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民
族
の
持
つ
美
の
源
泉
は
実
に
深
く
、
遠
い
。
そ
の
涌わ
き
出
ず
る
水
源
は

踏
破
し
が
た
く
、
そ
の
地
中
の
噴
き
出
口
は
人
の
測
定
を
ゆ
る
さ
な
い
。
厳

と
し
て
存
在
し
、
こ
ん
こ
ん
と
し
て
溢あふ
れ
て
止
ま
ぬ
其
の
民
族
を
貫
く
民
族

特
有
の
美
の
源
泉
は
、
如
何
な
る
外
的
条
件
の
か
ず
か
ず
を
並
べ
立
て
て
み

て
も
説
明
し
が
た
く
、
殆
ど
解
析
の
手
が
か
り
無
き
神
秘
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

近
寄
っ
て
こ
れ
を
観
れ
ば
、
或
は
紛
々
と
し
て
他
と
分
ち
が
た
い
程
の
交
流

に
接
す
る
時
さ
え
あ
り
な
が
ら
、
一
歩
退
い
て
こ
れ
を
眺
め
る
と
ま
が
う
方

も
な
い
其
の
民
族
特
有
の
美
の
地
下
泉
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
で
到
る
と
こ
ろ

に
あ
ら
わ
れ
る
。
如
何
な
る
他
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
て
も
一
つ
の
民
族
は
一

つ
の
根
源
的
な
美
の
性
質
を
失
わ
な
い
。
こ
れ
の
失
わ
れ
る
時
は
そ
の
民
族
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が
解
消
す
る
時
で
あ
る
。

　
世
界
美
術
史
は
斯か
か
る
民
族
の
美
の
源
泉
間
に
行
わ
れ
る
勢
力
交
流
の
消

長
に
外
な
ら
な
い
。
或
る
民
族
の
美
的
源
泉
が
強
力
な
時
、
そ
の
美
は
世
界

に  

溢    

流  

い
つ
り
ゅ
う

す
る
。
或
る
民
族
の
美
の
源
泉
が
弱
い
時
、
そ
れ
は
多
く
一
地

方
的
存
在
と
し
て
の
み
生
存
す
る
。
最
も
強
大
な
美
の
源
泉
は
、
民
族
そ
の

も
の
が
亡
び
て
も
其
の
美
の
勢
力
を
失
わ
な
い
。
一
民
族
を
超
え
て
世
界
の

美
の
源
泉
と
な
る
。

　
斯
く
て
現
在
の
世
界
に
美
の
大
源
泉
を
成
す
も
の
が
幾
つ
か
残
っ
た
。
エ

ジ
プ
ト
　
ア
ッ
シ
リ
ヤ
系
の
美
の
大
源
泉
は
、
考
古
学
的
時
代
か
ら
の
数
万

年
に
亘
る
エ
ジ
プ
ト
文
化
が
生
ん
だ 

所  
謂 

い
わ
ゆ
る

「
死
の
書
」
の
宗
教
に
伴
っ
て
、

王
と
奴
隷
と
を
表
現
す
る 

雄  

渾 

ゆ
う
こ
ん

単
一
な 

厖  
大 

ぼ
う
だ
い

な
美
の
形
式
で
あ
り
、
今

4美の日本的源泉



日
で
も
そ
の
王
は 

傲  

然 

ご
う
ぜ
ん

と
し
て
美
の
世
界
に
君
臨
し
、
そ
の
鷹
や
猫
は
黒

 
花 
崗 
岩 
か
こ
う
が
ん

の
中
に
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
絶
え
間
な
く
諸
民
族
の
新
ら
し
い

美
に
多
く
の
示
唆
と
激
励
と
を
与
え
て
い
る
。
西
暦
三
世
紀
に
及
ん
で
エ
ジ

プ
ト
の
伝
統
芸
術
は
既
に
終
を
告
げ
た
が
、
そ
の
美
の
大
源
泉
は
ま
だ
世
界

に
生
き
て
い
る
。
ア
ッ
シ
リ
ヤ
亦
然
り
。
ア
ッ
シ
リ
ヤ
に 

聯  

関 

れ
ん
か
ん

し
て
ア
ラ

ビ
ヤ
、
イ
ラ
ン
系
の
美
は
中
位
の
存
在
と
し
て
長
く
今
日
に
つ
づ
い
て
い
る
。

世
界
の
美
の
源
泉
と
し
て
最
も
猛
威
を
ふ
る
っ
て
い
る
の
は
ギ
リ
シ
ャ
　
ロ

オ
マ
系
と
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
　
ゴ
チ
ッ
ク
系
と
の
二
つ
で
あ
ろ
う
。
共
に
ア
リ

ヤ
ン
民
族
の
美
の
大
系
譜
で
あ
る
。
今
日
の
欧
米
諸
民
族
の
美
の
源
泉
は
悉

こ
と
ご
と

く
此
の
二
系
統
に
そ
の
母
体
を
持
つ
。
欧
洲
に
於
け
る
如
何
に
飛
び
離
れ
た

新
ら
し
い
美
も
此
の
二
系
統
の
外
に
出
る
事
は
出
来
な
い
。
彼
等
の
美
的
教
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養
の
限
界
が
そ
れ
を
ゆ
る
さ
な
い
の
で
あ
る
。
欧
米
の
国
力
は
殆
ど
世
界
を

制
覇
し
て
い
た
の
で
、
今
日
ま
で
彼
等
の
美
は
即
ち
世
界
の
美
と
な
っ
た
。

ギ
リ
シ
ャ
の
円
柱
は
現
に
東
京
丸
の
内
に
も
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
美
の

世
界
性
で
あ
っ
て
、
人
類
の
親
和
本
能
が
こ
れ
を
行
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。

東
亜
に
於
て
は
古
来
漢
民
族
の
美
の
源
泉
が
優
勢
を
占
め
て
い
て
、
東
亜
の

美
と
い
え
ば
即
ち
支
那
系
の
美
で
あ
る
よ
う
に
世
界
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。

欧
洲
の
学
者
の
多
く
は
日
本
の
美
を
も
支
那
系
と
目
し
て
い
る
。
少
く
と
も

支
那
美
の
一
傍
系
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
大
和
民
族
に
独
立
の
美
の
一

大
源
泉
が
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
世
界
の
い
ず
く
に
も
類
を
見
な
い
特
質
を
持

っ
て
い
る
事
を
正
し
く
認
識
し
て
い
る
者
は
少
い
。
甚
だ
し
き
は
支
那
を
学

ん
で
及
ば
ざ
る
者
が
日
本
の
美
だ
と
考
え
て
い
る
。
日
本
の
寺
院
建
築
は
支
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那
の
建
築
を
学
ん
だ
が
、
そ
の
規
模
も 

輪  

奐 

り
ん
か
ん

の
美
も
は
る
か
に
支
那
に
及

ば
な
い
。
日
本
の
仏
教
美
術
は
支
那
に
学
ん
だ
が
、
摩
崖
の
大
も
日
本
に
は

無
く
、
宋
元
の
幽
玄
の
深
さ
も
日
本
に
は
見
な
い
と
説
く
の
は
た
だ
に
欧
米

人
ば
か
り
で
は
な
い
。
こ
れ
こ
そ
美
の
源
泉
そ
の
も
の
の
相
異
を
認
識
す
る

力
無
き
者
の
商
量
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
日
本
に
於
け
る
大
和
民
族
の
美
の
源
泉
は
深
く
神
々
の
世
の
血
統
の
中
に

あ
る
。
幾
千
年
の
歴
史
の
起
伏
を
経
て
、
美
の
相
貌
に
は
種
々
の
変
化
を
見

た
が
、
美
の
本
質
に
於
て
は
今
も
太
古
の
如
く
で
あ
る
。
太
古
は
今
の
如
く

新
ら
し
く
、
古
事
記
は
今
日
の
書
で
あ
る
。
日
本
に
於
け
る
美
の
源
泉
は
古

来
人
知
れ
ず
世
界
の
一
隅
に
涌
き
つ
づ
け
て
い
た
。
涌
い
て
は
海
に
流
れ
て

い
た
た
め
、
自
尊
気
質
の
支
那
に
は
素
よ
り
認
め
ら
れ
ず
、
ま
し
て
日
本
を
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支
那
の
属
国
ぐ
ら
い
に
長
い
間
思
っ
て
い
た
欧
米
諸
民
族
に
は
知
ら
れ
る
わ

け
も
な
く
、
独
り
天
地
の
奥
処
に
自
ら
を
ま
す
ま
す
深
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
持
つ
美
の
源
泉
は
今
日
ま
で
ま
だ
人
類
の
間
に
よ
く
知
ら
れ
な

か
っ
た
程
新
鮮
無
比
、
健
康
に
し
て 

闊  

達 

か
っ
た
つ

な
、
又
み
や
び
に
し
て
姿
高
い

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
美
術
史
上
の
遺
品
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
の
形
態
と

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
私
は
そ
の
中
か
ら
眼
に
つ
く
幾
つ
か
の
例
を
挙

げ
て
わ
れ
わ
れ
民
族
の
美
の
特
質
が
如
何
に
世
界
に
於
け
る
新
ら
し
い
美
の

源
泉
と
し
て
、
今
後
の
人
類
文
化
に  

匡    

正  
き
ょ
う
せ
い

と
豊
潤
と
を
与
う
べ
き
か
を

た
ず
ね
て
み
よ
う
。

　
　
　
埴
輪
の
美
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埴
輪
は
に
わ
と
い
う
の
は
上
代
古
墳
の
周
辺
に
輪
の
よ
う
に
並
べ
立
て
た
素
焼
の

人
物
鳥
獣
其
の
他
の
造
型
物
で
あ
っ
て
、
今
日
は
か
な
り
多
数
に
遺
品
が
発

掘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
持
つ
文
化
に
直
接
つ
な
が
る
美
の
源

泉
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
同
じ
出
土
品
で
も
所
謂
縄
文
式
の
土
偶
や
土
面
の
よ

う
な
、
異
種
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
縄
文
式
の
も
の
の
持
つ
形
式

的
に  

繁    

縟  

は
ん
じ
ょ
く

な
、
暗
い
、 
陰  

鬱 
い
ん
う
つ

な
表
現
と
は
ま
る
で
違
っ
て
、
わ
れ
わ

れ
の
祖
先
が
作
っ
た
埴
輪
の
人
物
は
す
べ
て
明
る
く
、
簡
素 

質  

樸 

し
つ
ぼ
く

で
あ
り
、

直
接
自
然
か
ら
汲
み
取
っ
た
美
へ
の
満
足
が
あ
り
、
い
か
に
も
清﹅
ら﹅
か﹅
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
野
蛮 

蒙  

昧 

も
う
ま
い

な
民
族
に
よ
く
見
か
け
る
怪
奇
異
様
へ
の
崇
拝

が
な
い
。
所
謂
グ
ロ
テ
ス
ク
の
不
健
康
な 

惑  
溺 

わ
く
で
き

が
な
い
。
天
真
ら
ん
ま
ん
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な
、
大
づ
か
み
の
美
が
、
日
常
性
の
健
康
さ
を
以
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
此

の
清﹅
ら﹅
か﹅
さ﹅
は
上
代
の
禊
み
そ
ぎの
行
事
と
相
通
ず
る
日
本
美
の
源
泉
の
一
つ
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
民
族
の
審
美
と
倫
理
と
の
上
に
他
民

族
に
見
ら
れ
な
い
強
力
な
枢
軸
を
成
し
て
、
綿
々
と
し
て
古
今
の
歴
史
と
風

俗
と
を
貫
い
て
生
き
て
い
る
。
此
の
明
る
く
清
ら
か
な
美
の
感
覚
は
や
が
て

人
類
一
般
に
も
あ
ま
ね
く
感
得
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
日
本

が
未
来
に
於
て
世
界
に
与
え
世
界
に
加
え
得
る
美
の
大
源
泉
の
一
特
質
で
あ

る
。
此
の
「
鷹
匠
埴
輪
」
の
無
邪
気
さ
と
、
や
さ
し
い
強
さ
と
、
清
ら
か
さ

と
は
よ
く
此
の
特
質
を
示
し
て
い
る
。
美
の
健
康
性
が
こ
こ
に
在
る
。

　
　
　
法
隆
寺
金
堂
の
壁
画
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建
国
以
来
、
日
本
に
も
国
運
上
又
は
国
政
上
に
、
危
い
、
き
わ
ど
い
時
機

が
幾
度
か
あ
っ
た
。
そ
の
所
謂
危
機
が
外
部
か
ら
襲
来
し
た
事
も
あ
り
内
部

か
ら
爆
発
し
た
事
も
あ
る
。
そ
う
い
う
時
、
日
本
に
は
き
ま
っ
て
不
世
出
の

大
人
物
が
あ
ら
わ
れ
、
其
の
禍
を
断
ち
、
却
か
え
って
更
に
国
運
の
向
上
を
来
さ
し

め
て
い
る
。
あ
と
か
ら
思
う
と
不
思
議
な
く
ら
い
そ
れ
が
う
ま
く
行
っ
て
い

る
。
推
古
天
皇
の
御
代
を
、
そ
う
い
う
危
か
っ
た
時
代
と
い
っ
て
い
い
か
ど

う
か
分
ら
な
い
が
、
思
想
上
に
も
、
国
政
上
に
も
、
ど
う
し
て
も
解
決
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
問
題
が
前
代
か
ら
山
の
よ
う
に
た
ま
っ
た
ま
ま
に
な

っ
て
い
て
、
こ
こ
で
一
歩
を
あ
や
ま
れ
ば
取
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
よ
う
な

事
に
な
る
し
、
し
か
も
最
早
一
日
も 

荏  

苒 

じ
ん
ぜ
ん

し
て
い
ら
れ
な
い
土
壇
場
に
押

11



し
つ
め
ら
れ
た
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
。
幸
に
も
、
そ
の
時
聖
徳
太
子
の
よ

う
な
曠
古
こ
う
こ
の
大
天
才
が
此
世
に
顕
あ
ら
われ
て
一
切
の
難
事
業
を
実
に
見
事
に
裁
決

さ
せ
ら
れ
た
。
国
是
は
定
ま
り
、
国
運
は
伸
び
、
わ
け
て
文
化
の
一
新
紀
元

が
劃かく
せ
ら
れ
た
。
美
の
領
域
に
於
け
る
太
子
の
偉
業
は
今
日
か
ら
見
て
実
に

世
界
大
な
も
の
が
あ
る
。

　
聖
徳
太
子
の
日
本
美
顕
揚
の
御
遺
蹟
は
現
に
大
和
法
隆
寺
に
不
滅
の
光
を

放
っ
て
い
る
。
太
子
は
比
類
な
き 

聡  

明 

そ
う
め
い

な
知
性
を
持
た
せ
ら
れ
た
と
同
時

に
極
ま
り
な
き
美
の
感
性
に
富
ま
せ
ら
れ
、
又
実
に
即
決
即
断
の
明
快
な
技

術
的
手
腕
を
も
兼
備
さ
せ
ら
れ
た
。
太
子
の
美
的
直
覚
の
鋭
く
強
く
、
決
然

と
し
て
日
本
美
の
中
核
を
把
握
せ
ら
れ
て
あ
や
ま
る
と
こ
ろ
な
く
、
多
く
の

外
来
の
高
僧
や
優
秀
な
帰
化
工
人
等
の
意
見
を
吟
味
さ
せ
ら
れ
、
取
る
べ
き
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は
取
り
捨
つ
べ
き
は
捨
て
、  

豊    

饒  

ほ
う
じ
ょ
う

な
大
陸
文
化
を
十
分
に
摂
取
し
な
が

ら
、
よ
く
日
本
独
特
の
美
の
源
泉
を
濁
ら
し
め
ず
、
現
場
の
技
術
者
等
を
も

用
捨
な
く
指
揮
統
率
あ
ら
せ
ら
れ
た
御
姿
は
実
に 

颯  

爽 

さ
っ
そ
う

た
る
も
の
で
あ
っ

た
。

　
推
古
天
皇
十
五
年
、
太
子
に
よ
っ
て
建
立
せ
ら
れ
た
法
隆
寺
の
建
築
そ
の

も
の
が
既
に
た
だ
の
大
陸
寺
院
建
築
の
模
倣
で
は
な
く
、
立
派
な
日
本
的
理

念
の
表
現
に
基
い
て
い
る
の
は
言
う
迄
も
な
い
が
、
今
問
題
に
し
よ
う
と
す

る
金
堂
壁
画
の
美
に
至
っ
て
は
ま
す
ま
す
そ
の
感
を
深
く
す
る
。
金
堂
四
面

の
壁
に
そ
れ
ぞ
れ
画
か
れ
た
浄
土
変
相
の
図
は
大
規
模
な
模
写
事
業
が
現
今

行
わ
れ
て
い
た
り
し
て
、
既
に
説
明
を
要
し
な
い
ほ
ど
世
間
に
知
れ
渡
っ
て

い
る
。
同
様
な
構
図
の
壁
画
が
印
度
イ
ン
ド
ア
ジ
ャ
ン
タ
洞
窟
内
に
も
あ
り
、
そ
れ
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と
の
比
較
が
普
通
に
行
わ
れ
、
以
前
に
は
そ
の
移
植
で
あ
る
か
の
よ
う
な
説

を
な
す
者
さ
え
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
印
度
発
生
の
斯か
か
る
構
図
形
式
が
西

南
ア
ジ
ア
諸
国
の
間
を
通
過
し
て
い
る
う
ち
に
、
印
度
臭
を
脱
却
し
、
西
域

地
方
の
特
色
に
変
貌
し
、
そ
れ
が
支
那
朝
鮮
を
経
て
日
本
に
渡
来
し
た
も
の

と
推
定
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
経
過
が
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
と
も
、

此
の
金
堂
の
壁
画
は
太
子
の
息
吹
に
よ
り
純
粋
に
日
本
美
の
諸
要
素
に
貫
か

れ
て
、
ま
っ
た
く
他
の
如
何
な
る
国
土
に
も
な
い
美
を
顕
現
し
て
い
る
。
写

真
に
掲
出
し
た
画
面
は
西
方
阿あ
弥み
陀だ
浄
土
の
一
部
で
あ
り
、
本
尊
阿
弥
陀
仏

の
脇
侍
わ
き
じ
、
向
っ
て
右
側
の
多
分  

観
世
音
菩
薩  

か
ん
ぜ
お
ん
ぼ
さ
つ

の
像
で
あ
ろ
う
と
思
う
部
面

の
上
半
に
過
ぎ
な
い
が
、
ま
こ
と
に
美
の
一
片
は
美
の
全
体
で
あ
る
と
言
わ

れ
る
通
り
、
こ
れ
だ
け
で
も
其
の
壁
画
の
美
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
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窺うか
がう
に
十
分
で
あ
る
。
埴
輪
は
に
わ
で
見
た
清﹅
ら﹅
か﹅
さ﹅
の
美
が
又
此
処
に
も
在
る
。

こ
こ
に
は
又
節﹅
度﹅
の
美
が
あ
る
。
高﹅
さ﹅
の
美
が
あ
る
。
肉
体
を
超
え
た
精﹅
神﹅

至﹅
上﹅
の
美
が
あ
る
。

　
仮
に
ア
ジ
ャ
ン
タ
洞
窟
の
壁
画
を
想
い
出
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
も
っ

と
、
肉
体
性
の
卑
近
さ
が
あ
り
、
な
ま
な
ま
し
さ
が
あ
り
、
う
る
さ
さ
が
あ

る
。
節﹅
度﹅
の
美
に
つ
い
て
は
殊
に
大
和
民
族
特
有
の
規
律
を
此
処
に
見
る
。

壁
面
に
ぐ
り
ぐ
り
画
を
か
く
と
か
、
建
築
の
隅
か
ら
隅
ま
で
に
彫
刻
を
一
ぱ

い
彫
り
つ
け
て
立
派
だ
と
す
る
他
民
族
の
神
経
は
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
る
と
野

蛮
で
あ
る
。
印
度
、
ビ
ル
マ
、
ア
ナ
ン
、
ジ
ャ
ワ
あ
た
り
の
仏
教
建
築
を
は

じ
め
、
欧
洲
に
於
け
る
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
装
飾
彫
刻
の
如
き
過
剰
の
美
は
、

美
の
最
も
高
き
も
の
と
は
い
い
に
く
い
。
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金
堂
壁
画
の
秀
抜
な
節﹅
度﹅
あ
る
描
法
と
、
気
品
の
高﹅
さ﹅
と
は
ま
だ
世
界
に

本
当
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
高
度
な
美
の
源
泉
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
将
来

人
類
一
般
の
美
意
識
鍛
錬
に
重
大
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
夢
違
観
音

　
法
隆
寺
金
堂
の
壁
画
が
意
味
す
る
日
本
美
の
源
泉
と
し
て
、
其
の
肉
体
性

を
超
越
し
た
精
神
至
上
の
美
と
高
さ
の
美
と
、
そ
の
表
現
に
当
っ
て
の
節
度

の
美
と
を
前
に
述
べ
た
。
此
の 

白  
鳳 

は
く
ほ
う

の
遺
作
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
同
時

代
の
、
し
か
も
甚
だ
し
く
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
日
本
美
の
源
泉
と
な
り
得

る
も
の
を
挙
げ
て
置
き
た
い
。
法
隆
寺
に
安
置
せ
ら
れ
、
世
に
夢
違
観
音
と
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俗
称
せ
ら
れ
る
銅
造
観
世
音
菩
薩
立
像
で
あ
る
。

　
夢
殿
、
中
宮
寺
を
含
む
法
隆
寺
一
郭
の
中
に
わ
れ
ら
の
美
の
淵
源
と
す
べ

き
彫
刻
の
充
満
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
金
堂
安
置
の
薬
師
如

来
像
の
よ
う
な
聖
徳
太
子
御
在
世
中
の
造
像
に
か
か
る
も
の
や
、
同
金
銅
釈し

迦ゃか
三
尊
像
や
、
所
謂
百 

済 

観 

音 
く
だ
ら
か
ん
の
ん

像
や
、
夢
殿
の
救く
世せ
観
世
音
菩
薩
像
、
中

宮
寺
の
如
意
輪
観
音
と
称
す
る
半
跏
は
ん
か
像
の
如
き 

一  

聯 

い
ち
れ
ん

の
神
品
は
、
悉
こ
と
ご
とく
皆

日
本
美
の
淵
源
と
し
て
の
性
質
を
備
え
て
い
る
。
殊
に
夢
殿
の
秘
仏
救
世
観

世
音
像
に
至
っ
て
は
、
限
り
な
き
太
子
讃
仰
の
念
と
、
太
子 

薨  

去 

こ
う
き
ょ

に
対
す

る
万
感
を
こ
め
て
の
痛
惜
や
る
方
な
い
悲
憤
の
余
り
、
造
顕
せ
ら
れ
た
御
像

と
拝
察
せ
ら
れ
、
他
の
諸
仏
像
と
は
全
く
違
っ
た
精
神
雰
囲
気
が
御
像
を
囲い

   

繞 

じ
ょ
う
し
て
い
る
の
を
感
ず
る
。
ま
る
で
太
子
の 
生 

御 

魂 
い
き
み
た
ま

が
鼓
動
を
う
っ
て
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御
像
の
中
に
籠こも
り
、
救
世
の
悲
願
に
眼
を
ら
ん
ら
ん
と
み
ひ
ら
き
給
う
か
に

拝
せ
ら
れ
る
。
心
あ
る
者
な
ら
ば
、
正
目
に
は
仰
ぎ
見
る
こ
と
も
畏
か
し
こし
と
感

ぜ
ら
れ
る
筈
で
あ
り
、
千
余
年
の
秘
封
を
明
治
十
七
年
に
初
め
て
開
い
た
の

が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
い
う
外
国
人
で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
外

国
人
だ
か
ら
こ
そ
敢
て
為
し
得
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
様
式
だ
け
は
北
魏

に
則
の
っ
とっ
て
造
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
破
天
荒
と
も
言
う
べ
き
表
現
の
直
接
性

は
決
し
て
様
式
伝
習
の
間
か
ら
生
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
却
か
え
って
様
式
破
綻
は
た
ん

か
ら
溢あふ
れ
出
る
技
術
と
精
神
気
魄
き
は
く
と
の
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
作
者
が
し
ゃ

に
む
に
な
っ
て
、
む
し
ろ
有
る
限
り
の
激
情
を
う
ち
つ
け
に
具
象
化
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
ら
た
か
な
御
像
と
い
う
物
凄
い
ほ
ど
の
力
が
そ
の
超

越
的
な
写
実
性
か
ら
来
る
。
作
者
が
絶
体
絶
命
な
気
構
で
一
気
に
此
の
御
像
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を
作
り
上
げ
、
し
か
も
自
分
自
身
で
さ
え
御
像
を
凝
視
す
る
の
が
恐
ろ
し
か

っ
た
よ
う
な
不
思
議
な
状
態
を
想
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
藤
原
時
代
に
早

く
も
秘
仏
と
し
て
お
ん
扉
を
固
く
閉
じ
奉
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
た
と
い
う
事

の
い
わ
れ
が
分
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
こ
の
御
像
に
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
、

芸
術
的
約
束
を
無
視
し
た
、
言
わ
ば
た﹅
だ﹅
な﹅
ら﹅
ぬ﹅
も﹅
の﹅
が
あ
る
の
で
あ
る
。

私
は
今
日
で
も
こ
の
御
像
は
再
び
秘
仏
と
し
て
秘
封
し
奉
る
方
が
い
い
の
で

は
な
い
か
と
さ
え
思
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
太
子
が
推
古
の
御
代
を
深
く
お

も
い
給
い
、 

蒼  

生 

そ
う
せ
い

の
苦
楽
を
あ
わ
れ
ま
せ
ら
れ
、
更
に
は
衆
生
の
発 

菩 

ほ
つ
ぼ
だ

提 

心 

い
し
ん

に
大
悲
願
を
か
け
さ
せ
ら
れ
る
生
御
魂
が
こ
こ
に
お
わ
す
の
で
あ
る
。

多
く
の
美
学
者
に
よ
っ
て
言
わ
れ
る
よ
う
な
、  

強    

勁  

き
ょ
う
け
い

と
か
厳
正
と
か
自

若
と
か
慈
悲
抱
擁
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
だ
け
で
は
余
り
よ
そ
よ
そ
し
く
て
、
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こ
の
御
像
の
真
を
伝
え
得
な
い
。
も
っ
と
あ
ら
た
か
な
、
お
そ
ろ
し
い
も
の

が
あ
る
こ
と
を
感
ず
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
御
像
の
写
真
撮
影
は
悉
く

失
敗
に
帰
し
て
い
る
。
こ
の
御
像
は
日
本
彫
刻
美
の
淵
源
と
し
て
そ
の
随
一

な
権
威
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
私
が
敢
て
写
真
を
掲
げ
な
い
の
は
そ
う
い

う
理
由
に
基
い
て
い
る
。
今
後
ど
の
よ
う
な
優
れ
た
写
真
家
が
出
て
こ
の
御

像
の
真
を
撮
影
し
得
る
よ
う
に
な
る
か
は
測
り
知
れ
な
い
が
、
恐
ら
く
そ
の

撮
影
は
そ
の
写
真
家
の
命
取
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。

　
夢
殿
の
救
世
観
世
音
像
は
、
こ
う
い
う
意
味
で
古
今
を
独
歩
す
る
唯
一
無

二
の
霊
像
で
あ
り
、
彫
刻
美
と
し
て
の
み
語
る
の
は
ま
こ
と
に
心
無
き
わ
ざ

と
な
る
の
で
あ
る
。
美
の
日
本
的
源
泉
と
し
て
飛
鳥
あ
す
か
時
代
が
持
つ
要
素
は
、

お
し
な
べ
て
そ
の
様
式
や
性
格
の
部
分
的
抽
出
を
ゆ
る
さ
な
い
。
そ
れ
は
す
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べ
て
全
体
性
か
ら
来
て
居
り
、
美
に
於
け
る
精
神
の
優
位
を
語
る
根
本
の
問

題
で
あ
る
。
様
式
の
み
か
ら
い
え
ば
大
陸
の
六
朝
や
隋
の
移
入
が
目
立
ち
、

ま
だ
土
着
自
生
の
域
に
達
し
て
い
な
い
。
聖
徳
太
子
が
法
隆
寺
の
建
築
其
他

に
於
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
大
陸
分
子
の
濾ろ
過か
摂
取
の
妙
は
ま
だ
十
分
彫
刻
に

於
て
は
現
れ
て
い
な
い
。
天
象
風
土
に
直
接
関
係
あ
る
建
築
の
方
が
か
か
る

点
に
於
て
一
歩
先
ん
じ
る
よ
う
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、

彫
刻
に
於
て
は
そ
の
様
式
踏
襲
の
間
に
ま
が
う
方
も
な
く
日
本
的
特
質
と
し

て
現
れ
て
来
る
第
一
の
も
の
が
ま
ず
仏
像
の
骨
相
で
あ
っ
た
。
白
鳳  

天    

て
ん
ぴ
ょ

平  う
に
至
る
ま
で
の
そ
の
推
移
の
あ
と
を
た
ず
ね
る
と
面
白
い
が
此
は
問
題

が
別
に
な
る
。

　
法
隆
寺
東
院
絵
殿
に
以
前
安
置
さ
れ
て
い
て
今
は
綱
封
蔵
に
あ
る
と
き
く
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此
の
夢
違
観
音
は 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

天
平
前
期
に
あ
た
る
作
で
あ
る
が
、
こ
の
像
の
持

つ
美
の
要
素
に
は
十
分
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
日
本
美
の
特
質
を
深
く

包
蔵
し
て
い
る
。
わ
ず
か
二
尺
八
寸
余
の
小
像
で
あ
る
が
古
来
世
人
の
恭
敬

愛
慕
絶
ゆ
る
事
な
く
、
悪
夢
を
善
夢
と
か
え
て
く
だ
さ
る
御
仏
と
し
て
礼
拝

さ
れ
て
来
た
と
い
う
。
そ
う
い
う
伝
説
に
値
す
る
美
が
確
か
に
あ
る
。
こ
の

像
に
は
既
に
大
陸
の
影
響
が
十
分
に
消
化
せ
ら
れ
て
、
日
本
美
独
特
の
も
の

が
備
っ
て
い
る
が
、
前
に
述
べ
た
清
ら
か
さ
、
高
さ
、
精
神
至
上
、
節
度
と

い
う
よ
う
な
も
の
に
加
え
、
更
に
疑
念
な
き
人﹅
な﹅
つ﹅
こ﹅
さ﹅
の
美
が
あ
る
。
こ

れ
が
大
和
民
族
の
本
能
か
ら
来
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。
大
和
民
族

は
も
と
も
と
豪
壮
勇
敢
な
悲
壮
美
に
富
ん
で
い
る
が
、
ま
た
一
方
他
に
見
ら

れ
ぬ
疑
念
な
き
人
な
つ
こ
さ
の
情
に
ゆ
た
か
で
あ
る
。
日
本
人
は
他
民
族
を
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不
思
議
に
容
易
に
う
け
入
れ
る
。
随
分
危
険
な
ほ
ど
明
け
放
ち
の
性
質
を
持

っ
て
い
る
。
乗
ぜ
ら
れ
る
弱
点
と
も
な
る
が
、
又
こ
れ
が
強
大
の
実
力
を
伴

う
時
民
族
親
和
の
魅
力
と
も
な
る
。
敵
さ
え
包
容
す
る
大
度
量
と
も
な
る
。

こ
の
像
に
は
そ
の
美
が
「
天
に
は
う
た
が
い
無
き
も
の
を
」
と
い
う
高
度
の

無む
垢く
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
実
例
を
あ
げ
て
い
ら
れ
な
い
が
、
こ
う
い
う
清﹅

ら﹅
か﹅
な﹅
人﹅
な﹅
つ﹅
こ﹅
さ﹅
は
世
界
の
美
の
源
泉
中
に
類
が
無
い
。
そ
し
て
又
こ
の

美
は
世
界
に
一
つ
の
新
ら
し
い
美
を
開
く
。

　
　
　
神
護
寺
金
堂
の
薬
師
如
来

　
日
本
美
術
の
精
華
を
語
る
に
当
っ
て
、
其
例
を
天
平
期
の
諸
仏
像
に
と
る
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の
は
世
の
常
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
然
の
事
で
あ
っ
て
、
飛
鳥
あ
す
か
白
鳳
の
輸
入

期
を
超
え
て
、
其
美
が
漸
よ
う
やく
純
日
本
の
形
式
に
落
着
き
、
し
か
も
技
術
の
優

秀
、
精
神
の
高
遠
、
共
に
古
今
に
並
び
な
き
発
達
を
遂
げ
た
時
代
で
あ
る
か

ら
、
お
よ
そ
日
本
美
術
を
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
此
時
期
の
諸
仏

像
を
挙
げ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。 

雄  

渾 

ゆ
う
こ
ん

な
構
想
に
加
え
る
に
緻
密
ち
み
つ
な

工
匠
的
の
美
意
識
に
富
み
、 

聡  

明 

そ
う
め
い

な
空
間
組
成
と
鋭
敏
豊
潤
な
色
彩
配
置

と
を
為
し
遂
げ
た
そ
の
純
芸
術
力
は
世
界
に
も
こ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
甚
だ

稀まれ
で
あ
る
。
僅
に
ギ
リ
シ
ャ
が
之
に
対
比
し
得
る
だ
け
で
、
他
に
は
規
模
の

 

厖  

大 

ぼ
う
だ
い

と
か
煩
瑣
は
ん
さ
な
技
術
の
目
ま
ぐ
る
し
い
積
み
か
さ
ね
と
か
、
偏
っ
た
末

梢
美
の
誇
示
と
か
い
う
類
の
も
の
は
あ
っ
て
も
、
よ
く
美
の
中
正
を
行
き
芸

術
の
微
妙
な
機
能
の
公
道
を
捉
え
て
い
る
も
の
は
甚
だ
少
い
。
そ
の
点
で
日
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本
と
ギ
リ
シ
ャ
と
は
性
質
は
全
く
異
っ
て
も
美
の
世
界
に
於
け
る
二
つ
の
大

道
康
衢
こ
う
く
を
成
す
も
の
で
あ
る
。

　
白
鳳
か
ら
天
平
へ
か
け
て
の
諸
仏
像
の
壮
麗
さ
は
筆
紙
に
尽
し
難
い
も
の

が
あ
る
。
ま
こ
と
に
目
も
あ
や
な
景
観
で
、
そ
の
遺
品
だ
け
を
考
え
て
も
わ

ず
か
百
五
六
十
年
の
間
に
よ
く
も
こ
ん
な
に
多
く
の
傑
作
が
出
来
た
も
の
だ

と
驚
く
外
は
な
い
。
い
か
に
当
時
の
仏
像
造
顕
そ
の
も
の
が
国
家
の
問
題
で

あ
り
、
又
い
か
に
造
型
意
識
そ
の
も
の
が
直
ち
に
信
仰
と
倫
理
と
に
つ
な
が

る
も
の
と
し
て
重
大
視
さ
れ
て
い
た
か
を
想
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
美
は

直
ち
に
力
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
美
が
競
い
立
っ
て
相
継
い
で
芳
香
あ

る
雰
囲
気
を
平
城
一
円
の
地
を
中
心
に
八
方
に
漲
み
な
ぎら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
夢
違
観
音
と
同
時
代
に
は
新
薬
師
寺
の
香
薬
師
立
像
の
よ
う
な
同
型
の
美
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が
作
ら
れ
て
い
て
、
唐
風
様
式
の
聡
明
な
日
本
化
が
既
に
行
わ
れ
て
い
た
事

を
示
す
。

　
最
も
壮
観
を
極
め
る
も
の
に
薬
師
寺
金
堂
の
薬
師
三
尊
の
巨
大
な
銅
造
仏

が
あ
る
。
古
事
記
、
日
本
書
紀
の
出
来
た
頃
前
後
の
作
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
端
厳
に
し
て 
旺  
盛 
お
う
せ
い

な
仏
徳
発
揚
の
力
と
い
い
、
比
例
均
衡
の
美
と
い
い
、

造
型
技
巧
の 

完  

璧 

か
ん
ぺ
き

さ
と
い
い
、
更
に
鋳
金
技
術
の
驚
く
べ
き
練
達
と
い
い
、

ま
っ
た
く
一
つ
の
不
可
思
議
で
あ
る
。
唐
の
影
響
は
よ
く
淘
汰
と
う
た
さ
れ
、
大
陸

に
も
か
か
る
優
れ
た
遺
品
は
絶
無
で
あ
る
。
同
寺
東
院
堂
の
銅
造
聖
観
音
立

像
も
こ
れ
に
劣
ら
ぬ
美
の
最
も
い
さ
ぎ
よ
き
も
の
で
あ
る
。

　
天
平
盛
期
と
な
る
と
ま
ず
東
大
寺
三
月
堂
の
乾
漆
の
巨
像 

不 

空 

羂 

索 

ふ
く
う
け
ん
さ
く
か
ん

観 

音  

の
ん

が
あ
り
、
雄
偉
深
遠
で
、
し
か
も
写
実
の
真
義
を
極
め
て
い
る
。
写
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実
は
す
べ
て
の
天
平
仏
の
美
の
根
源
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
然
か
ら
汲
み
取
る

こ
と
の
感
謝
と
よ
ろ
こ
び
を
斯か
く
も
正
し
く
表
現
し
て
い
る
時
代
は
少
い
。

同
じ
三
月
堂
の
塑
造
日
光 

月  

光 

が
っ
こ
う

の
両
菩
薩
ぼ
さ
つ
像
も
そ
の
傾
向
を
推
し
進
め
た

も
の
で
あ
り
、
更
に
戒
壇
院
の
四
天
王
像
に
な
る
と
聡
明
な
頭
脳
と
余
裕
あ

る
手
腕
と
に
よ
る
悠
揚
せ
ま
ら
ぬ
写
実
の  

妙    

諦  

み
ょ
う
て
い

に
徹
底
し
て
い
る
。

　
又
一
方
に
は
興
福
寺
の
十
大
弟
子
や
八
部
衆
の
よ
う
な
近
親
感
の
強
い
純

写
生
に
基
く
諸
作
も
あ
り
、
写
生
の
極
ま
る
と
こ
ろ
行
信
僧
都
や
、
鑑
真
和

上
の
よ
う
な
肖
像
の
神
品
と
な
る
。

　
奈
良
朝
後
期
に
は
唐
招
提
寺
や
大
安
寺
の
よ
う
な
新
様
の
形
式
が
大
陸
の

影
響
下
に
生
れ
、
そ
れ
が
又
日
本
美
に
一
段
の
奥
深
さ
を
加
え
て
弘
仁
期
へ

の
橋
を
成
し
て
い
る
。
唐
招
提
寺
金
堂
に
は
今
で
も
そ
れ
ら
の
巨
像
が
ず
ら
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り
と
並
ん
で
い
る
。
聖
林
寺
の
十
一
面
観
音
像
は
又
こ
れ
と
は
離
れ
て
独
立

し
た
天
平
後
期
の
雄
大
の
気
を
示
顕
す
る
。

　
今
は
原
作
を
見
る
よ
し
も
な
い
が
、
天
平
盛
期
に
あ
た
っ
て
い
し
く
も
聖

武
天
皇
は
国
家
の
総
力
を
あ
げ
て
東
大
寺
に
五
丈
余
尺
の
金
銅
毘
盧
舎
那
仏

び
る
し
ゃ
な
ぶ
つ

を
建
立
あ
ら
せ
ら
れ
た
。
こ
の
記
念
碑
的
製
作
の
様
式
に
つ
い
て
の
民
族
的

本
能
か
ら
来
る
美
の
採
択
は
恐
ら
く 

劃 

期 

的 

か
っ
き
て
き

な
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
内
、
国
家
を
統
一
し
、
外
、
国
力
を
唐から 

天  

竺 

て
ん
じ
く

に
ま
で
も
示
し
、
日

本
が
世
界
の
美
の 

鎔 

鉱 

炉 

よ
う
こ
う
ろ

で
あ
る
こ
と
を
千
幾
百
年
の
古
し
え
、
世
に
示

そ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
斯か
く
の
如
く
天
平
期
の
日
本
芸
術
の
美
は 
絢  

爛 
け
ん
ら
ん

を
極
め
て
い
る
が
言
い

得
べ
く
ん
ば
こ
れ
は
す
べ
て
完
成 

綜  

合 

そ
う
ご
う

の
美
で
あ
っ
て
、
真
の
意
味
で
の
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新
ら
し
い
芽
は
無
い
。
す
べ
て
飛
鳥
白
鳳
期
に 

胚  

胎 

は
い
た
い

せ
ら
れ
た
も
の
の
進

展
成
熟
で
あ
り
、
例
え
ば
夢
殿
の
救
世
観
世
音

く
せ
か
ん
ぜ
お
ん
像
に
見
る
よ
う
な
あ
の
言
語

道
断
な
、
真
剣
な
魂
の
初
発
性
は
見
ら
れ
な
い
。

　
天
平
期
の
完
成
に
伴
う
諸
弊
害
を
一
掃
せ
ら
れ
た 

英  

邁 

え
い
ま
い

な
桓
武
天
皇
の

平
安
遷
都
前
後
に
あ
た
っ
て
も
う
一
度
人
心
は
粛
然
と
し
て
真
剣
の
気
を
取

り
も
ど
し
た
。

　
京
都
神
護
寺
に
厳
存
す
る
木
彫
薬
師
如
来
立
像
を
美
の
日
本
的
源
泉
の
一

つ
と
し
て
今
特
記
し
よ
う
と
す
る
に
は
説
明
が
い
る
。
こ
の 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

弘
仁
期

直
前
に
製
作
せ
ら
れ
た
一
木
造
り
の
如
来
像
は
世
間
普
通
に
は
晩
唐
様
式
の

模
倣
で
あ
っ
て
む
し
ろ
日
本
的
性
格
の
甚
だ
少
い
そ
れ
ゆ
え
其
様
式
も
あ
ま

り
永
続
き
し
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
応
尤
も
っ
とも
な
の
で
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あ
る
が
、
さ
て
そ
の
晩
唐
の
本
家
た
る
大
陸
に
こ
れ
だ
け
の
内
容
と
技
術
と

を
持
っ
た
優
れ
た
仏
像
は
無
い
。
そ
の
晩
唐
様
式
の
影
響
と
い
う
の
は
唯
わ

ず
か
に
衣
襞
い
へ
き
の
線
条
の
形
式
や
全
体
の
様
式
の
形
骸
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、

そ
の
生
命
と
す
る
と
こ
ろ
は
晩
唐
の
だ
ら
け
た
駄
作
と
は
根
本
的
に
正
反
対

で
あ
る
。
概
し
て
多
く
の
写
真
は
撮
影
の
か
げ
ん
で
殆
ど
そ
の
面
影
も
わ
か

ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
此
像
の
持
つ
真
剣
な
原
始
力
は
世
界
に
類
を
求
め
難

い
ほ
ど
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
飛
鳥
白
鳳
や
天
平
に
も
な
か
っ
た
精
神
内
奥

の
陰
影
が
そ
の
形
象
の
上
に
深
く
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
刀
刃
を
以
て
木

材
を
刻
み
彫
り
成
す
こ
と
に
造
型
の
心
理
的
意
味
が
加
わ
り
、
こ
の
棒
立
ち

の
薬
師
如
来
に
精
神
形
象
の
具
体
化
が
生
れ
た
。
意﹅
力﹅
の﹅
発﹅
現﹅
が
こ
れ
ほ
ど

真
摯
し
ん
し
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
は
少
い
。
美﹅
の﹅
切﹅
実﹅
性﹅
は
日
本
か
ら
こ
そ
起
る
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の
が
当
然
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
今
斯かく
の
如
き
芸
術
を
求
め
る
。
わ
れ
わ
れ

の
祖
先
は
斯
の
如
き
も
の
を
遺
し
た
。
こ
れ
を
美
の
日
本
的
源
泉
の
一
つ
と

す
る
か
せ
ぬ
か
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
意
力
の
厚
薄
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
。

　
　
　
藤
原
期
の
仏
画

　
今
日
、
日
本
画
の
特
長
を
人
が
語
る
時
多
く
水
墨
画
の
美
を
挙
げ
る
。
外

国
人
が
最
も
心
を
ひ
か
れ
る
の
も
水
墨
画
で
あ
る
と
い
う
。
現
に
さ
き
頃
仏

印
地
方
に
日
本
画
の
展
覧
会
を
開
い
た
時
も
最
も
好
評
を
博
し
た
の
は
水
墨

画
で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
り
、
従
っ
て
今
後
外
国
で
展
覧
会
を
開
く
時
は

水
墨
画
を
多
く
出
陳
す
る
方
が
い
い
と
い
う
よ
う
な
説
ま
で
耳
に
す
る
。
な
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る
ほ
ど
水
墨
画
の
類
は
日
本
支
那
に
於
て
独
特
の
発
達
を
遂
げ
ち
ょ
っ
と
外

国
で
は
見
ら
れ
な
い
美
の
深
さ
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
確
に

日
本
の
水
墨
画
は
、
日
本
特
殊
の
美
の
領
域
を
堅
持
し
て
い
て
他
の
追
随
を

許
さ
な
い
。

　
私
は
今
、
美
の
日
本
的
源
泉
と
し
て
日
本
芸
術
の 

根  

蔕 

こ
ん
た
い

に
厳
存
し
て
い

て
今
後
ま
す
ま
す
生
成
発
展
せ
し
む
べ
き
諸
性
質
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
以
上
の
事
実
に
も
拘
か
か
わら
ず
、
こ
の
水
墨
画
偏
重
の
理
念
に
は
大
に
警
戒

す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
信
ず
る
。

　
そ
も
そ
も
日
本
美
の
顕
揚
と
い
う
事
は
決
し
て
日
本
の
特
殊
美
を
以
て
の

み
世
界
に
臨
も
う
と
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
事
を
十
分
注
意
す
べ
き
で
あ

る
。
通
俗
的
な
意
味
で
考
え
ら
れ
る
所
謂
日
本
的
美
と
い
う
特
殊
性
の
み
を
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追
っ
て
ゆ
け
ば
結
局
非
常
に
せ
ま
い
、
限
ら
れ
た
特
質
ば
か
り
が
残
っ
て
し

ま
っ
て
、
そ
れ
ら
の
性
質
の
み
を
以
て
日
本
美
を
守
る
よ
う
な
消
極
的
な
気

持
に
落
ち
込
め
ば
今
後
世
界
の
美
の
諸
源
泉
に
立
ち
向
う
場
合
、
つ
い
に
堂

々
た
る
態
勢
の
も
の
と
な
り
得
な
い
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
あ
れ
も
日
本
的

で
な
い
、
こ
れ
も
い
け
な
い
と
排
他
的
に
考
え
る
よ
り
も
、
一
切
の
善
き
も

の
、
世
界
の
美
の
あ
ら
ゆ
る  

範    

疇  

は
ん
ち
ゅ
う

を
日
本
美
に
抱
摂
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
美
の
あ
ら
ゆ
る
範
疇
を
日
本
美
の
健
康
性
と
清
浄
性
と
に
よ
っ
て
起

死
回
生
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
当
今
世
界
の
近
代
美
は  

爛    

ら
ん
じ
ゅ

熟  く
と 

廃  

頽 

は
い
た
い

と
自
暴
自
棄
と
に
落
ち
込
ん
で
い
る
。
こ
の
一
切
を
も
う
一

度
新
鮮
な 

黎  

明 

れ
い
め
い

の
美
に
か
え
さ
し
め
る
の
が
わ
れ
わ
れ
日
本
民
族
の
仕
事

で
あ
る
。
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水
墨
画
の
美
、
も
と
よ
り
日
本
美
の
雄
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
日
本

に
藤
原
期
の
仏
画
あ
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
日
本
に
も
曾かつ
て
交
響
楽

的
色
彩
の 
綜 

合 

美 
そ
う
ご
う
び

に
成
る
芸
術
の
専
ら
行
わ
れ
た
時
代
の
あ
る
事
を
銘
記

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
国
人
が
よ
く
日
本
を
色
彩
の
国
と
称よ
ぶ
時
そ
れ

は
浮
世
絵
の
色
彩
を
意
味
す
る
。
版
画
の
あ
の
落
ち
つ
い
た
好
も
し
い
色
彩

の
美
は
結
局
板
木
と
バ
レ
ン
と
の
工
作
に
よ
っ
て
自
然
に
出
る
色
彩
の
綜
合

的
妙
味
で
あ
っ
て
、
版
画
の
隆
盛
期
に
於
け
る
肉
筆
絵
画
が
必
ず
し
も
同
様

の
妙
趣
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
試
み
に
広
重
北
斎
あ
た
り
の
肉
筆
の

彩
色
画
を
見
れ
ば
如
何
に
そ
の
版
画
に
於
け
る
色
彩
と
の
相
違
の
甚
だ
し
い

か
を
観
る
事
が
出
来
よ
う
。
私
の
意
見
で
は
日
本
に
於
け
る
交
響
楽
的
色
彩

美
の
本
質
は
藤
原
期
に
あ
り
、
鎌
倉
期
以
後
は
む
し
ろ
色
彩
の
把
握
と
い
う
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よ
り
も
素
描
へ
彩
色
を
加
え
る
と
い
う
意
味
の
方
に
傾
い
て
い
る
と
思
え
る
。

　
藤
原
期
は
、
天
平
弘
仁
の
彫
刻
隆
盛
の
後
を
う
け
て
絵
画
興
隆
の
機
運
に

恵
ま
れ
た
時
代
で
あ
り
、
一
方
に
は
壁
画
を
は
じ
め
と
し
て
大
小
の
掛
幅
が

作
製
さ
れ
、
又
一
方
に
は
宮
廷
生
活
の
需
要
に
応
じ
た
「
源
氏
物
語
絵
巻
」

の
よ
う
な
絵
巻
物
の
類
が
創
作
せ
ら
れ
た
。
い
ず
れ
も
色
彩
美
の
よ
ろ
こ
び

に
溢あふ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
壁
画
掛
幅
の
よ
う
な
建
築
と
の
色
彩
調
和
に
俟ま

つ
も
の
は
当
然
の
事
と
し
て
も
、
絵
巻
物
の
よ
う
な
単
独
鑑
賞
の
絵
画
に
し

て
も
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
の
如
き
は
「
つ
く
り
絵
」
と
謂い
わ
れ
る
胡
粉
ご
ふ
ん
ぬ
り

重
ね
に
よ
る
色
彩
の
諧
和
か
い
わ
豊
麗
を
志
し
て
い
る
。
も
と
も
と
天
平
弘
仁
の
彫

刻
そ
の
も
の
が
既
に
色
彩
美
を
十
全
に
発
揮
し
た
造
型
で
あ
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
後
を
う
け
た
絵
画
が
更
に
自
由
な
規
模
に
よ
る
領
域
を
発
見
し
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て
そ
の
色
彩
美
を
つ
い
に
交
響
楽
的
綜
合
美
に
ま
で
高
め
る
に
至
っ
た
の
も

自
然
で
あ
る
。

　
写
真
を
掲
げ
た
一
図
は
高
野
山
に
蔵
せ
ら
れ
る
「  

聖 

衆 

来 

迎 

図  

し
ょ
う
じ
ゅ
ら
い
ご
う
ず

」
の

ほ
ん
の
一
部
分
、
中
央
阿あ
弥み
陀だ
如
来
の
向
っ
て
右
に
跪き
坐ざ
す
る  

観
世
音
菩

か
ん
ぜ
お
ん
ぼ
さ

薩  つ
の
像
で
あ
る
。
此
全
画
は
又
「
二
十
五
菩
薩
来
迎
図
」
と
も
称
せ
ら
れ
、

恵
心
僧
都
の
筆
と
い
う
伝
説
の
あ
る
絹
本
の
大
幅
三
幅
に
収
め
ら
れ
た
一
つ

の
構
図
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
の
全
体
を
目
前
に
し
な
け
れ
ば
説
明
も
し
か

ね
る
の
で
あ
る
が
、
何
分
に
も
竪たて
六
尺
九
寸
、
幅
一
丈
に
も
余
る
大
幅
で
あ

る
の
で
、
写
真
に
縮
小
し
て
は
鮮
明
を
欠
く
の
で
そ
の
一
部
分
を
掲
げ
て
描

法
の
一
端
を
示
す
事
と
し
た
の
で
あ
る
。
幸
い
此
の
全
画
の
写
真
は
よ
く
画

集
な
ど
に
出
て
い
る
の
で
就
て
見
る
便
宜
も
多
い
。
も
と
比
叡
山
に
蔵
せ
ら
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れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る
が
、
叡
山
横
川
の
僧
都
源
信
の
「
往
生

要
集
」
に
基
く
往
生
極
楽
の
信
仰
を
ま
の
あ
た
り
に
画
き
あ
ら
わ
し
た
宗
教

画
と
し
て
、
ま
こ
と
に
壮
麗
無
比
、
法
悦
無
上
の
美
が
此
処
に
あ
る
。
「
当
ま
さ

に
知
る
べ
し
、
是
の
時
に
仏
は
大
光
明
を
放
ち
、
諸
の
聖
衆
と
倶とも
に
来
つ
て
、

引
接
し
擁
護
し
た
ま
ふ
な
り
。
惑
障
相
隔
て
て
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
能あた
は
ず

と
雖
い
へ
ども
、
大
悲
の
願
疑
ふ
べ
か
ら
ず
。
決
定
し
て
此
の
室
に
来
入
し
た
ま
ふ

な
り
。
」
「
命
終
ら
ん
と
す
る
時
に
臨
み
、
合
掌
叉さ
手す
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏

と
称とな
へ
し
む
。
仏
の
名
を
称
ふ
る
が
故
に
、
五
十 

億  

劫 

お
く
こ
ふ

の
生
死
の
罪
を
除

き
、
化
仏
の
後
に
従
つ
て
、
宝
池
の
中
に
生
る
。
」
こ
う
い
う
浄
土
教
の
雄

大
な
幻
想
が
、
さ
な
が
ら
色
彩
の
交
響
楽
と
な
っ
て
藤
原
期
の
仏
画
の
一
々

に
遍
満
す
る
。
写
真
の
観
世
音
菩
薩
像
に
し
て
も
金
銀
五
彩
の
調
和
そ
の
も
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の
で
あ
り
、
且
つ
又
そ
の
個
々
の
色
彩
の
質
が
持
つ
高
度
の
美
に
至
っ
て
は
、

如
何
に
当
時
の
画
人
の
美
意
識
の
極
度
に 

洗  

煉 

せ
ん
れ
ん

さ
れ
て
い
た
か
が
う
か
が

わ
れ
る
。
殊
に
今
日
ま
で  

褪    

色  

た
い
し
ょ
く

も
し
な
い
で
い
る
紺
青
臙
脂
え
ん
じ
の
美
は
比

類
が
な
い
。
ア
ニ
リ
ン
剤
の
青
竹
や
洋
紅
に
毒
さ
れ
た
世
界
近
代
の
画
人
は

此
の
前
に
愧き
死し
す
る
に
値
す
る
。
東
京
在
住
の
人
は
帝
室
博
物
館
に
所
蔵
せ

ら
れ
て
頻
繁
に
展
示
せ
ら
れ
る
「
白
象
普
賢
菩
薩
像
」
に
接
す
る
機
会
が
多

い
。
此
の
同
じ
藤
原
期
の
仏
画
に
接
し
て
日
本
に
曾かつ
て
あ
っ
た
色
彩
美
の
如

何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
実
際
に
観
ら
れ
る
が
い
い
。
色﹅
彩﹅
に﹅
於﹅
け﹅
る﹅
美﹅

の﹅
日﹅
本﹅
的﹅
源﹅
泉﹅
は
決
し
て
低
い
浮
世
絵
な
ど
の
中
に
存
在
せ
ず
し
て
、
遠
く

高
い
藤
原
期
に
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
絶
妙
の
も
の
で
あ
る
事
を
世
界
に
も

あ
ま
ね
く
知
ら
し
め
た
い
。
そ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
此
の
源
泉
か
ら
深
く
汲
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ん
で
堂
々
た
る
交
響
楽
的
色
彩
美
を
今
後
の
日
本
美
の
有
力
な
一
要
素
た
ら

し
め
た
い
。

　
　
　
能
面
「
深
井
」

　
以
上
私
は
、
美
の
日
本
的
源
泉
を
説
い
て
来
た
。
こ
こ
に
い
う
美
の
日
本

的
源
泉
と
は
、
単
に
美
術
上
に
於
け
る
日
本
的
美
の
性
格
と
か
、
特
質
と
か

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
私
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
深
く
わ
れ
わ
れ
民

族
の
本
能
に
根
ざ
し
て
他
民
族
の
美
の
理
念
と
或
は
隔
絶
し
、
或
は
共
通
し
、

し
か
も
世
界
に
於
け
る
美
の
健
康
な
支
持
者
と
し
て
強
力
な
気
魄
き
は
く
と
実
質
と

を
持
ち
、
ギ
リ
シ
ャ
、
エ
ジ
プ
ト
、
ゴ
チ
ッ
ク
、
支
那
と
い
う
よ
う
な
異
質
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の
美
の
系
統
に
対
し
て
も
堂
々
た
る
位
置
を
占
め
、
殊
に
近
代
に
於
け
る
世

界
の
美
を
そ
の 

廃  

頽 

は
い
た
い

か
ら
再
起
せ
し
め
る
事
に
十
分
に
役
立
ち
、
今
後
わ

れ
わ
れ
民
族
の
努
力
に
よ
っ
て
、
今
日
迄
甚
だ
特
殊
な
一
隅
の
美
と
し
て
の

み
世
界
の
人
等
に
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
偏
見
を
一
掃
す
る
と
共
に
、
ま

す
ま
す
幅
び
ろ
な
、
高
度
な
美
の
標
準
と
し
て
世
界
に
臨
む
者
と
し
て
の
日

本
美
の
源
泉
的
性
質
を
考
え
る
事
に
あ
っ
た
。
日
本
美
は
今
後
ま
す
ま
す
成

長
し
、
豊
満
し
、
進
展
す
る
に
違
い
な
い
。
而
し
そ
れ
は
決
し
て
手
当
り
次

第
の
栄
養
摂
取
に
よ
っ
て
は
果
さ
れ
な
い
。
十
分
な
自
覚
と
静
観
と
を
以
て

我
々
の
進
む
べ
き
筋
道
を
心
得
た
上
で
の
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は

そ
う
い
う
事
の
一
助
に
も
と
思
っ
て
自
分
の
所
見
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
此
意
味
に
於
け
る
日
本
美
の
重
要
な
源
泉
的
諸
分
子
を
挙
げ
て
来
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た
が
、
最
後
に
は
矢
張
能
面
が
よ
く
代
表
す
る
日
本
美
の
奥﹅
深﹅
い﹅
含﹅
蓄﹅
性﹅
に

つ
い
て
一
言
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
能
面
の
最
も
高
き
美
は
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
成
就
し
た
。

長
い
間
の
日
本
彫
刻
の
伝
統
で
あ
っ
た
仏
像
彫
刻
が
、
鎌
倉
期
の
中
興
を
経

て
つ
い
に
再
び
廃
頽
堕
落
す
る
に
至
っ
た
室
町
時
代
に
及
ん
で
、
そ
の
精
粋

が
思
い
が
け
な
い
能
面
の
よ
う
な
も
の
に
移
り
、
此
所
に
又
別
途
の
新
ら
し

い
美
を
創つく
り
出
し
た
事
は
奇
観
で
あ
る
。
芸
術
美
が
自
然
を
離
れ
れ
ば
必
ず

枯
渇
し
て
、
足
利
期
仏
像
の
よ
う
な
瑣
末
さ
ま
つ
形
式
の
く
り
返
し
に
陥
り
、
一
度

び
自
然
に
眼
が
開
け
ば
必
ず
新
鮮
の
美
が
油
然
と
起
っ
て
、
室
町
時
代
の
能

面
の
よ
う
な
幽
玄
微
妙
な
神
韻
を
創
生
す
る
に
至
っ
た
事
実
は
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
無
上
の
教
訓
と
な
る
芸
術
上
の
恐
ろ
し
い
約
束
で
あ
る
。
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背
後
に 

蔚  

然 

う
つ
ぜ
ん

た
る
五
山
文
学
の
学
芸
あ
り
、
世
は
南
北
朝
の 

暗  

澹 

あ
ん
た
ん

た

る
底
流
の
上
に
立
っ
て
興
廃
常
な
き
中
に
足
利
義
満
等
の
夢
幻
の
如
き
栄
華

は
一
時
に
噴
火
山
上
の
享
楽
を
世
上
に
流
通
せ
し
め
た
。
こ
の
前
後
の
芸
術

一
般
が
持
つ
美
に
は
、
そ
れ
ゆ
え
毎つね
に
無
常
迅
速
の
哀
感
を
内
に
孕はら
み
、
外

は
む
し
ろ
威
儀
の
卓
然
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。
猿
楽
は
寺
坊
の
間
か
ら
起
っ

て
こ
れ
ら
の
将
軍
と
公
卿
と
の 

寵  

児 

ち
ょ
う
じ

と
な
り
、
更
に
慰
楽
に
飢
え
た
民
衆

一
般
の
支
持
を
う
け
、
遠
く 
辺  

陬 
へ
ん
す
う

の
地
に
ま
で
其
の
余
光
を
分
っ
た
。
能

面
の
急
激
な
発
達
は
斯か
く
し
て
成
就
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
仏
像
の
彫
刻
が

た
だ
形
式
の
踏
襲
に
終
始
し
、
た
だ
工
人
的  

末    

梢  

ま
っ
し
ょ
う

技
巧
の
め
ま
ぐ
る
し

い
累
積
と
な
り
終
っ
た
時
、
此
の
新
興
芸
術
た
る
物﹅
ま﹅
ね﹅
の
生
命
た
る
仮
面

の
製
作
に
は
実
に
驚
く
べ
き
斬
新
の
美
が
創
り
出
さ
れ
た
。
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能
面
は
物
ま
ね
演
技
の
劇
中
人
物
を
表
現
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
条

件
が
、
そ
の
製
作
者
を
し
て
勢
い
活
世
間
の
人
間
の
面
貌
に
ま
ず
注
視
を
向

け
し
め
た
。
し
か
も
仏
像
の
類
と
違
っ
て
賢
愚
雅
俗
の
あ
ら
ゆ
る
人
面
の
芸

術
的
表
現
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
こ
れ
は
人
を
救
う
仏
で
な
く
て
、
仏
に
救

わ
れ
る
煩
悩
の
徒
で
あ
る
。
こ
れ
は
尊
崇
措お
か
ざ
る
聖
者
の
肖
像
で
は
な
く

し
て
、
浮
世
に
な
み
い
る
妄
執
に
満
ち
た 

憐  

愍 

れ
ん
び
ん

す
べ
き
餓
鬼
の
相
貌
で
あ

る
。
賢
愚
お
し
な
べ
て
哀
れ
は
か
な
い
運
命
の
波
に
浮
沈
す
る
盲
亀
の
面
貌

で
あ
る
。
彼
岸
の
仏
菩
薩
ぼ
さ
つ
で
な
く
て
、
吾
が
隣
人
で
あ
り
、
又
自
己
そ
の
も

の
で
あ
る
。
面
打
と
い
わ
れ
る
彫
刻
家
の
製
作
に
あ
た
っ
て
の
生
き
い
き
し

た
感
慨
は
思
い
や
ら
れ
る
。

　
こ
う
い
う
凡
人
の
相
貌
を
芸
術
化
す
る
と
い
う
稀け
有う
な
役
割
を
持
つ
能
面
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が
、
野
卑
な
悪
写
実
に
走
ら
ず
し
て
、
最
も
高
雅
な
方
向
に
向
っ
た
の
は
、

一
に
当
時
の 

洗  

煉 

せ
ん
れ
ん

さ
れ
た
一
般
的
美
意
識
に
よ
る
と
共
に
、
能
楽
と
い
う

演
技
そ
の
も
の
が
、
そ
の
発
祥
を
格
式
を
尚
た
っ
とぶ
社
寺
の
う
ち
に
持
ち
、
謡
曲

の
う
し
ろ
に
は
五
山
の 

碩  

学 

せ
き
が
く

が
厳
と
し
て
控
え
て
居
り
、
啓
書
記
、
兆  

ち
ょ
う

殿 

司 

で
ん
す

、
斗
南
、
鉄
舟
徳
済
と
い
う
よ
う
な
禅
門
書
画
家
の
輩
出
数
う
る
に

遑いと
まな
き
ほ
ど
の
社
会
的
雰
囲
気
の
中
に
育
ち
、
わ
け
て
天
才
世
阿
弥
の
よ
う

な
実
技
者
の
き
び
し
い
幽
玄
思
想
に
導
か
れ
た
事
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
能
面
の
美
は
演
技
上
の
必
要
か
ら
来
た
其
の
表
情
の  

縹    

渺    

性  

ひ
ょ
う
び
ょ
う
せ
い

に
多

く
基
い
て
い
る
。
喜
怒
哀
楽
を
む
き
出
し
に
表
現
せ
ず
、
そ
の
い
ず
れ
で
も

な
く
、
又
そ
の
い
ず
れ
で
も
あ
る
よ
う
な
、
含
み
を
深
く
湛たた
え
た
美
の
性
格

を
極
限
の
境
に
ま
で
追
及
し
て
得
た
此
の
奥﹅
深﹅
い﹅
含﹅
蓄﹅
性﹅
は
、
世
界
に
類
を
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見
な
い
美
の
日
本
的
源
泉
と
し
て
、
今
日
わ
れ
わ
れ
の
内
に
こ
ん
こ
ん
と
湧

い
て
已や
ま
な
い
無
限
の
力
を
与
え
て
く
れ
る
。
「 

般  

若 

は
ん
に
ゃ

」
の
よ
う
な
激
情

の
面
で
さ
え
、
怒
で
あ
る
と
同
時
に
、
悲
で
も
あ
り
、
の
し
か
か
る
強
さ
で

あ
る
と
同
時
に
、
寂
し
い
自
卑
自
屈
の
弱
さ
で
も
あ
る
。
こ
う
い
う
類
の
表

現
は
単
に
そ
れ
を
理
解
す
る
事
だ
け
で
す
ら
、
恐
ら
く
今
日
の
世
界
に
於
け

る
美
の
感
覚
の
程
度
で
は
及
び
難
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
斯か
か
る
超
高
度
美
を
感
受
し
得
る
美
的
感
覚
を
、
今
後
あ
ま
ね
く
世

界
の
人
々
に
す
す
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
源
泉
か
ら
得
た
力
を
更
に
時
代
と

共
に
前
進
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
奥﹅
深﹅
い﹅
含﹅
蓄﹅
性﹅
は
元
来
東
洋
の
持
つ
特
性
で
は
あ
る
が
、
支
那
の
持
つ
こ

れ
と
似
た
よ
う
な
性
質
と
は
根
本
か
ら
違
っ
て
い
る
。
例
え
ば
倪
雲
林
の
墨
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画
が
代
表
す
る
よ
う
な
含
蓄
性
、
又
は
幽
玄
性
に
は
、
い
つ
で
も
平﹅
か﹅
な﹅
ら﹅

ざ﹅
る﹅
抵﹅
抗﹅
性﹅
を
内
に
蔵
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
民
族
の
も
の
は
そ
う
い
う
曲

折
を
内
に
持
た
な
い
。
常
に
真
正
面
か
ら
深
く
入
り
こ
ん
だ
含
蓄
性
、
幽
玄

性
な
の
で
あ
る
。
写
真
の
「
深
井
」
は
中
年
の
女
性
の
美
と
さ
び
し
さ
と
、

そ
の
人
生
的
な
味
い
と
を
魂
も
ろ
と
も
遺
憾
な
く
表
現
し
て
い
る
。
此
写
真

を
見
て
い
る
と
、
い
つ
し
ら
ず
人
間
界
の
深
い
、
遠
い
と
こ
ろ
に
明
滅
す
る

美
の
発
光
体
を
心
に
感
ず
る
。
「
深
井
」
に
限
ら
ず
、
能
面
の
美
の 

牽 

引 

け
ん
い
ん

性 せい
は
す
べ
て
造
型
と
精
神
と
の
一
身
同
体
か
ら
来
て
い
る
。
美
の
日
本
的

源
泉
と
し
て
の
斯
か
る
含
蓄
性
は
今
後
ま
る
で
違
っ
た
芸
術
的
表
現
の
上
に

も
大
き
な
要
素
と
し
て
生
き
る
で
あ
ろ
う
。
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の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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