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大
正
期
文
芸
教
育
論
の
源
流

有

田
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臣

一
、
芸
術
教
育
論
の
類
型
性

二
、

「眼
の
教
育
」
と
有
島
武
郎

三

、

デ

ィ
レ

ッ
タ

ン

テ

ィ
ズ

ム

の
源

流

四
、

「善
良
な
好
事
家
」
を
さ
す
用
語
群

明
治
初
期
に
始
ま

っ
た
芸
術
教
育
論
と
大
正
期
文
芸
教
育
論

と
の
距
離
を
検
討
す
る
。
「
文
武
百
行
」
か
ら

「
美
術
」

へ
と
、

次
第
に
芸
術
教
育
論
の
対
象
は
絞
ら
れ

て
行

っ
た
が
、
発
想
の

パ
タ
ー
ン
に
は
大
き
な
変
化
が
な
く
、

ほ
ぼ
同
じ
形
で
反
復

・

再
生
産
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
反
復

・
再
生
産
の
中
に
、

フ
ェ
ノ

ロ
サ
、
巖
本
善
治
、
有
島
武
郎
ら
も
含

ま
れ
る
。
明
治
初
期
に

見
ら
れ
る
、
芸
術
教
育
を
富
国
強
兵
の
礎
と
し
て
と
ら
え
る
思

考
パ
タ
ー
ン
と
、
反
功
利
主
義
的
な
立
場
に
あ

っ
た
と
目
さ
れ

て
い
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
、
巖
本
善
治
ら
の
そ
れ
と
の
間
に
根
本
的

な
共
通
項

の
存
在
が
予
測
さ
れ
る
。



一
、
芸
術
教
育
論
の
類
型
性

　
ユ

　

前
稿
に
引
き
続
き
、
明
治
期
芸
術
教
育
論
と
、
大
正
期
文
芸
教
育

運
動
と
の
距
離
を
検
討
し
て
い
く
。
な
お
、
「芸
術
教
育
論
」
の
対

象
範
囲
は
、
「文
武
百
行
」
か
ら
視
覚
芸
術
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「美

術
」

に
絞
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
対
象
範
囲
に
文
芸

(文
学
作
品
)
を

含
ま
せ
た
も
の
、
あ
る
い
は
対
象
範
囲
を
美
術
か
ら
文
芸

(文
学
作

品
)

に
ず
ら
し
た
も
の
が
、
大
正
十
年
代
に
最
盛
期
を
迎
え
る

「文

芸
教
育
論
」
で
あ
る
。

*

*

*

　　
　

前
稿
で
見
た
島
村
民
蔵
の
論
は
大
正
期
芸
術
教
育
論
の

一
典
型
を

示
し

て
い
る
。
同
時
期
の
他
の
芸
術
教
育
論
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
れ

が
決
し
て
孤
立
し
た
特
異
な
論

で
な
く
、
同
時
代

の
風
潮
を
集
約
し

た
も

の
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
。

大

正
期
に
流
行
し
た
多
く
の
芸
術
教
育
論
は
、
西
欧
の
芸
術
教
育

論
を
援
用
し
つ
つ
展
開
さ
れ
た
。
島
村
が
あ
げ
た
ラ
ス
キ
ン
、
リ
ヒ

ト
ワ
ル
ク
、
ラ
ン
ゲ
等
は
、
他
の
多
く
の
芸
術
教
育
論
書
に
も
引
用

・

紹
介

さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
ラ
ス
キ
ン
が
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。

次

に
あ
げ
る
の
は
ラ
ス
キ
ン
を
紹
介
し
た
文
章
の

一
例
で
あ
る
。

「欧
州
」
で
は

「十
九
世
紀
半
ば
頃
に
」
「中
学
校
で
美
術
の
教
授
を

行
ふ
こ
と
が
要
求
さ
れ
」
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
そ
の
対
象
の

「多

く
は
古
美
術
」
に
偏

っ
て
い
た
。

イ
ギ
リ
ス
に
於
て
は
夙
に
功
利
的
傾
向
が
強
く
現
は
れ
、
早
く

実
業
主
義
の
悪
影
響
を
蒙

つ
た
が
、

ジ

ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
の
如

き
偉
大
な
芸
術
批
評
家
が
現
は
れ
、
芸
術
は
当
然
道
徳
及
び
宗

教
を
豫
定
す
る
が
故
に
、
芸
術
教
育

即
ち
教
育
で
あ
る
と
い
ふ

考
か
ら
、
芸
術
趣
味
を
普
及
す
る
こ
と
に
よ
り
工
芸
界
及
び

一

般
に
社
会
を
改
良
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
工
業
美
術
の
改
良
を

　
ヨ

　

見
る
に
至
り
、
…
…

芸
術

(美
術
)
を

「道
徳
及
び
宗
教
」

と
結
び
つ
け
て
と
ら
え
る

「偉
大
な
芸
術
批
評
家
」
が
現
れ
、
「芸
術
教
育
即
ち
教
育
で
あ
る
と

い
ふ
考
か
ら
、
芸
術
趣
味
を
普
及
」
し
た
、
と
い
う
、
ラ
ス
キ
ン
に

関
す
る
こ
の
筋
書
き
は
、
前
稿
で
も
触
れ
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
登
場
時

の
状
況
と
、
ぴ

っ
た
り
重
な

っ
て
い
る
。

フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、
明
治
日

本
に
お
け
る

「
ラ
ス
キ
ン
」
の
役
割
を
果

た
し
た
わ
け
で
あ
る
。
前

稿
で
触
れ
た
よ
う
に
、
島
村
に
よ
る

「独
逸
」
の
状
況
紹
介
も
ま
た
、

当
時
の
日
本
の
状
況
に
重
ね
ら
れ
る
内
容

だ

っ
た
。

そ
し
て
こ
れ
ら
芸
術
教
育
論
に
あ
ら
わ
れ
た

「欧
州
」
の
状
況
を

見
る
か
ぎ
り
、
「
道
徳
及
び
宗
教
」
と
等
値

さ
れ
た
芸
術

(美
術
)

の

「趣
味
」
は
教
育
に
よ

っ
て
普
及
さ
れ
、
「社
会
」

の

「改
良
」
、

「
工
業
美
術

の
改
良
」
を
も
た
ら
し
た
。

つ
ま
り

「道
徳
及
び
宗
教
」

は
、
芸
術
教
育
に
経
済
的
効
果
を
も
た
ら
し
め
る
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
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で
あ

っ
た

。

「
芸

術

」

の

「
趣

味

」
・
「
嗜

好

」

と

「
道

徳

」

は
、

た

と

え

ば

次

の

よ

う

に
結

び

つ
け

ら
れ

る
。

ラ

ス
キ

ン
氏

の
思

想

で

は

…

…

一
国

民

の
芸

術

は
其

の
発

現

に

よ
り

其

の
国

民

の
道

徳

状

態

を

精

密

に
反

映

す

る
。

..

....
r
芸

術

即

ち

道

徳

」

で
あ

る
か

ら
嗜

好

を

陶

冶

す

る

こ
と

は
必

然

的

　る
　

に
品
性
を
陶
冶
す
る
と
い
ふ
思
想
で
あ
る
。

「芸
術

(美
術
)
」
と

「
道
徳

(宗
教
)」
と
を
結
び

つ
け
た

「教

育
」

に
よ

っ
て
人
間
精
神
を
高
め
、
ひ
い
て
は

「富
国
強
兵
」
を
実

現
す

る
と
い
う
発
想
。
加
え
て
日
本
の
場
合
、
そ
れ
は

「女
子
教
育
」

に
も
応
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
発
想
。
こ
れ
が
明
治

初
期

の
芸
術
教
育
論
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
前
稿
で
触
れ
た
。

当
時
の

「芸
術
」
は
広
く

「文
武
百
行
」
を
指
し
て
お
り
、
明
治

中
期

か
ら
大
正
期
に
か
け
て
そ
の
語
義
は

「絵
画
」
を
頂
点
と
す
る

「美
術
」
に
絞
り
こ
ま
れ
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
発
想
の
パ
タ
ー

ン
は
、
同
じ
明
治
の
中
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
も
、
大
き
な
変
化

が
見

ら
れ
な
い
。
ほ
ぼ
同
じ
形
で
反
復

・
再
生
産
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
。

そ

の
反
復

・
再
生
産

の
中
に
、

フ
ェ
ノ
ロ
サ
、
お
よ
び
女
子
教
育

と
美
術
教
育
と
を
積
極
的
に
結
び
合
わ
せ

「女
性
の
優
待
」
実
現
を

め
ざ

し
た
巖
本
善
治
も
、
含
ま
れ
る
。

明
治
初
期
に
お
け
る
、
芸
術
教
育
を
富
国
強
兵
の
礎
と
し
て
と
ら

え
る
思
考
パ
タ
ー
シ
と
、
反
功
利
主
義
的
な
立
場
に
あ

っ
た
と
目
さ

れ
て
い
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
、
巖
本
善
治
ら
の
そ
れ
に
、
根
本
的
な
共
通

項
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

次
に
示
す
の
は
有
島
武
郎
の
芸
術
教
育
論
で
あ
る
。

今
日
学
校
教
育
に
於
て
行
は
れ

つ
丶
あ
る
芸
術
教
育
は
、
余

り
に
創
作
的
方
面
に
の
み
傾
き
過
ぎ

て
は
居
は
す
ま
い
か
。
私

の
思
ふ
所
で
は
、
芸
術
教
育
は
鑑
賞

の
能
力
を
養
ふ
の
が
主
要

な
る
目
的
で
あ

つ
て
、
無
闇
に
創
作
を
奨
励
す
る
よ
り
も
、
其

　
ら

　

の
方
が
余
程
大
切
な
事
だ
と
思
ふ
。

主
と
し
て

「鑑
賞
の
能
力
を
養
ふ
」

べ
き
だ
と
い
う
主
張
は
、
前

稿
で
み
た
島
村
の

「
眼
の
陶
冶
」
の
主
張
と
類
同
性
が
高
い
。
の
み

な
ら
ず
、
こ
の
文
章
で
有
島
は
ま
た
、
芸
術
教
育
が

「神
経
過
敏
」

な
生
徒
を
生
む
可
能
性
を
あ
や
ぶ
ん
で
お
り
、
「た
ゴ

一
途
に
人
間

を
繊
細
に
敏
感
に
反
応
す
る
の
み
」
で
あ

る
よ
う
な

「鑑
賞
」
の
危

険
性
を
言

っ
て
い
る
。

芸
術
教
育
が
た
ゴ

一
途
に
人
間
を
繊
細
に
敏
感
に
反
応
す
る

の
み
で
あ
る
な
ら
、
都
会
の
児
童
に
と

つ
て
は
全
く
害
あ

つ
て

　
お
　

益

の

な

い
事

で

あ

る
。

O　2



こ
れ
も
、
誤

っ
た
芸
術
教
育
に
よ

っ
て

「惰
弱
偏
狭
な
唯
美
主
義

に
陥
る
虞
」
を
言
う
島
村
論
と
類
同
性
を
示
し
て
い
る
。
す
る
と
、

「
た

ゴ

一
途
」
に

「
繊
細
に
敏
感
に
反
応
す
る
の
み
」
と
は
お
そ
ら

く
、
経
済
性
と
結
び

つ
く

こ
と
の
な
い
、
純
芸
術
的

・
唯
美
的
な

「反
応
」
を
さ
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も

っ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。

島
村
は
次
の
よ
う
に
も
言

っ
て
い
た
。

図
画
教
授
の

一
面
は
描
く
こ
と
の
教
育
で
あ
り
ま
す
が
、
他

の

一
面
は
見
る
こ
と
の
教
育
で
あ
り
ま
す
。
と
い
ふ
よ
り
は
む

し
ろ
、
図
画
教
授
の
第

一
歩
で
あ
り
前
提
で
あ
る
も
の
が
、
芸

　ア
　

術
品
を
正
し
く
鑑
賞
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
ま
せ
う
。

「図
画
教
授
」
の
重
心
は
、
「
描
く
」

こ
と
よ
り

「
正
し
く
鑑
賞

す

る
」
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
、
「
正
し
く
鑑
賞
」
す
る
、
と
い
う
表

現
が
も

つ
陰
影
を
さ
ら
に
探

っ
て
い
く
。

二
、

「眼
の
教
育
」
と
有
島
武
郎

有
島
は
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
。

も

一
つ
芸
術
教
育
の
方
面
と
し
て
大
切
だ
と
思
ふ
の
は
、
応
用

芸
術
、
即
ち
実
生
活
に
結
び
付
い
た
方
面
の
芸
術
で
あ
る
。
…
…

今
の

一
般
の
学
校
で
は
芸
術
教
育
と
言

へ
ば
、
絵
画
と
か
音
楽

と
か
純
芸
術
的
方
面
の
教
養
の
み
力
を
注
い
で
居
る
や
う
に
見

　　
　

え
る
。

「応
用
芸
術
」
は
実
用
性
を
旨
と
す
る
工
芸
な
ど
を
さ
し
、
「純

芸
術
」
は
美
的
要
素
を
旨
と
す
る
文
学
、
絵
画
等
を
さ
す
。
芸
術
教

育
が
結
局
の
と
こ
ろ
国
家
経
済
に
直
結
す

る
こ
と
を
言
う
島
村
の
論

調
と
有
島
の
論
調
は
、
こ
こ
で
も

一
致
し
て
い
る
。
有
島
が

「応
用

芸
術
、
即
ち
実
生
活
に
結
び
付
い
た
方
面

の
芸
術
」
を
擁
護
し
て
い

る
の
は
奇
異
な
印
象
だ
が
、
こ
れ
は
島
村

の
論
を
含
む
当
時
の
芸
術

教
育
論
か
ら
受
け
た
影
響
の
痕
跡
と
し
て
説
明
で
き
る
。

つ
ま
り
有
島
の
芸
術
教
育
論
は
、
当
時

の
芸
術
教
育
論
思
潮
の
勢

力
圏
の
中
に
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
言
う
よ
り
は
、
当
時
の
芸
術
教

育
論
思
潮
の

一
変
奏
に
過
ぎ
な
い
。

別
の
例
を
示
す
。
杉
浦
魁
は
、
芸
術
家

に
は

コ

般
社
会
の
趣
味

を
導
く
べ
き
責
任
が
あ
る
」
と
し

つ
つ
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

併
し
普
通
教
育
と
し
て
は
勿
論
芸
術
を
専
門
と
す
る
も
の
を
養

成
す
る
の
が
目
的
で
な
い
、
例

へ
ば
図
画
科
の
如
き
も
、
「通

常
の
形
体
を
看
取
し
、
正
し
く
之
を
描
く
の
能
を
得
し
あ
兼
ね

て
美
感
を
養
ふ
を
以
て
要
旨
と
す
」
と
し
て
あ
る
。
…
…
芸
術

的
の
学
科
が
教
授
上
製
作
を
主
と
し

て
居
る
の
は
、

つ
ま
り
夫

に
よ

つ
て
芸
術
に
対
す
る
翫
賞
力
を
豊
富
に
し
、
精
緻
に
す
る
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た
め
で
あ
る
、
…
…

「芸
術
を
専
門
と
す
る
も
の
を
養
成
す
る
の
が
目
的
で
な
い
」
の

で

「芸
術
に
対
す
る
翫
賞
力
を
豊
富
」
に
せ
よ
、
と
い
う
主
張
は
、

有
島

の

「無
闇
に
創
作
を
奨
励
す
る
よ
り
も
」
「鑑
賞
の
能
力
を
養
」

え
、

と
い
う
先
の
主
張
と
、
結
果
と
し
て
同
じ
教
育
方
針
を
す
す
め

て
い
る
。

先

の
有
島
の
引
用
文
に
は
、
「本
当
に
創
作
の
よ
く
出
来
る
者
は

少
数

で
あ
つ
て
、
多
く
の
者
は
そ
れ
が
出
来
な
い
。
だ
か
ら
之
を
多

く
の
者
に
強
ひ
よ
う
と
す
る
の
は
、
誤
れ
る
も
甚
だ
し
き
も
の
で
あ

　り
　

る
。
」
と
い
う
言
葉
が
続
く
。
こ
れ
は
、
専
門
家
養
成
が
目
的
で
な

い
、

と
す
る
杉
浦
の
主
張
と
多
少
方
向
は
異
な
る
が
、
そ
れ
で
も
そ

の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
結
果
と
し
て
当
時
の
芸
術
教
育
論
と
同
じ

教
育
方
針
を
す
す
め
て
い
る
点
で
か
わ
り
は
な
い
。

島

村
の
、
「芸
術
教
育
は
決
し
て
子
供
を
芸
術
家

に
し
よ
う
と
」

す
る
も
の
で
な
く

「専
門
家
を
造
ら
う
と
」
す
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
主
張
も
思
い
起

こ
し
た
い
。
さ
ら
に
有
島
と
ほ
ぼ
同
時
期
、
龍

山
義
亮
は
フ
レ
ー
ベ
ル
の
教
育
思
想
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

「斯
く
い
ふ
た
か
ら
と
て
児
童
を
悉
く
芸
術
を
主
と
し
て
修
養

マ
マ

せ
し
め
て
他
日
専
門
の
芸
術
家
に
せ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ

意
味
で
は
な
い
。
唯
だ
児
童
は
芸
術
を
理
解
し
之
れ
を
賞
翫
し

得
る
程
度
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
真
の
学
校
教
育
は
児
童
は
芸
術
的
天
才
を
有
せ
ぬ
以
上
は

自
分
か
ら
芸
術
家
た
ら
ん
と
す
る
如
き
過
失
に
陥
ら
ぬ
様
に
寧

　け
　

ろ
之
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
」

有
島
、
杉
浦
、
龍
山
、
さ
ら
に
島
村
の
論
が
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
内

容
的
類
同
性
の
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
末
年
か
ら
大
正
期
に
か

け
て
流
行
し
た
芸
術
教
育
論
、
文
芸
教
育
論
に
は
、
こ
の
よ
う
に
共

通
し
た
思
潮
の
、
大
き
な
流
れ
が
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
な
立

場
か
ら
の
主
張
は
し
て
い
て
も
、
基
本
的
な
部
分
で
、
内
容
的
類
同

性
が
高
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
芸
術
教
育
に
お
い
て

「鑑
賞
」、
「賞
翫
」
を
重
視
す
る

方
向
は
、
他
の
多
く
の
論
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
方
向
も
西
欧
の
芸
術
教
育
論

に
源
流
を
も

っ
て
い
る
。

芸
術
は
公
民
の
生
活
に
大
な
る
勢
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
…

教
育
の
力
に
依
て
凡
て
の
国
民
が
芸
術
を
賞
翫
し
得
る
や
う
に

導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
う
す
れ
ば
自
然
道
徳
の
上
に
も

良
き
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
の
が

〔
一
九
世
紀
末

芸
術
教
育
運
動
の
〕
当
初
の
主
張
で
あ

つ
た
。
…
…
要
す
る
に

欧
羅
巴
に
於
け
る
芸
術
教
育
運
動
の
第

一
幕
は
賞
翫
の
力
を
養

　　
　

ふ

こ
と

で
あ

つ
た

。

2m2



右

は

「
欧
羅
巴
に
於
け
る
芸
術
教
育
運
動
」
を
説
明
し
た
文
だ
が
、

そ

の

「第

一
幕
は
賞
翫
の
力
を
養
ふ
こ
と
で
あ

つ
た
」
と
い
う
言
葉

と
、

日
本

の
芸
術
教
育

の
あ
り
方
を
説
い
た
島
村
民
蔵
の

「
兎
に
角

芸
術
教
育
は
や
が
て

『
見
る
こ
と
の
教
育
』
を
そ
の
第

一
歩
と
す
る

の
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
言
葉
と
は
、
ほ
と
ん
ど
同

一
内
容

に
す
ら

見
え
る
。

島
村
は
こ
の

「
見
る
こ
と
の
教
育
」
を

「
眼
の
陶
冶
」
と
呼
び
、

こ
れ
が

「細
心
に
行
は
れ
」
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
そ

し

て
こ
れ
と
て
島
村

に
の
み
見
ら
れ
る
用
語
で
は
な
い
。
ほ
ぼ
同
時

期
に
発
表
さ
れ
た
関
衛

の
論

に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

芸
術
教
育

の
目
的

-

そ
れ
が
芸
術
的
享
楽
を
主
と
す
る
に
せ

よ
芸
術
的
創
作
を
主
と
す
る
に
せ
よ
ー

を
達
成
す
る
上
に
於

マ
マ

て
は
、

感

官

の
陶

冶

、

殊

に

目

の
陶

冶

が
前

提

と

な

る

こ
と

は

論

ず

る
迄

も

な

い
。

......
r
陶

冶

せ

ら

れ

た
感

官

」

と

い
ふ

こ

と

を
前

提

と

し

な

い
限

り

は
、

如

何

な

る
芸

術

教

育

上

の
活
動

も

失

敗

に
終

わ

ら
ざ

る

を
得

な

い

で
あ

ら

う
。

茲

に
於

て
人

々

　お
　

は

一
致
し
て
眼
の
教
育
を
要
求
し
て
来
た
。

「目
の
陶
冶
」
・
「
眼
の
教
育
」
が

「要
求
」
さ
れ
た
事
情

に
つ
い

て
は
、
「
内
国
勧
業
博
覧
会
」
に
関
す
る
北
澤
憲
昭
に
よ
る
次

の
指

摘
が
示
唆
的

で
あ
る
。

名
称
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
博
覧
会
は
、
殖
産
興
業
の

一
環
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
に
こ
ぎ

つ
け
た
の
は
内
務
卿
大
久
保
利
通
で
あ

っ
た
。
大
久
保
は
、
博

覧
会
と
博
物
館
と
を
文
明
開
化
の
重
要
な

一
対
の
装
置
と
考
え
、

　ぬ
　

そ
こ
に
大
き
な
政
治
経
済
的
価
値
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

内
国
勧
業
博
覧
会
は
明
治
期
に
計
五
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。
明
治

十
年

(
一
八
七
七
)

の
第

一
回
開
催
以
来
、
毎
回

「
美
術
館
」
が
設

け
ら
れ
た
。
敷
設
さ
れ
た
パ
ビ
リ
オ
ン
の
中
央
、
要
の
と
こ
ろ
に

「美
術
館
」
が
配
置
さ
れ
、
そ
こ
に
は
視
覚
芸
術
に
類
す
る
も
の
の

み
が
展
示
さ
れ
た
。
特

に
明
治
二
一二
年

に
開
催
さ
れ
た
第
三
回
内
国

勧
業
博
覧
会

で
は
、
「美
術
」
に
含
ま
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
、
「
絵

画
」
が
筆
頭
、
次

に

「
彫
刻
」
と
い
う
序
列
が
決
定
し
た
と
い
う
。

北
澤
は
、
「
明
治
時
代
に
お
け
る
博
覧
会
は
見
る
こ
と
に
よ
る
文

明
開
化
の
企
て
で
あ
り
、,
眼
の
教
育
装
置
と
で
も
い
う
べ
き
催
し
で

　あ
　

あ

っ
た
。
」
と
言
う
。

そ
の
裏
付
け
と
し

て
、
大
久
保
が
博
物
館
建

設
の
必
要
を
説
い
た
上
申
書

「
博
物
館
ノ
議
」
の
な
か
に
し
る
し
た

言
葉
を
あ
げ
て
い
る
。

「
夫
人
心
ノ
事
物

二
触
レ
其
感
動
識
別
ヲ
生
ズ
ル
ハ
悉
ク
眼
視

ノ
カ

ニ
由
ル
、
古
人
日
ク
百
聞

一
見

こ
如
カ
ズ
ト
、
人
智
ヲ
開

キ
工
芸
ヲ
進
ル
ノ
捷
径
簡
易
ナ
ル
方
法

ハ
此
ノ
眼
目
ノ
教

二
在

　二.
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あ
　

而
己
」

「見
る
こ
と
に
よ
る
文
明
開
化
の
企

て
」

の
み
が
視
覚
重
視
の
理

由
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
視
覚
と

「文
明
開
化
」

の
関
係
が
示
唆
さ

れ
て

い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

三
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
源
流

さ
ら
に
、
芸
術
教
育
論

の
思
潮
を
見

て
い
く
。
島
村
は
ラ
ス
キ
ン
、

ラ

ン
ゲ
、
リ
ヒ
ト
ワ
ル
ク
ら
の
思
想
を
紹
介
し
た
上
で
、
「学
校
や

家
庭

に
於
け
る
芸
術
教
育

の
目
的
は
飽
く
ま
で
、
天
真
爛
漫
な
可
愛

デ

イ

レ

ツ

タ

ン

ト

い
芸
術
愛
好
者

の
養
成

で
あ
り
ま
す
」
と
主
張
し
て
い
た
。

阿
部
重
孝
は

「芸
術
教
育
」

の

「動
機
」
を
次

の
よ
う
に
言
う
。

…
…
総

て
の
人
が
美
的

に
鑑
賞
し
享
楽
し
得
る
や
う
に
教
育
を

進
あ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
の
が

一
の
動
機

で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
動
機
は
、
是
は
経
済
的

の
考

へ
方

で
あ
る
。
と
言

ふ
の
は
、

こ
の
ラ
ン
ゲ
に
依
る
と
、
芸
術
品
種
そ
れ
に
費
や
さ

れ
た
材
料
労
力
等
か
ら
計
算
し
て
高
価
な
る
も
の
は
な
い
。
畫

を

一
枚
描
け
ば
そ
れ
が
何
千
圓
何
萬
圓
も
す
る
、
さ
う
云
ふ
こ

と
は
他
の
生
産
事
業
に
於
て
は
、
匹
敵
す
る
も
の
が
な
い
。
さ

う
云
ふ
考
か
ら
し
て
芸
術
を
奨
励
す
る
こ
と
は

一
国
の
経
済
生

活
に
非
常
に
大
な
る
影
響
を
持

つ
て
居
る
も
の
で
あ
る
、
さ
う

云
ふ
合
理
的

の
点
か
ら
し
て
も
教
育

に
於

て
芸
術
を
等
閑
に
す

　り
　

る
こ
と
が
出
来
な
い
。

「芸
術
教
育
」

の

「動
機
」
を

コ

国

の
経
済
生
活
」

に
帰
着
さ

せ
て
い
る
点

で
、
前
稿

で
見
た
島
村

の
論

と
共
通
し
て
い
る
。

の
み

な
ら
ず
、
「美
的
に
鑑
賞
し
享
楽
」
す
べ
き
も
の
と
し
て
芸
術
教
育

を
と
ら
え
て
い
る
点
も
注
目
に
値
す
る
。

こ
の

コ
旱
楽
」
は
、
島
村

デ
イ
レ
ツ
タ
ン
テ
イ
ズ
ム

の
言
う

「芸
術
愛
好
」
と
、
文
脈
的
に
見

て
同
義

で
あ
る
。
島
村

の

デ
ィ
レ

ダ
ン
テ
イ
ズ
ム

「芸
術
愛
好
」
は
国
家
と
し
て
の

「経
済

的
見
地
」

に
帰
着
す
る
も

の
で
あ

っ
た
の
だ
か
ら
。

「美
的
」
な

「鑑
賞
J
と

「享
楽
」
と
は
、

一
見
、
実
利
的

・
功

利
的
要
求
と
は
相
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
次

の
よ
う
に
。

現
代
人
は
真

に
享
楽
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
よ
く
批
評
し
た

が
る
。

こ
れ
は
科
学
的
教
育

の
悪
弊

で
あ
る
。
健
全
な
人
間
、

健
全
な
児
童
は
、
批
評
し
よ
う
と
は
し
な
い
で
、
享
楽
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
児
童

に
は
飽
迄
も
享
楽
す
る
こ
と
を
学

　あ
　

ば
し
め
、
又
斯
様
な
心
力
を
発
達
せ
し
む
る
べ
き
で
あ
る
。

右
、
関
衛
の
文
章
に
お
い
て
使
用
さ
れ

て
い
る

「
享
楽
」
と
い
う

用
語
も
、
阿
部
の
そ
れ
と
同
様
の
意
義
を
も

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
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の
用
語
が
由
来
す
る
と
こ
ろ
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
確
認
で
き
る
。
そ
し

て
こ
の
用
語
は
そ
の
見
か
け
と
は
異
な
り
、
「経
済
的
」
要
求
と
密

接
な
関
り
を
も

つ
。

明
治
四
二
年
に
発
刊
さ
れ
た

『芸
術
教
育
と
学
校

ー

ド
イ
ツ
芸

術
教
育
運
動
の
源
流

1

』
に
お
い
て
リ
ヒ
ト
ヴ

ァ
ル
ク
は
、
「
イ

ギ
リ

ス
に
お
け
る
工
芸
上
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
の
拠
点
と

し

て

一
八
八
四
年
に

「
ハ
ン
ブ
ル
ク
」
に
設
立
さ
れ
た

「芸
術
教
育

の
会
」
に
言
及
し
て
い
る
。
彼
等
は

「造
形
芸
術
に
お
け
る
デ
ィ
レ
ッ

タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
を
、
経
済
的
な

一
つ
の
源
泉
と
し
て
と
ら
え
、
…
…

こ
れ
を
強
化
し
、
組
織
す
る
試
み
を
な
し
て
」
き
た
と
言
う
。

こ
の
会
を
設
立
し
た
の
は
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
た
ち
で
あ
り
、

工
芸
と
関
わ
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
的
な
仕
事
を
、

一
つ
の
社
会

的
な
向
上
、
私
た
ち
国
民
階
層
に
あ

っ
て
の
国
民
経
済
的
な
力

　む
　

の
源

泉

と

し

て
発

展

さ

せ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

り

ま

し

た
。

「
ヨ

ハ
子

ス

フ

ォ
ル

ケ

ル

ト
」

に

よ

る

と
、

こ

の

「
芸

術

教

育

の

会

」

に
集

っ
た
人

々

は

「
ハ
ン
ブ

ル
グ

教

育

家

団

」

と

呼

ば

れ

た
。

こ

の

「
ハ
ン
ブ

ル
グ

教

育

家

団

」

の
運

動

を
、

フ

ォ
ル

ケ

ル

ト

は
次

の

よ

う

に
賞

賛

す

る
。

教

育

家

と

し

て

の

レ

ン
ブ

ラ

ン
ド

の
出

版

以
来

、

ま

た

ア

ル

フ

レ
ッ
ド

リ
ヒ
ト
ワ
ル
ク
や
コ
ン
ラ

ッ
ド

ラ
ン
ゲ
の
努
力
や

著
書
の
出
版
以
来
、
こ
の
潮
流
が
益

々
高
ま
つ
て
来
て
、
国
民

の
芸
術
的
教
育
や
芸
術
に
よ
り
て
の
全
文
明
の
向
上
や
が
理
想

と
し
て
目
前
に
髣
髴
す
る
や
う
に
な

つ
た
。
現
代
の
思
潮
を
目

睹
す
る
も
の
は
誰
で
も
、
…
…
博
物
館
に
よ
り
て
芸
術
を
了
解

せ
し
め
易
く
し
、
青
年
を
満
足
せ
し
む
る
美
術
的
の
著
作
を
な

し
て
、
最
善
な
る
芸
術
享
楽
主
義
を
扶
殖
し
、
国
粋
芸
術
の
創

　の
　

作
を
な
し
た
此
等
の
色
々
の
努
力
を
想
起
す
る
で
あ
ら
う
。

ラ

ン
グ
ベ

ー
ン
著

『
教

育
家
と

し

て
の
レ

ン
ブ

ラ
ン
ド
』

(R
em
b
ra
n
d
t
a
l
E
rzieh
e
r,
189
0
)
は
、
高
等
師
範
学
校
の
ド
イ

ツ
語
教
授

で
あ

っ
た
登
張
信

一
郎

(竹
風
)
が
、
明
治
三
六
年
に

『
新
教
育
論
芸
術
編
』
(有
朋
館
)
と
し
て
翻
訳

・
刊
行
し
て
い
る
。

右
の

「芸
術
享
楽
主
義
」
が
す
な
わ
ち

「
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
」

の

訳
語
で
あ
る
。
「
ハ
ン
ブ
ル
グ
教
育
家
団
」
の
デ

ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
運
動
に
よ
り
、
「
教
育
や
芸
術
に
よ
り
て
の
全
文
明
の
向
上
や

が
理
想
と
し
て
目
前
に
髣
髴
す
る
や
う
に
な
つ
た
」。

そ
し
て
こ
の

「理
想
」
の
内
実
は
、
「
国
粋
芸
術
の
創
作
」

で
あ

っ
た
。
精
神
主
義

的
な
高
い
理
想
を
掲
げ
、
国
粋
主
義
の
美
術
創
作
を
う
な
が
し
た
フ
ェ

ノ
ロ
サ
の
活
動
を
髣
髴
さ
せ
る
く
だ
り
で
あ
る
。

右
は
直
接

「
一
国
の
経
済
生
活
」
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
同
じ

く
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
言
及
し
た
佐
々
木
吉
三
郎
の
次
の
文
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章
を
参
照
す
れ
ば
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と

「経
済
生
活
」
の

関
連
は
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
。

佐

々
木
は
ま
ず
、
ラ
ン
ゲ
の
教
育
思
想
を
紹
介
す
る
。

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

国
と
し
て
豊
穣
な
る
土
地
を
有
せ
ざ
る
も
の
が
之
を
救
ふ
に
最

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

も
好
い
方
法
は
芸
術
で
あ
る
。
独
逸
の
経
済
生
活
を
強
く
し
、

之
を
有
力
に
促
進
せ
し
む
る
も
の
は
、
国
民
的
芸
術
の
花
を
咲

　れ
　

か
す
に
あ
る
…
…

「
独
逸
の
経
済
生
活
」
を

「促
進
せ
し
む
る
」
の
が

「国
民
的
芸

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

術
」
な
の
だ
。
こ
の
あ
と

「僅
少
の
材
料
を
以
て
、
比
較
的
高
価
な

　

　

　

　

　

　

　

　

る
も

の
を
作
り
出
す
」
の
が
芸
術
だ
、
そ
し
て

「国
民
的
芸
術
の
花

　

　

　

　

　

　

　

　

を
咲

か
」
せ
る
に
は
、
「先
ず
、
国
民
の
芸
術
的
需
要
を
喚
起
す
る

で
な
け
れ
ば
到
底
其
の
効
を
見
得
な
い
」
と
い
う
文
が
続
く
。

右
と
島
村
の

「
ラ
ン
ゲ
の
芸
術
教
育
論
は
、
芸
術
に
対
す
る
経
済

デ

イ

レ

ツ

タ

ン

ト

的
見
地
か
ら
出
立
し
て
遂
に
芸
術
愛
好
家
に
帰
着
し
た
の
で
あ
り
ま

　

　

　

　

　

　

　

　

す
」
と
い
う
文
を
比

べ
れ
ば
、
「国
民

の
芸
術
的
需
要
を
喚
起
す
る
」

に
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
養
成
が
必
要
だ
、
と
い
う
主
張
が
続
く
は
ず

だ
と
予
測
で
き
る
。
佐
々
木
は
ま
た
次
の
よ
う
に
言
う
。

芸
術
の
繁
栄
を
期
す
る
に
は
、
好
事
家
、
即
ち
、
専
門
家
で
は

な
い
が
、
芸
術
を
道
楽
に
楽
し
み
に
し
て
居
る
と
い
ふ
人
々
を
、

養
成
す
る
で
な
け
れ
ば
、
だ
め
で
あ

る
と
云
ふ
考
が
、
近
代
芸

　カ
　

術
思
潮
の

一
つ
で
あ
る
。
…
…

「専
門
家
」
で
は
な
く
、
「
芸
術
を
道

楽
に
楽
し
み
に
し
て
居
る

と
い
ふ
人
々
を
、
養
成
」
す

べ
し
、
と
い
う
趣
旨
は
、
前
節
で
し
あ

し
た
よ
う
に
有
島
ら
の
説
く
、
専
門
家
で
は
な
く
賞
翫
者
を
育
て
よ
、

と
い
う
趣
旨
と
内
実
を
同
じ
く
す
る
。
そ
し
て
こ
の

「芸
術
を
道
楽

に
楽
し
み
に
し
て
居
る
と
い
ふ
人
々
」
は
、
「
好
事
家
」
と
言
い
換

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

「好
事
家
」
が
デ

ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
同
義
で

あ
る
の
は
論
を
待
た
な
い
。

四
、

「善
良
な
好
事
家
」
を
さ
す
用
語
群

続
い
て
佐
々
木
は

「
リ
ヒ
ト
ワ
ル
ク
氏
」
の
思
想
を
次
の
よ
う
に

紹
介
す
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

我
が
工
業
の
将
来
は
、
繋
が
つ
て
次
期
の
国
民
が
、
目
と
感
動

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と
の
注
意
深
き
教
育
を
受
く
る
か
否

か
に
あ
る
の
で
あ
る
。
今

日
ま
で
芸
術
専
門
家
の
養
成
に
腐
心
し
来

つ
た
の
は
、
寧
ろ
、

方
針
を
誤

つ
た
も
の
で
、
国
民
経
済

の
活
力
は
、
消
費
者
の
教

　お
　

化
程
度
に
支
配
せ
ら
る
丶
も
の
で
あ
る
。

芸
術
教
育

の
目
的
が

「
芸
術
専
門
家
の
養
成
」
で
は
な
い
と
い
う
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点
は
先
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
国
民
は

「
目
と
感
動
と
の

注
意
深
き
教
育
を
受
」
け
、
「好
事
家
」
た
る
べ
く
養
成
さ
れ
る
べ

き
だ
と
す
る
主
張
が
、
や
は
り

「国
民
経
済
の
活
力
」
に
結
び

つ
け

ら
れ

る
。
そ
の

「活
力
」
は
、
「消
費
者

の
教
化
程
度
に
支
配
せ
ら

る

＼
」
か
ら
だ
。
「
好
事
家
」
と
し
て

「教
化
」
さ
れ
た
国
民
は
、

よ

い

「消
費
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て

「目
と
感
動
と
の
注
意
深
き
教
育
」
と
は
、
島
村
の

言
う

「唯
美
主
義
」
に
陥
ら
な
い
よ
う
な
、
す
な
わ
ち
そ
の
到
達
点

で
経
済
効
果
と
リ
ン
ク
す
る
よ
う
な

「
翫
賞

(賞
翫
)」
態
度
の
養

成
、
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
で
理
解
で
き
る
。

佐

々
木
は

「
コ
ン
ラ
ド
ラ
ン
ゲ
氏
」
の
思
想
紹
介
を
も
、
同
様
の

趣
旨

で
行

っ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
少
年
を
し
て
、
芸
術
家
た
ら
し
め
ん
と
す
る
の
は
、

吾
人
の
目
的
で
な
い
。
唯
、
芸
術
を
楽
し
む
人
た
ら
し
め
ん
と

す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
国
民
を
善
良
な
る
好
事
家
と
せ
ん

　ぬ
　

と
欲
す
る
の
で
あ
る
。
…
…

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
有
島

の
主
張
、
お
よ
び
島
村
を
は
じ
め

と
す
る
芸
術
教
育
思
想
家
ら
の
主
張
が
、
同
じ

一
つ
の
潮
流
の
中
に

位

置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
互
い
に
深
い
相
関
関
係
を
も

っ
て

い
る
の
が
わ
か
る
。

「
コ
ン
ラ
ド
ラ
ン
ゲ
氏
」
の
主
張
と
し

て
紹
介
さ
れ
て
い
る
右
引

用
文
中

の

「我
々
は
、
国
民
を
善
良
な
る
好
事
家
と
せ
ん
と
欲
す
る
」

と

い
う

一
節

に
し
て
も
、

島
村
が
言
う

「
天
真
爛
漫
な
可
愛

い

デ

イ

レ

ツ

タ

ン

ト

芸
術
愛
好
者
の
養
成
」
と
響
き
あ

っ
て
い
る
。
「善
良
な
る
」、
そ
し

て

「天
真
爛
漫
な
」
と
言

っ
た
表
現
は
、

や
は
り

「国
民
経
済
」
に

と

っ
て
実
に
都
合
が
よ
い
、
そ
れ
と
無
関
係
の
唯
美
的
芸
術
至
上
主

義
に
走

っ
た
り
し
な
い
、
と
い
う
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
も

っ
て
受
け
と
ら

れ
る
。

こ
れ
は
、
佐
々
木
の
次
の
言
葉
よ

っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。

好
事
家
主
義
は
、
健
全
な
判
断
者

の
多
数
を
作
る
の
で
あ
つ
て
、

畢
竟
、
美
術
工
芸
界
の
沈
滞
を
覚
醒
せ
し
め
、
之
を
刺
戟
し
、

促
進
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

美
術
工
芸
界
の
経
済
的
不

　あ
　

況
を
救
ふ
に
は
、
誂
ひ
向
き
の
も
の
で
あ
る
。

デ
ィ
レ

ッ
タ
ン
ト
を
要
請
す
る

「
好
事
家
主
義
」
・
「
芸
術
的
享
楽

主
義
」
は
、
「唯
、
芸
術
を
楽
し
む
人
た

ら
し
め
ん
と
す
る
」
よ
う

な
非
実
利
主
義
的

・
非
功
利
主
義
的
お
も
む
き
を
も
ち
な
が
ら
、
そ

の
深
層
で
は

「
畢
竟
、
美
術
工
芸
界
の
沈
滞
を
覚
醒
せ
し
め
、
之
を

刺
戟
し
、
促
進
せ
し
む
る
も

の
」

で
あ

っ
た
。
「賞
翫

(翫
賞
)
」
、

デ

イ

レ

ツ

タ

ン

ト

「享
楽
」、
「芸
術
愛
好
者
」、
「好
事
家
」
と

い
っ
た
用
語
群

の
元
を

た
ど
れ
ば
ド
イ
ツ
の
芸
術
教
育
史
上
の
デ

ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
運
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動

に
由

来

し

、

そ
れ

は
濃

密

に
経

済

効

果

を

志

向

す

る
も

の

で
あ

っ

た

か

ら

だ

。

そ
し

て

こ
れ

ら

の
用

語

群

の
形

成

は
さ

ら

に
、

日
本

の
国

民

国

家

形

成

に
も

関

わ

り

を

持

つ
と

考

え

ら

れ

る
。

続

い

て
、

そ

の
様

相

を

検

討

す

る

。

(
以
下

続

稿

)

注
引
用
文

に
お

い
て
、
固
有
名
詞
等
、
字
体

に
固
有

の
意
味
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
旧
字
は
新
字

に
改
め
た
。
引
用
文
中

の

〔

〕
内
は
論
者

に
よ
る
補

足

で
あ
る
。
引
用
文
中

の
中
略

・
省
略
は

「
......」

で
示
し
た
。

(
1
)

拙
稿

「
〈
眼

の
陶
冶
〉

と
帝
国
主
義

(
一
)

大
正
期
文
芸
教

育

デ
イ
レ
ツ
タ
ン
テ
イ
ズ
ム

運
動

の

"芸
術
愛
好
"
1

」
(
『
京
都
語
文

第
六
号
』
平
成
十
二
年

十
月
七
日
)

(
2
)
島
村
民
蔵

『
子
供

の
生
活
と
芸
術
』
高
陽
社
、
大
正
十
三
年
三
月

二

二
日

(
3
)
大
瀬
甚
太
郎

『
西
洋
近
世
教
育
史
』
成
美
堂
書
店
、
昭
和
十

一
年
四

月
十
五
日
、

一
七
七
頁

右

の
他

に
も
ラ

ス
キ

ン
を
紹
介
し
た
文
章
は
多
数
見
ら
れ
、

そ
の
ほ
と

ん
ど
が
同
工
異
曲

の
内
容
を
示
し

て
い
る
。
ラ

ス
キ

ン
に

つ
い
て
の
、
典

型
的
と
思
わ
れ
る
人
物
紹
介
文
を
次

に
示
す
。

ジ

ョ
ン

・
ラ
ス
キ

ン

(
一
八

一
九

-

一
九
〇
〇
)

は
十
九
世
紀

に

比
類

の
な

い
程

の
芸
術
批
評
眼
を
備

へ
、
ま
た
自

ら
芸
術
的
才
能

を
有
す

る
と
同
時

に
歴
史
家
、
社
会
改
良
家
、
国
民
経
済
家
、

工

芸
改
良
家
と
し

て
、
極
め

て
多
方
的
な
天
才
的
能
力
を
発
揮
し

た

人

で
あ
る
。

(関
衛

『
芸
術
教
育
思
想
史
』
厚
生
閣
、

大
正
十
四
年
十
月
十
八

日
、

一
四
八
頁
)

(4
)
関
衛

『
普
通
教
育

に
於
け

る
芸
術
的
陶
冶
』
同
文
館
、
大
正
十
年
九

月

二
五

日
、
八

二
頁

(5
)
有
島
武
郎

「
芸
術
教
育
私
見
」

(
『
芸
術
教
育
』
大
正
十

二
年
五
月
、

『
有
島
武
郎
全
集

第
九
巻
』
筑
摩
書
房
、
三
九
六
頁
)

(6
)
同
、
三
九
八
頁

(7
)

『
子
供

の
生
活
と
芸
術
』
、

一
七
五
頁

(8
)

「
芸
術
教
育
私
見
」
、
三
九
七
頁

(
9
)
杉

浦
魁

「
普
通
教

育

に
於
け

る
翫
賞
教

育
」

(
『
図

画
教
育

第

二

十
八
號
』
東
京
美
術
学
校
内
圖
畫
教
育
会
、
大

正
四
年
十

二
月

二
〇

日
、

七
〇
頁
)

(
10
)

「
芸
術
教
育
私
見
」
、
三
九
六
頁

(
11
)
龍

山
義
亮

「学

校
制
度
上

に
於

け
る
芸
術
教
育

の
発

達
」

(帝
国
教

育
会

『
芸
術
教
育

の
最
新
研
究
』
文
化
書
房
、
大
正
十
三
年
六
月

二
〇

日
、

二
四
五
頁
)

(
12
)
槙
山
栄
次

『
新
教
育
論
』
目
黒
書
店
、
大
正
十

四
年

二
月
十
六

日
、

一
四
六
頁

(
13
)
関
衛

『
芸
術
教
育
思
想
史
』
厚
生
閣
、
大
正
十

四
年
十
月
十

八
日
、

二
九
三
頁

(
14
)
北

澤
憲

昭

『
境
界

の
美
術
史

ー

「美
術

」
形
成
史

ノ
ー
ト
』
星
雲

社
、
平
成
十

二
年
六
月

三
〇

日
、
十
九
頁
)

(
15
)
同
、

二
二
〇
頁

(
16
)
同
、
十
九
頁
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(
17
)

阿
部
重
孝

「芸
術

教
育
」

(国
民
教

育
奨
励
会
編

『
現
代
文
化
と
教

育
』
民
友
社
、
大
正
十
三
年
三
月

二
日
、

一
四
〇
頁
)

(
18
)

『
芸
術
教
育
思
想
史
』

二
九
七
頁

(
19
)
リ
ヒ
ト
ヴ

ァ
ル
ク

『
芸
術
教
育
と
学
校

ー

ド

イ
ツ
芸
術
教
育
運
動

の
源
流

1

』

明
治
図
書
出
版
株
式
会
社
、

昭
和

六
十
年
三
月

(原
著

明
治
四
二
年
刊
)
、

一
六

一
頁

(20
)

ヨ

ハ
子

ス
フ
ォ
ル
ケ

ル
ト
原
著
、
西
田
宏
訳
述

『
芸
術
と
民
育
』
冨

山
房
、
大
正
二
年
十

一
月
十
日
、
五
八
頁

(
21
)
佐

々
木
吉
三
郎

『
教
育
的
美
学
』
秀
英
社
、
明
治
四
五
年
七
月

二
五

日
、

三
七
、
八
頁

(
22
)
同
、

四
二
頁

(
23
)

同
、

四
三
頁

(
24
)

同
、

四
六
頁

(
25
)

同
、

四
六
頁

(付
記
)

本
稿

は
、
佛
教
大
学
平
成
十
四
年
度
特
別
研
究
助
成

(
個
人
特
定
研
究
)

に
よ
る
成
果

で
あ
る
。

本
稿

に
続

く
最
終
稿

は
、

『文

学
部

論
集

第

八
七
号
』

(佛
教
大
学
、

平
成
十
五
年

三
月

一
日
発

刊
予
定
)

に
掲
載

予
定

で
あ
る
。
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