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瞬
時
を
う
つ
す
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
―
―
文
化
学
の
挑
戦
―
―

出
光
佐
千
子

論
文
集
第
三
冊
目
を
出
版
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
瞬
時
を
う
つ
す
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
」
と
い
う
副
タ
イ
ト
ル
を
付
す
こ
と
と
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
風
俗
絵
画
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
主
題
は
、
あ
く
ま
で
事
象
の
瞬
間
の
姿
か
た
ち
で
あ
る
と
い
う
、
至
極
当
た

り
前
で
あ
り
な
が
ら
、
極
め
て
重
要
な
視
点
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
〈
か
た
ち
〉
に
描
か
れ
た
の
か
―
―
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
同
士
で
会
話
を
重
ね
る
中
で
、
私
た
ち
は
、
そ
の

〈
か
た
ち
〉
が
内
包
す
る
過
去
と
未
来
を
結
ぶ
時
空
間
を
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
往
還
し
な
が
ら
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
人
々

し
か
抱
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
特
殊
な
観
念
の
枠
組
み
を
捉
え
直
そ
う
と
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
研
究
会
の
回
数
を
重
ね
る
ご

と
に
私
た
ち
の
関
心
は
、
描
か
れ
た
事
象
の
歴
史
的
な
実
証
に
留
ま
ら
ず
、
描
か
れ
た
事
象
に
織
り
交
ざ
る
虚
実
を
読
み
解
く
こ
と

で
、
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
し
た
美
的
な
演
出
や
、
儀
礼
や
慣
習
か
ら
生
じ
た
絵
の
上
で
の
約
束
事
や
仕
掛
け
、
信
仰
の
イ
メ
ー

ジ
や
地
域
に
根
ざ
し
た
特
殊
な
世
界
観
な
ど
と
い
っ
た
、
人
間
の
営
為
そ
の
も
の
の
原
理
を
探
究
す
る
、
哲
学
的
思
考
（
フ
ィ
ロ
ソ

フ
ィ
ー
）
へ
と
解
釈
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。

風
俗
絵
画
に
は
、
人
々
の
機
知
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
た
機
微
や
、
社
会
の
視
線
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
時
に
は
、
描
き
た
い
と
い
う
画
家
個
人
の
衝
動
的
欲
求
や
、
約
束
事
と
し
て
愚
直
な
ま
で
に
描
き
継

が
れ
て
い
く
う
ち
に
意
味
が
希
薄
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
不
可
解
な
描
写
な
ど
か
ら
も
、
当
時
の
人
々
の
声
や
息
づ
か
い
が
生
彩
に
聞
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こ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
そ
う
し
た
、
社
会
と
い
う
外
側
か
ら
の
視
線
だ
け
で
は
読
み
解
け
な
い
、
画
家
集
団
や
作
者
個
人
の
意
図
や
欲
求
と

い
っ
た
人
間
の
心
の
動
き
や
本
来
の
性
質
に
も
注
目
し
た
こ
と
で
、
個
々
の
作
品
に
秘
め
ら
れ
た
情
熱
や
制
作
さ
れ
た
状
況
に
、
よ

り
迫
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
不
可
解
な
描
写
が
様
々
な
憶
測
を
呼
び
、
様
々
な
解
釈
が
生
み
出
さ
れ
る
。
正

解
の
核
心
ま
で
は
た
ど
り
着
け
な
い
と
分
か
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
の
過
程
の
面
白
さ
に
は
ま
り
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
文
化
学
の
挑
戦
」
と
は
、「
解
釈
」
と
い
う
正
解
の
な
い
文
化
理
解
と
対
峙
す
る
、
私
た
ち
の
挑
戦
で
も
あ
る
。

で
は
、
第
二
論
文
集
の
「
虚
実
を
う
つ
す
機
知
」
か
ら
さ
ら
に
い
っ
そ
う
、
思
索
の
翼
を
広
げ
て
、
本
書
に
展
開
さ
れ
る
フ
ィ
ロ

ソ
フ
ィ
ー
の
世
界
へ
と
入
っ
て
い
こ
う
。
本
書
で
は
、
研
究
会
の
議
論
の
中
で
度
々
登
場
し
た
、「
東
西
」・「
美
」・「
メ
デ
ィ
ア
」・

「
演
出
」・「
信
仰
」
と
い
う
五
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
も
と
に
、
風
俗
絵
画
の
多
義
的
な
解
釈
の
可
能
性
を
提
示
し
た
。

※

※

※

第
１
部
「
東
西
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
と
は
、
地
域
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
き
た
風
俗
絵
画
の
主
題
の
特
色
と
、
そ
の
主
題
が
好
ま

れ
、
あ
る
い
は
避
け
ら
れ
て
き
た
理
由
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
西
に
お
け
る
社
会
の
価
値
観
の
違
い
を
導
き
出
す
方
法
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
で
風
俗
絵
画
は
、
ど
の
よ
う
な
価
値
観
か
ら
派
生
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
１
部
に
は
、
中
世
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
近
代
中
国
・
近
代
日
本
に
お
け
る
風
俗
絵
画
の
成
立
状
況
を
扱
っ
た
三
本
の
論
文
を
収
録
し
た
。

宮
下
規
久
朗
論
文
「
食
事
の
情
景
―
―
西
洋
美
術
に
お
け
る
飲
食
の
主
題
―
―
」
で
は
、
西
洋
絵
画
で
は
飲
食
を
主
題
と
し
た
も

の
が
多
い
が
、
東
洋
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
理
由
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
最
後
の
晩
餐
」
と
い
う
主
題
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
食
事
は
「
聖
餐
」
に
結
び
つ
く
神
聖
な
意
味
を
持
ち
、
食
欲
に
駆
ら
れ
て
貪
り
食
う
「
大
食
」
は
罪
と
さ
れ
、「
よ
き

食
事
」
と
「
悪
し
き
食
事
」
と
が
区
別
さ
れ
て
き
た
。
十
七
世
紀
に
、
農
民
の
生
活
を
描
い
た
風
俗
絵
画
に
近
い
ジ
ャ
ン
ル
が
成
立
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し
た
背
景
に
も
、「
よ
き
食
事
」
を
と
ろ
う
と
願
う
庶
民
の
信
仰
心
の
表
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
分
析
す
る
。

呉
孟
晋
論
文
「
中
華
民
国
期
の
絵
画
に
お
け
る
「
風
俗
」
へ
の
ま
な
ざ
し
」
で
は
、
中
国
社
会
の
規
範
の
中
で
、
風
俗
絵
画
を
享

受
し
た
鑑
賞
者
に
着
目
す
る
。
中
国
と
、
日
本
や
西
洋
が
異
な
る
の
は
、
風
俗
絵
画
の
名
品
を
享
受
で
き
た
層
が
宮
廷
や
文
人
社
会

な
ど
で
あ
る
点
を
挙
げ
、
庶
民
が
展
覧
会
や
メ
デ
ィ
ア
の
流
通
に
よ
り
風
俗
絵
画
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
二
十
世
紀
前
半
に
、

伝
統
的
な
文
脈
を
離
れ
て
登
場
し
て
き
た
風
俗
絵
画
の
主
題
・
表
現
・
制
作
意
図
を
分
析
す
る
。
中
華
民
国
期
に
あ
っ
て
も
、
画
家

た
ち
が
意
識
し
た
の
は
、「
ま
な
ざ
し
」
す
な
わ
ち
、
作
品
が
ど
の
社
会
層
の
眼
に
ふ
れ
る
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
主
題
の
直
接
的

な
描
写
を
避
け
た
「
風
俗
」
と
い
う
表
象
形
態
に
よ
っ
て
、
政
治
的
な
立
場
を
異
に
す
る
鑑
賞
者
に
も
多
義
的
な
解
釈
を
提
示
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
画
家
が
独
自
の
表
現
を
探
究
し
、
清
新
な
画
風
を
展
開
し
て
き
た
こ
と
を
新
た
に
指
摘
す
る
。

近
代
日
本
の
肖
像
画
の
問
題
を
扱
っ
た
中
野
慎
之
論
文
「
近
代
日
本
画
肖
像
考
―
―
観
山
筆
岡
倉
天
心
像
の
周
辺
―
―
」
で
は
、

西
洋
で
は
風
俗
画
の
重
要
な
主
題
で
あ
っ
た
肖
像
画
が
、
日
本
画
の
概
念
が
成
立
し
た
当
初
、
日
本
画
と
は
馴
染
ま
な
い
洋
画
の
領

分
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
、
肖
像
画
の
「
純
東
洋
式
」
で
の
表
現
方
法
の
可
能
性
を
主
張
し
た
ひ
と
り
が
天
心
岡
倉
覚

三
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、
下
村
観
山
に
よ
る
渡
辺
崋
山
の
肖
像
画
学
習
の
意
義
、
す
な
わ
ち
、
東
洋
画
に
お
け
る

人
格
的
肖
似
性
と
西
洋
画
に
お
け
る
外
面
的
肖
似
性
と
の
融
和
表
現
の
学
習
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
作
品
の
詳
細
な
比
較
分
析
か
ら

「
岡
倉
天
心
像
」
の
日
本
絵
画
史
に
お
け
る
史
的
な
位
置
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ま
で
重
視
さ
れ
て
き
た
画
賛
が
近

代
肖
像
画
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
背
景
に
、
像
主
の
人
物
像
を
表
徴
す
る
姿
態
・
持
物
・
着
衣
・
調
度
等
が
加
え
ら
れ
て
い
く
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
風
俗
画
の
画
面
構
成
が
肖
像
画
の
規
範
と
な
っ
た
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。

洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
風
俗
絵
画
は
、
特
殊
な
社
会
秩
序
観
に
従
っ
て
派
生
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
人
々
の
信
仰
や
、
皇
帝
や
文

人
社
会
の
ま
な
ざ
し
、
日
本
画
の
概
念
な
ど
、
地
域
に
特
有
の
伝
統
的
な
価
値
観
を
写
し
出
す
鏡
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
化

の
中
で
、
東
西
の
価
値
観
が
出
会
い
伝
統
的
な
規
範
が
揺
ら
ぐ
た
び
に
、
風
俗
絵
画
は
新
た
な
鑑
賞
者
や
絵
画
表
現
を
獲
得
し
、
反

瞬時をうつすフィロソフィー
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対
に
絵
画
が
展
覧
会
や
出
版
な
ど
の
メ
デ
イ
ア
を
通
じ
て
新
た
な
社
会
秩
序
を
生
み
出
す
力
も
備
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

美
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
価
値
観
を
も
つ
。
美
意
識
や
美
の
価
値
観
は
、
時
代
や
世
相
が
反
映
さ
れ
た
絵
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア

に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
特
定
の
鑑
賞
者
や
享
受
者
を
想
定
し
た
描
写
は
、
美
を
収
め
る
絵
画
の
形
式
に
も
変
化
を
も
た
ら

し
た
。
第
２
部
「
美
の
メ
デ
ィ
ア
」
で
は
、
美
の
価
値
基
準
を
社
会
的
に
作
り
出
す
装
置
に
着
目
し
、
ま
た
、
受
け
手
が
求
め
る
美

を
理
解
し
よ
う
と
し
た
制
作
者
と
受
け
手
と
の
交
流
に
よ
っ
て
、
新
た
な
流
行
を
成
立
さ
せ
て
き
た
美
の
伝
達
手
段
に
も
注
目
す
る
。

倉
橋
正
恵
論
文
「
幕
末
風
刺
画
の
中
の
役
者
評
判
絵
」
は
、
従
来
の
研
究
史
で
は
そ
の
存
在
を
全
く
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

「
役
者
評
判
絵
」
を
と
り
あ
げ
、
幕
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
風
刺
画
史
に
初
め
て
位
置
づ
け
て
い
る
。「
役
者
評
判
絵
」
と

は
、
役
者
の
評
判
を
画
中
に
具
象
化
さ
せ
て
風
刺
し
た
役
者
絵
を
指
す
。
役
者
絵
の
中
で
も
特
異
と
さ
れ
る
そ
の
性
質
を
捉
え
る
た

め
に
、
画
中
の
絵
と
テ
キ
ス
ト
の
主
従
関
係
に
留
意
し
て
分
類
、
展
開
を
考
察
し
、
そ
の
発
生
の
下
地
に
歌
川
派
の
戯
画
の
世
相
風

刺
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
あ
っ
た
点
や
、
反
対
に
「
役
者
評
判
絵
」
の
趣
向
が
原
点
と
な
っ
て
後
世
の
世
相
風
刺
画
へ
展
開
し
て
い
っ
た

例
を
発
見
す
る
。
そ
の
結
果
、「
役
者
評
判
絵
」
は
天
災
を
扱
っ
た
風
刺
浮
世
絵
と
政
治
情
勢
を
扱
っ
た
風
刺
浮
世
絵
の
流
行
の
間

の
ブ
ラ
ン
ク
を
繫
ぐ
存
在
と
確
認
で
き
、
ま
た
、
幕
末
風
刺
画
を
検
討
す
る
際
に
考
察
が
欠
か
せ
な
い
重
要
な
領
域
で
あ
る
こ
と
を

新
た
に
提
言
し
て
い
る
。

中
野
志
保
論
文
「
上
方
役
者
絵
に
お
け
る
中
判
普
及
の
情
景
―
―
画
帖
仕
立
て
と
の
関
連
性
―
―
」
は
、
錦
絵
の
技
法
で
作
ら
れ

る
一
枚
絵
の
役
者
絵
が
、
上
方
で
大
判
型
か
ら
中
判
型
に
変
化
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
上
方
に
お
け
る
役
者
絵
の
享
受
方
法
の
変
化

と
い
う
視
点
か
ら
新
た
な
見
解
を
主
張
す
る
。
判
型
を
年
次
別
に
整
理
し
た
デ
ー
タ
か
ら
、
天
保
の
改
革
以
前
か
ら
中
判
が
作
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
、
細
判
か
ら
大
判
へ
の
移
行
の
と
き
と
同
様
に
、
中
村
歌
右
衛
門
の
名
跡
が
三
代
目
か
ら
四
代
目
に
変
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わ
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
新
し
い
役
者
絵
が
模
索
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
中
判
の
絵
画
表
現
・
画
帖
装
丁
・
一

枚
絵
の
画
面
形
式
の
詳
細
な
観
察
に
よ
り
、
画
帖
と
し
て
の
鑑
賞
方
法
に
最
適
な
判
型
と
し
て
中
判
が
選
ば
れ
た
こ
と
を
新
た
に
指

摘
す
る
。
そ
し
て
、
画
帖
仕
立
て
を
前
提
と
し
た
制
作
の
背
景
に
は
、
天
保
の
改
革
に
よ
る
空
白
期
間
を
経
て
作
画
を
引
き
継
い
だ

新
し
い
世
代
の
絵
師
が
、
三
代
目
の
贔
屓
に
よ
る
貼
込
帖
の
回
覧
と
い
う
上
方
歌
舞
伎
界
で
の
伝
統
に
、
江
戸
に
お
け
る
錦
絵
の
画

帖
化
と
い
う
流
行
を
取
り
入
れ
て
普
及
さ
せ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
推
論
す
る
。

宮
崎
も
も
論
文
「
円
山
派
の
美
人
画
の
展
開
―
―
応
挙
・
素
絢
・
南
岳
の
美
人
画
と
同
時
代
の
美
人
表
現
と
の
関
係
に
注
目
し
て

―
―
」
は
、
円
山
応
挙
と
そ
の
門
下
の
美
人
画
の
展
開
に
つ
い
て
、
従
来
は
円
山
派
の
技
法
内
で
の
検
証
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と

に
対
し
、
新
た
に
、
同
時
代
に
流
行
し
た
江
戸
の
浮
世
絵
美
人
画
や
他
派
の
美
人
画
と
の
関
係
を
、
画
風
の
比
較
検
証
か
ら
明
ら
か

に
し
た
論
文
で
あ
る
。
ま
ず
、
応
挙
が
取
り
入
れ
た
中
国
明
時
代
の
画
家
・
仇
英
の
様
式
で
あ
る
細
身
の
美
人
の
型
や
、
微
妙
に
個

性
を
加
え
た
顔
貌
表
現
は
、
応
挙
と
活
躍
期
が
重
な
る
江
戸
の
浮
世
絵
師
・
春
信
や
歌
麿
に
も
通
じ
る
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
、
応

挙
の
弟
子
で
あ
る
山
口
素
絢
と
渡
辺
南
岳
を
取
り
上
げ
、
素
絢
画
に
は
、
同
時
代
の
浮
世
絵
の
描
法
が
直
接
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
、

応
挙
風
に
艶
麗
さ
が
加
味
さ
れ
て
い
る
点
や
、
軽
快
な
筆
致
を
得
意
と
し
た
南
岳
の
生
気
溢
れ
る
表
現
が
、
十
数
歳
年
長
の
人
気
絵

師
・
祇
園
井
特
の
濃
厚
で
生
々
し
い
表
現
と
交
差
す
る
点
を
新
た
に
指
摘
し
て
い
る
。

舘
野
ま
り
み
論
文
「
出
光
美
術
館
蔵
「
桜
下
弾
弦
図
」
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
問
題
」
は
、「
桜
下
弾
弦
図
」
を
、
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術

館
蔵
「
機
織
図
」
と
、
図
様
や
描
法
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
、
主
題
や
成
立
状
況
、
年
代
の
考
察
な
ど
、
改
め
て
作
品
の
史
的
位
置

づ
け
を
行
っ
た
論
文
で
あ
る
。
上
村
松
園
の
手
記
を
も
と
に
、「
桜
下
弾
弦
図
」
に
は
同
図
の
原
本
が
あ
っ
た
可
能
性
を
挙
げ
、
そ

の
前
提
に
立
っ
て
「
桜
下
弾
弦
図
」
と
「
機
織
図
」
の
描
写
の
粗
密
さ
、
主
題
選
択
の
違
い
を
確
認
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
今
ま
で

等
閑
視
さ
れ
て
き
た
領
域
と
し
て
、
画
中
の
歌
や
文
を
検
討
す
る
こ
と
で
、「
機
織
図
」
に
は
中
世
歌
謡
調
の
音
数
律
を
持
つ
隆
達

節
が
、「
桜
下
弾
弦
図
」
に
は
寛
永
期
に
始
ま
る
近
世
歌
謡
調
の
音
数
律
の
文
句
が
並
ぶ
こ
と
を
指
摘
し
、
両
者
が
一
双
の
屛
風
と

瞬時をうつすフィロソフィー
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し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、「
桜
下
弾
弦
図
」
が
そ
の
原
本
と
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
時
代
に
描
か
れ
た
可
能
性
を
導
き
出

す
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
機
織
図
」
を
寛
永
期
、
所
在
不
明
の
「
桜
下
弾
弦
図
」
の
原
本
を
寛
永
期
末
期
、「
桜
下
弾
弦
図
」
を
又
兵

衛
風
が
ま
だ
流
行
し
て
い
た
十
七
世
紀
後
半
の
制
作
と
結
論
づ
け
る
。

以
上
の
四
論
文
は
、
論
述
の
対
象
や
視
角
は
異
な
る
が
、
各
時
代
に
、
特
有
の
享
受
方
法
や
鑑
賞
方
法
に
よ
っ
て
「
美
」
の
か
た

ち
が
形
成
さ
れ
、
ま
た
、「
役
者
絵
」
や
「
美
人
画
」
と
い
う
人
気
の
主
題
の
姿
を
借
り
て
、
社
会
風
刺
や
艶
麗
な
遊
女
と
い
う
内

容
で
享
受
者
を
喜
ば
す
趣
向
が
登
場
す
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
享
受
者
の
求
め
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
趣
向
を
凝
ら
し
て
ゆ
く
現

象
は
、
多
様
な
「
美
」
を
内
包
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
絵
画
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

第
３
部
「
演
出
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
は
、
絵
画
が
成
立
し
た
仕
組
み
を
他
の
作
品
の
み
な
ら
ず
、
思
想
や
故
実
に
照
ら
し
な
が
ら

絵
画
の
意
味
を
解
釈
す
る
見
方
で
あ
る
。
絵
画
に
よ
っ
て
何
か
を
演
出
す
る
と
い
う
こ
と
は
、〈
か
た
ち
〉
の
意
味
そ
の
も
の
で
は

な
く
、〈
か
た
ち
〉
か
ら
何
か
を
読
み
取
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
絵
画
に
描
か
れ
た
も
の
を
通
し
て
、
当
時
の
美
意
識
や
意
図
を

再
現
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
絵
画
と
文
献
、
絵
画
と
絵
画
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
演
出
の
深
さ
や
、
絵
画
が
描
写
を
超
え
て
他

の
意
味
へ
と
転
換
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
３
部
に
は
、
描
写
や
表
現
の
世
界
そ
の
も
の
が
歴
史
的
・
文
化
的

な
意
味
を
な
す
論
を
収
め
た
。

松
本
郁
代
論
文
「『
古
今
和
歌
集
』
注
釈
に
み
る
秘
説
の
視
覚
性
―
―
見
立
て
と
時
空
間
の
構
成
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
は
、『
古
今

和
歌
集
』
巻
十
物
名
部
に
収
め
ら
れ
た
和
歌
の
注
釈
書
、
江
戸
時
代
写
『
古
今
相
伝
深
秘
』
第
一
（
内
題
「
古
今
和
歌
集
相
伝
抄
深
秘

勘
」）
に
掲
載
さ
れ
た
「
を
か
た
ま
の
木
」
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
と
図
像
の
解
釈
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
本
注
釈
書
は
、
和
歌
の

一
流
派
に
伝
え
ら
れ
た
秘
伝
書
で
は
あ
る
が
、
和
歌
の
字
句
に
沿
っ
た
実
証
的
な
注
釈
で
は
な
く
、
注
釈
の
叙
述
と
描
写
を
通
し
て
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別
次
元
の
世
界
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
中
世
以
降
、
和
歌
注
釈
の
秘
説
化
が
進
め
ら
れ
る
中
、
注
釈
書
に
写
さ
れ
た
一
見
、
秘
説
と

図
像
の
関
係
が
何
を
意
味
す
る
の
か
解
ら
な
い
図
像
を
、
秘
説
の
意
味
と
図
像
の
か
た
ち
、
思
想
的
背
景
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
須
弥
山
図
を
構
想
し
た
図
像
で
あ
る
点
を
導
い
た
。
ま
た
、
前
近
代
的
な
テ
キ
ス
ト
と
図
像
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
注
釈
の
視

覚
性
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

う
ち
い
で

吉
住
恭
子
論
文
「「
打
出
」
―
―
女
房
装
束
に
よ
る
美
の
演
出
と
そ
の
歴
史
的
変
遷
―
―
」
は
、
平
安
時
代
の
絵
巻
物
や
文
献
史

料
に
登
場
す
る
「
打
出
」
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。「
打
出
」
と
は
、
寝
殿
造
に
お
け
る
ハ
レ
の
儀
式
に
際
し
て
、
御
簾
の
下
か

ら
女
房
装
束
の
袖
口
や
褄
先
の
一
部
を
打
ち
出
し
、
そ
の
美
し
さ
を
演
出
し
た
状
態
を
指
す
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
に
は
、
人
間
（
女

性
）
に
よ
る
演
出
と
、
人
間
不
在
の
装
束
（
も
の
）
だ
け
に
よ
る
演
出
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
有
職
故
実
や
服
飾
史

研
究
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
た
め
、
な
ぜ
二
つ
の
打
出
の
状
態
が
混
在
し
て
い
た
の
か
不
明
で
あ
っ
た
。
本
論
文
で
は
日

記
史
料
か
ら
そ
の
歴
史
的
変
遷
を
た
ど
り
、
女
性
に
よ
る
美
意
識
の
表
現
と
し
て
創
出
さ
れ
た
「
打
出
」
が
、
次
第
に
男
性
側
か
ら

も
晴
儀
の
空
間
を
演
出
す
る
一
要
素
と
し
て
関
心
を
引
く
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
男
性
が
「
打
出
」
を
差
配
す
る
よ
う
に
な
る
な

ど
、
様
々
な
事
例
が
積
み
重
ね
ら
れ
な
が
ら
故
実
化
さ
れ
、
人
間
不
在
の
装
束
だ
け
に
よ
る
「
打
出
」
が
現
れ
た
と
し
た
。
女
性
に

よ
る
「
打
出
」
も
「
女
房
出
袖
」
や
「
押
出
」
と
し
て
存
続
し
、
当
時
の
「
打
出
」
と
は
区
別
さ
れ
た
た
め
、
従
来
の
「
打
出
」
の

定
義
の
再
考
を
促
し
て
い
る
。

松
本
直
子
論
文
「
吉
祥
画
と
し
て
の
四
季
耕
作
図
―
―
狩
野
永
岳
筆
《
四
季
耕
作
図
屛
風
》
を
中
心
に
―
―
」
で
は
、
中
国
の

「
鑑
戒
画
」
の
一
種
で
あ
る
「
耕
織
図
」
が
室
町
時
代
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
江
戸
時
代
に
吉
祥
画
へ
と
意
味
が
変
化
し
た
過
程
を
、

江
戸
時
代
後
期
に
京
都
で
活
躍
し
た
狩
野
永
岳
の
「
四
季
耕
作
図
屛
風
」
を
手
が
か
り
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
永
岳
作
品
の
様
式

や
図
様
の
描
法
、
技
法
の
分
析
を
通
じ
て
、「
耕
織
図
」
が
「
四
季
耕
作
図
」
と
し
て
吉
祥
画
と
な
っ
た
過
程
に
は
、「
耕
作
図
」
と

は
本
来
無
関
係
な
中
国
絵
画
の
伝
統
で
あ
る
長
寿
や
多
産
、
子
孫
繁
栄
を
意
味
す
る
吉
祥
図
が
取
り
込
ま
れ
融
合
し
た
結
果
で
あ
る

瞬時をうつすフィロソフィー
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と
し
、
図
様
の
変
遷
か
ら
絵
画
の
意
味
を
論
証
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
三
論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
描
写
の
時
代
や
媒
体
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
絵
画
を
構
成
す
る
〈
か
た
ち
〉
と
し
て
の
描
写

が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
追
究
に
よ
っ
て
表
現
や
か
た
ち
に
歴
史
や
文
化
的
役
割
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら

れ
る
。

第
４
部
「
信
仰
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
」
は
、
寺
社
に
対
す
る
信
仰
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
な
景
観
の
描
写
を
生
み
出
す
か
、
と
い

う
絵
画
か
ら
読
み
取
る
信
仰
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
問
題
と
す
る
。
寺
社
の
景
観
を
読
み
解
く
こ
と
は
、
戦
乱
後
の
復
興
や
勧
進
活

動
、
寺
社
を
描
く
工
房
や
画
家
集
団
、
祭
礼
そ
の
も
の
の
変
容
な
ど
、
寺
社
の
背
景
に
広
が
る
歴
史
や
信
仰
の
あ
り
方
、
制
作
者
や

制
作
の
意
図
を
導
く
こ
と
で
あ
る
。

森
道
彦
論
文
「
狩
野
元
信
「
釈
迦
堂
縁
起
絵
巻
」（
清
凉
寺
）
の
制
作
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
永
正
十
二
年
（
一
五
一
五
）
頃
に
成
立

し
た
狩
野
元
信
「
釈
迦
堂
縁
起
絵
巻
」（
清
凉
寺
）
の
テ
キ
ス
ト
と
表
象
の
分
析
を
通
じ
て
、
本
絵
巻
が
応
仁
・
文
明
の
乱
後
に
お
け

る
清
凉
寺
本
尊
の
移
座
・
洛
中
流
浪
・
帰
座
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
れ
を
と
り
ま
い
た
勧
進
集
団
や
特
定
の
信
者
組
織
を
記
録
・

顕
彰
し
た
も
の
で
あ
る
点
を
導
き
、
寺
社
縁
起
絵
巻
と
し
て
の
意
義
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
清
凉
寺
境
内
に
生
身
像
で
あ

り
信
仰
の
中
心
と
さ
れ
た
本
尊
を
納
入
す
る
シ
ー
ン
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
場
面
を
、
平
安
前
期
の
清
凉
寺
創
建
と
本
尊
迎
接
と

い
う
物
語
場
面
と
、
多
く
の
参
詣
者
が
集
う
中
で
本
尊
が
帰
還
納
入
さ
れ
る
と
い
う
文
明
九
年
の
現
実
光
景
と
の
、
ダ
ブ
ル
・
イ
メ

ー
ジ
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

米
倉
迪
夫
論
文
「
四
天
王
寺
図
に
つ
い
て
の
覚
書
―
―
『
一
遍
聖
絵
』、
掛
幅
本
『
聖
徳
太
子
伝
絵
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
は
、

『
一
遍
聖
絵
』
と
掛
幅
本
『
聖
徳
太
子
伝
絵
』
に
描
か
れ
た
「
四
天
王
寺
図
」
の
景
観
図
の
分
析
を
通
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
景
観
図
の
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性
質
か
ら
四
天
王
絵
所
と
の
関
係
を
示
唆
し
た
論
で
あ
る
。『
一
遍
聖
絵
』
は
、
制
作
し
た
絵
師
達
が
極
め
て
正
確
な
知
識
を
持
ち

合
わ
せ
描
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
景
観
図
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
聖
徳
太
子
伝
絵
』
は
、
四
天
王
寺
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
場
所
が
ほ

と
ん
ど
定
型
化
さ
れ
た
景
観
図
で
あ
り
、
本
證
寺
本
や
妙
源
寺
旧
蔵
本
な
ど
制
作
年
代
に
差
が
あ
る
異
本
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
第
一
幅
の
画
面
の
図
様
が
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
伝
記
絵
制
作
や
太
子
伝
図
様
の
管
理
に
関
し
て
共
通
す
る
シ
ス
テ

ム
が
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
と
し
、
四
天
王
寺
周
辺
に
お
け
る
中
世
絵
画
の
工
房
の
あ
り
よ
う
を
論
じ
て
い
る
。

下
坂
守
論
文
「
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
「
日
吉
山
王
祭
礼
図
屛
風
」
に
見
る
中
世
の
日
吉
祭
」
は
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
「
日

吉
山
王
祭
礼
図
屛
風
」
に
描
か
れ
た
中
世
の
日
吉
祭
の
様
態
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
絵
画
の
分
析
を
通
じ
、
日
吉
祭
が
湖
上
の

み
な
ら
ず
陸
上
で
も
執
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
場
所
と
し
て
唐
崎
の
「
南
浜
」
を
導
き
、
ま
た
、
七
頭
の
神
馬
が
神
事
に
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
点
を
挙
げ
た
。
さ
ら
に
近
世
以
降
の
日
吉
祭
を
描
い
た
絵
図
に
よ
っ
て
、
実
際
の
鳥
居
や
神
事
が
行
わ
れ

る
建
物
の
位
置
や
機
能
を
確
定
し
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
サ
ン
ト
リ
ー
本
の
画
面
右
か
ら
左
へ
移
動
す
る
民
衆
が
、
神
事
の
参
拝

を
目
的
に
急
ぐ
人
々
と
し
て
論
証
し
た
。
ま
た
多
く
の
従
者
を
従
え
「
南
浜
」
の
祭
場
に
至
ら
ん
と
す
る
一
人
の
武
士
を
、
屛
風
の

発
注
者
の
候
補
と
捉
え
、
こ
の
武
士
を
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
に
坂
本
に
半
年
滞
在
し
て
い
た
長
尾
景
虎
（
上
杉
謙
信
）
と
推
定
し
た
。

以
上
の
論
は
、
絵
画
を
通
じ
て
制
作
者
の
集
団
や
意
図
が
何
を
表
現
し
た
の
か
、
そ
の
描
き
方
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
し
て
お

り
、
寺
社
の
景
観
を
ど
の
よ
う
に
信
仰
の
〈
か
た
ち
〉
と
し
て
表
現
す
る
か
、
と
い
う
課
題
に
挑
戦
し
て
い
く
歴
史
的
過
程
を
読
み

解
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。

※

※

※

風
俗
絵
画
は
い
っ
た
い
い
く
つ
の
顔
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
飲
食
、
祭
礼
、
役
者
、
美
人
、
農
村
、
都
市
、
寺
社
、
装
束

―
―
実
際
に
は
、
こ
れ
ら
日
常
の
ハ
レ
と
ケ
に
取
材
し
た
主
題
の
裏
に
、
別
の
主
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

本
書
に
収
め
ら
れ
た
論
文
か
ら
見
え
て
き
た
も
の
は
、
通
俗
的
な
人
気
の
主
題
に
姿
を
借
り
た
、
よ
り
高
次
元
の
主
題
で
あ
る
。
そ

瞬時をうつすフィロソフィー

11



れ
ら
は
信
仰
、
国
家
安
寧
、
世
相
風
刺
、
遊
里
、
秘
説
、
演
出
な
ど
、
抽
象
的
で
内
容
の
直
接
的
な
描
写
が
難
し
い
も
の
や
、
あ
る

い
は
直
接
的
な
表
現
が
社
会
的
に
避
け
ら
れ
て
き
た
も
の
や
、
吉
祥
・
幸
福
の
よ
う
に
誰
も
が
好
む
故
に
、
他
の
主
題
と
融
合
し
現

在
で
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
主
題
も
あ
る
。

本
書
に
収
め
ら
れ
た
十
三
本
の
論
文
は
、
執
筆
者
の
専
門
性
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
専
門
分
野
以
外
の
方
法
論
を
取
り
込
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
今
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
風
俗
絵
画
の
も
う
一
つ
の
顔
を
、
斬
新
な
切
り
口
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
絵
画
の
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
も
、
特
に
風
俗
絵
画
は
、
人
間
の
感
性
に
強
く
訴
え
か
け
る
不
思
議
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
秘
め

て
い
る
。
制
作
当
初
に
持
っ
て
い
た
社
会
的
な
文
脈
を
離
れ
て
、
人
々
の
生
活
の
営
為
が
独
立
し
た
主
題
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
長

い
年
月
を
か
け
て
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々
に
喜
ば
れ
る
美
の
〈
か
た
ち
〉
と
し
て
醸
成
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
美
の
〈
か
た

ち
〉
が
強
烈
な
印
象
を
放
ち
、
あ
る
い
は
そ
の
一
部
が
定
型
と
な
っ
て
人
々
の
記
憶
に
擦
り
込
ま
れ
て
き
た
た
め
に
、
制
作
当
初
に

〈
か
た
ち
〉
が
物
語
っ
て
い
た
は
ず
の
本
来
の
主
題
を
置
き
去
り
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

本
書
を
貫
く
視
点
の
一
つ
は
、
美
の
〈
か
た
ち
〉
に
託
さ
れ
た
制
作
者
の
意
図
や
欲
求
、
も
し
く
は
制
作
者
自
身
の
姿
を
、
特
定

の
享
受
者
層
や
注
文
層
を
想
定
し
な
が
ら
、
露
わ
に
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
制
作
者
は
、
風
俗
絵
画
が
本
来
担
っ
て
い
る
、
社
会

秩
序
を
表
す
鏡
と
し
て
の
役
割
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
享
受
者
層
の
要
求
の
変
化
に
あ
わ
せ
て
、
新
し
い
趣
向
や
清
新
な
画
風
を
取

り
入
れ
て
き
た
。
趣
向
を
凝
ら
し
た
美
の
「
演
出
」
は
、
さ
ら
に
新
し
い
享
受
者
を
獲
得
し
て
、
そ
こ
に
別
の
立
場
か
ら
意
味
や
機

能
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
一
方
で
「
信
仰
」
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
強
い
〈
か
た
ち
〉
の
定
型
化
と
そ
の
集
積
を
促
し
て
き
た
が
、

画
家
た
ち
は
そ
れ
ら
の
約
束
事
に
沿
っ
た
〈
か
た
ち
〉
を
用
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
様
々
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
加
え
て
、
美
的
な
魅
力
を

現
出
さ
せ
て
き
た
。
そ
し
て
、
近
現
代
に
到
る
ま
で
「
東
西
」
の
価
値
基
準
が
出
会
い
、
様
々
な
視
線
が
複
雑
に
交
差
す
る
中
で
、

そ
の
時
代
の
享
受
者
に
喜
ば
れ
る
「
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
、
風
俗
絵
画
を
描
き
続
け
て
き
た
画
家
た
ち
の
力
量
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
風
俗
絵
画
の
魅
力
は
、
そ
の
よ
う
な
絵
画
と
し
て
の
趣
向
の
面
白
さ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
絵
画
資
料
に
よ
る
分
析

だ
け
で
は
不
可
解
な
描
写
を
内
包
す
る
の
も
大
き
な
魅
力
で
あ
る
。
本
書
に
収
め
ら
れ
た
各
論
文
は
、
画
中
の
テ
キ
ス
ト
と
の
関
係
、

日
記
資
料
、
故
事
、
画
家
の
手
記
な
ど
を
手
が
か
り
と
し
た
探
究
に
よ
っ
て
、
新
し
い
解
釈
が
切
り
開
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
当
時

の
人
々
の
生
活
や
観
念
に
近
づ
こ
う
と
す
る
、
そ
う
し
た
探
究
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
意
図
的
に
視
覚
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の

存
在
に
も
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

人
間
の
営
為
の
、
あ
る
特
定
の
瞬
間
の
姿
を
美
的
に
留
め
た
風
俗
絵
画
は
、
実
際
に
は
、
虚
実
が
入
り
交
じ
る
、
ど
こ
に
も
存
在

し
な
い
時
空
間
を
う
つ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
制
作
さ
れ
た
時
期
と
描
か
れ
た
景
観
年
代
が
必
ず
し
も
重
な
ら
ず
、
ま
た
、

当
時
の
社
会
制
度
や
観
念
と
一
致
し
な
い
描
写
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
描
か
れ
た
事
象
は
、
人
々
が
未
来
に
残
し

た
か
っ
た
、〈
生
〉
の
瞬
間
の
〈
か
た
ち
〉
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
過
去
の
事
象
の
中
で
、
正
確
な
知
識
を
持
っ
て
視
覚
化
さ
れ
た
も
の
と
、
視
覚
化
す
ら
さ
れ
な
か
っ
た
も
の

が
生
じ
た
の
か
。
な
ぜ
、
定
型
化
さ
れ
た
も
の
と
、
想
像
に
任
せ
た
視
覚
化
が
許
さ
れ
た
も
の
が
生
じ
た
の
か
―
―
私
た
ち
の
哲
学

的
思
考
は
、
こ
れ
か
ら
も
限
り
な
く
続
く
の
で
あ
る
。

※

※

※

二
〇
〇
五
年
夏
に
風
俗
絵
画
研
究
会
が
発
足
し
て
、
驚
い
た
こ
と
に
十
年
近
く
経
過
し
た
。
こ
の
年
月
の
間
に
、
最
初
は
博
士
課

程
の
学
生
で
あ
っ
た
参
加
者
も
、
気
が
つ
け
ば
大
学
や
美
術
館
、
博
物
館
な
ど
で
中
核
を
担
う
研
究
者
と
な
っ
て
い
た
。
発
足
当
初

か
ら
の
メ
ン
バ
ー
に
加
え
て
、
最
近
で
は
、
私
た
ち
の
十
歳
年
下
の
若
手
研
究
者
も
参
加
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
世
代
を
超

え
て
議
論
が
活
発
に
で
き
る
環
境
も
、
お
互
い
の
専
門
領
域
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
、
し
な
や
か
な
研
究
姿
勢
が
発
足
当
初
か
ら
変

わ
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
思
う
。

終
わ
り
な
き
解
釈
と
い
う
地
平
の
彼
方
に
、
私
た
ち
が
見
出
し
た
も
の
は
結
論
で
は
な
く
、
知
の
宝
庫
と
し
て
の
風
俗
絵
画
で

瞬時をうつすフィロソフィー
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あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
風
俗
絵
画
は
、
様
々
な
貴
重
な
人
々
と
の
出
会
い
を
私
た
ち
に
も
た
ら
し
、
絵
画
の
豊
饒
な
見
方
を
授

け
て
く
れ
た
。

二
〇
〇
九
年
に
第
一
弾
、
二
〇
一
二
年
に
第
二
弾
の
論
文
集
を
出
版
し
た
こ
と
に
続
き
、
こ
の
度
の
第
三
弾
の
出
版
は
、
研
究
会

メ
ン
バ
ー
の
長
き
に
わ
た
る
情
熱
の
賜
物
で
あ
る
。
執
筆
者
を
は
じ
め
、
思
文
閣
出
版
に
は
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
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あ
と
が
き

編
者
た
ち
が
出
会
っ
て
か
ら
約
十
年
の
月
日
が
経
つ
。
本
書
の
研
究
母
体
で
あ
る
風
俗
絵
画
研
究
会
も
初
回
の
開
催

か
ら
十
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
間
、
三
冊
の
論
文
集
を
世
に
出
せ
た
の
は
、「
風
俗
絵
画
」
と
い
う
一
つ

の
研
究
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
す
テ
ー
マ
を
得
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
こ
か
ら
美
術
・
歴
史
・
文
学
・
地
理
・
人

類
学
な
ど
の
分
野
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
対
象
と
す
る
時
代
や
国
境
を
超
え
た
絵
画
・
視
覚
・
表

象
・
宗
教
・
哲
学
な
ど
に
結
び
つ
く
文
化
学
的
な
探
求
心
へ
と
つ
な
が
っ
た
。

学
際
的
と
い
え
ば
今
や
「
寄
せ
集
め
」
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
「
寄
せ
集
め
」
を
再
構
成
す
る
学
問

的
情
熱
と
好
奇
心
こ
そ
、
今
ま
で
の
私
た
ち
を
導
い
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
学
際
的
な
視
点
が
常
識

で
あ
る
海
外
の
日
本
学
研
究
や
、
海
外
帰
り
の
日
本
研
究
者
に
よ
る
問
題
設
定
や
議
論
構
成
は
、
日
本
と
い
う
場
で
研

究
す
る
私
た
ち
の
研
究
会
活
動
の
あ
り
方
に
大
き
く
影
響
し
た
の
で
は
な
い
か
。
研
究
会
参
加
者
の
国
籍
や
学
問
的

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
違
い
は
、
学
問
の
豊
か
さ
や
そ
の
国
に
生
き
る
信
念
を
教
え
示
し
て
く
れ
て
い
た
と
思
う
。
そ

の
よ
う
な
底
力
の
あ
る
学
問
に
、
結
論
め
い
た
終
わ
り
は
な
い
の
だ
、
と
実
感
し
て
い
る
。

風
俗
絵
画
研
究
会
は
、
二
〇
〇
五
年
の
八
月
、
立
命
館
大
学
に
お
け
る
私
立
大
学
学
術
研
究
高
度
化
推
進
事
業
「
オ

ー
プ
ン
リ
サ
ー
チ
整
備
事
業
」
の
サ
ブ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
始
ま
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
末
ま
で

は
、
文
部
科
学
省
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
日
本
文
化
デ
ジ
タ
ル
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
拠
点
」

（
立
命
館
大
学
）
の
「
洛
中
洛
外
図
屛
風
の
総
合
的
ア
ー
カ
イ
ブ
と
都
市
風
俗
の
変
遷
」
の
研
究
活
動
の
一
環
と
し
て
活

動
を
続
け
、
そ
の
後
も
立
命
館
大
学
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
の
ご
支
援
を
得
て
活
動
し
て
き
た
。
本
書
は
そ
の
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研
究
成
果
の
一
端
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
活
動
の
拠
点
と
な
っ
た
同
セ
ン
タ
ー
の
皆
様
に
は
、
心
よ
り
御
礼

申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
今
ま
で
本
研
究
会
に
参
加
し
て
下
さ
っ
た
方
々
、
育
て
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
の
存
在
な
く
し

て
、
研
究
が
形
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
今
、「
あ
と
が
き
」
を
書
く
に
あ
た
り
、
こ
の
間
に
出
会
っ
た
多

く
の
人
々
に
対
し
、
感
謝
に
堪
え
な
い
気
持
ち
で
い
る
。

三
冊
目
の
論
集
を
節
目
に
今
後
の
研
究
会
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
研
究
会
の
様
子
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
あ
と
が
き
」
に
出
光
さ
ん
、
彬
子
女
王
殿
下
が
書
い
た
通
り
で
あ
る
が
、
年
月
の
経
過
は
研
究

会
の
方
向
性
も
作
り
上
げ
て
き
た
と
思
う
。
発
足
当
初
は
若
手
の
そ
れ
こ
そ
「
寄
せ
集
め
」
集
団
で
も
あ
っ
た
か
ら
、

方
法
論
の
違
い
が
論
点
や
焦
点
の
違
い
を
生
む
こ
と
は
理
解
で
き
て
も
、
そ
れ
を
自
ら
の
研
究
に
受
け
入
れ
る
方
法
を

知
ら
ず
「
ふ
ー
む
、
こ
の
場
を
誰
が
ま
と
め
る
ん
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
り
も
し
た
が
、
誰
も
無
理
に
ま
と
め
よ
う
と
は

し
な
か
っ
た
。
研
究
会
は
「
す
ご
く
大
ら
か
」
で
あ
り
、
し
か
し
、
こ
れ
が
良
か
っ
た
の
か
次
第
に
互
い
の
目
の
つ
け

ど
こ
ろ
が
移
動
し
、
研
究
テ
ー
マ
の
広
が
り
を
主
体
的
に
求
め
合
う
方
向
性
が
生
ま
れ
て
き
た
と
思
う
。
研
究
会
が
歩

ん
だ
歴
史
は
ゆ
っ
く
り
で
あ
る
が
、
そ
ろ
そ
ろ
次
の
新
た
な
展
開
を
促
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ど
う
だ
ろ
う
か
。

研
究
会
を
通
し
て
感
じ
た
の
は
、
各
研
究
分
野
の
基
本
と
な
る
考
え
方
や
前
提
と
な
る
知
識
が
ほ
ぼ
通
用
し
な
い
こ

と
、
ど
ん
な
研
究
に
対
し
て
も
議
論
を
打
ち
立
て
、
自
ら
の
研
究
の
問
題
関
心
と
結
び
つ
き
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
、
そ
し
て
広
い
視
野
と
知
恵
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
こ
と
、
あ
と
は
研
究
に
対
す
る
寛
容
さ
、
敬
意
、
好
奇
心
で

あ
ろ
う
か
。
私
に
と
っ
て
こ
の
研
究
会
は
、
頭
の
中
で
果
て
し
な
い
世
界
に
挑
む
楽
し
さ
と
、
自
ら
の
無
知
を
知
る
苦

し
さ
と
が
混
在
す
る
修
業
の
場
で
も
あ
っ
た
。
研
究
会
活
動
の
意
義
は
引
き
つ
づ
き
問
い
続
け
て
い
き
た
い
。

『
風
俗
絵
画
の
文
化
学
』
�
�
の
編
者
「
あ
と
が
き
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
編
者
の
私
た
ち
は
、
約
十
年
前
、
大
学

院
生
や
研
究
員
の
立
場
に
あ
る
時
に
ロ
ン
ド
ン
で
出
会
っ
た
。
異
国
の
地
で
日
本
人
同
士
が
親
し
く
な
る
の
は
よ
く
あ
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る
こ
と
で
あ
る
が
、
ロ
ン
ド
ン
と
い
う
非
日
常
的
な
光
景
も
手
伝
い
、
私
は
そ
こ
で
初
め
て
自
分
が
抱
え
て
い
た
研
究

や
人
生
に
関
す
る
大
小
様
々
な
想
い
や
気
持
ち
を
あ
り
の
ま
ま
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
現
在
も
三
者
三
様
で
そ

れ
ぞ
れ
別
の
立
場
に
あ
っ
て
も
、
彼
女
ら
か
ら
教
わ
る
こ
と
は
多
い
。
研
究
会
を
立
ち
上
げ
る
契
機
に
も
な
っ
た
出
光

さ
ん
の
「
同
じ
作
品
を
み
て
も
、
研
究
の
立
場
に
よ
っ
て
見
方
が
全
然
違
っ
て
、
面
白
い
ね
！
」
と
い
う
、
包
容
力
の

あ
る
研
究
感
覚
と
誠
実
に
対
象
を
見
る
視
線
、
そ
し
て
彬
子
女
王
殿
下
の
研
究
会
評
「
何
で
も
あ
り
で
面
白
い
ね
！
」

と
い
う
、
鋭
敏
な
感
性
と
正
直
で
明
快
な
研
究
姿
勢
は
、
何
年
も
前
の
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
今
で
も
私
の
気
持
ち
を
刺

激
し
、
牽
引
し
続
け
て
く
れ
る
。
素
直
に
尊
敬
で
き
、
ま
た
世
界
の
面
白
さ
を
学
問
に
よ
っ
て
追
究
し
て
い
る
人
た
ち

だ
と
思
う
。
そ
の
後
も
研
究
会
の
内
外
で
、
多
く
の
出
会
い
に
恵
ま
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
た
く
さ
ん
の
恩
は
、
自
分
の

信
じ
た
道
を
実
践
し
伝
え
る
こ
と
で
、
少
し
で
も
お
返
し
で
き
れ
ば
と
思
う
。

最
後
に
、
本
書
に
収
録
し
た
十
三
名
の
論
文
は
、
こ
の
風
俗
絵
画
研
究
会
で
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
研
究
発

表
お
よ
び
論
文
執
筆
の
た
め
に
多
く
の
時
間
と
労
力
を
惜
し
み
な
く
割
き
、
力
の
こ
も
っ
た
論
文
を
仕
上
げ
て
く
だ

さ
っ
た
執
筆
者
の
皆
様
に
は
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
末
筆
な
が
ら
、
活
動
を
長
期
に
亙
り
ご
支
援
く
だ

さ
っ
た
立
命
館
大
学
名
誉
教
授
の
川
嶋
將
生
先
生
に
は
、
私
た
ち
の
「
大
ら
か
」
さ
加
減
で
ご
迷
惑
と
ご
心
配
を
お
か

け
し
続
け
て
い
る
と
思
う
。
言
葉
に
尽
く
せ
な
い
感
謝
を
ど
う
表
現
し
た
ら
良
い
の
か
、
も
は
や
わ
か
ら
な
い
く
ら
い

で
あ
る
が
編
者
を
代
表
し
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
同
様
に
、
本
論
文
集
の
第
一
弾
の
出
版
か
ら
お
世
話
に

な
っ
た
思
文
閣
出
版
、
研
究
会
に
も
参
加
し
出
版
に
御
尽
力
下
さ
っ
た
取
締
役
の
原
宏
一
氏
、
編
集
者
と
し
て
私
た
ち

の
論
集
を
作
り
上
げ
て
下
さ
っ
た
秦
三
千
代
氏
に
、
心
よ
り
の
謝
意
を
表
し
た
い
。

二
〇
一
四
年
五
月

松
本
郁
代
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中 野 志 保（なかの・しほ）
１９７８年生，元離宮二条城事務所学芸員（嘱託職員）．日本近世絵画．「上方浮世絵と北斎――その影響
を読本挿絵と役者絵から検証する――」（『浮世絵芸術』１５０号，２００５年）「上方『似顔画師』北洲の北
斎学習について――相貌から身体へ――」（『美術史』第１６４冊，２００８年）「読本挿絵における北斎と上
方絵師の交流」（大阪市立美術館編『北斎――風景・美人・奇想――』展図録，２０１２年）

宮 崎 も も（みやざき・もも）
１９７８年生．大和文華館学芸部部員．近世日本美術史．「酒井抱一の画業における国学の影響――「五
節句図」に注目して」（『美術史』１５９号，２００５年）「酒井抱一の歌仙絵――抱一のやまと絵学習に注目
して」（『美術フォーラム２１』２９号，２０１４年）『大和文華館の物語絵』（大和文華館，２０１４年）

舘野まりみ（たての・まりみ）
早稲田大学大学院文学研究科美術史学博士後期課程．日本美術史．“Gentlemen and Courtesans :

－Themes of Yujo and Kinkishoga Mitate”, AGLOS : Journal of Area−Based Global Studies, vol.2, Sophia
University Graduate School of Global Studies, March２０１１,（上智大学大学院グローバル・スタディー
ズ研究科，２０１１年）http : //www.info.sophia.ac.jp/gsgs/en/online_journal/backnumber.html

吉 住 恭 子（よしずみ・きょうこ）
１９６９年，宮崎県生まれ．京都市歴史資料館館員，京都女子大学非常勤講師．日本文化史．共編著『叢
書 京都の史料７・８ 京都武鑑』上・下巻（京都市歴史資料館，２００３・２００４年）共著『秦家住宅 京町
家の暮らし』（新建新聞社，２００８年）「皇親と賜姓皇親」（『史窗』第５８号，京都女子大学史学会，２００１
年）など

松 本 直 子（まつもと・なおこ）
１９７２年生．元離宮二条城事務所学芸員（嘱託職員）．日本近世絵画史．「隣華院改修と狩野永岳――山
楽回帰の意味」（『美術史』１５８号，２００５年）「二条城――京の城のジレンマ」（同志社大学京都観学研
究会編『大学的京都ガイド－こだわりの歩き方』昭和堂，２０１２年）「二条城二の丸御殿遠侍障壁画に
ついての一考察」（『文化学年報』６２号，２０１３年）など

森 道 彦（もり・みちひこ）
１９８６年生．京都府京都文化博物館学芸員．中・近世絵画史．「《若一王子縁起絵巻》と狩野尚信」（『民
族芸術』２７号，２０１１年）「室町期における尊氏甲冑像の受容と肖像画制作：「大内義興像」（京都府立
総合資料館所蔵京都文化博物館管理）の紹介を兼ねて」（『朱雀』第２５集，２０１３年）「牛馬似絵の意味
と機能――中世絵画における畜獣表現と「駿牛図」をめぐる一試論」（『朱雀』第２６集，２０１４年）

米 倉 迪 夫（よねくら・みちお）
１９４５年生．東京文化財研究所名誉研究員．日本中世絵画史．『源頼朝像――沈黙の肖像画』（平凡社，１９９５
年）「鎌倉時代風景画への覚え書き――風景とその景観属性をめぐって」（『文学』１０－５，２００９年）
「掛幅装高僧絵伝の制作目的とその機能――法然上人伝絵の再検討」（佐野みどり・加須屋誠・藤原重
雄編『中世絵画のマトリックス II』，青簡舎，２０１４年）など

下 坂 守（しもさか・まもる）
１９４８年，石川県生まれ．京都国立博物館名誉館員．日本中世史．『中世寺院社会の研究』（思文閣出
版，２００１年）『描かれた日本の中世』（法蔵館，２００３年）『京を支配する山法師たち―中世延暦寺の富
と力―』（吉川弘文館，２０１１年）など
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◆編者・執筆者紹介◆

松 本 郁 代（まつもと・いくよ）
１９７４年，静岡県生まれ．横浜市立大学准教授．日本文化史．主な論著に『中世王権と即位灌頂』（森
話社，２００５年，単著），『儀礼の力』（法藏館，２０１０年，共編著）『京都イメージ――文化資源と京都文
化』（ナカニシヤ出版，２０１２年，共編著）など

出光佐千子（いでみつ・さちこ）
１９７３年，東京都生まれ．青山学院大学准教授．日本絵画史．主な論文に「池大雅筆『西湖春景・銭塘
観潮図屛風』の主題考察――図様と文学的典拠を探る」（『MUSEUM』５９９号，２００５年）「池大雅筆
『松蔭觀潮・夏雲靈峰圖』屛風の主題再考察」（『國華』第１３５４号，２００８年）「池大雅筆「瀟湘八景図」
研究――詩画一致の鑑賞方法から――」（『風俗絵画の文化学Ⅱ――虚実をうつす機知』思文閣出
版，２０１２年）など

彬 子 女 王（あきこじょおう）
１９８１年，東京都生まれ．慈照寺研修道場美術研究員，立命館大学衣笠総合研究機構客員協力研究員ほ
か．在外日本美術コレクション研究，文化交流史．主な著書に『文化財の現在 過去・未来』（編
著，宮帯出版社，２０１３年）『写しの力――創造と継承のマトリクス――』（共編著，思文閣出版，２０１３
年）

………………………………………………………………………………………………………………………

宮下規久朗（みやした・きくろう）
１９６３年，愛知県生まれ．神戸大学大学院人文学研究科教授．西洋美術史・日本近代美術史．主要著書
に『カラヴァッジョへの旅――天才画家の光と闇』（角川学芸出版，２００７年）『食べる西洋美術史――
「最後の晩餐」から読む』（光文社，２００７年）『刺青とヌードの美術史――江戸から近代へ』（日本放送
出版協会，２００８年）など多数

呉 孟 晋（くれ・もとゆき）
１９７６年，兵庫県生まれ．京都国立博物館学芸部研究員．中国絵画史．主な論著に『中国近代絵画と日
本』展図録（京都国立博物館，２０１２年，共編）「民国期中国におけるシュルレアリスムの夢と現実」
（『現代中国』第８３号，２００９年）など

中 野 慎 之（なかの・のりゆき）
１９８５年生．京都府教育庁指導部文化財保護課技師（絵画・彫刻・工芸品担当）．美術史．「昭和大嘗
会屛風の史的位置」（『京都美学美術史学』１１，２０１２年）「京都画壇における鵺派の意義」（『美術史』
１７７，２０１４年）「新南画の成立と展開」（『鹿島美術研究』年報第３１号別冊，２０１４年）など

倉 橋 正 恵（くらはし・まさえ）
１９７４年生．立命館大学衣笠総合研究機構客員研究員．日本芸能文化史．「役者似顔給金付考」（『芸能
史研究』１５２号，２００１年）「石塚豊芥子『花江都歌舞妓年代記続編』――近世後期における歌舞伎興行
記録の一様相――」（『論究日本文学』１００号，２０１４年）「役者評判記における見立評の系譜」（『図説江
戸の〈表現〉――浮世絵・文学・芸能――』八木書店，２０１４年）など
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