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史
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文
化
交
渉
学
と
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て
の
日
本
美
術
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学
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伸　

生

は
じ
め
に

　

今
日
、
日
本
美
術
史
研
究
、
い
や
、
日
本
に
限
ら
ず
、
世
界
各
国
の
美
術

史
研
究
が
、
既
存
の
枠
組
を
超
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
美
術
史
へ
と
越
境

し
、
さ
ら
に
は
美
術
史
学
と
い
う
枠
組
を
も
超
え
て
、
美
術
以
外
の
分
野
を

扱
う
と
い
う
意
味
で
、
文
化
交
渉
学
へ
と
越
境
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の

こ
と
は
、
美
術
史
学
自
体
に
新
し
い
成
果
を
生
み
出
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
従
来
の
西
洋
美
術
史
研
究
は
、
近
代
国
家
の
枠
を
超
え

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
を
自
由
自
在
に
越
境
し
て
お
り
、
一
つ
な
が
り
の
大

陸
と
い
う
地
勢
学
的
な
性
質
も
あ
っ
て
、
そ
し
て
ま
た
、
芸
術
家
た
ち
の
移

動
が
容
易
で
あ
っ
た
た
め
に
、
密
な
交
流
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら

の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
早
く
か
ら
、
各
国
に
お
け
る
美
術
作
品
の

比
較
研
究
が
進
ん
だ
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
船
舶
や
鉄
道
な
ど
の
交
通
手
段

が
発
達
す
る
に
つ
れ
、
そ
れ
は
現
実
的
に
い
よ
い
よ
容
易
に
な
っ
て
い
っ
た

と
い
っ
て
よ
い
。
少
な
く
と
も
、
日
本
の
よ
う
な
島
国
と
は
違
っ
て
、
西
洋

で
は
、
長
年
月
に
わ
た
っ
て
膨
大
な
数
の
芸
術
家
た
ち
が
国
を
越
え
て
交
流

し
合
い
、
そ
う
し
た
状
況
が
美
術
史
研
究
に
お
い
て
も
成
立
し
や
す
か
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
日
本
美
術
史
研
究
は
、
そ
も
そ
も
「
日
本
美
術
史
」
を
誕
生
さ
せ

た
岡
倉
天
心
（
覚
三
）
の
『
東
洋
の
理
想
』（“T

he Ideals of the East 

w
ith Special to Reference to the A

rt of Japan ” 

一
九
〇
三
年
ロ
ン

ド
ン
刊
）
を
読
め
ば
す
ぐ
さ
ま
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
日
本
と
い
う
枠
を
超

え
た
幅
の
広
い
ア
ジ
ア
美
術
史
的
性
格
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
天
心
以

後
、
次
世
代
の
美
術
史
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
急
速
に
日
本
一
国
主
義
の
日
本

美
術
史
に
収
斂
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
美
術
史
を
創
っ
た
の
は
天

心
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
日
本
一
国
の
美
術
史
を
狙
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

東
ア
ジ
ア
か
ら
南
ア
ジ
ア
ま
で
を
視
野
に
入
れ
た
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
美
術

史
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
心
が
公
的
な
場
か
ら
失
脚
し
、
そ
し
て
死
去
し

た
後
、
日
本
美
術
史
研
究
は
、
天
心
の
ア
ジ
ア
美
術
史
の
流
れ
か
ら
、
ま
る

で
急
旋
回
す
る
よ
う
に
日
本
一
国
に
特
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
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そ
の
流
れ
は
奇
妙
に
も
、
国
際
化
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
第
二
次
世

界
大
戦
以
後
に
お
い
て
、
一
層
拍
車
が
か
か
り
、
研
究
対
象
の
細
分
化
に
伴

っ
て
、
海
外
の
美
術
作
品
と
の
比
較
研
究
は
半
ば
停
滞
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

一
部
の
仏
教
美
術
の
研
究
に
お
い
て
は
、
や
は
り
、
大
陸
の
仏
教
美
術
と
の

比
較
研
究
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
た
め
、
一
定
程
度
の
越
境
が
試
み
ら
れ
た
に

せ
よ
、
日
本
美
術
史
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
一
国
主
義
の
研
究
が
大
勢
を
占
め

た
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
日
本
の
仏
教
美
術
史
研
究
の
場
合
、
大
陸
の
美

術
と
の
比
較
研
究
が
な
さ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
の
多
く
が
、
や
は
り
日
本
を

中
心
と
し
た
比
較
研
究
の
域
を
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
東
ア
ジ

ア
と
い
う
観
点
を
基
軸
に
据
え
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
。
近
年
、
松
田
妙
子
氏
に
よ
る
『
中
国
降
生
像
の
成
立
に
つ
い
て
』
と
い

う
出
色
の
論
文
が
出
さ
れ
、
日
本
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
片
手
を
挙
げ
た

誕
生
仏
の
生
成
に
つ
い
て
極
め
て
興
味
深
い
研
究
が
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
論

文
で
は
、
日
本
の
誕
生
仏
が
、
単
な
る
中
国
の
仏
像
の
影
響
で
は
な
い
と
主

張
さ
れ
、
手
を
挙
げ
た
像
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
で
、
さ
ま
ざ
ま

に
共
時
的
な
展
開
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る）

1
（

。

　

以
上
の
課
題
の
下
、
本
稿
で
は
、
文
化
交
渉
学
的
な
日
本
美
術
史
研
究
の

可
能
性
を
問
う
議
論
を
展
開
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
際
、
林
達
夫
や

シ
ョ
ウ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
に
倣
っ
て
、
多
少
と
も
皮
肉
に
充
ち
た
主
張
が
な
さ

れ
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

一　

文
化
交
渉
学
的
日
本
美
術
史
研
究
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム

　

日
本
美
術
史
研
究
に
お
い
て
、
戦
後
に
お
け
る
研
究
の
極
度
の
細
分
化
は
、

美
術
史
の
流
れ
の
大
き
な
見
通
し
を
見
失
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
人
文
学
の
ど
の
分
野
で
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ

は
学
問
的
に
、
よ
り
緻
密
な
研
究
へ
と
向
か
う
必
然
的
な
道
で
も
あ
っ
た
が
、

他
方
、
各
種
の
学
会
や
研
究
会
の
場
で
は
、
研
究
発
表
の
質
疑
を
め
ぐ
っ
て
、

揚
げ
足
取
り
的
な
細
か
い
質
問
が
増
え
て
い
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
と
り
わ

け
、
細
部
に
こ
だ
わ
る
分
析
的
な
性
格
の
研
究
者
が
多
い
日
本
の
学
問
的
風

土
に
と
っ
て
は
、
こ
の
傾
向
が
著
し
く
、
総
合
的
に
大
き
な
視
野
か
ら
日
本

美
術
史
全
体
を
眺
め
る
研
究
者
は
、
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

そ
の
結
果
、
俯
瞰
的
に
全
体
を
把
握
す
る
総
合
的
な
研
究
者
が
育
ち
に
く
く

な
っ
た
。
つ
ま
り
日
本
で
は
、
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
の
『
美
の
歴
史
』

（“Storia della bellezza ” 2004

）
な
ど
の
研
究
は
世
に
出
に
く
い
。
と
い

う
の
も
、
総
合
的
な
資
質
を
も
つ
研
究
者
は
、
若
い
時
に
そ
の
芽
を
摘
ま
れ

る
と
い
う
嘆
か
わ
し
い
状
況
が
蔓
延
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

大
学
院
生
を
指
導
す
る
教
員
に
も
よ
く
見
受
け
ら
れ
、
学
問
の
幅
を
狭
く
し

て
、
細
部
を
深
く
追
求
す
る
人
材
ば
か
り
が
育
つ
と
い
う
悪
し
き
結
果
へ
と

向
か
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
日
本
美
術
史
研
究
に
絞
っ

て
述
べ
れ
ば
、
細
部
の
緻
密
な
考
察
が
、
全
体
の
妥
当
な
把
握
に
必
ず
し
も

繋
が
ら
な
い
弊
害
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
く
ど
い
言
い
方
で
あ
る
が
、
個
々

の
作
品
の
緻
密
な
解
釈
の
積
み
上
げ
が
、
美
術
史
全
体
の
正
確
さ
に
繋
が
る



文
化
交
渉
学
と
し
て
の
日
本
美
術
史
学

五

と
い
う
の
は
一
つ
の
幻
想
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
学
問
に
は
緻
密
さ

が
要
求
さ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
本
格
的
な
学
問
は
成
り
立
た
な
い
。

全
体
と
部
分
に
わ
た
る
相
互
の
連
関
を
想
定
し
て
研
究
を
行
わ
な
け
れ
ば
、

正
確
か
つ
妥
当
な
美
術
史
研
究
は
生
ま
れ
な
い
。
分
析
的
性
格
が
強
い
日
本

人
の
研
究
者
に
最
も
欠
け
て
い
る
の
が
、
全
体
と
部
分
を
有
機
的
に
結
び
付

け
る
綜
合
的
な
構
想
力
で
あ
る
。
構
想
力
、
す
な
わ
ち
想
像
力
こ
そ
、
学
問

の
最
も
重
要
な
力
で
あ
り
、
過
去
の
偉
大
な
学
問
は
、
す
べ
て
優
れ
た
想
像

力
の
成
せ
る
業
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　

つ
ま
り
、
従
来
の
実
証
的
研
究
の
弱
点
は
、
日
本
美
術
史
学
会
な
ど
の
質

疑
の
あ
り
方
を
見
て
も
明
ら
か
で
、
細
部
の
間
違
い
を
指
摘
、
批
判
す
る
研

究
者
が
多
い
こ
と
か
ら
、
と
く
に
若
手
の
研
究
者
は
委
縮
す
る
こ
と
が
多
く
、

研
究
対
象
を
狭
く
す
る
こ
と
で
、
批
判
を
避
け
よ
う
と
し
、
い
よ
い
よ
細
部

に
拘
泥
す
る
研
究
が
増
え
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
研
究
発
表
の
骨

子
を
理
解
し
、
そ
の
研
究
者
が
大
き
く
育
つ
よ
う
な
本
質
的
か
つ
基
本
的
な

質
問
が
出
に
く
く
な
り
、
休
憩
時
間
に
控
室
で
指
摘
す
れ
ば
よ
い
よ
う
な
細

か
い
間
違
い
探
し
が
、
学
会
発
表
の
公
的
な
場
で
頻
繁
に
な
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
風
潮
は
、
ま
こ
と
に
嘆
か
わ
し
い
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

　

国
際
化
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
が
、
近
年
の
社
会
状
況
か
ら
、
長
ら
く
提
唱

さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
か
な
か
進
展
し
な
か
っ
た
グ
ロ
ー
バ
リ

ズ
ム
の
芽
が
よ
う
や
く
育
っ
て
き
て
、
日
本
美
術
史
研
究
は
、
中
国
を
は
じ

め
と
し
て
、
海
外
へ
越
境
す
る
流
れ
と
な
っ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
学
問
の

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
疑
念
を
抱
く
研
究
者
も
多
く
、
安
易
な
グ
ロ
ー

バ
リ
ズ
ム
は
学
問
を
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
が
、
広
い
世

界
を
見
渡
せ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
進
展
は
、
堰
き
止
め
る
こ
と
の
で
き

な
い
大
き
な
流
れ
で
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い）

2
（

。

　

こ
う
し
た
状
況
下
に
、
新
た
な
「
東
ア
ジ
ア
美
術
史
」
が
浮
上
し
て
き
た
。

日
本
美
術
史
の
一
国
主
義
を
打
破
す
る
た
め
に
、
国
家
を
超
え
て
、
少
な
く

と
も
日
本
、
中
国
、
韓
国
、
台
湾
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
、
ま
た
東
南
ア
ジ
ア
、

そ
し
て
、
イ
ン
ド
な
ど
の
南
ア
ジ
ア
へ
と
越
境
す
る
日
本
美
術
史
研
究
が
そ

れ
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
、
西
洋
や
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
へ
と
拡
張
し
て
ゆ
く
比
較
研
究
に
も
価
値
が
あ
る
。
そ
の
と
き
に
は
、

「
日
本
的
」
と
い
う
言
葉
の
内
容
が
厳
し
く
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い

う
の
も
、「
日
本
的
」
と
思
わ
れ
た
特
質
が
、
海
外
の
作
品
に
も
し
ば
し
ば
見

出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
、
絵
巻
物
は
日
本
独
自
の
画
面
形
式
だ
と

言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
中
国
北
宋
の
開
封
の
街
並
み
の
賑
わ
い
を
描

い
た
中
国
の
《
清
明
上
河
図
》
や
、
一
〇
六
六
年
の
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
エ

ス
ト
を
表
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
《
バ
イ
ユ
ー
の
タ
ピ
ス
リ
ー
》（T

apisserie de 

Bayeux

）
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
主
張
が
根
も
葉
も
な
い
一
国
主
義
の

産
物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

　

単
な
る
影
響
関
係
を
扱
う
比
較
研
究
を
脱
し
て
、
複
雑
に
絡
み
合
う
美
術

作
品
の
存
在
を
、
で
き
る
限
り
事
実
に
即
し
て
考
察
し
解
釈
す
る
美
術
史
学

が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
文
化
交
渉
学
的
な
美
術
史
学
が
想

定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
品
「
甲
」
と
作
品
「
乙
」
の
影
響
関
係
を
指
摘



六

す
る
従
来
の
比
較
研
究
を
打
破
し
て
、
複
数
の
地
域
で
誕
生
し
た
複
数
の
作

品
を
、
影
響
関
係
の
み
な
ら
ず
、
半
ば
自
然
発
生
的
に
誕
生
す
る
、
い
わ
ば

共
時
的
な
関
係
に
お
い
て
考
察
す
る
美
術
史
研
究
が
そ
れ
で
あ
る
。「
共
時

性
」
と
言
え
ば
、
ユ
ン
グ
の
理
論
を
想
起
す
る
研
究
者
が
多
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
言
語
と
表
象
（
イ
メ
ー
ジ
）
の
問
題
は
、
必
ず
し
も
同
一
に
は
語
れ

な
い
側
面
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
論
じ
る
美
術
交
渉
と
し
て
の
共
時
性

に
つ
い
て
は
、
一
応
、
ユ
ン
グ
の
そ
れ
と
は
区
別
し
て
お
き
た
い
。

二　

東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
伝
播
と
離
反

　

京
都
の
狩
野
派
絵
画
な
ど
と
中
国
の
袁
派
の
絵
画
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

か
つ
て
内
藤
湖
南
は
、
両
者
に
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
と
述
べ
た
。
し
か

し
、
わ
ざ
わ
ざ
関
係
が
な
い
と
強
調
す
る
の
は
、
両
者
に
は
ど
こ
か
似
た
所

が
あ
る
と
い
う
胸
騒
ぎ
的
な
気
持
ち
を
湖
南
が
払
拭
で
き
な
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か）

3
（

。
し
か
し
、
湖
南
の
指
摘
以
後
、
京
狩
野
と
袁
派
を
比
較
し
て

論
じ
た
研
究
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
両
者
が
似
て
い
る
、

似
て
い
な
い
、
と
い
う
問
題
を
超
え
て
、
日
本
美
術
史
研
究
が
、
い
よ
い
よ

一
国
主
義
的
な
性
格
を
濃
く
し
て
い
っ
た
た
め
、
日
本
の
外
部
に
位
置
す
る

中
国
や
韓
国
に
目
を
向
け
る
日
本
近
世
絵
画
史
研
究
者
が
い
な
く
な
っ
た
と

い
う
単
純
な
理
由
に
よ
る
。
少
な
く
と
も
、
湖
南
は
、
日
本
と
中
国
を
一
つ

の
地
域
、
す
な
わ
ち
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
他

の
研
究
者
に
よ
っ
て
類
似
が
指
摘
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
日
本
近
世
絵
画
と

袁
派
の
関
係
に
言
及
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
湖

南
に
お
い
て
は
「
東
ア
ジ
ア
美
術
史
」
と
い
う
枠
組
が
成
り
立
っ
て
い
た
わ

け
で
あ
る
。
し
か
し
、
湖
南
以
後
に
進
展
し
た
近
世
絵
画
史
研
究
は
、
京
狩

野
の
狩
野
永
岳
に
つ
い
て
は
、
日
本
美
術
史
の
枠
内
で
対
応
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
狭
い
思
考
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
永
岳

と
同
時
代
の
画
家
た
ち
と
の
比
較
で
は
、
一
旦
、
狩
野
派
の
作
風
か
ら
距
離

を
お
い
て
、
四
条
派
の
写
生
的
作
風
の
影
響
に
言
及
し
、
過
去
に
遡
っ
て
は
、

桃
山
絵
画
と
の
比
較
も
言
及
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
研
究
は
、
大

い
に
成
果
を
上
げ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
一
方
、
研
究
者
の
脳
裏
に
ま
っ
た
く

浮
か
ば
な
か
っ
た
の
は
、
隣
国
の
中
国
の
絵
画
、
す
な
わ
ち
袁
派
ら
の
そ
れ

で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
今
な
お
俎
上
に
上
が
っ
て
い
な
い
朝
鮮
の
絵
画

と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
二
十
一
世
に
入
っ
た
現
時
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
江
戸

時
代
の
画
家
た
ち
が
、
中
国
に
憧
れ
て
い
た
こ
と
は
常
識
で
あ
っ
て
、
な
ぜ

両
者
を
比
較
検
討
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
浮
か
ぶ
が
、
一
国
主
義

の
日
本
美
術
史
研
究
の
枠
内
で
は
、
隣
国
の
絵
画
と
比
較
す
る
と
い
う
考
え

な
ど
、
ま
っ
た
く
想
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
の
も
や
む
を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
、

永
岳
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
江
戸
時
代
の
狩
野
派
の
研
究
自
体
が
無
視
さ
れ

た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
狩
野
派
に
関
し
て
は
、
隣
国
の
絵
画
と
の
比
較
検
討

云
々
の
議
論
が
出
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
他
方
、

隣
国
中
国
の
袁
派
の
研
究
も
ま
た
不
振
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
永
岳
と
袁
派

の
比
較
研
究
が
、
日
本
美
術
史
研
究
か
ら
除
外
さ
れ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。

そ
の
点
で
は
、
日
中
の
近
世
絵
画
へ
の
湖
南
の
着
目
は
、
逆
の
意
味
で
も
価

値
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
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永
岳
ら
の
京
狩
野
派
の
画
家
た
ち
と
袁
派
の
袁
江
や
袁
曜
ら
の
絵
画
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
湖
南
の
い
う
よ
う
に
直
接
の
関
係
が
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
重
要
な
の
は
、
共
時
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者

に
直
接
関
係
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
作
風
の
類
似
か
ら
い
っ
て
、
日

中
の
同
時
代
的
な
共
通
項
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

永
岳
と
袁
派
を
繋
ぐ
何
ら
か
の
作
品
が
存
在
し
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
永
岳
と
袁
派
の
間
に
介
在
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
の
跳
ね
返

り
に
よ
っ
て
、
袁
派
の
作
風
が
、
回
り
ま
わ
っ
て
永
岳
に
届
く
と
い
う
複
雑

な
関
係
で
あ
る
。
そ
の
際
、
同
時
代
の
朝
鮮
の
絵
画
に
も
目
を
向
け
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
従
来
の
美
術
史
学
は
、
共
時
性
と
い
う
こ
と
を
、
過
去
の
文
化

史
的
美
術
史
研
究
に
お
け
る
古
め
か
し
い
不
正
確
な
議
論
だ
と
考
え
嫌
っ
て

き
た
が
、
美
術
史
の
流
れ
全
体
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
共
時
の
関
係
を
排

除
で
き
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
興
味
深
い
文
化
現
象
の
一
つ
と
し
て
、
書
聖

王
羲
之
の
活
動
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
王
羲
之
の
『
蘭
亭
序
』

と
そ
の
絵
画
化
に
つ
い
て
は
、
日
中
の
絵
画
史
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、

東
ア
ジ
ア
美
術
史
を
構
想
す
る
た
め
に
は
、
大
い
に
意
味
の
あ
る
研
究
テ
ー

マ
で
あ
る）

4
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。
中
国
に
端
を
発
し
た
「
蘭
亭
曲
水
図
」
の
絵
画
的
図
様
は
、
日

本
に
お
い
て
も
、
江
戸
時
代
初
期
作
の
狩
野
山
楽
筆
《
蘭
亭
曲
水
図
屏
風
》

（
八
曲
二
双
・
随
心
院
蔵
）
な
ど
を
始
め
と
し
て
、
数
多
く
の
絵
画
に
描
か
れ

て
き
た
が
、
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、「
蘭
亭
曲
水
図
」
と
い
う
図
様
の
伝

播
と
変
容
で
あ
る
。
そ
の
一
事
例
と
し
て
、
江
戸
時
代
後
期
に
活
動
し
た
浦

上
春
琴
の
《
蘭
亭
図
》
に
は
、
王
羲
之
の
『
蘭
亭
序
』
に
関
わ
る
日
中
の
図

様
が
層
を
成
し
て
沈
殿
し
て
お
り
、
文
化
交
渉
学
が
追
求
す
る
、
影
響
、
伝

播
、
融
合
、
離
反
の
諸
相
が
複
雑
に
重
な
っ
て
い
る
た
め
、
時
代
の
変
遷
に

よ
っ
て
起
こ
っ
た
王
羲
之
の
神
聖
化
と
相
俟
っ
て
、
春
琴
の
作
品
は
興
味
深

い
。
た
だ
、
近
代
に
入
っ
て
、
春
琴
の
評
価
は
急
落
し
た
た
め
、《
蘭
亭
図
》

も
ま
た
、
巷
に
埋
没
し
た
絵
画
と
な
っ
た
。
し
か
し
、《
蘭
亭
図
》
は
、
春
琴

初
期
の
力
の
籠
っ
た
作
品
で
あ
り
、
池
大
雅
の
作
風
を
も
想
起
さ
せ
る
に
も

拘
わ
ら
ず
、
残
念
な
が
ら
、
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
絵
画
は
、
未
だ
陽
の
目
を
見
る
こ
と
も
な
く
、

各
地
に
埋
も
れ
て
い
る
。
既
成
の
有
名
画
家
の
有
名
作
品
に
特
化
さ
れ
が
ち

な
日
本
美
術
史
研
究
は
、
一
層
、
作
品
の
新
発
見
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
ろ

う
。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
指
摘
し
て
お
く
と
、
い
か
に
啓
蒙
的
な
活
動
だ
と
い
っ

て
も
、
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
を
相
前
後
す
る
時
期
か
ら
、
繰
り
返

し
伊
藤
若
冲
ば
か
り
を
顕
彰
す
る
展
覧
会
企
画
や
出
版
が
な
さ
れ
た
が
、
そ

の
企
画
は
、
社
会
に
、
美
術
史
研
究
に
、
そ
し
て
鑑
賞
者
に
と
っ
て
、
百
害

あ
っ
て
一
利
な
し
、
の
感
を
拭
え
な
い
。
営
利
を
追
求
し
た
美
術
館
の
企
画

展
覧
会
や
、
企
業
に
巻
き
込
ま
れ
た
商
業
ベ
ー
ス
の
出
版
は
、
美
術
鑑
賞
に

お
け
る
健
全
な
啓
蒙
活
動
を
破
壊
し
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
極
端
な
顕
彰
が
、

作
品
価
格
に
跳
ね
返
っ
て
、
特
定
の
作
品
だ
け
が
高
騰
す
る
と
い
う
社
会
的

な
歪
み
を
生
み
出
し
て
い
る
。
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
頃
に
は
、
各

地
の
骨
董
商
が
、
若
冲
だ
け
が
高
騰
し
、
非
常
に
困
っ
て
い
る
、
と
嘆
い
た
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が
、
そ
の
責
任
を
誰
が
負
う
つ
も
り
な
の
か
、
真
摯
に
問
い
か
け
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
に
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館

で
行
わ
れ
た
明
尾
圭
造
氏
に
よ
る
企
画
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
奇
想
の
画
家
は
も

う
飽
き
た
―
浪
花
の
町
絵
師　

菅
楯
彦
の
世
界
―
」
は
、
そ
う
し
た
問

題
性
を
厳
し
く
問
う
内
容
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

さ
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
以
外
に
、
外
国
と
の
戦
争
で
被
害
を
受
け
た

こ
と
の
な
い
日
本
に
は
、
い
わ
ゆ
る
有
名
画
家
以
外
の
、
忘
れ
ら
れ
た
画
家

た
ち
の
美
術
作
品
が
今
も
な
お
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
大
坂
画
壇
の
画

家
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
江
戸
時
代
後
期
の
京
都
の
写
生
派
画
家
、
た
と
え
ば

原
在
中
を
祖
と
す
る
原
派
や
望
月
玉
蟾
を
祖
と
す
る
望
月
派
な
ど
を
は
じ
め

と
し
て
、
膨
大
に
遺
存
す
る
作
品
の
重
要
性
を
理
解
し
て
い
る
研
究
者
が
ど

れ
ほ
ど
い
る
の
か
、
い
さ
さ
か
疑
問
も
残
る
。
と
い
う
の
も
、
大
坂
画
壇
の

画
家
た
ち
を
振
り
返
っ
て
も
、
そ
れ
に
関
心
を
抱
く
研
究
者
は
き
わ
め
て
少

な
く
、
遺
存
す
る
膨
大
な
大
坂
画
壇
の
作
品
に
つ
い
て
深
く
関
心
を
抱
い
て

い
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
な
ど
、
欧
米
の
研
究
者
に
限
ら

れ
る
。
二
百
年
も
前
の
肉
筆
画
で
、
同
時
代
文
献
や
そ
の
後
の
辞
書
等
に
名

前
が
載
る
画
家
の
作
品
が
、
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
状
況
を
考
え
て
み

る
と
、
こ
れ
は
世
界
中
で
も
、
日
本
の
み
と
い
っ
て
よ
い
珍
現
象
だ
と
い
っ

て
よ
い
。
か
つ
て
、
海
外
か
ら
の
評
価
に
促
さ
れ
て
、
自
ら
も
評
価
せ
ざ
る

を
得
な
い
、
と
気
づ
か
さ
れ
た
写
楽
や
若
冲
に
つ
い
て
の
日
本
国
内
の
評
価

の
あ
り
方
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
大
坂
画
壇
の
評
価
に
つ
い
て
も
、
再
び
海

外
か
ら
、
今
回
は
イ
ギ
リ
ス
あ
た
り
か
ら
湧
き
上
が
る
と
い
う
雰
囲
気
に
な

り
つ
つ
あ
る
。

三　

文
人
画
の
東
ア
ジ
ア

　

大
坂
画
壇
の
忘
却
を
め
ぐ
っ
て
は
、
何
よ
り
も
、
大
坂
の
文
人
画
の
忘
却

が
決
定
的
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
濱
田
杏
堂
や
日
根
対
山
ら
の
大
坂
の

文
人
画
家
は
、
近
代
に
入
っ
て
、
そ
し
て
、
と
り
わ
け
第
二
次
世
界
大
戦
以

後
に
完
全
に
忘
却
さ
れ
た
。
遡
っ
て
み
れ
ば
、
明
治
の
思
想
家
岡
倉
天
心
（
覚

三
）
が
、
田
能
村
竹
田
以
後
の
文
人
画
を
評
価
し
な
か
っ
た
こ
と
に
原
因
が

あ
る
と
も
い
え
る
が
、
そ
も
そ
も
天
心
は
、
大
坂
（
阪
）
画
壇
そ
の
も
の
を

ま
っ
た
く
評
価
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
大
坂
（
阪
）
の
文
人
画
が

忘
却
さ
れ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
加
え
て
、
東
京
一
極
集
中
が
進
む
中
、
戦

後
に
お
け
る
大
阪
企
業
の
衰
退
が
、
そ
の
現
象
に
拍
車
を
か
け
て
、
大
坂
画

壇
の
存
在
そ
の
も
の
が
不
問
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
女
性
画
家
の
生
田

花
朝
を
支
援
し
て
い
た
塩
昆
布
店
の
小
倉
屋
な
ど
の
パ
ト
ロ
ン
が
、
次
々
と

支
援
か
ら
撤
退
し
、
芸
術
活
動
に
関
わ
る
企
業
家
の
存
在
が
希
薄
と
な
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
か
つ
て
は
「
文
人
画
の
大
坂
」（
藤
岡
作
太
郎
）
と
ま
で
言
わ

れ
た
大
坂
の
文
人
画
は
、
日
本
美
術
史
の
傍
流
と
見
な
さ
れ
、
研
究
対
象
か

ら
も
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
も
そ
も
文
人
画
を
嫌
っ
た
天
心
は
、
岡
田
半
江
や
日
根
対
山
ら
の
文
人

画
を
調
査
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
岡
田
半
江
の
《
山
水
図
巻
（
大
川
納
涼
図
）》

（
関
西
大
学
図
書
館
蔵
）
は
、
竹
田
風
の
繊
細
な
線
描
を
特
徴
と
す
る
素
晴
ら

し
い
作
品
で
、
大
坂
文
人
画
の
実
力
を
明
白
に
見
せ
つ
け
る
。
数
多
く
遺
存
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す
る
日
根
対
山
の
山
水
図
も
、
枯
淡
と
い
う
べ
き
渋
い
作
品
が
多
く
、
竹
田

以
降
、
明
治
に
入
っ
て
も
、
日
本
の
文
人
画
は
衰
え
て
い
な
い
証
拠
と
な
っ

て
い
る
。
文
人
画
を
嫌
っ
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
天
心
の
影
響
は
大
き
く
、
藤
岡

作
太
郎
が
高
く
評
価
し
た
大
坂
の
文
人
画
は
、
近
代
が
進
む
に
つ
れ
、
評
価

を
落
と
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る）

5
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。

　

新
た
な
作
品
の
発
掘
を
行
わ
ず
に
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
の
研
究

ば
か
り
に
力
を
入
れ
る
研
究
は
、
既
成
の
「
権
威
」
に
盲
従
す
る
こ
と
に
な

り
、
悪
し
き
名
品
主
義
を
蔓
延
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
美
術
史
家

は
、
も
っ
と
社
会
に
出
て
、
寺
社
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
個
人
宅
や
骨
董
街

を
頻
繁
に
廻
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
関
連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
お
お

よ
そ
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
以
降
、
各
地
の
美
術
館
が
、
美
術
作
品
の

購
入
予
算
を
削
ら
れ
、
資
料
の
収
集
が
頓
挫
し
て
い
る
状
況
は
、
目
を
覆
う

べ
き
嘆
か
わ
し
い
事
態
で
、
こ
れ
で
は
学
芸
員
の
収
集
活
動
が
行
き
詰
ま
り
、

作
品
調
査
の
停
滞
か
ら
、
ひ
い
て
は
作
品
価
格
の
査
定
も
で
き
な
い
学
芸
員

（
美
術
史
家
）
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
作
品
の
評
価
と
そ
の
価
格

の
査
定
と
い
う
作
業
は
、
美
術
史
研
究
と
は
関
係
が
な
い
と
考
え
る
美
術
史

家
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
己
の
専
門
領
域
と
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
、

当
該
の
美
術
作
品
に
関
し
て
価
格
を
査
定
で
き
な
い
美
術
史
研
究
者
と
い
う

の
は
、
何
と
も
頼
り
な
い
。
そ
れ
で
専
門
家
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
、
い
さ

さ
か
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
美
術
史
学
と
い
う

の
は
、「
宝
物
」
の
真
贋
を
判
定
し
、
そ
の
評
価
を
行
う
鑑
定
の
学
問
で
あ
っ

た
わ
け
で
、
学
芸
員
や
美
術
史
研
究
者
の
劣
化
は
、
や
が
て
日
本
の
美
術
史

学
の
衰
退
に
繋
が
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
大
坂
画
壇
の
文
人
画
家
の
濱
田
杏
堂
の
作
品
は
、
池
大
雅
や
与

謝
蕪
村
の
そ
れ
と
比
べ
た
と
き
に
、
作
品
の
質
と
い
う
点
で
は
両
者
に
及
ぶ

べ
く
も
な
い
が
、
杏
堂
の
中
国
趣
味
を
濃
厚
に
示
す
作
品
は
、
明
清
の
絵
画

と
の
関
係
を
考
え
る
と
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
画
面
上
部
に
「
臨
丁
雲

鵬
米
家
法
」
と
記
さ
れ
た
《
山
水
図
（
臨
丁
雲
鵬
）》（
関
西
大
学
図
書
館
蔵
）

な
ど
、
日
中
文
化
の
交
流
を
示
す
一
級
資
料
で
も
あ
り
、
日
本
美
術
史
研
究

が
東
ア
ジ
ア
美
術
史
研
究
へ
と
拡
大
し
て
い
く
中
、
も
う
一
度
、
光
を
当
て

ね
ば
な
ら
な
い
文
人
画
だ
と
い
っ
て
よ
い）

6
（

。

　

大
坂
の
文
人
画
家
と
い
え
ば
、
杏
堂
の
他
に
岡
田
米
山
人
、
岡
田
半
江
、

泉
必
東
、
鼎
春
嶽
、
木
村
蒹
葭
堂
、
少
林
、
十
時
梅
厓
、
福
原
五
岳
、
愛
石
、

魚
住
荊
石
、
金
子
雪
操
、
田
結
荘
千
里
、
藤
九
鸞
、
橋
本
青
江
、
日
根
対
山
、

藤
井
藍
田
、
田
能
村
直
入
な
ど
で
あ
る
が
、
池
大
雅
や
与
謝
蕪
村
、
そ
し
て

田
能
村
竹
田
ら
の
文
人
画
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
に
趣
味
の
あ
る
文
人
画
を
描
い
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
が
東
ア
ジ
ア
の

文
人
画
の
真
の
在
り
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
大

坂
の
文
人
画
家
た
ち
の
絵
画
は
、
今
後
の
日
本
美
術
史
研
究
に
お
い
て
は
、

一
国
主
義
の
日
本
美
術
史
を
脱
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
文
人
画
と
し
て
「
東
ア

ジ
ア
美
術
史
」
と
い
う
新
た
な
枠
組
の
中
で
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四　

近
代
美
術
に
お
け
る
受
容
研
究
か
ら
文
化
交
渉
学
へ

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
近
代
美
術
史
研
究
と
い
え
ば
、
日
本
と
西
洋



一
〇

の
美
術
に
つ
い
て
の
比
較
研
究
が
多
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
周
知
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
主
と
し
て
、
日
本
の
近
代
美
術
が
西
洋
の
近
代
美
術
を
如
何
に
受

容
し
た
の
か
、
と
い
う
研
究
が
大
半
で
あ
っ
た
。
他
方
、
明
治
・
大
正
期
の

絵
画
に
つ
い
て
の
中
国
絵
画
受
容
の
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
進
展
し
な
か
っ
た
。

西
洋
美
術
の
受
容
を
め
ぐ
る
研
究
の
多
く
は
、
西
洋
美
術
に
よ
る
影
響
を
論

じ
た
も
の
で
、
日
本
美
術
に
見
ら
れ
る
西
洋
的
特
質
に
特
化
し
て
な
さ
れ
た

研
究
が
多
い
。
そ
の
場
合
、
研
究
の
立
ち
位
置
が
、
い
き
お
い
西
洋
の
側
と

な
る
場
合
も
多
く
、
歪
ん
だ
日
本
美
術
史
研
究
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
一
例

を
挙
げ
れ
ば
、
日
本
近
代
洋
画
史
研
究
な
ど
に
見
ら
れ
る
西
洋
美
術
の
受
容

研
究
に
お
い
て
は
、
西
洋
の
絵
画
の
方
が
主
人
で
あ
っ
て
、
日
本
の
洋
画
は

そ
の
下
僕
と
い
っ
た
印
象
を
拭
い
き
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
西
洋
を
主
人
と
す

る
植
民
地
主
義
的
な
美
術
史
の
域
を
脱
す
る
こ
と
が
難
し
い
研
究
と
な
り
が

ち
で
あ
っ
た
。
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
や
セ
ザ
ン
ヌ
の
影
響
を
論
じ
た
近
代
洋
画

研
究
、
あ
る
い
は
日
本
画
や
彫
刻
に
つ
い
て
の
研
究
が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、

注
意
を
怠
る
と
、
そ
う
し
た
研
究
は
、
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
研
究
の
付
録
的
な

研
究
、
セ
ザ
ン
ヌ
研
究
の
地
方
版
、
さ
ら
に
厳
し
く
い
え
ば
、
文
化
的
な
植

民
地
版
の
美
術
史
と
な
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
近
代

絵
画
史
な
ど
は
、
西
洋
絵
画
に
よ
る
影
響
の
指
摘
が
中
心
と
な
る
こ
と
で
、

日
本
近
代
絵
画
の
自
立
的
な
性
格
が
見
逃
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
。
と

り
わ
け
、
近
代
洋
画
の
研
究
に
お
い
て
は
そ
う
な
り
や
す
か
っ
た
と
い
っ
て

よ
い
。

　

日
本
の
近
代
洋
画
研
究
の
場
合
、
西
洋
美
術
の
知
識
が
深
い
美
術
史
家
が

手
を
出
し
や
す
い
と
誤
解
す
る
こ
と
か
ら
、
近
代
洋
画
の
研
究
に
お
い
て
は
、

し
ば
し
ば
日
本
人
の
西
洋
美
術
史
家
が
こ
の
研
究
に
参
入
し
て
く
る
こ
と
が

多
い
た
め
、
一
層
そ
う
し
た
傾
向
、
つ
ま
り
、
西
洋
寄
り
の
立
場
で
の
研
究

姿
勢
が
助
長
さ
れ
や
す
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
近
代
洋
画

が
、
西
洋
近
代
絵
画
の
後
塵
を
拝
し
て
、
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
「
植

民
地
の
美
術
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
払
拭
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
近
代

洋
画
の
中
に
、
ど
こ
ま
で
も
西
洋
の
影
を
追
い
求
め
る
研
究
は
、
近
代
洋
画

が
成
り
立
っ
て
い
る
自
立
的
な
基
盤
を
軽
視
し
が
ち
で
あ
る
。
大
正
期
に
活

動
し
た
関
根
正
二
の
絵
画
の
重
要
性
に
つ
い
て
採
り
上
げ
る
だ
け
で
も
、
事

態
は
明
白
で
、
西
洋
絵
画
の
基
準
に
よ
る
優
劣
の
判
定
は
、
関
根
の
絵
画
の

理
解
を
遠
ざ
け
る
。
そ
う
し
た
立
場
の
研
究
は
、
日
本
美
術
史
で
は
な
く
、

西
洋
美
術
史
の
周
縁
の
美
術
史
と
な
る
落
し
穴
に
嵌
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら

の
研
究
は
、
西
洋
美
術
史
研
究
に
疲
れ
た
日
本
の
美
術
史
家
が
、
い
わ
ば
渇

き
を
癒
す
た
め
に
、
取
り
組
み
や
す
い
と
誤
解
し
て
、
日
本
近
代
美
術
の
研

究
に
逃
げ
場
を
求
め
る
「
逃
げ
の
美
術
史
研
究
」
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。

　

そ
う
し
た
研
究
状
況
の
中
で
、
影
響
関
係
中
心
の
研
究
を
脱
し
て
、
美
術

作
品
が
誕
生
す
る
本
来
の
構
造
、
あ
る
い
は
普
遍
的
な
特
質
を
軸
に
し
て
作

品
理
解
を
深
め
る
研
究
が
望
ま
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
影
響
関
係
を
追
及
す
る

研
究
が
重
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
作
家

と
作
品
を
、
そ
れ
が
誕
生
す
る
源
に
立
ち
返
っ
て
考
察
す
る
研
究
が
基
本
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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史
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さ
て
、
日
本
の
近
代
美
術
史
を
東
ア
ジ
ア
へ
と
広
げ
て
い
く
た
め
に
、
日

本
と
台
湾
の
画
家
た
ち
と
の
比
較
研
究
が
興
味
深
い
。
日
本
の
植
民
地
で
あ

っ
た
時
期
の
台
湾
の
女
性
画
家
で
、
日
本
に
留
学
し
、
鏑
木
清
方
、
山
川
秀

峰
に
つ
い
て
日
本
画
を
学
ん
だ
陳
進
は
、
近
代
の
「
日
本
画
」
を
台
湾
に
移

植
し
た
重
要
な
画
家
で
あ
る
。
台
湾
の
日
本
画
、
す
な
わ
ち
膠
彩
画
は
、
第

二
次
世
界
大
戦
後
に
大
陸
か
ら
台
湾
に
や
っ
て
き
た
中
国
人
、
す
な
わ
ち
外

省
人
か
ら
国
画
正
統
の
議
論
が
沸
き
起
こ
り
、「
中
原
正
統
」
の
名
の
も
と
に

批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
膠
彩
画
家
（
日
本
画
家
）
の
陳
進

は
、
日
本
文
化
と
中
国
文
化
と
が
鬩
ぎ
合
う
狭
間
で
苦
悩
に
満
ち
た
生
涯
を

送
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
も
ま
た
、
珍
し
く
貴
重
な
植
民
地
を
め
ぐ

る
文
化
交
流
の
足
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
美
術
史
的
課
題

に
お
い
て
、
文
化
交
渉
学
と
し
て
の
美
術
史
が
成
り
立
つ
出
発
点
が
見
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

五　

近
代
大
阪
画
壇
の
評
価
と
東
ア
ジ
ア

　

大
阪
の
絵
画
の
忘
却
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
大
阪
で
縦
横
に
活
動
し
た

美
人
画
家
の
北
野
恒
富
に
つ
い
て
論
じ
て
み
る
と
、
か
な
り
マ
イ
ナ
ー
な
画

家
た
ち
の
展
覧
会
を
開
催
し
て
、
地
元
の
画
家
た
ち
の
顕
彰
の
手
を
緩
め
な

い
京
都
の
美
術
館
と
比
べ
て
、
大
阪
の
そ
れ
は
寂
し
い
限
り
で
あ
る
。
平
成

十
五
年
（
二
〇
〇
三
）
に
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
滋
賀
県
立
近

代
美
術
館
、
そ
し
て
石
川
県
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
北
野
恒
富
展
を
、
結

局
、
大
阪
の
美
術
館
が
断
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
今
後
長
く
記
憶
に
留
め
ら

れ
る
「
事
件
」
で
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
こ
れ
は
、
大
阪
の
失
点
で
あ
る
。
大

阪
人
は
な
ぜ
大
阪
文
化
を
嫌
う
の
か
。
恒
富
は
、
近
代
の
美
人
画
家
の
中
で

も
傑
出
し
て
お
り
、
東
京
の
鏑
木
清
方
や
京
都
の
上
村
松
園
と
比
べ
て
も
何

ら
見
劣
り
の
し
な
い
画
家
で
あ
る
。
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
制

作
さ
れ
た
恒
富
様
式
の
《
鷺
娘
》
や
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
頃
の
代
表
作

《
宝
恵
籠
》
の
鮮
や
か
な
色
彩
を
誇
る
情
緒
の
あ
る
絵
画
は
い
う
に
及
ば
ず
、

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
描
か
れ
た
《
蓮
池
（
朝
）》
や
昭
和
十
一
年
（
一

九
三
六
）
の
《
い
と
さ
ん
こ
い
さ
ん
》
な
ど
の
渋
い
灰
色
の
色
彩
や
そ
の
筆

触
を
凝
視
す
る
と
、
あ
る
部
分
で
は
、
清
方
や
松
園
を
凌
ぐ
力
量
を
示
し
て

い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
質
の
高
い
絵
画
を
制
作
し
、
圧
倒
的
な
実
力

を
示
す
恒
富
の
評
価
が
遅
れ
た
の
は
、
研
究
者
の
数
も
含
め
て
、
東
京
一
極

集
中
へ
と
向
か
っ
た
日
本
美
術
史
研
究
の
偏
り
を
明
ら
か
に
す
る
。
要
す
る

に
、「
大
坂
（
阪
）」
は
、
東
京
か
ら
見
る
と
ロ
ー
カ
ル
で
、
そ
の
地
の
美
術

は
た
い
し
た
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
偏
見
が
多
く
の
美
術
史
家
の
脳
裏
に
宿

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
に
出
版
さ
れ
た
講
談
社
の
『
日

本
美
術
全
集
22　
洋
画
と
日
本
画
』
を
見
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
谷
角
日
娑
春
、
甲
斐
庄
楠
音
、
池
田
蕉
園
、
梶
原
緋
佐
子

ら
の
、
か
な
り
マ
イ
ナ
ー
な
東
京
や
京
都
の
美
人
画
家
た
ち
が
大
き
く
掲
載

さ
れ
る
中
、
北
野
恒
富
は
完
全
に
除
外
さ
れ
て
い
る）

7
（

。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
補
足
し
て
お
く
と
、
作
品
の
価
値
評
価
の
み
な
ら
ず
、

一
般
的
に
研
究
者
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
自
己
の
立
場
を
絶
対
化
、
あ
る

い
は
正
当
化
し
が
ち
な
「
人
種
」
で
あ
る
。
か
く
い
う
筆
者
も
そ
う
か
も
し



一
二

れ
な
い
。
と
も
か
く
、
そ
の
最
大
の
弱
点
は
、
自
己
の
長
所
を
中
心
に
し
て

他
の
研
究
者
を
評
価
す
る
傾
向
が
強
く
、
自
分
が
も
ち
、
他
人
が
も
た
な
い

場
合
に
は
、
他
の
研
究
者
を
な
じ
る
傾
向
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
彼
は
、
こ
ん

な
こ
と
も
で
き
な
い
の
か
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
の
研
究
者

が
も
っ
て
い
て
、
自
分
が
も
っ
て
い
な
い
能
力
に
つ
い
て
は
無
視
し
が
ち
で

あ
る
。
ま
こ
と
に
研
究
者
と
い
う
の
は
、
自
己
中
心
的
な
輩
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
例
外
的
な
研
究
者
も
い
る
に
は
い
る
が
、
そ
の
数
は
か
な
り
少
な
い
。

　

さ
て
、
美
術
作
品
の
評
価
に
関
連
し
て
述
べ
る
と
、
文
化
史
的
な
意
義
は

高
い
と
は
い
え
、
芸
術
作
品
と
し
て
は
稚
拙
な
高
橋
由
一
の
研
究
に
情
熱
を

注
ぐ
美
術
史
家
た
ち
が
、
芸
術
的
な
香
り
の
高
い
恒
富
に
は
、
ほ
と
ん
ど
関

心
を
示
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
半
ば
は
美
術
史
研
究
の
放
棄
と
も
い

え
る
わ
け
で
、
あ
ま
り
に
も
セ
ン
ス
の
な
い
美
術
史
家
が
増
え
す
ぎ
た
こ
と

に
よ
る
弊
害
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
実
物
を
眼
の
前
で
鑑
賞
し
て
明
白

に
見
て
と
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、《
花
魁
図
》
の
鈍
い
形
態
と
気
持
ち
が
悪
く

て
拙
い
色
彩
か
ら
美
術
史
家
た
ち
は
、
な
ぜ
目
を
そ
ら
す
の
か
。
こ
う
し
た

稚
拙
な
形
態
と
色
彩
を
も
つ
美
術
作
品
を
批
判
す
る
の
が
正
統
な
美
術
史
学

で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
率
直
に
い
え
ば
、
美
的
セ
ン
ス
が
な
く
、
色

や
形
の
良
し
悪
し
に
鈍
感
で
、
本
来
、
美
術
史
学
に
不
向
き
な
研
究
者
が
、

言
葉
に
よ
る
理
屈
に
偏
っ
て
美
術
作
品
に
向
か
い
合
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
考
え
が
、「
古
い
近
代
美
術
史
研
究
」
で
あ

り
、
近
代
の
終
焉
と
と
も
に
、
そ
の
時
代
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
な
ら
、
そ
れ
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
人
間
が
、

優
れ
た
形
態
を
喜
び
、
拙
い
色
彩
を
嫌
う
と
い
う
の
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま

で
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
の
証
拠
と
し
て
は
、
法
隆
寺
の
瓦
の
文
様

や
シ
ャ
ル
ト
ル
大
聖
堂
の
「
王
の
扉
口
」
の
人
像
円
柱
の
美
し
さ
と
繊
細
さ

を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
音
楽
を
聴
く
に
は
、
良
き
耳
が
必
要
で
あ
る
の
と
同

様
に
、
美
術
作
品
を
鑑
賞
す
る
た
め
に
は
、「
眼
の
力
」
が
要
る
わ
け
で
、
こ

の
当
た
り
前
の
こ
と
を
放
棄
し
た
の
が
、
少
し
前
に
流
行
し
た
広
義
の
「
制

度
論
」
の
美
術
史
研
究
だ
と
い
っ
て
よ
い
。「
美
術
作
品
の
評
価
を
行
わ
な

い
」
な
ど
と
、
威
勢
の
良
い
主
張
を
行
っ
た
研
究
者
が
、
他
方
で
、
あ
そ
こ

の
店
の
ラ
ー
メ
ン
は
美
味
く
て
値
段
が
安
い
、
と
言
っ
て
は
ば
か
ら
な
い
。

美
術
作
品
も
ラ
ー
メ
ン
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。

美
術
作
品
の
評
価
を
行
う
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
幼
稚
な
美
術
史
研

究
は
、
美
術
作
品
を
ラ
ー
メ
ン
と
区
別
す
る
意
識
が
濃
厚
で
、
要
す
る
に
、

逆
の
意
味
で
、
美
術
作
品
を
神
聖
化
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の

世
は
値
踏
み
の
市
で
あ
り
、
芸
術
作
品
の
み
な
ら
ず
、
研
究
論
文
も
、
人
間

の
評
価
も
、
す
べ
て
が
評
価
の
対
象
で
あ
る
。
美
術
作
品
の
み
が
そ
の
例
外

で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
制
度
論
的
な
美
術
史
研
究
が
、
既
成
の
権
威
主
義
的

な
美
術
史
を
排
除
す
る
た
め
に
と
っ
た
一
つ
の
立
場
で
あ
る
こ
と
は
理
解
で

き
る
に
し
て
も
、
あ
ま
り
に
も
底
の
浅
い
研
究
に
は
辟
易
す
る
。
制
度
論
に

血
道
を
上
げ
た
研
究
者
の
多
く
は
、
自
己
の
セ
ン
ス
の
悪
さ
に
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
を
抱
い
て
、
理
屈
と
知
識
で
こ
な
せ
る
「
意
味
の
美
術
史
」
と
い
う
研

究
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
意
味
の
世
界
だ
け
で
理
解
で
き
る
と



文
化
交
渉
学
と
し
て
の
日
本
美
術
史
学

一
三

誤
解
し
た
図
像
研
究
一
点
張
り
の
研
究
も
同
様
で
あ
る
が
、
絵
画
の
「
図
像
」

を
重
視
し
た
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
形
の
重
要
性
を
も
見
逃
し
て
は
い
な
い
。

　

さ
て
、
恒
富
と
並
ん
で
大
阪
を
代
表
す
る
菅
楯
彦
に
つ
い
て
も
、
日
本
近

代
美
術
史
に
お
け
る
評
価
は
明
確
に
定
ま
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
大
阪

の
一
部
の
美
術
愛
好
家
た
ち
に
と
っ
て
は
、
重
要
で
愛
す
べ
き
画
家
で
は
あ

る
が
、
楯
彦
は
全
国
的
に
見
て
決
し
て
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。

生
誕
地
の
鳥
取
県
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
何
度
か
顕
彰
の
た
め
の
展
覧

会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
肝
心
の
大
阪
に
お
い
て
は
、
大
規
模
な
楯
彦
展
は
開

催
さ
れ
て
い
な
い）

8
（

。
楯
彦
が
描
い
た
近
代
大
阪
の
風
俗
は
、
美
術
愛
好
家
の

み
な
ら
ず
、
他
の
多
く
の
大
阪
人
の
関
心
を
呼
ん
だ
が
、
絵
画
そ
の
も
の
に

対
す
る
評
価
は
、
意
外
に
低
調
で
あ
る
。
分
か
り
や
す
く
平
明
で
、
さ
っ
ぱ

り
と
し
た
作
風
は
、
か
つ
て
東
京
の
鏑
木
清
方
と
も
比
較
さ
れ
、
大
い
に
人

気
が
出
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
切
れ
味
の
よ
い
レ
リ
ー
フ
状
の
「
面
」

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
対
象
は
、
楯
彦
独
自
の
爽
快
さ
を
示
す
も
の
で
、
こ

れ
こ
そ
が
垢
抜
け
し
た
都
会
の
文
化
の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
逃
せ
ば
、

楯
彦
の
良
さ
は
理
解
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
、
ま
っ
た
く
見
方
を
変
え
て
、
楯
彦
の
絵
画
を
、
現
代
の
漫
画
・

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
比
べ
る
こ
と
で
、
新
た
な
見
方
を
提
唱
し
た
い
。
す
な

わ
ち
、
楯
彦
の
漢
学
を
始
め
と
す
る
古
き
中
国
文
化
に
対
す
る
教
養
と
、
漫

画
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
も
共
通
す
る
明
快
な
作
風
は
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統

を
、
現
代
の
日
本
文
化
に
繋
ぐ
も
の
で
、
二
十
世
紀
末
か
ら
二
十
一
世
紀
へ

と
至
る
日
本
の
絵
画
の
基
本
線
を
明
白
に
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
江
戸

時
代
に
大
坂
で
活
動
し
た
戯
画
作
者
の
耳
鳥
齋
の
再
評
価
に
加
え
て
、
ユ
ー

モ
ア
あ
ふ
れ
る
楯
彦
の
作
風
は
、「
戯
画
の
大
坂
（
阪
）」
を
代
表
す
る
も
の

だ
と
い
っ
て
よ
い
。
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
が
、
俄
然
、
意
味
を
も
っ
て
き
た
今

日
、
い
さ
さ
か
古
め
か
し
い
と
感
じ
ら
れ
た
楯
彦
の
絵
画
は
、
意
外
に
も
斬

新
な
表
現
を
示
し
て
お
り
、
東
ア
ジ
ア
の
近
代
画
家
と
し
て
の
楯
彦
を
、
新

た
な
視
点
か
ら
顕
彰
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

六　
「
共
時
性
」
と
美
術
史
の
東
西

　

ア
ジ
ア
と
西
洋
の
絵
画
に
お
け
る
点
描
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
で
は
、

池
大
雅
ら
の
点
描
表
現
と
フ
ラ
ン
ス
十
九
世
紀
の
ス
ー
ラ
の
そ
れ
と
が
比
較

検
討
さ
れ
て
き
た
が
、
両
者
に
は
影
響
関
係
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
か
ら
、

逆
に
、
二
人
の
点
描
（
点
法
）
の
比
較
は
興
味
深
い）
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。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
点

を
打
つ
（
描
く
）
と
い
う
こ
と
は
、
絵
画
を
描
く
す
べ
て
の
画
家
に
と
っ
て

基
本
的
な
技
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
、
す
べ
て
の
地
域
の
、
ど
の
よ
う

な
画
家
に
と
っ
て
も
、
点
を
描
く
と
い
う
手
と
眼
に
よ
る
活
動
は
、
等
し
く

行
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
微
妙
に
特
質
は
異
な
る
に
せ
よ
、
描
か
れ
た
「
点
」

に
は
共
通
の
特
徴
が
見
て
と
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、
必
然
的
に
「
共
時
性
」

と
い
う
こ
と
に
行
き
着
く
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
作
品
「
甲
」
と
作

品
「
乙
」
の
間
に
、
何
ら
の
関
係
も
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
甲
と
乙
が
酷
似
、

あ
る
い
は
類
似
す
る
と
い
う
場
合
が
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

な
お
、
共
時
性
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
関
西
大
学
大
学
院
の
東
ア
ジ
ア
文

化
研
究
科
が
、
十
年
前
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た
文
化
交
渉
学
の
学
風
を
挙
げ



一
四

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い）
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。
当
研
究
科
か
ら
は
種
々
の
共
時
性
を
め
ぐ
る
研
究

が
生
ま
れ
て
い
る
が
、
美
術
史
学
の
領
域
で
も
、
若
い
研
究
者
の
中
か
ら
、

共
時
性
に
関
わ
る
美
術
史
が
登
場
し
て
き
た）

11
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。

　

さ
て
、
共
時
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、「
黒
」
を
め
ぐ
っ
て
、
二
十
世
紀
後
半

に
活
動
し
た
版
画
家
の
駒
井
哲
郎
と
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
の
オ

デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
の
関
係
が
想
起
さ
れ
る
が
、
確
か
に
、
駒
井
は
ル
ド
ン

の
漆
黒
と
い
わ
れ
る
深
い
黒
に
影
響
を
受
け
て
、
自
己
の
版
画
制
作
の
出
発

点
と
し
た
。
し
か
し
、
注
意
を
喚
起
し
た
い
の
は
、
ル
ド
ン
に
触
発
さ
れ
て

出
発
し
た
駒
井
が
、
や
が
て
は
自
己
の
黒
へ
と
深
化
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
、
影
響
関
係
で
語
ら
れ
る
事
実
を
超
え
て
、
駒
井
と
ル
ド
ン
に

共
通
す
る
資
質
と
で
も
い
う
べ
き
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
。
二
人
は
、
生
命

の
根
源
を
凝
視
す
る
こ
と
で
、
同
じ
、
あ
る
い
は
同
じ
よ
う
な
「
黒
の
生
命
」

に
行
き
着
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
影
響
を
受
け
た
云
々
で
は
な
く
、

日
本
と
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
離
れ
た
別
の
国
に
住
む
二
人
の
芸
術
家
が
、
同
様

の
人
間
的
な
資
質
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
と
い
う
わ
け
で
、
こ
れ
を
単
な
る

影
響
関
係
と
考
え
る
の
は
誤
解
も
は
な
は
だ
し
い
。

　
「
人
間
が
生
き
る
」
と
い
う
基
盤
に
あ
る
生
命
的
な
も
の
、
そ
れ
は
共
時
と

い
っ
て
も
よ
い
生
命
の
泉
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
暮
ら
す
世
界
の
奥
深
く
に

滔
々
と
流
れ
る
見
え
な
い
水
脈
が
顕
現
し
た
も
の
、
そ
れ
が
駒
井
と
ル
ド
ン

の
黒
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
駒
井
は
ル
ド
ン
の
影
響
を
受
け

た
、
と
主
張
し
て
終
わ
る
議
論
は
、
こ
の
二
人
の
画
家
を
理
解
す
る
に
あ
た

っ
て
誤
謬
に
陥
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
両
者
を
比
較
す
る
価
値
は
、
影
響
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
二
人
が
凝
視
し
た
根
源
的
な
「
黒
の
生

命
」
を
比
較
検
討
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
は
生
命
の
根
源
か
ら
の
問

い
に
外
な
ら
ず
、
ま
さ
に
共
時
性
に
繋
が
る
議
論
と
な
ろ
う
。

　

加
え
て
、
点
描
や
「
黒
」
の
表
現
と
同
様
に
、
宗
教
的
な
聖
な
る
荘
厳
の

光
は
、
日
本
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
エ
ジ
プ
ト
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
、

世
界
の
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
、
共
時
的
に
金
色
を
伴
っ
て
表
現
さ
れ
た
。

直
接
の
影
響
関
係
は
見
ら
れ
な
い
に
し
ろ
、
こ
こ
に
は
人
類
に
共
通
の
観
念
、

感
覚
、
表
現
、
受
容
と
い
う
基
盤
が
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
う
し
た
状
況
下
に
あ
る
美
術
作
品
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
、
美

術
史
学
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
回
避
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
共
時
性
を
俎

上
に
載
せ
た
研
究
は
、
実
証
的
で
厳
密
な
学
問
に
は
成
り
難
い
と
い
う
主
張

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
影
響
関
係
を
指
摘
す
る
比
較
研
究
が
、
一
定
の
成
果
を
上
げ
る

と
と
も
に
、
他
方
で
行
き
詰
ま
り
と
な
っ
て
き
た
今
日
、
日
本
美
術
史
研
究

は
、
東
ア
ジ
ア
美
術
史
と
し
て
枠
組
を
拡
大
し
、
直
接
の
影
響
関
係
の
研
究

の
先
を
目
指
す
共
時
的
な
現
象
を
扱
う
研
究
へ
と
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
方
が
、
よ
り
豊
か
な
美
術
史
の
構
築
を
可
能
と
し
、

そ
し
て
、
大
き
な
枠
組
か
ら
美
術
史
の
流
れ
を
見
る
こ
と
で
、
全
体
的
に
眺

め
れ
ば
、「
正
確
な
」
美
術
史
の
構
築
へ
と
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思

え
る
の
で
あ
る
。
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学
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し
て
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日
本
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術
史
学

一
五

七　

日
本
か
ら
東
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ

　

日
本
で
誕
生
し
た
扇
子
が
、
絵
画
（
扇
面
画
）
を
伴
っ
て
中
国
な
ど
の
東

ア
ジ
ア
へ
と
広
が
り
、
さ
ら
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ま
で
運
ば
れ
る
と
と
も
に
、

今
度
は
、
海
外
か
ら
日
本
に
逆
輸
入
さ
れ
る
と
い
う
複
雑
な
移
動
の
状
況
は
、

文
化
交
流
の
興
味
深
い
現
象
で
、
文
化
交
渉
学
的
な
美
術
史
を
構
築
す
る
た

め
の
好
事
例
だ
と
い
っ
て
よ
い）

12
（

。
こ
こ
に
は
、
単
な
る
影
響
関
係
を
超
え
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
独
自
に
育
ま
れ
た
扇
子
（
扇
面
画
）
が
、
個
性
的
な
特
質

を
示
し
つ
つ
、
共
通
の
目
的
を
担
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に

浸
透
し
た
。
扇
面
画
と
い
う
作
品
「
甲
」
が
作
品
「
乙
」
に
影
響
を
与
え
た

に
せ
よ
、
そ
の
後
の
展
開
は
複
雑
で
、
何
重
に
も
影
響
し
合
う
状
況
は
、
単

な
る
「
甲
」
と
「
乙
」
の
影
響
関
係
と
い
う
図
式
を
逸
脱
し
て
、
ま
さ
に
異

文
化
の
衝
突
と
融
合
、
そ
し
て
、
中
国
か
ら
日
本
へ
の
逆
輸
入
と
で
も
い
う

べ
き
流
れ
を
伴
い
な
が
ら
、
新
た
な
「
丙
」
の
誕
生
へ
と
向
か
う
文
化
交
渉

的
な
事
態
を
生
み
出
し
た
。
扇
面
画
は
、
東
ア
ジ
ア
共
通
の
産
物
と
し
て
、

今
日
ま
で
大
量
に
各
国
を
巡
り
回
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
を
始
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
は
、
異
境
の
生
産

物
と
し
て
強
い
関
心
を
呼
び
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
大
き
な
う
ね
り
と
な
っ
て

広
が
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
ス
ペ
イ
ン
独
自
の
大
振
り
の
扇
子
（
扇
面

画
）
が
、
い
か
な
る
地
域
の
扇
子
に
触
発
さ
れ
て
生
ま
れ
た
も
の
か
、
い
さ

さ
か
不
明
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
日
本
の
扇
子
の
影
響
と
は
異
な
る
発
生
と

展
開
を
遂
げ
た
こ
と
も
、
文
化
交
渉
の
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。
加
え
て
、

そ
の
誕
生
に
は
、
直
接
的
な
関
係
で
は
な
い
「
共
時
的
」
な
要
素
も
含
ま
れ

て
い
る
。

　

扇
子
（
扇
面
画
）
の
美
術
交
渉
、
文
化
交
渉
は
、
中
世
の
日
本
と
い
う
周

縁
の
小
国
か
ら
の
発
信
に
よ
っ
て
、
中
心
の
大
国
で
あ
る
中
国
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
中
心
地
域
と
周
縁
地
域
の
主
導
権
を
繰
り

返
し
交
替
さ
せ
な
が
ら
、
き
わ
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
流
動
的
展
開
を
な
し

た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

ス
ペ
イ
ン
の
扇
子
（
扇
面
画
）
に
因
ん
で
一
言
述
べ
て
お
く
と
、
二
十
世

紀
後
半
の
ス
ペ
イ
ン
現
代
美
術
と
日
本
の
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
現
代
美
術
を

媒
介
に
し
て
生
ま
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
現

代
美
術
「
甲
」
か
ら
日
本
現
代
美
術
「
乙
」
へ
の
影
響
と
並
ん
で
、「
甲
」
か

ら
ス
ペ
イ
ン
現
代
美
術
「
丙
」
へ
の
影
響
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
う
し
た
影
響
関
係
か
ら
生
ま
れ
た
日
本
と
ス
ペ
イ
ン
の
現
代
美
術
の
「
乙
」

と
「
丙
」
は
、
双
子
の
兄
弟
と
で
も
い
え
る
共
通
性
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

遠
く
離
れ
た
日
本
と
ス
ペ
イ
ン
の
二
十
世
紀
現
代
美
術
の
酷
似
す
る
作
風
は
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
媒
介
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
厳
密
に
は
「
共
時
的
」

と
は
い
え
な
い
が
、
影
響
関
係
と
共
時
性
の
問
題
を
鮮
明
に
浮
上
さ
せ
る
。

「
共
時
的
な
存
在
」
も
ま
た
、
は
る
か
に
遠
い
影
響
関
係
の
産
物
と
い
え
る
場

合
も
多
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
新
し
い
美
術
史
学
は
、
直
接
の
影
響
関
係
の

研
究
を
超
え
て
、
中
心
と
周
縁
の
交
流
を
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
「
共
時
的
」

な
美
術
作
品
を
扱
う
研
究
を
も
視
野
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

　

美
術
作
品
「
甲
」
と
「
乙
」
の
影
響
関
係
を
追
求
す
る
美
術
史
研
究
は
、

大
き
な
成
果
を
上
げ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
一
方
で
、「
甲
」
と
「
乙
」

の
影
響
関
係
の
研
究
は
、
日
本
美
術
史
の
大
き
な
流
れ
を
俯
瞰
し
た
と
き
に
、

か
な
り
偏
っ
た
研
究
に
陥
る
危
険
性
を
孕
ん
で
も
い
た
。
と
い
う
の
も
、「
甲
」

と
「
乙
」
の
緻
密
な
比
較
研
究
が
、
美
術
史
全
体
の
中
か
ら
特
別
に
抽
出
さ

れ
て
、
そ
の
部
分
の
み
が
特
化
さ
れ
た
場
合
、
美
術
史
全
体
の
流
れ
が
歪
む

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
幕
末
の
洋
風
画
に
つ
い
て
の
研
究

が
、
西
洋
美
術
と
の
緻
密
な
比
較
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
一
方
で
、

同
時
代
の
文
人
画
の
研
究
が
、
ほ
と
ん
ど
進
ま
な
か
っ
た
場
合
、
幕
末
洋
風

画
と
文
人
画
の
流
れ
が
、
幕
末
美
術
史
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
案
配
さ
れ

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

従
来
の
研
究
で
は
、
洋
風
画
の
研
究
は
か
な
り
進
捗
し
た
に
せ
よ
、
幕
末

文
人
画
の
研
究
が
お
ざ
な
り
に
さ
れ
た
た
め
、
幕
末
期
は
、
あ
た
か
も
洋
風

画
が
一
世
を
風
靡
し
、
文
人
画
は
停
滞
し
て
い
た
か
の
印
象
を
受
け
る
。
各

種
の
日
本
美
術
全
集
や
日
本
美
術
史
概
説
を
紐
解
く
と
一
目
瞭
然
で
、
幕
末

期
に
は
洋
風
画
が
時
代
の
脚
光
を
浴
び
て
い
た
か
に
思
わ
れ
、
幕
末
期
の
文

人
画
は
、
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
か
の
印
象
を
受
け
る
。
つ
ま
り
、
幕

末
期
に
は
、
洋
風
画
が
隆
盛
し
、
文
人
画
は
衰
退
し
た
、
と
い
う
誤
っ
た
美

術
史
観
の
成
立
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
な
事
実
は
逆
で
、
ご
く
少
数
の

洋
風
画
家
た
ち
に
対
し
て
、
膨
大
な
数
の
文
人
画
家
た
ち
が
活
動
し
て
い
た
。

そ
う
し
た
事
実
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
美
術
史
家
が
関
心
を
も
つ

美
術
作
品
の
研
究
が
近
視
眼
的
に
特
化
さ
れ
、
時
代
全
体
の
姿
が
俯
瞰
的
に

見
え
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
洋
風
画
に
つ
い
て
の
高
い

評
価
は
、
日
本
社
会
が
近
代
化
を
目
指
す
中
、
西
洋
文
化
を
極
度
に
崇
め
る

西
洋
崇
拝
の
風
潮
が
、
日
本
美
術
史
研
究
者
に
取
り
憑
い
た
結
果
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
甲
」
と
「
乙
」
に
つ
い
て
の
緻
密
な
比
較
研
究
が
、
美
術
史
全
体

の
見
通
し
を
失
い
、
美
術
史
の
正
確
な
流
れ
を
歪
め
て
し
ま
う
と
い
う
事
態

を
防
ぐ
に
は
、
緻
密
な
比
較
研
究
と
並
ん
で
、
大
き
な
枠
組
を
重
視
す
る
共

時
的
な
美
術
史
研
究
を
奨
励
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
直
接
の
比
較

研
究
と
は
別
に
、
共
時
的
と
思
わ
れ
る
「
甲
」
と
「
乙
」
と
の
酷
似
関
係
に

言
及
す
る
美
術
史
研
究
で
あ
る
。「
甲
」
と
「
乙
」
は
、
直
接
関
係
が
な
い
と

し
て
も
、
両
者
の
酷
似
、
あ
る
い
は
類
似
か
ら
、
共
時
的
に
誕
生
し
た
「
甲
」

と
「
乙
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
研
究
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
で
、
時
代
全
体

の
相
対
的
な
関
係
が
、
か
な
り
正
確
に
見
え
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
影
響
、
衝
突
、
融
合
、
離
反
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
甲
」
と
「
乙
」
の

関
係
が
明
ら
か
に
な
り
、
中
心
と
周
縁
の
関
係
を
巻
き
込
ん
だ
、
一
層
複
雑

で
豊
か
な
文
化
現
象
が
姿
を
現
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
を
文
化
交
渉
学
的

な
日
本
美
術
史
学
と
い
っ
て
お
こ
う
。
文
化
交
渉
学
的
な
日
本
美
術
史
学
は
、

こ
う
し
た
共
時
的
な
研
究
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
が
一
層
効
果
を
現
す
東
ア
ジ

ア
美
術
史
へ
と
展
開
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
広
大
な
東
ア
ジ
ア
で
は
、
直
接

の
影
響
関
係
と
並
ん
で
、
距
離
の
離
れ
た
各
地
か
ら
、
よ
く
似
た
美
術
作
品

が
共
時
的
に
誕
生
す
る
状
況
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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学
と
し
て
の
日
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学
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注（
1
） 

松
田
妙
子
「
中
国
降
生
像
の
成
立
に
つ
い
て
」、『
美
術
史
』、
美
術
史
学
会
、
平

成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）、
二
六
六

－

二
八
六
頁
。

（
2
） 
内
藤
湖
南
『
支
那
繪
畫
史
』、
弘
文
堂
、
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）、
一
七
五

頁
。
内
藤
湖
南
「
清
朝
史
通
論
」、『
内
藤
湖
南
全
集
』
第
八
巻
、
筑
摩
書
房
、
昭

和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）、
四
三
九
頁
。
拙
著
「
東
ア
ジ
ア
美
術
交
渉
論
の
構
想

―
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
即
し
た
方
法
論
と
日
本
美
術
史
研
究
」、『
美
術
フ
ォ
ー

ラ
ム
21
』
第
三
十
二
号
、
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
刊
行
会
、
平
成
二
十
七
年
（
二
〇

一
五
）、
一
一
〇

－

一
一
九
頁
。

（
3
） 

同
書
「
東
ア
ジ
ア
美
術
交
渉
論
の
構
想
」、
一
一
六
頁
。

（
4
） 

拙
著
「
蘭
亭
曲
水
図
―
狩
野
山
雪
か
ら
浦
上
春
琴
へ
―
」、『
東
ア
ジ
ア
文

化
交
渉
研
究
』
第
七
号
、
関
西
大
学
大
学
院
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
科
、
平
成
二
十

六
年
（
二
〇
一
四
）、
三
七

－

五
一
頁
。

（
5
） 

藤
岡
作
太
郎
『
近
世
絵
画
史
』、
創
元
社
、
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）、
二

四
二
頁
。

（
6
） 

拙
著
『
大
坂
画
壇
は
な
ぜ
忘
れ
ら
れ
た
の
か
―
岡
倉
天
心
か
ら
東
ア
ジ
ア
美

術
史
の
構
想
へ
―
』、
醍
醐
書
房
、
平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）、
二
五
六
頁
。

（
7
） 

高
階
秀
爾
、
陰
里
鉄
郎
、
田
中
日
佐
夫
編
集
『
日
本
美
術
全
集
22
』（
近
代
の
美

術
Ⅱ
、
洋
画
と
日
本
画
）、
講
談
社
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）。

（
8
） 

鳥
取
県
立
博
物
館
編
『
没
後
五
十
年 

菅
楯
彦
展
―
浪
速
の
粋 
雅
人
の
こ
こ

ろ
』、
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）。

（
9
） 

拙
著
「
点
描
の
東
西
―
大
雅
・
ス
ー
ラ
な
ど
―
」、『
き
ら
め
く
光
・
日
本

と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
点
表
現
』、
静
岡
県
立
美
術
館
、
平
成
十
五
年
（
二
〇
〇
三
）、

一
〇

－
一
四
頁
。
前
掲
書
、
拙
著
『
大
坂
画
壇
は
な
ぜ
忘
れ
ら
れ
た
の
か
』、
一
五

五

－
一
六
四
頁
。

（
10
） 

拙
著
『
日
本
近
世
近
代
美
術
を
中
心
と
す
る
美
術
交
渉
論
』、
関
西
大
学
東
ア
ジ

ア
文
化
研
究
科
学
位
（
博
士
）
論
文
、
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）。

（
11
） 

中
島
小
巻
『
20
世
紀
東
ア
ジ
ア
美
術
の
交
渉
と
共
時
性
―
近
代
洋
画
と
ア
ン

フ
ォ
ル
メ
ル
絵
画
を
中
心
に
―
』、
関
西
大
学
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
科
学
位
（
博

士
）
論
文
、
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）。

（
12
） 

拙
著
「
扇
面
画
の
美
術
交
渉
―
日
本
・
中
国
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ
―
」、『
東

西
学
術
研
究
所
紀
要
』
第
四
六
輯
、
平
成
二
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Reconstructing Studies of Japanese Art History 
as Cultural Interaction Studies

NAKATANI Nobuo

 Studies of a single country’s art history today are no longer unilateral but 
are increasingly transcending national boundaries and infl uencing the studies of 
artwork of diff erent countries around the world. Studies of Japanese art 
history have sought to understand how particular artwork has been infl uenced 
by other work. Major progress has been made in such eff orts. However, as 
meticulous comparison of artwork has become such a dominant part of the 
entire discipline, it has ended up distorting the fl ow of art history. Studies of 
Japanese art history will have to move beyond their fi xation on identifying 
infl uences between artworks, and promote more “synchronic” studies of art 
history that examine art within a larger context.

キーワード：文化交渉学（Cultural Interaction Studies）、日本美術史学（Studies 
of Japanese Art History）、グローバリズム（Glibalism）


