広
め
て
い
っ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
依
然
と
し
て
空
想
的

で
偏
見
に
満
ち
た
も
の
も
あ
る
が
、
非
欧
米
諸
国
で
の
教
養
層
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
紋

切
り
型
の
像
に
対
す
る
反
応
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
大
き
く
か
か
わ
っ

て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、「
郷
土
」
の
風
景
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ

た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
主
に
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
の
絵
画
の
例

を
挙
げ
な
が
ら
、
対
外
的
な
視
線
の
作
り
出
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
像
、
と
り
わ
け
西
欧

的
な
描
法
で
作
ら
れ
た
土
地
の
像
が
、
い
か
に
し
て
非
西
欧
世
界
で
、
な
か
ん
づ
く
東
ア
ジ

ア
で
受
容
さ
れ
た
の
か
を
辿
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
画
像
が
土
地
の
意
識
と
ど
の
よ
う
な
関

係
を
持
っ
た
の
か
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、
す
で
に
東
ア
ジ
ア
美
術
で
の
「
地
方
色
」「
郷
土
色
」「
ロ

ー
カ
ル
カ
ラ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
数
々
の
充
実
し
た
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
日
本
の

植
民
地
文
教
政
策
と
あ
わ
せ
て
、
朝
鮮
半
島
や
台
湾
で
の
芸
術
制
作
で
「
地
方
色
」
が
求
め

ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
宰
氏
が
金
英
那
氏
や
林
曼
麗
氏
を
引
き
つ
つ
ま
と
め
る

よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
大
き
く
ふ
た
つ
の
側
面
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

中
央
と
周
辺
と
い
う
構
図
の
な
か
で
前
近
代
的
な
風
景
が
期
待
さ
れ
た
と
い
う
面
と
、
植
民

地
政
策
下
の
制
約
の
も
と
に
あ
り
つ
つ
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
模
索
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
と
い
う
面
で
あ
る
（1）
。

勿
論
、
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
も
つ
ぶ
さ
に
明
か
に
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
そ
こ
に
は
地

域
や
作
家
ご
と
に
個
別
の
事
情
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
な
立
場
や
職
業
的
な
理
由
な

ど
が
重
な
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
表
現
方
法
が
選
択
さ
れ
た

の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
西
洋
的
な
風
景
表
現
の
受
容
に
関
し
て
は
、
西
洋

と
非
西
洋
と
い
う
関
係
性
か
ら
考
察
を
行
う
ほ
か
に
、
そ
も
そ
も
風
景
表
現
が
西
洋
内
部
で

も
有
し
て
い
た
特
殊
事
情
を
勘
案
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
風
景
を
描
く

と
い
う
こ
と
は
、
長
ら
く
物
語
絵
を
旨
と
し
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
史
の
な
か
に
あ
っ

て
、
特
有
の
近
代
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
近
代
的
な
都
市
か
ら
み
た
前
近

代
的
な
自
然
、
と
い
う
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
ま
な
ざ
し
と
も
決
し
て
完
全
に
は
重
な
ら
な

い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
風
景
の
描
写
に
は
、
土
地
の
姿
が
描
か
れ
る
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
と
国
民
や
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
く
意
識
さ
せ
る
が
、
そ

れ
は
芸
術
的
表
現
と
い
う
媒
体
の
不
透
明
性
、
な
い
し
多
義
性
を
含
ん
で
し
ま
う
も
の
で
は

な
い
か
。
言
い
換
え
る
と
、
ど
ん
な
に
月
並
み
な
風
景
の
常
套
的
表
現
で
あ
っ
て
も
、
風
景

を
描
写
す
る
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
に
、
地
政
学
的
な
権
力
構
造
の
作
る
視
線
を
単
純
に
は

受
容
さ
せ
な
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
目
の
前
の
風
景
を
絵
に
描
く
と
い

う
、
い
か
に
も
近
代
的
な
芸
術
的
営
み
は
、
た
し
か
に
一
方
で
は
近
代
の
作
り
出
し
た
産
物

と
し
て
、
近
代
的
な
諸
制
度
の
な
か
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
か
っ
て
い
る
が
、
他
方
で
は
、
そ
の

制
度
そ
の
も
の
を
相
対
化
し
、
さ
ら
に
は
批
判
す
る
契
機
も
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
本
稿
は
、
日
本
を
は
じ
め
、
東
ア
ジ
ア
の
風
景
描
写
の
な
か
に
、

オ
リ
エ
ン
タ
ル
な
視
線
へ
の
迎
合
と
反
発
と
い
う
図
式
に
加
え
て
、
自
然
描
写
の
紋
切
り
型

の
成
立
、
そ
し
て
西
洋
的
な
風
景
と
の
接
触
に
よ
る
そ
の
変
化
の
意
味
を
考
察
し
た
い
。
ひ

と
つ
の
文
化
的
な
現
象
に
同
時
代
の
社
会
の
反
映
な
い
し
徴
候
を
読
み
解
く
と
い
う
よ
り
も
、

そ
の
文
化
的
現
象
の
発
生
が
社
会
に
ど
う
作
用
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。

そ
の
た
め
、
ま
ず
自
然
の
風
景
を
描
く
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
近
代
性
を
持
っ
て

い
る
の
か
を
確
認
す
る
。
つ
い
で
、
自
然
描
写
の
紋
切
り
型
、
と
り
わ
け
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク

な
画
像
の
定
型
が
西
洋
と
東
ア
ジ
ア
と
で
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
特
性
が
あ
り
、
前
者
が
ど

う
後
者
に
移
入
さ
れ
た
の
か
を
考
察
し
よ
う
。
最
後
に
、
そ
の
上
で
二
十
世
紀
前
半
に
見
ら

れ
た
風
景
表
現
の
月
並
み
な
性
格
の
意
義
を
明
か
に
し
た
い
。

一
　
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
い
う
近
代
的
装
置

自
分
の
見
た
風
景
を
描
く
、
と
い
う
こ
と
が
、
昔
か
ら
当
た
り
前
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た

わ
け
で
は
な
い
。
風
景
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
そ
の
も
の
の
成
立
が
遅
か
っ
た
西
洋
で
は
勿
論

の
こ
と
、
山
水
を
描
く
伝
統
が
古
く
か
ら
あ
っ
た
東
ア
ジ
ア
で
も
、
そ
の
描
く
対
象
の
多
く

は
日
常
の
風
景
で
は
な
か
っ
た
。
抽
象
化
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
理
想
化
さ
れ
た
山
岳
で
あ
っ
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わ
ば
理
念
化
し
て
描
い
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
画
像
は
、
同
時
に
稠
密
に
筆
を
重
ね
る
皴

法
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
存
在
感
の
あ
る
山
容
を
眼
前
に
実
現
し
て
い
る
。
し
か
し
も
う
ひ

と
つ
の
意
味
で
現
実
を
作
り
出
し
て
も
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
作
り
出
し
た
像
が
範
例
と
な

っ
て
、
そ
の
後
の
山
な
り
自
然
な
り
の
見
せ
方
、
ま
た
見
え
方
を
規
制
す
る
と
い
う
意
味
に

お
い
て
で
あ
る
。

山
水
画
（
に
限
ら
ず
、
絵
画
）
の
す
べ
て
が
自
覚
的
に
新
た
な
知
覚
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
な
い
。
既
成
の
描
法
や
類
型
を
踏
襲
し
て
、
山
水
を
そ
れ
ら
し
く
描
く
と
い
う
も

の
も
多
い
。
一
旦
で
き
あ
が
っ
た
範
例
に
似
た
世
界
を
作
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
然
を
よ
く
見

て
よ
く
描
く
よ
り
も
、
い
わ
ば
描
画
の
文
法
を
身
に
つ
け
る
方
が
手
っ
取
り
早
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
反
復
さ
れ
、
再
生
産
さ
れ
る
い
か
に
も
山
水
画
ら
し
い
画
像
は
、
山
水

画
の
慣
習
的
ア
イ
コ
ン
と
し
て
、
そ
れ
を
見
る
者
を
山
水
画
的
な
世
界
へ
と
容
易
に
誘
導
し

て
く
れ
る
。
個
々
に
描
か
れ
た
山
水
の
質
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
審
美
的
評
価
と

は
別
に
、
凡
庸
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
山
水
一
般
と
い
う
範
疇
に
招
き
入
れ
る
こ

と
は
で
き
る
。
こ
う
し
た
月
並
み
な
画
像
の
力
は
侮
れ
な
い
。
月
並
み
で
類
型
化
さ
れ
た
風

景
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
、
お
の
ず
と
観
照
的
な
態
度
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
は
、
一
枚
一
枚
の
画
幅
を
超
え
て
、
風
景
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
自
明
の
も
の

と
認
知
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
態
度
で
接
す
る
か
が
社
会
的
な
習
慣
と
し
て
確

立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
個
々
の
画
面
の
描
き
出
す
空
間
の
質
は
と
も
か
く
も
、
習
慣
に

棹
さ
し
て
既
定
の
知
覚
の
モ
ー
ド
に
入
る
た
め
に
は
、
習
慣
の
期
待
を
裏
切
ら
な
い
月
並
み

さ
が
必
要
で
あ
る
。
な
る
べ
く
凡
庸
た
れ
、
と
い
う
こ
と
で
な
い
と
し
て
も
、
あ
る
部
分
凡

庸
さ
、
月
並
み
さ
が
な
く
て
は
、
折
角
培
わ
れ
た
審
美
的
態
度
が
ス
ム
ー
ス
に
促
さ
れ
な
い
。

同
様
の
は
た
ら
き
は
、
画
面
の
外
で
、
装
潢
や
額
縁
や
美
術
館
も
行
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
慣

習
的
な
描
写
法
も
、
審
美
的
に
観
照
さ
れ
る
対
象
と
い
う
類
を
認
知
さ
せ
て
く
れ
る
目
印
で

あ
る
。

と
り
わ
け
日
本
の
装
飾
的
な
風
景
の
描
法
は
、
個
人
の
特
異
な
知
覚
を
誇
張
し
な
い
だ
け

に
、
観
照
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
空
間
を
わ
か
り
や
す
く
呈
示
し
て
く
れ
る
。
た
と
え

ば
数
々
の
《
春
日
曼
荼
羅
図
》
に
見
ら
れ
る
風
景
は
、
特
別
に
聖
な
る
空
間
を
描
い
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
聖
な
る
空
間
は
、
日
常
的
な
世
界
と
ご
く
自
然
に
接
続
し
て
お
り
、

穏
や
か
な
奈
良
の
山
野
が
表
現
さ
れ
る
。
霊
場
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
顕
わ

に
す
る
の
は
異
世
界
と
い
う
よ
り
、
す
で
に
親
し
め
る
自
然
の
描
き
方
を
援
用
し
た
風
景
で

あ
る
。
勿
論
、
そ
れ
を
眺
め
る
態
度
を
芸
術
作
品
に
対
す
る
よ
う
な
美
的
鑑
賞
と
決
め
つ
け

た
り
、
特
定
の
霊
場
や
名
勝
地
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
象
徴
的
な
場
所

の
記
号
と
し
て
で
も
、
す
で
に
そ
れ
を
見
る
こ
と
で
、
目
の
前
に
な
い
場
所
を
想
起
す
る
こ

と
が
で
き
る
。「
い
ま
・
こ
こ
」
を
ひ
た
む
き
に
生
き
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、「
い
つ
か
・

ど
こ
か
」
の
場
所
の
領
域
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
言
語
の
力
だ
し
、
生
き
ら
れ

る
空
間
を
一
旦
差
し
置
い
て
、
他
の
代
替
空
間
を
前
に
す
る
と
い
う
想
像
力
の
は
た
ら
き
と

言
っ
て
も
良
い
。
し
か
し
、
た
だ
概
念
的
に
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
以
上
に
、
何
ら
か
の
空

間
が
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
我
々
自
身
の
生
き
て
行
為
す
る
空
間
が
変
化
し
、
拡
張
す
る
。

そ
し
て
そ
こ
に
お
め
で
た
い
日
月
山
水
の
図
様
で
あ
っ
た
り
、
蓬
莱
山
の
画
像
で
あ
っ
た
り
、

世
界
や
異
世
界
の
像
を
見
る
こ
と
で
、
そ
も
そ
も
う
す
ぼ
ん
や
り
し
た
こ
の
世
の
姿
を
何
と

か
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
言
葉
以
上
に
余
分
な
意
味
を
持
っ
た
像
が
描
か
れ
る
こ
と
で
、

世
界
像
が
具
体
性
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
風
景
を
写
す
こ
と
が
、
た
だ
象
徴
的
な
室
内
空
間
を
飾
る
た
め
で
は
な

く
、
そ
こ
に
ま
と
ま
っ
た
ひ
と
つ
の
空
間
構
成
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
な
っ
た
瞬
間
、
自
然
を

描
く
と
い
う
行
為
が
新
た
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
空
間
を

意
図
し
て
制
作
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
、
自
然
は
も
は
や
描
か
れ
る
対
象
と
し

て
だ
け
で
な
く
、
描
き
出
さ
れ
、
作
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。
唐
の
張
彦
遠
が
「
山
水
の
変
」

と
呼
ぶ
（『
歴
代
名
画
記
』
巻
一
「 

論
画
山
水
樹
石
」）
山
水
画
の
革
新
も
、
意
識
的
に
対
象
を
描
く
と

い
う
新
し
い
態
度
を
指
し
て
い
よ
う
。
自
分
の
生
活
空
間
と
は
別
の
場
所
に
、
別
の
尺
度
で
、

空
間
を
意
図
的
に
作
り
出
す
と
い
う
行
為
は
、
不
断
に
生
き
て
い
る
環
境
の
代
替
と
な
る
も

の
を
新
た
に
構
想
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
山
水
画
は
単
な
る
形
似
を
旨

と
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
気
を
写
す
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
全
く
の
空
想
の
産
物
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
山
水
画
は
そ
の
名
の
通

り
、
山
岳
風
景
や
湖
、
河
川
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
張
彦
遠
の
伝
え
る
と
こ
ろ
を

信
じ
る
な
ら
、
呉
道
玄
が
蜀
を
旅
し
、
そ
の
地
の
壮
大
な
風
景
を
実
見
す
る
こ
と
で
着
想
し

得
た
も
の
で
あ
る
。
遡
っ
て
、『
画
山
水
序
』（
五
世
紀
）
を
著
し
た
宗
炳
の
逸
話
で
も
、
自
分
の

ア
ト
リ
エ
に
籠
も
っ
て
山
水
を
描
け
な
く
な
っ
た
宗
炳
は
、
実
際
に
山
に
分
け
入
る
こ
と
で
、

そ
の
景
を
良
く
写
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
描
く
と
い
う
行
為
が
、
た
だ
個
人

の
内
面
を
反
映
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
描
写
対
象
と
接
触
し
、
交
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
現
実
を
産
出
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
の
現
実
は
、
一
義
的
に

は
、
画
像
と
し
て
出
現
し
た
現
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
范
寛
の
《
谿
山
行
旅
図
》（
十
一
世
紀
）

も
ど
こ
か
特
定
の
山
を
写
生
し
た
と
い
う
よ
り
、
深
い
山
間
の
隘
路
と
聳
え
立
つ
巨
峰
を
い
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眺
め
る
と
い
う
形
で
そ
れ
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
と
す
る
（2）
。
し
か
し
、

そ
れ
は
近
代
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
近
代
以
前
で
あ
っ
て
も
、
個
の
意
識
と
自
然
の

芸
術
化
は
す
で
に
あ
っ
た
し
、
と
り
わ
け
文
学
で
は
そ
う
で
あ
る
。
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
歌

う
牧
人
た
ち
、
陶
淵
明
の
眺
め
や
る
山
は
、
都
会
で
の
慌
た
だ
し
い
生
活
か
ら
距
離
を
置
き
、

風
景
を
対
象
化
す
る
。「
心
地
良
い
場
所
」locus am

oenus 

の
伝
統
は
古
い
。
そ
れ
は
自
然

を
素
材
と
す
る
庭
園
に
も
似
て
、
囲
わ
れ
、
閉
ざ
さ
れ
た
庭 hortus conclusus 

で
あ
り
、
楽

し
ま
れ
る
庭 hortus deliciarum

 

で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
東
西
問
わ
ず
、
そ
の
姿
勢
を
わ
か

り
や
す
く
表
現
す
る
絵
画
的
な
手
段
と
し
て
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
構
図
が
あ
っ
た
、
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
風
景
の
審
美
的
な
見
方
は
近
代
の
産
物
で
あ
る
、
と
い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も

審
美
的
な
見
方
の
な
か
に
近
代
性
が
内
在
し
て
い
る
。

旅
行
や
、
そ
れ
と
と
も
に
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
も
の
の
見
方
の
流
行
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
郊

外
や
西
湖
周
辺
と
い
っ
た
特
権
的
な
訪
問
地
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
地
方
」
も
描
か

れ
る
対
象
と
な
る
。
一
七
七
〇
年
、
ワ
イ
川
の
流
域
を
ス
ケ
ッ
チ
旅
行
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ギ
ル
ピ
ン
は
、
ま
さ
に
古
代
地
中
海
世
界
に
劣
ら
ず
見
事
な
（
つ
ま
り
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
）
場
所

が
ブ
リ
テ
ン
島
に
も
あ
る
こ
と
を
例
証
し
た
。
ギ
ル
ピ
ン
は
、
そ
の
同
じ
年
に
や
は
り
ワ
イ

川
流
域
を
ボ
ー
ト
で
下
っ
た
古
典
学
者
で
詩
人
の
ト
マ
ス
・
グ
レ
イ
の
手
紙
を
引
い
て
い
る
（3）
。

「
そ
の
川
岸
は
名
も
な
い
美
し
さ
を
次
々
に
現
し
ま
す
。
数
多
く
あ
る
う
ち
の
ひ
と
つ
は
、
ホ

エ
イ
ト
リ
ー
氏
も
そ
の
造
園
論
の
な
か
で
、
ニ
ュ
ー
・
ワ
イ
ア
ー
と
い
う
名
で
記
し
て
い
る

場
所
で
、
彼
の
〔「
偉
大
で
恐
ろ
し
い
」（4）
岩
が
ち
な
風
景
の
〕
記
述
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で

は
な
い
で
し
ょ
う
。
彼
は
他
に
ふ
た
つ
、
テ
ィ
ン
タ
ー
ン
・
ア
ベ
イ
と
パ
ー
ス
フ
ィ
ー
ル
ド

に
も
触
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
有
名
な
風
景
で
、
い
ず
れ
も
ワ
イ
川
沿
い
に
あ
り
ま
す
。

モ
ン
マ
ス
は
、
聞
い
た
こ
と
の
な
い
町
で
す
が
、
同
じ
川
の
谷
間
に
あ
り
、
私
の
目
を
喜
ば

せ
る
、
快
適
な
場
所
で
す
。」（
一
七
七
〇
年
八
月
二
十
四
日
付
）
ち
な
み
に
こ
の
グ
レ
イ
こ
そ
は
ギ
ル

ピ
ン
に
よ
り
「
誰
よ
り
も
偉
大
な
自
然
の
賛
美
者
」
と
呼
ば
れ
、
い
ち
は
や
く
イ
ギ
リ
ス
の

風
景
を
発
見
し
た
人
物
だ
が
、
彼
も
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
知
識
人
の
例
に
漏
れ
ず
、
若
い
頃

に
イ
タ
リ
ア
へ
の
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
を
行
い
、
そ
こ
で
ク
ロ
ー
ド
的
な
風
景
を
堪
能
し
て

い
た
。

そ
し
て
同
じ
頃
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
旅
」
と
銘
打
っ
た
旅
行
案

内
が
続
々
と
出
版
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
も
ロ
ー
マ
や
ナ
ポ
リ
と
い
っ
た
特
別
な
訪
問
先
だ
け

で
な
く
、「
古
い
フ
ラ
ン
ス
へ
の
」
旅
（5）
な
ど
、
こ
こ
で
も
古
典
の
舞
台
以
外
の
場
所
が
と
り

る
こ
と
は
危
う
い
が
、
超
越
的
な
存
在
を
到
達
困
難
な
も
の
と
描
く
と
い
う
よ
り
、
自
然
に

対
す
る
審
美
的
な
視
線
を
そ
の
ま
ま
延
長
し
て
形
而
上
の
霊
性
を
感
じ
と
る
よ
う
な
、
感
覚

的
で
馴
染
み
や
す
い
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
温
雅
な
画
様
は
名
所
を
描
く
際
は
な
お
の

こ
と
適
当
で
あ
る
。

他
方
で
、
西
洋
で
も
風
景
表
現
は
類
型
を
作
り
出
す
。
風
景
画
の
嚆
矢
は
、
や
は
り
オ
ラ

ン
ダ
の
画
家
た
ち
の
描
く
自
然
の
風
景
や
都
市
景
観
で
あ
ろ
う
。
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
の
絵
画

の
背
景
に
細
密
な
都
市
景
観
が
描
か
れ
た
十
五
世
紀
以
降
、
次
第
に
宗
教
的
な
主
題
よ
り
も

風
景
の
占
め
る
ウ
ェ
イ
ト
が
増
し
て
ゆ
く
。
や
が
て
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
、
自
然
は
眺
め
ら

れ
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
さ
ら
に
は
視
覚
的
な
楽
し
み
と
し
て
、
関
心
を
そ
そ
る
よ
う
な
場

所
が
探
さ
れ
、
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
今
に
至
る
ま
で
根
強
く
踏
襲
さ
れ
る
画
像

の
典
型
と
し
て
出
来
上
が
っ
た
の
は
、
十
七
世
紀
（
理
論
化
は
十
八
世
紀
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
代
、

実
際
の
風
景
を
わ
ざ
わ
ざ
風
景
画
の
よ
う
に
眺
め
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
い
か
に

も
風
景
画
ら
し
く
自
然
を
表
現
す
る
型
が
で
き
あ
が
る
と
も
に
、
自
然
の
中
に
ピ
ク
チ
ャ
レ

ス
ク
な
（
ピ
ト
レ
ス
ク
な
、
絵
画
的
な
）
風
景
が
求
め
ら
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ピ
ク
チ
ャ

レ
ス
ク
は
イ
タ
リ
ア
で
活
躍
し
た
ク
ロ
ー
ド
・
ロ
ラ
ン
（
一
六
〇
〇
〜
八
二
年
）
の
絵
画
が
そ
の
典

型
と
な
る
。
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
は
描
か
れ
る
題
材
が
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

ア
ル
プ
ス
の
急
峻
、
時
代
の
色
を
帯
び
た
石
橋
、
半
ば
朽
ち
か
け
た
建
造
物
な
ど
、
い
か
に

も
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
の
旅
人
た
ち
が
好
ん
で
探
し
た
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
は
、
描
か
れ
る
と

そ
の
ま
ま
絵
に
な
る
、
つ
ま
り
風
景
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
。
他
方
で
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
は

画
題
と
い
う
よ
り
も
、
空
間
の
捉
え
方
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
、
ク
ロ

ー
ド
の
風
景
は
、
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
古
代
廃
墟
や
太
陽
の
描
き
込
み
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

何
よ
り
も
そ
の
構
図
が
「
眺
望
と
し
て
の
」
自
然
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
中

央
部
に
大
き
く
開
け
ら
れ
た
空
隙
と
、
そ
れ
を
包
み
込
む
よ
う
な
両
側
の
樹
木
は
、
い
わ
ば

画
面
と
い
う
フ
レ
ー
ム
の
な
か
に
、
も
う
ひ
と
つ
フ
レ
ー
ム
を
形
作
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と

で
、
絵
を
見
る
者
は
、
個
々
の
モ
チ
ー
フ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
空
間
全
体
の
奥
行
き
と
拡
が

り
を
見
る
よ
う
促
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
画
像
は
十
七
世
紀
以
降
、
版
画

や
写
真
と
い
っ
た
複
製
技
術
に
よ
っ
て
、
な
お
の
こ
と
大
量
に
流
布
す
る
こ
と
に
な
る
。
自

然
を
そ
の
中
で
活
動
が
行
わ
れ
る
空
間
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
前
に
立
っ
て
眺
め
る
空
間

と
見
な
す
見
方
は
、
総
じ
て
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
は
、
風
景
に
つ
い
て
、
自
然
か
ら
乖
離
し
、
個
を
意

識
し
た
近
代
人
が
、
自
然
と
の
一
体
感
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
、
た
だ
し
自
然
を
切
り
取
り
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緒
に
な
っ
て
、
舞
台
作
品
や
絵
画
で
数
々
の
土
地
の
風
物
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
代
表
的
な
ひ
と
り
、
プ
ロ
ス
ペ
ル
・
メ
リ
メ
は
、
一
方
で
月
並
み
な
地
方
色
の
流

行
に
、「
地
方
色
と
は
何
の
こ
と
や
ら
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
」（『
コ
ロ
ン
バ
』
一
八
四
〇
年
）
と
辟
易

し
な
が
ら
も
、
オ
ペ
ラ
『
カ
ル
メ
ン
』
の
原
作
も
含
め
数
々
の
地
方
色
豊
か
な
小
説
を
書
い

た
。こ

の
メ
リ
メ
は
小
説
家
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
歴
史
記
念
物
監
察
官 Inspecteur général 

des m
onum

ents historiques 

と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
各
地
に
残
る
文
化
遺
産
を
保
護
す
る
役
職

を
精
力
的
に
務
め
た
。
そ
の
こ
と
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
地
方
色
の
称
揚
は
地
域
の
歴
史

を
評
価
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
国
民
国
家
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や

ロ
ー
カ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
結
び
つ
く
も
の
で
も
あ
る
。「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
「
ロ
ー

カ
ル
」
と
が
相
容
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
よ
り

広
い
集
団
と
の
関
係
で
生
ま
れ
る
た
め
、
ロ
ー
カ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
よ
り
広
い
ロ

ー
カ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
入
れ
子
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
さ
ら
に
は
諸
国
民
の
作
る
世
界
）
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
地
方

色
の
表
現
の
両
義
性
（
月
並
み
な
表
現
と
斬
新
な
表
現
）
が
政
治
的
な
両
義
性
に
も
対
応
す
る
こ
と
が

わ
か
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
地
方
色
は
、
一
方
で
は
国
民
国
家
の
一
構
成
要
素
を
な
す
簡
便

な
記
号
と
な
る
し
、
他
方
で
は
全
体
の
中
で
他
と
は
異
質
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
す

る
も
の
と
も
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
地
方
色
の
探
求
は
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
結
び

つ
く
の
で
あ
っ
て
、
全
体
の
構
図
の
中
に
帰
順
す
る
凡
庸
な
紋
切
り
型
の
採
用
に
も
、
あ
る

い
は
そ
れ
に
対
す
る
批
判
的
な
意
識
の
表
現
に
も
な
る
。「
地
方
」
は
ど
う
し
て
も
、
そ
れ
が

所
属
す
る
「
中
央
」
の
視
線
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
そ
の
「
中
央
」
を
ど
こ
に
求
め

る
か
で
、
表
現
の
仕
方
が
自
ず
と
条
件
付
け
ら
れ
る
。
絵
画
の
領
域
で
は
、
東
京
や
パ
リ
の

中
央
画
壇
を
意
識
す
る
な
ら
、
自
然
と
西
洋
の
美
術
制
度
の
画
法
に
即
し
つ
つ
、
そ
の
な
か

で
個
性
的
な
表
現
を
探
す
こ
と
に
な
る
。
地
方
色
を
強
調
す
る
植
民
地
の
絵
画
に
は
、
中
央

か
ら
の
ま
な
ざ
し
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
地
方
色
に
、
そ
の
時
代
の
、
そ

の
地
域
の
中
央
と
周
縁
と
の
力
関
係
を
見
て
取
る
の
は
容
易
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
を
見
る

の
は
一
方
的
に
過
ぎ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
東
ア
ジ
ア
で
国
民
国
家
の
体
裁
を
い
ち
は
や
く
整
え
よ
う
と
し
た
日
本
で
は
あ

る
が
、
そ
こ
で
の
地
方
色
の
受
容
に
は
、
西
洋
的
な
制
度
移
入
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
事
情

も
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
十
九
世
紀
後
半
よ
り
、
印
刷
物
、
油
絵
、
写
真

さ
ら
に
は
小
説
な
ど
、
西
洋
的
な
風
景
描
写
の
媒
体
が
普
通
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し

あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
土
地
へ
の
視
線
が
、
や
は
り

ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
い
う
、
風
景
の
紋
切
り
型
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
と
い
う

点
で
あ
る
。
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
は
特
定
の
時
代
、
特
定
の
地
域
に
限
定
さ
れ
た
様
式
で
も
な

け
れ
ば
、
文
化
史
的
な
流
行
で
も
な
い
。
そ
れ
は
ど
こ
で
も
機
能
で
き
る
芸
術
的
な
装
置
で

あ
り
、
風
景
と
い
う
審
美
的
な
自
然
の
見
方
を
喚
起
す
る
表
現
方
法
と
し
て
、
地
域
や
時
代

を
通
じ
て
伝
播
し
て
ゆ
く
。

こ
う
し
た
、
視
覚
的
な
習
慣
の
拡
が
り
は
、
い
か
に
も
紋
切
り
型
の
土
地
の
見
方
の
拡
が

り
な
の
で
あ
る
が
（
た
と
え
ば
ナ
ポ
リ
の
画
像
の
定
番
、
ナ
ポ
リ
湾
越
し
に
ヴ
ェ
ズ
ヴ
ィ
オ
山
を
遠
望
す
る
景
観

は
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
絵
画
か
ら
絵
葉
書
、
映
画
、
ア
ニ
メ
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
に
至
る
ま
で
踏
襲
さ
れ
る
）、
現

在
の
土
地
の
相
貌
を
味
わ
う
と
い
う
点
で
、
き
わ
め
て
個
人
的
な
知
覚
を
重
視
し
た
土
地
の

見
方
で
あ
る
。
勿
論
、
月
並
み
な
画
像
は
社
会
的
に
共
有
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き

る
が
、
そ
れ
が
普
遍
的
な
物
語
世
界
で
描
か
れ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
個
人
が
自
分
の
目

で
「
い
ま
、
こ
こ
」
で
確
認
で
き
る
、
と
い
う
点
が
肝
心
で
あ
る
。
こ
の
現
在
的
な
性
格
は

ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
近
代
性
で
も
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
故
に
こ
そ
、
古
典
的
な
美
意
識
に
替

え
て
、
土
地
の
清
新
な
色
、
地
方
色
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　
地
方
色
の
ア
ジ
ア
伝
播

「
地
方
色
」couleur locale 

は
も
と
も
と
絵
画
の
技
術
的
用
語
で
あ
る
。
画
面
の
中
で
物

体
の
帯
び
る
色
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
だ
っ
た
の
が
、
や
が
て
文
学
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
使
わ

れ
、
特
定
の
時
代
の
色 couleur du tem

ps 

と
並
ん
で
、
特
定
の
土
地
の
性
格
を
反
映
し
た

も
の
を
指
す
よ
う
に
な
る
（6）
。
お
よ
そ
一
八
〇
〇
年
前
後
に
は
、
旅
人
が
土
地
の
個
性
的
な

特
徴
を
そ
う
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
は
ア
テ
ネ
を
実
見
し
て
、

は
じ
め
て
そ
の
地
方
色
を
理
解
し
た
、
と
言
う
（7）
。「
地
方
色
」
は
、
十
九
世
紀
を
通
じ
て
曖

昧
に
用
い
ら
れ
、
曖
昧
な
ま
ま
旅
行
者
、
芸
術
家
、
鑑
賞
者
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
く
。
そ

の
な
か
で
平
板
で
因
習
的
な
土
地
の
描
写
と
い
う
意
味
合
い
も
持
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
し

か
し
他
方
で
、
そ
も
そ
も
個
人
の
現
実
の
知
覚
に
根
ざ
し
、
既
成
の
古
典
的
規
範
か
ら
外
れ

る
も
の
を
探
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
き
わ
め
て
近
代
的
で
、
ま
た
反
権
威
的
な
性
格
す
ら
帯
び

て
い
た
。
こ
の
「
地
方
色
」
の
両
義
的
な
は
た
ら
き
、
す
な
わ
ち
月
並
み
な
イ
メ
ー
ジ
の
固

定
化
と
、
個
的
な
現
実
感
覚
へ
の
注
視
と
い
う
ふ
た
つ
の
は
た
ら
き
は
、
そ
の
後
の
「
地
方

色
」
概
念
の
伝
播
を
考
え
る
上
で
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
十
九
世
紀
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
て
は
、
内
面
の
感
情
や
、
強
い
個
性
的
な
表
現
を
好
む
ロ
マ
ン
主
義
と
一
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味
で
は
、
西
洋
的
な
風
景
画
が
導
入
さ
れ
な
く
て
も
、
名
所
、
名
勝
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
拡
張

す
る
こ
と
で
、
そ
の
土
地
そ
の
土
地
の
特
徴
的
な
眺
め
を
享
受
す
る
と
い
う
こ
と
は
行
わ
れ

て
い
た
。

し
か
し
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
風
景
を
眺
め
て
喜
ぶ
と
い
う
こ
と
と
、
地
方
色
を
意
識
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
若
干
違
う
。
地
方
色
は
全
体
の
中
で
他
と
比
較
さ
れ
て
は
じ
め
て
強
く

意
識
さ
れ
る
。「
郷
土
」
や
「
地
方
」
が
特
に
意
味
を
持
つ
の
は
、
や
は
り
「
中
央
」
が
強
力

な
意
味
を
持
っ
て
き
た
あ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
中
央
」
と
は
、
も
は
や
紫
禁

城
や
京
都
御
所
で
は
な
い
。
西
欧
的
な
近
代
主
義
に
よ
り
、
先
進
的
な
中
心
部
分
と
従
属
的

な
周
縁
部
と
が
分
か
た
れ
、
序
列
化
さ
れ
る
。
そ
こ
で
中
心
部
に
加
わ
ろ
う
と
す
る
日
本
に

と
っ
て
は
東
京
が
、
東
ア
ジ
ア
で
は
東
京
や
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
や
パ
リ
が
近
代
性
の
中
央
と

な
る
。
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
大
き
な
世
界
史
の
中
で
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

そ
こ
で
は
、
ま
ず
ざ
っ
く
り
と
し
た
「
周
縁
」
と
し
て
の
植
民
地
の
色
合
い
が
施
さ
れ
た
の

ち
、
個
々
の
、
や
は
り
ざ
っ
く
り
と
し
た
土
地
ご
と
の
特
徴
を
示
す
記
号
が
付
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
絵
画
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
ま
た
、
十
九
世
紀

の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
精
緻
な
画
風
で
描
か
れ
た
の
は
、
普
遍
的
な
月

並
み
な
側
面
を
必
要
と
す
る
地
方
色
に
適
し
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
よ
う
に
、
二
十
世
紀
は
じ

め
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
や
ア
ー
ル
・
デ
コ
と
い
っ
た
国
際
的
な

ス
タ
イ
ル
に
、
地
方
風
味
を
加
え
て
出
来
上
が
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
も
、
ヴ
エ
ト
ナ
ム
で
も
、

二
十
世
紀
は
じ
め
の
モ
ダ
ン
な
画
風
で
土
地
の
風
物
が
描
か
れ
る
。
描
き
手
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
学
ん
だ
現
地
の
画
家
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
来
て
現
地
で
指
導
し

た
画
家
だ
っ
た
り
す
る
が
、「
美
術
」
と
い
う
近
代
的
制
度
を
共
通
言
語
と
し
て
、
そ
こ
に
現

地
の
語
彙
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
、
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
国
際
的
で
あ
れ
ば
「
美
術
」

は
「
商
業
美
術
」
で
も
同
様
で
、
船
会
社
の
観
光
ポ
ス
タ
ー
は
流
行
の
ス
タ
イ
ル
で
地
方
色

豊
か
な
自
然
（
そ
し
て
女
性
）
を
描
く
。
日
本
で
も
、
国
内
各
地
は
勿
論
の
こ
と
、
海
外
進
出
を

進
め
た
場
所
に
、
や
は
り
地
方
色
が
求
め
ら
れ
た
が
、
た
と
え
ば
朝
鮮
半
島
、
台
湾
、
満
州

へ
の
旅
行
案
内
を
飾
る
現
地
人
（
ら
し
き
）
女
性
像
が
、
き
わ
め
て
幾
何
学
的
か
つ
ス
タ
イ
リ

ッ
シ
ュ
に
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
の
も
、
国
際
的
な
表
現
手
法
と
地
域
的
な
主
題
の
組
み
合
わ

せ
の
例
で
あ
る
。

他
方
で
、
地
方
色
の
持
つ
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
わ
か
り
や
す
い
土
地
の
記
号

と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
具
体
的
な
土
地
の
知
覚
と
い
う
面
も
、
新
た
に
意
識
さ
れ
は
じ
め

た
。
つ
ま
り
、
す
で
に
日
本
に
生
ま
れ
て
い
た
芸
術
上
の
新
し
い
表
現
が
、
西
洋
的
な
「
地

か
し
、
た
と
え
ば
日
本
で
は
、
郷
土
を
描
く
行
為
が
、
明
治
維
新
の
よ
う
な
特
定
の
一
時
期

に
、
欧
米
の
文
化
の
導
入
と
と
も
に
突
然
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
夙
に
十
八
世
紀
末
か

ら
、
蘭
画
や
名
所
図
会
類
に
よ
る
具
体
的
な
土
地
の
景
観
描
写
は
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
な

か
で
詩
歌
で
伝
統
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
名
所
ば
か
り
で
は
な
く
、
卑
近
な
史
跡
や

景
勝
地
が
新
し
く
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
画
像
表
現
に
先
立
っ
て
、
俳
諧

と
い
う
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
は
風
景
に
向
け
ら
れ
る
個
人
的
な
感
性
を
大
い
に
開
発
し
た
。
そ

れ
な
り
に
現
実
的
で
具
体
的
な
土
地
の
描
写
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
屏
風
や

襖
絵
に
描
か
れ
る
よ
う
な
名
所
や
、
詩
画
軸
に
写
さ
れ
る
よ
う
な
深
山
幽
谷
や
湖
に
臨
む
楼

閣
な
ど
に
向
け
ら
れ
る
関
心
が
、
身
近
な
谷
川
や
生
活
空
間
に
も
差
し
向
け
ら
れ
る
。
室
町

時
代
の
五
山
の
イ
ン
テ
リ
た
ち
が
山
水
画
や
枯
山
水
を
眺
め
て
、
中
国
的
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク

を
京
都
で
も
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
に
、
風
景
の
紋
切
り
型
は
も
は
や
市
井
の
人
々
の
喜
び
と

な
っ
て
い
た
。

西
洋
的
な
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
の
接
点
と
も
言
え
る
、
透
視
図
法
的
な
遠
近
感
を
持
つ
画

像
は
、
す
で
に
十
八
世
紀
の
浮
絵
や
風
景
版
画
で
さ
ま
ざ
ま
に
作
ら
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け

風
景
版
画
と
し
て
名
高
い
広
重
の
「
東
海
道
五
十
三
次
」
も
、
北
斎
の
「
富
嶽
三
十
六
景
」

も
、
い
ず
れ
も
シ
リ
ー
ズ
名
の
数
字
が
示
す
と
お
り
、
複
数
の
景
観
を
こ
れ
で
も
か
と
い
わ

ん
ば
か
り
に
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
、
い
わ
ば
風
景
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ

れ
ら
は
、
土
地
を
眺
め
て
詩
文
の
世
界
の
記
憶
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
、
土
地
を

何
よ
り
も
視
覚
的
な
像
と
し
て
捉
え
、
さ
ら
に
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
遠
近
法
を
駆
使
し
て

人
の
目
を
驚
か
せ
た
。

勿
論
、
幕
末
以
降
の
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
、
新
し
い
生
活
様
式
は
、
土
地
の
捉
え
方
を
大
き

く
変
化
さ
せ
た
。
あ
る
い
は
そ
の
変
化
を
加
速
し
た
。
た
と
え
ば
、
写
真
術
は
、
み
や
げ
も

の
や
出
版
物
を
通
じ
て
多
く
の
土
地
の
画
像
を
流
布
さ
せ
た
し
、
さ
ら
に
は
プ
ロ
だ
け
で
な

く
ア
マ
チ
ュ
ア
写
真
家
た
ち
が
各
地
で
写
真
を
撮
影
す
る
に
至
っ
て
、
土
地
を
描
写
す
る
と

い
う
行
為
は
よ
り
普
通
の
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
さ
ら
に
鉄
道
は
人
々
の
移
動
を
格

段
に
便
利
に
し
、
眺
望
を
楽
し
む
人
口
は
い
や
増
し
に
増
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
質
的
な

風
景
受
容
の
断
絶
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
近
世
期
に
出
来
上
が
っ
た
類
型
の
さ

ら
な
る
完
成
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
明
治
の
末
か
ら
し
ば
し
ば
鉄
道
沿
線
の
旅
行
案
内
記
が
出

版
さ
れ
る
が
（8）
、
そ
の
記
述
は
名
所
図
会
の
そ
れ
を
色
濃
く
踏
襲
し
た
も
の
で
、
土
地
の
史

跡
や
寺
社
の
来
歴
、
ゆ
か
り
の
詩
文
な
ど
、
情
報
が
そ
の
ま
ま
重
な
る
こ
と
も
多
い
。
近
世

期
に
す
で
に
風
景
を
見
る
、
景
勝
地
を
訪
ね
る
と
い
う
楽
し
み
が
定
着
し
て
い
て
、
そ
の
意
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を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

月
並
み
な
地
方
色
が
非
西
洋
の
地
域
に
求
め
ら
れ
た
典
型
的
な
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
よ
う
。

フ
ラ
ン
ス
の
十
七
世
紀
以
来
の
植
民
地
、
グ
ア
ド
ル
ー
プ
で
活
躍
し
た
画
家
ジ
ェ
ル
メ
ヌ
・

カ
ッ
ス
（G

erm
aine C

asse 

一
八
八
一
〜
一
九
六
四
年
）
は
、
グ
ア
ド
ル
ー
プ
で
現
地
の
芸
術
振
興
に

尽
力
し
、「
ア
ン
テ
ィ
ー
ユ
諸
島
の
ヴ
ィ
ラ
・
メ
デ
ィ
シ
ス
」（
ヴ
ィ
ラ
・
メ
デ
ィ
シ
ス
は
フ
ラ
ン
ス
が

ロ
ー
マ
に
置
い
て
い
る
芸
術
家
の
研
究
拠
点
）
を
作
ろ
う
と
し
た
人
物
で
あ
る
（9）
。
彼
女
は
色
彩
豊
か
に

現
地
の
風
景
を
描
き
、
そ
れ
は
た
し
か
に
フ
ラ
ン
ス
本
土
と
は
違
う
カ
リ
ブ
海
の
島
の
色
彩

に
見
え
る
。
し
か
し
、
カ
ッ
ス
の
絵
画
は
一
九
四
〇
年
代
以
降
、
エ
メ
・
セ
ゼ
ー
ル
ら
現
地

の
知
識
人
た
ち
が
、
宗
主
国
の
価
値
観
を
投
影
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
熱
帯
植
民
地
像
を

批
判
し
た
の
ち
に
は
、
乗
り
越
え
る
べ
き
「
ド
ゥ
ド
ゥ
イ
ス
ム
」
と
し
て
見
な
さ
れ
て
し
ま

う
。
セ
ゼ
ー
ル
の
試
み
た
よ
う
に
現
地
の
自
然
を
研
究
し
、
土
地
の
実
際
に
即
し
た
芸
術
を
作

り
出
す
こ
と
に
比
べ
る
と
、
パ
リ
か
ら
見
た
現
地
の
土
俗
性
を
強
調
す
る
作
品
を
描
き
、
パ

リ
の
画
壇
の
ひ
な
形
を
カ
リ
ブ
の
島
々
に
も
作
ろ
う
と
努
力
し
、
カ
ッ
ス
の
活
動
は
古
い
植

民
地
的
な
考
え
に
囚
わ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
カ
ッ
ス
以
前
に
も
、
現

地
の
画
家
や
旅
す
る
画
家
が
ア
ン
テ
ィ
ー
ユ
の
風
景
を
描
い
た
だ
ろ
う
が
、
彼
女
が
は
じ
め

て
ア
ン
テ
ィ
ー
ユ
の
絵
画
を
そ
れ
と
し
て
パ
リ
で
認
知
さ
せ
た
。
グ
ア
ド
ル
ー
プ
で
ク
レ
オ

ー
ル
の
父
親
か
ら
生
ま
れ
た
カ
ッ
ス
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
奨
学
金
を
得
て
学
び
、
後
に
生
ま
れ

故
郷
で
ア
ン
テ
ィ
ー
ユ
の
展
覧
会
を
組
織
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
し
て
み
た
ら
、
恰
好
の

同
化
政
策
の
具
現
者
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
ロ
ゼ
ー
ル
氏
が
彼
女
の
絵
画
の
時
代
的

制
約
を
認
め
つ
つ
も
主
張
す
る
よ
う
に
、
彼
女
が
ア
ン
テ
ィ
ー
ユ
の
風
景
を
描
い
た
こ
と
は
、

同
地
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
寄
与
し
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。

東
ア
ジ
ア
で
も
、
同
じ
よ
う
に
時
代
的
な
（
つ
ま
り
植
民
地
同
化
政
策
の
枠
内
に
収
ま
っ
て
し
ま
う
）

活
動
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
現
地
な
ら
で
は
の
風
景
画
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
人
物
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
タ
ル
デ
ュ
ー
（V

ictor Tardieu, 

一
八
七
〇
〜
一
九
三
七
年
）、
台
湾
の
石
川
欽
一
郎
（
一
八
七
一
〜
一
九
四
五
年
）
で
あ
る
。
タ
ル
デ
ュ
ー

は
第
一
次
大
戦
の
前
線
で
絵
を
描
い
た
の
ち
、
仏
領
イ
ン
ド
シ
ナ
に
渡
り
、
そ
こ
で
絵
画
制

作
に
携
わ
る
が
、
と
り
わ
け
彼
の
名
前
は
ハ
ノ
イ
の
高
等
美
術
学
校
設
立
と
運
営
に
結
び
つ

け
ら
れ
る
（10）
。
タ
ル
デ
ュ
ー
は
勿
論
フ
ラ
ン
ス
の
「
美
術
」
を
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
移
植
し
よ
う

と
努
め
た
の
だ
が
、
彼
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
美
術
の
移
入
（
軽
微
な
作
品
の
搬
送
と
紹
介
）
と
異
な
り
、

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
独
自
の
媒
体
、
技
法
（
絹
、
漆
な
ど
）
も
尊
重
し
つ
つ
、
現
地
の
作
家
を
養
成
し
よ

方
色
」
と
し
て
認
識
、
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
そ
れ
は
文
学
上
の
傾
向
と
し
て
現
れ

た
。
島
崎
藤
村
が
信
州
の
風
景
を
描
写
す
る
の
に
先
立
っ
て
、
地
方
色
を
活
写
し
た
と
し
て

賞
讃
さ
れ
た
の
が
、
樋
口
一
葉
の
『
た
け
く
ら
べ
』
で
あ
る
。
森
鴎
外
が
「
個
人
的
特
色
あ

る
人
物
を
写
す
は
、
或
る
類
型
の
人
物
を
写
す
よ
り
難
く
、
或
る
境
遇
の M

ilieu 〔
＝
フ
ラ
ン

ス
語
、
た
だ
な
か
、
生
活
圏
〕
に
於
け
る
個
人
を
写
す
は
、
ひ
と
り
立
ち
て
特
色
あ
る
個
人

を
写
す
よ
り
更
に
難
し
。
た
け
競
べ
出
で
て
復
た
大
音
寺
前
無
し
と
も
い
ふ
べ
き
ま
で
、
彼

地
の
「
ロ
カ
ア
ル
、
コ
ロ
リ
ッ
ト
」〔
＝
ド
イ
ツ
語
の
「
地
方
色
」〕
を
描
写
し
て
何
の
窘
迫

せ
る
筆
痕
を
も
止
め
ざ
る
こ
の
作
者
は
、
ま
こ
と
に
獲
る
易
か
ら
ざ
る
才
女
な
る
か
な
」（「
三

人
冗
語
」
一
八
九
六
年
）
と
書
く
よ
う
に
、
理
念
的
な
範
型
を
描
く
の
で
も
な
く
、
ま
た
単
な
る

現
実
模
倣
で
も
な
い
、
新
し
い
芸
術
の
息
吹
と
し
て
、
地
方
色
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
地
政
学
的
な
力
関
係
の
画
像
上
へ
の
反
映
と
は
別
の
形
、
す
な
わ
ち
近
代
的
な
小
説
ジ
ャ

ン
ル
の
受
容
と
い
う
形
で
地
方
色
が
表
現
さ
れ
、
評
価
さ
れ
た
例
で
あ
る
。

三
　
避
け
が
た
い
パ
タ
ン
化

と
こ
ろ
で
、「
郷
土
」
の
風
景
と
地
方
色
豊
か
な
風
景
と
は
同
じ
も
の
だ
ろ
う
か
。「
郷
土
」

は
自
分
の
土
地
で
あ
り
、
旅
行
者
の
訪
問
先
で
は
な
い
。
し
か
し
、
地
方
色
が
中
央
か
ら
見

た
月
並
み
な
記
号
で
あ
っ
た
の
に
似
て
、「
郷
土
」
も
月
並
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
郷
土
を
離
れ

た
人
間
が
思
い
起
こ
す
も
の
で
あ
り
、
幼
少
期
の
風
景
で
あ
る
。
要
す
る
に
田
舎
の
身
の
回

り
の
風
景
で
あ
る
。
唱
歌
に
歌
わ
れ
る
「
う
さ
ぎ
追
い
し
彼
の
山
、
小
鮒
釣
り
し
彼
の
川
」

の
よ
う
に
、
水
清
く
、
山
青
い
、
穏
や
か
な
自
然
で
あ
る
。
地
方
色
を
求
め
る
旅
人
が
、
い

か
に
も
紋
切
り
型
の
土
俗
性
に
そ
そ
ら
れ
る
の
は
、
自
分
と
異
質
の
も
の
へ
の
距
離
感
の
故

で
あ
ろ
う
。
郷
土
の
風
景
も
、
い
ま
や
距
離
を
隔
て
て
想
起
さ
れ
る
、
緑
の
里
山
な
り
、
古

い
街
並
み
な
り
の
紋
切
り
型
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
。
小
野
竹
喬
の
そ
の
名
も
《
郷
土
風
景
》

（
一
九
一
七
年
）
は
、
西
洋
的
な
実
景
描
写
を
日
本
画
と
し
て
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
い
か
に
も

穏
や
か
な
風
景
に
、
笠
岡
出
身
者
な
ら
ず
と
も
郷
土
ら
し
い
思
い
を
抱
く
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
郷
土
色
、
地
方
色
を
そ
れ
と
知
ら
し
め
る
も
の
は
、
奇
抜
な
独
自
性
で
は
な
い
。
む

し
ろ
外
か
ら
眺
め
ら
れ
た
月
並
み
な
田
舎
風
景
に
、
土
地
固
有
の
モ
チ
ー
フ
を
盛
り
込
む
こ

と
で
、
自
分
に
と
っ
て
も
他
人
に
と
っ
て
も
わ
か
り
や
す
い
地
方
色
が
で
き
あ
が
る
。
自
分

の
土
地
へ
の
犀
利
な
観
察
眼
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
モ
ダ
ン
な
視
線
だ
ろ
う
が
、
た
と
え
月
並

み
な
地
方
色
で
あ
っ
て
も
、
す
で
に
そ
れ
は
近
代
的
な
個
の
意
識
が
あ
っ
て
の
も
の
で
、
パ

タ
ン
化
さ
れ
た
地
方
色
は
、
自
分
と
自
分
の
土
地
を
、
外
部
と
の
関
係
で
眺
め
さ
せ
る
こ
と
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テ
ィ
ニ
が
通
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
し
か
し
ま
た
彼
女
は
学
習
し
た
外
国
語
を

通
じ
て
ジ
ャ
ワ
の
現
実
を
見
つ
め
る
冷
静
な
批
判
的
視
点
を
手
に
入
れ
、
決
ま
り
文
句
で
描

か
れ
る
ジ
ャ
ワ
の
風
景
を
自
分
の
も
の
と
し
て
自
覚
す
る
。「
花
と
香
り
、
ガ
メ
ラ
ン
の
調
べ
、

郁
子
に
吹
き
わ
た
る
風
の
そ
よ
ぎ
、
ジ
ャ
ワ
鳩
の
鳴
き
声
、
稲
穂
の
津
波
、
米
臼
の
音
、
こ

れ
ら
に
触
れ
る
時
に
、
わ
た
し
ど
も
は
そ
の
ジ
ャ
ワ
の
血
を
感
ず
る
の
で
す
」（14）
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
の
ち
に
、
ス
ジ
ョ
ヨ
ノ
ら
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
画
家
協
会
（
プ
ル
サ
ギ
）

が
「
美
し
き
イ
ン
ド
」
の
絵
画
を
否
定
す
る
が
（15）
、
そ
れ
は
す
で
に
記
し
た
よ
う
な
他
の
地

域
で
の
動
向
と
併
行
す
る
。
し
か
し
、
ロ
ー
カ
ル
・
カ
ラ
ー
が
西
洋
的
な
（
そ
し
て
西
洋
に
倣
っ

た
）
ま
な
ざ
し
の
も
と
で
求
め
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
正
し
い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
替
え
て

グ
ロ
ー
バ
ル
な
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
を
目
指
す
の
は
、
や
は
り
西
洋
で
規
範
化
さ
れ
た
近
代
美

術
史
の
枠
内
に
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
勿
論
、
パ
タ
ン
化
さ
れ
た
地

方
色
で
は
な
く
、
パ
タ
ン
化
さ
れ
た
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
を
追
う
こ
と
は
、
二
十
世
紀
の
半
ば

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
時
代
的
な
意
義
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
あ
れ
ば
、
一
九
〇
〇

年
代
初
頭
に
月
並
み
な
地
方
色
を
進
ん
で
描
く
こ
と
に
も
、
時
代
的
な
意
義
は
あ
る
。

結
以
上
、「
地
方
色
」
な
い
し
「
ロ
ー
カ
ル
・
カ
ラ
ー
」
を
描
出
す
る
こ
と
が
、
決
し
て
「
西

洋
対
非
西
洋
」「
中
央
対
周
縁
」
と
い
う
構
図
に
収
ま
る
の
で
は
な
く
、
風
景
の
月
並
み
な
描

写
法
自
体
に
近
代
的
な
（
そ
れ
も
必
ず
し
も
西
洋
近
代
に
限
ら
な
い
）
現
実
を
対
象
化
す
る
と
い
う
性

格
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
よ
う
と
し
た
。
勿
論
、
地
政
学
的
な
権
力
構
造
の
作
る
視
線
の
存
在

を
否
定
す
る
意
図
は
な
い
。
た
だ
、
自
然
描
写
に
は
、
描
写
行
為
そ
の
も
の
が
持
つ
、
政
治

的
期
待
を
裏
切
る
雑
音
が
紛
れ
込
む
の
で
あ
る
。
地
方
色
を
描
く
こ
と
が
、
押
し
つ
け
ら
れ

た
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
従
順
な
受
容
な
の
か
、
あ
る
い
は
自
覚
的
な
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
獲
得
の
き
っ
か
け
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
両
面
が
あ
ろ
う
が
、
そ
の
両
面
に
は
、
文

化
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
巡
る
政
治
的
な
力
関
係
と
は
別
に
、
芸
術
的
営
為
そ
れ
自
体
の

持
つ
批
判
性
も
関
係
し
て
く
る
。
い
か
に
凡
庸
な
画
風
で
あ
ろ
う
と
、
い
か
に
月
並
み
な
言

い
回
し
で
あ
ろ
う
と
、
描
画
や
発
話
は
、
政
治
的
意
図
を
透
明
に
伝
え
る
ば
か
り
で
は
な
い

（
そ
も
そ
も
政
治
的
意
図
が
透
明
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
明
瞭
さ
が
あ
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
）。
そ
こ
に
は
画

法
や
話
法
の
理
屈
が
現
実
と
の
ズ
レ
を
持
っ
た
世
界
を
作
り
上
げ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
絵

空
事
に
は
絵
空
事
な
ら
で
は
の
機
能
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
勿
論
、
そ
の
政
治
的
意
図
が
反
植

民
地
主
義
で
あ
っ
て
、
西
洋
的
な
紋
切
り
型
に
抗
し
て
画
像
を
作
っ
た
と
し
て
も
、
同
じ
よ

う
と
し
た
。
第
二
次
大
戦
と
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
で
彼
の
学
校
教
育
は
途
絶
え
て
し
ま
う
も
の

の
、
や
は
り
自
覚
的
に
郷
土
を
描
く
人
材
を
育
て
た
功
績
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
西
洋
画
の
教

育
施
設
が
彼
我
の
風
景
を
比
べ
る
外
的
な
表
現
方
法
を
提
供
し
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
内
部
の
主
題

を
対
象
化
し
た
の
で
あ
る
。

タ
ル
デ
ュ
ー
の
活
動
は
台
湾
で
美
術
教
育
に
携
わ
っ
た
石
川
欽
一
郎
の
仕
事
に
も
近
い
。

石
川
は
台
湾
の
各
地
を
旅
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
仕
込
み
の
得
意
の
水
彩
画
で
台
湾
の
風
景
を
描

い
て
見
せ
た
。
石
川
は
風
景
写
生
に
つ
い
て
の
本
（『
写
生
新
説
』
一
九
一
四
年
）
も
著
し
て
い
る

が
、
き
わ
め
て
西
洋
美
術
史
的
な
教
科
書
で
あ
り
、
レ
ノ
ル
ズ
や
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
の
ス
タ
イ

ル
を
普
遍
的
な
も
の
と
認
め
て
か
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
そ
れ
を
台
湾

と
い
う
主
題
を
用
い
て
表
現
し
た
。
こ
れ
は
、
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
が
本
当
に
普
遍
的
か
ど
う
か

は
さ
て
お
き
、
や
は
り
外
的
な
表
現
方
法
と
内
的
な
主
題
と
の
組
み
合
わ
せ
を
実
現
し
た
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
当
時
、
日
本
の
帝
展
（
そ
れ
自
体
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ロ
ン
展
を
模
し
た
も
の
だ
が
）
に

倣
っ
た
台
湾
美
術
展
覧
会
（
一
九
二
七
〜
四
三
年
）
で
は
、
台
湾
独
自
の
地
方
色
を
描
き
出
す
こ

と
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
中
国
古
来
の
山
水
図
で
も
な
く
、
南
国
台
湾
の
色
彩
と
風

俗
を
盛
り
込
ん
だ
新
し
い
画
題
と
描
き
方
が
、
そ
の
後
の
台
湾
の
美
術
に
と
っ
て
重
要
と
思

わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
し
た
ロ
ー
カ
ル
・
カ
ラ
ー
の
要
請
が
、
中
央
に
対

す
る
地
方
と
い
う
構
図
、
す
な
わ
ち
進
ん
だ
宗
主
国
と
遅
れ
た
植
民
地
と
い
う
支
配
・
被
支

配
の
関
係
を
文
化
的
に
も
示
す
も
の
と
し
て
、
批
判
さ
れ
る
の
は
仕
方
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
（11）
。土

屋
健
治
氏
は
、
オ
ラ
ン
ダ
支
配
下
の
ジ
ャ
ワ
の
女
性
カ
ル
テ
ィ
ニ
に
つ
い
て
、
そ
の
描

画
の
意
味
を
論
じ
て
い
る
（12）
。
一
九
〇
四
年
に
二
十
代
半
ば
で
亡
く
な
っ
た
も
の
の
、
オ
ラ

ン
ダ
語
も
堪
能
な
知
的
な
カ
ル
テ
ィ
ニ
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
民
族
的
自
覚
の
先
駆
的
な
存

在
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
女
は
ジ
ャ
ワ
の
風
景
を
文
字
で
綴
り
、
い
く
つ
か
ス
ケ

ッ
チ
も
遺
し
て
い
る
。
当
時
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
風
景
は
、「
美
し
い
（
東
）
イ
ン
ド
」
と
し

て
、
亜
麻
色
の
光
に
満
た
さ
れ
た
緑
豊
か
な
山
野
が
オ
ラ
ン
ダ
人
画
家
、
つ
い
で
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
人
画
家
た
ち
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
他
の
東
ア
ジ
ア
の
植
民
地
絵
画
と
同

じ
く
、
い
か
に
も
オ
リ
エ
ン
タ
ル
な
視
線
の
期
待
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ル
テ
ィ
ニ

の
風
景
描
写
も
そ
の
よ
う
な
「
美
し
い
イ
ン
ド
」
の
図
様
に
ぴ
っ
た
り
重
な
る
。「
白
銀
の
月

光
に
幻
想
的
に
か
が
や
い
て
い
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葉
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This article attempts to examine the role of clichés express-
ing "local color" worldwide found in landscape paintings at 
the beginning of the twentieth century. Those images repre-
sented an area often with exotic nature and local attributes. 
Postcolonial studies can easily point out symptoms of typical 
Orientalism in these landscapes, which reflected the cultural 
relationship between a modern Occident and a premodern 
Orient. The landscapes depicted by native painters were thus 
considered the results of forced or compromised assimilation 
to the colonial gaze.

However, in admitting that this was the situation in gener-
al, one should ask, does painting one's homeland not offer an 
occasion to objectify one’s local identity? Even as a Europe-
an-made cliché of local color, could a painted homeland not 
serve as a tool for local painters to refresh their conventional 
perceptions? The concept of local color expanded consider-
ably in diverse artistic genres from the nineteenth century, 
and it had two aspects̶one as a conventional sign of a place 
and the other an expression of the individuality of a place. 
Romanticists, such as Victor Hugo, divided these two; never-
theless, the two aspects are not separable but coexist together, 
serving as a two-sided communicative medium for the in-
dividuality of a place. This is also the case of the local color 
found in the exotic landscape. It is through a commonplace, 
familiar appearance of local color that we can approach a sin-
gular locality.

Local painters who studied and adopted the Western style 
of landscape as a method of representing their homeland 
may have been paragons of the cultural policy of colonial-
ism. However, they also introduced to their countries a new 
vocabulary for representing their homeland, which contrib-
uted to the identity of their country and the national con-
science. Those painters who were producing Mooi Indie or 
beautiful East-Indies (picturesque landscapes of Indonesia), 
or in Vietnam, disciples of French painter Victor Tardieu, or 
in Taiwan, those of Kin'ichiro Ishikawa, an art educator in 
Western-style painting, introduced a new way of seeing their 
homelands and opportunities to realize their identities.

Visual representations, as in the case of uttered or written 
words, are not simply transparent media which communicate 
an ideology. They include noises and a surplus of meaning. 
Acquisition of a new language of representation (verbal or 
visual) makes uncertain one's existing situation. Even a ste-
reotyped local color can enlarge stereotyped self-image. Thus 
in 1920s Indonesia, a young and intelligent native Kartini de-
scribed Javanese landscape in Dutch, appropriating the gaze 
of Occidentals; however, she was also able to relativize both 
her situation in the native Indonesian society and her situa-
tion under colonial rule in the process.

UEMURA Hiroshi

Depicting homeland: on the clichés of local color in the early twentieth century


