
学
芸
概
念
編
成
史
と
は
何
か
。
学
芸
は
学
問
と
芸
術
の
こ
と
。
概
念
編
成
史

と
は
、
概
念
の
体
系
な
い
し
は
秩
序
が
、
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
編
み
か
え
ら

れ
て
き
た
か
を
解
明
す
る
研
究
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
概
念
史
研
究
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
研
究
の
不
可
欠
な
基
礎
で
あ
る
。

概
念
の
変
化
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
過
去
の
同
じ
語
に
現
在
の
概
念
を
投
影
す
る

誤
り
は
往
々
に
し
て
起
こ
る
。
た
と
え
ば
「
純
文
学
」
と
い
う
語
は
、
一
八
九

〇
年
代
に
日
本
で
造
語
さ
れ
た
も
の
で
、
大
学
の
文
学
部
な
ど
に
用
い
ら
れ
る

人
文
学
を
意
味
す
る
広
義
の
「
文
学
」
に
対
し
て
、
言
語
芸
術
を
意
味
し
、

「
美
文
学
」
と
も
別
称
さ
れ
た
。
人
文
学
の
内
の
哲
学
、
史
学
に
対
す
る
「
文

学
」
と
い
う
用
法
が
次
第
に
増
え
、
一
九
一
〇
年
前
後
に
狭
義
の
「
文
学
」
と

し
て
成
立
す
る１

）
。
こ
の
「
文
学
」
の
広
義
と
狭
義
は
、
第
二
次
大
戦
期
ま
で
認

め
ら
れ
る
。
こ
れ
と
一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
確
立
す
る
「
大
衆
文
学
」
に
対
す

る
「
純
文
学
」
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
で
あ
る
こ
と
は
、
す
ぐ
了
解
さ

れ
よ
う
。

し
か
し
、「
純
文
学
」
対
「
大
衆
文
学
」
と
い
う
ス
キ
ー
ム
を
分
析
に
用
い

て
、
徳
川
時
代
や
明
治
期
か
ら
の
小
説
全
般
を
分
類
す
る
よ
う
な
時
代
錯
誤
が
、

第
二
次
大
戦
後
の
名
だ
た
る
学
者
や
批
評
家
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た２

）
。

そ
も
そ
も
あ
ま
た
の
小
説
を
芸
術
性
な
い
し
は
思
想
性
と
娯
楽
性
の
多
寡
を
基

準
に
、
二
分
す
る
こ
と
な
ど
、
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
近
代
の
詩
や
戯
曲

で
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、「
純
文
学
」
対
「
大
衆
文
学
」
と
い
う
ス
キ
ー
ム
を
廃
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
の
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
編
成
と
そ
の
価
値
を
明
確
に
す
る
こ
と
に

よ
り
、
日
本
の
小
説
史
は
書
き
か
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
概
念
編
成
史
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
分
析
概
念
と
当
代
の
概
念
と

を
混
同
し
て
な
り
た
っ
て
き
た
研
究
を
覆
し
、
ま
っ
た
く
新
し
い
文
化
史
研
究

を
ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
社
会
科
学
の
分
析
概
念
と

し
て
、
多
く
用
い
ら
れ
て
き
た
「
封
建
制
」
は
、
史
的
唯
物
論
に
お
け
る
「
奴

隷
制
｜
封
建
制
｜
資
本
制
｜
社
会
主
義
」
と
い
う
発
展
段
階
論
に
立
つ
も
の
で

共
同
研
究
報
告

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
学
芸
諸
概
念
と
そ
の
編
成
史

国
際
共
同
研
究
と
そ
の
方
法
の
提
案

鈴

木

貞

美
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あ
る
。
し
か
し
、
中
国
清
代
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
「
封
建
」
は
、
異
民

族
支
配
の
も
と
で
分
権
制
を
主
張
す
る
も
の
で
、
地
方
の
特
色
を
生
か
し
う
る

世
襲
制
の
主
張
も
行
わ
れ
た
。
そ
の
対
立
概
念
は
中
央
集
権
を
意
味
す
る
「
郡

県
」
で
あ
っ
た
。
徳
川
時
代
の
日
本
に
も
、
そ
の
論
議
が
受
け
入
れ
ら
れ
、

「
封
建
制
」
が
是
と
さ
れ
た
。
が
、
た
と
え
ば
山
鹿
素
行
は
、
や
や
「
郡
県
」

に
傾
い
て
い
る３

）
。
異
民
族
支
配
を
受
け
て
お
ら
ず
、
そ
の
論
議
の
前
提
と
な
る

科
挙
制
度
も
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
古
代
か
ら
世
襲
制
が
定
着
し
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
徳
川
幕
藩
体
制
は
、
集
団
の
管
理
権
の
委
託
関
係
に

よ
る
し
く
み
に
よ
っ
て
な
り
た
つ
も
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ“feu

d
a
lism

”

と
も

中
国
の
「
封
建
」
制
と
も
ま
っ
た
く
異
な
る
特
種
な
二
重
権
力
を
職
分
集
団
ご

と
に
つ
く
り
だ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
職
分
集
団
ご
と
に
、
内
部
に
階
層
が
つ

く
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
人
び
と
を
身
分
制
度
か
ら
解
放
し
、「
四
民
平
等
」
を
宣
言
し

た
明
治
維
新
後
、
徳
川
時
代
の
世
襲
に
よ
る
職
分
・
身
分
制
度
が
「
封
建
制
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
日
本
の
一
九
二
〇
年
代
の
マ
ル
ク
ス

主
義
者
た
ち
は
、
徳
川
時
代
を
資
本
制
以
前
の
段
階
と
い
う
意
味
で
、「
封
建

制
」
と
呼
ん
だ
。
さ
ら
に
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
一
九
三
二
年
テ
ー
ゼ
は
天
皇
を
い

た
だ
く
近
代
日
本
の
統
治
シ
ス
テ
ム
を
「

半
）
封
建
制
」
と
呼
び
変
え
た
。
同

じ
こ
と
ば
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
が
ま
る
で
ち
が
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
概
念
と
そ
の
価
値
観
と
を
歴
史
的
に
相
対
化
す
る
こ
と
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
実
態
に
迫
る
新
た
な
文
化
史
、
社
会
史
に
む
か
う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
本
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
一
分
野
の
概
念
史
の
研
究
に
と
ど
ま
る

も
の
で
は
な
く
、
学
芸
全
体
に
お
よ
ぶ
概
念
の
し
く
み
に
つ
い
て
の
知
の
共
同

作
業
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。
概
念
史
研
究
は
、
と
も
す
れ
ば
、
ひ
と
つ
の

概
念
の
形
成
か
ら
変
化
の
過
程
を
追
う
こ
と
に
終
始
し
が
ち
で
、
そ
の
概
念
の

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
知
の
全
体
に
お
け
る
相
対
的
な
位
置
の
解
明
が
お
ろ
そ
か

に
な
り
や
す
い
。
学
芸
概
念
編
成
史
と
は
、
学
問
の
秩
序
な
い
し
は
体
系
が
編

み
か
え
ら
れ
て
ゆ
く
様
子
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
構
造
研

究
と
歴
史
研
究
と
の
総
合
と
言
い
か
え
て
も
よ
い
。

東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
古
代
か
ら
近
世
に
わ
た
る
学
芸
の
歴
史
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
編
成
を
も
つ
中
国
の
そ
れ
を
基
本
に
し
つ
つ
も
、
朝

鮮
半
島
と
日
本
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
推
移
し
て
き
た
。
日
本
に
お
い

て
は
漢
訳
洋
書
の
解
禁
か
ら
蘭
学
の
流
れ
が
形
成
さ
れ
、
一
九
世
紀
以
前
に
も

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
や
学
術
が
伝
え
ら
れ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
知
識
層
の
一

部
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
世
紀
半
ば
、
上
海
で
キ
リ
ス
ト
教

宣
教
師
と
中
国
人
の
「
秀
才
」

科
挙
で
官
吏
と
し
て
採
用
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た

人
）
と
の
協
力
に
よ
っ
て
大
量
の
西
洋
新
知
識
が
翻
訳
さ
れ
、
そ
れ
が
日
本
に

も
た
ら
さ
れ
る
や
い
な
や
伝
統
観
念
の
大
き
な
変
容
、
す
な
わ
ち
学
芸
概
念
編

成
の
組
み
替
え
が
は
じ
ま
っ
た
。
列
強
の
植
民
地
に
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
危
機
を
敏
感
に
感
じ
た
日
本
は
、
欧
米
に
知
識
人
を
派
遣
し
、
ま
た
欧
米

諸
国
か
ら
知
識
人
を
雇
い
入
れ
、
学
芸
の
近
代
化
の
先
陣
を
切
っ
た
。

伝
統
的
に
文
章
に
よ
る
学
問
、
す
な
わ
ち
〞
文

の
）
学
〝
の
内
部
は
「
経
・

史
・
詩
・
集
」
に
分
類
さ
れ
て
き
た
が
、
近
代
的
な
大
学
制
度
に
お
い
て
「
文
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学

広
義
）
」
部
の
内
部
は
「
哲
学
」・「
史
学
」・「
文
学
」

狭
義
）
へ
と
編
成
が

変
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
伝
統
的
な
概
念
を
リ
セ
プ
タ
ー
と
し
て
西
洋
知
識
を
受

け
入
れ
、
そ
の
土
台
を
組
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
日
本
で
は
、

明
治
以
前
に
、
和
歌
や
物
語
が
、「
文
学
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か

っ
た
が
、
新
し
い
概
念
編
成
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
広
義
の
「
文
学
」
す
な
わ

ち
人
文
学
の
対
象
と
な
り
、
ま
た
狭
義
の
「
文
学
」、
言
語
芸
術
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
組
み
替
え
に
は
、
日
本
と
中
国
と
の
文
化
的
土
壌
の
ち
が
い
が

作
用
し
て
時
間
差
が
あ
っ
た
が
、
総
じ
て
、
西
洋
諸
国
の
学
芸
編
成
と
は
異
な

る
体
系
が
築
か
れ
た
。

日
本
と
中
国
と
の
文
化
的
土
壌
の
ち
が
い
は
、
西
欧
の“litera
tu
re”

の
概

念
に
対
す
る
態
度
に
端
的
に
見
ら
れ
る
。“litera

tu
re”

の
広
義
は
著
述
一
般
、

中
義
は
洗
練
さ
れ
た
文
字
に
よ
る
著
述
、
す
な
わ
ち
人
文
学
、
狭
義
は
文
字
に

よ
る
言
語
芸
術
を
意
味
す
る
。
そ
の
文
字
に
よ
る
言
語
芸
術
、
す
な
わ
ち
詩
、

小
説
、
戯
曲
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
価
値
観
に
よ
り
、
創
造
的
で
想
像
的

な
も
の
を
尊
重
す
る
も
の
だ
っ
た
。
中
国
の
読
書
階
級
も
虚
構
の
類
を
娯
楽
の

対
象
に
し
た
が
、
伝
統
的
に
噓
を
退
け
、
虚
構
を
蔑
視
す
る
精
神
が
支
配
的
で

あ
り
、
さ
ら
に
朱
子
学
は
、
こ
の
傾
向
を
推
し
進
め
た
。
そ
れ
ゆ
え
虚
構
を
尊

重
す
る
狭
義
の“litera
tu
re”

は
受
け
入
れ
難
く
、
し
た
が
っ
て
「
文
学
」
の

編
成
替
え
は
起
こ
り
に
く
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
徳
川
時
代
の
日
本
で
は
、
た
と
え
ば
虚
構
を
通
し
て
こ
そ

真
実
が
語
り
や
す
い
と
い
う
浄
瑠
璃
台
本
作
者
、
近
松
門
左
衛
門
の
考
え
が
民

衆
文
化
の
な
か
に
か
な
り
の
力
を
も
っ
て
展
開
し
て
い
た
。
ま
た
、
物
語
・
小

説
を
ひ
と
く
く
り
に
し
て
ジ
ャ
ン
ル
史
を
書
こ
う
と
す
る
よ
う
な
考
え
も
曲
亭

馬
琴
と
そ
の
周
辺
に
は
発
生
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
狭
義
の“liter-

a
tu
re”

の
受
け
入
れ
が
容
易
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
当
初
、
受
け
入
れ
る
際
に
、
西
欧
に
お
け
る
狭
義
の“litera

-

tu
re”

が
民
衆
の
文
芸

p
o
p
u
la
r litera

tu
re

）
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

無
視
さ
れ
た
。
し
か
し
、
や
が
て
、
日
本
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
と
称
さ
れ
た
近

松
門
左
衛
門
と
、
儒
学
を
中
心
に
物
語
を
書
い
た
曲
亭
馬
琴
を
除
い
て
、
民
衆

の
文
芸
は
蔑
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
リ
ベ
ラ
ル
な
思
潮
が
台
頭

す
る
こ
と
に
よ
り
、
も
う
一
度
、
人
情
や
世
相
を
リ
ア
ル
に
活
写
す
る
井
原
西

鶴
の
作
品
な
ど
も
復
権
し
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
に
価
値
観
の
変
容
が
、
学
芸
の

編
成
の
変
化
に
作
用
し
て
い
る
の
だ
。

そ
し
て
、
二
〇
世
紀
前
期
に
日
本
に
留
学
し
た
知
識
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
言

語
芸
術
と
い
う
意
味
を
も
つ
新
概
念
で
あ
る
「
文
学
」
が
中
国
に
も
ち
か
え
ら

れ
、
一
九
三
〇
年
代
の
「
文
学
革
命
」
に
ま
で
発
展
す
る
。「『
文
学
は
子
游
、

子
夏
』
か
ら
き
り
と
っ
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
日
本
か
ら
輸
入
し
た
も
の
、

彼
ら
の
英
語

litera
tu
re

に
対
す
る
訳
語
な
の
だ
」
と
い
う
魯
迅
「
門
外
文

談
」

一
九
三
五
）
の
一
文
は
、
そ
の
こ
と
を
、
よ
く
語
っ
て
い
る
。

他
方
、
明
治
期
の
日
本
に
お
い
て
西
洋
諸
国
の
学
芸
の
編
成
と
は
異
な
る
体

系
が
築
か
れ
た
こ
と
は
、
大
学
の
制
度
が
端
的
に
示
し
て
い
る
。
一
九
世
紀
の

欧
米
に
お
い
て
、
自
然
科
学

n
a
tu
ra
l
 
scien

ce

）
と
工
学

tech
n
o
lo
g
y
,
en
g
i-

n
eerin

g

）
の
乖
離
は
は
な
は
だ
し
く
、
工
学
は
総
合
大
学

U
n
iv
ersity

）
の
内

部
に
は
組
み
入
れ
ら
れ
ず
、
単
科
大
学

co
lleg

e

）
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
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日
本
の
帝
国
大
学
は
「
工
科
大
学
」
を
組
み
入
れ
て
発
足
し
た
。
朱
子
学
の

「
天
理
」
に
よ
っ
て
、
自
然
科
学
が
対
象
と
す
る
自
然
の
法
則
性
を
受
け
止
め

た
こ
と
は
中
国
で
も
か
わ
り
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
日
本
の
知
識
層
の
主

体
は
士
大
夫
で
な
く
、
武
士
で
あ
っ
た
。
こ
の
層
が
西
洋
の
軍
事
技
術
の
発
展

に
敏
感
に
反
応
し
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
に
、
工
学
が
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
学
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
一
角
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
に
あ
た
っ

た
。
帝
国
大
学
の
う
ち
に
「
工
科
大
学
」
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
文
化
基

盤
と
歴
史
的
条
件
の
ふ
た
つ
が
作
用
し
て
い
る４

）
。

ま
た
欧
米
諸
国
の
大
学
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
部
を
中
心
に
も
つ
構
成
に
お

い
て
発
展
し
て
き
た
が
、
日
本
の
大
学
は
そ
れ
に
あ
た
る
学
部
を
設
け
ず
、
欧

米
に
お
い
て
は
神
学
部
に
付
随
す
る
宗
教
学
を
文
学
部
哲
学
科
の
な
か
に
お
い

た
。
そ
し
て
、
大
学
の
こ
の
よ
う
な
学
部
編
成
は
二
〇
世
紀
前
半
を
通
じ
て
中

国
・
韓
国
に
も
お
よ
び
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

制
度
の
ち
が
い
は
、
学
問
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
も
変
化
を
お
よ
ぼ
す
。
イ
ギ

リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
人
文
系
の
学
問
は
、
基
本
的
に
神
学
に
対
し
て

人
間
に
つ
い
て
の
学
問
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
学
芸
全
般
に
浸
透
し
て
い
た
。
そ
の
ド
イ
ツ
の
影
響
を
強
く

受
け
た
た
め
に
、
ま
た
儒
学
が
人
間
に
関
す
る
学
問
と
い
う
性
格
を
強
く
も
っ

て
い
た
た
め
に
、
日
本
近
代
の
学
芸
は
「
宗
教
」
と
相
互
浸
透
し
て
発
展
し
て

き
た
。

西
欧
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
学
芸
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
支
配
に
対
し
て

ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
の
神
話
世
界
、
土
地
の
神
や
風
の
神
、
ま
た
東
洋
の
神
が

み
を
好
ん
で
と
り
あ
げ
た
。
こ
れ
に
な
ら
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
学
芸
の
ロ
マ

ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
た
と
え
ば
岡
倉
天
心
が
道
教
の
「
気
」
の
観
念
に
立
つ
も

の
と
同
一
視
し
て
、
禅
宗
の
精
神
文
化
に
東
ア
ジ
ア
の
近
代
芸
術
を
見
よ
う
と

し
た
よ
う
に
、
東
洋
や
日
本
の
宗
教
的
主
題
を
好
ん
で
と
り
あ
げ
た５

）
。
し
か
し
、

こ
れ
は
自
国
の
支
配
的
宗
教

近
代
に
な
っ
て
つ
く
ら
れ
た
「
国
家
神
道
」

皇

室
の
祖
先
崇
拝
は
「
宗
教
で
は
な
い
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
と
抵
触
し

な
い
範
囲
で
信
教
の
自
由
を
認
め
た
）
と
の
精
神
的
な
緊
張
は
生
ま
れ
ず
、
む
し

ろ
積
極
的
に
融
合
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
東
京
帝
国
大
学
憲
法
学
教
授
、
筧
克

彦
の
国
体
論
が
代
表
的
で
、
こ
れ
は
日
中
戦
争
期
に
軍
部
・
右
翼
の
理
論
的
支

柱
と
し
て
機
能
し
た６

）
。

こ
の
よ
う
に
西
洋
近
代
の
そ
れ
を
参
照
し
て
、
新
概
念
を
つ
く
り
だ
し
つ
つ
、

伝
統
的
な
概
念
編
成
が
近
代
的
に
組
み
替
え
ら
れ
て
ゆ
く
様
子
を
研
究
す
る
に

は
、
西
洋
と
東
洋
、
ま
た
西
洋
内
部
、
東
ア
ジ
ア
内
部
で
の
文
化
の
差
異
を
よ

く
吟
味
し
、
受
け
入
れ
る
際
の
歴
史
的
条
件
と
価
値
観
の
変
化
を
勘
案
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
作
業
手
順
を
以
下
に
ま
と
め
て
お
く
。

１
概
念
編
成
、
す
な
わ
ち
、
上
位
、
同
位

類
義
と
対
立
）
、
下
位
の
内
部
編

成
に
留
意
す
る
こ
と
。
何
に
対
し
て
言
わ
れ
て
い
る
か
に
注
意
し
て
、
文

脈
か
ら
判
断
す
る
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
。

な
お
、
一
般
に
流
布
し
て
い
る
も
の
を
「
概
念
」
と
し
、
特
定
身
分
や

専
門
分
野
内
の
そ
れ
を
限
定
つ
き
の
「
概
念
」、
個
々
人
の
そ
れ
を
「
観

念
」
と
区
別
す
る
の
が
議
論
の
混
乱
を
避
け
る
の
に
よ
い
だ
ろ
う
。
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２
受
容
器
と
し
て
働
い
た
伝
統
的
概
念
と
そ
の
価
値
観
、
歴
史
的
条
件
の
吟

味
。
中
国
の
伝
統
的
概
念
編
成
の
推
移
と
西
洋
近
代
の
概
念
編
成
の
双
方

に
通
じ
て
い
る
こ
と
が
必
要
だ
が
、
西
洋
概
念
の
受
容
器
の
役
割
を
は
た

し
た
伝
統
概
念
と
、
そ
の
価
値
観
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら

は
相
対
化
さ
れ
、
次
第
に
解
明
さ
れ
て
ゆ
く
。

３
創
始
者
と
そ
の
周
辺
の
領
域

外
交
文
書
、
官
庁
用
語
、
専
門
分
野
な
ど
）
、

思
想
的
立
場
の
分
析

な
お
、
当
該
の
概
念
に
関
す
る
個
々
の
知
識
人
の
観
念

専
門
分
野
、
思

想
的
立
場
、
観
念
の
輸
入
元
、
他
へ
の
影
響
な
ど
）
の
研
究
は
、
全
体
に
お
け

る
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
に
あ
た
り
、
全
体
と
個
別
の
相
互
性
に
お
い
て

発
展
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

４
流
布
と
定
着
の
経
緯
、
新
聞
や
雑
誌
な
ど
メ
デ
ィ
ア
の
性
格
に
よ
る
用
語

の
差
異
の
分
析
、
辞
典
、
事
典
類
、
教
科
名
や
教
科
書
の
分
析

５
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
、
そ
の
後
の
組
み
替
え
の
分
析
。
こ
れ
は
、
今
日

の
わ
れ
わ
れ
の
概
念
お
よ
び
概
念
編
成
を
歴
史
的
に
相
対
化
す
る
作
業
と

な
る
。

６
各
分
野
内
に
つ
い
て
は
、
先
に
あ
げ
た
「
封
建
」
の
例
の
よ
う
に
、
分
析

ス
キ
ー
ム
の
形
成
に
つ
い
て
の
分
析
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
と
て
も
ひ
と
り
の
手
で
な
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。

語
彙
史
、
学
術
史
な
ど
別
の
方
法
に
よ
っ
て
展
開
し
て
き
た
先
行
研
究
を
よ
く

検
討
す
る
と
と
も
に
、
各
自
が
、
上
記
の
、
ど
の
項
目
の
作
業
を
担
っ
て
い
る

か
を
自
覚
し
、
知
の
共
同
作
業
、
す
な
わ
ち
研
究
運
動
と
し
て
展
開
し
て
ゆ
く

べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

注１
）

こ
の
「
純
文
学
」
の
端
的
な
用
例
は
「
哲
学
と
純
文
学
と
は
科
が
ち
が

う
」

夏
目
漱
石
『
虞
美
人
草
』）に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
単
に
「
文
学
」
と
称

す
る
用
例
は
「
自
然
主
義
」
の
勃
興
と
と
も
に
多
く
な
る
が
、
一
般
化
す
る
の

は
、「
芸
術
」

広
義
は
学
芸
一
般
、
狭
義
は
美
的
鑑
賞
の
対
象
す
な
わ
ち
広
義

の
「
美
術
」）の
内
か
ら
、
絵
画
、
彫
刻
と
い
う
視
覚
芸
術
を
意
味
す
る
狭
義
の

「
美
術
」
が
定
着
す
る
時
期
に
当
た
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
狭
義
の
「
芸
術
」

す
な
わ
ち
広
義
の
「
美
術
」
の
う
ち
に
、
狭
義
の
「
文
学
」
と
「
美
術
」
が
な

ら
ぶ
編
成
と
な
り
、
安
定
・
定
着
し
た
こ
と
を
意
味
す
る

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

鈴
木
貞
美
「『
芸
術
』
概
念
の
形
成
、
象
徴
美
学
の
定
着
」、
鈴
木
・
岩
井
編

『
わ
び
、
さ
び
、
幽
玄

「
日
本
的
な
る
も
の
」
へ
の
道
程
』
水
声
社
、
二

〇
〇
六
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

２
）
「
大
衆
文
学
」
は
、「
文
壇
文
学
」「
芸
術
文
学
」
を
対
立
概
念
と
し
て
、

一
九
二
〇
年
後
半
に
運
動
と
し
て
成
立
し
、
定
着
し
た
概
念
で
、
そ
の
内
に

「
時
代
も
の
」

創
作
講
談
の
展
開
、
な
い
し
は
、
そ
れ
に
刺
戟
さ
れ
た
も

の

と
「
探
偵
小
説
」
を
ふ
く
む
も
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
菊
池
寛
ら
の

「
通
俗
小
説
」
す
な
わ
ち
当
代
風
俗
小
説
は
「
文
壇
小
説
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の

運
動
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
都
市
大
衆
文
化
の
有
力
な
一
翼
を
な
し
、

職
業
作
家
が
輩
出
し
て
既
成
文
壇
に
対
す
る
「
大
衆
小
説
文
壇
」
を
形
成
、
小

説
は
娯
楽
性
を
強
め
て
、
エ
ロ
、
グ
ロ
や
ナ
ン
セ
ン
ス
の
傾
向
を
低
俗
化
し
て

ゆ
く
。
こ
れ
が
新
聞
や
大
衆
雑
誌
に
進
出
す
る
と
、
既
成
文
壇
に
も
通
俗
性
の
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高
い
題
材
を
と
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
一
九
三
五
年
前
後
に
、「
大
衆
小

説
」
に
一
定
の
質
の
向
上
も
見
ら
れ
る
が
、
同
時
に
、
再
編
成
が
起
こ
り
、

「
時
代
小
説
」「
探
偵
小
説
」、
ユ
ー
モ
ア
小
説
な
ど
の
「
通
俗
小
説
」
を
加
え

た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
主
と
し
て
『
新
潮
』
系
の
グ
ル
ー
プ
が
非
政

治
的
な
芸
術
文
学
の
意
味
で
「
純
文
学
」
を
用
い
は
じ
め
、
や
や
流
通
す
る
が
、

定
義
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
概
念
化
さ
れ
た
と
は
い
い
が
た
い
。

第
二
次
大
戦
後
に
は
、「
純
文
学
」
雑
誌
に
対
し
て
、「
中
間
小
説
」
雑
誌
、

そ
し
て
「
大
衆
文
学
」
の
三
分
類
と
な
る
が
、
Ｓ
Ｆ
、
シ
ョ
ー
ト
・
シ
ョ
ー
ト

な
ど
は
作
品
の
質
と
は
無
関
係
に
「
大
衆
文
学
」
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。
高
度

経
済
成
長
期
に
出
版
社
系
週
刊
誌
が
相
次
い
で
創
刊
さ
れ
、「
中
間
小
説
」
が

隆
勢
を
誇
り
は
じ
め
る
と
、「
純
文
学
」
雑
誌
に
も
、
そ
の
傾
向
を
も
つ
作
品

が
掲
載
さ
れ
る
と
、
一
九
六
一
年
に
「
純
文
学
」
変
質
論
争
が
起
こ
り
、
そ
の

論
議
を
通
じ
て
、「
純
文
学
」
対
「
大
衆
文
学
」
ス
キ
ー
ム
が
定
着
し
て
ゆ
く
。

こ
れ
に
よ
っ
て
「
純
文
学
」
と
し
て
の
「
時
代
小
説
」
を
「
歴
史
小
説
」
と
呼

ぶ
こ
と
も
定
着
し
た
。

し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
に
、「
純
文
学
」
雑
誌
が
若
年
層
を
対
象
と
す
る

人
気
作
家
の
作
品
に
活
路
を
見
出
そ
う
と
し
、
他
方
、「
中
間
小
説
」
雑
誌
に

円
熟
し
た
作
品
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
の
ス
キ
ー
ム
が
形
骸
化

し
て
い
る
こ
と
は
誰
も
が
認
め
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
な
る
。
が
、
雑
誌
の
制

度
そ
の
も
の
は
今
日
に
至
っ
て
い
る

こ
れ
に
つ
い
て
は
鈴
木
貞
美
『
日
本
の

「
文
学
」
を
考
え
る
』
角
川
選
書
、
一
九
九
二
、
お
よ
び
「
中
村
真
一
郎
『
雲

の
ゆ
き
来
』、
あ
る
い
は
『
う
ま
く
作
ら
れ
た
変
貌
』」
井
波
律
子
、
井
上
章
一

編
『
表
現
に
お
け
る
越
境
と
混
淆
』
日
文
研
叢
書
36
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
、
二
〇
〇
五
、
一
二
九
｜
一
三
〇
頁
補
注
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

他
方
、
一
九
六
〇
年
前
後
す
る
時
期
か
ら
、「
純
文
学
」
対
「
大
衆
文
学
」

ス
キ
ー
ム
は
、
研
究
・
批
評
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
村
幸
彦
『
近
世

儒
者
の
文
学
観
』

一
九
五
八
）の
よ
う
に
、
徳
川
時
代
中
期
の
「
雅
」
と

「
俗
」
の
文
化
区
分
を
、
こ
れ
と
同
類
の
も
の
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
す
る
思
考
法
を

見
せ
て
い
る
し
、
明
治
期
の
「
純
文
学
」
を
「
大
衆
文
学
」
に
対
す
る
そ
れ
と

混
同
す
る
者
も
出
て
く
る

鈴
木
貞
美
『
日
本
の
「
文
学
」
概
念
』
第
Ⅲ
章
2

「
近
世
の
『
文
学
』
と
ジ
ャ
ン
ル
意
識
」、
作
品
社
、
一
九
九
八
を
参
照
さ
れ
た

い
）。

３
）

張
翔
・
園
田
英
弘
編
『「
封
建
」・「
郡
県
」
再
考
』

思
文
閣
出
版
、
二
〇

〇
六
）が
こ
の
問
題
を
多
角
的
に
扱
っ
て
い
る
。

４
）

鈴
木
貞
美
『
生
命
観
の
探
究
｜
重
層
す
る
危
機
の
な
か
で
』

作
品
社
、

二
〇
〇
七
）第
一
章
三
節
２
、
六
節
３
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

５
）

同
前
、
第
五
章
五
節
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

６
）

同
前
、
第
九
章
六
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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