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一
「
工
藝
」
と
い
う
分
類
概
念

文
藝
理
論
の
世
界
で
の
議
論
を
ま
ず
比
喩
と
し
て
取
り
上
げ
た

い
。
叙
事
詩
、
抒
情
詩
、
史
劇
、
悲
劇
、
喜
劇
、
戯
曲
、
小
説
な

ど
な
ど
。
こ
う
し
た
文
学
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ル
は
西
欧
に
お
け
る

特
殊
な
歴
史
的
背
景
を
も
つ
。
だ
が
世
界
文
学
を
論
ず
る
文
脈
で

は
、
し
ば
し
ば
そ
う
し
た
文
化
的
背
景
を
越
え
、
歴
史
的
起
源
を

捨
象
し
て
、
西
欧
文
学
の
伝
統
に
培
わ
れ
た
分
類
概
念
が
世
界
共

通
の
認
識
枠
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
理
論
枠
や
概
念
が
そ
の

出
自
を
越
え
て
漂
流
し
、
あ
ら
ぬ
岸
辺
に
漂
着
し
て
そ
の
土
地
で

変
成
す
る
。
ジ
ョ
セ
フ
・
ヒ
リ
ス
＝
ミ
ラ
ー
や
ア
ラ
ン
・
レ
イ
も

指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
文
化
の
「
渡
り
」
や
翻
訳
そ
の
も

の
に
目
く
じ
ら
を
立
て
る
筋
合
い
は
な
い
。
だ
が
そ
こ
に
は
原
理

的
に
言
っ
て
も
、
ざ
っ
と
三
つ
の
問
題
が
発
生
す
る
。
ま
ず
西
欧

の
分
類
概
念
で
整
理
で
き
な
い
種
類
の
文
学
は
、
正
当
に
評
価
さ

れ
る
可
能
性
か
ら
あ
ら
か
じ
め
排
除
さ
れ
か
ね
ぬ
。
つ
ぎ
に
西
欧

に
お
け
る
上
下
関
係
や
価
値
観
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
他
の
文
明
圏

に
も
適
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
さ
ら
に
西
欧
の
分
類
概
念
に
な

じ
む
文
学
上
の
革
新
は
、
と
も
す
れ
ば
西
欧
の
思
潮
の
亜
流
と
し

て
処
理
さ
れ
る
き
ら
い
が
生
じ
る
。

最
初
の
ケ
ー
ス
と
し
て
は
枚
挙
に
暇
な
い
。
中
国
の
「
文
学
」

と
西
欧
のliterature

と
日
本
の
「
文
学
」
の
外
延
は
ず
い
ぶ
ん
異

な
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
、
各
国
の
専
門
家
は
し
ば
し
ば
忘
却
し

て
い
る
。
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
の
が
、
例
え
ば
桑
原
武
夫
の
俳
句

「
第
二
藝
術
論
」
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
と
連
動
し
、
そ
の
意
識
さ

れ
ざ
る
起
源
と
な
っ
た
の
が
第
二
の
範
疇
だ
が
、
そ
の
例
と
し
て

は
、
西
欧
で
は
詩
を
第
一
位
と
し
、
小
説
は
あ
く
ま
で
も
派
生
的

で
不
純
な
産
物
と
み
な
す
価
値
判
断
が
あ
る
の
に
対
し
、
明
治
以

（
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降
の
日
本
で
は
逆
に
、
小
説
が
第
一
位
を
占
め
、
詩
歌
は
副
次
的

な
文
学
的
生
産
へ
と
貶
め
ら
れ
た
現
象
を
指
摘
で
き
る
。
詩
人
た

る
こ
と
が
最
大
の
名
誉
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
た
女
性
た

ち
に
優
れ
た
小
説
家
が
登
場
し
た
英
語
圏
。
そ
れ
に
対
し
て
、
詩

人
と
い
う
と
高
等
遊
民
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
い
、
文
豪
と

い
え
ば
小
説
家
、
さ
ら
に
歌
人
、
俳
人
と
い
え
ば
好
事
家
の
余
技

か
女
子
供
の
手
な
ぐ
さ
み
と
、
そ
の
元
締
め
を
す
る
家
元
と
い
っ

た
感
覚
が
い
ま
だ
に
払
拭
さ
れ
な
い
日
本
。
こ
れ
は
よ
り
正
確
に

い
え
ば
、
知
識
人
の
嗜
み
で
あ
っ
た
漢
詩
の
価
値
が
日
清
戦
争
以

降
凋
落
し
、
さ
ら
に
明
治
の
小
説
家
た
ち
の
仕
事
が
（
彼
ら
自
身

の
思
惑
は
裏
切
る
か
た
ち
で
）
国
語
教
育
に
お
い
て
覇
権
を
握
る

に
至
っ
て
発
生
し
た
事
態
で
も
あ
る
。
ア
ラ
ビ
ア
や
ペ
ル
シ
ア
の

詩
な
ど
で
反
復
の
多
い
こ
と
は
、
そ
の
文
化
圏
で
は
必
然
的
な
意

味
を
も
っ
て
い
た
が
、
西
欧
で
は
楽
曲
で
の
ル
フ
ラ
ン
で
な
け
れ

ば
繰
り
返
し
は
無
意
味
な
冗
長
性
と
判
断
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
作
品

を
低
く
評
価
す
る
理
由
と
な
っ
た
こ
と
も
念
頭
に
浮
か
ぶ
。

第
三
の
場
合
は
こ
れ
と
表
裏
を
な
す
例
だ
が
、
例
え
ば
フ
ラ
ン

ス
象
徴
派
以
降
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
日
本
近
代
詩
は
、
そ

れ
が
語
彙
や
思
想
に
お
い
て
原
典
に
再
翻
訳
可
能
な
ら
ば
、
翻
訳

可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
本
場
の
亜
流
と
み
な
さ
れ
、
逆
に
逸
脱
し

て
い
れ
ば
そ
れ
ゆ
え
に
理
解
さ
れ
ず
、
結
局
今
日
に
至
る
ま
で
西

欧
に
お
け
る
エ
ク
ソ
テ
ィ
ズ
ム
を
満
足
さ
せ
る
限
り
で
の
み
そ
の

独
自
性
が
評
価
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
状
況
を
作
り
出
し

て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
正
岡
子
規
ら
が
俳
諧
連
歌
の
伝

統
か
ら
近
代
俳
句
を
独
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
き
、
す
で
に
そ
こ

に
は
連
句
、
付
け
合
い
と
い
う
生
活
に
溶
け
込
ん
だ
挨
拶
が
、
そ

れ
ゆ
え
に
前
近
代
的
な
文
藝
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
、
や
が
て

「
第
二
藝
術
」
へ
と
降
格
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
可
能
性
が
、
同
時

に
開
か
れ
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
ま
い
。

い
ま
文
学
の
場
合
を
例
に
と
っ
て
手
短
に
述
べ
た
こ
と
は
、
美

術
の
世
界
に
も
妥
当
す
る
だ
ろ
う
。
明
治
以
来
例
え
ば
、「
内
国

勧
業
博
覧
会
」
へ
の
出
品
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
、
は
た
し
て
書
は

美
術
か
否
か
と
い
っ
た
議
論
が
も
ち
あ
が
っ
た
。
中
華
文
化
圏
で

は
い
ま
だ
に
本
質
的
に
書
は
絵
画
と
区
別
さ
れ
な
い
と
い
っ
て
も

大
き
な
語
弊
は
な
か
ろ
う
が
、
こ
れ
は
西
欧
の
文
化
範
疇
に
照
ら

せ
ば
、
到
底
納
得
さ
れ
え
な
い
。
西
洋
派
の
小
山
正
太
郎
が
西
洋

で
の
万
国
博
覧
会
の
美
術
部
門
に
書
を
展
示
し
た
の
で
は
笑
い
も

の
に
な
る
、
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
岡
倉
天
心
は
書
も
ま
た
美

術
た
り
う
る
と
応
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
明
治
十
五
（
一

八
八
二
）
年
の
こ
の
論
争
は
や
が
て
、
美
術
教
育
に
お
い
て
鉛
筆

を
用
い
る
べ
き
か
毛
筆
を
用
い
る
べ
き
か
の
論
争
（
一
八
八
四
）

へ
と
受
け
継
が
れ
る
。
教
育
と
い
う
再
生
産
の
手
段
、
生
産
装
置

に
お
け
る
こ
う
し
た
選
択
が
、
現
実
そ
の
も
の
の
変
貌
に
結
び
付

く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ち
な
み
に
、
日
本
の
博
物
館
に
お

（
２
）
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い
て
書
画
と
い
う
分
類
項
目
が
削
除
さ
れ
、
絵
画
と
書
と
が
区
別

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
二
十
二
（
一
八
八
九
）
年
、

「
博
物
館
」
が
「
帝
国
博
物
館
」
へ
と
移
行
し
て
以
来
の
こ
と
で
あ

る
。さ

て
本
書
の
主
題
は
工
藝
だ
が
、
そ
こ
に
は
、「
伝
統
工
藝
」
と

「
近
代
工
藝
」
の
区
別
や
、
さ
ら
に
は
こ
う
し
た
「
工
藝
」
へ
の
反

発
も
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
分
類
範
疇
の
問
題
や
、
そ
れ

に
対
す
る
美
的
判
断
の
錯
綜
も
、
以
上
の
よ
う
な
文
学
範
疇
を
め

ぐ
る
論
争
と
け
っ
し
て
無
関
係
で
は
な
い
。
す
で
に
明
ら
か
な
と

お
り
、
そ
も
そ
も
美
術
の
定
義
、
美
術
と
工
藝
と
の
区
分
そ
の
も

の
が
、
西
欧
に
お
け
る
あ
る
時
代
の
藝
術
観
に
支
配
さ
れ
た
価
値

観
を
代
弁
し
て
い
る
。
精
神
の
営
み
と
し
て
の
絵
画
と
ペ
ン
キ
を

塗
る
職
人
仕
事
の
肉
体
労
働
と
は
、
西
欧
に
お
い
て
ル
ネ
サ
ン
ス

ま
で
基
本
的
に
は
区
別
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
職
能
組
合
を
構

成
す
る
丁
稚
、
職
人
、
親
方
の
枠
を
越
え
て
「
藝
術
家
」
の
階
級

が
創
出
さ
れ
た
の
は
、
十
七
世
紀
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
成
立
期
。
文

藝
の
諸
領
域
に
交
じ
っ
て
藝
術
ア
カ
デ
ミ
ー
創
設
を
目
指
し
た
、

画
家
た
ち
に
よ
る
政
治
的
な
社
会
的
認
知
運
動
の
成
果
だ
っ
た
。

ナ
タ
リ
ー
・
エ
ニ
ッ
ク
の
『
絵
か
き
か
ら
藝
術
家
へ
』
に
も
詳
述

さ
れ
て
い
る
と
お
り
だ
が
、
絵
画
を
し
て
思
想
を
伝
達
す
る
高
尚

な
藝
術
と
認
知
さ
せ
た
い
藝
術
家
た
ち
は
、
そ
こ
で
自
ら
の
出
自

で
あ
っ
た
は
ず
の
職
人
仕
事
を
、
応
用
藝
術
、
装
飾
藝
術
と
呼
ん

（
３
）

で
、
下
級
か
つ
副
次
的
な
も
の
の
ご
と
く
貶
め
、
ス
ケ
イ
プ
・

ゴ
ー
ト
よ
ろ
し
く
排
斥
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
の
特
殊
な
症
例
で
は

あ
る
が
、
ひ
た
す
ら
透
視
画
法
の
技
術
的
な
科
学
性
を
力
説
し
て

自
己
の
存
在
を
主
張
し
た
ア
ブ
ラ
ム
ス
・
ボ
ッ
ス
が
、
そ
れ
ゆ
え

に
か
え
っ
て
「
藝
術
」
の
名
に
お
い
て
ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら
嫌
悪
さ

れ
、
つ
い
に
は
除
名
処
分
扱
い
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
に
も
、
藝

術
の
技
藝
か
ら
の
離
脱
の
背
景
を
な
す
政
治
的
闘
争
の
あ
り
さ
ま

が
象
徴
的
に
物
語
ら
れ
て
も
い
よ
う
。

二

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
位
置
付
け

日
本
と
い
う
存
在
が
こ
う
し
た
文
脈
に
棹
を
さ
し
た
の
が
、
十

九
世
紀
後
半
の
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
で
あ
っ
た
。
透
視
画
法

に
も
陰
影
法
に
も
明
暗
法
に
も
無
頓
着
に
み
え
た
、
ま
さ
に
「
藝

術
」
以
前
の
日
本
美
術
が
、
当
時
の
西
欧
藝
術
の
限
界
を
乗
り
越

え
る
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
歓
迎
さ
れ
た
理
由
は

ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
ア
カ
デ
ミ
ー

の
教
則
に
お
い
て
徹
底
し
て
教
授
さ
れ
て
い
た
技
法
を
否
定
し
無

視
す
る
こ
と
は
、
美
術B

eaux-A
rts/
Shöne

K
unst/

Fine
A
rts

を

応
用
藝
術arts

appliqués/angew
andte

K
unst/applied

arts

か
ら

区
分
し
た
西
欧
の
価
値
観
と
階
層
秩
序
と
を
根
底
か
ら
転
倒
す
る
、

と
い
う
よ
り
も
、
無
効
な
も
の
と
し
て
否
定
す
る
行
為
だ
っ
た
。

た
だ
し
実
際
に
は
北
齋
、
広
重
以
降
の
絵
師
た
ち
が
そ
う
し
た
西

（
４
）



欧
絵
画
の
技
法
を
知
識
と
し
て
す
で
に
薬
籠
中
に
し
て
い
た
こ
と

は
、
断
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
だ
が
興
味
深
い
こ
と
に
、
日

本
の
感
化
を
云
々
す
る
当
時
の
欧
文
文
献
で
は
、
不
思
議
と
こ
の

こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
が
な
い
。
む
し
ろ
外
国
か
ら
の
影
響
の

せ
い
で
純
粋
な
日
本
の
美
学
が
変
質
し
つ
つ
あ
る
現
状
を
嘆
く
声

が
圧
倒
的
だ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
こ
で
話
題
と
さ
れ
る
日
本
藝
術
な

る
も
の
の
姿
に
は
、
欧
米
の
側
の
必
要
な
い
し
は
期
待
の
地
平
に

よ
っ
て
、
取
捨
選
択
が
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
実
際
、

日
本
の
影
響
を
過
小
評
価
す
る
論
者
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
当

時
す
で
に
日
本
が
西
欧
美
術
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
─
た
と
え

ば
透
視
画
法
の
不
正
確
な
利
用
─
に
論
及
し
、
だ
か
ら
日
本
の
印

象
派
へ
の
影
響
は
本
質
的
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
議
論
を
立
て
る

傾
向
が
あ
る
。
だ
が
影
響
を
受
け
た
こ
と
と
、
そ
れ
が
い
か
に
取

り
込
ま
れ
変
質
し
た
か
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
て
、
世
紀
末
の
西
欧
に
あ
っ
て
、
日
本
の
藝
術
は
も
っ
ぱ
ら

そ
の
「
装
飾
性
」
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
そ
の

装
飾
性
に
い
か
な
る
価
値
判
断
を
込
め
る
か
に
お
い
て
、
西
欧
の

論
者
の
見
解
は
鋭
く
対
立
し
て
い
た
。
装
飾
藝
術
は
美
術
の
二
次

的
派
生
形
態
で
は
な
い
。
美
術
こ
そ
が
装
飾
藝
術
の
応
用
・
派
生

形
態
で
は
な
い
か
─
そ
れ
は
初
代
駐
日
公
使
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
『
日
本
の
美
術
と
工
業
藝
術
』（
一
八
七
八
）
で
、

フ
ラ
ン
ス
流
の
高
級
藝
術
と
応
用
藝
術
と
の
区
分
を
批
判
し
て
表

（
５
）

明
し
た
見
解
だ
っ
た
。
ま
た
エ
ド
モ
ン
・
ド
・
ゴ
ン
ク
ー
ル
は
「
フ

ラ
ン
ス
の
工
業
藝
術
は
、
日
本
藝
術
と
い
う
生
活
に
密
着
し
た
内

密
な
藝
術
の
鞭
に
あ
て
ら
れ
て
、
今
や
大
藝
術G

rand
A
rt

を
殺

し
に
か
か
っ
て
い
る
」、
と
一
八
九
二
年
に
「
日
記
」
に
記
し
て
い

る
。
だ
が
産
業
革
命
も
あ
い
ま
っ
て
発
生
し
た
こ
う
し
た
状
況
は
、

両
刃
の
劍
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
美
術
」
を
擁
護
す
る
側
の
価

値
観
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
は
た
し
か
に
装
飾
で
は
優
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
い
ま
だ
「
美
術
」B

eaux
A
rts

と
い
っ
た
名
称
で
呼
び
得

る
も
の
で
は
な
い
。
日
本
に
は
い
ま
だ
高
級
藝
術fine

arts

の
範

疇
そ
の
も
の
が
成
立
し
て
お
ら
ず
、
だ
か
ら
日
本
文
明
は
ま
だ
幼

稚
な
段
階
に
止
ま
っ
て
い
る
。
大
藝
術
に
必
須
の
、
人
間
な
ら
で

は
の
思
想idea

も
感
情
表
現expression

de
passion

も
日
本
美
術

に
は
見
ら
れ
な
い
と
の
見
解
が
支
配
的
だ
っ
た
。
お
雇
い
外
国
人

ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
は
一
八
七
三
年
の
ヴ
ィ
ー
ン
万

国
博
覧
会
に
際
し
て
、
日
本
の
出
品
は
「
天
成
ノ
感
情
」
が
欠
如

し
た
「
工
術
ノ
精
詣
」
に
止
ま
っ
て
い
る
点
に
苦
言
を
呈
し
、
ま

た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
精
神
性
の
発
露
た
る
「
妙
想
」
の
必
要
を
「
美

術
真
説
」
で
力
説
し
た
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
、
欧
米
の
観
点
か
ら

「
美
術
」
な
る
範
疇
と
認
知
さ
れ
う
る
よ
う
な
独
立
し
た
分
野
が
、

当
時
の
日
本
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
書
す
る
。

日
本
藝
術
を
「
美
術
」
と
認
知
す
る
か
否
か
の
判
断
は
、
論
者

の
価
値
観
そ
の
も
の
と
表
裏
一
体
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
と
り
わ

20
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け
明
確
に
す
る
の
が
世
紀
末
ヴ
ィ
ー
ン
で
の
論
争
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ー
ン
分
離
派
の
機
関
紙
と
な
っ
た
『
ヴ
ェ
ル
・
サ
ク
ル
ム
』

で
は
一
八
九
八
年
の
創
刊
当
初
か
ら
日
本
藝
術
の
評
価
が
問
題
と

な
っ
た
。
日
本
藝
術
に
は
「
日
常
品
」
に
お
け
る
装
飾
よ
り
も
高

級
な
発
展
を
遂
げ
た
「
有
機
的
な
表
現
へ
の
葛
藤
」
が
欠
如
し
て

い
る
と
す
る
モ
ー
リ
ッ
ツ
・
ド
レ
ー
ガ
ー
の
主
張
に
対
し
て
、
エ

ル
ン
ス
ト
・
シ
ュ
ー
ル
や
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ー
ル
と
い
っ
た
批
評
家

は
、
日
本
藝
術
は
「
神
経
の
藝
術
」N

ervenkunst

で
あ
る
と
し
て

擁
護
し
た
。
そ
こ
に
は
精
神
の
構
築
を
言
い
募
る
あ
ま
り
感
性
が

摩
耗
し
、
本
源
的
な
生
命
力
を
失
っ
て
形
骸
化
し
て
い
た
当
時
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
藝
術
の
末
期
的
症
状
を
、
思
考
偏
重
、
頭
で
っ

か
ち
と
し
て
批
判
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
日
本
藝
術
に
「
神
経
の

藝
術
」
を
見
る
感
性
。
そ
れ
が
い
か
に
も
ヴ
ィ
ー
ン
世
紀
末
特
有

の
、
爛
熟
し
て
物
憂
く
神
経
症
的
な
、
あ
の
ク
リ
ム
ト
や
エ
ゴ

ン
・
シ
ー
レ
の
内
面
世
界
、
オ
ッ
ト
ー
・
ヴ
ァ
イ
ニ
ン
ガ
ー
や
フ

ロ
イ
ト
に
代
表
さ
れ
る
無
意
識
や
性
科
学
へ
の
関
心
を
裏
書
き
し

て
い
る
風
情
な
の
も
、
時
代
と
文
化
の
雰
囲
気
と
い
う
も
の
を
伝

え
て
貴
重
な
証
言
だ
。

三
「
溶
解
」
す
る
日
本
美
術

こ
の
論
争
の
な
か
で
、
シ
ュ
ー
ル
は
明
ら
か
に
ド
レ
ー
ガ
ー
へ

の
反
論
と
し
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
藝
術
は
構
築
す
る
も
の
だ
が
、

日
本
藝
術
は
溶
解
す
る
も
の
だ
」
と
観
察
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ

れ
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
藝
術
は
天
に
向
か
っ
て
構

築
す
る
が
、
よ
く
見
る
と
抜
け
て
い
る
と
こ
ろ
や
力
不
足
な
点
に

気
付
く
。
と
こ
ろ
が
日
本
藝
術
は
貴
重
な
も
の
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ

隣
合
わ
せ
に
置
い
て
ゆ
く
。
結
果
と
し
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
藝
術
は

構
築
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
つ
も
破
壊
的
で
あ
り
、
日
本
藝
術
は

破
壊
を
〈
目
指
し
て
い
る
〉
と
い
う
言
葉
が
こ
の
国
の
藝
術
に
は

ふ
さ
わ
し
く
な
い
に
し
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
構
築
的
で
あ
る
」

と
か
れ
は
結
論
づ
け
て
い
る
。
自
然
へ
と
神
経
を
延
ば
す
こ
と
で

自
ら
は
環
境
へ
と
溶
解
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
個
々
の
作
品

の
独
立
性
を
主
張
す
る
よ
り
は
、
か
え
っ
て
生
活
空
間
全
体
に
溶

け
込
ん
で
そ
れ
を
美
的
な
も
の
へ
と
構
成
し
て
し
ま
う
日
本
美
学
。

そ
の
「
溶
解
性
」
を
手
掛
か
り
に
、
シ
ュ
ー
ル
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的

な
「
構
築
」
観
を
骨
抜
き
に
し
よ
う
と
す
る
。

さ
ら
に
「
神
経
藝
術
」
な
る
用
語
の
本
来
の
発
案
者
で
あ
っ
た
、

「
文
壇
の
風
見
鶏
」
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ー
ル
は
こ
れ
を
受
け
て
、「
日

本
人
は
あ
ら
ゆ
る
要
素
に
情
緒Stim

m
ung

を
溶
か
し
込
み
、
そ

れ
な
く
し
て
で
き
る
も
の
は
す
べ
て
排
除
し
、
た
だ
本
質
的
な
も

の
だ
け
を
指
し
示
す
の
だ
が
、
そ
の
技
た
る
や
た
い
し
た
も
の
で
、

我
々
は
そ
れ
で
も
っ
て
［
残
り
も
含
め
た
］
全
て
を
併
せ
て
感
じ

と
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
し
ま
う
」
と
敷
延
し
て
み
せ
る
。
そ

こ
で
バ
ー
ル
は
「
日
本
人
が
花
一
本
を
描
け
ば
、
そ
れ
で
あ
た
り

（
６
）



は
春
一
面
。
そ
れ
な
の
に
我
々
と
き
た
ら
、
春
の
全
体
を
描
い
た

と
こ
ろ
で
、
一
枝
の
花
に
す
ら
匹
敵
し
な
い
」
と
い
う
ペ
ー

タ
ー
・
ア
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
言
葉
を
引
い
て
い
る
。
そ
し
て
一
本

の
花
、
一
匹
の
動
物
、
山
、
そ
し
て
雲
、
さ
ら
に
は
お
よ
そ
愛
で

ら
れ
た
す
べ
て
を
、
同
一
の
本
質
が
変
化
し
た
も
の
だ
と
感
じ
る
、

「
源
初
的
な
世
界
感
情
」U

rgefüh1
der
W
elt

を
、
日
本
な
ら
で
は

の
藝
術
観
、
美
学
観
と
称
賛
す
る
。

フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
書
簡
に
親
し
ん
で
い
る
読
者
な
ら
ば
、
こ

こ
に
語
ら
れ
た
日
本
美
学
観
に
そ
っ
く
り
の
一
節
が
、
フ
ァ
ン
・

ゴ
ッ
ホ
の
書
簡
集
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ

う
。
た
っ
た
「
一
本
の
草
の
茎
」
の
写
生
に
専
念
す
る
こ
と
で
、

や
が
て
植
物
界
、
動
物
界
へ
と
思
い
を
は
せ
、
自
然
を
、
風
景
を

さ
ら
に
は
人
間
の
姿
を
観
照
す
る
「
哲
学
者
」
と
し
て
の
日
本
人
。

そ
う
し
た
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
の
「
日
本
美
学
」
の
発
想
源
に
は
、

日
本
美
術
商
に
し
て
こ
の
さ
き
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
の
仕
掛
け

人
と
な
る
Ｓ
・
ビ
ン
グ
が
発
刊
し
た
月
刊
誌
『
藝
術
の
日
本
』
創

刊
号
の
挿
絵
と
、
ビ
ン
グ
自
身
に
よ
る
序
文
の
あ
っ
た
こ
と
が
す

で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
か
れ
自
身
印
象
主
義
的
と
評
さ
れ

る
ア
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
の
文
章
作
法
─
─
そ
れ
を
森
鴎
外
は
何
篇
か

訳
し
て
い
る
─
─
も
、
現
実
の
切
り
取
ら
れ
た
一
隅
を
ほ
ん
の
数

行
で
さ
り
げ
な
く
描
写
し
て
、
そ
れ
で
人
生
の
陰
影
を
描
き
出
す

手
法
だ
っ
た
。
有
り
合
わ
せ
の
紙
切
れ
に
書
き
留
め
ら
れ
た
そ
れ

（
７
）

ら
の
断
片
を
あ
つ
め
て
出
版
に
遭
ぎ
着
け
た
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス

そ
の
人
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
も
、
こ
う
い
う
の
が
な
か
っ
た
か
。

「
ペ
ン
の
森
を
見
通
す
た
め
に
は
、
私
の
方
法
を
も
っ
て
す
れ
ば

一
枝
で
足
り
る
」
と
。
そ
し
て
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
『
チ
ャ

ン
ド
ス
卿
の
手
紙
』（
一
九
〇
二
）
に
語
ら
れ
る
「
す
べ
て
が
解
体

し
て
部
分
に
分
か
れ
、
そ
の
部
分
が
ま
た
細
分
化
し
て
、
も
う
何

事
も
ひ
と
つ
の
概
念
で
覆
い
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う

世
界
の
崩
壊
感
覚
が
、「
神
経
藝
術
」
の
背
景
を
な
し
て
い
た
こ

と
も
、
も
は
や
、
疑
い
な
い
。
シ
ュ
ー
ル
は
日
本
藝
術
を
「
感
情

の
藝
術
」G

efühlskunst

と
も
形
容
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
受
け

た
バ
ー
ル
は
、「
藝
術
の
も
っ
と
も
美
し
い
効
果
と
は
、
鑑
賞
者

の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
い
っ
し
ょ
に
働
か
せ
る
に
任
せ
る

m
itspielen

lassen

」
こ
と
に
あ
る
と
し
、
そ
の
こ
と
を
西
欧
人
は

忘
れ
て
い
る
が
、「
日
本
人
の
ま
っ
た
き
魅
力
は
、
本
質
的
に
そ

れ
が
、
励
起
さ
せ
る
藝
術
と
し
て
完
璧
で
あ
る
［vollendete

K
unst
der
E
rregung

］
こ
と
に
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
た
。

個
々
の
作
品
を
構
築
せ
ず
全
体
へ
と
「
溶
解
」
す
る
藝
術
は
、

世
紀
末
に
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
主
義
も
相
俟
っ
て
提
唱
さ
れ
た
「
綜
合
藝

術
」G

esam
tkustw

erk

の
理
念
に
合
致
す
る
。
ま
た
自
然
に
む
け

て
研
ぎ
澄
ま
し
た
神
経
を
延
ば
し
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
感
覚
に
全

身
全
霊
を
集
中
す
る
態
度
は
、
頭
脳
や
理
性
に
よ
る
精
神
の
記
念

碑
へ
の
信
仰
が
崩
壊
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
代
特
有
の
、
汎
神
論

（
８
）
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的
哲
学
と
も
相
性
が
よ
い
。
さ
ら
に
鑑
賞
者
に
よ
る
美
的
享
受
へ

の
参
加
を
待
っ
て
は
じ
め
て
完
成
す
る
藝
術
作
品
と
い
う
概
念
は
、

岡
倉
天
心
の
『
茶
の
本
』（
一
九
〇
六
）
が
西
欧
で
受
容
さ
れ
る
必

要
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
納
得
さ
せ
、
や
が
て
ヴ
ィ
ル

ヘ
ル
ム
・
ヴ
ォ
ー
リ
ン
ガ
ー
の
「
感
情
移
入
」E

infühlung

の
発

想
へ
と
受
け
継
が
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
公
認

さ
れ
て
い
た
藝
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
階
層
秩
序
の
別
に
も
拘
泥
せ
ず
、

高
級
藝
術
と
低
級
藝
術
と
の
別
を
透
過
す
る
融
通
無
碍
の
「
溶
解

性
」。
そ
こ
に
は
や
が
て
鼓
常
良
が
「
日
本
藝
術
様
式
の
枠
な
し

構
造
」R

ahm
enlosigkeit

der
japanischen

K
unststils

と
の
用
語

を
与
え
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。

だ
が
ま
さ
に
こ
の
「
枠
な
し
」
の
溶
解
性
ゆ
え
に
、
日
本
の
美

術
品
は
た
か
だ
か
工
藝
品
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
評
価
は
、
容
易
に

克
服
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
逆
に
「
美
術
」
の
地
位
を
獲
得
し
よ

う
と
躍
起
な
近
代
以
降
の
日
本
絵
画
や
彫
刻
は
、
そ
の
努
力
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
西
欧
の
作
品
と
比
較
さ
れ
た
場
合
に
は
、
所
詮

「
装
飾
的
」
で
「
思
想
性
」
や
「
自
律
性
」
に
欠
け
、
個
た
る
作
品

と
し
て
の
価
値
を
、
少
な
く
と
も
欧
米
の
展
示
空
間
で
は
容
易
に

発
揮
で
き
な
い
、
と
い
う
劣
等
感
に
悩
ま
さ
れ
つ
づ
け
る
こ
と
と

も
な
る
。
そ
の
混
乱
ぶ
り
を
以
下
簡
単
に
復
習
し
て
お
き
た
い
。

（
９
）

四

範
疇
論
の
混
乱
と
工
藝
の
位
置

ざ
っ
と
三
十
年
ほ
ど
遡
っ
て
み
よ
う
。
一
八
七
三
年
の
ヴ
ィ
ー

ン
万
国
博
覧
会
は
、
維
新
直
後
の
日
本
政
府
が
参
加
に
最
も
力
を

い
れ
た
博
覧
会
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
佐
野
常
民
が
提
出
し
た

十
六
部
九
十
六
巻
に
お
よ
ぶ
膨
大
な
報
告
書
か
ら
も
裏
書
さ
れ
よ

う
。
博
覧
会
に
お
い
て
約
二
百
の
日
本
製
品
が
賞
や
メ
ダ
ル
を
獲

得
し
た
が
、
と
り
わ
け
名
誉
賞
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
二
つ
に
対

し
て
、
日
本
は
五
つ
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
日
本
に
お

い
て
「
藝
術
」
と
「
工
藝
」
は
ど
ち
ら
も
新
語
で
あ
り
、
ま
た
両

者
の
区
別
は
必
ず
し
も
西
欧
の
範
疇
（schöne

K
unst/

K
unstgew

erbe

）
と
は
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
お
雇

い
外
国
人
と
し
て
ヴ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
出
品
に
力
の
あ
っ
た

ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
に
よ
る
『
澳
国
博
覧
会
報
告

書
』（
一
八
七
五
）
を
見
る
と
、「
藝
術
」
の
項
目
と
「
工
藝
」
の

項
目
と
に
跨
が
っ
て
陶
磁
器
、
塗
り
物
な
ど
の
品
目
が
分
配
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
「
混
乱
」
の
証
拠
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
北
澤
憲
昭
氏
も
指
摘
し
た
と
お
り
、
日
本
側
出
品
者

と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
上
手
物
を
「
藝
術
」
に
、
日
用
雑
器
の
類

い
を
「
工
藝
部
」
に
振
り
分
け
た
も
の
と
も
推
定
で
き
る
が
、
こ

れ
が
西
欧
の
分
類
概
念
と
は
皆
目
反
り
が
合
わ
な
い
こ
と
も
、
ま

た
明
白
で
あ
る
。



「
美
術
」
と
い
う
西
洋
的
概
念
枠
の
欠
如
を
何
よ
り
象
徴
し
た

の
が
、
会
場
に
出
品
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
鎌
倉
の
大
仏
の
、
実
物

大
紙
細
工
だ
ろ
う
。
ブ
ロ
ン
ズ
彫
刻
の
向
こ
う
を
張
る
代
用
と
し

て
紙
の
張
り
ぼ
て
を
出
品
し
た
に
つ
い
て
は
、
雨
や
日
光
に
晒
さ

れ
て
も
破
損
し
な
い
和
紙
の
耐
久
性
を
売
り
込
も
う
と
の
意
図
も

あ
っ
た
ら
し
い
。
梱
包
を
解
く
際
の
人
夫
の
煙
草
の
火
の
不
始
末

か
ら
、
こ
の
最
大
の
目
玉
は
、
頭
部
を
残
し
て
あ
え
な
く
全
焼
し

て
し
ま
っ
た
ら
し
い
が
、
鋳
造
技
術
と
も
藝
術
家
の
創
作
と
も
無

縁
で
、「
美
術
」
と
は
到
底
認
め
が
た
い
張
り
子
の
模
造
品
が
、
日

本
手
工
業
の
水
準
を
示
す
国
威
発
揚
の
手
段
と
し
て
、
何
の
疑
念

も
な
く
展
示
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
鼠
屋
伝
吉
に
よ
る
こ
の
細
工
物

に
は
、
見
世
物
と
記
念
碑
的
彫
像
に
ま
だ
確
固
と
し
た
区
別
の
な

か
っ
た
時
代
相
が
如
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

日
本
藝
術
の
精
神
性
の
有
無
に
関
す
る
議
論
が
、
ヴ
ィ
ー
ン
の

み
な
ら
ず
、
パ
リ
や
ロ
ン
ド
ン
な
ど
欧
州
各
地
で
持
ち
上
が
っ
た

の
も
、
精
神
の
発
露
と
し
て
の
高
級
視
覚
藝
術
た
る
美
術
と
、
日

常
の
用
具
た
る
工
藝
製
品
と
の
区
別
が
、
日
本
美
術
に
あ
っ
て
は

こ
の
よ
う
に
不
明
確
だ
っ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
そ
の
後
一
八
七

七
年
の
内
国
勧
業
博
覧
会
で
は
「
美
術
」
と
い
う
範
疇
が
よ
う
や

く
視
覚
藝
術
に
限
定
す
る
意
味
で
用
い
ら
れ
る
に
至
る
が
、
そ
の

概
念
の
外
延
は
な
お
は
な
は
だ
曖
昧
だ
っ
た
。
記
録
に
よ
れ
ば
、

こ
の
「
美
術
」
な
る
分
野
に
は
、
油
絵
や
水
墨
画
の
み
な
ら
ず
、

（
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掛
け
軸
、
衝
立
、
屏
風
、
花
瓶
、
書
架
、
傘
の
柄
、
刀
掛
に
い
た

る
じ
つ
に
様
々
な
品
物
が
出
品
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
グ
ナ
ー
は
ま

さ
に
こ
う
し
た
「
美
術
」
部
門
の
混
乱
ぶ
り
を
目
に
し
て
、「
抑
美

術
家
タ
ル
モ
ノ
ハ
唯
ニ
工
術
ノ
精
詣
ニ
止
ラ
ズ
亦
天
成
ノ
感
情
ニ

通
ゼ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
苦
言
を
呈
し
た
わ
け
が
、
こ
こ
に
は
当

時
の
西
欧
的
常
識
に
沿
っ
て
日
本
の
現
実
に
あ
ら
た
な
区
別
を
創

出
し
な
く
て
は
、
西
欧
で
「
正
当
」
な
評
価
は
得
ら
れ
な
い
と
す

る
判
断
が
、
そ
う
と
は
意
識
さ
れ
ぬ
西
欧
中
心
主
義
と
な
い
混
ぜ

に
な
っ
て
披
瀝
さ
れ
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
美
術
と
工
藝
の
未
分
化
は
、
さ
ら
に
一
八
七
八

年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
も
持
ち
越
さ
れ
、「
美
術
部
」
第
二
類

の
「
諸
絵
画
お
よ
び
デ
ッ
サ
ン
」
部
門
に
は
、
お
そ
ら
く
組
織
者

の
意
図
と
は
相
違
し
て
、
起
立
工
商
会
社
の
「
漆
上
の
デ
ッ
サ

ン
」
や
香
蘭
社
の
「
磁
器
上
の
絵
」
な
ど
が
出
品
さ
れ
て
い
る
。

日
本
で
よ
う
や
く
「
美
術
」
と
「
美
術
工
業
／
美
術
工
藝
」
と
が

区
分
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
八
九
〇
年
の
第
三
回
内
国
勧
業

博
覧
会
だ
が
、
続
く
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
博
覧
会
で
は
、
欧
米
式
の

美
術
定
義
に
日
本
は
敢
然
と
異
議
を
差
し
挟
む
。「
彼
ハ
通
例
絵

画
彫
刻
ノ
二
者
ヲ
指
シ
テ
美
術
ト
曰
ヒ
我
ハ
即
チ
苟
モ
美
術
思
想

ヲ
要
シ
タ
ル
製
品
ハ
渾
ヘ
テ
之
ヲ
美
術
品
ト
見
做
セ
リ
（
中
略
）

而
シ
テ
本
邦
出
品
ハ
絵
画
、
彫
刻
ハ
勿
論
陶
磁
器
、
漆
器
、
織
物
、

金
属
器
等
ニ
至
ル
マ
テ
皆
之
ヲ
含
蓄
ス
ル
ヲ
以
テ
他
国
ニ
比
シ
其

（

）
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種
類
甚
タ
多
ク
美
術
部
長
ニ
於
テ
モ
当
初
稍
々
異
議
ヲ
挟
ミ
タ
ル

モ
終
ニ
之
ヲ
証
認
セ
シ
メ
以
テ
我
国
美
術
範
囲
ノ
広
キ
ヲ
示
ス
ニ

至
レ
リ
」。

日
本
の
美
術
だ
け
は
別
格
扱
い
す
べ
し
と
の
主
張
が
米
国
主
催

者
側
に
も
認
め
ら
れ
た
、
と
い
う
の
だ
が
、
こ
れ
が
い
さ
さ
か
日

本
当
局
側
の
身
勝
手
な
自
己
満
足
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
つ

と
に
丹
尾
安
典
氏
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
だ
。
例
え
ば
、
出
品

審
査
に
携
わ
っ
た
画
家
の
川
端
玉
章
は
「
ご
承
知
の
如
く
、
日
本

の
画
は
今
ま
で
に
海
外
の
博
覧
会
に
て
、
堂
々
と
は
い
ッ
た
こ
と

が
な
い
、
他
の
工
藝
品
と
同
様
に
装
飾
品
の
内
に
懸
け
ら
れ
る
と

い
ふ
仕
合
せ
、
ま
る
で
現
今
の
日
本
製
作
に
は
、
美
術
と
い
ふ
も

の
が
な
い
や
う
な
扱
い
を
さ
れ
て
居
る
」、
と
工
藝
家
と
同
列
に

遇
さ
れ
る
こ
と
へ
の
不
平
を
漏
ら
し
て
い
る
し
、
久
米
桂
一
郎
も

「
市
俄
古
博
覧
会
ニ
於
ケ
ル
カ
如
ク
、
美
術
館
内
ニ
陳
列
区
ヲ
設

ケ
タ
ル
モ
亦
他
ノ
工
藝
品
ト
共
ニ
陳
列
ヲ
ナ
シ
タ
ル
ハ
、
未
タ
美

術
作
品
ト
シ
テ
正
当
ナ
ル
待
遇
ヲ
受
ケ
タ
リ
ト
云
フ
ヘ
カ
ラ
ス
」

と
、「
美
術
」
を
「
工
藝
」
か
ら
分
離
し
て
展
示
す
る
必
要
を
説
い

て
い
る
。

こ
う
し
た
手
前
勝
手
を
押
し
通
し
た
背
景
に
は
、
お
り
か
ら
の

国
粋
の
風
潮
も
あ
ろ
う
。
一
八
八
九
年
に
東
京
美
術
学
校
が
日
本

画
と
木
彫
の
み
で
開
校
し
た
こ
と
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
木
彫
の

教
授
に
急
遽
取
り
立
て
ら
れ
た
仏
師
高
村
高
雲
は
、
そ
の
意
味
も

（
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分
か
ら
ぬ
ま
ま
、
こ
こ
で
い
わ
ば
彫
刻
家
へ
と
変
身
す
る
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
。
さ
ら
に
黒
田
清
輝
の
帰
国
を
待
っ
て
よ
う
や

く
西
洋
画
科
が
導
入
さ
れ
る
の
は
一
八
九
六
年
。
ま
た
岡
倉
天
心

が
純
正
美
術pure

art

と
工
業
藝
術industrial

art

（
装
飾
藝
術

decorative
art

な
い
し
応
用
藝
術applied

art

）
の
区
別
を
西
欧
特

有
の
も
の
と
し
、
か
よ
う
な
人
為
的
な
区
別
は
日
本
美
術
に
は
な

く
、
そ
こ
に
日
本
の
特
色
が
あ
る
と
論
じ
て
い
た
の
は
、
翌
明
治

三
十
（
一
八
九
七
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彫
刻
と
名
の
つ
く
も

の
が
公
園
な
る
場
所
に
据
え
ら
れ
た
の
は
、
上
野
公
園
に
あ
る
高

雲
の
《
西
郷
隆
盛
》
を
嚆
矢
と
す
る
が
、
美
術
学
校
に
西
洋
式
の

彫
塑
が
設
け
ら
れ
る
の
が
翌
一
八
九
九
年
で
、
そ
こ
に
入
学
し
た

の
が
高
雲
の
息
子
光
太
郎
。
こ
こ
で
よ
う
や
く
西
欧
で
い
う
「
美

術
」
の
担
い
手
の
生
産
体
制
が
日
本
で
も
公
式
に
整
う
。
そ
う
し

た
な
か
で
迎
え
た
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
は
、
天
心
の

い
う
よ
う
な
日
本
美
術
の
特
性
が
世
界
に
通
用
す
る
か
ど
う
か
を

試
す
試
金
石
と
な
っ
た
。
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
日
本
に
も
「
純

正
美
術
」
の
存
在
す
る
こ
と
を
世
界
に
示
そ
う
と
す
る
意
図
が

あ
っ
た
こ
と
は
、
金
子
堅
太
郎
『
巴
里
万
国
大
博
覧
会
に
対
す
る

方
針
』（
明
治
三
十
年
）
に
も
語
ら
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
注
目

に
値
す
る
の
は
、
グ
ラ
ン
・
パ
レ
を
会
場
と
す
る
美
術
部
門
の
う

ち
、「
諸
外
国
の
美
術
の
十
年
」
と
題
す
る
部
門
で
、
油
彩
画
の
み

な
ら
ず
日
本
画
も
併
せ
て
展
示
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

（

）
１４



だ
が
博
覧
会
会
場
を
訪
れ
た
日
本
人
た
ち
は
総
じ
て
劣
等
感
に

襲
わ
れ
た
。
久
保
田
米
斎
は
「
日
本
画
ハ
ど
う
も
全
体
に
規
模
が

狭
小
だ
。
鮮
妍
、
巧
緻
の
趣
致
ハ
十
分
で
あ
る
が
、
勁
抜
雄
麗
の

気
魄
が
な
い
。（
中
略
）
若
し
西
洋
の
画
を
大
陸
の
景
に
比
す
れ

バ
、
日
本
の
画
ハ
盆
栽
に
対
し
て
ゐ
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
嘆
息
す
る
。
ま
た
洋
画
家
浅
井
忠
は
「
和
洋
も
な
く
流
儀

も
な
く
日
本
画
は
尽
く
皆
一
様
に
し
て
差
別
な
き
如
く
見
え
然
も

一
様
に
皆
拙
劣
に
し
て
殆
ど
画
と
称
す
る
も
恥
ず
か
し
き
位
な

り
」、「
日
本
の
国
画
及
油
画
其
間
［
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
諸
外
国
の

あ
い
だ
］
に
は
さ
ま
れ
て
実
に
顔
色
な
し
。
其
前
に
立
留
る
も
う

ら
恥
ず
か
し
く
候
」
と
報
告
し
て
い
る
。
な
か
に
は
西
洋
人
に
は

日
本
画
の
趣
な
ど
到
底
理
解
で
き
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
さ
さ
か

居
丈
高
に
居
直
る
者
も
あ
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
帰
国
後
の
浅
井
忠
は
、
そ
の
晩
年
京
都
高
等

工
藝
学
校
の
主
席
教
授
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
工
藝
の
刷
新
に
心
を

砕
き
、
事
実
上
油
絵
を
放
棄
し
た
。
そ
の
軌
跡
に
も
、
お
お
き
な

時
代
の
う
ね
り
の
な
か
で
変
貌
を
遂
げ
て
ゆ
く
美
術
と
工
藝
と
の

狭
間
で
翻
弄
さ
れ
、
苦
悩
し
た
ひ
と
り
の
創
作
家
の
、
工
藝
へ
の

逃
避
と
も
、
そ
の
逆
に
先
見
の
明
あ
る
進
取
の
選
択
あ
る
い
は
積

極
的
な
関
与
と
も
、
に
わ
か
に
は
判
断
で
き
な
い
屈
曲
が
み
ら
れ

よ
う
。
否
そ
こ
に
日
本
人
洋
画
家
黎
明
の
ひ
と
り
の
敗
北
を
見
る

我
々
の
常
識
の
ほ
う
が
偏
向
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
パ
リ

（
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万
国
博
覧
会
で
「
油
絵
」
技
法
に
お
い
て
西
欧
と
競
い
合
う
「
愚

劣
」
さ
に
納
得
し
、
ま
た
本
来
の
日
本
藝
術
の
長
所
で
あ
っ
た
は

ず
の
装
飾
の
面
で
も
、
日
本
を
発
想
源
と
し
た
ア
ー
ル
・
ヌ
ー

ヴ
ォ
ー
な
ど
の
潮
流
の
優
位
の
前
に
顔
色
な
き
日
本
の
装
飾
藝
術

の
低
迷
を
直
観
し
た
浅
井
は
、
美
術
と
装
飾
藝
術
の
上
下
関
係
す

ら
揺
ら
ぎ
つ
つ
あ
っ
た
当
時
の
西
欧
世
紀
末
美
術
の
現
状
を
も
踏

ま
え
た
う
え
で
、「
綜
合
藝
術
」
に
狙
い
を
定
め
、
敢
え
て
装
飾
の

国
日
本
の
復
権
に
後
半
生
を
捧
げ
よ
う
と
、
前
向
き
に
決
心
し
て

い
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
浅
井
が
「
図
案
家
」
光

悦
と
は
別
に
、
ま
た
大
津
絵
に
対
し
て
も
早
く
か
ら
並
々
な
ら
ぬ

関
心
を
示
し
た
こ
と
も
無
視
で
き
ま
い
。
浅
井
か
ら
「
工
藝
」
の

柳
宗
悦
を
つ
な
ぐ
一
筋
の
思
想
が
こ
こ
に
探
ら
れ
る
か
ら
だ
。

五

大
藝
術
の
衰
退
か
ら
モ
ダ
ン・デ
ザ
イ
ンへの
曲
折

か
り
に
西
欧
の
大
藝
術
を
目
の
当
た
り
に
し
て
の
挫
折
感
が
浅

井
を
工
藝
に
向
か
わ
せ
た
の
だ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
同
じ
二
十
世

紀
初
頭
、
西
欧
で
は
工
業
藝
術
が
、
よ
ろ
し
く
そ
の
大
藝
術
を
殺

し
に
か
か
っ
て
い
た
。
よ
し
そ
れ
が
ゴ
ン
ク
ー
ル
の
予
言
の
と
お

り
、
も
っ
ぱ
ら
日
本
藝
術
と
い
う
鞭
に
あ
て
ら
れ
て
か
否
か
は
ひ

と
ま
ず
措
く
に
せ
よ
。
こ
の
取
り
違
え
な
い
し
肩
透
か
し
の
よ
う

な
状
況
の
な
か
で
、
こ
れ
以
降
の
日
本
近
代
の
造
形
が
展
開
し
な

く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
意
識
さ
れ
る
に
値

（

）
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し
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
出
産
外
傷
と
で
も
い
う
べ
き
捩
れ

は
、
同
時
に
盲
点
と
し
て
忘
れ
ら
れ
、
隠
蔽
さ
れ
た
ま
ま
、
事
態

は
な
し
崩
し
的
に
進
行
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
高
雲
・
光
太
郎

の
高
村
親
子
に
そ
の
典
型
を
見
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
降
職
人
か
ら

藝
術
家
へ
と
脱
皮
す
る
階
層
分
化
を
自
ら
経
験
し
た
造
形
家
た
ち

が
、
そ
の
世
代
論
的
特
殊
事
情
を
「
近
代
」
に
必
然
の
変
貌
と
重

ね
合
わ
せ
て
理
解
し
た
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
そ
の
意
味
を
掴
み
そ

こ
な
っ
た
断
絶
こ
そ
、
柳
宗
悦
の
反
近
代
主
義
が
密
か
に
そ
の
拠

り
所
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
ゆ
え
「
民
藝
」
の
思
弁
に
よ
っ
て
意
識

か
ら
覆
い
隠
し
て
し
ま
っ
た
曖
昧
な
領
域
で
も
あ
っ
た
。
無
名
の

職
人
の
無
心
な
造
形
を
標
榜
し
な
が
ら
、
日
本
「
美
術
」
史
に
名

を
残
す
個
人
作
家
を
輩
出
し
た
と
い
う
逆
説
も
、
け
っ
し
て
民
藝

理
論
の
破
綻
で
は
な
く
、
柳
の
中
世
主
義
に
刻
印
さ
れ
た
近
代
性

の
証
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
の
問
題
点
を
列
挙
し
、
内
実
に
踏
み
込
む
余
裕
は
す
で
に
な

い
。
こ
こ
で
は
序
論
の
末
尾
と
し
て
ひ
と
つ
巨
視
的
に
以
上
の
事

態
に
見
取
り
図
を
与
え
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。
産
業
革
命
期
の

イ
ギ
リ
ス
で
装
飾
刷
新
に
力
の
あ
っ
た
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン

ズ
は
、
一
八
五
一
年
の
ロ
ン
ド
ン
大
博
覧
会
に
際
し
て
、『
装
飾

の
文
法
』
で
つ
と
に
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
た
。
つ
ま

り
、
西
欧
で
は
「
美
術A

rt

を
手
工
業
へ
と
応
用
す
る
に
さ
い
し

て
、
い
か
な
る
共
通
の
原
理
も
見
い
だ
せ
ず
」
そ
こ
で
は
「
新
奇

（

）
１７

を
衒
っ
た
だ
け
の
、
適
性
を
重
ん
じ
な
い
不
毛
な
闘
争
が
あ
る
ば

か
り
、
デ
ザ
イ
ン
は
流
行
の
美
術
様
式
か
ら
得
ら
れ
た
美
し
い
形

を
見
境
い
な
く
模
写
し
て
は
ぶ
ざ
ま
に
応
用
す
る
ば
か
り
で
、

我
々
の
生
産
の
需
要
と
手
段
と
に
調
和
し
た
美
術
を
作
り
出
そ
う

と
す
る
試
み
な
ど
ひ
と
つ
と
し
て
見
ら
れ
な
い
」。
そ
れ
に
対
し

て
東
洋
美
術
に
あ
っ
て
は
、「
常
に
全
体
の
形
態
へ
の
配
慮
が
み

ら
れ
、
無
用
の
虚
飾
や
過
剰
な
装
飾
は
ど
こ
に
も
な
く
、
目
的
な

く
し
て
加
え
ら
れ
た
も
の
も
、
不
利
益
を
被
る
こ
と
な
く
取
り
去

る
こ
と
の
で
き
る
も
の
も
、
何
も
な
い
」。
こ
こ
で
い
う
東
洋
美

術
と
は
も
っ
ぱ
ら
ア
ラ
ビ
ア
や
サ
ラ
セ
ン
の
も
の
だ
が
、
す
で
に

こ
の
指
摘
に
は
十
九
世
紀
西
欧
の
内
な
る
願
望
が
、
外
な
る
「
東

洋
の
美
学
」
一
般
の
う
え
に
い
か
に
投
影
さ
れ
、
何
を
求
め
て
い

た
か
が
、
如
実
に
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
発
言
に
半
世
紀
後
の
あ
る
発
言
を
重
ね
あ
わ
せ
て
み
よ
う
。

世
紀
末
へ
の
反
動
の
時
期
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
理
論
家
グ
レ
ー
ズ
と

メ
ッ
ザ
ン
ジ
ェ
は
『
キ
ュ
ビ
ス
ム
に
つ
い
て
』（
一
九
一
二
）
で
、

装
飾
と
絵
画
と
を
区
別
す
べ
く
、
次
の
よ
う
な
定
義
を
示
し
て
い

る
。「
装
飾
的
な
作
品
は
そ
の
〈
届
け
先
〉
に
よ
っ
て
し
か
存
在

し
な
い
。
あ
れ
こ
れ
の
物
体
と
装
飾
的
作
品
と
の
あ
い
だ
に
成
立

す
る
関
係
の
力
に
よ
っ
て
の
み
、
装
飾
的
作
品
は
そ
の
生
命
を
得

る
。（
…
）
そ
れ
に
対
し
て
絵
画
［
タ
ブ
ロ
ー
］
は
自
ら
の
う
ち
に

そ
の
存
在
理
由
を
も
っ
て
い
る
。（
…
）
絵
画
は
本
質
的
に
独
立

（

）
１８



し
て
お
り
、
必
然
的
に
そ
れ
と
し
て
全
き
も
の
で
あ
り
、
精
神
を

た
だ
ち
に
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
も
の
ご
と
を
秩
序

づ
け
る
光
に
司
ら
れ
た
虚
構
の
深
み
へ
と
す
こ
し
ず
つ
精
神
を
引

き
込
ん
で
行
く
」。

自
律
せ
ず
何
か
に
付
属
し
従
属
的
で
あ
る
も
の
を
「
装
飾
」
の

名
で
呼
び
、
絵
画
に
は
装
飾
と
は
隔
絶
し
た
自
律
せ
る
地
位
を
確

保
し
よ
う
と
す
る
こ
の
議
論
は
、
奇
妙
な
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
。

絵
画
空
間
が
そ
れ
と
し
て
自
律
し
、
独
自
の
存
在
理
由
を
も
つ
の

は
、
そ
の
構
成
要
素
が
絵
画
の
内
部
に
あ
っ
て
そ
れ
ら
の
「
あ
い

だ
に
成
立
す
る
関
係
の
力
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
生
命
を
得
て
」

い
る
限
り
に
お
い
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
内
部
に
お
い
て
「
常
に
全

体
の
形
態
へ
の
配
慮
が
み
ら
れ
、
無
用
の
虚
飾
や
過
剰
な
装
飾
は

ど
こ
に
も
な
く
、
目
的
な
く
し
て
加
え
ら
れ
た
も
の
も
、
不
利
益

を
被
る
こ
と
な
く
取
り
去
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
も
、
何
も
な

い
」
か
ぎ
り
、
そ
の
作
品
は
自
律
す
る
。
だ
が
、
尺
度
を
ひ
と
つ

ず
ら
し
て
、
作
品
の
内
的
な
自
律
性
か
ら
そ
の
社
会
に
お
け
る
市

場
機
能
へ
と
観
点
を
移
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
こ
う
し
た
自
律

性
の
主
張
そ
の
も
の
が
、
周
囲
と
は
「
い
か
な
る
共
通
の
原
理
も

見
い
だ
せ
ず
」、
ひ
た
す
ら
「
新
奇
を
衒
っ
た
だ
け
の
、
適
性
を
重

ん
じ
な
い
不
毛
な
闘
争
」
ば
か
り
を
煽
る
結
果
、「
我
々
の
生
産

の
需
要
と
手
段
と
に
調
和
し
た
美
術
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
試
み

な
ど
ひ
と
つ
と
し
て
見
ら
れ
な
い
」
と
い
う
（
オ
ー
ウ
ェ
ン
・

（

）
１９

ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
批
判
し
た
）
事
態
を
招
く
危
険
を
も
同
時
に
内
蔵

し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
装
飾
と
は
一
線
を
画
し
、

「
用
」
を
目
的
と
し
た
工
藝
か
ら
も
自
律
し
た
つ
も
り
の
「
美
術
」

の
側
が
、
か
え
っ
て
知
ら
ず
知
ら
ず
社
会
の
無
用
な
虚
飾
と
な
っ

て
い
る
、
と
い
う
転
倒
が
「
前
衛
」
の
存
在
理
由
と
表
裏
一
体
に

露
呈
す
る
。

こ
れ
に
続
く
部
分
で
、
グ
レ
ー
ズ
と
メ
ッ
ザ
ン
ジ
ェ
は
「
そ
れ

ぞ
れ
の
も
の
を
あ
る
べ
き
場
所
に
据
え
る
術
が
智
恵
で
あ
る
な
ら

ば
、
ほ
と
ん
ど
の
藝
術
家
は
と
て
も
そ
ん
な
智
恵
な
ど
備
え
て
い

な
い
」。
と
付
け
加
え
る
。
こ
れ
は
一
個
の
絵
画
作
品
の
内
的
な

秩
序
感
覚
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
た
し
か

に
日
本
の
藝
術
作
品
は
「
自
律
性
」
に
欠
け
、
そ
れ
自
体
の
個
と

し
て
の
存
在
理
由
を
誇
示
し
な
い
た
め
、
と
も
す
れ
ば
装
飾
藝
術

と
見
な
さ
れ
、
美
術
と
し
て
は
不
完
全
と
も
評
価
さ
れ
た
。
だ
が

そ
の
「
不
完
全
」
な
日
本
の
美
学
の
う
ち
に
、
世
紀
末
の
西
欧
人

が
見
て
と
っ
た
利
点
こ
そ
、
作
品
た
ち
が
居
並
ぶ
空
間
に
お
い
て

「
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
を
あ
る
べ
き
場
所
に
据
え
る
智
恵
」
で
は
な

か
っ
た
か
（
そ
れ
に
し
て
は
現
今
の
日
本
の
都
会
の
町
並
み
と
近

郊
の
乱
開
発
ぶ
り
は
何
と
「
反
日
本
的
」
な
こ
と
だ
ろ
う
）。

「
神
経
の
藝
術
」
と
い
い
、
そ
れ
を
背
後
で
支
え
る
「
枠
な
し
構

造
」
と
い
い
、
そ
れ
は
過
不
足
の
感
覚
に
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
て
い
れ

ば
こ
そ
、
周
囲
の
環
境
を
睥
睨
し
て
見
下
ろ
す
よ
う
な
「
独
立

28
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性
」
や
「
全
き
」「
存
在
理
由
」
を
自
己
主
張
す
る
こ
と
に
は
不
向

き
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
「
あ
れ
こ
れ
の
物
体
と
の
あ
い
だ
に

成
立
す
る
関
係
の
力
に
よ
っ
て
の
み
生
命
を
得
る
」
よ
う
な
作
品

に
は
「
美
術
」
の
名
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
と
す
る
グ
レ
ー
ズ
と

メ
ッ
ザ
ン
ジ
ェ
の
価
値
判
断
に
は
、
逆
に
前
衛
を
主
張
す
る
こ
と

の
保
守
性
が
あ
ら
れ
も
な
く
露
呈
し
て
い
る
。
精
神
の
働
き
は
自

律
し
た
閉
じ
た
領
域
を
形
成
し
、
そ
れ
は
そ
れ
以
外
の
不
純
な
領

域
か
ら
は
隔
離
さ
れ
る
、
と
す
る
伝
統
的
な
「
美
術
」
意
識
、
ほ

か
で
も
な
い
、
か
の
大
藝
術
を
支
え
た
あ
の
固
定
し
た
階
層
秩
序

観
が
、
か
れ
ら
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
擁
護
を
正
当
化
す
る
後
ろ
盾
と

な
っ
て
い
た
わ
け
だ
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
藝
術
作
品
の
内
的
自
律

を
称
賛
す
る
言
説
が
、
ひ
た
す
ら
自
律
し
た
経
済
的
効
率
を
追
求

す
る
工
業
の
時
代
の
暗
喩
と
し
て
最
適
だ
っ
た
こ
と
も
、
け
っ
し

て
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
産
業
革
命
と
の
（
否
定
的
な
い
し
そ
こ

か
ら
の
離
脱
と
い
う
）「
関
係
の
力
に
お
い
て
の
み
生
命
力
を
得

る
」
と
い
う
意
味
で
、「
装
飾
」
を
排
し
て
自
律
し
た
藝
術
作
品
は
、

ま
さ
に
こ
の
時
代
に
う
っ
て
つ
け
の
「
装
飾
」
と
化
し
た
の
だ
。

作
品
内
部
の
調
和
に
よ
っ
て
外
的
に
自
律
を
主
張
す
る
立
場
に

対
し
て
、
作
品
外
部
と
の
調
和
に
よ
っ
て
作
品
内
部
に
破
綻
を
許

す
、
と
は
い
わ
ぬ
ま
で
も
、
見
か
け
の
脆
弱
性
を
抱
え
込
む
と
い

う
選
択
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
例
え
ば
「
藝
術
作
品
」
か
ら
は

追
放
さ
れ
た
あ
の
「
用
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（

）
２０

藝
術
と
は
畢
竟
そ
の
〈
お
届
け
先
〉
へ
の
「
挨
拶
」
に
極
ま
る
、

と
す
る
定
義
を
立
て
る
こ
と
は
、
権
利
上
不
可
能
で
は
な
い
し
、

そ
の
「
挨
拶
」
の
藝
が
精
神
の
営
み
と
は
無
縁
だ
と
も
限
ら
な
い
。

六
「
工
藝
」
が
孕
む
今
日
的
問
題
性

以
上
の
よ
う
な
視
野
に
立
つ
と
、
今
日
「
工
藝
」
と
呼
ば
れ
る

範
疇
を
、
そ
れ
だ
け
で
自
律
し
た
領
域
と
し
て
抽
出
し
て
研
究
す

る
こ
と
が
、
い
か
に
偏
っ
た
作
業
で
あ
る
か
も
分
か
っ
て
く
る
。

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
世
界
に
ほ
か
に
類
例
を
見
な
い
特

殊
な
現
象
な
の
か
ど
う
か
の
検
証
は
さ
て
お
き
、
今
日
に
至
る
ま

で
こ
の
国
で
営
ま
れ
て
来
た
西
欧
的
な
意
味
で
の
「
美
術
」
の
移

入
お
よ
び
そ
の
失
敗
や
歪
曲
、
さ
ら
に
は
「
美
術
」
へ
の
脱
皮
の

試
み
と
挫
折
の
軌
跡
を
検
証
し
な
お
す
に
際
し
て
「
工
藝
」
と
い

う
枠
組
み
の
問
題
性
は
決
し
て
過
去
の
も
の
と
は
な
っ
て
い
ま
い
。

「
美
術
」
か
ら
分
離
し
、
そ
れ
へ
の
反
動
と
な
っ
た
り
、
そ
れ
と
は

栖
み
分
け
を
図
っ
た
か
に
み
え
る
伝
統
工
藝
と
称
す
る
領
域
に
せ

よ
、
さ
ら
に
は
両
者
に
架
橋
す
る
こ
と
で
第
三
の
可
能
性
を
模
索

し
た
「
前
衛
」
的
実
験
に
せ
よ
、
は
て
は
「
美
術
」
へ
の
参
入
の

た
め
に
日
本
と
い
う
文
化
を
放
棄
し
た
立
場
や
、
逆
に
「
美
術
」

に
見
切
り
を
つ
け
て
極
東
の
文
化
へ
と
知
的
亡
命
を
遂
げ
た
ケ
ー

ス
に
い
た
る
ま
で
、
そ
う
し
た
試
み
は
い
ず
れ
も
好
む
と
好
ま
ざ

る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
世
紀
に
西
欧
で
指
摘
さ
れ
た
日
本
藝
術



の
「
装
飾
的
」
特
色
、
工
藝
的
特
質
と
な
お
格
闘
を
続
け
る
運
命

を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（
こ
の
文
脈
で
当
然
あ
げ

る
べ
き
固
有
名
詞
も
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
個
別
的
検
討
は
、

以
下
の
本
論
文
集
の
各
章
に
譲
る
）。

枠
の
設
定
に
お
い
て
融
通
無
礙
で
領
域
に
囚
わ
れ
ず
越
境
を
つ

づ
け
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
表
現
と
し
て
の
脆
弱
性
を
時
と
し
て
印

象
づ
け
る
こ
と
も
あ
る
、
日
本
の
造
形
。
そ
の
桎
梏
か
ら
脱
皮
し
、

離
脱
し
よ
う
と
模
索
し
た
藝
術
家
の
作
品
が
、
世
界
へ
の
自
己
主

張
を
め
ざ
せ
ば
め
ざ
す
ほ
ど
、
結
局
の
と
こ
ろ
工
藝
の
領
域
へ
の

越
境
行
為
や
、
逆
に
工
藝
か
ら
の
横
領
に
も
等
し
い
策
術
へ
と
回

帰
す
る
と
い
う
逆
説
。
そ
の
原
点
に
は
、
世
紀
の
転
換
点
に
お
け

る
外
国
と
日
本
の
接
点
に
露
呈
し
た
造
形
認
識
の
擦
れ
違
い
が
あ

り
、
ま
た
こ
の
問
題
圏
は
、
百
年
後
の
今
日
も
、
ま
だ
け
っ
し
て

乗
り
越
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
検
証
に
は
多
く
の
紙
面
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
こ
の
見
解
─

と
い
う
よ
り
は
あ
ま
り
に
舌
足
ら
ず
な
暴
論
─
を
こ
こ
に
と
り
あ

え
ず
仮
説
と
し
て
提
出
し
て
、
ひ
と
ま
ず
の
問
題
設
定
の
責
を
塞

ぎ
た
い
。
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
現
場
で
、
美
術
と
工
藝
、
あ

る
い
は
個
人
創
作
家
と
集
団
的
工
作
と
い
っ
た
区
分
の
境
界
領
域

の
う
え
に
曖
昧
に
展
開
さ
れ
る
が
ゆ
え
の
、
日
本
的
造
形
の
限
界

と
可
能
性
と
を
見
極
め
る
作
業
が
、
日
本
と
い
う
桎
梏
を
造
形
的

に
打
破
す
る
う
え
で
も
な
お
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
京

（

）
２１

都
」
の
「
伝
統
」
と
し
て
の
「
工
藝
」
を
再
考
す
る
に
あ
た
っ
て
、

そ
れ
を
外
側
か
ら
な
か
ば
無
意
識
の
ま
ま
規
定
し
て
い
る
枠
組
み

の
成
り
立
ち
と
、
そ
の
歴
史
的
な
国
際
的
文
化
環
境
に
、
い
さ
さ

か
考
察
を
巡
ら
し
た
次
第
で
あ
る
。

（
１
）
ユ
ネ
ス
コ
「
東
洋
の
し
る
し
西
洋
の
し
る
し
」（
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
一
九
九

一
）
に
お
け
るA

lain
R
ay

の
発
言
、
ま
た
現
代
言
語
文
学
協
会
ブ
ラ
ジ
ル
大

会
（
ブ
ラ
ジ
リ
ア
、
一
九
九
三
）
に
お
け
る
）Joseph

H
illis
M
iller

の
発
表
。

さ
ら
に
国
際
比
較
文
学
会
世
界
大
会
（
エ
ド
モ
ン
ト
ン
、
一
九
九
四
）
に
お
け

る
「
カ
ノ
ン
」
に
関
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
国
際
学
会
で
、
こ
う
し
た

問
題
が
よ
う
や
く
検
討
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

（
２
）
筆
者
に
よ
る
こ
の
方
面
の
理
論
的
考
察
と
し
て
は
、「
異
文
化
理
解
の
可
能

性
と
限
界
─
第
三
世
界
に
お
け
る
「
前
衛
藝
術
」
の
可
能
性
を
め
ぐ
る
考
察
を

手
掛
か
り
と
し
て
」、『
紀
要
・
比
較
文
化
研
究
』
二
八
輯
（
東
京
大
学
教
養

学
部
、
一
九
九
〇
）
一
三
三
─
一
五
一
頁
。

（
３
）
詳
し
く
は
中
村
義
一
『
日
本
近
代
美
術
論
争
史
』（
求
龍
堂
、
一
九
八
一
）
第

一
章
、
北
澤
憲
昭
『
眼
の
神
殿
』（
美
術
出
版
社
、
一
九
八
九
）
一
五
三
、
一
五

八
─
一
六
二
頁
。
制
度
的
な
変
遷
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
道
信
「
明
治
美
術
と
美

術
行
政
」『
美
術
研
究
』
三
五
〇
号
（
一
九
九
二
）、
一
五
二
─
六
五
頁
。
ま
た

教
育
制
度
に
つ
い
て
は
、
金
子
一
夫
『
近
代
日
本
美
術
教
育
の
研
究

明
治
時

代
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
二
）
第
五
─
六
章
。

（
４
）

N
athalie

H
einich,D

u
peintre

à
l’artiste,éditions

du
m
inuit,1993.

よ
り

一
般
的
に
は
、
Ｎ
・
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
『
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
歴
史
』（
中
森
義
宗
、

内
藤
秀
雄
訳
、
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
七
四
）。

（
５
）

Shigem
i
Inaga

“L
a
réinterprétation

de
la
perspective

linéaire
au
Japon

et
son
retour

en
France,”

A
ctes

de
la
recherches

en
sciences

sociales,

N
o49,1983.

（
６
）

M
oritz

D
reger,“A

n
A
ppraisalof

Japanese
A
rt,”
Ver
Sacrum

1,1898;

展

（

）
２２
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覧
会
カ
タ
ロ
グ
『
ウ
ィ
ー
ン
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
』（
愛
知
県
美
術
館
ほ
か
、
一
九

九
五
）、
二
三
〇
頁
よ
り
。
た
だ
し
こ
の
巻
末
資
料
の
英
訳
と
日
本
語
訳
に
は
、

残
念
な
が
ら
不
正
確
な
箇
所
が
多
い
。E

rnst
Schur,

“D
er
G
eist
der

japanischen
K
unst,”

in
Ver
Sacrum

,
2,
1898.

こ
こ
で
は
『
ウ
ィ
ー
ン
世
紀

末
』
展
カ
タ
ロ
グ
所
収
原
文
、
お
よ
び
檜
山
哲
彦
訳
（
四
四
六
─
四
五
二
頁
）

を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
７
）

H
erm
ann
B
ahr

“Japanische
A
usstellung,”

Sezession
1900,

ss.216-224.

こ
こ
で
は

K
laus

B
erger,

Japonism
us,
M
ünchen,

Prestel-V
erlag,

1980.

SS.334-6

の
引
用
よ
り
。
な
お
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ヴ
ィ
ー
ニ
ン
ガ
ー
「『
わ
れ
わ
れ

は
日
本
人
か
ら
何
を
学
び
う
る
か
』
─
日
本
の
芸
術
と
一
九
〇
〇
年
前
後
の

ウ
ィ
ー
ン
」『
ウ
ィ
ー
ン
世
紀
末
』
展
カ
タ
ロ
グ
、
四
四
六
頁
（
檜
山
哲
彦
訳
）

参
照
。
ま
た

M
ichael

W
orbs,

N
ervenkunst,

Literatur
und

P
sycho-

analyse
im
W
ien
der
Jahrhudertw

ende,E
uropäische

V
erlagsanstalt,1983.

（
８
）

Shigem
i
Inaga,

“V
incent

V
an
G
ogh
et
le
Japon,”

Jinbunronsô,

三
重
大

学
人
文
学
部
、1991.

ま
た
樋
田
豊
次
郎
「
ラ
リ
ッ
ク
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
」『
ル
ネ
・
ラ
リ
ッ
ク
展
』

カ
タ
ロ
グ
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
、
一
九
九
二
、
三
四
─
三
六
頁
参
照
。

（
９
）

T
suneyoshi

T
suzum

i,
“D
ie
R
ahm
enlosigkeit

des
japanischen

K
unststils,”

Zeitschrift
für
Ä
sthetik

und
allgem

eine
K
unstw

issenschaft,

B
d.22,H

eft
1,1928

ss.46-60.

（

）
木
下
直
之
『
美
術
と
い
う
見
世
物
』
一
九
九
三
年
、
平
凡
社
、
二
七
─
三
七

１０
頁
。

（

）
こ
の
あ
た
り
の
記
述
は
、
北
澤
憲
昭
『
眼
の
神
殿
─
「
美
術
」
受
容
史
ノ
ー

１１
ト
』
美
術
出
版
社
、
一
九
八
九
、
第
二
章
に
拠
る
。
な
お
横
溝
廣
子
（
編
）

「
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
出
品
目
録
草
稿
（
美
術
工
芸
編
）」
１
・
２
、『
美
術
研

究
』
三
五
七
号
（
一
九
九
〇
）、
三
五
八
号
（
一
九
九
一
）
の
お
陰
で
そ
の
詳
細

が
確
認
で
き
る
。

（

）
「
本
邦
美
術
品
ニ
関
ス
ル
特
別
ノ
手
続
」
『
臨
時
博
覧
会
事
務
局
報
告
』
明

１２
治
二
十
八
年
、
臨
時
博
覧
会
事
務
局
。
こ
こ
で
は
丹
尾
安
典
「
パ
リ
万
国
博

覧
会
と
日
本
美
術
」『
日
本
美
術
院
百
年
史
』
第
二
巻
、
一
九
九
〇
、
四
三
七
─

八
頁
の
引
用
に
拠
る
。

（

）
「
川
端
玉
章
翁
を
訪
ふ
」『
太
陽
』
四
巻
六
号
、
明
治
三
十
一
年
三
月
。『
一
千

１３
九
百
年
巴
里
万
国
博
覧
会
臨
時
博
覧
会
事
務
局
報
告
』
明
治
三
十
五
年
、
農
商

務
省
下
巻
、
一
三
五
─
六
頁
。
い
ず
れ
も
丹
尾
論
文
（
注

）
よ
り
再
引
用
。

１２

後
者
の
執
筆
者
を
久
米
桂
一
郎
と
特
定
し
た
の
も
丹
尾
論
文
で
あ
る
。

（

）
岡
倉
天
心
「
美
術
教
育
施
設
ニ
付
意
見
」『
岡
倉
天
心
全
集
』
第
三
巻
。
な

１４
お
こ
の
経
緯
は
中
村
義
一
「
日
本
近
代
絵
画
の
第
一
主
題
─
日
本
画
・
洋
画
論

争
」『
続
日
本
近
代
美
術
論
争
史
』
求
龍
堂
、
一
九
八
二
、
第
一
章
に
簡
要
な
ま

と
め
が
あ
る
。

（

）
久
保
田
米
斎
「
巴
里
大
博
覧
会
に
於
け
る
日
本
画
に
就
い
て
」
『
読
売
新

１５
聞
』
明
治
三
十
三
年
七
月
二
十
六
─
二
十
九
日
。
土
屋
元
作
「
巴
里
博
覧
会
─

浅
井
忠
氏
の
説
」『
時
事
新
報
』
明
治
三
十
三
年
八
月
七
日
。
お
よ
び
浅
井
忠

「
巴
里
通
信
」『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
三
巻
六
号
、
明
治
三
十
三
年
七
月
。
以
上
い
ず

れ
も
丹
尾
前
掲
論
文
（
註

）
よ
り
再
引
用
。
当
時
の
日
本
人
に
よ
る
「
国
粋

１２

的
居
直
り
」
は
同
年
の
『
美
術
新
報
』
も
参
照
の
こ
と
。
な
お
「
日
本
画
」
な

る
概
念
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
北
澤
憲
昭
、「「
日
本
画
」
の
概
念
に
か
ん
す
る

私
論
」『
明
治
日
本
画
史
料
』（
青
木
茂
編
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
一
）。

西
欧
の
愛
好
者
や
展
示
会
に
お
い
て
「
日
本
画
」
と
い
う
範
疇
が
い
か
に
受
容

さ
れ
、
な
い
し
さ
れ
そ
こ
ね
、
美
術
市
場
で
も
「
美
術
作
品
」
と
し
て
は
拒
絶

さ
れ
て
「
工
藝
作
品
」
と
同
様
に
「
書
画
骨
董
」
扱
い
さ
れ
た
か
、
に
関
す
る

調
査
研
究
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

（

）
ク
リ
ス
ト
フ
・
マ
ル
ケ
「
浅
井
忠
と
漆
工
芸
」『
美
術
史
』X

L
II

巻
二
号
、

１６
一
三
四
号
、
一
九
九
三
。

（

）
柳
宗
悦
の
民
藝
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
前
衛
と
芸
道
の
隘
路
」『
比
較
文
学
研

１７
究
』
五
四
号
、
一
九
八
八
、
創
作
版
画
に
お
け
る
職
人
藝
と
藝
術
家
意
識
の
葛

藤
に
関
し
て
は
「
歴
史
の
な
か
の
大
正
版
画
」『
比
較
文
学
研
究
』
三
八
号
、
一

九
八
〇
。

（

）

O
w
en
Jones,

The
G
ram
m
ar
of
O
rnam

ent,
1851,

pp.77-78,

こ
こ
で
は

１８



Toshio
W
atanabe,

“O
w
en
Jones’

T
he
G
ram
m
ar
of
O
rnam

ent:

“O
rientalism

”
subverted?,”

A
achener

K
unstblätter,

vol.60.,
1994,

pp.440-

441

よ
り
。

（

）
A
.
G
leizes

et
J.
M
etzinger,

D
u
“C
ubism

e,”
Paris,

E
.
Fuguière,

1912;

１９

rééd.
Saint-V

incent-sur-Jabron,
Présence,

1980,
pp.42-44,

こ
こ
で
は

C
hika

A
m
ano,

“C
ubism

e,
décor

et
tradition,”

H
istoire

de
l’art,

N
o16,

1991,p.84
よ
り
。

（

）
工
藝
と
美
術
と
の
未
分
化
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
日
本
近
代
美
術
史
の
洗
い

２０
直
し
に
つ
い
て
は
、Shigem

i
Inaga

“D
e
l’artisan

à
l’artiste

au
seuil

de
la

m
odernité

japonaise,”
C
ongrès

international
de
l’histoire

de
l’art,

L
ausanne,1994,Sociologie

de
l’art,N

o.8,1995,pp.47-62

で
も
簡
単
な
提

案
を
行
っ
た
。
装
飾
概
念
の
再
検
討
と
し
て
は
、“T

rois
propositions

sur
la

notion
de
décoratif”

U
N
E
SC
O
,
Signes

d’O
rient,

signes
d’O
ccident,

F
lorence,1990

(inédit)

、
ナ
ビ
派
に
お
け
る
装
飾
工
藝
と
日
本
に
つ
い
て
は
、

“Pont-A
ven,les

N
abis
et
le
Japon”,The

P
roceedings

of
the
D
epartm

ent
of

Foreign
Languages

and
Literature,

C
ollege

of
A
rts
and

Sciences,

U
niversity

of
Tokyo,1989

vol.X
X
X
V
I,N
o2,pp.1-20.

（

）
西
欧
と
日
本
の
芸
術
範
疇
の
齟
齬
に
由
来
す
る
文
化
摩
擦
に
つ
い
て
は
、

２１

“L
’im
possible

avant-garde
au
Japon,”

C
onnaissance

et
réciprocité,

A
ctes

du
colloque

T
ranscultura,

L
ouvain-L

a-N
euve,

éd.
C
H
IA
C
O
,
L
’U
niversité

L
ouvain-L

a-N
euve,1988.

今
日
海
外
で
日
本
を
代
表
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い

る
造
形
作
家
が
い
か
に
工
藝
に
依
存
し
た
戦
略
を
駆
使
し
て
い
る
か
に
つ
い
て

は
、Shigem

i
Inaga

“To
be
A
Japanese

A
rtist

in
the
So-C

alled
Post-

M
odern

E
ra”,
FIL
M
C
ongress

in
B
razilia

in
1993;

The
Third

Text,
N
r.33,

1995-6,pp.17-24,

で
検
討
を
試
み
た
。

（

）
服
飾
の
領
域
を
含
め
た
日
本
的
造
形
の
反
省
に
つ
い
て
は
、「
服
飾
と
装
飾

２２
の
あ
い
だ
─
越
境
す
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
」

D
ress-study,

vol.25,
1994,

pp.2-

4.

ま
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
装
飾
の
捩
れ
に
つ
い
て
は
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
そ
の
図
柄
と

装
飾
と
」
濱
田
明
編
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
研
究
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
九
四
、
九
七

─
一
二
二
頁
、
な
ど
。
な
お
、
本
稿
初
出
は
『
工
芸
』
創
刊
号
、
特
集
「
工
芸

と
は
何
か
を
考
え
る
」
一
九
九
五
、
一
三
─
一
八
頁
。
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