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　「
美
術
史
は
グ
ロ
ー
バ
ル
か
？
」
こ
の
挑
発
的
な
話
題
に
つ
い
て
︑
筆
者
は

二
〇
〇
五
年
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
コ
ー
ク
で
意
見
を
交
換
す
る
公
開
の
論
戦

の
席
に
招
聘
さ
れ
た
が
︑
事
情
に
よ
り
欠
席
し
た（

2
）

︒
当
時
の
会
議
速
記
録
に

眼
を
と
お
し
て
み
る
と
︑
ア
ジ
ア
か
ら
の
参
加
者
も
東
洋
美
術
史
の
研
究
者

も
皆
無
の
ま
ま
︑「
美
術
史
は
全
球
的
か
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
欠
落

は
︑「
全
球
的
美
術
史
」
な
る
も
の
を
専
門
家
の
集
会
と
し
て
実
現
す
る
の
が

い
か
に
困
難
か
︑
を
証
拠
立
て
て
い
る（

3
）

︒

　
コ
ー
ク
で
会
話
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
︑
筆
者
は
地
球
の

裏
側
で
︑
丸
木
位
里
・
俊
子
夫
妻
が
︑
一
九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
か

け
て
営
々
と
制
作
し
た
︽
原
爆
の
図
︾
に
つ
い
て
の
公
開
講
演
を
行
っ
て
い

た（
4
）

︒
こ
の
和
紙
に
墨
の
「
壁
画
」
は
冷
戦
期
以
来
「
世
界
平
和
運
動
」
の
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
装
置
と
し
て
活
躍
し
︑
現
在
で
は
ふ
た
り
の
画
家
を
記
念
す
る

美
術
館
に
や
す
ら
っ
て
い
る
︒︽
原
爆
の
図
︾
は
東
西
を
問
わ
ず
国
際
的
に
著

名
で
あ
り
︑
近
年
で
は
﹃
敗
北
を
抱
き
し
め
て
﹄（
一
九
九
九
）
で
ピ
ュ
ー

リ
ッ
ツ
ー
賞
を
受
賞
し
た
米
国
の
日
本
史
研
究
者
︑
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
ほ
か

に
よ
る
英
文
の
画
集
が
刊
行
さ
れ
︑
巷
に
喧
伝
さ
れ
て
い
る（

5
）

︒
だ
が
一
般
社

会
か
ら
み
れ
ば
い
さ
さ
か
奇
妙
な
こ
と
に
︑
今
日
な
お
︑
こ
の
作
品
は
学
術

的
な
美
術
史
研
究
の
世
界
で
は
︑
国
内
外
に
か
か
わ
ら
ず
正
面
か
ら
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
が
︑
き
わ
め
て
稀
な
ま
ま
で
あ
る
︒

　
日
本
に
お
け
る
学
問
的
な
美
術
史
学
に
あ
っ
て
︑
主
と
し
て
研
究
対
象
と

な
る
の
は
︑
古
典
の
巨
匠
で
あ
り
仏
教
関
係
の
遺
品
の
目
録
で
あ
る
︒
近
現

代
と
り
わ
け
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
の
同
時
代
美
術
の
︑
そ
れ
も
高
度
に

政
治
的
な
含
意
を
宿
し
た
よ
う
な
作
品
は
︑
六
〇
年
代
末
の
熾
烈
な
る
「
学

園
紛
争
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
そ
の
余
燼
を
蒙
り
︑

美
術
史
は
全
球
化
し
う
る
か
？

―
―
極
東
の
視
点
か
ら
す
る
批
判
的
注
釈（

1
）

―
―

稲
賀
繁
美

研
究
ノ
ー
ト
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ア
カ
デ
ミ
ア
の
研
究
対
象
と
し
て
は
忌
避
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
過
言
で
な

い
︒
丸
木
夫
妻
の
作
品
に
言
及
す
る
の
は
（
古
参
の
唯
物
主
義
者
か
ら
新
左
翼

ま
で
の
振
幅
を
含
む
）
政
治
活
動
家
︑
近
年
の
「
カ
ル
ス
タ
」（cultural 

studies

）
実
践
者
な
ど
︑
も
っ
ぱ
ら
「
非
美
術
史
」
研
究
者
た
ち
で
あ
る
︒

「
主
流
に
し
て
正
統
の
」
︱
︱
す
な
わ
ち
男
性
が
主
流
を
な
し
︑
実
証
主
義
的

で
あ
り
︑
政
治
的
に
は
中
立
を
装
っ
た
形
式
分
析
の
徒
か
ら
な
る
︱
︱
「
美

術
史
家
」
た
ち
は
︑
政
治
談
議
や
「
文
化
研
究
」
な
ど
は
︑「
正
規
」
の
美
術

史
研
究
と
は
無
縁
と
み
て
︑
こ
れ
を
排
除
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る（

6
）

︒

　
原
爆
投
下
を
記
録
し
記
念
し
た
芸
術
作
品
の
命
運
は
︑
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

で
一
九
九
六
年
に
開
催
さ
れ
た
第
二
十
一
回
国
際
美
術
史
学
会
に
は
︑
き
わ

め
て
適
切
な
話
題
で
あ
っ
た
は
ず
だ
︒
そ
の
総
合
主
題
は
「
記
憶
と
忘
却
」

で
あ
り
︑「
記
念
の
芸
術
」
や
「
現
代
の
記
念
碑
︱
︱
戦
争
の
勝
者
と
敗
者
」

と
い
っ
た
分
科
会
が
立
て
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
︒
だ
が
日
本
か
ら
の
参
加

者
で
こ
の
話
題
を
取
り
上
げ
た
も
の
は
皆
無
で
あ
り
︑
さ
ら
に
千
五
百
名
か

ら
の
会
員
数
を
誇
る
日
本
美
術
史
学
会
で
あ
る
の
に
︑
そ
の
会
員
か
ら
受
理

さ
れ
た
の
は
︑
た
っ
た
四
本
の
論
文
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
お
ま
け
に
︑
選
考

過
程
の
不
可
思
議
な
運
命
の
悪
戯
で
あ
ろ
う
か
︑（
エ
ラ
ス
ム
ス
賞
若
手
部
門

受
賞
者
を
含
む
）
研
究
者
や
博
士
号
取
得
者
か
ら
な
さ
れ
た
そ
れ
ら
四
本
の
提

案
は
︑
い
ず
れ
も
ポ
ス
タ
ー
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
廻
さ
れ
た
︒
欧
州
や
北
米
か

ら
の
提
案
で
あ
れ
ば
︑
博
士
論
文
未
提
出
の
院
生
で
す
ら
︑
そ
の
多
く
が
口

頭
発
表
の
機
会
を
得
て
い
た（

7
）

︒
こ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
明
白
だ
ろ

う
︒
以
上
が
「
世
界
美
術
史
」
議
論
の
前
提
と
な
る
土
俵
で
あ
る
︒

　
以
下
の
分
析
で
は
︑
コ
ー
ク
で
の
会
話
の
段
取
り
に
依
拠
し
て
︑
お
お
き

く
四
つ
の
話
題
に
分
け
て
分
析
を
す
す
め
た
い
︒
最
初
に
︑
西
洋
と
非
西
洋

世
界
と
の
関
係
︑
ふ
た
つ
目
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
専
門
分
野
と
し
て
の
美
術

史
学
に
関
連
す
る
制
度
上
の
問
題
︑
み
っ
つ
目
に
学
術
作
法
と
翻
訳
の
問
題
︑

最
後
に
︑
鍵
と
な
る
述
語
の
概
念
規
定
と
そ
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
検
討

し
た
い（

8
）

︒

　

1
　
西
洋
美
術
史
と
非
西
洋
諸
美
術

　
美
術
の
歴
史
的
な
研
究
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
に
す
る
う
え
で
︑
も
っ
と

も
目
立
つ
障
碍
は
︑
国
際
美
術
史
学
会
（C

om
ité international d ’histoire de 

l ’art: C
IH

A

）
そ
の
も
の
に
あ
る
︒
今
に
至
る
ま
で
︑
そ
の
内
実
が
そ
の
名
に

見
合
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
は
た
し
か
に
国
際
的
な
協
会
で
あ
り
︑

（
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
や
ア
フ
リ
カ
は
手
薄
だ
が
）
ほ
ぼ
全
世
界
か
ら
の
参
加
を
得
て

い
る
も
の
の
︑
そ
の
主
た
る
対
象
は
西
洋
美
術
史
に
限
定
さ
れ
て
い
る（

9
）

︒
も

ち
ろ
ん
い
わ
ゆ
る
「
東
洋
美
術
史
」
も
︑
い
さ
さ
か
気
ま
ぐ
れ
な
が
ら
散
発

的
に
は
お
仲
間
に
加
え
て
も
ら
っ
て
い
る
︒
早
い
時
期
で
は
第
一
次
世
界
大

戦
あ
け
の
一
九
二
一
年
パ
リ
大
会
で
︑
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
ヨ
ン
の
先
導
に

よ
っ
て
︑
日
本
美
術
︑
東
洋
美
術
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
︒
日
本
か

ら
は
東
京
帝
国
大
学
の
瀧
精
一
（
一
八
七
三
︱
一
九
四
五
）
が
参
加
し
︑
東
洋
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美
術
史
に
つ
い
て
貢
献
を
な
し
た（

10
）

︒
だ
が
ア
ジ
ア
さ
ら
に
東
洋
一
般
は
︑
い

や
し
く
も
西
洋
で
の
学
術
作
法
と
し
て
は
︑
伝
統
的
に
「
東
洋
学
者
」
の
領

分
で
あ
り
︑
事
情
に
精
通
し
た
専
門
家
だ
け
の
閉
鎖
さ
れ
た
領
域
が
形
成
さ

れ
て
い
る
︒
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｗ
・
サ
イ
ー
ド
の
今
や
あ
ま
り
に
有
名
な
﹃
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹄（
一
九
七
八
）
は
︑
こ
の
学
術
伝
統
の
良
質
の
部
分
へ
も
︑

「
植
民
地
主
義
に
よ
る
簒
奪
」
と
い
う
︑
い
さ
さ
か
的
違
い
な
論
難
を
な
し
︑

一
部
に
は
回
復
不
可
能
な
深
手
を
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
︑
と
も
評
さ
れ

る（
11
）

︒
だ
が
そ
の
一
方
︑
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
東
洋
学
は
︑
よ
く
も
悪
く
も
︑

サ
イ
ー
ド
の
問
題
提
起
な
ど
無
視
し
て
存
続
し
て
い
る
︒

　
文
献
学
を
主
流
と
し
て
︑
習
得
困
難
な
東
洋
の
言
語
を
習
得
し
︑
地
域
研

究
者
と
し
て
︑
異
な
る
価
値
観
に
律
さ
れ
た
異
文
化
に
︑
部
分
的
に
せ
よ
順

応
し
た
東
洋
学
者
た
ち
は
︑
西
側
世
界
の
学
術
界
に
あ
っ
て
︑
専
門
家
集
団

と
し
て
は
︑
い
さ
さ
か
周
辺
的
な
存
在
に
留
ま
る
︒
か
れ
ら
の
学
術
へ
の
専

心
や
忠
誠
︑
謙
虚
さ
や
慎
み
や
高
潔
さ
が
︑
学
者
の
世
界
に
お
い
て
一
目
置

か
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
と
は
い
え
︑
ル
ネ
・
グ
ル
ッ
セ
の
よ
う
な
例
外
を

別
に
す
れ
ば（

12
）

︑
か
れ
ら
が
保
護
さ
れ
た
専
門
領
域
か
ら
外
へ
と
足
を
踏
み
出

し
︑
マ
ス
コ
ミ
の
寵
児
と
な
っ
て
︑
ひ
ろ
く
一
般
公
衆
に
ま
で
高
い
知
名
度

を
誇
る
と
い
っ
た
光
景
は
︑
特
権
的
な
い
く
つ
か
の
機
関
に
擁
護
さ
れ
た
例

外
的
著
名
人
の
場
合
に
限
ら
れ
よ
う
︒
む
し
ろ
世
間
か
ら
は
隔
絶
さ
れ
︑
素

人
の
う
か
つ
な
接
近
な
ど
峻
拒
し
つ
つ
︑
世
俗
の
利
害
か
ら
も
超
然
と
し
た

象
牙
の
塔
と
い
う
印
象
が
︑
東
洋
学
者
に
は
お
似
合
い
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
自

ら
に
課
し
た
こ
の
孤
高
の
姿
は
︑
東
洋
出
身
の
「
現
地
」
の
東
洋
学
者
た
ち

に
よ
っ
て
「
擬
態
」
さ
れ
た
︒
そ
れ
も
︑
か
れ
ら
は
自
ら
の
振
る
舞
い
が
猿

真
似
の
戯
画
じ
み
て
い
る
こ
と
に
も
無
自
覚
な
ま
ま
︑
祖
国
で
の
「
権
威
」

た
る
自
負
と
︑
ア
カ
デ
ミ
ー
の
中
枢
た
る
西
欧
の
首
都
で
は
現
地
出
身
の

「
情
報
提
供
者
」
と
し
て
遇
さ
れ
る
と
い
う
屈
辱
と
の
あ
い
だ
の
振
幅
を
︑
久

し
く
行
き
来
し
て
い
た
の
で
あ
る（

13
）

︒

　
実
際
︑
東
洋
出
身
で
︑
母
国
に
お
い
て
学
界
の
頂
点
を
極
め
た
少
数
の
学

者
た
ち
は
︑
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
は
無
論
︑
一
九
六
〇
年
代
に
至
る
ま
で
︑

西
欧
（
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
共
産
圏
）
の
首
都
に
お
け
る
学
問
領
域
の

最
新
の
展
開
に
注
目
し
︑
そ
れ
に
追
随
し
︑
追
い
つ
く
こ
と
を
も
っ
て
︑
己

が
任
務
と
し
て
き
た
︒
留
学
に
よ
り
︑
西
欧
の
権
威
の
も
と
で
教
え
を
受
け
︑

最
新
の
学
術
に
習
熟
し
て
︑
故
郷
に
錦
を
飾
る
︱
︱
日
本
で
も
一
九
七
〇
年

代
末
く
ら
い
ま
で
は
︑
留
学
先
の
「
中
心
」
と
の
親
密
さ
︑
そ
こ
へ
の
忠
実

さ
を
誇
ら
し
げ
に
陳
列
す
る
こ
と
が
︑
ほ
と
ん
ど
の
新
帰
朝
者
（
多
く
は
男
性

で
︑
女
性
の
帰
還
者
は
稀
）
に
と
っ
て
︑
自
ら
の
箔
付
け
に
不
可
欠
な
儀
式

だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

　
こ
の
典
型
的
に
植
民
地
主
義
的
な
行
動
類
型
は
︑
一
九
八
〇
年
代
以
降
︑

脱
植
民
地
主
義
が
喧
伝
さ
れ
る
世
の
中
と
な
っ
て
︑
人
種
構
成
の
う
え
で
は

表
面
的
に
は
解
消
さ
れ
た
︒
だ
が
逆
に
地
球
規
模
の
社
会
構
造
全
般
に
希
釈

さ
れ
て
蔓
延
し
た
︑
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒
端
的
に
言
う
な
ら
ば
︑

そ
れ
は
例
え
ば
︑
大
英
帝
国
の
首
都
や
北
米
の
有
名
大
学
の
花
形
教
授
と
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な
っ
た
旧
植
民
地
出
身
者
と
︑
そ
の
か
つ
て
の
出
身
地
に
お
い
て
︑
社
会
的

不
利
益
を
蒙
り
つ
づ
け
る
民
衆
層
と
の
乖
離
で
あ
る
︒

　
だ
が
こ
の
よ
う
な
栄
達
は
︑
東
洋
学
の
領
分
に
あ
っ
て
は
︑
必
然
的
に
二

重
の
自
己
疎
外
を
招
く
も
の
で
あ
り
︑
厄
介
な
二
重
拘
束
（double-bind

）
を

引
き
起
こ
す
︒
な
ぜ
な
ら
︑
西
洋
世
界
に
お
い
て
は
日
本
美
術
史
の
権
威
で

あ
り
目
利
き
と
し
て
遇
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
一
方
︑
母
国
に
戻
れ
ば
︑

今
度
は
西
洋
舶
来
の
最
新
知
識
を
完
璧
に
身
に
付
け
た
様
子
を
披
瀝
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
だ
︒
美
術
史
の
場
合
に
︑
こ
こ
で
と
り
わ
け
厄
介

な
の
は
︑
西
欧
や
北
米
の
み
な
ら
ず
東
欧
に
あ
っ
て
も
︑
あ
ち
ら
側
の
学
者

や
愛
好
家
た
ち
は
︑
ひ
た
す
ら
浮
世
絵
版
画
や
印
籠
・
根
付
を
珍
重
す
る
こ

と
だ
ろ
う（

14
）

︒
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
江
戸
徳
川
末
期
以
来
の
民
衆
的
工
芸
品
は
︑

日
本
の
文
人
や
（
明
治
時
代
に
導
入
さ
れ
た
）
華
族
や
貴
族
︑
武
士
階
級
の
末

裔
を
自
称
す
る
人
種
か
ら
は
︑
ハ
ナ
か
ら
軽
蔑
さ
れ
る
代
物
で
あ
り
︑
西
洋

の
美
術
史
的
価
値
観
の
仕
込
み
に
よ
っ
て
洗
脳
さ
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学

者
と
し
て
は
︑
こ
れ
ら
を
峻
拒
し
て
排
除
し
な
く
て
は
︑
沽
券
に
関
わ
る
仕

儀
と
な
る
︒

　
と
な
る
と
ど
う
か
︒
普
遍
的
と
称
す
る
美
意
識
（
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古

典
や
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
）
を
公
言
す
る
か
ぎ
り
︑
自
分
た
ち
の
先
生
で

あ
る
西
側
の
教
授
た
ち
が
高
く
評
価
す
る
よ
う
な
種
類
の
日
本
の
芸
術
品（
浮

世
絵
版
画
や
印
籠
︑
根
付
）
を
前
に
し
て
︑
そ
れ
ら
に
は
文
化
的
価
値
な
ど
あ

り
ま
せ
ん
︑
と
否
認
し
て
み
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
羽
目
に
陥
る
︒
自
己
肯

定
の
た
め
に
は
己
の
出
自
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
皮
肉
な
二
重
の

屈
曲
は
︑
お
そ
ら
く
日
本
の
学
者
た
ち
が
戦
前
期
よ
り
長
ら
く
克
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
︱
︱
な
い
し
不
器
用
に
露
呈
さ
せ
続
け
る
ほ
か
な
か
っ

た
︱
︱
複
雑
な
劣
等
複
合
（
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
）
の
一
端
を
説
明
し
て
く
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か（

15
）

︒
こ
う
し
た
居
心
地
の
悪
さ
が
︑
ア
フ
リ
カ
出
身
の
ア

メ
リ
カ
人
学
者
︱
︱
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
そ
れ
を
代
弁
す
る
進
歩
的
な

米
国
籍
の
学
者
た
ち
︱
︱
に
よ
っ
て
︑
政
治
的
権
利
主
張
と
し
て
声
高
に
表

明
さ
れ
た
の
が
︑
一
九
八
四
年
に
﹃
二
十
世
紀
の
未
開
主
義
﹄
と
い
う

ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
現
代
美
術
館
を
舞
台
と
し
た
大
掛
か
り
な
展
覧
会
を
機
会

に
展
開
さ
れ
た
︑
辛
辣
な
批
判
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う（

16
）

︒

　
同
じ
コ
イ
ン
の
裏
側
と
し
て
露
呈
す
る
の
が
︑
国
粋
主
義
丸
出
し
の
民
族

主
義
的
自
己
主
張
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
言
説
と
し
て
の
「
日
本
美
術
史
」
創
建

の
時
代
︱
︱
そ
れ
を
仮
に
「
近
代
」
と
定
義
し
て
も
よ
か
ろ
う
︱
︱
に
典
型

的
な
姿
を
示
す
︒
だ
が
︑
そ
も
そ
も
そ
れ
な
く
し
て
は
「
日
本
美
術
史
」
な

る
も
の
の
創
建
が
あ
り
え
な
か
っ
た
︒
大
日
本
帝
国
の
最
初
の
公
式
な
美
術

史
記
述
た
る
﹃
日
本
美
術
史
﹄L’H

istoire de l’art du Japon

は
一
九
〇
〇
年
の

パ
リ
万
国
博
覧
会
の
お
り
に
編
纂
さ
れ
た
︒
そ
れ
以
前
に
は
例
え
ば

一
八
七
八
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
折
︑
日
本
趣
味
の
最
盛
期
に
︑
欧
州
側

の
愛
好
者
た
ち
の
需
要
に
応
ず
る
べ
く
︑
日
本
の
陶
磁
器
の
産
地
と
名
称
に

つ
い
て
の
基
礎
的
な
解
説
冊
子
が
刊
行
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
︒
い
う
ま
で
も

な
く
︑「
工
芸
」（arts and crafts

）（
こ
れ
に
は
陶
芸
も
含
ま
れ
る
）
だ
け
で
は
︑
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日
出
ず
る
帝
国
に
「
美
術
」（Fine A

rts

）
と
称
し
て
遜
色
な
い
分
野
が
確
固

と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
誇
示
す
る
に
は
︑
ど
う
に
も
役
不
足
で
あ
る
︒
ギ

リ
シ
ャ
古
典
期
の
彫
刻
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
遺
産
が
︑
廃
仏
毀
釈
で
荒
廃
し

て
い
た
仏
教
寺
院
か
ら
二
束
三
文
で
廃
棄
さ
れ
か
け
た
ガ
ラ
ク
タ
か
ら
「
古

代
再
発
見
」
よ
ろ
し
く
「
発
掘
」
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
そ
う
し
た
最
初

の
救
出
作
戦
が
︑
一
八
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
の
「
古
社
寺
調
査
」
で
あ

り
︑
七
世
紀
以
来
の
飛
鳥
︑
奈
良
を
始
め
と
す
る
作
品
の
年
代
確
定
作
業
が

進
め
ら
れ
︑「
古
社
寺
保
存
法
」
と
い
う
法
律
に
結
実
す
る
︒
名
誉
回
復
し
た

仏
教
的
古
代
の
実
相
が
︑
パ
リ
の
一
九
〇
〇
年
の
万
国
博
覧
会
で
誇
ら
し
げ

に
展
示
さ
れ
︑
そ
れ
ま
で
の
欧
米
の
日
本
美
術
愛
好
者
た
ち
が
日
本
文
明
に

関
し
て
抱
い
て
い
た
「
誤
解
」
を
「
是
正
」
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た（

17
）

︒

　﹃
日
本
美
術
史
﹄（
一
九
〇
〇
）
が
い
か
な
る
範
疇
論
的
な
転
換
を
発
揮
し

よ
う
と
目
さ
れ
た
刊
行
物
か
を
理
解
す
る
に
は
︑
一
介
の
版
画
絵
師
た
る
葛

飾
北
斎
に
関
す
る
記
述
に
一
瞥
を
く
れ
る
だ
け
で
充
分
だ
ろ
う（

18
）

︒
そ
れ
ま
で

北
斎
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
多
く
の
日
本
美
術
愛
好
家
た
ち
に
よ
っ
て
︑
日
本
絵

画
史
総
体
の
頂
点
を
な
す
も
の
と
評
価
さ
れ
︑
ル
イ
・
ゴ
ン
ス
の
﹃
日
本
美

術
﹄L’A

rt japonais

（
一
八
八
三
）
で
賞
賛
の
対
象
と
さ
れ
︑
エ
ド
モ
ン
・
ド
・

ゴ
ン
ク
ー
ル
の
﹃
北
斎
伝
﹄H

okousaï

（
一
八
九
六
）
の
刊
行
を
見
た
︒
だ
が

日
本
の
博
覧
会
事
務
局
が
発
刊
し
た
巨
大
な
﹃
日
本
美
術
史
﹄
の
な
か
で
は
︑

北
斎
に
は
︑
わ
ず
か
十
三
行
の
略
歴
記
述
が
与
え
ら
れ
る
の
み
で
︑
浮
世
絵

版
画
の
画
工
た
ち
の
ひ
と
り
に
数
え
ら
れ
た
だ
け
だ
っ
た（

19
）

︒
普
遍
性
を
喧
伝

し
よ
う
と
意
図
す
る
︑
日
本
政
府
に
よ
る
正
統
な
る
美
術
史
言
説
は
︑
エ

リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ス
ボ
ー
ム
流
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
︑
西
洋
化
を
目
指
す
近

代
日
本
に
お
い
て
「
再
創
生
」（reinvent

）
さ
れ
︑
も
っ
て
西
側
世
界
の
潜
在

的
期
待
に
応
え
る
と
と
も
に
︑
日
本
の
国
家
的
自
負
・
国
民
的
自
尊
心
を
満

た
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
こ
で
同
時
代
の
イ
ン
ド
︑
と
り
わ
け
カ
ル
カ
ッ
タ
周
辺
で
発
生
し
た
ス

ワ
デ
シ
運
動
に
触
れ
て
お
く
の
も
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
︒
そ
れ
は
英
国
産
品

を
拒
否
し
︑
自
国
産
品
購
買
を
訴
え
て
「
国
民
意
識
」
を
樹
立
し
よ
う
と
す

る
広
範
な
運
動
だ
っ
た
︒
パ
ー
サ
・
ミ
ッ
タ
ー
や
ト
ポ
テ
ィ
・
グ
ー
ハ
=
タ

ク
ル
タ
ほ
か
の
研
究
者
が
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
民
族
主
義

の
胎
動
の
文
脈
で
︑「
本
質
的
な
イ
ン
ド
性
」（essential Indianness

）
な
る
観

念
が
︑
Ｅ
・
Ｂ
・
ハ
ベ
ル
︑
Ａ
・
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
あ
る
い
は
シ
ス
タ
ー
・

ニ
ヴ
ェ
デ
ィ
タ
と
い
っ
た
人
々
を
中
心
に
し
て
提
唱
さ
れ
︑
こ
れ
が
新
た
な

国
民
主
義
的
「
イ
ン
ド
美
術
史
」
構
想
の
核
を
な
す
こ
と
と
な
っ
た（

20
）

︒
か
れ

ら
は
︑
お
よ
そ
こ
の
「
本
質
的
イ
ン
ド
性
」
に
抵
触
す
る
よ
う
な
外
来
の
影

響
を
容
認
す
る
こ
と
な
ど
︑
一
切
拒
絶
す
る
と
い
う
姿
勢
を
貫
く
︒
そ
こ
で

は
︑
そ
れ
以
前
の
西
洋
の
学
術
が
︑
グ
レ
コ
・
ロ
ー
マ
ン
の
規
範
と
の
親
和

性
ゆ
え
に
高
く
評
価
し
て
い
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
仏
像
彫
刻
の
意
義
も
︑
全
否

定
さ
れ
る
に
等
し
い
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た（

21
）

︒

　
そ
こ
に
直
接
関
与
し
た
の
が
︑ 

岡
倉
覚
三 

（
一
八
六
三
︱
一
九
一
三
）︑ 

号
で

天
心
と
知
ら
れ
る
ひ
と
り
の
日
本
人
で
あ
っ
た
︒
一
九
〇
〇
年
の
フ
ラ
ン
ス
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語
版
日
本
美
術
史
（
そ
の
原
稿
は
の
ち
に
﹃
稿
本
日
本
帝
国
美
術
略
記
﹄
と
し
て

刊
行
） 
の
編
集
初
期
に
関
与
し
た
こ
の
美
術
行
政
官
は
︑ 

一
九
〇
一
年
末
か
ら

一
年
弱
イ
ン
ド
に
滞
在
し
﹃
東
洋
の
理
想
﹄T

he Ideals of the East

（
一
九
〇
四
）

を
英
文
で
刊
行
す
る
︒
こ
の
著
作
は
イ
ン
ド
に
お
け
る
国
民
主
義
的
な
美
術

史
構
想
の
発
現
に
︑
少
な
か
ら
ぬ
刺
激
を
与
え
た
︒
こ
の
著
作
の
末
尾
に
は

「
内
部
か
ら
の
勝
利
か
︑
し
か
ら
ず
ん
ば
外
部
か
ら
の
力
ず
く
の
死
か
」
と
い

う
檄
が
読
ま
れ
る（

22
）

︒
ス
ワ
デ
シ
運
動
の
知
的
高
揚
と
も
︑
見
事
に
平
ひ
ょ
う

仄そ
く

が

合
っ
て
い
る
︒
ボ
ス
ト
ン
の
社
交
界
に
あ
っ
て
︑
イ
ザ
ベ
ル
・
ス
チ
ュ
ワ
ー

ト
・
ガ
ー
ド
ナ
ー
の
お
気
に
入
り
で
も
あ
っ
た
岡
倉
は
︑
ボ
ス
ト
ン
美
術
館

の
東
洋
美
術
部
門
の
蒐
集
展
示
に
も
貢
献
を
な
し
た
︒
そ
こ
に
は
東
洋
文
明

の
遺
産
の
精
髄
を
︑
美
術
を
通
じ
て
西
洋
の
公
衆
に
示
し
︑
も
っ
て
東
洋
美

術
史
に
世
界
普
遍
の
認
知
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
強
固
な
意
思
が
見
受
け
ら

れ
る（

23
）

︒
東
洋
美
術
は
西
洋
の
片
割
れ
に
と
っ
て
不
可
欠
の
半
身
と
な
ら
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
東
西
湊
合
の
構
想
を
受
け
つ
い
だ
の
が
︑
続

く
世
代
の
︑
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
ヨ
ン
の
よ
う
な
美
術
史
家
で

あ
っ
た
︒
か
れ
ら
は
︑
両
大
戦
間
の
世
界
市
民
意
識
（
コ
ス
モ
ポ
リ
テ
イ
ス
ム
）

高
揚
の
時
期
に
︑
東
西
両
方
の
学
術
を
綜
合
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
世
界
美
術

史
を
樹
立
す
る
夢
想
を
逞
し
く
し
た
の
で
あ
る（

24
）

︒

　
と
は
い
え
︑
見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
︒
続
く
英
文
著
作

﹃
茶
の
本
﹄T

he B
ook of Tea

（
一
九
〇
六
）
で
岡
倉
は
︑
西
洋
の
流
儀
で
東
洋

美
術
を
鑑
賞
す
る
こ
と
な
ど
希
望
し
な
い
と
︑
き
っ
ぱ
り
宣
言
す
る
︒
道
教

思
想
や
禅
仏
教
を
頼
り
と
し
て
︑
岡
倉
は
西
洋
の
読
者
を
説
得
す
る
︒
東
洋

の
精
神
性
を
重
ん
じ
た
審
美
的
信
仰
と
そ
の
非
物
質
的
美
と
は
︑
西
洋
の
肉

体
的
・
物
質
的
な
美
と
は
対
極
に
位
置
す
る
も
の
な
の
だ
︑
と
︒
茶
室
の
空

虚
さ
は
︱
︱
と
彼
は
論
じ
る
︱
︱
西
洋
式
の
賞
牌
（
ト
ロ
フ
ィ
ー
）
を
見
せ
び

ら
か
す
よ
う
な
美
術
館
の
戦
利
品
陳
列
と
は
お
よ
そ
両
立
し
な
い
︒
茶
の
実

践
は
︑
視
覚
に
ば
か
り
重
き
を
置
い
て
︑
五
感
の
う
ち
そ
れ
以
外
の
四
感
を

軽
視
す
る
よ
う
な
西
洋
の
美
術
鑑
賞
に
は
︑
容
易
に
溶
け
込
ま
な
い
︒
岡
倉

は
ま
た
︑
ア
ジ
ア
の
美
術
に
お
い
て
は
高
級
美
術
（Fine A

rts

）
を
工
芸
（arts 

and crafts

）
か
ら
明
確
に
区
分
す
る
の
は
不
可
能
だ
と
主
張
し
︑（
不
成
功
に
は

終
わ
る
が
）
西
洋
の
範
疇
に
代
え
て
︑
手
仕
事
に
よ
る
巧
を
す
べ
て
包
含
す

る
美
術
範
疇
と
し
て
「
巧
芸
」（refined arts

）
な
る
新
語
を
提
唱
し
て
も
い
る（

25
）

︒

　
こ
う
し
て
み
れ
ば
︑
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
︒
岡
倉
と
い
う
︑
東
洋
に

お
け
る
美
術
史
概
念
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
提
唱
者
の
う
ち
に
︑
す
で
に
二
十
世

紀
初
頭
の
段
階
で
︑
あ
る
思
想
が
胚
胎
し
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
美
術
史
を

全
球
化
し
よ
う
と
い
っ
た
企
て
は
︑
な
か
ば
無
意
識
の
う
ち
に
︑
密
か
な
欺

瞞
と
自
己
中
心
主
義
と
を
抱
え
込
ん
で
い
た
︒
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
理
論

的
な
抵
抗
を
決
然
と
し
て
提
起
す
る
こ
と
に
も
︑﹃
茶
の
本
﹄
と
い
う
二
十
世

紀
初
頭
の
英
文
著
作
の
企
て
の
意
図
は
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
が（

26
）

︒
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2
　 
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
制
度
お
よ
び
学
統
＝
作
法
︵discipline

︶
と

し
て
の
「
美
術
史
」

　
こ
こ
に
謂
わ
ば
「
東
洋
美
術
史
」
創
設
の
「
出
産
外
傷
」
を
認
め
て
も
よ

か
ろ
う
︒
だ
が
そ
れ
は
︑
日
本
に
お
い
て
美
術
史
学
が
官
立
の
学
統
と
し
て

制
度
的
統
制
を
受
け
る
な
か
で
︑
抑
圧
さ
れ
て
い
っ
た
︒
と
は
い
え
精
神
分

析
流
に
い
え
ば
︑
抑
圧
さ
れ
た
も
の
は
︑
い
や
お
う
な
く
回
帰
す
る
︒
そ
の

回
帰
し
た
亡
霊
は
︑
学
統
の
全
球
化
に
い
か
な
る
生
得
的
な
障
害
物
が
立
ち

は
だ
か
っ
た
か
を
暴
露
す
る
︒
東
京
帝
国
大
学
に
美
術
史
の
講
座
が
設
け
ら

れ
た
の
は
一
九
一
六
年
︑
瀧
精
一
が
そ
の
初
代
の
椅
子
に
座
っ
た
︒
京
都
︑

九
州
︑
東
北
な
ど
い
く
つ
か
の
帝
国
大
学
が
そ
れ
に
後
続
し
た
（
そ
こ
に
は

一
九
一
〇
年
に
日
本
に
併
合
さ
れ
た
朝
鮮
の
︑
現
在
の
ソ
ウ
ル
に
一
九
二
六
年
に
開

設
さ
れ
た
京
城
帝
国
大
学
に
設
置
さ
れ
た
学
科
も
含
ま
れ
る
が
︑
こ
れ
と
は
対
照
的

に
一
九
二
八
年
設
置
の
台
北
帝
国
大
学
に
は
︑
美
術
史
学
科
は
置
か
れ
な
い

（
27
）

）︒
戦

前
期
の
講
座
数
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
お
り
︑
明
治
期
の
美
術
史
学
に
つ

い
て
の
制
度
的
な
総
括
と
し
て
は
︑
木
代
修
一
が
一
九
三
六
年
に
執
筆
し
た

記
事
が
知
ら
れ
る（

28
）

︒
そ
こ
に
は
︑
美
術
史
学
︑
考
古
学
お
よ
び
美
学
を
含
む

領
域
に
つ
い
て
三
十
名
強
の
学
者
の
名
前
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
︒
だ
が
そ
れ

以
降
︑
こ
う
し
た
評
定
は
二
度
と
な
さ
れ
な
か
っ
た
︒

　
国
際
的
な
名
声
を
博
し
た
伝
説
的
な
学
者
と
し
て
︑
こ
こ
で
は
三
名
の
み

を
挙
げ
る
に
留
め
た
い
︒
大
村
西
崖
（
一
八
六
八
︱
一
九
二
七
）
は
中
国
の
彫

像
・
絵
画
研
究
で
知
ら
れ
︑
戦
前
の
中
華
民
国
期
に
は
そ
の
著
作
が
中
国
語

に
訳
出
さ
れ
て
︑
専
門
家
た
ち
の
基
礎
的
な
参
照
文
献
と
し
て
遇
さ
れ
た（

29
）

︒

大
村
は
密
教
美
術
に
関
し
て
の
文
献
的
整
理
で
博
士
号
を
取
得
し
た
が
︑
日

本
に
お
け
る
東
洋
美
術
史
と
い
う
領
域
の
枠
組
は
︑
お
お
む
ね
大
村
の
世
代

に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
と
み
て
語
弊
は
あ
る
ま
い
︒
そ
こ
に
は
書
画
骨
董
へ

の
愛
着
が
濃
厚
に
残
存
し
︑
西
洋
考
古
学
へ
の
目
配
せ
が
弱
い
反
面
︑
石
碑
・

石
像
を
視
野
に
収
め
て
い
る
︒

　
中
国
の
文
物
に
著
し
く
傾
斜
し
た
︑
こ
う
し
た
「
東
洋
美
術
史
」
の
枠
組

み
は
︑
基
本
的
に
は
近
年
に
至
る
ま
で
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
通
用
し
て

き
た
︒
大
村
は
﹃
真
美
大
観
﹄
二
十
巻
（
一
八
九
九
～
一
九
〇
八
）
の
編
纂
に

参
画
し
た
が
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
弟
子
筋
の
仏
教
学
者
︑
高
楠
順
次

郎
（
一
八
六
六
︱
一
九
四
五
）
の
協
力
を
得
て
︑
そ
の
図
版
解
説
は
独
立
し
た

和
文
・
英
文
両
方
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
続
く
の
が
﹃
東
洋
美
術
大

鑑
﹄（
十
五
巻
︑
一
九
〇
八
～
一
九
一
八
）
だ
が
︑
こ
ち
ら
の
解
説
は
和
文
の
み

と
な
っ
て
い
る
︒
総
じ
て
︑
出
発
点
と
な
っ
た
「
東
洋
美
術
史
」
の
初
期
設

定
の
限
定
ゆ
え
に
︑
日
本
の
東
洋
美
術
史
研
究
は
（
浜
田
耕
作
主
導
の
「
考
古

学
」
と
は
対
照
的
に
）
西
洋
の
学
術
か
ら
は
比
較
的
に
隔
絶
し
た
発
展
を
遂
げ

た
︒
ま
た
次
世
代
の
日
本
の
学
究
た
ち
は
︑
ア
ジ
ア
各
地
の
近
現
代
あ
る
い

は
同
時
代
の
美
術
は
︑
自
分
た
ち
の
関
心
領
分
に
は
あ
ら
ず
と
し
て
︑
近
代

以
前
の
古
美
術
に
自
足
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
現
代
ア
ジ
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ア
美
術
に
眼
を
向
け
た
最
初
の
公
共
美
術
館
で
あ
る
福
岡
ア
ジ
ア
美
術
館
が

開
館
さ
れ
る
の
は
︑
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
半
世
紀
︑
二
十
世
紀
も
押
し

詰
ま
っ
た
一
九
九
九
年
の
出
来
事
に
過
ぎ
な
い
︒

　
西
洋
世
界
で
も
っ
と
も
著
名
な
日
本
人
美
術
史
家
と
い
え
ば
︑
矢
代
幸
雄

（
一
八
九
〇
︱
一
九
七
五
）
だ
ろ
う（

30
）

︒
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ベ
レ
ン
ソ
ン
の
弟
子
と

し
て
矢
代
は
浩
瀚
な
る
﹃
サ
ン
ド
ロ
・
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ル
リ
﹄（
一
九
二
五
）

を
︑
英
文
に
よ
り
メ
デ
ィ
チ
協
会
よ
り
上
梓
し
た
︒
こ
れ
は
今
日
な
お
︑
イ

タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
に
つ
い
て
日
本
か
ら
な
さ
れ
た
国
際
的
な
貢
献

と
し
て
名
を
と
ど
め
る
︒
こ
の
著
述
で
矢
代
は
作
品
の
部
分
拡
大
写
真
を
多

用
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
帰
属
に
関
す
る
仮
説
を
展
開
し
た
︒
帰
国
後
の
矢
代

は
上
野
に
創
設
さ
れ
た
「
美
術
研
究
所
」
の
初
代
所
長
と
し
て
も
記
憶
さ
れ

る
︒
戦
時
下
に
刊
行
さ
れ
た
主
著
﹃
日
本
美
術
の
特
質
﹄（
初
版
：
一
九
四
四

年
︑
第
二
版
：
一
九
六
五
年
）
は
日
本
美
術
の
国
民
的
特
質
を
「
印
象
的
」「
装

飾
的
」「
象
徴
的
」「
感
傷
的
」
と
い
う
四
つ
の
形
容
辞
に
よ
っ
て
議
論
し
よ

う
と
し
た
︒
著
者
の
広
範
な
知
識
を
背
景
に
︑
洋
の
東
西
に
架
橋
し
た
こ
の

浩
瀚
な
る
著
述
は
︑
当
時
「
普
遍
的
」
と
み
な
さ
れ
た
公
準
に
よ
っ
て
︑
東

洋
美
術
の
一
分
岐
た
る
日
本
美
術
に
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
企
て
で
あ
る
︒

国
民
的
特
性
を
摘
出
し
よ
う
と
す
る
志
向
な
ど
は
︑
今
日
の
基
準
か
ら
す
れ

ば
時
代
遅
れ
だ
ろ
う
が
︑
当
時
そ
う
し
た
議
論
が
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

否
定
で
き
ま
い
︒
こ
の
記
念
碑
的
な
著
述
は
︑
本
来
な
ら
ば
世
界
的
な
視
野

か
ら
吟
味
さ
れ
る
べ
き
問
題
作
で
あ
り
︑
ま
た
著
者
本
人
も
そ
れ
を
見
越
し

て
英
訳
の
な
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
︒
結
果
的
に
英
訳
は
実
現
さ
れ
る

こ
と
な
く
終
わ
っ
た
た
め
︑
本
書
は
西
側
世
界
で
は
不
在
の
ま
ま
に
放
置
さ

れ
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
全
球
的
美
術
史
な
る
企
て
が
は
た
し
て
実
現
可
能
な

の
か
︒
そ
の
際
︑
西
側
世
界
の
二
十
世
紀
中
葉
に
お
け
る
規
範
が
︑
ど
こ
ま

で
非
西
洋
世
界
に
適
応
可
能
な
の
か
︒
そ
う
し
た
問
い
の
射
程
を
測
定
す
る

う
え
で
︑
本
書
に
は
︑
あ
ら
た
め
て
今
日
的
な
意
義
が
見
出
さ
れ
う
る（

31
）

︒

　
こ
こ
に
三
人
目
と
し
て
加
え
る
べ
き
は
︑
島
田
修
二
郎
（
一
九
〇
七
︱

一
九
九
四
）
だ
ろ
う
︒
島
田
は
︑
日
本
の
敗
戦
後
︑
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
を

中
心
と
し
て
︑
日
本
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
専
門
家
を
一
世
代
に
わ

た
っ
て
育
成
し
た
︒
ア
ジ
ア
美
術
史
と
い
う
学
術
領
域
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
存

在
と
し
て
認
知
さ
せ
る
う
え
で
︑
島
田
の
貢
献
は
︑
中
国
美
術
の
場
合
の
︑

二
世
代
下
の
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
名
誉
教
授
︑
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
学

芸
員
︑
聞
方
（W

en Fong

一
九
三
〇
︱
　
）
の
そ
れ
と
比
較
さ
れ
る
べ
き
意
義

を
担
う（

32
）

︒

　
さ
て
︑
こ
れ
ら
三
名
の
傑
出
し
た
美
術
史
家
の
名
前
の
み
な
ら
ず
︑
況ま

し

て
い
わ
ん
や
︑
そ
の
他
の
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
ア
ジ
ア
の
美
術
史
者
の
名
前

は
︑
ウ
ド
・
ク
ル
タ
ー
マ
ン
の
ド
イ
ツ
語
の
著
作
﹃
美
術
史
学
の
歴
史
﹄（
初

版
：
一
九
八
一
）
に
も
︑
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
バ
ザ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
著
作
﹃
美

術
史
の
歴
史
﹄（
一
九
八
六
）
に
も
︑
英
語
圏
の
類
書
に
も
︑
一
度
と
し
て
登

場
し
な
い（

33
）

︒
こ
の
欠
落
は
な
ぜ
発
生
し
た
の
か
︒
そ
こ
に
は
構
造
的
な
三
重

の
知
的
盲
目
が
作
用
し
て
い
る
︒
ま
ず
︑
東
洋
か
ら
な
さ
れ
た
西
洋
美
術
史
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に
た
い
す
る
貢
献
は
︑
定
義
か
ら
し
て
付
属
的
・
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な

い
︒
つ
ぎ
に
︑
東
洋
美
術
史
と
い
う
領
域
は
︑
西
側
世
界
で
定
義
さ
れ
る

「
美
術
史
」
と
い
う
学
統
に
は
含
ま
れ
な
い
︒
こ
こ
で
い
う
「
美
術
史
」
と
は
︑

暗
黙
の
う
ち
に
︑「
西
洋
美
術
史
」
の
み
を
意
味
し
て
お
り
︑
東
洋
美
術
史
を

最
初
か
ら
除
外
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
東
洋
美
術
史
に
み
だ
り
に
踏
み
込

む
こ
と
は
︑
東
洋
学
者
（
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
）
た
ち
の
領
界
を
不
用
意
に
侵

犯
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
だ
︒
そ
の
う
え
で
第
三
に
︑
東
洋
美
術

に
つ
い
て
東
洋
出
身
の
研
究
者
が
い
か
に
厳
格
に
し
て
有
意
義
な
学
術
的
貢

献
を
成
し
遂
げ
よ
う
が
︑
そ
れ
ら
の
成
果
が
東
洋
の
言
語
即
ち
非
西
洋
語
で

記
述
さ
れ
る
か
ぎ
り
︑
そ
れ
ら
は
︑
こ
う
し
た
東
洋
の
作
業
言
語
へ
の
ア
ク

セ
ス
の
な
い
西
洋
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
︑
不
在
で
あ
る
に
等
し
い
︒
い
う

ま
で
も
あ
る
ま
い
が
︑
こ
れ
ら
の
「
東
洋
」
の
作
業
言
語
も
ま
た
「
東
洋
学

者
」
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
い
る
仕
組
み
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
て
作
業
言
語
の
問
題
が
︑
専
門
学
会
誌
と
の
関
連
で
問
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
︒
岡
倉
は
一
八
八
九
年
に
﹃
國
華
﹄
と
い
う
定
期
刊
行
物
を
創
刊

し
た
︒
そ
の
モ
デ
ル
に
はB

urlington M
agazine

︑Gazette des B
eaux-A

rts

な

ど
が
あ
っ
た
は
ず
だ
︒
本
誌
が
主
た
る
対
象
を
も
っ
ぱ
ら
日
本
美
術
に
限
定

し
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
︑
矢
代
は
一
九
三
二
年
に
﹃
美
術
研
究
﹄
を
発
刊
す

る
︒
こ
こ
で
は
東
洋
美
術
も
視
野
に
収
め
ら
れ
た
︒
こ
れ
ら
は
と
も
に
今
日

に
い
た
る
ま
で
︑
日
本
に
お
け
る
基
本
的
な
美
術
史
の
学
術
誌
の
地
位
を

保
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ば
か
り
か
︑﹃
國
華
﹄
は
今
で
は
存
続
し
続
け
て
い
る
世

界
最
古
の
美
術
研
究
誌
に
昇
格
し
た
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
創
刊
の
時
点
に
あ
っ
て
は
き
わ
め
て
先
見
の
明
に
満
ち
て

い
た
両
誌
だ
が
︑
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
る
論
考
は
︑
個
々
の
作
品
の
文
献
学
的

な
目
録
作
り
と
実
証
的
な
分
析
的
記
述
に
集
中
し
て
お
り
︑
そ
れ
以
降
の
時

代
の
西
欧
学
術
で
の
方
法
論
的
展
開
に
は
︑
さ
し
て
注
意
が
向
け
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
︒
日
本
の
敗
戦
後
に
は
一
九
四
九
年
に
美
術
史
学
会
の
学
会
誌
と

し
て
﹃
美
術
史
﹄
が
発
刊
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
西
洋
美
術
史
の
論
文
に
も
大

き
な
紙
面
が
割
か
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
こ
れ
ら
を
含
む
主
要
な
学
術
誌
に
は
︑

た
し
か
に
英
文
を
中
心
と
し
て
欧
文
の
要
約
が
掲
載
さ
れ
て
は
い
る
︒
だ
が

通
常
の
西
洋
お
よ
び
非
日
本
専
門
家
の
美
術
史
家
一
般
に
は
︑
日
本
で
発
刊

さ
れ
る
こ
れ
ら
の
学
術
誌
は
目
の
届
く
範
囲
に
は
な
く
︑
ま
た
東
洋
学
者
の

ち
い
さ
な
専
門
圏
内
を
別
と
す
れ
ば
︑
通
常
の
欧
米
の
「
美
術
史
家
」
た
ち

が
︑
掲
載
論
文
に
真
剣
な
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
も
な
い
︒（
掲
載
論
文
に
関

心
を
寄
せ
る
の
は
「
東
洋
学
」
の
学
徒
で
あ
り
︑
定
義
か
ら
し
て
「
美
術
史
家
」
で

は
な
い
︑
と
い
う
循
環
論
法
で
あ
る
）︒
同
様
の
事
態
は
︑
お
そ
ら
く
は
中
国
語

や
韓
国
語
で
刊
行
さ
れ
︑
東
ア
ジ
ア
専
門
の
研
究
図
書
館
の
棚
に
積
み
上
げ

ら
れ
て
ゆ
く
あ
ま
た
の
非
欧
米
語
学
術
誌
に
つ
い
て
も
︑
お
お
よ
そ
は
当
て

嵌は
ま

る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　
こ
れ
ら
の
学
術
誌
は
︑
美
術
史
学
の
全グ
ロ
ー
バ
ル球

化
に
つ
い
て
︑
ど
の
程
度
の
注

意
を
払
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か（

34
）

︒
詳
細
を
省
い
て
鳥
瞰
す
る
か
ぎ
り
︑
形
式

的
あ
る
い
は
図
像
学
的
分
析
を
も
っ
て
良
し
と
す
る
伝
統
が
貫
徹
さ
れ
て
い
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る
こ
と
の
結
果
と
し
て
︑
理
論
的
な
考
察
は
概
し
て
埒
外
に
置
か
れ
て
き
た

と
い
っ
て
語
弊
は
な
い
︒「
美
術
史
の
全
球
化
」
と
い
う
話
題
は
︑
専
門
学
術

誌
の
関
心
の
埒
外
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
︒
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
﹃
言
語
学
概
論
﹄

（
一
九
一
六
）
は
早
く
も
一
九
二
八
年
に
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
お
り
︑
ミ
ッ

シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
﹃
言
葉
と
物
﹄（
一
九
六
七
）
も
一
九
七
四
年
に
は
翻

訳
さ
れ
︑
一
九
七
〇
年
代
に
は
構
造
主
義
が
日
本
の
思
想
界
で
も
大
流
行
を

み
た
︒
だ
が
こ
こ
で
動
員
さ
れ
た
よ
う
な
批
判
的
道
具
立
て
は
︑
こ
と
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
な
美
術
史
研
究
の
学
術
誌
に
は
導
入
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
︑
と

い
っ
て
過
言
で
な
い
︒
西
欧
で
流
行
を
み
た
︑
美
術
や
芸
術
の
社
会
的
機
能

に
関
す
る
芸
術
社
会
学
的
議
論
や
制
度
論
も
︑
一
部
で
八
〇
年
代
に
取
り
上

げ
ら
れ
た
も
の
の
︑
美
術
史
の
学
術
誌
の
投
稿
論
文
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た（

35
）

︒
日
本
美
術
や
東
洋
美
術
を
専
攻
す
る
日
本
の
学
界
の
流
儀
か
ら

み
れ
ば
︑
そ
う
し
た
問
題
意
識
そ
の
も
の
が
︑
学
統
に
と
っ
て
は
不
適
切
と

看
做
さ
れ
た
︒
よ
う
や
く
一
九
九
〇
年
代
を
迎
え
て
︑
こ
う
し
た
学
界
の
保

守
性
に
風
穴
を
開
け
た
の
は
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の

功
績
だ
っ
た（

36
）

︒
た
だ
こ
れ
ま
た
︑
リ
ー
ズ
大
学
あ
る
い
は
北
米
の
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
の
潮
流
に
乗
っ
た
︑
も
っ
と
も
最
近
の
西
欧
舶
来
の
輸
入
品
と
い
う
通

例
に
漏
れ
な
い
事
態
だ
っ
た
︑
な
ど
と
指
摘
す
る
こ
と
は
︑「
政
治
的
に
正
し

く
な
い
」
態
度
と
糾
弾
さ
れ
よ
う
︒
だ
が
そ
う
し
た
潮
流
も
一
時
の
流
行
と

し
て
片
付
け
ら
れ
︑
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
長
引
く
経
済
不
況
が
学
術
に
も

暗
い
影
を
濃
厚
に
落
と
す
よ
う
に
な
る
と
︑
学
術
誌
の
査
読
体
制
は
か
つ
て

の
保
守
主
義
へ
と
回
帰
し
た
︒
掲
載
さ
れ
る
論
文
は
︑
も
っ
ぱ
ら
個
々
の
作

家
研
究
・
作
品
研
究
と
年
代
決
定
が
中
心
と
な
り
︑
日
本
の
美
術
史
学
の
制

度
的
・
方
法
論
的
見
直
し
を
含
む
よ
う
な
「
学
問
そ
れ
自
体
を
問
題
と
す
る
」

問
題
意
識
溢
れ
る
論
文
は
︑
も
は
や
査
読
を
通
ら
な
い
︑
と
い
う
状
況
が
再

来
し
て
い
る（

37
）

︒

　

3
　「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
美
術
史
」
の
ふ
た
つ
の
位
相

　「
美
術
史
は
グ
ロ
ー
バ
ル
か
？
」
こ
の
問
い
は
︑
最
低
ふ
た
つ
の
水
準
に
分

け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
以
下
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
美
術
史
」（G

lobal A
rt 

H
istory

）
を
簡
便
の
た
め
Ｇ
Ａ
Ｈ
と
略
記
す
る
こ
と
に
す
る
が
︑
最
初
に
ま

ず
は
Ｇ
Ａ
Ｈ
を
構
成
す
べ
き
作
品
の
総
体
（corpus

）
が
想
定
さ
れ
る
︒
ま
た

そ
れ
に
続
い
て
第
二
に
Ｇ
Ａ
Ｈ
研
究
を
支
え
る
複
数
の
学
統
（discipline

）
の

水
準
が
あ
る
︒
だ
が
こ
の
両
者
は
き
わ
め
て
頻
繁
に
混
同
さ
れ
る
︒
さ
ら
に

悪
い
こ
と
に
は
︑
こ
の
ふ
た
つ
の
水
準
（
対
象
主
題
と
︑
研
究
主
体
と
）
が
地

理
的
・
地
政
学
的
に
不
整
合
に
重
ね
合
わ
せ
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
た
め
こ

の
順
列
組
み
合
わ
せ
は
︑
極
め
て
入
り
組
ん
だ
錯
綜
を
呈
す
る
︒
と
こ
ろ
が

こ
の
事
実
を
西
側
の
学
者
た
ち
は
︑
し
ば
し
ば
見
落
と
し
て
い
る
︒
個
々
の

研
究
機
関
の
歴
史
の
細
部
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
は
避
け
て
︑
ま
ず
は
単
純
な

統
計
学
的
事
実
を
示
し
︑
つ
い
で
現
時
点
で
の
学
統
に
胚
胎
し
て
い
る
構
造

的
な
問
題
点
の
分
析
に
移
る
と
い
う
段
取
り
を
踏
み
た
い
︒
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北
米
の
合
衆
国
に
比
較
す
れ
ば
︑
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
も
︑
日
本
の

大
学
で
の
美
術
史
の
講
座
数
は
︑
相
対
的
に
限
定
さ
れ
て
い
た
︒
九
十
九
の

国
立
大
学
（
そ
れ
自
体
︑
二
〇
〇
四
年
の
「
独
立
行
政
法
人
」
へ
の
移
行
に
よ
り
︑

形
式
的
に
は
廃
止
さ
れ
た
が
）
の
う
ち
美
術
史
学
科
（
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て

は
「
美
学
・
美
術
史
学
科
」）
を
も
つ
の
は
八
校
に
留
ま
っ
て
い
る
︒
私
立
大

学
は
五
二
六
校
︑
短
大
は
四
六
三
と
︑
二
〇
〇
三
年
段
階
で
合
わ
せ
て

九
八
九
校
に
の
ぼ
っ
た
が
︑
そ
の
う
ち
主
要
な
い
く
つ
か
に
は
美
術
史
の
講

座
が
存
在
す
る
︒
だ
が
多
く
の
国
公
立
大
学
で
は
︑
美
術
史
教
育
は
教
育
学

部
の
教
員
養
成
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
従
属
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ

ら
の
教
育
再
生
装
置
が
ど
の
よ
う
な
条
件
で
ど
の
地
域
に
配
置
さ
れ
︑
ど
の

学
閥
組
織
に
連
な
っ
て
い
る
か
︑
学
界
市
場
の
力
関
係
を
注
意
深
く
点
検
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
い
う
ま
で
も
な
く
西
側
世
界
の
学
術
機
関
に
あ
っ

て
は
西
洋
美
術
史
が
主
要
な
場
所
を
占
め
︑
そ
の
傍
ら
で
「
ア
ジ
ア
・
ア
フ

リ
カ
言
語
文
化
」
と
い
っ
た
名
称
の
周
辺
的
な
学
科
に
︑
東
洋
美
術
史
関
係

の
科
目
が
︑
状
況
に
応
じ
て
不
安
定
な
状
態
で
付
随
し
て
い
る
︒
そ
れ
が
日

本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
状
を
と
る
か
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
三
つ
の
要

因
を
考
慮
に
い
れ
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
︒

　
ま
ず
︑
西
洋
︑
東
洋
そ
し
て
日
本
の
美
術
史
と
い
う
三
本
建
て
が
︑
日
本

の
美
術
史
学
に
関
す
る
学
術
の
基
本
的
な
骨
格
を
な
す
︒
こ
こ
で
い
う
東
洋

美
術
史
は
︑
イ
ン
ド
美
術
史
と
中
国
美
術
史
に
分
け
ら
れ
よ
う
︒
前
者
は
実

際
に
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
仏
教
美
術
史
で
あ
り
︑
後
者
に
は
韓
国
・
朝
鮮
の

美
術
史
が
含
ま
れ
る
場
合
も
あ
る
︒
西
洋
美
術
史
や
日
本
美
術
史
で
は
近
現

代
も
扱
わ
れ
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
と
は
対
照
的
に
︑
東
洋
美
術
史
に
あ
っ
て
は
︑

イ
ン
ド
と
中
国
の
両
者
に
共
通
し
て
︑
原
則
と
し
て
近
代
以
降
は
扱
う
範
囲

か
ら
除
外
さ
れ
る
︒
そ
れ
が
近
年
に
至
る
ま
で
伝
統
的
な
枠
組
み
で
あ
り
︑

欠
落
部
は
︑
南
ア
ジ
ア
の
場
合
︑
地
域
研
究
者
や
文
化
人
類
学
者
︑
少
数
言

語
専
門
家
な
ど
が
部
分
的
に
代
替
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
︒
中
華
民
国
以
降

の
中
国
美
術
は
︑
古
典
重
視
の
立
場
に
沿
わ
な
い
た
め
か
︑
著
し
く
軽
視
さ

れ
て
お
り
︑
近
年
に
至
る
ま
で
︑
事
実
上
放
置
状
態
に
等
し
い
扱
い
だ
っ
た
︒

国
立
大
学
に
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
数
の
講
座
し
か
存
在
し
な
い
た
め
︑

ほ
と
ん
ど
の
教
室
で
は
東
洋
美
術
史
と
い
っ
て
も
︑
印
・
中
の
両
方
を
兼
備

す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
例
え
ば
名
古
屋
大
学
大
学
院
は
イ
ン
ド
美
術
史
に
特

化
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
西
洋
︑
日
本
及
び
東
洋
の
三
部
門
は
︑
い
ず
れ
も

「
美
術
史
家
の
共
同
体
」
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
︑
な
か
ば
幻
想
的
な
連
帯

意
識
（「
美
術
史
学
会
」
と
い
う
結
社
的
紐
帯
）
を
除
け
ば
︑
対
象
の
み
な
ら
ず

方
法
論
︑
問
題
意
識
い
ず
れ
に
お
い
て
も
︑
実
際
に
共
有
す
る
も
の
は
︑
き

わ
め
て
少
な
い
︒

　
第
二
に
︑
日
本
の
学
界
で
は
︑
建
築
史
は
美
術
史
の
一
部
と
し
て
人
文
学

の
な
か
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
︑
大
多
数
の
場
合
工
学
部
の
建
築
学
科
に
設

け
ら
れ
て
い
る
︒
工
学
部
と
い
う
組
織
そ
の
も
の
が
︑
西
側
世
界
の
大
学
制

度
か
ら
み
れ
ば
異
端
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
明
治
時
代
の
大
学
制
度
移
植
期
に
︑

プ
ロ
シ
ア
の
技
術
高
等
専
門
学
校
制
度
あ
る
い
は
グ
ラ
ス
ゴ
ー
の
工
科
大
学
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を
見
本
と
し
て
設
立
さ
れ
た
工
部
大
学
校
が
︑
大
学
制
度
に
組
み
込
ま
れ
た

も
の
と
見
て
︑
大
き
な
誤
解
は
な
か
ろ
う
︒
工
科
大
学
に
設
け
ら
れ
た
造
家

学
科
が
建
築
学
科
の
母
体
と
な
る
が
︑
創
設
者
の
一
人
︑
伊
東
忠
太

（
一
八
六
七
︱
一
九
五
四
）
や
︑
考
古
学
者
と
し
て
も
︑
朝
鮮
か
ら
中
国
に
至

る
多
く
の
発
掘
作
業
で
知
ら
れ
る
関
野
貞
（
一
八
六
七
︱
一
九
三
六
）
は
︑
経

歴
の
初
期
に
お
い
て
︑
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（
一
八
五
三
︱
一
九
〇
八
）
や
岡
倉
ら
の

調
査
に
同
行
し
た
︒
だ
が
専
門
化
の
進
展
と
と
も
に
︑
日
本
の
美
術
史
研
究

家
は
建
築
史
家
と
は
職
業
上
の
接
点
を
失
っ
て
い
っ
た
︒
学
術
の
考
古
学
と

い
う
次
元
で
︑
大
学
博
物
館
を
足
場
に
︑
創
始
者
た
ち
の
足
跡
が
再
発
掘
さ

れ
︑
両
者
協
力
す
る
研
究
体
制
が
模
索
さ
れ
始
め
た
の
は
︑
こ
こ
ほ
ん
の
十

数
年
ほ
ど
の
出
来
事
と
い
っ
て
よ
い（

38
）

︒

　
第
三
に
美
術
史
学
と
美
学
・
芸
術
学
と
の
相
性
は
︑
東
京
大
学
と
京
都
大

学
と
い
う
東
西
の
主
要
な
ふ
た
つ
の
官
立
機
関
を
見
た
だ
け
で
も
︑
お
お
き

く
異
な
る
︒
そ
の
乖
離
は
双
方
の
創
設
以
来
の
歴
史
的
経
緯
の
違
い
に
よ
っ

て
説
明
で
き
る
︒
東
京
大
学
文
学
部
の
美
術
史
教
室
の
卒
業
生
た
ち
は
︑
哲

学
の
一
分
野
と
し
て
の
美
学
や
理
論
に
は
き
わ
め
て
関
心
が
薄
い
︒
こ
れ
に

対
し
て
京
都
大
学
の
卒
業
生
は
美
学
や
哲
学
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
を
好

む
︒
東
京
大
学
で
は
美
学
教
室
は
哲
学
に
︑
美
術
史
教
室
は
史
学
に
と
︑
異

な
る
学
科
に
二
分
さ
れ
て
い
る
︒
二
つ
の
講
座
は
︑
大
学
紛
争
直
前
の

一
九
六
六
年
に
︑
公
式
の
大
学
史
に
よ
れ
ば
「
紳
士
的
」
に
分
離
さ
れ
た（

39
）

︒

こ
れ
に
対
し
て
京
都
大
学
で
は
︑
美
学
と
美
術
史
と
は
創
設
時
の
事
情
も

あ
っ
て
︑
単
体
の
「
美
学
・
美
術
史
」
講
座
と
し
て
運
営
さ
れ
て
き
た（

40
）

（
と

は
い
え
昨
今
の
制
度
的
再
編
成
に
と
も
な
い
︑
将
来
ど
の
よ
う
な
形
状
を
と
る
こ
と

に
な
る
か
は
︑
予
断
を
許
さ
な
い
）︒

　
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
が
互
い
に
交
叉
す
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
各
々
の
組
織
の

特
性
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

41
）

︒
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
初
期
条
件
に
加
え
て
︑

日
本
の
組
織
的
特
徴
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
︑
垂
直
孤
立
の
「
縦
割

り
構
造
」
が
作
用
す
る
︒
古
い
時
代
の
遺
品
へ
の
関
心
が
深
い
日
本
美
術
史
︑

東
洋
美
術
史
の
大
多
数
の
学
生
た
ち
は
︑
も
っ
ぱ
ら
実
証
的
な
方
法
の
研
究

に
傾
斜
す
る
︒
寺
社
な
ど
で
の
調
査
を
軸
に
︑
文
献
的
な
整
理
と
伝
記
研
究
︑

図
像
学
的
分
析
に
自
己
限
定
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
西
洋
舶
来
の
方
法
論
的
な

議
論
に
は
︑
さ
し
た
る
興
味
を
示
さ
な
い
︒
西
洋
美
術
史
専
攻
の
学
生
た
ち

は
︑
こ
れ
と
は
対
照
的
に
︑
西
側
世
界
で
の
最
新
流
行
に
︑
よ
り
直
裁
に
反

応
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
︒
理
論
研
究
が
西
側
世
界
で
話
題
を
振
り
撒
い
て

い
る
限
り
に
お
い
て
︑
そ
の
代
表
格
た
ち
の
著
作
を
貪
欲
に
消
化
し
よ
う
と

す
る
意
欲
は
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
︒
だ
が
そ
う
し
た
学
生
た
ち
の

多
く
は
︑
日
本
美
術
に
は
さ
し
た
る
関
心
を
示
さ
な
い
︒
反
対
に
近
現
代
日

本
美
術
を
専
攻
す
る
学
生
た
ち
は
︑
西
欧
舶
来
の
最
新
理
論
を
進
ん
で
吸
収

し
よ
う
と
す
る
ま
で
の
趨
勢
は
見
せ
る
こ
と
が
少
な
い
︒
概
し
て
美
術
史
専

攻
の
学
生
は
外
国
語
能
力
が
低
い
が
︑
日
本
美
術
を
選
ぶ
学
生
に
は
︑
そ
の

傾
向
が
さ
ら
に
著
し
い
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
第
三
と
し
て
︑
江
戸
時
代
以

前
の
日
本
美
術
研
究
者
と
︑
明
治
以
降
の
近
現
代
美
術
研
究
者
と
の
間
に
は
︑
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き
わ
め
て
強
固
な
縄
張
り
と
意
識
の
断
絶
が
あ
り
︑
両
者
を
跨
ぐ
志
向
は
薄

弱
で
あ
る
︒

　
こ
う
し
た
関
心
の
乖
離
が
専
門
家
集
団
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
︑
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
少
な
く
と
も
二
十
一
世
紀
を
迎
え
る
頃
ま
で
は
︑
日
本
の

学
界
は
全
体
と
し
て
︑
西
欧
の
学
界
か
ら
到
来
す
る
情
報
に
対
し
︑
異
様
な

ま
で
に
高
い
好
奇
心
を
発
揮
し
て
き
た
︒
戦
前
期
に
は
美
学
や
哲
学
の
学
徒

は
多
く
ド
イ
ツ
に
留
学
し
︑
第
二
次
世
界
大
戦
後
︑
外
貨
獲
得
が
自
由
に
な

り
も
し
な
い
う
ち
か
ら
︑
北
米
合
衆
国
を
初
め
と
す
る
外
国
へ
の
留
学
が
再

開
さ
れ
た
︒
美
術
史
学
に
関
し
て
み
れ
ば
︑
ド
イ
ツ
語
圏
の
古
典
は
戦
前
期

に
日
本
語
に
訳
出
さ
れ
た
︒
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
﹃
美
術
史
の
基
礎
概
念
﹄

（
一
九
一
五
）
は
一
九
三
六
年
に
︑
リ
ー
グ
ル
の
﹃
美
術
様
式
論
　
装
飾
史
の

基
本
問
題
﹄（
一
八
九
三
）
は
一
九
四
二
年
に
初
訳
が
み
え
る（

42
）

︒
長
ら
く
無
視

さ
れ
て
き
た
事
実
で
あ
る
が
︑
戦
前
期
に
日
本
に
留
学
し
た
多
く
の
中
国
人

留
学
生
た
ち
は
︑
こ
れ
ら
の
日
本
語
訳
や
日
本
で
の
翻
案
に
接
す
る
機
会
を

容
易
に
も
て
た
︒
朝
鮮
・
韓
国
出
身
の
学
生
や
留
学
生
に
と
っ
て
は
︑
日
本

語
が
学
術
上
の
共
通
語
で
あ
っ
た
︒
そ
の
全
貌
を
摑
む
の
は
困
難
と
は
い
え
︑

中
華
民
国
時
代
を
通
じ
て
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
系
の
も
の
も
︑
そ
う
で
な
い
も

の
も
含
め
︑
膨
大
と
い
っ
て
よ
い
点
数
の
美
術
や
美
学
関
係
の
著
述
が
︑
日

本
語
経
由
で
中
国
語
に
重
訳
で
翻
訳
さ
れ
て
い
る
︒
ど
の
程
度
の
部
数
が
ど

の
よ
う
な
読
者
の
手
に
渡
っ
た
の
か
の
組
織
的
な
追
跡
調
査
が
︑
当
時
の
中

国
の
知
的
状
況
復
元
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
︒

　
長
い
物
語
を
切
り
詰
め
る
こ
と
に
な
る
が（

43
）

︑
戦
後
に
関
し
て
い
え
ば
︑

一
九
七
〇
年
ま
で
に
は
︑
西
側
世
界
の
美
術
史
研
究
の
古
典
的
著
作
は
︑
岩

崎
美
術
社
が
刊
行
し
た
美
術
名
著
選
書
に
よ
っ
て
入
手
可
能
と
な
っ
て
い
た
︒

二
十
名
を
超
す
欧
米
の
著
名
な
学
者
の
著
作
が
集
約
さ
れ
て
お
り
壮
観
だ
が
︑

当
然
の
こ
と
と
し
て
︑
こ
こ
に
は
東
洋
人
学
者
は
ひ
と
り
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
な
い（

44
）

︒
ま
た
こ
れ
ら
の
訳
業
は
時
に
難
解
・
意
味
不
鮮
明
で
︑
学

部
学
生
に
理
解
可
能
な
水
準
の
日
本
語
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
︑
は
な
は
だ
疑

問
で
あ
る
︒
北
米
に
存
在
す
る
よ
う
な
「
必
読
文
献
」
の
指
定
は
日
本
の
大

学
教
程
に
は
な
か
っ
た
も
の
の
︑
上
位
大
学
の
在
籍
生
た
ち
は
︑
活
躍
が
喧

伝
さ
れ
る
西
欧
の
人
気
学
者
の
著
作
へ
の
強
い
渇
望
感
を
抱
い
て
い
た
︒
美

術
史
に
限
定
せ
ず
や
や
視
野
を
拡
げ
︑
若
干
の
名
前
を
注
に
挙
げ
る
に
と
ど

め
る
が
︑
一
九
六
〇
年
代
末
に
は
︑
人
文
学
の
学
生
た
ち
は
︑
こ
れ
ら
多
く

の
著
作
を
必
読
の
文
献
と
心
得
て
い
た（

45
）

︒
ア
メ
リ
カ
の
同
時
代
美
術
批
評
に

関
心
を
寄
せ
る
読
者
に
は
︑
ク
レ
メ
ン
ト
・
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
︑
ハ
ロ
ル
ド
・

ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
︑
マ
イ
ケ
ル
・
フ
リ
ー
ド
な
ど
は
お
馴
染
み
の
名
前
で
あ

り
︑
哲
学
者
な
ら
ネ
ル
ソ
ン
・
グ
ッ
ド
マ
ン
な
ど
も
射
程
に
は
い
っ
て
い
た（

46
）

︒

英
国
の
著
述
家
な
ら
ば
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ラ
イ
︑
ク
ラ
イ
ヴ
・
ベ
ル
か
ら
ハ
ー

バ
ー
ト
・
リ
ー
ド
に
至
る
ま
で
の
批
評
家
た
ち
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
︑
カ

ナ
ダ
で
は
︑
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
言
う
ま
で
も
な
く
︑
ノ
ー
ス

ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
や
モ
ー
ズ
・
ペ
ッ
カ
ム
に
挑
む
学
生
も
少
な
く
な
か
っ
た
︒

ケ
ネ
ス
・
ク
ラ
ー
ク
（
一
九
〇
三
︱
一
九
八
三
）
の
テ
レ
ヴ
ィ
番
組
「
芸
術
と
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文
明C

ivilization

」
は
大
当
た
り
を
と
っ
た
が
︑
当
時
の
日
本
側
視
聴
者
は
︑

な
お
欧
米
文
明
に
き
わ
め
て
根
強
い
憧
れ
を
抱
い
て
お
り
︑
番
組
に
欧
州
中

心
主
義
の
偏
向
が
芬ふ
ん
ぷ
ん々

と
匂
う
な
ど
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た（

47
）

︒
番
組
冒

頭
で
高
階
秀
爾
（
一
九
三
二
︱
　
）
が
提
供
す
る
同
時
代
の
日
本
や
東
洋
の
状

況
に
関
す
る
明
晰
簡
明
な
補
足
解
説
を
聞
く
だ
け
で
︑
視
聴
者
た
ち
は
十
二

分
に
満
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ク
ラ
ー
ク
の
啓
蒙
的
な
著
作
の
挿
絵
入
り

抜
粋
は
︑
七
〇
年
代
を
通
じ
て
︑
日
本
の
大
学
の
一
般
教
養
課
程
で
︑
も
っ

と
も
人
気
の
あ
る
購
読
用
教
材
の
地
位
を
保
つ
こ
と
に
な
る
︒

　
七
〇
年
代
末
ま
で
に
は
︑
い
わ
ゆ
る
「
三
種
の
神
器
」
す
な
わ
ち
ア
ル

チ
ュ
セ
ー
ル
派
マ
ル
ク
ス
主
義
︑
ソ
シ
ュ
ー
ル
構
造
主
義
言
語
学
︑
ラ
カ
ン

派
精
神
分
析
は
︑
日
本
の
人
文
系
学
生
た
ち
の
掌
中
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
︒

フ
ラ
ン
ス
派
で
は
︑
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
は
別
格
と
し
て
も
︑
新
進
気
鋭

の
図
像
学
者
や
記
号
学
者
を
含
め
た
著
述
家
の
紹
介
が
︑
先
端
的
な
教
師
た

ち
に
よ
っ
て
講
義
や
講
読
の
授
業
を
通
じ
て
撒
種
さ
れ
︑
そ
の
翻
訳
が
︑
美

術
史
や
美
術
理
論
に
夢
中
の
学
生
た
ち
か
ら
は
鶴
首
さ
れ
て
い
た（

48
）

︒

　
八
〇
年
代
に
は
東
京
大
学
の
駒
場
キ
ャ
ン
パ
ス
に
「
表
象
文
化
論
」
学
科

が
誕
生
し
た
が
︑
そ
こ
に
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
︑
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
︑
ク

ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
=
ス
ト
ロ
ー
ス
︑
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
の
通
称
「
構

造
主
義
四
天
王
」
を
は
じ
め
︑
リ
オ
タ
ー
ル
︑
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
︑
ブ
ル
デ
ュ
ー
︑

ジ
ジ
ェ
ッ
ク
な
ど
の
有
名
人
が
次
々
と
招
か
れ
た
︒
駒
場
・
教
養
学
部
に
と

り
わ
け
強
か
っ
た
構
造
主
義
か
ら
脱
構
造
主
義
へ
の
潮
流
は
︑
本
郷
キ
ャ
ン

パ
ス
・
文
学
部
側
の
︑
よ
り
権
威
主
義
的
で
保
守
的
な
美
学
お
よ
び
美
術
史

教
室
の
知
的
雰
囲
気
と
好
対
照
を
な
し
て
い
た
︒
京
大
人
文
研
助
手
の
浅
田

彰
に
よ
る
︑
極
度
に
明
晰
な
﹃
構
造
と
力
﹄
が
︑
脱
構
造
主
義
の
素
描
を
提

供
し
︑
英
文
畑
で
は
高
山
宏
に
よ
る
︑
西
洋
視
覚
文
化
史
に
関
す
る
膨
大
な

る
読
書
指
南
目
録
が
︑
学
部
学
生
や
院
生
た
ち
に
よ
っ
て
熱
狂
的
に
歓
迎
さ

れ
た
︒

　
こ
こ
数
十
年
に
わ
た
る
日
本
の
美
術
史
教
室
の
大
学
院
入
試
試
験
問
題
を

批
判
的
に
探
査
し
て
み
れ
ば
︑
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
可
能
な
Ｇ
Ａ
Ｈ
の
姿
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
︑
示
唆
に
富
む
概
観
を
得
ら
れ
る
だ
ろ

う
︒
美
学
や
表
象
論
志
向
の
学
生
た
ち
の
自
主
的
な
読
書
目
録
に
比
べ
れ
ば
︑

方
法
論
的
に
は
遥
か
に
保
守
的
な
も
の
と
は
い
え
︑
最
高
学
府
の
美
術
史
学

科
で
は
︑
経
験
主
義
的
な
意
味
で
の
世
界
美
術
史
（
あ
る
い
は
今
日
言
う
よ
う

な
Ｇ
Ａ
Ｈ
）
に
関
す
る
網
羅
的
な
知
識
程
度
は
︑
入
学
の
た
め
に
最
低
限
必

要
な
要
請
と
し
て
︑
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
雰
囲
気
が
あ
る
︒
筆
記
試

験
に
お
い
て
受
験
生
た
ち
は
︑
西
洋
美
術
史
の
み
な
ら
ず
東
洋
美
術
史
や
日

本
美
術
史
に
ま
で
跨
る
広
大
な
領
域
か
ら
無
作
為
に
選
別
さ
れ
た
︑
い
く
つ

か
の
著
名
な
作
品
あ
る
い
は
芸
術
家
に
つ
い
て
︑
暗
記
し
て
い
る
知
識
を
詳

細
に
記
述
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
︒
そ
れ
は
時
代
や
地
域
に
お
い
て
︑
小

ア
ジ
ア
の
先
史
時
代
か
ら
中
国
書
画
さ
ら
に
は
仏
教
図
像
学
を
包
含
す
る
も

の
だ
っ
た
︒
そ
れ
を
見
て
恐
れ
を
な
し
︑
あ
っ
け
な
く
受
験
を
放
棄
し
た
学

生
も
あ
っ
た
︒
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こ
れ
と
同
様
に
︑
例
え
ば
﹃
新
潮
世
界
美
術
史
事
典
﹄（
一
九
八
五
）
に
一

瞥
を
与
え
る
と
︑
四
半
世
紀
以
前
の
バ
ブ
ル
経
済
最
盛
期
︑
日
本
で
通
用
し

て
い
た
世
界
美
術
史
の
姿
を
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
扱
わ
れ
た
項
目

の
採
否
が
い
か
な
る
基
準
で
な
さ
れ
た
か
の
編
集
原
理
は
明
示
さ
れ
な
い
ま

ま
︑
こ
の
事
典
は
︑
五
百
名
以
上
の
執
筆
者
の
協
力
を
得
て
︑
想
像
上
の
Ｇ

Ａ
Ｈ
を
構
築
し
て
い
る
︒
一
万
六
千
に
の
ぼ
る
︑
お
よ
そ
均
質
と
は
言
い
難

い
項
目
と
人
名
と
が
︑
西
洋
・
東
洋
そ
し
て
日
本
美
術
史
か
ら
拾
わ
れ
て
︑

一
冊
の
浩
瀚
な
書
籍
に
集
約
さ
れ
て
お
り
︑
あ
た
か
も
Ｇ
Ａ
Ｈ
が
完
璧
で
閉

じ
た
体
系
で
あ
る
か
の
如
き
幻
想
を
購
買
者
に
与
え
る
こ
と
に
︑
見
事
に
成

功
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
︒

　
さ
ら
に
﹃
芸
術
新
潮
﹄
と
い
っ
た
月
刊
誌
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ

き
だ
ろ
う
か
︒
世
界
中
の
月
刊
誌
を
探
し
て
み
て
も
︑
こ
こ
ま
で
多
様
な
美

術
関
係
の
話
題
を
洗
練
さ
れ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ム
の
手
法
で
毎
月
提
供
す
る

媒
体
は
︑
ほ
か
に
は
ち
ょ
っ
と
見
当
た
ら
な
い
︒
問
題
は
こ
こ
で
も
ま
た
︑

こ
れ
が
日
本
語
で
記
述
さ
れ
て
い
る
た
め
に
︑
言
語
の
壁
が
あ
る
読
者
に
は
︑

存
在
し
な
い
に
等
し
い
こ
と
だ
︒
我
ら
が
捜
し
求
め
る
Ｇ
Ａ
Ｈ
の
現
在
進
行

形
は
日
本
語
読
者
に
の
み
供
さ
れ
る
特
権
な
の
だ
ろ
う
か
︒
い
さ
さ
か
な
ら

ず
皮
肉
な
こ
の
事
態
は
︑﹃
完
全
言
語
の
探
求
﹄
の
著
者
︑
ウ
ン
ベ
ル
ト
・

エ
ー
コ
が
好
ん
で
述
べ
る
「
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
語
」
と
い
う
架
空
の
言
語
に
つ
い
て

の
冗
談
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
︒
き
わ
め
て
柔
軟
で
可
塑
性
に
富
ん
だ
そ
の
言

語
的
特
性
の
お
か
げ
で
︑
ど
の
よ
う
な
外
国
語
も
「
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
語
」
へ
と
翻

訳
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
が
︑
逆
は
真
な
ら
ず
︒
ひ
と
た
び
「
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ

語
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
表
現
は
︑
も
は
や
再
び
い
か
な
る
外
国
語
に
も
翻

訳
は
不
可
能
︑
と
い
う
わ
け
だ
︒「
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
語
」
を
日
本
語
に
置
き
換
え
れ

ば
︑
Ｇ
Ａ
Ｈ
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
う
る
の
か
︑
想
像
を
逞
し
く
す
る

こ
と
も
で
き
る
や
も
知
れ
な
い（

49
）

︒

　
Ｇ
Ａ
Ｈ
が
秘
境
的
な
謎
文
字
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
︑
と
な
れ
ば
︑
こ

れ
は
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
の
悪
夢
だ
が
︑
そ
の
対
極
と
し
て
︑
コ
ー
ク
の
会
合
で

云
々
さ
れ
た
「
中
国
の
遅
延
」
に
つ
い
て
再
考
を
促
し
て
お
く
の
も
無
駄
で

は
あ
る
ま
い
︒
挿
絵
と
し
て
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
（
一
九
一
五
︱
一
九
八
〇
）
の

こ
と
を
思
い
出
そ
う
︒
バ
ル
ト
は
︑
日
本
で
は
一
九
六
〇
年
代
末
よ
り
広
範

に
翻
訳
さ
れ
た
︒
そ
こ
に
は
︑
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
著
者
が
「
記
号
の
帝
国
」

と
個
人
的
な
縁
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
い
う
背
景
も
あ
っ
た
︒
だ
が
こ
れ
と
は

対
照
的
に
︑
バ
ル
ト
は
中
国
で
は
長
ら
く
無
名
で
あ
り
︑
よ
う
や
く
そ
の
姿

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
︑
二
十
一
世
紀
を
迎
え
て
か
ら
の
こ
と
と
な
っ
た
︒

構
造
主
義
が
お
得
意
と
し
た
二
項
対
立
は
︑
対
句
の
詩
学
の
国
︑
中
国
と
は

著
し
く
相
性
が
よ
い
︒
バ
ル
ト
は
︑意
味
な
さ
ぬ
「
ざ
わ
め
き
」（bruissem

ent

）

に
耳
を
傾
け
︑「
浮
遊
す
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」（signifiant flottant

）
を
む
な
し

く
追
い
︑「
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
」
へ
の
耽
溺
を
訴
え
︑
微
妙
さ
（subtilité

）
を

愛
し
︑
鈍
さ
（obtus

）
の
味
わ
い
（saveur

）
を
尊
重
し
た
︒
こ
う
し
た
バ
ル

ト
流
の
二
項
対
立
批
判
の
弁
証
法
は
︑
改
革
開
放
路
線
で
二
制
度
の
諧
和
を

模
索
す
る
中
国
の
知
識
分
子
に
と
っ
て
︑
ま
さ
に
時
代
の
要
請
に
ぴ
っ
た
り
︑
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願
っ
た
り
適
っ
た
り
の
福
音
と
な
っ
た
︒
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ

が
「
純
粋
な
る
ス
ノ
ビ
ズ
ム
」
と
呼
ん
だ
日
本
社
会
に
お
い
て
︑
ロ
ラ
ン
・

バ
ル
ト
は
二
十
一
世
紀
初
頭
を
迎
え
た
時
点
で
︑
も
は
や
フ
ラ
ン
ス
研
究
者

の
閉
鎖
的
な
仲
間
内
に
流
通
す
る
だ
け
の
︑「
昔
日
の
栄
華
」
の
追
憶
︑
ノ
ス

タ
ル
ジ
ア
の
曖
昧
な
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
︒
だ
が
そ
の
同
じ
ロ
ラ
ン
・
バ

ル
ト
は
中
国
で
は
︑
こ
の
時
期
に
「
新
発
見
」
さ
れ
︑「
理
ア
フ
タ
ー

　セ
オ
リ
ー

論
後
」（
テ
リ
ー
・

イ
ー
グ
ル
ト
ン
）
の
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
・
チ
ャ
イ
ナ
に
︑
新
た
な
売
り
手
市
場

を
開
発
し
た
こ
と
に
な
る（

50
）

︒

　

4
　
範
疇
の
取
り
違
え
、
概
念
の
葛
藤

　
欧
米
で
通
用
す
る
批
判
概
念
が
全
球
規
模
で
適
用
可
能
か
否
か
を
見
極
め

る
う
え
で
︑
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
︑
適
切
な
提
喩
的
指
針
と
も
な
れ
ば
︑
場

合
に
よ
っ
て
は
試
金
石
な
ら
ぬ
︑
躓
つ
ま
ず

き
の
石
と
も
な
る
だ
ろ
う
︒
フ
ラ
ン
ス

語
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ルécriture

は
「
書
く
」
と
い
う
動
詞
か
ら
派
生
し
た
名

詞
で
あ
り
︑
お
よ
そ
「
書
き
物
」
全
般
を
包
括
す
る
︑
便
利
だ
が
曖
昧
な
符

牒
で
あ
り
︑
こ
れ
を
流
行
さ
せ
た
バ
ル
ト
に
と
っ
て
も
︑
一
種
の
「
魔
法
の

杖
」
の
役
割
を
果
た
し
た
︒「
表
徴
の
帝
国
」
日
本
で
は
︑
記
号
（signe

）
が

「
書
記
」（signifié

）
か
ら
自
由
に
振
る
舞
い
︑「
能
記
」（signfiant

）
が
「
書
記
」

（signifié

）
か
ら
抜
け
出
し
て
︑
意
味
圏
（sém

iosphère

）
の
表
層
を
漂
っ
て
い

る
︒
あ
た
か
も
そ
れ
は
︑
フ
ラ
ン
ス
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
︑
意
味
の
牢
獄

・

が
官
僚
的
支
配
を
貫
徹
す
る
「
意
味
支
配
体
制
」（sém

iocratie

）
と
は
対
極
を

な
す
よ
う
に
︑
バ
ル
ト
に
は
感
じ
ら
れ
た
︒
そ
れ
を
日
本
語
に
通
じ
な
い
バ

ル
ト
の
幻
想
と
決
め
付
け
る
の
は
容
易
い
が
︑
そ
の
「
幻
想
の
日
本
」
に
発

見
し
た
と
バ
ル
ト
が
信
じ
た
︑
把
捉
不
可
能
な
運
動
を
概
念
化
す
る
た
め
の

道
具
立
て
と
し
て
︑
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
︑
至
極
便
利
な
術
語
と
は
な
っ
た

の
で
あ
る（

51
）

︒

　
テ
ン
プ
ラ
に
つ
い
て
の
有
名
な
一
節
で
︑
こ
の
記
号
学
者
は
︑
書
の
揮
毫

や
席
画
の
披
露
を
︑
意
図
的
に
日
本
の
「
料
理
を
し
な
い
料
理
人
」（cuisiner 

qui ne fait pas cuire

）（「
料
理
人
」
が
「
煮
炊
き
」
を
意
味
す
る
動
詞
か
ら
派
生
し

た
こ
と
を
利
用
し
た
駄
洒
落
）
が
寿
司
を
作
り
︑
鰻
の
蒲
焼
を
作
る
手
際
に
類

比
さ
せ
る
︒（
も
っ
と
も
︑
天
麩
羅
屋
の
カ
ウ
ン
タ
ー
で
鰻
が
供
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
か
ら
︑
こ
こ
に
は
バ
ル
ト
の
記
憶
違
い
か
短
絡
が
絡
ん
で
い
る
だ
ろ
う
）︒
表
意

文
字
と
視
覚
文
化
の
世
界
に
接
近
す
る
の
に
︑
ひ
た
す
ら
表
音
文
字
分
析
専

用
の
機
材
で
も
っ
て
す
る
の
は
︑も
と
よ
り
「
遂
行
不
可
能
な
任
務
」（m

ission 

im
possible

）
だ
っ
た
︒
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
は
︑
し
て
み
る
と
︑
西
側
世
界

の
理
論
的
道
具
立
て
を
擦
り
抜
け
る
魅
惑
の
神
秘
に
与
え
ら
れ
た
︑
仮
の
名

だ
っ
た
︑
と
見
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
か（

52
）

︒

　
書
は
︑
優
れ
て
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
実
践
の
代
表
だ
が
︑
そ
れ
は
中
華
文
明

圏
に
あ
っ
て
は
際
立
っ
た
社
会
的
地
位
を
獲
得
し
て
お
り
︑
西
側
世
界
で
の

羊
皮
紙
に
綴
ら
れ
た
能
書
と
は
︑
性
格
を
大
き
く
異
に
す
る
︒
西
側
世
界
で

は
王
侯
貴
族
の
書
簡
な
ど
は
専
門
の
筆
耕
に
よ
る
代
筆
だ
が
︑
中
華
漢
字
文
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化
圏
で
は
︑
文
人
の
書
は
︑
書
き
手
の
人
格
の
体
現
で
あ
り
︑
そ
れ
は
ま
た

絵
画
か
ら
裁
然
と
区
分
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
絵
も
ま
た
書
画
と
し

て
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
範
疇
に
属
し
て
お
り
︑
そ
れ
は
絵
画
が
文
字
と
は
異

な
る
塗
装
技
術
と
看
做
さ
れ
た
西
側
の
伝
統
と
は
隔
絶
し
て
い
る
︒（
こ
こ
ま

で
く
れ
ば
︑
書
画
をpainting and w

riting 

と
かw

ord and im
age

と
か
と
訳
す
こ

と
そ
の
も
の
に
︑
厳
密
に
い
え
ば
重
大
な
範
疇
論
的
誤
謬
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る

が
︑
こ
こ
で
は
注
記
す
る
に
と
ど
め
よ
う

（
53
）

）︒
紫
禁
城
の
故
宮
を
は
じ
め
と
し
て
︑

中
国
王
朝
の
文
化
遺
産
管
理
に
お
い
て
は
「
書
画
」
は
単
一
の
範
疇
を
な
し

て
い
た
︒
日
本
に
一
八
八
〇
年
代
に
西
洋
の
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
に
よ
る
制
度

や
定
義
が
導
入
さ
れ
た
折
に
は
︑
そ
れ
が
熾
烈
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
書
は
美
術
な
り
や
︑
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
︒
そ
の

争
点
は
文
字
通
り
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
言
う
「
分
類
闘
争
」（lutte de 

classem
ent

）（
階
級
闘
争
﹇lutte des classes

﹈
の
駄
洒
落
を
仕
込
ん
だ
方
法
論
的
提

案
）
で
あ
り
︑
西
洋
化
を
目
指
す
美
術
館
・
博
物
館
行
政
の
根
幹
に
関
わ
る

分
類
原
則
の
是
非
を
問
う
政
治
抗
争
だ
っ
た（

54
）

︒

　
こ
の
対
立
は
制
度
移
植
か
ら
一
世
紀
半
近
く
を
閲け
み

し
た
今
日
も
な
お
残
存

し
て
い
る
︒
こ
こ
二
十
年
ほ
ど
︑
近
代
化
す
る
日
本
美
術
の
制
度
史
的
検
討

を
進
め
る
専
門
研
究
者
た
ち
は
︑
美
術
史
と
は
近
代
の
創
設
で
あ
り
︑
西
欧

か
ら
の
輸
入
品
で
あ
っ
た
と
の
仮
説
を
展
開
し
て
き
た
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
極

東
に
お
い
て
は
そ
の
制
度
的
等
価
物
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
︑

と
す
る
の
が
こ
の
陣
営
の
見
方
だ
っ
た
︒
だ
が
こ
れ
に
は
中
国
美
術
専
門
家

を
中
心
と
す
る
陣
営
が
︑
烈
火
の
ご
と
く
反
論
し
た（

55
）

︒
か
れ
ら
か
ら
見
れ
ば
︑

栄
光
あ
る
中
華
の
伝
統
は
︑
書
画
を
巡
っ
て
西
欧
な
ど
よ
り
遥
か
に
古
い
美

術
史
学
的
な
装
置
を
完
璧
に
装
備
し
て
お
り
︑
そ
こ
に
西
洋
の
制
度
が
遅
ま

き
に
侵
入
し
た
に
過
ぎ
な
い
︒
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
書
画
を
巡
る
品
評
や
理

論
書
の
存
在
を
無
視
し
︑
こ
れ
を
美
術
史
学
と
い
う
学
問
分
野
か
ら
放
逐
す

る
な
ど
︑
歴
史
的
現
実
に
対
す
る
︑
恐
る
べ
き
毀
損
行
為
と
言
わ
ね
ば
な
る

ま
い
︑
と
い
う
論
法
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
中
国
専
門
家
に
と
っ
て
︑
か
れ
ら

の
学
統
は
あ
く
ま
で
極
東
の
文
化
伝
統
の
連
続
と
延
長
の
う
え
に
築
か
れ
た

も
の
で
あ
り
︑
西
洋
仕
込
み
の
制
度
は
︑
そ
こ
に
付
加
さ
れ
た
追
補
に
過
ぎ

な
い
︑
と
の
認
識
が
確
固
と
し
て
顕
揚
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
も
は
や
明
ら

か
だ
ろ
う
︒

　
書
画
の
社
会
的
な
地
位
が
東
西
で
共
約
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
が
︑
不
毛
な

論
争
の
引
き
金
と
な
っ
た
︒
だ
が
こ
れ
は
さ
ら
に
拡
大
す
れ
ば
︑
多
く
の
非

西
欧
社
会
に
お
い
て
︑
西
洋
起
源
の
美
術
が
必
ず
し
も
社
会
的
な
認
知
を
得

て
い
な
い
事
実
を
も
想
起
さ
せ
る
︒
近
現
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
︑

西
洋
近
代
の
制
度
の
一
環
た
る
美
術
を
非
西
欧
世
界
に
根
付
か
せ
よ
う
と
し

て
︑
幾
多
の
試
み
が
な
さ
れ
た
︒
美
術
学
校
が
開
校
さ
れ
︑
展
覧
会
が
組
織

さ
れ
︑
公
共
彫
刻
が
注
文
さ
れ
る
︒
そ
う
し
た
文
化
投
資
は
︑
し
ば
し
ば
民

族
主
義
的
な
反
応
を
惹
起
し
た
︒
場
合
に
よ
っ
て
そ
れ
は
︑
西
欧
列
強
に
よ

る
帝
国
主
義
的
侵
略
の
付
属
物
な
い
し
︑
そ
の
名
残
を
と
ど
め
る
遺
品
と
看

做
さ
れ
も
し
た
︒
中
華
文
明
圏
で
も
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
産
圏
で
も
︑
は
た
ま
た
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イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
圏
で
も
︑
時
と
し
て
西
欧
起
源
の
記
念
美
術
品
の
模
倣
や

擬
態
が
異
常
増
殖
を
遂
げ
た
か
と
思
え
ば
︑
そ
れ
が
体
制
の
交
代
と
も
に
憎

悪
の
対
象
と
化
し
て
破
壊
さ
れ
︑
文
化
財
の
収
蔵
庫
が
密
売
目
当
て
の
略
奪

に
遭
う
と
い
っ
た
事
態
が
頻
発
し
た
︒
民
族
主
義
的
あ
る
い
は
宗
教
的
排
斥

運
動
は
︑
容
易
に
Ｇ
Ａ
Ｈ
の
足
元
を
掬
う
物
理
的
要
因
と
な
る
︒

　
全
球
的
美
術
史
の
可
能
性
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
の
は
自
由
だ
ろ
う
︒
だ

が
東
洋
美
術
史
学
の
沿
革
や
東
ア
ジ
ア
の
学
術
史
の
成
り
立
ち
を
一
瞥
す
れ

ば
︑
そ
こ
に
は
︑
概
略
こ
う
し
た
枠
組
み
や
概
念
上
の
問
題
が
︑
歴
史
的
・

地
政
学
的
な
経
緯
を
縦
横
の
軸
と
し
て
錯
綜
し
て
い
る
︒
本
稿
で
は
そ
の
い

く
つ
か
の
混
乱
に
つ
い
て
︑
日
本
に
お
け
る
学
術
を
簡
単
に
振
り
返
り
つ
つ

予
備
的
な
検
討
を
加
え
る
に
と
ど
め
た
︒

注（
1
）  

本
稿
は
続
く
注
（
2
）
に
触
れ
る
と
お
り
︑
元
来
︑
日
本
の
学
会
事
情
や
出
版
事
情
︑

ま
た
日
本
美
術
史
な
る
研
究
領
域
に
も
通
じ
な
い
︑
外
部
の
美
術
史
研
究
者
を
主
要

な
読
者
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
英
文
の
前
半
部
を
和
訳
し
た
も
の
で
あ
る
︒

（
2
）  

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
コ
ー
ク
大
学the U

niversity C
ollege C

ork

で
二
〇
〇
五
年
三
月

一
二
～
一
三
日
に
開
催
さ
れ
た
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ルIs A

rt H
istory G

lobal?

欠
席
の

穴
埋
め
と
し
て
︑
当
日
の
討
論
の
速
記
録
へ
の
コ
メ
ン
ト
執
筆
を
依
頼
さ
れ
た
︒
こ

れ
はJam

es E
lkins (ed.), Is A

rt H
istory G

lobal? R
outledge, 2007

と
し
て
出
版
さ
れ
た

書
物
に
収
め
ら
れ
た
︒
会
議
の
概
要
に
つ
い
て
は
︑
本
書
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
な
お
︑

以
下
の
行
文
は
︑
上
記
の
書
物
のT

he A
rt Sem

inar (pp.113 -175 )

の
席
で
問
題
に
さ

れ
た
論
点
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
︒

（
3
）  

そ
れ
は
ま
た
︑
日
本
の
美
学
に
つ
い
て
の
通
り
相
場
が
万
古
不
易
で
あ
る
こ
と
に
︑

確
証
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
︒
つ
ま
り
日
本
の
美
学
は
︑
そ
れ
を
見
せ
び
ら
か

す
の
に
最
適
な
機
会
に
︑
見
事
に
そ
れ
に
失
敗
す
る
︒
あ
る
い
は
わ
ざ
と
そ
れ
を
遣

り
過
ご
す
「
惻
隠
の
情
」
に
こ
そ
︑「
日
本
美
学
」
な
る
も
の
の
本
質
が
あ
る
︱
︱
と

い
う
理
屈
で
あ
る
︒
と
な
れ
ば
沈
黙
ど
こ
ろ
か
不
在
で
あ
っ
た
日
本
人
出
席
者
は
︑
言

う
と
こ
ろ
の
「
日
本
美
学
」
の
忠
実
な
る
実
践
者
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

（
4
）  

高
槻
現
代
劇
場
「
二
〇
〇
五
年
早
春
の
サ
ロ
ン
︑
世
界
の
女
流
画
家
」
二
〇
〇
五

年
三
月
十
二
日
の
講
演
︒
上
記
の
講
演
を
ま
と
め
な
お
し
た
拙
稿
と
し
て
︑
稲
賀
繁

美
「
戦
争
画
と
平
和
画
の
あ
い
だ
」﹃
あ
い
だ
﹄
第
一
一
三
︱
一
一
四
号
︑二
〇
〇
五
年
︑

﹃
絵
画
の
臨
界
﹄（
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
四
年
）
末
尾
に
所
収
︒
ま
た

二
〇
一
五
年
に
敗
戦
半
世
紀
を
迎
え
て
シ
ド
ニ
ー
大
学
で
催
さ
れ
たC

elebrating 

R
econciliation

と
題
す
る
会
合
で
︑
筆
者
は
原
爆
の
表
象
に
つ
い
て
︑
要
請
を
う
け
て

発
表
し
た
︒
だ
が
そ
の
聴
衆
も
︑
美
術
史
学
の
専
門
家
で
は
な
か
っ
た
︒

（
5
）  

John D
ow

er and John Junkerm
ann, T

he H
iroshim

a M
ural, K

ôdansha International 

Ltd., 1985 .  

小
沢
節
子
﹃「
原
爆
の
図
」
描
か
れ
た
︿
記
憶
﹀︑
語
ら
れ
た
︿
絵
画
﹀﹄

岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
︒

（
6
）  

美
術
史
学
会
機
関
誌
﹃
美
術
史
﹄
誌
上
に
お
い
て
︑
ほ
ぼ
唯
一
い
さ
さ
か
異
な
っ

た
風
景
と
な
っ
た
の
は
︑
そ
の
四
四
巻
二
号
（
平
成
七
＝
一
九
九
五
年
）
の
「
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
︑
戦
争
と
美
術
」
特
集
号
（
一
三
八
号
）
と
そ
の
前
後
数
年
だ
っ
た
と
言
っ

て
よ
い
︒

（
7
）  

W
essel R

einink and Jeroen Stum
pel (eds.), M

em
ory &

 O
blivion, Proceedings of the 

X
X

IX
 th International C

ongress of the H
istory of A

rt held in A
m

sterdam
, 1-7 Septem

ber 

1996, K
luw

er A
cadem

ic Publishers, 1999 .

（
8
）  

紙
幅
に
許
さ
れ
る
限
り
で
典
拠
を
示
す
こ
と
を
旨
と
す
る
が
︑
網
羅
的
記
述
は
も

と
よ
り
不
可
能
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
注
記
は
あ
く
ま
で
筆
者
個
人
の
私
的
な
覚
書
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に
す
ぎ
ず
︑
現
下
の
問
題
設
定
に
お
い
て
本
来
な
ら
ば
包
含
せ
ら
れ
る
べ
き
領
野
全

体
を
覆
う
だ
け
の
力
量
も
な
け
れ
ば
︑
ま
た
そ
の
資
格
に
も
欠
け
て
い
る
こ
と
を
︑
冒

頭
か
ら
一
言
お
断
り
す
る
︒
な
お
︑ 

元
来
の
英
文
の
後
半
は
︑ ﹃
ゲ
ン
ロ
ン
﹄ 

第
三
号 

「
特
集
：
脱
戦
後
日
本
美
術
」
二
〇
一
六
年
七
月
︑
一
六
九
︱
一
八
六
頁
に
簡
略
版
の

日
本
語
訳
の
掲
載
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
︑
本
稿
で
は
重
複
を
厭
っ
て

割
愛
す
る
︒

（
9
）  

そ
の
後
メ
ル
ボ
ル
ン
で
︑ 
二
〇
〇
八
年
一
月
一
三
～
一
六
日
に
世
界
最
初
の
南
半
球

で
の
会
合
が
も
た
れ
︑ 

そ
こ
で
は
非
西
洋
美
術
に
も
か
な
り
の
比
重
が
割
か
れ
た
︒
し

か
し
な
が
ら
︑ 

そ
こ
で
か
え
っ
て
目
立
っ
た
の
は
︑ 

欧
米
に
伍
し
て
東
南
ア
ジ
ア
へ
の

覇
権
を
主
張
す
る
中
華
人
民
共
和
国
の
政
治
意
思
で
あ
り
︑ 

ま
た
大
英
帝
国
を
旧
宗
主

国
と
す
る
英
語
圏
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
主
導
さ
れ
る
世
界
の
美
術
館
・
博
物
館
重
鎮

た
ち
の
人
脈
だ
っ
た
︒
こ
の
学
会
に
つ
い
て
は
︑ 
以
下
を
参
照
︒
つ
い
で
に
い
え
ば
︑ 

中
国
か
ら
は
政
府
高
官
や
行
政
関
係
者
が
多
数
押
し
か
け
て
ロ
ビ
ー
合
戦
を
繰
り
広

げ
て
い
た
が
︑ 

日
本
の
公
共
美
術
館
関
係
者
の
参
加
は
皆
無
で
あ
り
︑ 

日
本
に
お
け
る

行
政
と
研
究
者
集
団
と
の
乖
離
︑ 

日
本
の
内
向
き
振
り
が
顕
著
と
な
っ
た
︒
稲
賀
繁
美

「
ト
ポ
ロ
ジ
ー
空
間
の
な
か
の
21
世
紀
世
界
美
術
史
」﹃
あ
い
だ
﹄
第
一
四
五
︱
一
四
八

号
︑
四
回
連
載
︑
二
〇
〇
八
年
︒
公
式
報
告
書
は
︑Jaynie A

nderson (ed.) C
rossing 

C
ultures, C

onflict Em
igration and C

onvergence, Proceedings of the 32
nd International 

C
ongress in the H

istory of A
rt, T

he M
iegunyah Press, 2009 .  

ま
た
二
〇
一
六
年
九
月

に
は
国
際
美
術
史
学
会
が
北
京
で
開
催
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
た
︒
こ
れ
に
と
も
な
う

地
政
学
的
・
学
術
的
進
展
に
つ
い
て
は
︑
今
後
の
動
向
に
注
目
し
た
い
︒

（
10
）  

H
enri Focillon, « L

’estam
pe japonaise et la peinture en O

ccident », A
ctes du 

C
ongrèss international d’histoire de l’art à Paris en 1921 (Paris, 1923 ). C

f. Sadao 

Fujihara, « L ’E
xtrêm

e-O
rient d ’H

enri Focillon », in La V
ie des Form

es, H
enri Focillon 

et les arts, M
usée des B

eaux-A
rts de Lyon, 2004 , pp.241 -48 .  

藤
原
貞
朗
「
ア
ン
リ
・

フ
ォ
シ
ヨ
ン
の
美
学
・
美
術
史
に
お
け
る
岡
倉
天
心
の
影
響
」﹃
美
学
﹄
第
五
二
巻
第

二
〇
六
号
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
五
︱
二
八
頁
ほ
か
︒

（
11
）  

E
dw

ard W
. Said, O

rientalism
, V

intage B
ooks, 1978

（
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
﹃
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹄
今
澤
紀
子
訳
︑
板
垣
雄
三
・
杉
田
英
明
監
修
︑
平
凡
社
︑

一
九
八
六
年
）.  

本
書
に
対
す
る
反
応
を
網
羅
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
︑
弥
永
信
美

「
問
題
と
し
て
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」﹃
歴
史
と
い
う
牢
獄
﹄
青
土
社
︑
一
九
八
八
年
︑

一
九
︱
五
四
頁
︒
稲
賀
繁
美
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
論
」
大
塚
和
夫
・
山
内
昌
之
（
編
）

﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
を
学
ぶ
人
た
ち
の
た
め
に
﹄
世
界
思
想
社
︑
一
九
九
三
年
︑
二
七
六
︱

二
九
一
頁
︒

（
12
）  

R
ené G

rousset, B
ilan de l’histoire, Plon, 1949 .  

な
お
︑
グ
ル
ッ
セ
は
正
倉
院
を
「
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
の
終
着
駅
」
と
呼
ん
だ
︒

（
13
）  

西
欧
化
す
る
「
近
代
」
を
経
験
し
た
日
本
人
の
場
合
の
心
理
分
析
に
つ
い
て
は

Sukehiro H
irakaw

a, Japan’s Love-H
ate R

elationship w
ith the W

est, G
lobal O

riental, 

2005 .

（
14
）  

南
欧
に
は
南
蛮
時
代
の
遺
物
が
出
自
不
明
で
放
置
さ
れ
︑
北
欧
で
は
考
古
学
が
主

流
で
あ
っ
て
︑
事
情
は
や
や
異
な
る
︒

（
15
）  

そ
の
一
端
は
藤
原
貞
朗
「
日
本
の
東
洋
美
術
史
と
瀧
精
一
」
稲
賀
（
編
）﹃
東
洋
意
識
﹄

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑ 

二
〇
一
二
年
︑ 

三
〇
一
︱
三
三
四
頁
︒
ま
た
考
古
学
史
の
場
合
を

生
々
し
く
解
剖
す
る
資
料
と
し
て
角
田
文
衛 

（
編
）﹃
考
古
学
京
都
学
派
︿
増
補
﹀﹄
雄

山
閣
出
版
︑
一
九
九
四
年
︒
こ
れ
を
梅
原
末
治
﹃
考
古
学
60
年
﹄
平
凡
社
︑
一
九
七
三

年
と
併
読
す
る
の
が
有
効
で
あ
る
︒

（
16
）  

C
f. W

illiam
 R

ubin (ed.), Prim
itivism

 in 20
th C

entury A
rt, N

ew
 York: M

useum
 of 

M
odern A

rt, 1984 .  

𠮷
田
憲
司
に
よ
る
貴
重
な
解
説
を
付
し
た
日
本
語
訳
は
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ル
ー
ビ
ン
﹃
20
世
紀
美
術
に
お
け
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
﹄
𠮷
田
他
訳
︑
淡

交
社
︑
一
九
九
五
年
︒
本
書
へ
の
主
要
な
批
判
の
ひ
と
つ
と
し
て Jam

es C
liford , 

Predicam
ent of C

ulture, H
arvard U

niversity Press. 1988

（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー

ド
﹃
文
化
の
窮
状
﹄
太
田
好
信
他
訳
︑
人
文
書
院
︑
二
〇
〇
三
年
）︒
ク
リ
フ
ォ
ー
ド

の
批
判
と
は
違
っ
て
︑
表
象
の
論
理
に
よ
る
造
形
創
作
を
乗
り
越
え
た
は
ず
の
「
未

開
主
義
」
を
表
象
の
論
理
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
︑
ル
ー
ビ
ン
の
企
て
の
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最
大
の
矛
盾
あ
る
い
は
虚
妄
が
あ
る
︑
と
す
る
の
が
拙
論
で
あ
る
︒﹃
絵
画
の
東
方
﹄

名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
九
年
︑
第
一
章
註
51
（
巻
末
三
六
頁
）；

第
五
章
註
4

（
巻
末
五
三
︱
五
四
頁
）
お
よ
び
「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
再
考
」﹃
日
仏
美
術
学
会
報
﹄

第
二
九
号
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
〇
一
︱
一
〇
二
頁
︒
お
よ
び
「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と

ス
ク
ラ
プ
チ
ャ
ー B

ricolage and Scrapture

」﹃
彫
刻
家
エ
ル
・
ア
ナ
ツ
イ
の
ア
フ
リ
カ

展
　
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
異
文
化
の
表
象
と
展
示
空
間
の
政
治
学T

he Politics of 

E
xhibition Space : A

 C
ase of the E

xhibition, ” A
 Fateful Journey : A

frica in the W
orks of 

El A
natsui

」
報
告
書
﹄
埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
︑
二
〇
一
〇
年
︑
六
︑ 

一
五
頁
︒

（
17
）  

Shigem
i Inaga, “C

ognition G
ap in the R

ecognition of M
asters and M

asterpieces in 

the Form
ative Years of Japanese A

rt H
istory, ” in M

ichael M
arra (ed.), Japanese 

H
erm

eneutics, H
aw

ai ’i U
niversity Press, 2003 , pp.115 -126 .  

ま
た
今
井
裕
子
が
立
証

し
た
よ
う
に
︑
蜷に
な
が
わ川

式の
り
た
ね胤

の
手
彩
色
石
版
に
よ
る
﹃
観
古
図
説
﹄（
一
八
七
七
）
は
欧

米
収
集
家
に
一
八
八
〇
年
代
に
広
く
伝
播
し
︑
そ
れ
ま
で
の
輸
出
磁
器
中
心
の
日
本

陶
磁
観
を
茶
陶
趣
味
へ
脱
皮
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
︒Y ūko Im

ai “C
hanges in French 

T
astes for Japanese C

eram
ics, ” Japan R

eview
, International R

esearch C
enter for 

Japanese Studies, N
o.16 , 2004 , pp.101 -127 . 

（
18
）  

パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
と
い
う
ト
マ
ス
・
ク
ー
ン
が
提
唱
し
た
概
念
に
対
し
て
は
︑

幾
多
の
批
判
も
あ
る
が
︑
そ
れ
は
純
粋
の
科
学
認
識
論
の
論
争
に
は
と
ど
ま
ら
ず
︑
戦

後
の
欧
米
に
お
け
る
大
陸
系
哲
学
と
英
米
分
析
哲
学
と
の
覇
権
争
い
︑
ナ
チ
ズ
ム
や

ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
へ
の
ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
知
識
人
の
知
的
闘
争
と
も
絡
ま
っ
た
政
治
的

要
因
を
背
景
に
秘
め
て
い
る
︒
こ
こ
で
そ
の
詳
細
に
お
よ
ぶ
余
裕
は
な
い
が
︑稲
賀﹃
接

触
造
形
論
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
六
年
︑
第
Ⅲ
部
第
四
章
注
48
（
巻
末

一
一
七
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
19
）  

Sh
igem

i In
aga, “T

h
e M

akin
g of H

oku
sai ’s R

epu
tation

 in
 th

e C
on

text of 

Japonism
e, ” Japan Review

, N
o.15 , 2003 , pp.77 -100 .  

そ
の
要
約
は
﹃
絵
画
の
東
方
﹄

第
三
章
︒

 
 

海
外
に
お
け
る
初
期
の
「
日
本
美
術
史
」
像
の
執
拗
な
残
存
ぶ
り
は
ア
ン
リ
・
フ
ォ

シ
ヨ
ン
（H

enri Focillon

）
の
奇
妙
に
「
時
代
錯
誤
」
と
も
い
え
る
﹃
北
斎
﹄

H
okousaï (1916 ; 1925 )

に
そ
の
痕
跡
を
辿
る
こ
と
が
で
き
︑
そ
れ
が
日
本
「
国
内
」

の
貴
族
的
な
い
し
学
術
的
な
「
日
本
美
術
史
」
像
と
は
大
き
く
乖
離
し
た
も
の
だ
っ

た
こ
と
は
︑
今
日
な
お
欧
文
に
よ
る
「
古
典
」
と
し
て
残
る
秋
山
光
和
（Terukazu 

A
kiyam

a, La Peinture japonaise, Skira edition, 1961

）
と
の
対
比
か
ら
も
窺
わ
れ
る
︒

（
20
）  

Partha M
itter, A

rt and N
ationalism

 in C
olonial India, 1850-1922, C

am
bridge 

U
niversity Press, 1994 . T

he Trium
ph of M

odernism
 India’s artists and the avant-garde 

1922-1947, R
eaktion B

ooks, 2007 . T
apati G

uha-T
hakurta, T

he M
aking of N

ew
 

Indian A
rt, C

am
bridge U

niversity Press, 1992 ; M
onum

ents, O
bjects, H

istories: 

Inventions of A
rt in C

olonial and Postcolonial India, D
elhi, Perm

an
en

t B
lack; 

Princeton U
niversity Press, 2004 . 

（
21
）  

Sh
igem

i In
aga, “U

n
 destin

 de pen
sée, L

’im
pact d ’O

kakura K
akuzô sur le 

développem
ent de l ’histoire de l ’art en Inde et au Japon au début du X

X
e siècle, ” in 

L
ivia M

onnet (éd.) A
pproches critiques de la pensée japonaise du X

X
 e siècle, Presses 

universitaires de M
ontréal, 2003 , pp.329 -48 .

（
22
）  

K
akuzo O

kakura, T
he Ideals of the East, 1904 ; Stone B

ridge C
lassics, 2007 , p.145 . 

C
f. Shigem

i Inaga, “T
he M

aking of M
useum

s and C
ollections in M

odern Japan w
ith 

Special R
eference to the C

onstruction of ‘A
sian A

rt ’ and ‘Japanese A
rt ’, ” International 

Sym
posium

, “Interpreting A
sian C

ultures in M
useum

, ” at the B
ritish M

useum
, 

M
arch 2000

（
未
刊
：
日
本
語
訳
は
「
近
代
の
国
家
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
民
間
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
形
成
」﹃
記
号
学
研
究
﹄
第
二
一
号
︑
二
〇
〇
一
年
︑
七
五
︱
一
〇
一
頁
）.  

岡
倉
の
「
巧
芸
」
概
念
は
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
中
世
主
義
の
反
映
が
認
め
ら

れ
る
ア
ナ
ン
ダ
・
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ー
ミ
（A

. K
. C

oom
arasw

am
y

）﹃
中
世
シ
ン
ハ
リ

美
術
﹄M

ediaval Sinhalese A
rt

（1908

）
と
比
較
に
値
す
る
︒

（
23
）  
こ
の
間
︑N

oriko M
urai, A

lan C
hong et al. Journeys East, Isabella Stuart G

ardner 

and A
sia, B

oston: Isabella Stuart G
ardner M

useum
, 2009

︑
清
水
恵
美
子
﹃
岡
倉
天

心
の
比
較
文
化
史
的
研
究
︱
︱
ボ
ス
ト
ン
で
の
活
動
と
芸
術
思
想
﹄
思
文
閣
出
版
︑
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二
〇
一
二
年
ほ
か
が
出
版
さ
れ
て
い
る
︒

（
24
）  
藤
原
貞
朗
「
美
術
史
と
国
際
主
義
」﹃
ア
ー
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
﹄
第
九
号
︑

二
〇
〇
四
年
︑
九
〇
︱
九
五
頁
︒

（
25
）  

岡
倉
覚
三
「
泰
東
巧
藝
史
」﹃
日
本
美
術
史
﹄
木
下
長
宏
（
編
）︑
平
凡
社
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
︑
二
〇
〇
一
年
︒Yuko K

ikuchi, Japanese M
odernisation and M

ingei T
heory, 

C
ultural N

ationalism
 and O

riental O
rientalism

, L
ondon and N

ew
 York: R

outledge 

C
urzon, 2004 .  

本
件
に
つ
い
て
は
︑
稲
賀
に
よ
る
英
文
の
講
演
の
日
本
語
訳
「
全
球

的
な
知
覚
か
ら
近
代
性
を
問
い
直
す
」
国
際
美
術
館
会
議
︑
二
〇
一
五
年
年
次
総
会

東
京
大
会
基
調
講
演
︑﹃
美
術
館
は
い
か
に
グ
ロ
ー
バ
ル
に
な
る
の
か
？
﹄
森
美
術
館
︑

二
〇
一
六
年
︑
九
〇
︱
一
〇
七
頁
参
照
︒ 

（
26
）  

よ
り
詳
し
く
は
︑稲
賀
「
世
界
美
術
史
は
可
能
か
？
　
学
問
分
野
・
批
評
・
創
作
」﹃
文

科
学
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹄
総
合
研
究
大
学
院
大
学
文
化
科
学
研
究
科
︑
二
〇
〇
八
年
二

月
二
三
日
報
告
書
︑
八
五
︱
一
〇
四
頁
︒
芳
賀
徹
「
美
し
く
も
愚
か
し
い
こ
と
ど
も

︱
︱
﹃
茶
の
本
﹄
の
一
隅
を
読
む
」﹃
ア
ス
テ
イ
オ
ン
﹄
第
七
七
号
︑
二
〇
一
二
年
︑

一
一
二
︱
一
一
五
頁
︒

（
27
）  

戦
前
期
日
本
の
美
術
史
学
の
「
植
民
地
」
的
性
格
と
︑
朝
鮮
半
島
の
美
術
史
の
成

立
事
情
に
つ
い
て
は
︑
高
木
博
志
「
日
本
美
術
史
／
朝
鮮
美
術
史
の
成
立
」﹃
朝
鮮
・

台
湾
に
お
け
る
植
民
地
支
配
の
制
度
・
機
構
政
策
に
関
す
る
総
合
的
研
究
﹄
平
成
十
六

年
︑
研
究
代
表
者
：
水
野
直
樹
︑
科
学
研
究
費
助
成
金
成
果
報
告
書
︑
二
〇
〇
四
年
︑

一
五
九
︱
一
七
三
頁
︒

（
28
）  

木
代
修
一
「
美
術
史
」
歴
史
教
育
研
究
会
（
編
）﹃
明
治
以
降
に
於
け
る
歴
史
学
の

発
展
﹄
四
海
書
房
︑
一
九
三
三
年
︑
二
四
七
︱
三
二
三
頁
︒
ま
た
近
年
で
は
﹃
日
本

に
お
け
る
美
術
史
学
の
成
立
と
展
開
﹄
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
︑
二
〇
〇
一
年
︑

五
〇
四
頁
に
お
よ
ぶ
膨
大
な
報
告
書
だ
が
︑
検
討
さ
れ
る
の
は
美
術
史
学
・
考
古
学

な
ど
の
沿
革
に
留
ま
り
︑
学
術
の
鳥
瞰
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
︒

（
29
）  

吉
田
千
鶴
子
「
大
村
西
崖
の
美
術
批
評
」﹃
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
紀
要 [B

ulletin 

of the Faculty of Fine A
rt, Tokyo N

ational U
niversity of Fine A

rts and M
usic]

﹄
第
六

号
︑
一
九
九
四
年
︑
一
︱
三
五
頁
︒

（
30
）  

﹃
矢
代
幸
雄
資
料
展
﹄
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
・
葉
山
︑
二
〇
〇
五
年
︒
藤
原
貞

朗 

「
美
術
史
学
と
国
際
主
義
︱
︱
１
９
２
０
年
代
の
美
術
史
家
の
国
際
的
成
功
と
そ
の

意
味 [Internationalism

 and the Study of A
rt H

istory: T
he International R

elationship 

of the A
rt H

istorians in the 1920 s and its Significance]

」﹃
ア
ー
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
﹄

第
九
号
︑
二
〇
〇
四
年
︑
九
〇
︱
九
五
頁
︒

（
31
）  

高
階
秀
爾
「
解
説
」︑
矢
代
幸
雄
﹃
世
界
に
お
け
る
日
本
美
術
の
位
置
﹄
講
談
社
学

術
文
庫
︑
一
九
八
八
年
︑
二
〇
〇
︱
二
一
〇
頁
︒
そ
の
晩
年
に
矢
代
は
﹃
日
本
美
術

の
再
検
討
﹄（
新
潮
社
︑
一
九
七
八
年
）
を
執
筆
し
た
︒
こ
こ
で
著
者
は
「
名
前
な
き

美
術
史
」（K

unstgeschichte ohne N
am

e

）
の
行
き
過
ぎ
を
自
戒
す
る
一
方
︑
岡
倉
が
推

進
し
た
茶
に
よ
る
観
念
的
・
教
条
的
東
洋
美
学
の
過
剰
に
警
戒
を
促
し
︑
ま
た
東
洋

学
者
に
よ
る
過
度
に
専
門
的
・
学
術
的
な
東
洋
美
術
観
に
は
美
術
批
評
の
観
点
が
欠

落
し
て
い
る
こ
と
︑
博
物
館
行
政
官
や
学
術
界
の
歴
史
家
に
よ
っ
て
美
術
史
研
究
が

独
占
さ
れ
る
傾
向
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
︒
矢
代
に
つ
い
て
は
︑
さ
ら
に
稲
賀
﹃
絵

画
の
臨
界
﹄
第
Ⅴ
部
第
三
章
︑
四
五
八
︱
四
八
二
頁
︒

（
32
）  

John R
osenfield, “Japanese A

rt Studies in A
m

erica since 1945 , ” in H
elen H

ardacre 

(ed.), T
he Postw

ar D
evelopm

ent of Japanese Studies in the U
nites States, Leiden-B

oston-

K
öln: B

rill, 1998 , pp.161 -194 .  

貴
重
な
論
文
だ
が
︑
言
及
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
知
識

人
の
綴
り
に
は
誤
謬
が
頻
出
し
（
例
え
ばJacques Lacan

の
替
わ
り
にM

arcel Lacan

な
ど
）︑ “Japanese A

rt Studies in A
m

erica ” 

を
人
文
学
に
お
け
る
主
導
的
な
理
論
的
高

み
へ
と
唱
導
す
べ
き
使
命
感
が
い
さ
さ
か
空
回
り
し
︑ 

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
フ
ラ
ン
ス
中

心
主
義
に
お
け
る
周
辺
性
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
︒
北
米
美
術
史
学

会
に
お
い
て
二
十
一
世
紀
初
頭
段
階
で
日
本
美
術
史
が
如
何
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
か

は
︑M

im
i H

all Y
iengpruksaw

an, “Japanese A
rt H

istory 2001 , T
he State and Stakes 

of R
esearch, ” A

rt B
ulletin, V

ol.83 , 2001

︒
そ
れ
が
惹
起
し
た
反
応
は
い
く
つ
か
追
跡

で
き
る
が
︑
就
な
か
ん
ず
く中

︑W
en C

. Fong, “W
hy C

hinese Painting is H
istory? ” A

rt B
ulletin, 

June 2003 . Jam
es E

lkins (ed.) Is A
rt H

istroy G
lobal? pp.165 , 175 , notes 34 ,35

に
聞
方
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へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
︒

（
33
）  

U
do K

ulterm
ann, G

eschichte der K
unstgeschichte, U

llstein Sachbuch, 1981 ; 1987
（
ウ
ー
ド
・
ク
ル
タ
ー
マ
ン
﹃
美
術
史
学
の
歴
史
﹄
勝
國
與
・
高
阪
一
治
訳
︑
中
央
公

論
美
術
出
版
︑
一
九
九
六
年
）.  

ド
イ
ツ
語
原
典
は
安
価
な
文
庫
で
入
手
可
だ
が
︑
日

本
語
版
は
二
万
円
を
越
す
高
額
図
書
で
あ
り
︑
学
生
に
は
手
が
出
な
い
︒
東
洋
・
日

本
関
係
の
増
補
が
見
送
ら
れ
た
顚
末
も
日
本
語
版
に
見
え
る
︒G

erm
ain B

azin, 

H
istoire de l’histoire de l’art,  de Vasari à nos jours, A

lbain M
ichel, 1986 .

（
34
）  

美
術
史
学
会
第
六
一
回
全
国
大
会
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
世
界
美
術
史
の
可
能
性
」

がJohn O
nians, D

avid C
arrier

を
招
い
て
二
〇
〇
八
年
五
月
三
〇
日
に
催
さ
れ
た
が
︑

日
本
側
は
問
題
を
共
有
す
る
土
俵
に
乗
る
意
識
も
乏
し
く
︑
議
論
は
ま
っ
た
く
低
調

で
あ
っ
た
︒
蛇
足
だ
が
︑
筆
者
は
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
出
席
な
ど
ま
っ
た
く
打

診
さ
れ
て
い
な
い
︒

（
35
）  

北
澤
憲
昭
﹃
眼
の
神
殿
︱
︱
「
美
術
」
受
容
史
ノ
ー
ト
﹄
美
術
出
版
社
︑
一
九
八
九

年
︑
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
︑
二
〇
一
〇
年
を
は
じ
め
と
し
て
︑
佐
藤
道
信
﹃
明
治
国
家
と
近

代
美
術
︱
︱
美
の
政
治
学
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
九
年
︑
同
﹃︿
日
本
美
術
﹀
誕
生

︱
︱
近
代
日
本
の
「
こ
と
ば
」
と
戦
略
﹄
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
︑
一
九
九
六
年
ほ
か
が
︑

こ
の
潮
流
を
作
っ
た
︒
そ
の
周
辺
部
へ
と
放
擲
さ
れ
た
「
モ
ノ
」
は
木
下
直
之
が
﹃
美

術
と
い
う
見
世
物
﹄
平
凡
社
︑
一
九
九
三
年
以
来
の
著
書
で
︑
軽
妙
洒
脱
に
説
い
て

い
る
︒
歴
史
学
分
野
で
は
︑
高
木
博
志
が
一
次
史
料
発
掘
・
現
地
踏
査
を
ふ
ま
え
﹃
近

代
天
皇
制
の
文
化
史
的
研
究
﹄
校
倉
出
版
︑
一
九
九
七
年
以
来
︑
手
堅
い
成
果
で
考

古
学
︑
文
化
財
保
護
を
含
む
領
域
を
発
掘
し
て
い
る
︒
知
の
制
度
の
再
発
掘
と
い
え

ば
鈴
木
廣
之
﹃
好
古
家
た
ち
の
一
九
世
紀
︱
︱
幕
末
明
治
に
お
け
る
︽
物
︾
の
ア
ル

ケ
オ
ロ
ジ
ー
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
三
年
︑
森
仁
史
﹃
日
本
︿
工
芸
﹀
の
近
代
﹄

吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
九
年
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
美
術
「
以
前
」︑
美
術
「
外
」
に
着
目
す
る
︒

こ
こ
で
は
言
及
で
き
ぬ
そ
の
詳
細
は
︑
北
澤
﹃
眼
の
神
殿
﹄
二
〇
一
〇
年
「
定
本
」

巻
末
の
足
立
元
に
よ
る
充
実
し
た
解
説
が
有
用
︒
ま
た
こ
う
し
た
九
〇
年
代
の
日
本

で
の
近
代
美
術
制
度
史
研
究
の
動
向
を
︑
同
時
代
の
欧
米
で
の
芸
術
社
会
学
の
分
野

に
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
は
︑
以
下
の
批
判
的
鳥
瞰
的
書
評 Shigem

i Inaga, “D
e 

l ’artisan à l ’artiste au seuil de la m
odernité japonaise, ” Sociologie de l’art, n °8 , 1995 , 

pp.47 -61 .  

工
芸
・
デ
ザ
イ
ン
を
そ
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
歴
史
的
視
野
か

ら
は
不
可
欠
で
あ
り
︑
ま
た
こ
の
分
野
で
も
過
去
十
五
年
ほ
ど
の
間
に
多
く
の
画
期

的
成
果
が
上
が
っ
て
い
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
稲
賀
（
編
）﹃
伝
統
工
藝
再
考

︱
︱
京
の
う
ち
そ
と
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
六
年
に
譲
り
︑
こ
こ
で
詳
述
す
る
こ

と
は
避
け
る
︒

（
36
）  

﹃
美
術
史
﹄
第
一
三
六
号
︑
一
九
九
四
年
に
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
日
本
美
術
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
」
ほ
か
の
記
事
が
み
え
る
︒
同
号
の
例
会
記
録
に
も
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
」

が
話
題
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
成
果
報
告
と
し
て
は
︑ 

鈴
木
杜
幾

子
︑ 

千
野
香
織
︑ 

馬
渕
明
子 （
編
）﹃
美
術
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹄
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
︑
一
九
九
七

年
︒
同
年
︑
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹃
今
︑
日
本
の
美
術
史
学
を
ふ
り
か
え
る
﹄T

he 

Present, and the D
iscipline of A

rt H
istory in Japan [1997] A

n International Sym
posium

東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
が
開
催
さ
れ
た
︒
報
告
書
は
平
凡
社
︑
一
九
九
九
年
︒
稲

賀
に
よ
る
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
批
判
的
論
評
は
「「
今
︑
日
本
美
術
史
学
（
マ
マ
）

を
ふ
り
か
え
る
」
を
聞
い
て
」﹃
別
冊
あ
い
だ A

ida Extra

﹄
第
二
五
号
︑
一
九
九
八
年

一
月
号
︑二
︱
一
五
頁
︒
こ
の
論
評
を
含
む
複
数
の
反
応
が
惹
起
し
た
︑い
わ
ゆ
る
「
美

術
史
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
論
争
」
に
つ
い
て
は
︑
熊
倉
敬
聡
・
千
野
香
織
（
編
）﹃
女
？
　

日
本
？
　
美
？
﹄
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
五
年
に
当
事
者
に
よ
る
総
括
が

あ
る
︒
そ
れ
を
受
け
たA

yako K
ano, “W

om
en? Japan? A

rt?: C
hino K

aori and the 

Fem
inist A

rt H
istory D

ebates, ” R
eview

 of Japanese C
ulture and Society, C

enter for 

Inter-C
ultural Studies and E

ducation, Josai U
niversity, V

ol. X
V, D

ec. 2003 , pp.25 -

385

︒
加
野
彩
子
へ
の
稲
賀
の
反
論
は
︑Shigem

i Inaga, “A
 C

om
m

entary of A
yako 

K
ano ’s R

eview
 of the Fem

inist A
rt H

istory D
ebates, ” Review

 of Japanese C
ulture and 

Society, V
ol. X

IX
, D

ec. 2007 , pp.175 -180 .  

そ
の
間
︑
鈴
木
杜
幾
子
︑
馬
渕
明
子
︑
池

田
忍
︑
金
恵
信
（
編
）﹃
交
差
す
る
視
線
︱
︱
美
術
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
2
﹄
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
︑

二
〇
〇
五
年
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
関
連
の
学
会
機
関
誌
と
し
てIm

age &
 G

ender

︒
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（
37
）  
筆
者
は
美
術
史
学
会
の
機
関
誌
で
あ
る
﹃
美
術
史
﹄
よ
り
も
と
め
ら
れ
︑
日
本
美

術
史
学
界
の
潮
流
を
歴
史
的
に
考
察
し
た
投
稿
論
文
を
複
数
査
読
し
た
経
験
を
有
す

る
︒
方
法
論
上
の
問
題
で
は
な
く
︑
そ
れ
ら
の
論
文
に
露
呈
し
て
い
る
知
識
の
偏
り

や
判
断
上
の
歴
史
事
実
誤
認
ゆ
え
に
︑
筆
者
は
改
稿
を
条
件
と
し
て
掲
載
可
と
の
判

断
を
示
し
た
が
︑
結
果
的
に
は
他
の
査
読
者
た
ち
の
反
対
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︑

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒

（
38
）  

﹃
建
築
家
　
伊
東
忠
太
の
世
界
展
﹄
東
京
︑
ワ
タ
リ
ウ
ム
美
術
館
︑
大
阪
︑
キ
リ
ン
・

プ
ラ
ザ
大
阪
︑
二
〇
〇
三
年
︒
鈴
木
博
之
（
編
）﹃
伊
東
忠
太
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
﹄

王
国
社
︑
二
〇
〇
三
年
︒
東
京
大
学
・
大
学
博
物
館
（
編
）﹃
関
野
貞
　
ア
ジ
ア
踏
査
﹄

二
〇
〇
五
年
︒
こ
れ
ら
の
重
要
な
報
告
書
に
は
︑
遺
憾
な
が
ら
い
か
な
る
英
語
表
記

の
説
明
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
︒

（
39
）  

東
京
大
学
百
年
史
編
集
委
員
会
（
編
）﹃
東
京
大
学
百
年
史
﹄
一
九
八
七
年
︑「
部

局
史
」
第
二
編
「
文
学
部
」
の
第
三
章
第
7
節
「
美
学
美
術
学
」
と
第
四
章
第
5
節
「
美

術
史
学
」
と
を
併
読
の
こ
と
︒
な
お
主
要
大
学
の
「
七
十
年
史
」「
百
年
史
」
な
ど
を
︑

各
大
学
の
同
僚
の
個
人
的
好
意
に
頼
っ
て
︑
注
（
41
）
の
原
稿
の
た
め
に
集
め
た
が
︑

途
中
で
挫
折
し
た
経
験
が
あ
る
︒
ご
協
力
を
戴
き
な
が
ら
成
果
に
至
ら
な
か
っ
た
こ

と
を
︑
ご
援
助
い
た
だ
い
た
各
位
に
こ
の
場
を
借
り
て
一
言
お
詫
び
し
た
い
︒
同
様

の
目
論
見
に
つ
い
て
は
︑丹
尾
安
典
「
日
本
の
西
洋
美
術
史
︱
︱
西
洋
化
と
国
粋
主
義
」

﹃
美
術
史
論
壇
﹄
韓
国
美
術
史
研
究
書
︑
創
刊
号
︑
一
九
九
五
年
︑
三
五
︱
五
三
頁
︒

ま
た
加
藤
哲
弘
「
近
代
日
本
に
お
け
る
美
学
と
芸
術
研
究T

he Study of A
esthetics 

and A
rt Studies in M

odern Japan

」﹃
明
治
期
日
本
の
美
学
と
芸
術
研
究
﹄
二
〇
〇
二
年
︑

平
成
十
︱
十
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
が
︑http://hom

epage2 .

nifty.com
/katotetsu/tk01 text.pdf

で
閲
覧
可
能
︒

（
40
）  

神
林
恒
道
（
編
）﹃
京
の
美
学
者
た
ち
﹄
晃
洋
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
は
︑
制
度
史
で

は
な
い
が
︑
列
伝
形
式
で
京
都
の
主
要
な
美
術
史
家
︑
美
学
者
を
取
り
上
げ
て
お
り
︑

近
代
京
都
の
文
化
風
土
の
特
異
性
と
そ
の
歴
史
的
概
観
に
役
立
つ
︒

（
41
）  

Shigem
i Inaga, “T

he Invention of a D
iscipline and its Social B

ackground: A
rt 

H
istory in W

esternizing Japan ” A
 C

ritical (R
e-)view

. ”   

一
九
九
八
年
執
筆
の
未
刊
行

原
稿
︒A
rt and its H

istory

（
仮
題
）
の
た
め
の
寄
稿
を
英
国
の
学
術
出
版
社
か
ら
依
頼

さ
れ
︑
英
文
原
稿
を
執
筆
し
た
が
︑
そ
の
後
連
絡
が
途
絶
え
︑
二
〇
一
六
年
現
在
︑
企

画
は
日
の
目
を
見
て
い
な
い
︒

（
42
）  

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
﹃
美
術
史
の
基
礎
概
念
﹄
守
屋
謙
二
訳
︑
岩
波
書
店
︑

一
九
三
六
年
︒
海
津
忠
雄
訳
︑
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
〇
年
︒
ア
ロ
イ
ス
・

リ
イ
グ
ル
﹃
美
術
様
式
論
﹄
長
広
敏
雄
訳
︑
座
右
宝
刊
行
会
︑
一
九
四
二
年
︒

（
43
）  

現
在
︑
ゆ
ま
に
書
房
か
ら
︑
明
治
以
降
の
﹃
美
術
批
評
家
著
作
選
集
﹄
が
復
刻
を

集
成
す
る
形
式
で
刊
行
中
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
狭
義
の
美
術
史
家
に
は
限
ら
れ
な
い

著
述
家
の
著
作
が
︑
あ
る
程
度
含
ま
れ
て
い
る
︒

（
44
）  

取
り
上
げ
ら
れ
た
主
要
な
著
者
を
列
挙
す
れ
ば
︑
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
︑
リ
ー
グ
ル
︑
ド

ボ
ル
シ
ャ
ー
ク
︑
ア
ン
タ
ル
︑
ガ
ン
ト
ナ
ー
︑
ウ
ィ
ッ
ト
カ
ウ
ア
ー
︑
ハ
ウ
ザ
ー
︑
ゴ
ー

ル
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー
︑
ベ
ネ
シ
ュ
︑
フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
︑
フ
リ
ー
ド
レ
ン
ダ
ー
︑
バ
ッ
ト
︑

パ
ノ
フ
ス
キ
ー
︑ 

ゼ
ー
デ
ル
マ
イ
ヤ
ー
︑ 

ゴ
ン
ブ
リ
ッ
ク
ほ
か
︒
岩
崎
美
術
社
の
刊
行

物
は
二
〇
〇
六
年
段
階
で
は
︑
以
下
で
検
索
可
能
だ
っ
た
︒http://w

w
w

.oibijutsukan. 

com
/iw

asaki/bijutsum
ei.htm

l.  

岩
崎
美
術
社
は
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
に
倒
産
し
た
︒

む
ろ
ん
︑
同
社
が
美
術
研
究
書
の
刊
行
を
独
占
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
現
時
点
で
美

術
書
関
係
に
力
を
入
れ
て
い
る
出
版
社
と
し
て
は
︑
平
凡
社
︑
中
央
公
論
美
術
出
版
︑

あ
り
な
書
房
︑
ス
カ
イ
ド
ア
︑
彩
流
社
︑
美
学
出
版
︑
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
︑
三
元
社
な
ど

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
多
く
が
︑
き
わ
め
て
少
人
数
の
編
集
者
に
よ
る
零

細
経
営
で
あ
る
︒

（
45
）  

主
要
な
人
名
を
列
挙
す
れ
ば
︑
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
︑
ウ
ー
ジ
ェ
ニ
オ
・

ド
ー
ル
ス
︑
オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
セ
︑
グ
ス
タ
フ
=
ル
ネ
・
ホ
ッ
ケ
︑
カ
ー
ル
=
グ

ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
︑
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
タ
イ
ナ
ー
ほ
か
だ
が
︑
今
日
で
は
邦
訳
書
も
絶

版
と
な
り
︑
若
い
学
生
の
必
読
文
献
か
ら
は
す
で
に
脱
落
し
た
著
述
家
も
少
な
く
な
い
︒

（
46
）  

七
〇
年
代
末
か
ら
二
十
一
世
紀
劈
頭
ま
で
の
︑
大
学
生
向
け
の
読
書
案
内
を
若
干

挙
げ
る
︒﹃
現
代
思
想
の
１
０
９
人
﹄青
土
社﹃
現
代
思
想
﹄別
冊
︑一
九
七
八
年
︒﹃
ブ
ッ
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ク
ガ
イ
ド
現
代
思
想
の
22
冊
﹄﹃
現
代
思
想
﹄︑
一
九
八
六
年
︒
今
道
友
信
（
編
）﹃
美

学
の
方
法
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
八
四
年
︒
今
道
友
信
（
編
）﹃
西
洋
美
学
の
エ
ッ
セ

ン
ス
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
八
七
年
︒「
現
代
思
想
を
読
む
２
３
０
冊
」﹃
現
代
思
想
﹄︑

二
〇
〇
一
年
︒
一
九
七
二
年
か
ら
八
一
年
ま
で
﹃
現
代
思
想
﹄
編
集
長
を
務
め
た
三

浦
雅
士
の
編
集
後
記
は
﹃
夢
の
明
る
い
鏡
﹄
冬
樹
社
︑
一
九
八
四
年
︒
一
九
九
〇
年

代
以
降
の
状
況
に
つ
い
て
は
︑
仲
正
昌
樹
﹃
集
中
講
義
！
　
日
本
の
現
代
思
想
︱
︱

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
と
は
何
だ
っ
た
の
か
﹄
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
︑
二
〇
〇
六
年
︒
池
上

善
彦
﹃
現
代
思
想
の
20
年
﹄
以
文
社
︑
二
〇
一
二
年
な
ど
︒
こ
れ
ら
の
知
的
宇
宙
に

関
す
る
個
人
に
よ
る
鳥
瞰
的
書
評
と
し
て
は
︑
松
岡
正
剛
﹃
千
夜
千
冊
﹄
求
龍
堂
︑

二
〇
〇
六
年
︒

（
47
）  

ケ
ネ
ス
・
ク
ラ
ー
ク
﹃
芸
術
と
文
明
﹄
河
野
徹
訳
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑
新
装
版
︑

二
〇
〇
三
年
︒

（
48
）  

一
九
八
〇
年
段
階
で
話
題
と
な
っ
て
い
た
主
要
な
人
名
を
列
挙
す
れ
ば
︑
ユ
ル
ジ

ス
・
バ
ル
ト
ル
ス
サ
イ
テ
ィ
ス
︑
ル
ネ
・
ユ
イ
グ
︑
ユ
ベ
ー
ル
・
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
︑
ル
イ
・

マ
ラ
ン
︑
ジ
ャ
ン
=
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル
︑
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
セ
ー
ル
︑
ジ
ャ

ン
=
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ー
ベ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
︑
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
︑
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

ジ
ュ
ノ
ー
︑
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
テ
ヴ
ォ
ほ
か
が
︑
大
学
院
の
授
業
に
登
場
し
た
︒
た
だ

し
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
ダ
ニ
エ
ル
・
ア
ラ
ス
は
な
お
埒
外
だ
っ
た
︒

（
49
）  

オ
ラ
ー
ス
・
ヴ
ェ
ル
ネ
ー
の
東
方
趣
味
の
絵
柄
を
表
紙
に
選
ん
だ
︑
筆
者
の
﹃
絵

画
の
東
方
﹄
を
嬉
々
と
し
て
手
に
取
り
「
誰
が
作
っ
た
ん
だ
い
」
と
の
た
ま
っ
た
ウ

ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
は
︑
本
文
が
日
本
語
な
の
を
発
見
し
て
︑「
な
ん
だ
こ
れ
︑
読
め

な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
︑
落
胆
と
と
も
に
そ
れ
を
放
り
出
し
た
︒
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の

要
衝
︑
葡
萄
の
谷
の
オ
ア
シ
ス
都
市
︑
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
で
の
移
動
学
会
最
中
の
夜
の

出
来
事
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
︑
年
代
か
ら
し
て
こ
の
一
件
は
︑
ど
う
や
ら
そ
の
後
︑

西
ア
フ
リ
カ
の
マ
リ
を
︑
西
暦
二
〇
〇
〇
年
に
同
類
の
皆
様
と
旅
し
た
折
の
出
来
事
︒

そ
の
姿
は
︑
今
で
も
筆
者
の
網
膜
に
鮮
明
に
刻
ま
れ
て
残
る
︒
前
者
の
移
動
学
会
の

記
録
は
︑
稲
賀
繁
美
「
橋
と
壁
と
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
あ
ら
た
な
る
欧
亜
学
術
交
流
を

め
ざ
す
中
国
大
陸
移
動
学
会
始
末
」﹃
Ａ
Ｒ
Ｓ
﹄
第
三
号
︑
東
北
芸
術
工
科
大
学
︑

一
九
九
五
年
︑
一
七
〇
︱
二
〇
九
頁
︒

（
50
）  

R
oland B

arthes , R
ésonance des sens, U

niversity of Tokyo C
enter for Philosophy, 

B
ulletin, N

o.2 , 2004 .  

中
国
に
お
け
る
こ
の
段
階
で
の
現
状
報
告
は
︑
董
重
（D

ong 

Q
ing

）
の“A

lors, B
arthes? B

arthes et la C
hine, un rendez-vous m

anqué ” 

が
出
色
で

あ
っ
た
︒
こ
の
会
合
の
稲
賀
に
よ
る
報
告
と
し
て
は「
黄
金
の
三
角
地
帯
を
目
指
し
て
」

﹃
あ
い
だ
﹄
第
九
七
号
︑
二
〇
〇
四
年
一
月
二
〇
日
発
行
︑
三
二
︱
三
五
頁
︒Terry 

E
agleton, A

fter T
heory, 2003

（﹃
ア
フ
タ
ー
・
セ
オ
リ
ー
︱
︱
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を

超
え
て
﹄
小
林
章
夫
訳
︑
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
五
年
）. 

イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
著
作
﹃
詩

を
ど
う
読
む
か
﹄（H

ow
 to Read a Poem

, 2007

）
は
川
本
皓
嗣
の
訳
で
読
む
こ
と
が
で

き
る
（
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一
年
）︒

（
51
）  

C
f. M

aurice Pinguet, “LeTexe Japon, ” Le Texte Japon, Seuil, 2009 , pp.29 -43 .

（
52
）  

稲
賀
繁
美
「
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
あ
る
い
は
「
虚
構
」
と
し
て
の
日
本
」﹃
表
象
と
し

て
の
日
本
﹄
放
送
大
学
教
育
振
興
会
︑
二
〇
〇
四
年
︑
二
四
一
︱
二
五
七
頁
︒

（
53
）  

A
nne-M

arie C
hristin (ed.), H

istoire de l’Écriture, Flam
m

arion, 1998

（
ア
ン
ヌ
=

マ
リ
ー
・
ク
リ
ス
タ
ン （
編
）﹃
世
界
の
文
字
の
歴
史
文
化
図
鑑
﹄
柊
風
舎
︑ 

二
〇
一
二

年
）.

（
54
）  

「
書
は
美
術
な
ら
ず
論
争
」（
一
八
八
二
年
）
に
つ
い
て
は
︑
中
村
義
一
﹃
日
本
美

術
論
争
史
﹄
求
龍
堂
︑
一
九
八
二
年
︒

（
55
）  

小
川
裕
充「
書
画
と
美
術
︱
︱「
今
日
本
の
美
術
史
学
を
振
り
返
る
」に
寄
せ
て
」﹃
美

術
史
論
叢
﹄
第
一
四
号
︑
一
九
九
七
︱
九
八
年
︑
一
五
七
︱
一
六
六
頁
︒
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
後
の
宴
席
で
始
ま
っ
た
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
︑
稲
賀
前
掲
論
評
（
注
36
）

を
参
照
︒

 
 

な
お
︑
以
下
も
参
照
︒
塚
本
麿
充
「
序
章
　
近
代
に
お
け
る
「
中
国
美
術
史
」
の

成
立
と
そ
の
認
識
︱
︱
矢
代
幸
雄
・
滕
固
・
シ
ッ
ク
マ
ン
」︑
お
よ
び
「
は
じ
め
に
　

「
美
術
」
か
ら
「
文
物
」
へ
︱
︱
「
交
流
史
」
を
結
節
点
と
し
た
方
法
論
的
な
若
干
の

考
察
」﹃
北
宋
絵
画
史
の
成
立
﹄
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
平
成
二
十
八
年
︑
一
︱
七
二
頁
︒


