
〈
研

究

論

文

５

〉

物
の
認
識
と
風
景
の
直
観

わ
れ
わ
れ
日
本
民
族
や
中

国
民
族
は
。
古
来
、
今
日
に
至

る
ま
で

一
貫

し

て

、
風
景

を
詩
歌

に
歌
い
絵
画

に
描
き
続
け
て

参
り

ま
し

た
。
古

来
と
は
曖

昧
な
言
い
方
で
す
が

、
日
本

民
族
の
場
合
に
は
未

だ
文
字
も
歴
史

も
も
た
な

い
太
古
の
時
代

に
、
倭
建
命

の
国

思

歌
と
さ
れ
ま
す

「
大
和

は
国

の
真
秀
ろ

ば
　
畳

な
づ
く
青
垣
　
山
籠
れ

る

大
和
し
う

る
は
し
」

な
ど
と
い
う
日
本
叙
景
歌

の
絶
唱

と
も
い
う
べ
き
見
事
な
歌
が
す
で

に
歌
わ

れ
て

お
り
、
し
た
が

っ
て

い
つ
と
も

確
認
で
き

な
い
太
古
の
時
代

か
ら
今

日

に
至

る
ま
で
と
い
う
意
味
で

ご
ざ

い
ま
す
。
先
進
文
化
民
族
の
中
国
で

は
さ

ら

に
古
く
、
山
水
画
山
水
詩
の
誕
生

は
三
世
紀
、
魏
晋
の
時
代
に
ま
で
遡

る

と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
古
い
叙
景
の
伝
統
の
上
に
立
つ
中
国
や

日
本
の
名
歌
の
多

く
は
、
当
然
、
叙
景
詩
で
あ
り
、
絵
画

の
名
品
も
ま
た
風

景
画
が
圧

倒
的
に
多

い
こ
と

は
御
承
知

の
通
り
で
す
。

今

は
最
後

の
文

人

瀧
　
内
　
槇
　
雄

だ

っ

た

と

回

想

さ

れ

ま

す

山

本

健

吉

が

『
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

な

い

、

叙

景

は

中

国

の

詩

と

並

ん

で

東

洋

の

詩

歌

の

特

色

と

言

っ

て

よ

い

。

と

述

べ

て

お

り

ま

す

が

、

中

国

や

日

本

の

美

意

識

は

風

景

と

と

も

に

目

覚

め

風

景

と

と

も

に

育

っ
て

き

た

こ

と

は

疑

い

な

い

と

こ

ろ

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。

と

こ

ろ

が

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

で

は

、

近

代

に

い

た

る

ま

で

風

景

は

存

在

し

な

か

っ

た

と

見

ら

れ

て

お

り

ま

す

。

イ

ギ

リ

ス

の

美

術

批

評

家

ケ

ネ

ス

ー
ク

ラ

ー
ク
は
『
風
景
画
論
ｌ
ａ
ｎ
ｄ
ｓ
ｃ
ａ
ｐ
ｅ
　
ｉ
ｎ
ｔ
ｏ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
ａ
ｒ
ｔ
』
に
お
い
て
、
ヨ
ー

ロ

ッ

パ

芸

術

の

最

も

偉

大

な

時

代

ｔ
ｈ
ｅ
　ｇ
ｒ
ｅ
ａ
ｔｅ
ｓ
ｔ
　
ａ
ｇ
ｅ
ｓ
　ｏ
ｆ
　
Ｅ
ｕ
ｒ
ｏ
ｐ
ｅ
ａ
ｎ

ａ
ｒ
ｔ

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
卜
や
ミ

ケ

ラ

ン

ジ

ェ

ロ

に

と

っ

て

は

風

景

は

恥

知

ら

ず

な

も

の

ｉｍ

ｐ
ｅ
ｒ
ｔ
ｉｎ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ

で

さ

え

あ

っ

た

。

偉

大

な

芸

術

家

が

風

景

そ

れ

自

体

を

画

題

と

し

て

取

り

上



げ

る
の
は
漸

く
十
七
世
紀

オ
ラ
ン
ダ

に
お
い
て
で
あ
り
、
風
景
画

が
支
配

的

な
美

術
と
な
り
風
景
画
自
身

の
新
し

い
美

学
を
創
造
し
え

た
の
は
、
驚
く
べ

き
こ

と
に
も
や

っ
と
十

九
世

紀
に
な

っ
て

か
ら
で
あ
る
、
と
述
べ
て
お
り
ま

す

が
、
こ
の
見
解
は
大
筋

に
お
い
て
正

し
い
と
言
え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

因

み

に

ｌａ
ｎ
ｄｓ
ｃａ
ｐ
ｅ

と

い
う

語
が
使

わ
れ
始

め
た
の
も
十

六
世
紀
末

オ
ラ

ン
ダ
語
が
そ
の
嚆
矢
で
あ
る
と
み
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
時
代
ま
で
そ
れ

に
相
当
す

る
語
が
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
風
景

な
る
観
念
が
そ
も
そ
も

な
か

っ
た
と

い
う
こ
と

に
ほ
か
な
り

ま
す
ま

い
。
し
か
も

ｌａ
ｎ
ｄｓ
ｃ
ａ
ｐ
ｅ

と

風
景
と
で

は
そ
の
単
語
の
意
味
す
る
内
容

は
根
本
的

に
異
質
で
あ
り
ま
し
て
、

風
景

は
風
と
光
の
意
味
で
す
が
、
ｌａ
ｎ
ｄ
ｓｃ
ａ
ｐ
ｅ

は
陸
、
国
土
の
意
味
に
過
ぎ

ま
せ

ん
。
と

い
う
こ
と
は
風
景
な
る
語
、
風
景

な
る
観
念

は
今
も

っ
て

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
は
存
在
し

な
い
と

言
わ
な
け
れ
ぱ

な
ら

な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。

一
体
こ

の
事
実

は
何

を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
り

ま
し

ょ
う

か
。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
こ
の
風
景
画

の
発

達
の
遅
れ
は
、
単
に
美
術
史
上

の
一
出

来
事
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず

、
根
本
的
に
は
世
界
を
風
景
と
し
て
見
る

目
、
認
識
が
、
本
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し

て

い
る
の
で

は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。

前
世
紀

末
か
ら
今
世
紀
初
め

に
か
け
て
活
躍
し

た
ド
イ
ツ
の
最
も
優
れ

た

美
術
史

家
と
し
て
、

ウ
ィ

ー
ン
学
派
の
リ

ー
グ
ル
と
バ

ー
ゼ
ル
学
派
の
ヴ

ェ

ル
フ
リ
ン
の
名
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
面

白
い
こ
と

に
二
人

は
ほ
ぼ

同

時
期
に
殆
ど
同
じ

よ
う
な
見
解

を
披
瀝

し
て

お
り
ま

し
て
、
人
類

に
は
世

界

を

見

る

対

立

す

る

二

つ

の

見

方

、

二

つ

の

「

目

の

対

世

界

関

係

Ｖ

ｅ
ｒ
-

ｈ
ａ
　
ｌ
ｔ
ｎ
ｉ
ｓ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ａ
ｕ
ｇ
ｅ
ｓ
　
ｚ
ｕ
ｒ
　
Ｗ
ｅ
ｌ
ｔ
、
直
観
様
式
Ａ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｕ
ｕ
ｎ
ｇ
ｓ
ｓ
ｔ
ｉ
ｌ
」

（

ヴ

エ

ル

フ

リ

ン

の

表

現

）

が

、

可

能

性

と

し

て

ア

プ

リ

オ

リ

に

与

え

ら

れ

て

い

る

と

見

て

お

り

ま

す

。

二

人

の

考

察

は

多

岐

に

わ

た

っ

て

お

り

ま

す

が

、

ご

く

簡

単

に

要

約

す

れ

ば

、

一

方

の

目

は

、

対

象

を

周

囲

の

空

間

か

ら

孤

立

さ

せ

、

物

体

は

そ

れ

自

体

を

客

観

と

し

て

、

そ

の

触

覚

価

値

ｈ
ａ
ｐ

ｔ
ｉｓ

ｃ
ｈ
ｅ

Ｗ

ｅ
ｒ
ｔ
ｅ

に

お

い

て

掴

む

目

で

あ

り

、

他

方

は

、

物

よ

り

も

周

囲

の

空

間

に

注

目

し

、

対

象

を

、

広

大

な

自

由

空

間

Ｆ
ｒ
ｅ

ｉ
ｒ
ａ
ｕ
m

内

の

現

象

と

し

て

、

そ

の

視

覚

価

値

ｏ
ｐ

ｔ
ｉｓ
ｃ

ｈ
ｅ

　
Ｗ

ｅ
ｒ
ｔ
ｅ

に

お

い

て

捉

え

る

見

方

で

あ

る

、

と

い

う

の

で

あ

り

ま

す

。

こ

の

と

き

対

象

は

物

体

性

を

喪

失

し

多

少

な

り

と

も

光

覚

現

象

と

化

す

で

し

ょ

う

。

す

な

わ

ち

こ

の

二

つ

の

目

を

触

覚

的

事

物

観

と

視

覚

的

事

物

観

と

呼

ぶ

こ

と

が

出

来

ま

し

ょ

う

。

因

み

に

こ

の

二

つ

の

目

が

リ

ー

グ

ル

が

芸

術

意

思

Ｋ

ｕ

ｎ

ｓ
ｔ
w

ｏ

ｌ
ｌ
ｅ
ｎ

と

呼

ん

だ

も

の

で

あ

り

ま

す

が

、

パ

ノ

フ

ス

キ

ー

は

、

こ

の

対

立

す

る

二

つ

の

芸

術

意

思

は

現

象

界

の

彼

岸

で

相

互

に

対

立

す

る

価

値

領

域

Ｗ

ｅ
ｒ
ｔ
 
ｒ
ｅ
ｇ

ｉｏ
ｎ

の

分

極

性

で

あ

り

、

ア

プ

リ

オ

リ

に

妥

当

す

る

直

観

の

範

疇

と

捉

え

て

お

り

ま

す

。

そ

し

て

前

者

の

方

の

見

方

、

す

な

わ

ち

対

象

を

孤

立

さ

せ

物

体

そ

れ

自

体

を

把

握

す

る

目

へ

の

傾

向

性

を

最

も

強

烈

に

示

し

た

の

が

、

西

洋

の

古

代

人

わ

け

て

も

エ

ジ

プ

ト

人

や

オ

リ

エ

ン

ト

人

で

あ

り

ま

し

た

。

リ

ー

グ

ル

は

こ

う

述

べ

て

お

り

ま

す

。

「

古

代

人

は

一

つ

一

つ

の

個

体

を

掴

み

出

し

、

明

確

な

閉

じ

ら

れ

た

単

一

性

に

お

い

て

示

し

た

。

そ

れ

ゆ

え

全

古

代

の

造

形

芸

術

は

、

そ

の

究

極

的



目

標

を
、

外

界

の

事

物

を

明

確

な

素

材

的

個

体

性

ｓ
ｔｏ
ｆ
ｆ
ｌｉｃ
ｈ
ｅ

Ｉｎ
ｄ
ｉｖ
ｉ
ｄｕ
ａ
ｌｉｔａ
ｔ

に

お

い

て
再

現

す

る

こ

と

に

求

め

、

自

然

界

の

事

物

の

感

覚

的
現

象

に
対

し

て

、

そ

の

素

材

的

個

体

性

の

直

接

説

得

的

な

印

象

を

混

濁
し

弱

体
化

し

か
ね

な

い
も

の

は

、

す

べ

て

こ

れ

を

回

避
し

抑

圧

し

よ

う
と
し
た
。
」

こ

の
触

覚

的

な

見

方

は

、

こ
れ

を

認
識

論

的

に

言

え
ば

。

も

の

・

客

観

と

、

こ
れ
に
対
峙
し
こ
れ
を
外
か
ら
ｆ
ａ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
■
む
主
観
と
い
う
二
元
論
的
認
識

形

式

に
立

つ
も

の

で

あ

り

、

私

は

こ

の
認

識

を
主

客

二
元

論

的

・
物

的

・

触

覚

的

認

識

と

呼

ん

で

お

き

た

い

と

思

い
ま

す

。

と

こ

ろ

で

、

こ

の

主

客

二
元

論

的

・
物

的

・
触

覚

的

認

識

方

式

の

見

逃

す

こ

と

の

で
き

な

い
重

大

な
特

徴

は

、

現

実

の

世

界

の

う

ち

主

観

と

客

観

、

我

と

物

と

い

う

二
項

に

の
み

着

目

し
て

、

実

際

に

は

両

者

を

等

し

く

内

に

包

み

こ

ん

で

い

る

空
間

の
存

在

が

ネ

グ

レ

ク
ト

さ

れ

捨

象

さ

れ

て

い

る

こ

と

で

ご

ざ

い

ま
す

。

リ

ー

グ

ル

は
、

こ

の

空

間

の

排

除

は

古

代

的

認

識

・

事

物

観

の

必
然

の
帰

結

で

あ

っ

た
と

見

て

お
り

ま

す

。

な

ぜ

な

ら

空
間

は

素

材

的

個

体

性
の

触

覚

的

把

握

と

い
う

古

代

的

認

識

の
原

理
原

則

そ

の
も

の

に

抵

触

し

、

こ
れ

を

否

定

す

る
か

ら

で

あ

り

、

し

た

が

っ
て

古
代

は

空
間

の
存

在

を

忘

却

し

た
と

言
う

よ

り

否

定

し

抑

圧

し

た
、

と

次

の

よ
う

に
述

べ

て

お
り

ま
す

。

「
全

古

代

の

造

形

芸

術

の

念

頭

に

あ

っ

た
究

極

目

標

の

こ

の

極

め
て

一
般

的

定

義

が

、

古
代

芸

術
が

空

間

と

い

か
な

る
関

係

に

立

っ
て

い

た

か
を

す

で

に
推

測

さ

せ

る
。

素

朴

な
感

覚

的

観

察

に

と

っ
て

は

、

外

界

の

個

物

が

そ

れ

に

よ

っ

て

相

互

に

切

り

離

さ

れ

る

と

思

わ

れ

る

雰

囲

気

的

ａ
ｔ
m
o
ｓ
ｐ
ｈ
ａ
ｒ
ｉｓ

ｃ
ｈ

な

大

気

に

満

た

さ

れ

た

空

間

は

、

ま

さ

に

こ

う

し

た

観

察

に

と

っ
て

素

材

的

個

体

で

は

な

い
も

の

で

あ

る

、

否

、

素

材

の

否

定

で

あ

り

し

た

が

っ

て

虚

無

Ｎ
ｅ
ｇ
ａ
ｔ
ｉｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｓ
　
Ｓ
ｔｏ
ｆ
ｆｅ
ｓ
　ｕ
ｎ
ｄ
　ｓ
ｏ
ｍ

ｉｔ
　ｅ
ｉｎ

Ｎ

ｉｃ
ｈ
ｔｓ

で

あ

る

。

そ

れ

ゆ

え

根

源

的

に

空

間

は

古

代

の

芸

術

創

造

の

対

象

と

は

ま

っ

た

く

な

り

え

な

い

。

空

間

は

素

材

的

に

個

体

化

さ

れ

る

こ

と

が

で

き

な

い

か

ら

で

あ

る

。

古

代

芸

術

が

そ

の

課

題

を

極

め

て

厳

格

に

理

解

し

た

場

合

に

は

、

さ

ら

に

徹

底

し

故

意

に

空

間

の

存

在

を

否

定

し

抑

圧

せ

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

空

間

は

外

界

の

事

物

の

閉

ざ

さ

れ

た

絶

対

的

個

体

性

が

芸

術

作

品

の

う

ち

に

明

確

に

現

れ

る

た

め

に

有

害

だ

っ

た

か

ら

で

あ

る

。
」

こ

う

し

て

リ

ー

グ

ル

は

西

洋

古

代

の

世

界

把

握

の

特

徴

と

し

て

、
（

一

）

素

材

的

個

体

性

へ

の

注

目

、
（

二

）

触

覚

的

把

握

、

と

並

ん

で

、
（
三

）

空

間

畏

怖

（
Ｒ
ａ
ｕ
m

ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｕ
）

を

挙

げ

て

お

り

ま

す

。

そ

し

て

こ

の

よ

う

な

世

界

把

握

、

事

物

観

の

最

も

純

粋

な

表

現

が

ピ

ラ

ミ

ッ
ド

だ

と

言

い

、

次

の

よ

う

に

述

べ

て

お

り

ま

す

。

「
古

代

エ

ジ

プ

ト

人

の

建

築

理

想

が

最

も

純

粋

に

表

現

さ

れ

て

い

る

の

が

、

ピ

ラ

ミ

ッ

ド

と

い

う

墓

標

の

型

で

あ

る

。

見

る

者

が

そ

の

四

面

の

い

ず

れ

の
面
の
前
に
立
っ
て
も
、
目
が
知
覚
す
る
の
は
つ
ね
に
二
等
辺
三
角
形
の

単

一

な

平

面

で

あ

っ

て

、

こ

の

二

等

辺

三

角

形

の

鋭

く

閉

じ

て

い

る

側

面

は

背

後

の

奥

行

き

を

ま

っ

た

く

思

い

起

こ

さ

せ

る

こ

と

は

な

い

。

外

面

的

素

材

的

現

象

を

平

面

次

元

に

限

定

す

る

よ

う

十

分

に

考

慮

し

極

め

て

厳

し



く
強

調
し
て

い
る
の
に
反

し
て
、
建
築
本
来

の
使
用
目
的

の
課
題
で

あ
る

空
間
形
成

は
完
全

に
後
退
し
て
い
る
。
空
間
形
成

は
、
外

側
か
ら
見

る
も

の
に
と

っ
て

は
存
在
し
な
い
も
同
然

の
、
見

栄
え

し
な
い
廊
下

の
つ
い
た

小

さ

な
墓
室

の
設
置

だ
け

に
限
定

さ
れ
て

い
る
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
建
築
と

い
う

よ
り

彫
刻
に
近

い
。
最
も
厳

格
な
古
代
オ
リ

エ
ン
ト
的
意
味
で
の
素

材

的

個

体

性

が
、

こ
れ

以

上

に

完

璧

な

表

現

を

見

出

す

こ

と

は

な

か
っ
た
。
」

と
述

べ
て
お
り
ま
す
。

一

方
ま
た
哲
学
的
な
観
点
か
ら
下

村
寅

太
郎
（
『
無
限
論
の
形
成
と
構
造
』
）

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
空
間
観
念
の
変
遷
に
つ
い
て
無
限
論
と
の
関
連

で

お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
り
ま
す
。

古
代
ギ
リ

シ
ア
人

は
無
限
を
有
限
以

下
の
も
の
と
考
え
て

い
た
。
彼
ら

に

と

っ
て

は
、
無
限

は
本
質
の
な

い
も
の
で
あ
り
一

般
に
存
在
以
下

の
も

の

で
あ

る
。

プ
ラ
ト
ン
、

ア
リ
ス

ト
テ

レ
ス
に
お
い
て
も

善
や
美

は
つ
ね

に

秩
序

を
も
ち
限
界

の
あ

る
も
の
で

あ
る
。

彼
ら
に
と
っ
て
は
す

べ
て
良
き

も

の
美
し
き
も
の
は
限
界

あ
る
も

の
、
有
限
な
る
も
の
で
あ
り
、
無
限
は

か
か
る
も
の
の
反
対
と
し
て
限
界

な
き

も
の
秩
序
な
き
も
の
と
し
て
悪

で

あ
り
醜
で
あ
る
。
無
限
概
念
と
空
間
概
念

は
密
接

に
連
関
す
る
。
こ
の
よ

う
な
消
極
的
な
無
限
観
に
立
つ
以

上
、
空
間
あ

る
い
は
無
限
空
間

は
積
極

的

に
考
え
ら
れ
よ
う
が
な

い
。
プ
ラ
ト

ン
の
『
テ

ィ
マ
イ

オ
ス
』

に
お

い

て
も
無
限

空
間

は
考
察
の
対
象
と

は
な

っ
て

お
ら
ず
、

単
に
生
成

の
場
所

と
し
て

の
空
間

の
み
が
論
じ
ら
れ
て

い
る
。

そ
し
て
そ
の
空
間

は
形
相

を

も
た
ず
、
単
に
受
容
す
る
子

宮
で
あ
り

、
秩
序

の
な
い
混
沌
、
理
性
を
欠

く
深
淵
と
し
て

し
か
み
ら
れ
て

い
な
い
。
近
世

に
お
い
て
初
め
て
空
虚
と

し
て
の
空
間
で
は
な
く
無
限
な
る
存
在
と
し
て

の
空
間
概
念
が
確
立
さ
れ

た
。

つ
ま
り
下
村
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
近
代
に
い
た
る
ま
で
無
限
空

間

は
限
界
な
き
も
の
秩
序
な
き
も
の
と
し
て

負

の
価
値

を
付
さ
れ
、
彼
ら

の
世
界

観
か
ら

排
除
さ
れ
忌
避

さ
れ
て
き
た
と
見
て
い
る
よ
う
で
す
。
も
と

よ
り
下

村
の
見
解

は
大
雑
把

な
図
式
を
述
べ
た
に
過
ぎ
ず

、
な
お
詳
細
な
批

判
的
検
討

を
要
す

る
こ

と
で

は
あ
り
ま
す
が
、
古
代
ギ
リ

シ
ア

に
お
い
て
無

限

空
間

が
忌
避

さ
れ

た
原
因

を
示
唆
す

る
哲
学
的
見
解
と
し
て
注
目
さ
れ
て

よ

い
で

し
ょ
う
。

先

の
リ
ー
グ
ル
と

ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
二
つ

の
目
、
二
つ
の
直
観
様
式
、
芸

術
意
思
の
指
摘
に
し
ま
し
て

も
、
相
異

な
る
直

観
様
式
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝

統
の
う
ち
に
併
存
し
て
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で

は
あ
り
ま
す
ま
い
。
確
か
に

後
者
の
空
間
に
向
か
う
光
覚
的
視
覚
の
方
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
の
う
ち

に
そ

の
萌
芽

は
あ

っ
た
と
言
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

リ
ー
グ
ル
は
そ
う
見

て

お
り

ま
す
。
し

か
し
近
代

に
い
た
る
ま
で
そ
の
萌
芽
は
、
少
な
く
と
も
風

景

空
間

を
解

放
す

る
ほ
ど

に
は
展
開
し
え
な

か
っ
た
こ
と
は
確

か
で
あ
り
、

光
覚

的
視
覚
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統

の
う
ち

に
確
と
し
て

存
在
し
て

い
た
と

は
到
底
言
え

な
い
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。

真
の
意
味
で
の
空
間
的
光
覚
的
視
覚

は
印

象
派
時
代
の
時
代
思
潮
の
う
ち
で

そ
の
同

時
代
人
た
る
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン

ト
、
リ
ー
グ
ル
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
等
に
よ
っ
て

初
め
て

は
っ
き
り
と
自
覚
さ



れ
認
識

に
も

た
ら
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
り

。
基

本
的
に
は
空
間

的
光
覚

的
視
覚
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
は
印
象
派
時
代
の
新
た
な
発
見
だ
っ
た
、

と
捉
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え

て
お
り

ま
す

。
い
さ
さ
か
大
胆
に
歴

史
を
裁
断
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ま
す
な
ら
、
西

洋
は
古
代

エ
ジ
プ
ト
以

来
近

代
に
至
る
ま
で
風
景
空
間
を
排
除
し
た
主
客
二
元

論
的
・
物
的

・
触
覚
的
認

識
に
固
執
し
て
き
た
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
り
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統

的
認
識

論
た
る
主
客
二
元
論
的
認
識
が

、
右

に
見
た

よ
う

に
、
空
間

の
捨
象

な
い
し

排
除

の
上

に
成
立
し
て

い
る
以
上
、
主
客

二

元
論
的
認
識

に
よ

っ
て

は
空
間

の
認
識
が
困
難
で
あ
ろ

う
こ

と
は
容
易

に
予

想
さ
れ

る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
し

ょ
う
。
実
際
、
空
間

は
、
物

と
物
と

の
間

の

空
虚
ｌ
ｅ
ｅ
ｒ
な
ス
ペ
ー
ス
で
あ
り
、
■
む
こ
と
の
で
き
る
物
す
な
わ
ち
客
観

で

は
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
上
。
わ
れ
わ
れ
が
現

実
に
そ
の
中
に
生
き
住
み
つ

い
て

い
る
空
間
は
、
科
学
的
に
対
象
化
さ
れ
る
た
ん
な
る
空
虚
な
空
間
、
す

な
わ
ち
物
理
的
な
い
し
幾
何
学
的
な
抽
象
空
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は

空
虚
ど
こ
ろ
か
大
気

（
風
）
と
光
の
充
満
し
た
空
間
、
す
な

わ
ち
風
と
光

＝

風
景

・
空
間
で
あ
り
ま
す
。
風
景
空
間
は
、
刻
々
変
貌
し
て
止
ま

な
い
風
と

光
の
絶
え
ざ
る
流
動
で
あ
り
、
ま
す
ま
す
も
っ
て
客
観
と
し
て
対
象
化
で
き

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
風
景
空
間
は
客
観
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

他
方
、
主
観

の
方
は
ど
う
で
あ
り
ま
し

ょ
う
か
。
わ
れ

わ
れ
は
つ
ね

に
風
景

空
間

の
内

に
包
み
込
ま
れ
、
そ

の
中

に
生
き

て
い
る
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。
風
景
空
間
は
わ
れ
わ
れ
の
運
動
と
と
も
に
無
窮
に
拡
大
さ

れ
て

ゆ
く
可

能
性
を
も
ち
な
が
ら
も
、
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
は
地
平

に
よ
り
一

定
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
風
景
空
間
の
中
に
あ
る
の
で
あ
り
、
片
時
も
風
景
空

間
の
外
に
出
、
外

に
立
つ
こ
と

は
で
き
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が

っ
て

風

景
空

間
に
対

し
て
、
「
私
」

は
。
対

象
の
外

に
立
ち
外

か
ら

ｆａｓ
ｓｅ
ｎ

掴

む
二
元
論
的
認
識

主
観
と
し
て
は
相
対
す

る
こ
と

は
で
き
な
い
道
理
で
あ
り

ま
し

ょ
う
。
結
局

、
風
景
空
間
と
「
私
」

の
関
係

は
、
客
観
で
も
な
い
し
主

観
で
も

な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
風
景

空
間

に
対
し
て
は
、
主
客
二
元

論
的
認
識

は
無
能
力
で
あ
り
破
綻
せ
ざ

る
を
え

な
い
と
言

わ
ね
ぱ
な
ら
な
い

で
し

ょ
う
。
そ
し
て
無
能
力
で
あ
る
が
故
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
風
景
空
間

は
彼
等

の
視

野

か
ら

排
除
さ
れ
忌
避

さ
れ

て
き
た
と

見
る
こ
と

も
出
来

ま

し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
、
風
景
空
間
を
「
私
」
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
認
識
す
る
の
か
、

主
客
二
元
論
的
認
識
方
式
で
な
い
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
認
識
す

る
の
で
あ

り
ま
し

ょ
う

か
、
そ
れ
が
っ
ぎ
に
問

わ
れ

る
べ
き
問
い
と
な
り
ま
し
ょ
う
。

だ
が
正

確

に
言
え
ば
こ
の
問

い
の
立
て
方
が

そ
も
そ
も
正

し
く

な
い
の
で

あ

っ
て
、
い

か
な
る
仕
方

に
よ
ろ

う
と
も

、
風
景

空
間

は
「
私
」
が

「
認

識
」
す

る
も

の
で
は
な
い
と
言
う
べ
き

で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
視
覚
風
景

論
を

展
開
す

る
大

森
莊

藏
氏
が
、
風
景
は
「
私
」

が
見
る
の
で

は
な

い
、
風
景

は

た
だ
見
え
て

い
る
だ
け

、
た
だ
「
立
ち
現
れ
て

い
る
」

だ
け
だ
、
と
繰
り
返

し
力

説
し
て
い
る
の
も
、
同
じ
意
味
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

「
見
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
見
な
い
こ
と
も
あ
る
、
見
る
こ
と
も
で
き
れ
ば

見
な
い
こ
と
も
で
き
る
、
そ
う
い

っ
た
「
私
」
は
な
い
。
目
覚

め
て
い
る



限
り
、
私

は
嫌
で

も
応
で

も
見
え
て
い
る
状
況

の
場
に
い
る
。
私

は
一
瞬

の
中
断
も
な
く
常

時
見
え
て

い
る
風
景

の
こ
こ
に
い
る
。
…
…
あ
る
風
景

が
あ

る
姿
で
「
見
え
て

い
る
」

そ
の
こ
と
は
「
私
」
が

見
る
こ
と
で
は
な

い
。
そ
こ

に
は
何

の
動
作

も
な
け

れ
ば

、
見
る
と
見
ら

れ
る
と
の
関
係
も

な

い
。
そ
れ
は
た

だ
「
見
え
て

い
る
」

と
い
う
状
態
で
あ
り
場

な
の
で

あ

る
。
」

と
こ
ろ
で
大
森
氏

は
風
景

は
見
え

る
だ
け
だ
と
言

っ
て

い
ま
す
が

、
し

か

し
風
景
空
間
は
決
し
て
見
え

る
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
風
景
空

間
は
単
に
見
え
る
と
言
う
よ
り
、
私
を
す

っ
ぽ
り
と
覆
い
包
み
込
ん
で

い
る

の
で

あ
り
ま
す

。
風

景
空
間
は
、
空
気
、
風
、
光
、
色
、
音
、
匂
い
、
雨
、

雪

等
々
と
し
て
私

の
身
体
を
包
み
込
み

、
さ
ら
に
は
感
覚
器

官
を
通
じ
て
身

体

の
内

部
に
ま
で
浸

透
し
て

参
る
の
で

す
。

空
気
や
匂

い
に
至

っ
て

は
、
物

質
そ

れ
自
体
と
し
て
も

、
わ
れ
わ
れ
の
身
体

の
内
部
へ
絶
え
間

な
く
現
実
に

吸

い
込
ま
れ
て

お
り
ま
す
。
風

景
空
間
は
私

の
内

に
浸

透
し

、
私

は
風

景
空

間

に
融
解
し
て

い
る
と
も
言
え

ま
し

ょ
う
。

こ
の
「
主
客

合
一
」
「
物
我

一

体
」

の
経
験

は
、
西

田
幾
多

郎
の
言
う
純
粋
経

験
に
ほ

か
な
り

ま
す

ま
い
。

純
粋
経

験
に
つ

い
て
西

田
は
周

知
の
よ

う
に
次

の
よ
う

に
書

い
て

お
り

ま
す
。

「
た
と
え
ば
、
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
」
「
コ
ン
ヂ
ャ
ッ
ク
が
い
っ
た

よ
う

に
、
我

々
が
始

め
て
光

を
見

た
と
き

に
は
、
こ
れ
を
見

る
と

い
う
よ

り
も
む
し
ろ
我
は
光
そ
の
物
で
あ
る
。
凡
て
最
初
の
感
覚
は
…
…
直
ち

に

宇
宙
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
。
こ
の
境
涯
に
於
て

は
未
だ
主
客
の

分
離
な
く
、
物
我
一
体
、
唯
、
一
事
実
あ
る
の
み
で

あ
る
。」
「
こ
れ
が
経

験
の
最
醇
な
る
者
で
あ

る
。
」

風
景
空
間
の
中
な
る
私
は
、
む
し
ろ
風
景
空
間
の
一
エ
レ
メ
ン
ト
と
も
み

ら
れ
る
の
で

あ

っ
て
、
風
景
空
間
の
う
ち
に
は
、
風
景
空
間
か
ら
分
離
さ
れ

て

存
立
す

べ
き

作
用

主
体
「
わ
れ
」

は
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ

の
主
体

「
わ
れ
」

の
消
え

去
っ
た
、
い
わ
ば
東
洋
的
な
「
私
」

の
在
り

方
を
哲
学
的

に
根
拠

づ
け
る
こ
と
が
、
西
田
哲
学
の
中

心
問
題

だ
っ
た
と
言

え
ま
し

ょ
う
。
こ

の
「
私
」

に
つ
い
て
は
西
田
は
つ
ぎ

の
よ

う
に
述
べ
て
お

り
ま
す
。

「
す
べ
て
の
経
験
的
知
識

に
は
「
私

に
意
識
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が

伴
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
自
覚
が
経
験
的
判
断
の
述
語
面
と
な
る
の
で

あ
る
。

普
通

に
は
我

と
い
う
如
き
も
の
も
物
と
同
じ
く
、
種
々
な
る
性
質

を
有
っ

た
主
語

的
統

一
と
考
え
る
が
、
我
と

は
主
語
的
統
一
で

は
な
く
し
て

、
述

語
的
統

一
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
一
つ
の
点
で

は
な
く
し
て

一
つ
の
円
で

な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
、
物
で
は
な
く
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」

要
す

る
に
西

田
は
、
「
私
」
は
主
語
で

な
く
述
語
、
物
で

は
な
く
場
所
、

も

の
が
映

さ
れ
顕

れ
る
「
場
所
」

だ
と
言

っ
て

い
る
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
の

意
味
を
、
例
え
ば

、
「
桜
の
花
が
散

っ
て
い
る
」
、
と
い
う
風
景

空
間
を
例
と

し
て
考
え
て
み
ま
し

ょ
う
。
ま
ず
風
景
空
間
と

「
私
」
と

の
関
係

は
、
す
で

に
繰
り
返
し
述
べ
ま
し

た
よ
う

に
、
主
体
と
し
て

の
我
が
風
景
空
間
の
外
に

い
て
、
外
か
ら
落
花
と

い
う
も
の
を
認
識
す
る
と

い
う
関
係
で

は
あ
り
ま
せ

ん
で

し

た
。

そ

の
意

味
で

主
語

で

は
な

い

わ
け

で

す
。
そ

う
で

は
な

く



「
私
」
は
風
景
空
間

の
な
か

に
い
る
の
で

し
た
。
も
ち
ろ

ん
風

景
空
間

の
中

に
い
る
「
私
」

は
私
自

身
に

は
見
え
ま
せ

ん
。
「
私
」

に
見
え

る
の
は
、
た

だ
桜

の
花
が
散

っ
て

い
る
と

い
う
こ
と

だ
け
で

あ
り
、
確
実

に
あ
る
と
言
え

る
の
は
、
た
だ
桜
の
花
が
散

っ
て

い
る
と
い
う
現
象
だ
け
で

あ
り
ま
し

ょ
う
。

だ
が

桜
の
花
が
散
っ
て

い
る
こ
と
が
私

に
見
え

「
意
識
さ
れ
」
て

い
る
と
い

う
こ
と
は
。
「
私
」

が
風
景

空
間

の
中

の
ど
こ

か
に
い
る
こ
と

の
確

か
な
証

拠
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

で
は
桜
の
花
は
ど
こ
に
散
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し

ょ
う
か
。
確
か
に
桜

の
花
が
散

っ
て
い
る
の
は
、
私
の
外
部
の
外
の
空
間
の
中
に
ち
が
い
な
い
で

し
ょ
う
。
し
か
し
桜
の
花
が
散

っ
て
い
る
と

い
う
現
象
が
、
今
ま
ざ
ま
ざ
と

立
ち
現
れ
映
し
出
さ
れ
て
い
る
場
所
は
、
私
の
中
、
私
の
意
識
の
中
な
の
で

あ
り
ま
す
。
私
の
意
識
の
中
に
桜
の
花

は
散

っ
て

い
る
、
そ
れ
だ
け
は
確
実

な
こ
と
だ
、
意
識
の
外
の
こ
と

は
確
認
で
き

な
い
か
ら
括
弧

に
い
れ

る
、
と

い
う

の
が
現
象
学

の
見
方
で
あ

る
こ

と
は
御
承
知
の
通
り
で
す

。
西

田
も
、

多
分

フ
ッ
セ
ル
に
も
依
拠
し

、
「
私
」

は
外
界

が
映
さ

れ
顕

れ
る

「
場

所
」

だ
と

捉
え

た
の
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。

で
す
か
ら
西
田
の
「
場
所
」
は
、
内
な

る
場
所

で
あ
り
「
意

識
の
野

フ
ィ
ー
ル
ド
」
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
言
う

ま
で

も
あ
り

ま
す
ま
い
。

こ

う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
先

に
提
示
し
た
問
い
に
対
し
て
は
、

西
田

の
認
識
論
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
風
景
空
間

は
主
体
「
わ
れ
」
に
よ
り

「
認

識
」

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
場
所
・
私
」

に
「
映
し
出
さ
れ
る
」
の
だ
、

と
い
う
解
答
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。

最
後

に
結
び
と

し
て
私
の
発
表
の
論
旨
を
要

約
し
て
お
き
ま
す
と
、
私
は

先

ず
西

洋
に
お
け

る
風
景

の
発
達
の
遅
れ
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
遅
れ
は
、

た
ん
に
美
術
史
な
い
し
文
学
史
上

の
出
来
事
を
超
え
て

、
根
本
的

に
は
世
界

を
風
景

と
し
て

見
る
目
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
に
は
欠
け
て

い
る
こ
と
を
意

味
し
て

い
る
の
で

は
な
い
か
と
見
ま
し

た
。
で
は
、
世
界

を
風
景
と
し
て
見

る
目
と
は

い
か
な
る
目
な
の
か
と
問
い
、
そ
れ

は
触
覚
的
事
物
観
と
対

立
す

る
空
間
を
志
向
す
る
光
覚
的
な
目
、
光

覚
的
世
界
把
握
で

あ
る
と

捉
え
、
西

洋

は
古
代
以
来
近
代
に
至
る
ま
で

触
覚
的
事
物
観

に
固
執
す
る
傾
向
を
も

つ

と
見
ま
し

た
。
そ
し
て
触
覚
的
事
物
観
の
根
本
的
問
題
と
し
て

、
本
来
主
客

が
と
も

に
そ
こ

に
生
き
住
み
つ
い
て

い
る
空
間

の
存
在
が
そ
こ
で

は
排
除

な

い
し
忌
避

さ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
目
致
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
西

洋
に
於
い

て

も
空
間
そ
れ
自
体
は
無
視
さ
れ
て
き
た
わ
け
で

は
な
く
、
す
で

に
古
代
ギ

リ

シ
ア
に
お
い
て

も
原
子

論
者

に
よ

っ
て
空
虚
な
空
間

は
考
察
の
対
象
と
さ

れ
て
お
り
、
殊
に
幾
何
学
や
物
理

学
で

は
空
間
は
主
要

な
研
究
対
象
と
な

っ

て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
す
。
し

か
し
「
私
」
と
物
が
と
も

に
そ
の
な

か
に
生
き
て
い
る
空
間
は
、
こ
の
よ
う
な
科
学
的
に
対
象
化
さ
れ

る
空
虚
な

空
間
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
風

と
光
の
充
満
し
た
風

と
光

＝
風
景
・

空

間
で
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
空
間
論
に
は
空
間
を
風
景
空
間
と
し
て
見

る
視

点
が
決
定
的
に
欠
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す

。
だ
が
風
景

空
間
こ
そ
わ
れ

わ
れ
が
そ
の
な
か
に
生
き
住
み
つ

い
て
い
る
空
間
で

あ
り

、

そ
の
意
味
で
世
界
そ
の
も
の
で

あ
る
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。



い

わ

ゆ

る

「

世

界

」

と

か

「

宇

宙

」

と

言

っ

て

も

、

わ

れ

わ

れ

に

と

っ

て

そ

れ

は

地

平

に

よ

っ

て

限

ら

れ

た

風

景

空

間

と

し

て

し

か

現

象

化

し

な

い

わ

け

で

あ

り

ま

し

て

、

そ

れ

以

上

の

例

え

ば

日

本

な

ら

日

本

の

国

土

と

か

地

球

と

か

宇

宙

な

ど

と

い

う

も

の

は

科

学

的

に

認

定

さ

れ

る

た

ん

な

る

地

図

の

上

の

観

念

に

過

ぎ

ま

す

ま

い

。

も

し

そ

う

言

え

る

な

ら

、

風

景

空

間

を

排

除

し

た

認

識

論

は

わ

れ

わ

れ

が

そ

こ

に

生

き

て

い

る

世

界

を

排

除

し

て

い

る

こ

と

に

な

る

わ

け

で

あ

っ

て

、

そ

の

意

味

で

重

大

な

欠

陥

を

も

つ

と

言

わ

ね

ば

な

ら

な

い

と

思

う

の

で

あ

り

ま

す

。

新

し

い

認

識

論

に

求

め

ら

れ

る

べ

き

こ

と

は

、

風

景

空

間

を

中

心

に

し

て

「

私

」

と

物

を

そ

の

中

に

生

き

住

み

つ

い

て

い

る

も

の

と

し

て

捉

え

て

ゆ

く

視

点

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。

そ

し

て

ま

さ

に

そ

の

試

み

の

一

つ

と

し

て

西

田

の

認

識

論

を

評

価

す

る

こ

と

が

、

今

回

の

発

表

の

意

図

し

た

と

こ

ろ

で

ご

ざ

い

ま

す

。

な

お

西

田

の

場

所

論

の

う

ち

、

私

が

今

回

の

発

表

で

言

及

し

え

ま

し

た

の

は

前

半

の

ご

く

一

部

分

に

過

ぎ

ず

、

周

知

の

よ

う

に

西

田

の

場

所

論

は

意

識

の

野

と

し

て

の

場

所

が

さ

ら

に

そ

の

深

層

の

場

所

へ

、

西

田

の

表

現

で

は

絶

対

無

の

場

所

へ

と

深

ま

っ

て

ゆ

く

こ

と

に

焦

点

を

当

て

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

こ

の

西

田

の

洞

察

は

、

意

識

の

野

に

映

さ

れ

た

風

景

空

間

が

芸

術

的

直

観

へ

と

深

め

ら

れ

て

ゆ

く

過

程

に

対

し

て

示

唆

す

る

こ

と

が

多

い

と

考

え

て

お

り

ま

す

が

、

こ

の

問

題

は

独

立

の

風

景

論

と

し

て

稿

を

改

め

て

扱

わ

ね

ば

な

ら

な

い

問

題

と

考

え

て

お

り

ま

す

。
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９
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）
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ｎ

ｄ
ｓ
ｃ
ａ
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ｅ
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ｏ

 

ｔ
ｈ
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ａ
ｒ
ｔ

，
　

１
９
４
９
｡

１
９
８
４

，ｐ
.
２
２
９
・

（

２

）
　

リ

ー

グ

ル

も

名

論

「

ヤ

コ

ブ

・

フ

ア

ン

・

ロ

イ

ス

ダ

ー

ル

」

に

お

い

て

「

現

代

美

術

史

研

究

の

教

え

る

と

こ

ろ

に

よ

れ

ば

、

十

七

世

紀

オ

ラ

ン

ダ

絵

画

に

お

い

て

美

術

史

上

初

め

て

わ

れ

わ

れ

は

真

の

風

景

画

に

出

会

う

」

と

述

べ

、

こ

の

見
解
は
動
か
し
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
（
Ａ
ｌ
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Ｒ
ｉ
ｅ
ｇ
l

，　
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２
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１
３
３
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（
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１
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，
　
Ｄ
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ａ

ｄ
ｔ
,
　
Ｓ

・
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６
.

（

４

）
　
　
　ｉｂ
ｉ
ｄ

，
　
Ｓ

・
２
６
-
２
７
.

（

５

）
　

ｉ
ｂ
ｉ
ｄ
,
　
Ｓ

．
３
６
.

（

６

）
　

西

田

幾

多

郎

全

集

第

四

巻

、

二

七

九

頁

。

（

た

き

う

ち

・

ま

き

お

、

比

較

美

学

。

ド

イ

ツ

思

想

、

筑

波

大

学

教

授

）
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