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今

藝

術

ー

藝

術

藪

育

の

資

料

と

し

て

|

|

一
本
稿
は
第
二
同
祉
会
敢
育
研
究
大
会
に
際
し
筆
者
中
に
は
庶
民
の
藝
術
と
し
て
発
逹
し
て
来
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
ど
ち

が
輻
井
縣
と
長
野
縣
に
お
い
て
、
藝
術
殺
喜
問
題
ー
ら
か
と
い
え
ば
、
一
部
の
限
ら
れ
た
階
暦
の
人
々
の
独
占
物
と
し
て
存

に
関
し
て
行
っ
た
諧
演
の
内
容
に
、
諸
家
の
説
を
取
在
し
て
い
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
っ
て
大
衆
の
生
活
と
は
か
な
り
縁
遠

り
入
れ
潤
色
補
筆
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
存
在
の
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

r~• 

床
の
間
に
書
画
を
飾
り
、
庭
園
に
自
然
の
風
致
を
凝
ら
す
わ
れ
わ
れ

そ
れ
を
今
の
博
統
的
習
憤
は
A

今
日
も
な
お
一
般
化
し
て
お
り
、

わ
が
國
が
過
去
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
袋
術
文
化
を
も
ち
、

日
ま
で
傭
承
し
て
来
た
こ
と
は
、

I

美
に
対
す
る
わ

ノ
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
多
く

わ
れ
わ
れ
の
常
に
誇
り
と
し
て
い
た
れ
わ
れ
の
繊
細
な
心
づ
か
い
を
示

塁
輩
に
形
式
的
な
、
因
駿
的
な
し
き
た
り
に
因
る
も
の

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
•
そ
れ
な
ら
ば
過
去
の
日
本
が
果
し
て
欧
米
の
揚
合
は
、
、
、
、
、

で
、
必
す
し
も
藝
術
と
生
活
と
の
溶
け
合
っ
た
姿
で
は
た
か
っ
た
。
む

諸
國
に
比
べ
て
見
劣
り
し
な
い
文
化
的
な
國
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ

い
わ
ゆ
る
「
床
の
間
」
式
の
飾
物
で
，
生
活
の
中
に
完
全

と
に
つ
い
て
は
、
今
日
十
分
に
反
省
を
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
し
ろ
そ
れ
は
、

は
、
確
か
に
世
界
に
も
誇
に
肉
体
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
い
得
よ
う
。

嘉
國
の
博
統
的
な
す
ぐ
れ
た
藝
術
文
化

か
つ
て
美
術
史
研
究
の
た
虹
イ
タ
リ
ア
の
町
々
を
歩
き
回
っ
た
こ
と

b
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
す
ぐ
れ
た
藝
術
文
化
は
、

マ

）

と
構
図
を
策
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
生
産
鼠

位
と
し
て
の
人
間
の
量
と
質
を
決
定
す
る
数
育
の
生

産
性
を
取
上
げ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
き
わ
め
て
翫
嬰
な
こ
と
で
、
い
か

な
る
困
維
が
あ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
分
野
に

お
け
る
研
究
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
H
奨

学
制
度
の
確
立
が
火
急
の
梃
睛
下
に
あ
る
と
き
、
今

さ
ら
数
育
費
の
根
本
的
性
格
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
も
残
念
な
こ
と
で

は
あ
る
が
、
永
年
に
わ
た
っ
て
激
育
費
が
そ
の
と
き

そ
の
と
き
の
御
都
合
主
姜
に
左
右
さ
れ
て
き
た
過
去

を
甜
う
な
ら
ば
、
「
お
そ
か
り
し
」
と
い
え
ど
も
こ
の

さ
い
こ
そ
断
乎
と
し
て
こ
の
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
結
果
将
来
に
た
い
す
る
敦
育
の
規
模
や
計
画

が
万
が
一
現
在
の
そ
れ
よ
り
縮
少
さ
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
闊
が
お
か
れ
る
地

位
と
國
力
か
ら
く
る
も
の
で
あ
っ
て
、
理
論
的
、
科

学
的
に
測
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が

完
全
に
わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
従
い
た
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
國
の
激
育
費
が
明
確
に
さ
れ
る

な
ら
ば
、
次
に
は
激
育
聾
そ
の
も
の
の
中
に
お
い
て

奨
学
資
金
と
し
て
充
当
さ
れ
る
べ
き
額
を
求
め
る
こ

と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
奨
学
と
い
う
こ
と
は
学
校
あ

人

間
9

)

 

自

然
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久
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,
9
,
c
'
と
1

て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
大
ざ
っ
ば
に
い
っ
て
も
義

務
教
育
に
奥
す
る
一
切
の
経
費
、
商
縮
数
育
磯
関
の

整
俯
充
実
に
要
す
る
経
袈
、
さ
ら
に
は
学
術
科
学
の

振
興
、
私
学
の
振
興
に
要
す
る
経
費
等
は
少
く
と
も

奨
学
以
前
の
問
題
と
し
て
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
の

ほ
当
然
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
面
か
ら
も
奨
学
資
金
の

財
源
は
限
定
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
に
よ
っ
て
年
々
計
上
す
る
國
費
に
よ
る
奨
学

資
金
が
究
明
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
こ
れ
を
も
っ
て
ど
れ

だ
け
の
学
生
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
か
測
定
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
お
そ
ら
く
は
こ
れ
の
み
で
最
初
に
か

か
げ
た
第
一
の
問
題
す
な
わ
ち
激
育
の
機
会
均
等
を

確
保
す
る
最
少
限
度
の
学
生
数
を
救
う
こ
と
が
で
き

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
‘
~

こ
4
で
第
二
の
問
題
と
し
て
閾
費
以
外
の
財
源
の

方
途
を
購
ず
る
必
嬰
が
あ
る
＞
こ
の
こ
と
は
た
と
え

ば
目
下
企
画
さ
れ
て
い
る
敬
育
復
興
金
庫
案
の
ご
と

く
根
本
的
で
、
か
つ
永
統
的
な
方
策
で
あ
る
べ
き
で

あ
っ
て
、
．
一
時
的
な
寄
附
募
集
の
ご
と
き
も
の
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
金
庫
が
世
論
の
支
持
を
え

て
設
立
さ
れ
、
毎
年
一
定
の
金
額
を
H
本
育
英
会
に

奨
学
資
金
と
し
て
融
資
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
4

に
は

じ
め
て
わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
お
け
る
全
体
と
し
て
の

奨
学
制
度
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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意
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こ
れ
を
要
す
る
に
奨
学
制
度
の
問
題
は
そ
れ
が
依

存
で
き
る
國
裂
の
限
度
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、

こ
れ
と
一
体
と
な
る
べ
き
他
の
財
源
確
立
の
措
置
を

急
ぐ
こ
と
で
あ
る
0

（
槃
榜
塾
育
屈
篇
課
佐
芭
―
一
栃
太
郎
）

ア
メ
リ
カ
の
対
外
奨
学
金
制
度

ア
メ
リ
カ
に
対
外
奨
学
金
が
設
け
ら
れ
ろ
よ
う

に
な
っ
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
す
ろ
ア
メ
リ
カ

の
学
生
に
奨
学
金
を
提
供
し
た
セ
ジ
ル
・
ロ
ー
ズ

蚕
金
の
影
響
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
現
在
、
ロ

グ
ッ
フ
ェ
ラ
ー
財
園
、
カ
ー
ネ
ギ
ー
財
圏
、
國
際

数
育
協
会
を
初
め
幾
多
の
隈
体
が
、
米
國
に
留
学
一

す
る
外
國
の
学
生
と
海
外
に
留
学
す
る
米
國
の
学
、
4
-

生
の
た
め
に
奨
学
金
を
提
供
し
て
い
る
が
、
職
後

l

ア
メ
リ
カ
政
府
が
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
法
の
下
に
設
け

た
留
学
交
換
計
画
は
新
し
い
大
規
模
な
奨
学
金
制

度
と
し
て
最
も
注
目
す
る
に
足
る
。
同
法
は
、
各

國
に
あ
ろ
米
閾
の
戦
時
余
剰
物
査
を
各
國
政
府
が

民
間
に
賓
却
す
る
こ
と
を
許
す
代
り
に
そ
の
賓
上

金
は
す
べ
て
、
國
外
に
留
学
す
る
米
國
人
や
米
國

に
留
学
す
る
外
閾
人
の
学
査
、
旅
費
な
い
し
生
活

費
の
支
出
に
充
て
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
法
律

で
あ
る
。
こ
の
計
画
に
参
加
す
る
諸
國
は
英
、
佛

を
姶
め
二
＋
1

1

ヶ
園
に
及
び
、
今
後
二
十
年
間
に

わ
た
り
時
債
約
一
億
四
千
万
ド
ル
の
余
剰
物
贅
が

か
A

る
使
途
に
充
て
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
。



藝
術
文
化
と
生
活
と
の
融
合
と
い
う
点
で
、
こ
の
よ
う
に
日
本
が
ョ

来
憐
め
る
者
の
宗
数
で
あ
り
貧
し
き
者
の
味
方
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し

ー
ロ
ッ
パ
の
國
々
よ
り
立
ち
迦
れ
て
い
た
わ
け
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
そ
の
教
義
は
現
批
の
宮
や
櫂
力
の
む
た
し
さ
を
説
く
も
の
で
あ
っ
て
、

れ
は
何
よ
り
も
ま
す
、
日
本
が
生
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
経
験
し
て
い
な
い
こ
決
し
て
富
者
や
擁
力
者
へ
の
反
抗
を
詮
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、

封
建
的
支
配
者
は
之
の
教
え
を
そ
の
支
配
体
制
の
維
持
の
た
め
に
利
用

と

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

ル

ネ

ッ

サ

ン

ス

は

普

通

「

文

藝

復

興

」

と

訳

・

し
、
一
方
キ
リ
ス
ト
敦
会
は
そ
れ
と
と
も
に
堕
落
し
て
行
っ
た
。

．
，
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
元
来
「
再
生
」
の
意
味
で
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

こ
の
よ
う
に
し
て
中
枇
は
数
世
紀
の
長
き
に
わ
た
っ
て
、
権
力
的
な

豪
族
詣
侯
の
封
建
制
度
と
、
す
べ
て
を
紳
に
奉
仕
さ
せ
る
キ
リ
ス
ト
数

る
中
批
か
ら
近
世
へ
の
推
移
に
お
い
て
現
わ
れ
た
画
期
的
な
人
間
精
紳

、
の
革
新
を
意
味
し
て
い
る
。

の
禁
欲
的
な
数
擁
主
義
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
精
紳
の
自
由
を
抑
圧

し
、
い
わ
ゆ
る
「
暗
黒
時
代
」
を
現
出
し
て
い
た
が
、
こ
の
暗
い
中
批

西
洋
の
歴
史
を
振
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て

を
打
破
し
て
近
代
世
界
を
展
開
す
る
花
々
し
い
役
割
を
演
じ
た
の
が
、

栄
え
た
文
化
は
ロ
ー
マ
帝
國
に
綿
承
さ
れ
、
は
な
や
か
た
古
代
文
化
が

展
開
さ
れ
た
が
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
集
閣
的
移
動
に
よ
っ
て
西
ロ
ー
マ

ぞ
ネ
ッ
サ
ン
ス
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
這
動
の
背
景
に
は

帝
國
は
滅
亡
し
、
こ
の
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
登
揚
に
よ
っ
て
西
洋
の
歴
史

十
字
軍
の
遠
征
に
よ
る
東
西
文
化
の
交
流
、
統
制
的
な
ギ
ル
ド
制
度
の

は
「
中
世
」
と
呼
ば
れ
る
時
代
に
は
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
か
れ
ら
の
侵
入

崩
壊
に
よ
る
商
工
業
の
発
逹
や
都
市
の
発
逹
な
ど
が
遠
因
と
し
て
考
え

は
土
地
を
荒
廃
さ
ぜ
西
洋
文
明
を
再
び
罪
螢
時
代
に
逆
轄
さ
を
た
ば
か
｀

ら
れ
る
が
、
そ
の
お
も
た
原
動
力
と
な
っ
た
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
た

り
か
、
か
れ
ら
は
封
建
諸
侯
と
し
て
各
地
に
割
拠
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
中

t

く

、

各

個

人

の

「

人

間

性

の

自

覚

」

で

あ

っ

た

。

中

批

の

宗

敬

的

束

縛

．

泄
の
封
建
制
度
」
を
う
ち
樹
て
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
絶
え
な
い
戦

と
封
建
的
抑
圧
の
中
か
ら
、
人
々
は
次
第
に
人
間
性
に
目
ざ
め
、
人
間

｀
学
と
征
服
と
が
軍
事
指
揮
者
の
勢
力
を
増
大
さ
せ
、
一
方
に
お
い
て
平

民
や
農
奴
は
ま
す
ま
す
疲
弊
し
て
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
人
間
精
誹
の
自

由
た
発
達
は
見
ら
れ
す
、
独
創
的
な
藝
術
や
学
問
は
ほ
と
ん
ど
生
れ
る

余
地
が
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
時
代
に
ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
唯
一
の
精
紳

的
た
寄
り
所
と
し
た
の
は
キ
リ
ス
ト
敬
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
数
は
元

こ
の
「
人
間
性
の
自
覚
」
の
一
端
を
如
実
に
示
す
卑
近
た
例
と
し
て
、

中
世
の
キ
リ
ス
ト
敬
会
に
お
け
る
．
「
翌
母
崇
拝
」
の
思
想
の
発
展
を
挙

め
始
め
た
の
で
あ
る
．
o

ー
ロ
ッ
パ
の
國
々
と
文
化
的
に
肩
を
た
ら
べ
て
行
く
こ
と
な
ど
思
い
も

よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
國
民
一
般
が
一
県
に
藝
術
を
愛
好
し
、
理
解
し

そ
う
し
て
藝
術
を
尊
重
す
る
時
に
、
初
め
て
そ
の
國
は
「
文
化
國
家
」

の
名
に
値
す
る
の
で
あ
っ
て
、
敗
戦
後
の
わ
が
國
に
唱
え
ら
れ
出
し
た

「
文
化
國
家
建
設
」

た
い
。

，
 

の
合
い
こ
と
ば
も
、
文
化
に
対
す
る
わ
が
國
人
の

関
心
の
低
さ
を
思
う
と
き
、
何
か
宰
虚
た
感
じ
を
押
え
る
こ
と
が
で
き

が
あ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
深
く
団
象
づ
け
ら
れ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
偉
•
こ
と
が
で
き
る
．

大
た
文
学
者
や
藝
術
家
の
名
前
を
つ
け
た
町
や
通
り
や
廣
場
が
至
る
と
闘
っ
て
わ
が
國
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
｛
．

こ
ろ
に
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
有
名
な
「
紳
曲
」
の
詩
人
ダ
銅
像
は
あ
っ
て
も
、
藝
術
家
の
銅
像
な
ど
ほ
と
ん
ど

ン
テ
に
ゆ
か
り
の
あ
る
揚
所
に
は
ダ
ン
テ
廣
揚
、
「
デ
カ
メ
ロ
ン
」
の
作
も
な
く
、
藝
術
家
の
名
前
を
冠
し
た
町
や
通
り
な
ど
ほ
と
ん
ど
聞
い
た

者
ボ
ッ
カ
ッ
チ
オ
に
因
縁
の
あ
る
処
に
は
ボ
ッ
カ
ッ
チ
オ
通
り
、
「
つ
こ
と
も
な
い
。
こ
れ
は
藝
術
が
國
民
一
般
か
ら
あ
ま
り
尊
敬
さ
れ
て
い

か

な

か

っ

た

何

よ

り

の

証

拠

で

は

な

か

ろ

う

か

。

過

去

の

日

本

の

名

士

と

ば
き
姫
」
、
「
ア
イ
ー
ダ
」
等
の
歌
劇
の
作
者
と
し
て
有
名
な
ヴ
ェ
ル
デ

言
わ
れ
る
指
導
者
た
ち
の
中
に
は
、
み
づ
か
ら
昔
業
や
美
術
や
文
学
を

ィ
に
由
緒
あ
る
通
り
に
は
ヴ
ェ
ご
プ
ィ
通
り
、
そ
の
他
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ

解
さ
ぬ
こ
と
を
も
っ
て
得
意
と
し
た
人
も
あ
り
、
は
な
ば
だ
し
き
は
藝

ロ
廣
場
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
廣
揚
、
ド
ナ
テ
ル
ロ
廣
揚
等
々

術
は
文
弱
た
り
と
↓
て
排
斥
す
る
考
え
方
す
ら
一
部
に
通
用
し
て
い

と
実
に
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
ら
の
揚
所

た
。
つ
ま
り
武
弁
を
も
っ
て
美
徳
と
し
た
一
種
の
封
建
的
た
考
え
方
が

に
は
、
そ
の
偉
大
な
藝
術
家
の
銅
像
や
石
像
が
立
ち
、
市
民
は
子
供
の

支
配
的
な
力
を
持
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
こ
ん
た
朕
態
に
あ
っ
た
わ

時
か
ら
、
日
夜
そ
れ
ら
偉
大
な
藝
術
家
の
面
影
に
接
し
、
そ
の
業
績
に

が
國
で
は
、
い
か
に
す
ぐ
れ
た
文
化
的
遺
産
が
わ
れ
わ
れ
に
偉
え
ら

つ
い
て
深
く
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
町
々
に
は
年
日
の

れ
、
少
数
の
目
ざ
め
た
文
化
人
が
惟
を
憂
え
て
い
て
も
、
と
う
て
い
ョ

大
建
築
家
の
建
て
た
家
が
そ
の
ま
ま
践
っ
て
、
今
日
も
な
念
日
常
生
活

に
使
用
し
、
町
角
や
ァ
ー
ケ
ー
ド
や
、
廣
揚
や
噴
水
に
は
、
偉
大
た
彫

刻
家
の
作
っ
た
彫
像
が
飾
ら
れ
、
寺
々
に
は
叉
、
有
名
た
画
家
の
手
に

f

}

心

た
ろ
壁
画
や
祭
壇
画
が
衷
り
、
朝
な
夕
な
證
拝
の
た
び
に
市
民
の
目
に

触
れ
て
い
る
。
人
口
二
、
三
万
の
小
都
市
に
も
歴
史
博
物
館
や
美
術
館

が
あ
り
、
そ
の
地
方
に
関
係
の
あ
っ
た
作
家
の
遺
作
そ
の
他
の
文
化
財

を
集
め
て
、
そ
の
町
の
呼
物
の
一
っ
と
た
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
も

う
、
藝
術
文
化
が
す
っ
か
り
市
民
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で
い
る
と
い
う

の
力
の
自
由
た
発
揮
と
人
間
生
活
の
豊
か
な
充
足
と
人
間
の
解
放
を
求

ー 7- ー 6 —



そ
こ
に
國
民
文
学
の
興
る
端
緒
を
開
く
と
共
に
、
古
代
か
ら
中
世
に
わ

た
る
思
想
の
総
括
を
試
み
て
異
敬
と
キ
リ
ス
ト
教
と
を
結
び
つ
け
、
中

世
か
ら
近
批
へ
の
橋
渡
し
を
な
し
遂
げ
た
。
こ
れ
に
次
ぐ
ペ
ト
ラ
ル
カ

は
そ
の
「
叙
情
詩
」
に
永
遠
の
態
人
ラ
ウ
ラ
を
う
た
い
ー
ボ
ッ
カ
ッ
チ

ォ
も
ま
た
「
人
曲
」
と
も
評
さ
れ
る
デ
カ
メ
ロ
ン
を
著
わ
し
て
、
共
に

こ
の
運
動
の
先
駆
者
と
し
て
、
人
間
性
の
自
覚
と
苧
リ
シ
ア
古
典
の
研

究
と
を
促
し
、
千
四
百
年
代
に
お
げ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ー
ニ
＾
ム
全
盛
の
風
潮

を
腔
来
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

美
術
に
お
い
て
も
ま
た
、
既
に
ダ
ン
テ
に
や
4
先
立
っ
て
チ
マ
ブ
エ

が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
現
わ
れ
、
当
時
の
紳
脳
的
な
中
批
的
ビ
・
サ
ン
テ
ィ

ウ
ム
様
式
か
ら
、
自
然
へ
の
新
し
い
発
足
を
開
始
し
、
そ
の
弟
子
と
い

わ
れ
、
ま
た
ダ
ン
テ
と
も
交
遊
が
あ
っ
た
と
傭
え
ら
れ
る
ジ
オ
ッ
ト
オ

に
お
い
て
、
さ
ら
に
自
然
へ
の
飛
躍
的
な
接
近
が
進
め
ら
れ
、
中
泄
か

ら
近
世
へ
の
、
絵
画
に
お
け
る
新
し
い
橋
渡
し
が
完
成
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
ジ
オ
ッ
ト
オ
以
後
の
美
術
家
た
ち
も
、
自
然
を
見
つ
め
る

こ
と
を
学
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
自
然
界
の
新
し
い
面
を
発
見
し
つ
つ
、
千

四
百
年
代
初
頭
に
は
つ
い
に
、
近
代
桧
画
の
始
祖
と
い
わ
れ
る
マ
サ
ッ

チ
オ
の
驚
く
べ
き
リ
ア
リ
ズ
ム
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
千
四
百
年
代
の
訪
れ
と
と
も
に
、
美
術
に
お
け
る

本
来
の
ル
｀
ネ
ッ
サ
ン
ス
が
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
な
や
か
な
姿
で
展
開

＇ 
9
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げ
る
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。
そ
も
そ
も
聖
母
崇
拝
は
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
む
甘
美
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
、
又
あ
る
時
は
若
く
美
し
い
慈
愛
に
満

敬
主
義
の
禁
欲
的
傾
向
に
対
す
る
人
間
の
本
性
の
必
然
的
な
償
い
と
し
ち
た
母
親
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。

て
、
発
展
し
て
来
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
い
か
に
当
時
の
僧
侶
中
世
末
期
の
人
々
が
ま
す
み
す
か
ら
の
解
放
の
た
め
に
取
り
上
げ
た

が
独
身
生
活
を
守
っ
て
俗
巌
を
遠
ざ
け
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
肉
体
も
の
は
、
久
し
く
う
す
も
れ
て
い
た
古
代
ロ
ー
マ
の
文
化
で
あ
っ
た
。

か
ら
、
自
然
の
人
間
を
駆
逐
す
る
こ
と
は
で
き
た
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
そ
し
て
こ
の
古
代
ロ
ー
マ
文
化
へ
の
あ
こ
が
れ
は
、
さ
ら
に
そ
の
源
流

に
し
て
聖
母
と
い
う
資
格
で
女
性
が
僧
院
に
は
い
り
込
み
、
女
性
の
優
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
へ
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
っ
た
。
中
世
の
中
に

し
さ
を
も
っ
て
飢
え
た
心
を
和
ら
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
結
芽
生
え
て
や
が
て
飛
躍
的
た
発
展
を
遂
げ
る
に
至
っ
た
J
L
ネ
ッ
サ
ン
ス

局
は
人
間
は
感
情
の
動
物
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
必
す
し
も
常
に
教
義
を
運
動
は
、
ま
す
古
代
の
学
問
藝
術
の
復
活
と
い
う
形
を
と
っ
て
現
わ
れ

欲
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
時
に
は
優
し
い
女
性
の
同
情
を
望
む
こ
と
た
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
が
「
文
藝
復
興
」
と
訳
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か

も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
聖
母
崇
拝
は
幼
女
の
崇
拝
で
あ
り
、
成
し
こ
う
し
た
古
代
の
復
興
は
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま

熟
し
た
女
性
の
崇
拝
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
肉
欲
を
越
え
た
も
の
で
也
で
も
か
れ
ら
の
生
活
意
欲
の
表
現
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
そ
れ
を
通
じ

っ
た
。
そ
れ
は
叉
、
趾
性
の
崇
拝
で
も
あ
っ
た
が
、
清
浮
受
胎
の
母
性
て
ま
す
個
人
の
意
識
に
目
ざ
め
た
。
そ
う
し
て
自
分
の
目
で
物
を
見
、

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
聖
母
の
性
格
に
は
純
潔
性
と
拘
感
性
と
の
不
自
分
の
頭
で
物
を
考
え
る
こ
と
を
知
っ
た
。
周
囲
の
自
然
や
人
間
の
中

思
議
な
混
合
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
こ
う
し
た
人
間
的
な
同
時
に
ま
に
、
こ
れ
ま
で
の
人
人
の
氣
づ
か
な
か
っ
た
新
し
い
美
を
発
見
し
、
そ

た
宗
敬
的
な
欲
求
に
應
す
る
た
め
、
聖
母
マ
リ
ア
が
中
世
末
期
か
ら
J
V
れ
を
み
す
か
ら
の
力
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
尋

ネ
ッ
サ
ン
ス
、
に
か
け
て
続
々
と
絵
画
に
描
か
れ
、
敦
会
に
、
僧
院
に
と
こ
の
ゲ
ネ
ッ
サ
ン
ス
運
動
の
先
駆
者
と
し
て
、
千
二
百
年
代
か
ら
千

は
い
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
最
初
は
紳
の
子
キ
リ
ス
ト
の

l

―
ー
百
年
代
に
か
け
て
イ
タ
リ
ャ
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
現
わ
れ
た
の
が
、

母
と
し
て
紳
秘
的
な
姿
に
描
か
れ
て
い
た
マ
ド
ン
ナ
が
、
次
第
に
人
間
か
の
詩
聖
ダ
ン
テ
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
ラ
テ
、
二
語
を
用
い
る
従
来
の
習

慣
を
捨
て
て
、
現
在
の
イ
タ
リ
ア
語
の
起
源
を
な
す
当
時
の
ト
ス
カ
ー

ナ
地
方
の
方
言
を
も
っ
て
、
か
の
有
名
た
「
肺
曲
」
三
絹
百
歌
を
魯
き
、

の
一
女
性
と
し
て
描
か
れ
、
あ
る
時
は
内
奥
に
官
能
を
祓
め
た
憂
を
含

的
た
解
釈
を
加
え
ら
れ
る
に
至
り
、
あ
る
時
は
生
き
生
き
と
し
た
現
実

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ギ
ベ
J
V
テ
ィ
、
プ
ル
ネ
レ
ス
キ
、
ド
ナ
テ
ル
ロ

と
あ
い
次
い
で
現
わ
れ
た
彫
刻
家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
古
代
彫
刻
に
範
を
と

り
つ
つ
、
つ
い
に
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
古
典
的
彫
刻
を
大
成
し
た
。
ま
た

絵
画
の
領
域
に
お
い
て
も
、
マ
サ
ッ
チ
オ
は
そ
の
写
実
的
描
写
の
上

に
、
こ
の
時
代
と
し
て
は
全
く
驚
異
に
値
す
る
明
暗
の
対
比
と
色
調
の

感
覚
を
導
入
し
て
お
り
、
ド
メ
ニ
コ
・
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
は
、
自
然

描
写
の
中
に
巧
み
に
自
然
の
外
光
を
捕
え
て
、
そ
こ
に
宰
氣
遠
近
法
を

取
り
入
れ
て
い
る
。
又
か
の
敬
け
ん
た
信
仰
を
幾
多
の
宗
敦
画
に
描
き

表
わ
し
た
画
僧
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
ェ
リ
コ
で
さ
へ
、
リ
ア
ル
た
草
花
や
樹

木
を
描
い
て
、
自
然
に
対
す
る
新
鮮
な
感
覚
を
見
せ
て
お
り
、
フ
ィ
リ

ッ
ポ
・
リ
ッ

5
も
ま
た
、
自
然
を
見
つ
め
、
豊
か
な
線
で
自
然
の
き
わ

め
て
微
細
な
細
部
ま
で
描
出
し
、
と
く
に
か
れ
の
描
く
聖
母
は
、
生
き

生
き
と
し
た
血
の
氣
の
通
っ
て
い
る
現
実
の
一
女
性
と
し
て
描
か
れ
て

い
た
。
ポ
ラ
パ
ウ
ォ
ー
ロ
や
ヴ
ェ
ル
ロ
ッ
キ
オ
は
人
体
の
描
写
に
解
剖

学
的
な
正
確
さ
を
求
め
て
写
実
主
職
に
徹
し
、
当
時
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の

主
流
に
お
け
る
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
た
っ
て
い
た
。

ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ル
リ
も
、
千
四
百
年
代
後
半
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
生

ま
れ
て
写
実
主
義
の
洗
乱
を
受
け
る
と
共
に
、
そ
の
時
代
の
風
潮
で
あ

っ
た
古
代
復
興
の
精
紳
に
も
影
響
さ
れ
、
「
ヴ
ィ
ナ
ス
の
誕
生
」
や
「
フ

リ
マ
ヴ
ェ
ー
ラ
」
の
よ
う
な
異
敬
的
主
題
の
絵
画
を
描
い
て
い
る
。
も

警

幽
ぎ
：
＇
遭
一
＿
●
-

--,-. 9 -
ー

一 8 —
．`ヽ



：A> 

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
た
め
、
宗
教
的
で
あ
る
と
同
時
に
官
能
的

で
あ
っ
た
か
れ
の
幻
想
に
お
い
て
は
、
ヴ
ィ
ナ
ス
は
そ
れ
ら
の
反
対
な

二
つ
の
要
素
が
二
重
に
入
り
混
ざ
っ
て
い
る
影
像
と
し
て
現
わ
れ
、
ヴ

ィ
ナ
ス
を
描
い
て
は
マ
ド
ン
ナ
が
宿
り
、
マ
ド
ン
ナ
を
描
い
て
は
ヴ
ィ

ナ
ス
が
宿
る
と
い
う
不
思
議
な
美
の
世
界
を
創
造
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
遠
く
中
世
そ
の
も
の
の
中
に
ほ
う
芽
を
も
ち
、
そ
し

て
そ
の
中
世
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
し
た
こ
の
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
革
新
逼

動
は
、
千
三
百
年
代
の
初
頭
以
来
、
常
に
新
し
く
自
然
と
人
間
と
を
発

見
し
つ
つ
、
そ
こ
に
「
入
間
の
再
生
」
と
「
古
代
の
復
興
」
と
い
う
二

つ
の
契
機
を
は
ら
ん
で
、
一
千
四
百
年
代
に
は
、
さ
な
が
ら
春
の
野
に
百

花
の
一
時
に
咲
き
出
た
よ
う
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
中
心
に
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
本
来
の
姿
を
展
開
し
、
さ
ら
に
千
五
百
年
代
に
は
い
っ
て
は
、
か

の
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
を
初
め
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
や
ラ
ッ

フ
ァ
ニ
ル
ロ
や
ア
ン
ド
レ
ア
・
デ
J
V
・
サ
ル
ト
な
ど
に
よ
っ
て
理
想
主

毅
的
な
古
典
的
美
術
が
完
成
さ
れ
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
最
盛
期
が
現
出

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
絵
画
の
主
流
は
、
フ

イ
レ
ン
ツ
ェ
を
舞
台
と
し
て
、
ジ
オ
ッ
ト
オ
に
始
ま
り
マ
サ
ッ
チ
オ
に

中
興
さ
れ
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
に
は

絵
画
の
主
流
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
移
り
、
ジ
オ
J
V
ジ
オ
ー
ネ
を
初
め
、

に
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
一
漑
応
頃
定
し
得
な
い
複
渥
な
塘
神
史
的
様
相
日
本
の
今
日
の
悲
闘
は
、
む
し
ろ
、
今
ま
で
に
こ
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

も
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
一
般
的
に
は
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
本
を
経
験
し
て
い
圧
か
っ
た
所
に
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
確
か
に
わ
れ
ゎ

質
的
な
意
職
は
、
．
紳
中
心
の
中
世
の
中
か
ら
人
間
性
の
自
覚
に
め
ざ
れ
は
服
従
す
る
こ
と
に
の
み
慣
れ
て
、
個
性
の
尊
厳
を
自
覚
し
て
い
な

め
、
古
代
竿
リ
シ
ア
の
異
敬
主
義
を
指
向
し
て
、
そ
こ
に
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
か
っ
た
。
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
数
学
者
で
あ
り
哲
学
者
で
あ
っ
た

あ
し

を
再
興
し
た
点
に
あ
る
と
言
っ
て
差
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
バ
ス
カ
ル
の
有
名
な
こ
と
ば
に
「
人
間
は
か
弱
い
一
本
の
葦
に
す
ぎ
な

か
く
て
イ
タ
リ
ア
を
中
心
と
し
て
開
花
し
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
、
ア
い
。
宇
宙
に
よ
っ
て
一
た
ま
り
も
な
く
お
し
つ
ぶ
さ
れ
る
か
も
知
れ
な

あ
し

生
フ
ス
を
越
え
て
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
等
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
い
が
、
し
か
し
人
間
は
考
え
る
牽
で
店
4
?
。
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
宇

ベ
イ
ン
等
に
お
い
て
豊
か
な
果
実
を
結
び
、
近
代
欧
州
文
化
の
発
展
の
宙
を
さ
え
包
含
す
る
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
が
、
な
ん
と
味
わ
い
深
い

端
緒
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
西
洋
文
明
の
本
質
的
な
二
大
要
素
は
、
キ
こ
と
ば
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
既
に
み
4
r
か
ら
の
力
に

リ
ス
ト
教
の
本
源
的
な
形
態
と
し
て
の
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
、
そ
れ
に
対
ょ
っ
て
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
獲
得
し
、
人
間
の
自
覚
に
目
ざ
め
て
い
た
の

立
す
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
二
大
要
素
の
対
立

と
統
一
と
の
近
代
的
発
展
の
端
緒
を
開
い
た
の
が
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
で
あ
'

っ
て
、
こ
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
経
験
し
て
い
る
所
に
西
洋
文
化
の
今
日

の
普
週
的
な
繁
栄
の
根
拠
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
翻
っ
て
わ
が
國
は
、

．
か
つ
て
こ
の
よ
う
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ

う
か
。
人
あ
る
い
は
、
同
時
代
的
な
文
化
の
繁
栄
の
時
期
を
指
摘
し

も
も
や

．．
 

て
、
桃
山
時
代
を
日
本
の
ル
・
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
西
洋
の
J
V
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
本
質
的
な
意
義
と
そ
の
様
相
を
思
い
巡

ら
ぜ
ば
、
桃
山
文
化
が
西
洋
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
と
似
て
も
似
つ
か
ぬ
も

C
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

っ
と
も
か
れ
の
本
質
的
な
氣
稟
は
ま
だ
多
分
に
中
批
的
な
宗
教
的
精
詩

の
立
ち
遅
れ
が
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
や
テ
ィ
ン
ト
ツ
ッ
ト
等
の
巨
匠
を
輩
出
し
た
．
こ
の

ヴ
ェ
｀
ネ
ツ
ィ
ア
派
絵
両
は
、
様
式
史
的
に
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
派
絵
画

が
幾
何
学
的
な
合
理
主
義
的
な
形
態
主
毅
を
重
親
し
て
い
た
の
に
対

し
、
官
能
的
な
色
彩
主
畿
を
採
り
、
そ
の
世
態
画
的
た
傾
向
の
中
に
人

間
性
の
本
然
の
姿
を
捕
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
イ
女
リ
ア
文
藝
復
興
期
の
美
術
の
発
展
の
上
に
、
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
的
様
相
の
例
示
を
試
み
た
が
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
運
動
は
ひ
と
す
美

術
の
領
域
に
の
み
現
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
当
時
の
あ
ら
ゆ

る
文
化
的
現
象
の
上
に
現
わ
れ
た
人
間
精
紳
の
改
革
で
あ
っ
た
。
．
つ
ま

り
そ
れ
は
、
中
泄
の
封
建
制
度
の
抑
圧
や
没
個
性
的
た
数
会
主
義
の
束

縛
か
ら
離
脱
し
て
、
人
間
の
も
つ
本
性
を
自
由
に
発
揮
し
完
成
せ
し

め
よ
う
と
い
う
運
動
で
あ
っ
て
、
人
間
的
自
覚
の
結
果
に
外
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
う
し
て
古
代
人
の
人
間
性
尊
重
の
風
を
学
ん
で
、
完
美
た
人

格
に
到
逹
し
よ
う
と
願
っ
た
の
で
あ
る
。
超
世
間
的
な
紳
の
糊
威
に
代
]

え
る
に
人
間
の
櫂
威
を
も
っ
て
し
た
の
が
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
興
髄
で

あ
っ
た
。
ル
ネ
ッ
ン
サ
ス
は
こ
の
よ
う
に
人
間
を
中
心
と
し
て
展
開
さ

れ
た
が
、
し
か
し
紳
中
心
の
中
世
に
全
く
反
対
の
立
揚
に
立
つ
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
人
の
魂
の
内
奥
に
は
本
質
的
に
は
キ
リ

ス
，
卜
数
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
を
通
じ
て
、
か
の
宗
敬
改
革
も
達
成
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
は
悲
し
い
こ
と
に
、
こ
の
た
び
初
め
て
、
外
的
な

カ
、
す
た
わ
ち
敗
戦
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
人
間
性
の

自
覚
に
到
逹
し
、
自
由
に
考
え
る
こ
と
、
人
間
性
を
尊
重
す
べ
き
こ
と

を
知
ら
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
個
々
の
自
覚
し
て
い
た
人
々
の
存
在
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
一
般
的
な
問
題
と
し
て
は
、
確
か
に

わ
れ
わ
れ
は
今
ま
で
あ
ま
り
に
も
個
性
の
尊
厳
を
知
ら
た
さ
過
ぎ
た
と

言
っ
て
も
誤
り
で
は
た
が
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
こ
に
日
本
の
近
代
文
化

今
日
わ
れ
わ
れ
の
間
に
藝
術
文
化
へ
の
強
い
欲
求
が
見
ら
れ
、
花
々

し
い
藝
術
復
興
の
夜
明
け
が
見
え
た
よ
う
た
錯
覚
を
起
し
が
ち
で
あ
る

J
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は
娼
土

廣
場
に
立
ち
並
び
、
，
降
り
つ
む
霊
に

に
不
自
鯰
た
も
の
で
あ
る
。

ば
な
ら
な
い
。

ま
た
昔
柴
に
つ
い
て
も
，
バ
ッ
ハ
沼

牲
と
自
然
と
の
深
い

る
い

む）

て
い
る

は
な
い
。
し
か
し
こ
の
大
理
石
の
裸
隊
が
寒
風
の
吹
き
さ
ら
す
北
欧
の

う
す
も
れ
て
い

赤
ふ
こ
と
照
り
輝
く
南
欧
空
摯
飼
的

理
想
は
、
そ
の
ま
ま
寒
い
北
欧
に
は
通
用
し
な
い
こ
と
戸
こ
知
ら
な
け
れ

交
ー
ー
ト
ー
ー
。
ヴ

H

ンーで
4

ブ
ラ
ー
ム

ス
の
い
わ
ゆ
る
三
つ
の
い
B

の
字
に
よ
っ
て
代
表
さ
紅
る
ド
イ
ジ

晋
業
は
、
葎
か
に
音
楽
形
式
の
完
成
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
建

築
的
批
麗
さ
に
は
全
く
驚
嘆
さ
音
ら
紅
ろ
が
、
こ
の
高
度
に
発
逹
し
た

苦
柴
理
論
か
ら
離
れ
て
＼
人
聞
の
俯
鰭
か
ら
お
の
ナ
と
わ
き
畠
て
茫
偏

を
催
す
昔
業
の
原
始
的
要
求
に
お
い
て
↑
，
南
欧
に
あ
っ
て
は
時
に
は
む

し
る
、
名
も
な
い
漁
夫
が
美
声
を
張
り
上
げ
て
歌
う
一
曲
の
ナ
ポ
リ
の

民
読
や
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
舟
歌
に
、
伺
か
心
の
琴
線
に
触
れ
ら
れ
た
よ

う
戻
心
を
動
か
さ
れ
る
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
考
え
さ

せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
現
代
の
櫻
横
文
明
の
進
歩
は
紘
か
に
文
化
の
匪
界

性
を
醐
め
は
し
た
け
れ
ど
忍
、
し
か
し
生
活
に
晶
磐
を
も
つ
わ
紅
わ
紅

の
文
化
形
式
は
．
。
自
然
並
び
に
そ
れ
に
つ
ち
か
か
れ
た

て
存
在
す
る
忍
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
く
て
私
は
、
郷
土
の
特
色
を
表
わ
し
た
腐
士
の
藝
術
文
化
を
尊
菫

し
＞
保
顆
す
べ
き
こ
と
の
必
要
を
痛
感
す
る
と
同
時
に
、
ま
た
今
後
溶

外
國
の
藝
婿
文
化
を
採
り
入
れ
て
行
く
場
合
f

の
文
化
だ
か
ら
と

て
や
、
た
だ
無
批
判
に
そ
れ
を
採
り
入
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を

特
に
強
詞
し
て
ね
き
た
い
。

わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
詩
っ
た

文

化

竺
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
大
陸
か
ら
の
移
植
文
化
だ
と
言
わ
れ
て

や
風
向
に
適

：
し
か
し
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
わ
が
則
の

の
に
変
尼
し
て

、
や
が
て
且
わ
れ
わ
れ
Q
も

の
と
し
て
消
化
し
泡
偉
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
て
、

去
の
歴
史
が
敦
え
て
く
↑
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
や
敗
戟
に
よ
っ

信
を
失
っ
た
日

そ
の
こ
と
は
過

て
自

は
、
そ
の
個
性
や
娼
土
性
の
自
覚
を
も
忘

れ
て
冷
い
た
す
ら
に
新
奇
｀
な
も
の
を
羞
批
判
に

誌
が
あ
る
。
旧
来
の
誤
っ
た
意
味
の
民
族
性
や
國
民
且
に
執
着
す
る
こ

と
は
絶
対
に
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
批
界
Q
一
員
と
し
て
Q
罰
し
い

文
化
剛
家
を
建
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
紅
わ
れ
は
3

今
こ
そ
、
買
の

意
味
の
個
性
の
自
覚
に
徹
し
て
fu
「
自
然
と
人
間
と
の
新
し
い
発
見
」
に

芳
め
、
そ
こ
に
花
，
々
し
い
新
文
化
を
創
迭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日

本
の
几
ネ
＞
’
サ
ン
ス
は
、
．
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
．
，
わ
れ
わ
れ
み
す
か
ら
Q

努
力
に
よ
っ
て
始
め
ら
紅
ね
ば
注
ら
方
汀

笈
部
含
貯
｛
翌
簗
臼
烈
謬
術
飼
文
部
事
移
宮
｛

言
惹
這
塁
隻
員
羞
心
忍
し
急
沼
負
舟
i

`
9望
炉
ご
覧
尉
土
ー
＿
紅
素
謬
＇
書
忍
閾
ふ
鬱
霞

9
`
]

望
悶
曇
息
喧

1
急
“
汽
ふ
沼
塁
｀
倉
塁
塁
尋
請
目
冒
~
~
~
忍
冑
喜
『
]
'

々
の
民
族
と
そ
の

辺
の

こ
と
は
、
民
族

が
ら
、
水

Q
草
の
中
に
で
も
忠
か
れ
て
い
れ
ば
，
別
段
そ
れ
は
不
思
疇
で

の

：
南
欧
の

ぃ

て
さ
ら

＇りじ＇

と
す
る
忍
の
で
は
た
い
。

ョ
ー
、
ロ
ッ
ベ
の
い
ろ
い
る
の
同
を
旅
行
し
、

A

0

 

ろ
う
カ

紀

で］

¥rし

ぇ

i
)
白
い

し
て
い
る
西
洋
文
化
の
先
進
性
を
指
摘
し
た
を
で
で
あ
っ
て
f

化
あ
る
い
は
日
本
文
化
の
優
秀
性
や
そ
の
存
在
の

を
否
定
し
よ
芍

成
さ
れ
て
ぶ
り
、
｀
美
の
典
型

ま
の
形
で
、
氣
候
の
全
く
正

欧
に
持
っ
て
行
か
れ
3

低
く

た
場
含
を
想
僚
し
て
み
る
時
、
果
し
て

が
美
し
い
と
言
え
る
で
あ

っ
た
幸
の
下
に
建
て
ら
れ

す
ぎ
た
よ
う
た
、
き
ら
い
が
あ
ろ
が
、
そ
れ
は
ル
オ
ソ
サ
ン
ス
を
諾
験

ド
イ
ソ
や
ス
コ
ッ
'
r
ラ
ン
ド
の
北

に

に
道
義
も
高
揚
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

の
優
位
性
を
あ
ま
り
に
も
強
閂
し

は
こ
れ
ま
で

わ
れ
て
い
ろ
が
冷

そ
の
ま

す
る
で
あ
ろ
う
か
。
デ
リ
シ
ア
の
帥
殿
は
完
全
た
比
例
感
を
も
っ
て
摺

れ
自
身
「
芙
的
入
聞
」
と
し
て
の

屯「

重
要
な
任
務
で
あ
る
3

そ
う
し
て

関
と
し
て
＼
士
や
た
わ
仇
わ
れ
の
自
覚
的
な
人
間
性
の

術
が
牛
れ
，
藝
術
を
愛
し
、
蟄
術
を
尊
重
す
る
氣
這
を
醗
成
す
そ
こ
と

が
必
要
で
、
か
く
て
生
活
の
中
に
次
第
に
藝
術
が
溶
け
込
み
、
美
的
箭

と
う
や
さ
れ
て
』
，
生
活
の
美
化
も
実
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
応
れ
か

の

，
そ
こ

の
存
在
を
土
~

る
が

B`

果
し
て
そ
の
よ
う
な
美

に
ょ

「
周
囲
の
自
然
と
離
れ
た
美
の
統
粋
形
式
」

ヽ

i

l

/

 

¢
 

で
あ
り
、
美
し
い
か
わ
か
ら
な
い
。

苓

4
ど

ー
9

9

 

金

で

あ

に
お
い
て
は
も

い
弱
、
々
し
い
虜
よ
り
も
太
陽
の

A
9
 

っ
て
い
る
の
は
冷
美
し
い
を
い
う
よ
り
か
、
．

か
え
っ
て
箔
々
し
い
も
の

る
こ
と
が
3

白
い

:953 
ぉ1

ぃ

の
光
線
に

て
鱈
赤
に
次

い

こ゚
の

の
氣
這
に
f
。
「
正
し
い

の
自
覚
」
と
い
り

と
こ
ろ
が
な
い
。
色
の
白
い
人
は
舷
か
に
美
し
い
に

て

日
の

の

乞
見
て
、
慎
ち
に
喜
ん
で
は
い
け
な

そ
の
中
に

内
面
的
な
自
覚
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ

見
る
の
で
あ
っ
て
浴

ヨ
ー
ロ
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・編集後記、

.4月号は暖冬春寒交謝する 3月初めに編

集を完了．した。前号 3月告は中央区銀喰の

発行所から立川市の印刷所工場へ、現金輪

送と同時に、本誌の原稿を回送の途中、省

線電車内で盗難の災害を受けた。．そのため

に筆者には再度の執筆を煩わし、読者には

発行遅延の不義理を重ねた。まことに申し

訳ない次第と、ひどく恐縮し、この後記で、

おわびのこ•あいさつを申しあげる。

〇新学制最後の段階やある新制大学は、昨

年発足した 12 校の外、•その余の大部分の
，大学のうち、 4月の新学年を間近にひかえ

て、大学設置委員会が適格と認めたのは、

公立学校 14 校、私立 65 校、•あわせて79
校で、國立69校の審査は 3月一杯に行うこ

とになっているが、この審査が設置委員会

の某準に照らしてなされたことは、し•tろ

んであろう。しかし、われわれは既に新制

，中序校や新制高等学校が、旧 H本の中学校

＇，や高等学校とは、名称こそ同ーであってし、

その実質内容においては、全然別個の存在

：であることは、万人と共に等しく認むると

ころであるが、同時に新制大学についても、

4年制大学という点にいくらか錯党の虞は

あろうが、それは旧 H本にはかつて見られ

なかった存在に外ならねことを認めない訳

、t9にはいかないであろう。本吾平野事務官の

『新制大学における正課体育について』その

経過・内容●問題を読了すれば、それが新

制大学特有の性格の必然的属性であること

が了解こられるであろう。

0日本の現態勢は國の内外に向かって、政

，治的には独立國を、外交的には永久平和の

中立國を、経済的には 9原則自営自粛の自

立國を、思想的には労交閾民連帯を、精稗的

..,•9.‘臣ば忍バm ．ん ， 

には基本的人灌＇と個性尊重を、そし七最後
--~に藻術的には郷王と人間の関連におげる世

界独特な文化國家の創造を要望されている

のである。この要望に應ずるには、現代人

各自の相互教育及び自己数育と、次代の人

人の教育成果の上に期待がかけられるであ

ろう。その中で文化國家創造の要望に應ず

る教育面を担当すべき読者を目ざして、本

号には特に 9ぺージにわたる摩壽意事務f

の『藝術と人間と自然』をのせた。 ， 

0『五ーロッパのいろいろな國を旅行し、種

種の民族とその薬術文化を観察して、民族

性と自然との深い関係を感じたのである

が、同時に日本文化tこし、そのよって末っ

た根拠のあ馨ることを痛感させられた』筆者

は、『われわれの生活の独自の解決の機開

として、又われわれの自覚的な人間性の欲

求としで、藝術が生れ、藝術を愛し尊重す

る氣運を醸成するてーとが必要で、こ 0よう

にして、われわれの•生活の中に藝術が溶げ
込み、われわれの美的情操が．陶躊されて、

生活の美化が実現される。そしてわれわれ

自身の美的人間としての人格が完成せら

れ、そこに必然的な逍義し高揚されて木る

のである』という。

0『今日敗戦によって自信を失った日本人の

多くは、その個性や瑯士の自覚をし忘れ

て、ただいt．：ずら k新奇なものを無批判に

取り入れている観がある。旧末の誤った意
＼ 

味の民族性ゃ國民性に執滸することは絶対

に避けなければならないが、世界の一員と

して新しい文化國家を建設しよらというわ

れわれは、今こそ虞の意味の個性の自覚に

徹して、「自然と人間との新しい発見」に努

め、そこに花々しい新文化を創造しなけれ

ばならない。』と本文は結ばれたo編者は読

者と共に筆者の深意をくみ成りたい。
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