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日
本
の
美
の
多
様
性
に
つ
い
て

エ
ミ
リ
ア
・
シ
ャ
ロ
ン
ド
ン

最
近
ま
す
ま
す
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
日
本
の
美
」
は
、
わ
び
・
さ
び
の
範
囲
で
説
か
れ
続
け
て
い
る
。

そ
れ
で
い
い
の
か
。
あ
る
日
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
目
覚
め
た
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
桜
の
色
は

地
味
な
日
本
の
色
に
似
合
わ
な
い
と
い
う
展
覧
会
の
時
に
聞
い
た
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
意
見
で
あ
っ
た
。
そ

の
少
し
後
、
二
〇
一
四
年
、
研
究
者
に
最
適
な
環
境
を
提
供
し
て
く
れ
る
日
文
研
で
研
究
す
る
機
会
に
恵
ま

れ
、
学
ん
で
き
た
こ
と
を
考
え
直
す
チ
ャ
ン
ス
が
訪
れ
た
。
そ
こ
で
、「
日
本
の
美
」
イ
コ
ー
ル
「
わ
び
の
美
」

を
問
い
直
す
鈴
木
貞
美
先
生
の
共
同
研
究
会
の
成
果
報
告
と
し
て
出
さ
れ
て
い
た
『
わ
び
・
さ
び
・
幽
玄
―

「
日
本
的
な
る
も
の
」
へ
の
道
程
』（
水
声
社
、
二
〇
〇
六
年
）
に
出
会
っ
た
。
著
書
の
冒
頭
に
、
鈴
木
先
生

も
、
ど
う
し
て
日
本
文
化
は
数
多
く
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
承
知
な
が
ら
、「
わ
び
」「
さ
び
」「
幽
玄
」
こ

そ
「
日
本
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
思
い
が
日
本
人
の
心
に
ひ
そ
ん
で
い
る
か
と
、
問
い
た
だ
す
。
そ
こ

で
、
私
の
疑
問
は
、
日
本
の
美
意
識
の
問
題
か
ら
、
も
っ
と
大
き
な
「
日
本
的
な
る
も
の
」
の
問
題
に
触
れ
始

め
た
。
日
本
の
美
意
識
と
い
う
概
念
は
「
日
本
的
な
る
も
の
」
の
一
部
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
鈴
木
先
生
に
よ
れ
ば
、
わ
び
・
さ
び
が
「
日
本
的
な
る
も
の
」
と
し
て
確
定
さ
れ
る
の
は
一
九
七
〇
年

代
に
行
わ
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
・
ア
ジ
ア
文
化
セ
ン
タ
ー
が
行
っ
た
日
本
の
伝
統
文
化
に
関
す
る
調
査
か
ら
始
ま
っ

た
。
他
方
、
鈴
木
先
生
が
紹
介
す
る
前
衛
画
家
の
岡
本
太
郎
は
、
そ
の
事
を
明
治
時
代
の
国
家
主
義
官
僚
に
始

ま
る
と
考
え
た
。
鈴
木
先
生
に
よ
れ
ば
、
岡
本
太
郎
は
こ
の
国
家
主
義
官
僚
の
中
心
に
岡
倉
覚
三
（
天
心
）
を
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据
え
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
問
題
を
探
る
の
に
、
私
は
岡
倉
天
心
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

H
istoire de l’art du Japon

と
い
う
本
を
開
い
た
。

一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
博
の
日
本
展
覧
会
に
合
わ
せ
て
帝
国
博
物
館
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
たH

istoire de 

l’art du Japon

（
後
ほ
ど
『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
と
し
て
日
本
語
で
出
版
さ
れ
た
）
は
、
歴
史
的
な
流

れ
に
沿
っ
て
様
々
な
日
本
美
術
の
様
式
を
ま
ん
べ
ん
な
く
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
公
家
と
武
家
の
趣
味
の
違

い
や
そ
の
違
い
の
上
に
成
り
立
つ
絢
爛
と
素
朴
さ
の
美
学
が
、
対
比
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
、
貴
族
の
趣
味
が
日
本
的
な
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
茶
の
湯
が
日
本
の
美
学
に
及
ぼ

し
た
影
響
も
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、
わ
び
・
さ
び
の
美
は
、
あ
く
ま
で
も
茶
道
の
枠
に
し
か
評
価
さ
れ
て
い
な
い

特
殊
な
趣
味
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
日
本
美
術
を
発
展
し
て
い
く
も
の
と
し
て
紹
介
す
る
本
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
支
配
層
・
庶
民
・
知
識
人
の
趣
味
も
区
別
さ
れ
、
美
意
識
の
中
心
は
時
代
の
流
行
に
よ
り
動

く
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
た
。
日
本
の
社
会
を
、
当
時
の
社
会
階
級
（
官
人
、
農
民
、
職
人
、
商
人
）
で
は

な
く
、
文
化
や
美
意
識
の
立
場
か
ら
公
家
、
武
家
、
庶
民
、
知
識
人
に
分
け
て
い
た
こ
と
は
と
て
も
興
味
深

か
っ
た
。
知
識
人
を
別
の
社
会
層
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
日
本
文
化
を
理
解
す
る
の
に
大
き
な
意
味
が
あ

る
と
感
じ
た
。
そ
れ
ら
の
社
会
層
の
対
立
は
美
術
の
中
心
を
移
動
し
て
い
た
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
は
と
て
も
興

味
深
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
対
立
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、「
日
本
の
」
美
意
識
の
中
心
は
一
つ
の
も
の
で
は
な

く
、
四
つ
の
異
な
る
範
囲
を
動
く
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

日
本
の
帝
国
博
物
館
館
長
で
あ
っ
た
九
鬼
隆
一
男
爵
が
書
い
た
序
文
に
よ
れ
ば
、
当
初
『
稿
本
日
本
帝
国
美

術
略
史
』
の
編
集
主
任
に
岡
倉
天
心
が
選
ば
れ
て
い
た
。
岡
倉
天
心
は
『
茶
の
本
』
な
ど
に
お
い
て
、「
わ
び
・

さ
び
」
を
日
本
な
る
美
意
識
と
し
て
位
置
付
け
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
は

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
表
す
こ
と
な
く
、
様
々
な
様
式
か
ら
な
る
日
本
の
美
学
を
紹
介
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
答
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え
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
九
鬼
隆
一
の
序
文
か
ら
窺
わ
れ
る
。
岡
倉
は
途
中
で
編
集
か
ら
離
れ
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

実
は
、
九
鬼
隆
一
の
保
護
を
受
け
て
い
た
岡
倉
は
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
九
鬼
は
、
岡

倉
に
、
妊
娠
し
て
い
る
妻
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
日
本
に
帰
る
際
、
お
伴
し
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
。
そ
こ

で
、
ま
さ
し
く
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
の
物
語
の
よ
う
に
、
若
い
二
人
は
恋
に
落
ち
た
。
九
鬼
は
妻
と
離
婚

し
た
。
彼
の
息
子
が
岡
倉
天
心
の
そ
ば
で
育
ち
、
岡
倉
を
父
の
よ
う
に
愛
し
彼
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
受
け

た
。
そ
し
て
日
本
の
美
学
・
美
術
史
は
偉
大
な
九
鬼
周
造
を
得
た
。
し
か
し
、
岡
倉
は
美
術
学
校
の
校
長
の
ポ

ス
ト
も
、『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
の
編
集
主
任
の
ポ
ス
ト
も
失
っ
た
。『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』（
帝

国
博
物
館
編
、
農
商
務
省
、
一
九
〇
四
年
）
は
、
東
京
美
術
学
校
西
洋
学
科
の
一
教
官
、
福
地
復
一
に
よ
り
完

成
さ
れ
た
。
序
文
に
よ
れ
ば
、
福
地
は
岡
倉
が
考
え
て
い
た
内
容
を
か
な
り
変
更
し
た
。

も
う
一
つ
の
答
え
は
、
岡
倉
自
身
の
日
本
人
の
美
意
識
に
関
す
る
見
解
が
思
い
が
け
な
い
形
で
残
さ
れ
て
お

り
、
そ
こ
か
ら
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
と
同
じ
頃
に
、
外
国
人
の
た
め
に
考
え
ら

れ
た
も
う
一
冊
の
本
が
出
版
さ
れ
た
。
日
本
民
族
の
様
子
に
重
点
を
置
く
、Japan, described and illustrated 

by the Japanese

（『
日
本
人
が
み
ず
か
ら
描
い
た
日
本
』）
で
あ
る
。
そ
の
本
は
英
語
で
書
か
れ
、
一
八
九
八

年
ボ
ス
ト
ン
に
出
版
さ
れ
た
。
な
ん
と
、
そ
の
本
に
は
岡
倉
天
心
の
か
な
り
違
っ
た
考
え
方
を
表
す
一
〇
枚
の

エ
ッ
セ
イ
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

『
日
本
人
が
み
ず
か
ら
描
い
た
日
本
』
の
編
集
者
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ブ
リ
ン
ク
リ
ー
（
一
八
四
一
〜

一
九
一
二
）
は
も
と
も
と
イ
ギ
リ
ス
の
砲
兵
隊
軍
人
だ
っ
た
。
日
本
に
愛
着
心
を
感
じ
、
日
本
に
住
み
着
い

て
、『
ジ
ャ
パ
ン
・
ポ
ス
ト
』
の
編
集
者
や
イ
ギ
リ
ス
の
『
タ
イ
ム
ズ
』
新
聞
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
務
め
た

人
物
で
あ
っ
た
。
当
時
の
大
臣
、
金
子
堅
太
郎
（
一
八
五
三
〜
一
九
四
二
）
が
書
い
た
序
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
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本
は
想
像
で
は
な
く
事
実
を
表
し
、
日
本
人
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
日
本
文
化
の
専
門
家
で
な

い
外
国
人
が
作
り
出
し
た
日
本
の
間
違
っ
た
印
象
を
正
そ
う
と
し
て
い
る
。
読
ん
で
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
人
の

ブ
リ
ン
ク
リ
ー
が
書
い
た
よ
う
な
様
式
で
、
ブ
リ
ン
ク
リ
ー
の
著
書
（
ど
ち
ら
が
先
に
書
か
れ
た
か
い
い
に
く

い
が
）
か
ら
そ
の
ま
ま
載
せ
ら
れ
た
部
分
も
あ
る
。
と
に
か
く
、
そ
の
本
の
目
的
は
、
日
本
の
歴
史
、
宗
教
や

行
事
、
そ
し
て
財
政
と
外
交
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
日
本
国
全
体
を
紹
介
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
日
本
人
が
み
ず

か
ら
描
い
た
日
本
』
は
当
時
ど
こ
ま
で
人
気
が
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
に
日
本
の
美
、
民
族
の
美
意
識

を
把
握
で
き
る
手
が
か
り
を
少
な
く
と
も
こ
の
私
に
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
写
真
は
当
時
の
様
々
な
日
本

人
や
生
活
様
式
を
見
せ
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
が
、
文
章
と
は
全
く
一
致
し
な
い
の
で
、
写
真
だ
け
で
は
よ

く
わ
か
ら
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
そ
こ
に
載
せ
ら
れ
た
岡
倉
天
心
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
本
文
よ
り
ず
っ
と
興
味
深
い
。
コ
ン
パ

ク
ト
な
が
ら
、
専
門
家
の
知
識
を
活
か
し
た
日
本
の
美
術
の
紹
介
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

エ
ッ
セ
イ
は
、
一
〇
枚
の
絵
画
を
通
じ
て
日
本
の
美
術
や
趣
味
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ

と
の
出
会
い
は
驚
き
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
岡
倉
は
他
の
英
語
の
著
書
と
正
反
対
の
立
場
に
立
っ
て
い
る

こ
と
は
そ
の
驚
き
の
一
つ
で
あ
る
。「
徳
川
時
代
の
絵
画
一
枚
」
に
お
い
て
彼
は
「
足
利
勢
力
」
は
「
藤
原
文

化
の
炎
を
完
全
に
消
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
激
し
い
表
現
に
よ
り
、
武
家
の
趣
味
に
対
す
る
自
ら
の
態
度
を
示

し
た
。「
足
利
の
優
美
な
純
粋
主
義
を
好
転
し
た
」
豊
臣
秀
吉
時
代
の
「
仮
の
光
彩
」
さ
え
「
本
当
の
足
利
以

前
の
感
情
を
復
活
さ
せ
る
」
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
悲
し
む
よ
う
な
指
摘
に
お
い
て
、『
稿
本
日
本
帝

国
美
術
略
史
』
と
同
じ
く
貴
族
の
趣
味
へ
の
憧
れ
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

水
墨
画
に
対
し
て
の
姿
勢
で
あ
る
。
一
七
世
紀
の
光
琳
派
の
画
家
た
ち
は
、
流
行
の
狩
野
派
が
描
い
て
い
た

「
清
純
な
景
色
と
冷
静
な
姿
」
の
水
墨
画
に
対
し
て
「
昔
の
巨
匠
た
ち
の
暖
か
い
彩
」
を
「
借
り
た
」。
水
墨
画
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の
冷
た
さ
と
強
さ
が
そ
れ
以
前
と
以
後
の
暖
か
さ
と
淑
や
か
さ
に
対
比
さ
れ
て
い
る
。
光
琳
派
に
お
け
る
「
暖

か
い
彩
の
自
由
な
扱
い
方
」
は
「
時
代
の
武
士
的
活
力
に
対
し
て
俗
人
の
対
立
と
し
て
重
要
」
で
あ
る
。
足
利

時
代
に
お
い
て
引
き
立
て
を
嫌
う
趣
味
の
成
立
に
役
立
っ
た
禅
も
批
判
さ
れ
る
。「
自
然
を
自
然
と
し
て
無
視

す
る
こ
と
に
よ
り
」、
禅
は
「
美
術
を
グ
ロ
テ
ス
ク
へ
導
い
た
」
と
い
う
記
述
は
、
禅
と
自
然
と
の
関
係
に
つ

い
て
現
代
の
私
た
ち
に
は
な
じ
み
に
く
い
。『
東
洋
の
理
想
』
で
足
利
時
代
の
美
術
を
賛
美
し
、『
茶
の
本
』
で

日
本
美
術
の
展
開
に
お
け
る
禅
思
想
の
重
要
な
役
割
を
高
く
評
価
す
る
岡
倉
と
は
全
く
違
う
姿
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
態
度
か
ら
、
こ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
た
と
き
の
岡
倉
は
、
水
墨
画
や
わ
び
・
さ
び
の
文

化
が
日
本
の
特
徴
を
な
し
た
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
し
か
な
い
。
ち
な
み
に
、「
足
利

時
代
の
絵
一
枚
」
の
エ
ッ
セ
イ
の
最
後
に
、
雪
舟
と
雪
村
の
作
品
を
優
れ
た
も
の
と
し
て
認
め
る
文
章
が
あ

る
。
し
か
し
、
水
墨
画
の
例
は
一
枚
も
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。

岡
倉
は
最
初
の
一
ケ
月
だ
け
『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
の
編
集
者
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
彼
は
日
本
の
美

術
を
二
〇
枚
の
絵
画
で
紹
介
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
挿
絵
の
一
〇
枚
が
、
結
局
、『
日
本
人
が
み
ず

か
ら
描
い
た
日
本
』
に
載
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
は
一
八
八
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
イ
ン
ド
に
旅
を
し
た
後
、
一
九
〇
五
年
あ
た
り
に
彼
は
ボ
ス
ト
ン
に
移
っ
た
。
日
本
か
ら
離
れ
た
岡
倉

は
、
日
本
の
美
意
識
に
つ
い
て
以
前
と
違
っ
た
見
方
に
立
っ
た
。
確
か
に
、
自
分
の
文
化
を
中
か
ら
見
る
と
き

と
、
外
へ
出
て
外
国
人
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
と
で
、
見
方
が
変
わ
る
場
合
が
あ
る
。
わ
び
・
さ
び

の
優
れ
た
美
学
や
そ
の
日
本
文
化
へ
の
影
響
は
、
海
の
向
こ
う
か
ら
日
本
を
見
つ
め
た
と
き
、
岡
倉
に
本
当
の

姿
を
見
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
教
養
の
あ
る
岡
倉
に
は
、
一
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
が
み
え
な
か
っ
た
。
わ
び
・
さ
び
の
優
れ

た
美
学
観
念
は
日
本
人
の
生
ま
れ
つ
き
の
特
質
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
日
本
の
美
学
者
の
数
世
紀
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に
重
な
っ
た
探
索
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
生
ま
れ
つ
き
の
「
日
本
的
な
る
も
の
」

の
探
求
は
『
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
史
』
も
貫
く
も
の
で
あ
る
。
実
は
、
明
治
時
代
だ
け
で
は
な
く
、
ず
っ
と

以
前
か
ら
、
そ
し
て
ず
っ
と
後
の
時
代
に
も
存
在
し
た
探
求
で
あ
る
。
今
に
な
っ
て
も
変
わ
り
な
く
、
日
本
人

は
日
本
人
の
全
て
に
通
じ
る
趣
味
や
傾
向
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
「
日
本
的
な
る
も
の
」、
あ
る
い
は
「
国
風
」

の
特
徴
へ
の
集
中
を
前
に
、
日
本
文
化
の
多
様
性
が
犠
牲
に
さ
れ
る
。
日
本
文
化
の
諸
元
素
へ
の
理
解
も
犠
牲

に
さ
れ
る
。「
日
本
人
の
美
意
識
」
を
持
た
な
い
日
本
人
も
犠
牲
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、「
み
や
び
」
や
「
い

き
」
な
ど
の
美
的
観
念
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
の
美
を
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。
す
べ
て

は
同
じ
も
の
へ
と
引
っ
張
ら
れ
る
。

今
回
取
り
上
げ
た
三
冊
の
著
書
は
、
日
文
研
の
素
晴
ら
し
い
図
書
館
や
研
究
状
況
の
お
か
げ
で
出
会
っ
た
。

そ
の
お
か
げ
で
、「
わ
び
・
さ
び
」
の
枠
を
一
歩
出
る
こ
と
が
で
き
て
、
日
本
文
化
の
多
様
性
に
目
覚
め
た
。

「
日
本
的
な
る
も
の
」
の
眼
鏡
を
外
し
て
、
日
本
文
化
の
多
様
な
素
晴
ら
し
さ
を
理
解
し
た
い
。

（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
元
外
国
人
研
究
員
）


