
（
第
十

六
回

大
会

）

〈

研

究

論

文

１

〉

東

西

の

美

の

思

想

日
本
民
族

は
、
古
来
、
今
日

に
い
た
る
ま
で
一
貫
し
て
、
風
景
を
、
絵
画

に
描
き
、
詩

歌
に
歌

い
つ
づ
け
て
き

た
。
音
楽

に
お
い
て
す
ら
、
し
ば
し
ば

風
景

を
奏
で
て
き

た
。
だ

か
ら
わ
れ
わ
れ
日
本
人

の
間
で

久
し
く
名
歌
と
し

て
歌

い
つ

が
れ
て
き

た
歌
も
、
た
い
て

い
叙
景
歌
で

あ
り

、
絵
画
の
名
品
も

ま

た
圧
倒
的

に
風
景
画
で
あ
る
。
仏
画
や
神
道
画

に
す
ら
風
景
画
が
少
く
な

い
。

い
ま
、
試
み

に
、
わ
れ
わ
れ
の
記
憶

に
の
こ

る
名
歌
、
名
品
の
い
く
つ

か
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

絵

画

作

品

〔
海

景

〕

「
天

橋

立

図

」
（
雪

舟

筆
）

「
松

島

図

」（
宗

達

筆

）

詩
歌
作
品

「
若

の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
無
み
葦
辺
を
さ

し
て
鶴
鳴
き
渡

る
」
（
万
葉
巻
六
・
赤
人
）

「
夕
月
夜
潮
満
ち
来
ら
し
難
波
江
の
蘆
の
若
葉
を

〔
湖

水

ノ
景

〕

「
楼

閣

山

水

図

」
（
海

北

友

松

筆

）

〔
川

ノ
景

〕

「
紅

白

梅

図
」
（
光

琳

筆
）

「
宇

治
川

図

」
（
出

光

美

術
館

蔵

）

〔
山

景

〕

瀧
　
内
　
槇
　
雄

越

ゆ

る

白
波

」
（
新
古
今
巻
一
・
秀
能
）

「
花
さ
そ
ふ
比
良

の
山
風
吹
き
に
け
り
漕
ぎ
ゆ
く

舟
の
跡
見

ゆ
る
ま
で
」
（
新
古
今
巻
二
・
宮
内
卿
）

「
淡
海
の
海
夕
波
千
鳥
汝
が
鳴
け
ば
情
も
し

の
に

古
思
ほ
ゆ
」
（
万
葉
巻
三
・
人
麿
）

「
ぬ
ば
た
ま

の
夜
の
更
け
ゆ
け
ば
久
木

生
ふ
る
清

き
川
原

に
千
鳥
し
ば
鳴
く
」
（
万
葉
巻
六
・
赤
人
）

「
ち
は
や
ぶ
る
神
代

も
き

か
ず
龍
田
川
韓
紅
に
水

く
く
る
と
は
」
（
古
今
巻
五
・
業
平
）

想思の美の西東12
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「
日
月

山
水
図
」
（
大

阪
金
剛
寺
蔵
）

「
吉
野

山
図
」
（
渡

辺

始
興

筆
）

〔
雪
景
〕

「
雪
松
図
」
（
円
山
応

挙
筆
）

〔
空

ノ
景

〕

「
山

水

図

」（
雪

舟

筆

）

〔
風

ノ

景

〕

「
松

林

図
」
（
長

谷
川

等

伯

筆
）

「
田
子
の
浦
ゆ
う
ち
出
で
て
見
れ
ば
真
白

に
そ
富

士
の
高
嶺

に
雪

は
降
り
け
る
」
（
万
葉
巻
三
・
赤
人
）

「
梓
弓

春
の
山

べ
を
越
え
く
れ
ば
道
も
さ
り
あ
へ

ず
花
ぞ
散
り
け
る
」
（
古
今
巻
二
・
貫
之
）

「
冬
な
が
ら
空
よ
り
花
の
散
り
く
る
は
雲

の
あ
な

た
は
春

に
や
あ
る
ら
む
」
（
古
今
巻
六
・
深
養
父
）

「
駒
と

め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
陰
も
な
し
佐
野

の
わ

た
り
の
雪
の
夕
暮
」
（
新
古
今
巻
六
・
定
家
）

「
東
の
野
に
炎
の
立

つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば

月
傾
き
ぬ
」
（
万
葉
巻
万

人
麿
）

「
大
空
は
梅

の
に
ほ
ひ
に
か
す
み
っ
つ
曇
り
も
果

て
ぬ
春
の
夜
の
月
」
（
新
古
今
巻
一
・
定
家
）

「
我
が
宿
の
い
さ
さ
群
竹
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け

き
こ
の
夕
か
も
」
（
万
葉
巻
十
九
・
家
持
）

こ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
世
界
は
、
海
景
、
湖
水
ノ
景
、
川
ノ
景
、
山
景
、
雪

景
、
空
ノ
景

、
風

ノ
景
な
ど
、
こ
と

ご
と
く
風
景
で
あ

っ
て
、
こ
の
世
界

に

生
動
す

る
人
間

は
絶
え
て
見
当
ら
な
い
．
時
と
し
て

現
れ
る
こ
と
も
あ
る
人

間
も

、
「
君

が
た

め
春

の
野

に
い
で
て
若
菜
つ
む

わ

が

衣
手

に
雪
は
降
り
つ

つ
」
や

「
春

の
園
紅

に
ほ
ふ
桃

の
花
下

照
る
道
に
出
で
立
つ
娘
子
」

の
如
く

に

、

完

全

に

風

景

の

一

点

景

と

化

し

て

い

る

。

し

か

も

、

風

景

を

歌

う

の

は

、

自
然
を
主
題
と
す
る
四
季
の
歌
ば
か
り
で
は
な
い
「
恋
の
歌
、
賀
の
歌
、
離

別
の
歌
、
哀
傷
の
歌
な
ど
、
人
事
、
感
情
を
主
題
と
す
る
歌
で
も
、
人
事
・

感

情

を

直

叙

す

る

こ

と

は

回

避

し

、

そ

れ

を

ひ

と

つ

の

景

に

置

換

し

移

し

入

れ

て

、

風

景

と

し

て

歌

う

歌

が

圧

倒

的

に

多

い

。

そ

こ

で

、

古

今

集

や

新

古

今

集

で

は

、

叙

景

歌

（

風

景

を

歌

い

こ

ん

で

い

る

歌

）

は

、

概

略

見

た

と

こ

ろ
、
全
体
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
山
本
健

吉

氏

は

『

詩

の

自

覚

の

歴

史

』

で

「

日

本

の

詩

歌

ほ

ど

、

叙

景

に

執

着

し

た

詩

歌

は

少

い

で

あ

ろ

う

。

あ

る

い

は

中

国

の

詩

と

並

ん

で

、

東

洋

の

詩

歌

の

特

色

と

言

っ

て

も

よ

い

。
」

と

述

べ

て

い

る

が

、

こ

の

指

摘

は

疑

い

な

く

正

し

い

。

叙

景

と

は

本

来

文

芸

ジ

ャ

ン

ル

を

表

示

す

る

概

念

で

あ

る

が

、

い

ま

こ

れ

を

一

般

化

し

、

文

芸

で

あ

れ

、

絵

画

で

あ

れ

、

ま

た

た

ん

に

心

の

う

ち

に

お

い

て

で

あ

れ

、

風

景

を

美

的

に

捉

え

、

美

的

形

象

化

す

る

営

み

を

叙

景

と

定

義

す

る

な

ら

、

日

本

民

族

の

美

意

識

の

根

幹

を

な

す

も

の

は

叙

景

的

美

意

識

で

あ

り

、

日

本

の

美

の

核

心

に

あ

る

の

は

叙

景

美

で

あ

る

、

と

言

う

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

。

で

は

一

方

、

西

洋

で

は

ど

う

か

。

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

芸

術

は

、

風

景

と

ど

の

よ
う
な
か
か
わ
り
方
を
し
て
き
た
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス

の

美

術

批

評

家

ケ

ネ

ス

・

ク

ラ

ー

ク

卿

の

『

風

景

画

論

』

が

明

快

な

回

答

を

与

え

て

い

る

。

「

西

で

は

風

景

画

は

短

く

気

ま

ぐ

れ

な

歴

史

し

か

も

た

な

か

っ

た

。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
芸
術
の
最
も
偉
大
な
時
代
、
す
な
わ
ち
パ
ル
テ
ノ
ン
の
時



代

に
も

シ
ャ
ル
ト
ル
大

聖
堂
の
時
代

に
も
、
風
景

は
存
在
し
な
か

っ
た

し

、
存
在
し
え
な
か
っ
た
。
ジ

ョ
ッ
ト
や

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
と

っ
て

、

風
景

は
恥
知
ら
ず
な
も
の
で
あ

っ
た
。
偉
大
な
芸
術
家
が
風
景
画

を
そ

れ
自
体

の
た
め
に
取

り
上
げ
、
そ
の
規
則
を
体
系
化
す

る
の
を
試
み

る

の
は
、
や

っ
と
十
七
世
紀
に
お
い
て
で

あ
る
。
風
景
画
が
支
配
的

な
芸

術
と
な
り
、
風
景
画
自
身
の
新
し
い
美
学

を
創
造
し
た
の
は
、
や
っ
と

十

九
世
紀

に
入

っ
て
か
ら
で
あ
る
。」

こ

の
指
摘

は
、
わ
れ
わ
れ
東
洋
人
に
と
っ
て

は
信
じ
が
た
い
こ
と

の
よ
う

に
も
思

わ
れ
よ
う
が
、
し
か
し
紛
れ
も
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
確

か
に
、

古
代

ギ
リ

シ
ア
以

来
イ

タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
い
た
る
ま
で
西
洋
で

は
風

景

は
存

在

し

な

か

っ
た

と

言

っ
て

い

い

だ

ろ

う

。

西

洋
で

風

景

画

が

成

立

す
る
の
は
漸
く
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
・
バ
ロ
ッ
ク
絵
画
に
お
い
て
で
あ
り
、

支
配
的

な
美
術

ジ
ャ

ン
ル
と

な
り
え

た
の
は
、
や

っ
と
前
世

紀
の
こ
と

に
す

ぎ
な
い
と

い
う
指
摘
も
正
し
い
。
一

方
、
東
洋

の
中
国
で
は
、
叙
景

の
伝
統

は
す
で

に
早
く
も
五
世
紀
に
山
水
画
山
水
詩
と
し
て
成
立
し
て

い
る
し
、
後

進
国
日
本
で
も
、
そ
の
影
響
の
下

に
、
早
け

れ
ば
八
世
紀
、
ど
ん
な
に
遅
く

見
て
も
九
世
紀
中
葉
に
は
確

立
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
西

洋
で

は
風
景
画

は
ま
さ
し
く
「
短
く
気
ま
ぐ

れ
な
歴

史
」
し

か
も
っ
て

い
な
い
と
言
う

ほ
か

な
く
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
的
伝

統
に
は
叙
景

は
属
し
て

い
な
い
と
見

る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら

「

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
芸
術
の
最

も
偉
大

な
時
代
」
に

風
景
は
存
在
し
え

な
か
っ
た
と

い
う

の
で
あ

る
か
ら
。

叙
景
を
め
ぐ

る
東
西

の
美
意
識

の
こ

の
隔
絶

は
、
何

に
起
因

し
何

に
も
と

づ

い
て

い

る

の
だ

ろ

う

か

。

こ

れ

を

、
自

然

環

境

や
風

土

に
求

め

る

の

は
社

会

学
的

俗

論

で

し

か
な

い

だ

ろ
う

。
も

し

、

そ

う

し

た

論

に
よ

っ
て

立

つ

な

ら

、
南

太

平

洋

の
原

住
民

の
間

に

こ
そ

最

も

美
し

い
風

景

画

と

叙

景

詩

が

生

れ

た

は
ず

で

あ

ろ

う

。

お
そ

ら
く

東

西

の
美

意
識

の

こ

の
隔

絶

は

東

西

の
世

界

観

の
対

立

に
根

差

し

て

い

る

に

ち

が

い
あ

る
ま

い

。

西
洋
で
風
景
画
が
成
立
し
た
の
は
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
・
バ
ロ
ッ
ク
絵
画

に

お

い
て

で

あ

る
、

と

右

で

述

べ

た

。

で

は

、
そ

の
時

ま
で

ヨ

ー

ロ

ッ
パ
絵

画

に

は
風

景

が

現

れ

て

い

な

い

の

か
と

言

う

と

、

そ

う
で

は

な

い

。

ル

ネ

サ

ン

ス
初

期

、
十

四

世

紀

に

入

る
と

、
人

物

画

あ

る

い

は
歴

史

画

の
背

景

に
風

景

は
出

現

し

始

め

る

。

こ
と

に
十

四

世

紀

後

半

か

ら
十

五

世

紀

初
頭

に

か
け

て

フ

ラ

ン

ス
や

ブ

ル

ゴ

ー

ニ

ュ
の

宮

廷

で

盛

ん

に
制

作

さ
れ

た
一
連

の
月

暦

絵

を
以

て

、

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

美
術

史

に

お
け

る
最

初

の
風

景

描

写

の
開

花

と

見

て

よ

い

よ

う
で

あ

る
。

そ

し

て

こ

の
風

景

描

写

の
流

れ

の
中

か

ら

こ

れ

を
集

大

成
す

る
も

の
と

し

て

フ

ラ

ン

ド

ル

の
偉

才

フ
ァ

ン

・

ア
イ

ク
の
精

緻

な
背

景
風
景
H
i
n
ｔ
ｅ
ｒ
ｇ
ｒ
ｕ
ｎ
ｄ
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
が
生
ま
れ
る
。
有
名
な
「
ゲ
ン
ト
祭
壇

画
」
や
ル
ー
ヴ
ル
の
名
品
「
二
コ
ラ
・
ロ
ラ
ン
の
聖
母
」
の
背
景
風
景
な
ど

で

あ

る

。
そ

し

て

お

そ

ら
く

は
こ

う

し

た

フ

ラ
ン

ド

ル
絵

画

の
影

響

の

も
と

に

、

イ

タ

リ

ア
で

も

、

ル

ネ

サ

ン

ス

盛
期

に
は

、

多
数

の
背

景

風

景

が

描

か

れ

る

に

い

た

っ
て

い

る

。

だ

が

こ

れ

ら

一
連

の
ル

ネ

サ

ン

ス
期

の
背

景

風
景

が
風

景

か
と

い

う

と

、

こ

れ

ら

を
風

景
と

呼

ぶ
こ

と

に
わ

れ

わ

れ

は

等

し
く

躊

躇

を

覚

え

る

で

あ

ろ

う

。

も

ち

ろ

ん
こ

れ

ら

の
絵

に
は

い

ず

れ

も
前

面

に

大

き

く

人

物

像

が

描

か

れ

て

い

て

、
風

景

は

そ

の
そ

え

も

の

に
す

ぎ

ず

、
そ

四の四苅
冖

Ｄ
り

乙



の
点
で
す
で

に
こ
れ
を
風
景
画
と
呼
ぶ
こ
と

は
で

き
な
い
の
で

は
あ
る
が
、

い
ま
仮
り
に
そ

の
点

は
度
外

視
し
て
背

景
風

景
だ
け

に
着
目
し
た
場

合
に
も
、

躊
躇
さ
れ

る
の
で
あ

る
。
何
故
か
。
そ
の
理
由
は
、
風
景
の
な
か
の
個

々
の

物
が
余

り
に
も
精
確
緻
密
に
描
か
れ
す
ぎ
て

い
る
か
ら

に
ち
が
い
な
い
。
例

え
ば

ゴ
ッ
ツ

ォ
リ
の
「
東
方
三
博
士
の
行

列
」

な
ど
ま

さ
に
そ
の
典
型
的
な

例
で
、

ゴ
ツ

ゴ
ツ
と
切
り
立
つ
た
く
さ
ん
の
岩
石

、
樹
本
、
飛
び
か
う
大
き

な
怪
鳥
、
逃
げ

る
鹿
、
追
う
狩
人
、
山
道
を
行

進
す
る
多
数
の
一
人
一
人

の

騎
士
、
遠
く

に
あ
る
城
館
な
ど
が
、
ま
る
で

望
遠
鏡
で
覗
い
た
光
景

の
よ
う

に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
精
緻

に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
物
体
の
描
写

な
ら
、
ど
ん

な
に
精
緻

に
描

か
れ
よ
う
と
も
、
精
緻
に
す
ぎ
る
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
風
景
は
違
う
。
風
景
と

は
た
ん
な
る
物
体
の
集
合
で

は
な
い

か
ら
で

あ
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
の
背
景
風

景
が
風

景
と

な
り
え

な
い
の
は
、
風

景

を
見
る
目
が
未
だ
こ
こ
に
は
成
立
し
て

い
な
い
か
ら
で
あ
っ
て

、
風
景
を

見

る
目

の
代
り

に
物
体
を
見

る
目
で
風
景

が
捉
え

ら
れ
て

い
る
か
ら
だ
と
思

わ
れ
る
。

た
だ
し
、
同
じ
く
イ

タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
背
景
風
景
で

あ
っ
て
も
、

レ
オ

ナ
ル
ド
・

ダ
・

ヴ
ィ
ン
チ
の
背
景
風
景

は
唯
一
別

格
で

あ
る
。
否

、
ル

ネ
サ

ン
ス
に
お
い
て
別
格
で

あ
る
ば

か
り
か
、
正

し
く
は
西

洋
美
術
史

を
通

じ
て
唯
一
別
品
で
あ
る
と
言
う
べ
き

か
も
し

れ

な

い
。
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
や

「
聖

ア

ン
ナ
」

に
は
、
実
に
見
事

な
、
ま
る
で
中
国
山
水
画

に
見

る
よ
う
な

縹
渺
模
糊
と
し

た
幽
遠
な
る
背

景
風
景

が
描

か
れ
て

い
る
こ
と

は
人

の
知
る

通
り
で
あ
る
。
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ペ
レ
ン
ソ
ン
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
は
「
輪
郭
や

形

体
の
忠
実

な
再
現
が
風
景
画
で
は
な
く

、
風
景
画
が
人
体

を
描
く
絵
画
と

は
別
箇

の
芸
術
で
あ
る
」
こ
と
を
知
っ
て

い
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
レ
オ
ナ

ル
ド
は
、
風
景

を
見
る
目
が
物
体

を
見

る
目
と

は
異
な
っ
た
視
覚
で
あ
る
こ

と

も
は

っ
き
り
自
覚
し
て
い
た
。
そ

れ
は
、
線
遠
近
法
に
対
す
る
空
気
遠
近

法

の
発
見
と
し
て
明
確
に
言
表
化

さ
れ
て

い
る
。

二
つ
の
視
覚

、
物
体
を
見
る
眼
と
風
景

を
見

る
眼
は
、
時
代
に
数
世
紀
先

ん
じ
て

レ
オ
ナ
ル
ド
の
天

才
が
体
得

し
た
眼
で
あ

っ
て
、
視
覚
様
式
に
対
し

て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
史
家
た
ち
の
間

に
一
般
に
強
い
関
心

が
生
ま
れ
る
の

は
、
ず

っ
と
遅
れ
て
十
九
世

紀
も
末
葉
に
い
た

っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
ク
ラ

ー
ク
が
先
き
の
引
用

で
風
景
画

の
新
し
い
美
学
の
創
造
と
述
べ
た
現

象
と
お
そ
ら
く
重
な
り
合
う
現
象
で
、
こ
の
時
代

が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
様
式

の
転
換
期
で
あ

っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
う
し
た
時
代
思
潮
の
な
か
で
、
ウ

ィ

ー
ン
学
派
と

パ
ー
セ
ル
学
派
を
代
表
す
る
二
人

の
美
術
史
家
リ
ー
グ
ル
と

ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
が
等
し
く
二

つ
の
視
覚
に
注
目
し
て
い
て
興
味
深

い
。

「
自
然
物
は
、
人
間

の
視
覚

に
対
し
て
、
孤
立
し
た
形

象
と
し
て
も
現

れ
る
が
、
し
か
し
同
時

に
、
宇
宙

（
す
な
わ
ち
宇
宙
の
無
限
に
近
い
切

片
）

と
結
合
し
一
つ
の
無
限

の
全
体
と
な
っ
て
現
れ
る
。
自
然
物

は
輪

郭
に
よ
っ
て
画
定
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
な
お
多
少
な
り
と
も
そ
の

周
囲

Ｕ
ｍ
ｇ
ｅ
ｂｕ
ｎ
ｇ

の
う
ち
に
流
動
的
に
吸
収
さ
れ
て

い

る
。
自
然
物

は
閉

ざ
さ
れ
た
局
在
的

な
色
を
呈
す
る
が
、
同
時
に
そ
の
周
囲

の
全
体

色
調
に
も
参
加

し
て

い
る
。
自
然
作
品

が
こ

の
よ
う
に
人
間
の
眼

に
と

っ
て
二
重
の
現

れ
方
を
す
る
と
い
う
こ
と

に
、
人
類
の
芸
術
意
思

の
発



展
は
関
連

し
て

い
る
。
そ

の
場

合
、
芸
術
意
思
に
二
つ
の
両
極
が
考
え

ち
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方

は
個
々
の
自
然
物
を
他
の
す
べ
て
に
対
し

て
極
度

に
孤
立
化

さ
せ

る
立
場
で

あ
り
、
他
方
は
相
互
に
極
度

に
結
合

さ
せ
る
立
場
で
あ

る
。」

正
確
無
比

な
る
文
章
で

、
つ
け
加
え

る
べ
き
な
に
も
の
も
な
い
。
要

す
る

に
、
物

を
見

る
二
つ

の
視
覚

が
あ

る
と

い
う
の
で
あ
る
。
一
方

は
物

を
孤
立

化

さ
せ
物
そ
の
も
の
に
注
目
し

、
物
体

の
レ
ア
リ
テ
ィ

ー
を
把

握
し

よ
う
と

す
る
眼
で
あ
る
。
も
う
一
方
の
視
覚
は
、
個
々
の
物

よ
り
も

、
こ
れ

を
取
り

囲

ん
で
い
る
「
宇
宙
」

あ
る
い
は
背
景

空
間
な
い

し
大
気
空
間

Ｌ
ｕ
ｆｔｒ
ａｕ
m

に
注
目
し
、
大
気
空
間
内

で

の
物

の
現
象

Ｅ
ｒ
ｓｃ
ｈｅ
ｉ目

高

を
捉
え
よ
う
と

す
る
眼
が
あ

る
、
と

い
う
の
で
あ

る
。

「
と
こ
ろ
で
、
外
界

の
事
物

に
注
目
す

る
た

め
に
わ
れ
わ
れ
が
一
番

頻
繁

に
使
用

す
る
感
覚
器
官

は
眼
で

あ

る
。」
し

か

し
、
物
の
実
在

に

つ

い

て
、

「
絶
対
的
に
確
実

な
完

全
な
確

信
は
、
視
覚
を
介
し
て
は
与
え
ら
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
触
覚

を
通
じ
て

の
み
与
え
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は

は
っ
き

り
知

っ
て
お
か
ね
ば

な
ら
な

い
。」
視
覚
は
「
物

体
を
た
ん
な
る
色
面

と
し
て
示
し
、
貫
通
し
え
な

い
素
材
的

な
個
体
と
し
て
は
決
し
て
示

さ
な
い
。

外
界

の
事
物
を
わ
れ
わ
れ
に
対

し
混
沌
た
る
混
同

の
う
ち

に
現
す

の
は
、
ま

さ
に
視
覚
的
知
覚
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」

そ
れ
ゆ
え
、
物
体

の
実
在

を
捉

え

よ
う

と

す

る

な

ら

、

眼

は

当
然

対

象

に
接

近

し

、
触

覚

経

験

を

喚

起

で

き

ね

ば

な

ら

な

い

。
そ

こ

で

リ

ー

グ

ル

は

、
物

体

の
実

在

に

向

か

う

眼

を

、

近
接

視
的
n
a
h
s
i
c
h
t
i
g
触
覚
的
ｈ
ａ
ｐ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
彫
塑
的
ｐ
ｌ
ａ
ｓ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
視
覚
と
呼
ぶ
。

一

方

、
風

景

は

、

ま

さ

し
く

近

接

視

的

な

眼

に

は
見

え

な

い

何

か

で
あ

ろ

う

し

、
大

気

空

間

は

ま
さ

し

く

触

覚

に
よ

っ
て

つ

か
み

え

な

い

も

の
で

あ

る
。

大
気

空

間

と

物

の
現

象

を

目

ざ

す

も

う

一
方

の
極

を

な
す

視

覚
を

遠

隔

視

的

ｆｅ
ｒ
ｎ
ｓ
ｉｃ
ｈ
ｔ
ｉｇ

光

覚
的

Ｏ
ｐ
ｔ
ｉｓ
ｃ
ｈ

視

覚
と

リ

ー
グ

ル

は

呼

ぶ

。

近

接

視

的

、

触

覚
的

視

覚

を

最

も

強

烈

に

体
現

し
て

い

る

の
が
古

代

オ

リ

エ
ン
ト

人

の
視

覚
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
西
洋
で
は
、
イ
ン
ド
・
ゲ
ル
マ
ン
語
族
た
る
古
代

ギ

リ

シ
ア

人

と

と

も

に

、
遠

隔

視

的

光

覚

的
視

覚

は

覚

醒

し

、

後
期

ロ
ー

マ

以

降

、

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

世
界

の

進
展

と

と

も

に

、
遠

隔

視

的

光

覚

的
視

覚

は
発

展

し

て
き

た

と

リ

ー

グ

ル
は

見

る

。

し

た
が

っ
て

リ

ー

グ

ル

は

、
遠

隔

視
的

光
覚
的
視
覚
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
、
ゲ
ル
マ
ン
民
族
的
視
覚
と
見
て
い
る
。

し

か

し
近

接

視

、

遠

隔

視

と

言

っ
て

も
、

相

対

的
比

較

の
問

題

で

あ

っ
て

、

遠

隔
視

に
も

無

限

の
階

梯

が

あ

ろ

う

。
強

烈

な

近
接

視

的

触

覚

性

を

示

す
古

代
オ
リ
エ
ン
ト
人
の
視
覚
と
比
べ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
視
覚
が
よ
り
遠
隔
視

的

、

よ
り

光

覚

的

で

あ

る

と

い
う

理

由

か

ら

、

リ

ー

グ

ル
は

ヨ

ー

ロ

ッ
パ

の

視

覚

は
遠

隔

視

的

で

あ

る

と
規

定

し

た
の

だ

が
、

こ

こ

に
は

論

理

の
飛

躍

が

あ

る
だ

ろ

う

。

む

ろ

ん

、

リ

ー

グ

ル

の
念
頭

に

は
西

洋

し

か

な

か

っ
た

の
で

あ

り

、

そ

の

範
囲

内

で
遠

隔

視

的

だ

と
見

た

に
す

ぎ

な

か

っ
た

の
で

あ

っ
て

、

世

界

史
的

視

野

に
立

て
ば

、

と

り

わ
け

わ
れ

わ

れ
東

洋

人

の
視

点

か

ら
見

れ

ば

、

い

ぜ

ん
と

し

て

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
視

覚
は

著

し
く

近

接

視

的

触

覚

的

な
視

覚

に

偏

向

し

て

い

る
と

見

な

け

れ

ば

な

ら
な

い

だ

ろ

う

。
な

ぜ

な

ら

、

く

り

返

し

に
な

る
が

、

西

洋

は

近

代

に

い

た

る

ま

で
風

景

が
見

え

て

く

る

だ

け

の
遠

隔

視

的

視

覚

を

絶

え

て

も

た
な

か

っ
た

の
だ

か
ら

。

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
の
視

四″の″
７２



覚
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
明
か
に
物
体
の
実
在
を
志
向
す
る
近
接
視
的
触

覚

的
な
視
覚
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
遠
隔
視
的
光
覚
的
と
命
名

さ
れ

る
べ
き

視

覚
は
、
ま
さ
し
く
長
い
叙
景
の
美
的
伝
統
に
立
つ
中
国
や
日
本

の
視
覚
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。

は
じ
め
に
私

は
、
叙
景
を

め
ぐ
る
東
西
の
美
意
識
の
隔
絶

は
何

に
も
と
づ

く

の
か
と

い
う
問

い
を
提
起
し
て
お

い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く

る
な
ら
、

そ

れ
は
東
西

の
視
覚

の
対
立

に
根
差
し
て
い

る
と
答
え
る
こ
と

が
で
き

る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
民
族

の
視
覚
を
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は

視
様
式
Ｓ
ｅ
ｈ
w
ｅ
ｉ
ｓ
ｅ
あ
る
い
は
表
象
形
式
V
o
r
s
t
e
l
l
u
n
g
s
f
o
r
m
と
呼
び
、

各
民

族

は

そ

れ

ぞ
れ

固

有

の
視

様

式

に
拘

束

さ

れ

て

い

る
と

見

た
。

ヨ

ー

ロ

ツ
パ

が

一
貫

し
て

物

体

の

実

在

に

向

か

う

視

覚

基

底

に

拘
束

さ

れ
て

き

た
こ

と

は
疑

え

な

い
。

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
に

遠

隔

視

的

光

覚

的

視

覚

が
覚

醒

す

る

の
は

十

七

世

紀

バ

ロ

ッ

ク
時

代

で

あ

る

と

リ

ー
グ

ル

も

ヴ

ェ

ル

フ
リ

ン
も

共

通

し

て
見
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
視
覚
基
底
の
拘
東
力
が
大
き
く
揺
ら
ぎ
出

す

の

は

、

リ

ー

グ

ル
や

ヴ

ェ

ル
フ

リ

ン
が

同

時

代
人

と

し
て

共

通

体

験

し

た

に
違

い

な

い
印

象

主
義

運

動

に
お

い

て

で

あ

っ
た

ろ

う

。

ち

な
み

に
付

言

す

る
な
ら
、
リ
ー
グ
ル
や
ヴ
ェ
’
ル
フ
リ
ン
を
し
て
、
視
様
式
に
注
目
せ
し
め
た

の

も

、

印

象

主
義

の
時

代

体

験

で

は
な

か

っ

た
か

と

想

像

さ

れ

る
。

印

象

主

義

こ

そ

、
物

体

の
実

在

に

向

か

う

視

様

式

か

ら

、
物

の

印

象

、

リ

ー

グ

ル
に

よ
る
な
ら
大
気
空
間
内
の
物
の
現
象
E
ｒ
ｓ
ｃ
h
ｅ
ｉ
ｎ
ｕ
ｎ
ｇ
へ
向
け
ら
れ
た
視
様

式

へ

の

、

変

革
運

動

に
ほ

か

な
ら

な

か

っ

た
の

だ

か

ら

。

以
上
に
お
い
て
私
は
、
東
西
の
美
意
識
の
対
立
の
根
底
に
は
、
東
西
の
視

覚

基

底

の

対

立

が

あ

っ
て

、
視

覚

基

底

が
東

西

の

美
意

識

を

一
定

の
方

向

に

方

向

づ

け

て

い

る
と

い

う

こ
と

を
不

十

分

な

が

ら

も
指

摘

し

え

た

か

と
思

う

。

視

覚

基

底

ｏ
ｐ
ｔ
ｉｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｂ
ａ
ｓ
ｉｓ

と

は
、

対

象

な

い

し

世
界

を
見

る
眼

で
あ

る

か
ら

、

た

だ

に

美
意

識

だ
け

に

か

か
お

る
も

の

で

は
あ

る

ま

い
。

当

然

、
民

族

の
自

然

観

は

言

う

ま

で

も

な

く

、
民

族

の

宗

教

的

哲
学

的

世

界

観

を

も

、

そ

の
深

層

に
お

い

て

、

一

定

の
方

向

に
方

位

づ

け

て

い

る
と

見

る
べ

き

も

の

で

あ

ろ

う

。

も

し

そ

う

言

え

る

な
ら

、

視

覚

基

底

か

ら

、
民

族

の

自

然

観

や

世

界

観

の
根

底

を
究

明

し

て

ゆ

く

こ
と

が
可

能

と

な

る

に
違

い

な

い

。
そ

の

際

わ
れ

わ

れ

が
民

族

の

視

覚

基

底

を
読

み

と

る
べ

き

主
要

テ

キ
ス

ト

は
美

術

遺

品

を

措

い
て

他

に

は

な

い

か

ら

、

わ
れ

わ

れ

は

世
界

観

の
解

明

の

た

め

に

美
術
史
研
究
に
向
か
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
リ
ー
グ
ル
を
美
術

史

研

究

に

向

か

わ

せ

た

も

の

も
同

じ

動

機

で

あ

っ

た
と

思

わ

れ

る

。

（
１
）
　
仏
画
で

は
、
「
平
等
院
鳳
凰
堂
壁
扉
画
」
や
「
山
越
阿
弥
陀
図
」
（
京
都
　
禅

林
寺
）

な
ど
、
神
道
画
で

は
、
「
那
智
滝
図
」
（
根
津
美
術
館
）
や
「
琴

弾
宮
縁

起
絵
」
（
香
川
　

観
音
寺
）
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
よ
う
。

（
２
）

「
亀
の
尾
の
山
の
岩
根
を
と
め
て

落
っ

る
滝
の
白
玉
千
代
の
数
か
も
」
（
古
今

集
巻
七
　

賀
歌
）

こ
の
歌
は
長
寿

を
祝
う
賀
歌
で
あ
る
が
、
長
寿
を
滝
の
白
玉
と
い
う
景
に
転

換
し
て
い
る
。

「
深
草
の
野
辺

の
桜
し

心
あ
ら
ば
今
年
ば
か
り
は
墨
染

に

咲
け
」
（
古
今
集

巻
十
六
　

哀
傷
歌
）

右
は
喪
の
哀
傷
を
墨
染

の
桜
花
と
い
う
景
に
転
換
し
て
い
る
。

「
郭
公

な
く
や
五
月
の
あ
や
め
ぐ
さ
あ
や
め
も
知
ら

ぬ
恋
も
す
る
か
な
「
（
古



今

集

巻

十

一
　

恋

歌

）

「

春

日

野

の

雪

間

を

わ

け

て

お

ひ

い

で

く

る

草

の

は

つ

か

に

見

え

し

君

は

も

」

（

古

今

集

巻

十

一
　

恋

歌

）

「

あ

し

ひ

き

の

山

下

水

の

木

隠

れ

て

た

ぎ

つ

心

を

堰

き

ぞ

か

ね

つ

る

」
（

古

今

集

巻

十

一
　

恋

歌

）

右

の

三

首

の

傍

線

部

は

序

詞

と

呼

ば

れ

る

修

辞

法

で

あ

っ

て

、

一

般

に

は

意

味

内

容

は

も

た

な

い

と

解

さ

れ

て

い

る

が

、

人

事

、

感

情

を

景

に

転

換

し

た

、

叙

景

的

メ

タ

フ

ァ

ー

と

捉

え

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。

（

３

）
　

こ

こ

ま

で

は

、

拙

稿

「

叙

景

論

」

（
「

文

芸

言

語

研

究
　

文

芸

篇

十

五

」
）

と

重

複

す

る

箇

所

が

多

い

。

（
４
）
　
Ｋ
ｅ
ｎ
ｎ
ｅ
ｔ
ｈ
　
Ｃ
ｌ
ａ
ｒ
ｋ
：
　
Ｌ
ａ
ｎ
ｄ
ｓ
ｃ
ａ
ｐ
ｅ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｏ
　
ａ
ｒ
ｔ
”
　
Ｌ
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
　
１
９
８
４
，
p
.
2
2
9
.

（

５

）
　

Ｊ
ａ
ｎ

　
ｖ

ａ

ｎ

　
Ｇ

ｏ
ｙ

ｅ

ｎ

　（

１
５

９
６
-

１
６
５

６

）
，

　

Ｓ
ａ

ｌ
ｏ
ｍ

ｏ
ｎ

　
ｖ

ａ
ｎ

　

Ｒ

ｕ

ｙ

ｓ

ｄ
ａ
ｅ

ｌ

　（

１
６
０

０
／

０
２
～
１
６
７
０
）

，

Ｊ
ａ

ｃ
ｏ

ｂ

　
ｖ

ａ

ｎ

　
Ｒ

ｕ

ｙ

ｓ

ｄ
ａ
ｅ

ｌ
　（

１
６
２

８
／

２
９
-

１
６

８
２

）

な

ど

が

代

表

的

風

景

画

家

で

あ

る

。

（
６
）
「
ベ
リ
ー
公
の
い
と
も
豪
華
な
時
■
書
」
ラ
ン
ブ
ー
ル
兄
弟
作
（
一
四
一
〇

年
頃
。
コ
ン
テ
美
術
館
、
シ
ャ
ン
テ
ィ
イ
）
や
「
ブ
シ
コ
ー
元
帥
の
時
■
書
」

（
一
四
〇
一
～
○
八
年
頃
。
ジ
ャ
ッ
ク
マ
ー
ル
＝
ア
ン
ド
レ
美
術
館
、
パ
リ
）

な

ど

が

有

名

。

（

７

）
　

ゴ

ッ

ツ

ォ

リ

作

「

東

方

三

博

士

の

行

列

」
、

マ

ン

テ

ー

ニ

ャ

作

「

キ

リ

ス

ト

の
磔
刑
」
「
聖
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
ス
」
、
ウ
ッ
チ
ェ
ル
口
作
「
サ
ン
・
ロ
マ
ー
ノ
の
戦

い
」
、
バ
ル
ド
ヴ
ィ
ネ
ッ
テ
ィ
作
「
聖
母
子
」
、
ピ
エ
ロ
・
デ
ル
ラ
・
フ
ラ
ン
チ

ェ

ス

カ

作

「

モ

ン

テ

フ

ェ

ル

ト

ロ

公

夫

妻

の

肖

像

」

「

キ

リ

ス

ト

降

誕

」
、

ポ

ラ

イ
ウ
ォ
ロ
作
「
聖
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
殉
教
」
な
ど
の
背
景
風
景
を
見
よ
。

（
８
）
　
Ｂ
ｅ
ｒ
ｎ
ａ
ｒ
ｄ
　
Ｂ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
ｓ
ｏ
ｎ
　
”
Ｉ
ｔ
ａ
ｌ
ｉ
ａ
ｎ
　
ｐ
ａ
ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
　
ｏ
ｆ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｒ
ｅ
ｎ
ａ
ｉ
ｓ
ｓ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
”

（
９
）
　
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
『
絵
の
本
』
[
A
s
h
.
 
1
.
 
2
5
v
.
]
参
照
。

（
1
0
）
　
Ａ
ｌ
ｏ
ｉ
ｓ
　
Ｒ
ｉ
ｅ
ｇ
ｌ
:
　
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
w
ｅ
ｒ
ｋ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
w
ｅ
ｒ
ｋ
　
Ｉ
,
　
ｉ
ｎ
 
"
G
ｅ
ｓ
ａ
ｍ
ｍ
ｅ
ｌ
ｔ
ｅ

Ａ

ｕ

ｆ
ｓ
ａ

ｔ
ｚ

ｅ

”
　

Ａ

ｕ

ｇ

ｓ

ｂ
ｕ

ｒ
ｇ
-

Ｗ

ｉｅ

ｎ

　
１

９
２
８

， 　
Ｓ
.

　
６
０
.

（
1
1
）
Ａ
ｌ
ｏ
ｉ
ｓ
　
Ｒ
ｉ
ｅ
ｇ
ｌ
:
　
”
Ｓ
ｐ
ａ
ｔ
ｒ
ｏ
ｍ
ｉ
ｓ
c
ｈ
ｅ
　
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
ｉ
ｎ
ｄ
ｕ
ｓ
ｔ
ｒ
ｉ
ｅ
”
　
D
ａ
ｒ
ｍ
ｓ
ｔ
ａ
ｄ
ｔ
　
１
９
７
３
，

Ｓ
.

　
２
７

．

（
1
2

）
　

Ｈ

ｅ

ｉｎ

ｒ

ｉｃ

ｈ

　
Ｗ

ｏ

ｌ
ｆｆｌ

ｉｎ

：
　

Ｄ

ａ

ｓ

　
Ｐ
ｒ

ｏ

ｂ
ｌ
ｅ
ｍ

　

ｄ
ｅ

ｓ

　

Ｓ

ｔ
ｉ
ｌ
ｓ

　

ｉ
ｎ

　
ｄ

ｅ
ｒ

　

ｂ

ｉ
ｌ
ｄ
ｅ
ｎ

ｄ
ｅ
ｎ

Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
,
　
ｉ
ｎ
　
"
Ｓ
ｉ
ｔ
ｚ
ｕ
ｎ
ｇ
ｓ
ｂ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ｈ
ｔ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｋ
ｏ
ｎ
ｉ
ｇ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｐ
ｒ
ｅ
ｕ
ｓ
ｓ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ

Ａ

ｋ

ａ

ｄ
ｅ
ｍ

ｉｅ

ｄ
ｅ
ｒ

　
W
i

ｓ
ｓ
ｅ
ｎ

ｓ
ｃ

ｈ
ａ

ｆ
ｔ

”
　
１

９
１

２
．

（

た

き

う

ち

・

ま

き

お

、

比

較

美

学

・

ド

イ

ツ

思

想

、

筑

波

大

学

助

教

授

）

四の四皿
－
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