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小特集「東アジアにおける知的システムの近代的再編成」（三）

序

　

本
小
特
集
は
、
日
本
の
二
〇
世
紀
前
期
に
藝
術
表
現
と
そ
の
理
念
に
大
き
な

変
容
を
促
し
た
美
学
藝
術
論
の
展
開
、
と
り
わ
け
感
情
移
入
美
学
の
受
容
過
程

を
め
ぐ
る
論
考
二
本
と
、
二
〇
世
紀
へ
の
転
換
期
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け

て
の
文
藝
表
現
史
の
新
た
な
構
想
、
一
本
で
構
成
す
る
。

　

権
藤
愛
順
「
明
治
期
に
お
け
る
感
情
移
入
美
学
の
受
容
と
展
開
─
『
新
自
然

主
義
』
か
ら
象
徴
主
義
ま
で
」
は
、
題
名
が
示
す
と
お
り
、
森
鴎
外
『
審
美
綱

領
』（
一
八
九
九
）
に
は
じ
ま
り
、
島
村
抱
月
を
中
心
に
『
早
稲
田
文
学
』
で

「
新
自
然
主
義
」
と
し
て
展
開
し
た
文
藝
評
論
に
お
け
る
ド
イ
ツ
感
情
移
入
美

学
の
受
容
史
を
、
印
象
主
義
や
「
情
調
」（Stim

m
ung

）
美
学
へ
の
関
心
、
ま

た
「
主
客
融
合
」
の
観
念
と
関
係
づ
け
、
当
時
の
表
現
理
念
に
お
け
る
「
現
代

性
」
の
追
求
を
追
う
も
の
。
そ
の
軌
跡
を
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
に
お
け
る
「
自

然
主
義
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
つ
き
あ
わ
せ
な
が
ら
丹
念
に
た
ど
っ
て
、

こ
の
領
域
の
研
究
を
一
挙
に
前
進
さ
せ
る
画
期
的
な
力
作
と
い
え
よ
う
。

　

𠮷
本
弥
生
「
伊
藤
尚
と
阿
部
次
郎
の
感
情
移
入
説
─
リ
ッ
プ
ス
受
容
を
め
ぐ

っ
て
」
は
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
リ
ッ
プ
ス
の
感
情
移
入
美
学

の
体
系
的
な
叙
述
が
伊
藤
尚ひ
さ
し「
リ
ッ
プ
ス
論
」（『
早
稲
田
文
学
』
一
九
一
一
年
一

一
月
号
）
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
は
じ
め
て
指
摘
し
、
よ
く
知
ら

れ
た
阿
部
次
郎
『
美
学
』（
一
九
一
七
）
と
の
比
較
を
通
し
て
、
感
情
移
入
美

学
と
人
格
主
義
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
、
一
九
一
〇
年
代

に
人
格
の
向
上
が
合
言
葉
の
よ
う
に
な
っ
た
理
論
的
土
台
に
つ
い
て
再
検
討
を

促
す
意
義
を
も
つ
。

　

と
も
に
、『
日
本
研
究
』
第
三
八
集
掲
載
の
依
岡
隆
児
「
ド
イ
ツ
・
ハ
イ
ク

の
生
成
と
俳
句
再
評
価
」
を
一
契
機
と
し
て
、
ド
イ
ツ
感
情
移
入
美
学
の
受
容

史
を
改
め
て
た
ど
り
な
お
す
こ
と
を
基
礎
領
域
研
究
「
文
化
論
の
基
礎
概
念
と

方
法
」
に
お
い
て
鈴
木
が
提
起
し
、
論
議
を
重
ね
て
き
た
中
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
。
権
藤
論
文
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
北

〈
共
同
研
究
報
告
〉

小
特
集
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
的
シ
ス
テ
ム
の
近
代
的
再
編
成
」（
三
）

鈴　

木　

貞　

美
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い
う
要
望
に
応
え
、
そ
の
後
の
知
見
を
加
え
て
全
面
的
に
書
き
な
お
し
た
試
論

で
、
ま
だ
ラ
フ
・
ス
ケ
ッ
チ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
幾
多
の
問
題
を
検
討
し
つ

つ
、
今
後
、
充
実
を
は
か
っ
て
ゆ
き
た
い
。

欧
の
広
い
意
味
で
の
象
徴
主
義
の
受
容
史
全
体
に
お
け
る
感
情
移
入
美
学
の
果

た
し
た
役
割
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
、
さ
ら
な
る
課
題
と
し
て
問
わ
れ
よ
う
。

𠮷
本
論
文
に
つ
い
て
は
、
な
お
感
情
移
入
説
と
人
格
主
義
の
関
連
に
つ
い
て
、

リ
ッ
プ
ス
説
そ
の
も
の
の
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
感
情
移
入
論
自
体
が
、
感
情
移
入
を
し
な
け
れ
ば
他
者
の
感
情
理

解
は
な
さ
れ
な
い
に
し
て
も
、
感
情
移
入
を
し
た
つ
も
り
で
も
他
者
の
感
情
が

了
解
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う
逆
の
論
理
関
係
の
検
討
を
欠
い
た
一
方

的
な
理
想
化
に
傾
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
美
学
講
義
』
に
発
す
る

「
気
分
象
徴
論
」
と
の
関
係
も
未
だ
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の

日
本
に
お
け
る
受
容
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
観
念
で
あ
る
「
思
い
や
り
」「
同

情
」、
ま
た
「
映
り
」「
移
り
」
な
ど
と
の
関
係
を
問
う
こ
と
、
ま
た
人
格
主
義

に
お
い
て
は
、
統
覚
の
中
心
と
し
て
の
自
我
と
人
格
の
中
核
と
し
て
の
自
我
と

の
関
連
が
個
々
の
論
者
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
が
大
き

な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
利
己
的
行
為
の
た
め
に
他
者
に
対
し
て
様
ざ

ま
な
感
情
移
入
を
行
う
こ
と
は
稀
で
は
な
く
、
ま
た
生
命
個
体
と
し
て
の
統
一

体
を
維
持
、
展
開
す
る
こ
と
と
、
自
然
や
他
者
へ
の
感
情
移
入
と
は
必
ず
し
も

統
一
的
な
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

鈴
木
貞
美
「
日
本
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
藝
史
の
た
め
に
─
新
た
な
構
想
」
は
、
既
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を
、
英
語
圏
の
論
文
集
に
再
掲
載
し
た
い
と


