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日
本
戦
後
美
術
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
考
え
る

中
　
嶋
　
　
　
泉

は
じ
め
に　

―
―
日
本
現
代
美
術
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

報
告
者
は
こ
れ
ま
で
、
草
間
彌
生
や
田
中
敦
子
と
い
っ
た
日
本
の
現
代

美
術
作
家
を
調
査
の
対
象
に
し
て
き
た
。
国
内
よ
り
も
む
し
ろ
欧
米
で
の

研
究
が
盛
ん
と
も
言
え
る
二
人
の
日
本
人
女
性
作
家
に
つ
い
て
、
北
米
や

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
者
と
会
話
を
し
て
い
る
と
奇
妙
な
事
に
気
づ
く
。
日

本
の
現
代
美
術
史
に
お
い
て
草
間
や
田
中
は
現
在
で
も
な
お
「
主
流
」
の

歴
史
か
ら
別
の
と
こ
ろ
に
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
に
対
し
、
北
米
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
研
究
者
の
間
で
は
彼
女
た
ち
は
む
し
ろ
日
本
出
身
の
作
家
と
し

て
同
時
代
の
他
の
男
性
作
家
よ
り
も
広
く
認
知
を
得
て
い
る
。
そ
う
し
た

場
合
、
彼
女
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
は
現
代
美
術
家
と
し
て
欧
米
で
成
功
す
る

こ
と
で
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
男
尊
女
卑
の
状
況
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
に

成
功
し
た
ア
ジ
ア
の
女
性
と
い
う
見
方
が
一
つ
の
典
型
に
な
っ
て
い
る
。

「
現
代
美
術
」
で
は
、
そ
れ
が
ど
の
地
域
の
作
品
を
問
題
し
て
い
る
か

に
か
か
わ
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
美
術
の
歴
史
が
共
有
さ
れ
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
状
況
が
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
だ
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
「
日
本
美
術
」
と
「
西
洋
美

術
」
の
現
代
史
が
単
に
平
行
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
関
係
は

複
雑
な
歴
史
と
政
治
に
強
く
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
も

ま
た
多
層
的
な
権
力
関
係
や
階
層
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
が
こ
こ
数
十
年
で
解
明
し
て
き
た

こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
美
術
史
研
究
者
や
学
芸
員
の
間
で
十
年
程
前
に

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
争
」
と
呼
ば
れ
た
議
論
が
あ
っ
た
1
。
そ
の
と
き
、
千

野
香
織
は
日
本
の
美
術
史
に
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
が
不
適
切
・
不
必
要
だ
と

し
、
日
本
の
美
術
固
有
の
文
脈
や
歴
史
と
、
西
洋
の
考
え
で
あ
る
ジ
ェ
ン

ダ
ー
論
は
相
容
れ
な
い
と
す
る
美
術
史
研
究
者
の
態
度
を
、「
不
機
嫌
な
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ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
呼
ん
で
い
る
2
。「
西
洋
美
術
」
と
「
日
本
美
術
」

の
歴
史
が
交
差
す
る
「
日
本
の
現
代
美
術
」
と
い
う
領
域
は
グ
ロ
ー
バ
ル

で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
な
が
ら
こ
の
「
不
機
嫌
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
が

繰
り
返
し
立
ち
返
っ
て
く
る
矛
盾
し
た
場
に
な
っ
て
い
る
。「
日
本
」
と

「
西
洋
」
の
間
で
奇
妙
な
位
置
に
つ
け
る
日
本
の
現
代
女
性
作
家
は
、
こ

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
の
複
合
性
を
体
現
し
、「
現
代
美
術
史
」
の
矛
盾
を

突
く
存
在
で
あ
る
。

以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
美
術
史
を
国
家
主
義
的
に
規
定
し
よ
う
と
す

る
試
み
で
は
、
男
性
と
女
性
の
関
係
は
一
元
的
に
し
か
想
定
で
き
な
い
た

め
、
歴
史
主
体
を
無
自
覚
に
男
性
化
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ジ
ェ
ン
ダ

ー
関
係
を
硬
直
し
た
も
の
と
し
て
表
す
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
こ
う
し
た

歴
史
記
述
の
な
か
に
は
、
国
外
で
は
日
本
を
代
表
す
る
作
家
で
あ
る
草
間

や
田
中
も
、
特
殊
な
例
―
例
え
ば
、
精
神
的
な
病
に
よ
る
特
殊
な
能
力
を

持
つ
芸
術
家
、
あ
る
い
は
具
体
美
術
協
会
の
異
端
児
―
と
し
て
参
照
さ
れ

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
歴
史
の
一
部
と
し
て
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
。

本
報
告
は
、
ま
ず
日
本
戦
後
美
術
史
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
状
況
が
、
国
際
主
義

的
な
戦
後
美
術
の
批
評
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
以
来
、
現
在
ま
で
引
き
継

が
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
次
に
、
草
間
や
田
中
ら
の
女
性
作

家
が
現
れ
て
き
た
状
況
を
、
瀧
口
修
造
、
吉
原
治
良
、
阿
部
展
也
と
い
っ

た
男
性
美
術
家
・
批
評
家
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
記
述
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
敗
戦
後
の
こ
の
国
に
一
時
現
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
変
化
の
様
態
と

し
て
提
示
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

１　
「
戦
後
美
術
史
」
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

ま
ず
、
日
本
の
現
代
美
術
が
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
か

を
二
つ
の
例
で
み
て
み
た
い
。

一
九
八
六
年
の
刊
行
以
来
幅
広
い
読
者
を
持
つ
通
史
的
論
考
『
現
代
美

術
逸
脱
史
』3
に
お
い
て
、
著
者
の
千
葉
成
夫
は
、
戦
後
の
批
評
家
は
日

本
美
術
の
固
有
の
文
脈
を
欠
落
さ
せ
た
た
め
に
、
歴
史
的
・
通
史
的
規
定

性
を
持
ち
得
な
か
っ
た
と
し
た
。
つ
ま
り
、
明
治
以
来
西
洋
美
術
の
様
式

を
模
倣
し
、「『
自
己
』
以
外
の
何
か
に
規
範
を
求
め
る
」
日
本
洋
画
の
馴

染
み
の
構
造
か
ら
、
戦
後
に
及
ん
で
脱
却
で
き
な
か
っ
た
と
批
判
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
千
葉
は
代
わ
り
に
、「
こ
の
列
島
」
に
固
有
だ
と
彼
が
考

え
る
「
逸
脱
史
」
を
提
案
し
、
具
体
美
術
協
会
の
活
動
を
大
き
な
「
転
換

点
」
と
し
て
「
反
芸
術
」
へ
と
連
な
っ
て
行
く
日
本
現
代
美
術
の
流
れ
を

描
い
た
。

一
方
、
そ
れ
か
ら
十
年
あ
ま
り
経
っ
た
一
九
九
七
年
、
椹
木
野
衣
は

『
日
本
・
現
代
・
美
術
』4
に
お
い
て
、
千
葉
の
述
べ
る
日
本
の
「
自
己
」

が
そ
も
そ
も
戦
後
の
冷
戦
構
造
の
な
か
で
米
国
と
の
関
係
に
条
件
付
け
ら

れ
て
お
り
、
日
本
固
有
の
美
術
と
は
、
西
洋
現
代
美
術
に
自
己
を
照
ら
し

合
わ
せ
る
こ
と
を
反
復
す
る
だ
け
の
、
主
体
性
を
欠
い
た
「
あ
る
非
歴
史

的
な
『
場
所
』」
で
し
か
な
い
と
千
葉
の
見
解
を
退
け
た
。
椹
木
は
、
冷

戦
期
に
確
立
さ
れ
た
米
国
と
保
護
／
被
保
護
の
関
係
の
も
と
で
、
日
本
の

戦
後
美
術
は
「
反
芸
術
」
を
掲
げ
た
と
き
で
す
ら
米
国
美
術
の
反
射
を
作

り
出
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
国
が
歴
史
的
主
体
性
を
持
つ
こ
と
は
あ
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ら
か
じ
め
不
可
能
で
あ
る
と
告
げ
る
。

見
解
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
日
本
の
戦
後
美
術
観
に
大
き
く
影
響
し

て
き
た
こ
の
二
人
は
あ
る
基
盤
を
共
有
し
て
い
る
。
彼
ら
が
日
本
の
現
代

美
術
を
決
定
づ
け
た
節
目
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
「
ア
ン
フ
ォ

ル
メ
ル
旋
風
」
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
」
と
は
、

ジ
ャ
ン
・
フ
ォ
ー
ト
リ
エ
や
ヴ
ォ
ル
ス
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
と
い

っ
た
一
九
四
〇
年
代
以
降
の
一
群
の
抽
象
絵
画
の
傾
向
に
対
し
て
、
フ
ラ

ン
ス
の
批
評
家
ミ
シ
ェ
ル
・
タ
ピ
エ
が
提
唱
し
た
「
形
態
以
前
」
の
記
号

的
な
抽
象
表
現
を
指
す
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋

風
」
は
、
そ
の
タ
ピ
エ
の
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
日
本

に
紹
介
さ
れ
た
、
一
九
五
六
年
の
「
世
界
・
今
日
の
美
術
展
」
と
翌
年
の

タ
ピ
エ
の
来
日
を
頂
点
に
、
こ
の
絵
画
傾
向
が
日
本
の
美
術
界
に
与
え
た

大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
指
し
て
い
る
。
千
葉
、
椹
木
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ン
フ

ォ
ル
メ
ル
観
を
順
に
見
て
み
る
。

西
洋
絵
画
史
の
ひ
と
つ
の
臨
界
点
だ
っ
た
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
を
と
ら

え
そ
こ
な
い
、
ま
た
、
直
前
の
「
具
体
」
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い

た
日
本
の
固
有
の
文
脈
の
問
題
を
と
ら
え
そ
こ
な
っ
た
と
き
、
日
本

ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
は
前
線
か
ら
決
定
的
に
後
退
し
て
い
っ
た
。
逆
説

的
に
言
え
ば
、
日
本
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
に
と
っ
て
ア
ン
フ
ォ
ル
メ

ル
・
シ
ョ
ッ
ク
は
、
現
実
に
た
い
し
て
眼
を
ふ
さ
ぐ
結
果
を
も
た
ら

し
て
し
ま
っ
た
の
だ
5
。

「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
と
は
、
日
本
の
作
家
た
ち
が
、「
世
界　

今
日
の
美
術
」
を
ま
っ
た
く
無
抵
抗
で
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る

ほ
ど
に
、
み
ず
か
ら
の
よ
っ
て
立
つ
根
拠
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
こ
と

に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
そ
の
よ
う
な
も
の
を
抵
抗
な
く

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
に
、
内
面
の
空
白
化
を
推
し
進
め

は
じ
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。
そ
し
て
そ
れ
が
わ
た
し
た
ち

が
無
意
識
に
「
現
代
美
術
」
と
い
う
と
き
の
、「
現
代
」
に
、
ど
こ

か
で
通
底
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
6
。

「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
は
、
千
葉
に
お
い
て
は
批
評
の
失
敗
と
し

て
、
椹
木
に
お
い
て
は
批
評
の
空
洞
化
の
現
れ
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
際
交
流
の
最
初
の
一
歩
と
当

初
考
え
ら
れ
て
い
た
「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
は
現
在
、
日
本
現
代
美

術
か
ら
独
自
的
な
歴
史
を
奪
っ
た
、
あ
る
い
は
歴
史
的
根
拠
の
不
在
を
示

し
た
原
初
的
ト
ラ
ウ
マ
の
モ
ー
メ
ン
ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

現
在
に
至
る
ま
で
「
現
代
美
術
」
に
お
け
る
日
本
の
位
置
に
影
を
落
と
し

て
い
る
。

だ
が
、
千
葉
と
椹
木
の
歴
史
論
が
別
の
方
向
を
向
き
な
が
ら
も
、
等
し

く
視
野
に
入
れ
て
い
な
い
の
は
、
彼
ら
が
依
拠
す
る
戦
後
批
評
と
い
う
も

の
が
、
一
部
の
男
性
的
な
書
き
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
想

定
す
る
日
本
現
代
美
術
の
歴
史
と
い
う
も
の
が
、
選
別
的
な
語
り
だ
と
い

う
点
だ
。

筆
者
は
別
稿
で
、「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
と
い
う
言
説
が
、
日
本
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の
抽
象
絵
画
受
容
の
一
つ
の
表
象
で
あ
り
、
日
本
の
批
評
家
た
ち
の
男

性
的
挫
折
を
宥
め
る
た
め
に
編
み
出
さ
れ
た
言
説
で
あ
る
と
解
釈
し
た
7
。

当
時
、
針
生
一
郎
、
中
原
佑
介
、
東
野
芳
明
、
瀬
木
慎
一
と
い
っ
た
戦
後

世
代
の
批
評
家
た
ち
は
、
針
生
が
「
国
際
的
同
時
性
」
と
呼
ん
だ
国
際
的

美
術
運
動
へ
の
参
入
を
強
く
願
い
、「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
」
は
そ
の
最
初

の
契
機
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
そ
の
期
待
に
反
し
て
、
こ
の
絵

画
運
動
は
日
本
の
美
術
家
や
批
評
家
の
主
体
的
な
関
わ
り
を
認
め
ず
、
批

評
家
を
大
き
く
落
胆
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
来
日
時
の
タ

ピ
エ
と
会
話
を
し
た
針
生
が
、
日
本
の
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
の
受
容
を
「
敗

戦
」
の
よ
う
に
表
現
し
て
き
た
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
針
生
は

一
九
六
〇
年
の
回
想
で
次
の
よ
う
に
話
し
て
い
る
。

僕
は
何
度
も
書
い
た
け
れ
ど
も
、
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
の
持
っ
て
い
る

一
番
本
質
的
な
可
能
性
を
正
当
に
受
け
止
め
、
日
本
と
い
う
現
実
の

地
盤
の
中
で
考
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
あ
る
意
味
で
は

あ
れ
（
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
）
に
同
感
す
る
の
で
は
な
く
て
、
蒙
古
来

襲
を
水
際
で
迎
え
撃
つ
と
い
う
よ
う
な
形
を
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
無
条
件
降
伏
で
、
富
永
惣
一
が
ミ
ズ
ー
リ
艦
上
で
降
伏
文
書
に
調

印
す
る
み
た
い
な
形
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
8

針
生
は
一
九
五
二
年
に
『
美
術
批
評
』
で
批
評
を
始
め
て
以
来
、
日
本

の
政
治
社
会
的
状
況
に
応
答
す
る
芸
術
や
芸
術
批
評
の
改
革
が
必
要
で
あ

る
と
唱
え
て
い
た
。
針
生
の
回
想
に
は
、
従
来
と
変
わ
ら
ぬ
権
力
関
係
へ

日
本
の
批
評
家
が
感
じ
た
、
苛
立
ち
と
屈
辱
感
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ア

ン
フ
ォ
ル
メ
ル
に
対
す
る
幻
滅
は
多
く
の
場
合
こ
う
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

反
応
を
伴
っ
た
が
、
こ
の
経
緯
は
日
本
の
美
術
を
男
性
化
し
よ
う
と
す
る

一
部
の
欲
求
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
。
瀬
木
は
、
ア
ン
フ
ォ

ル
メ
ル
の
重
要
な
作
家
と
見
な
さ
れ
て
い
た
堂
本
尚
郎
の
絵
画
に
つ
い
て
、

一
九
六
〇
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

﹇
堂
本
の
絵
画
は
﹈
情
緒
に
つ
き
ま
と
う
軽
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
吹
き

飛
ば
す
あ
る
種
の
豪
放
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
、
い
わ
ば
、
男
性
的

な
芸
術
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
海
外
で
認
め
ら
れ
た
日
本
の
芸
術
と
い

う
と
、
大
半
が
、
女
性
的
な
芸
術
で
あ
っ
た
事
実
に
照
ら
し
合
わ
せ

て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
作
家
が
国
際
舞
台
に
登
場
し
て
き
た
こ

と
の
意
義
は
、
す
こ
ぶ
る
大
き
く
、
日
本
人
の
卑
屈
さ
か
ら
救
っ
て

く
れ
る
9
。

こ
こ
で
堂
本
の
作
品
に
は
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ

ン
グ
的
豪
快
さ
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
が
、
堂
本
の
絵
画
は
実
際
の
と
こ

ろ
、
落
ち
着
い
た
所
作
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
デ
リ
ケ
ー
ト
な
表
面
を
有
し

て
い
る
。
こ
の
発
言
が
暗
示
す
る
の
は
、
戦
後
に
及
ん
で
「
女
性
化
」
さ

れ
る
日
本
美
術
と
、
自
分
た
ち
「
日
本
人
」
の
立
場
を
重
ね
合
わ
せ
、
そ

こ
に
男
性
性
を
見
い
だ
す
こ
と
で
失
地
回
復
し
よ
う
と
い
う
、
批
評
家
の

欲
望
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
し
た
批
評
が
主
流
に
な
る
な
か

で
、
男
女
平
等
の
気
運
に
の
っ
て
敗
戦
後
増
加
し
た
女
性
作
家
の
作
品
に
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関
心
が
払
わ
れ
る
こ
と
は
徐
々
に
な
く
な
っ
た
。「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋

風
」
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
批
評
の
数
々
が
、
反
動
的
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

男
性
的
主
観
性
を
構
築
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

２　
「
日
本
現
代
美
術
」
と
「
語
り
直
し
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

千
葉
や
椹
木
の
著
書
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」

は
戦
後
日
本
美
術
の
一
般
的
な
語
り
と
な
っ
て
お
り
、
針
生
の
上
記
の
発

言
や
瀬
木
の
タ
ピ
エ
に
対
す
る
反
感
は
、
展
覧
会
や
歴
史
研
究
書
に
お
い

て
た
び
た
び
参
照
さ
れ
る
。
し
か
し
、
戦
後
の
抽
象
絵
画
の
国
際
的
交
流

の
経
緯
を
、
全
て
の
「
日
本
」
お
よ
び
「
日
本
人
」
に
と
っ
て
屈
辱
的
な

経
験
と
す
る
こ
の
物
語
は
、

日
本
の
戦
後
美
術
を
説
明

す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ

ほ
ど
正
し
い
あ
る
い
は
有

用
な
も
の
と
言
え
る
の
だ

ろ
う
か
。

例
え
ば
、
タ
ピ
エ
と
の

出
会
い
を
機
に
欧
米
の

美
術
館
や
キ
ュ
レ
イ
タ

ー
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
の

付
き
合
い
を
得
た
田
中
敦

子
【
図
１
】
や
、
代
表
作

の
「
ネ
ッ
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
が
抽
象
表
現
主
義
の
第
二
世
代
に
位

置
づ
け
ら
れ
、
米
国
で
現
代
美
術
家
と
し
て
の
自
己
を
確
立
し
て
い
っ
た

草
間
彌
生
な
ど
の
女
性
た
ち
の
経
験
に
つ
い
て
、
こ
の
文
脈
で
語
る
こ
と

は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
は
、
占
領

軍
に
主
導
さ
れ
た
民
主
化
や
男
女
平
等
の
美
術
界
へ
の
影
響
も
国
の
無
力

化
と
結
び
つ
け
て
し
ま
う
た
め
、
田
中
や
草
間
に
限
ら
な
い
一
群
の
女
性

作
家
た
ち
の
存
在
も
、
歴
史
か
ら
押
し
の
け
ら
れ
て
し
ま
う
。「
ア
ン
フ

ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
と
い
う
言
説
を
基
底
に
持
つ
日
本
現
代
美
術
史
は
、
戦

後
の
女
性
作
家
の
活
動
や
そ
の
評
価
を
無
視
し
、
ま
た
無
視
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
千
葉
や
椹
木
の
論
考
に
草
間
や

田
中
が
殆
ど
出
て
こ
な
い
こ
と
も
偶
然
で
は
な
い
10
。
こ
の
こ
と
は
日
本

の
美
術
に
女
性
作
家
の
歴
史
を
見
い
だ
そ
う
と
い
う
試
み
に
と
っ
て
は
致

命
的
な
障
害
だ
と
言
え
よ
う
。

「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
の
経
緯
や
そ
の
後
こ
の
言
説
が
繰
り
返
し

語
ら
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
が
示
す
の
は
、
排
外
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

に
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
感
情
が
無
関
係
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
一
九
九
〇
年
代
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
争
で
、「
現
代
の
考
え
」

や
「
西
洋
の
輸
入
品
」
と
呼
ば
れ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
、
日
本
美
術
史
を

守
る
と
い
う
名
目
の
も
と
で
拒
絶
し
た
「
不
機
嫌
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

こ
う
し
た
戦
後
日
本
の
知
識
人
の
男
性
性
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
や

国
際
関
係
、
文
学
の
領
域
に
お
け
る
最
近
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
研
究
に

よ
っ
て
も
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
米
山
リ
サ
は
二
〇
〇
五
年
に
、

図 1
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一
九
九
七
年
発
足
の
「
新
し
い
教
科
書
を
作
る
会
」
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る

「
戦
争
の
語
り
直
し
」
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
男
性
性
の

イ
メ
ー
ジ
が
、
冷
戦
構
造
の
な
か
で
人
種
化
さ
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
内
面

化
し
て
い
る
こ
と
を
解
明
し
た
。
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
知
識
人
が
こ

の
内
面
化
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
こ
の
人
種
化
し
た
ジ
ェ

ン
ダ
ー
を
作
り
出
す
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
構
造
を
批
判
す
る
こ
と
も
、

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
歴
史
を
生
む
こ
と
も
で
き
な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と

だ
11
。
実
際
「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
か
ら
、
千
葉
の
『
現
代
美
術
逸

脱
史
』、
椹
木
の
『
日
本
・
現
代
・
美
術
』
に
至
る
ま
で
、
日
本
の
戦
後

美
術
に
関
す
る
言
説
は
、
そ
の
事
実
を
拒
絶
す
る
に
せ
よ
承
認
す
る
に
せ

よ
一
様
に
人
種
化
さ
れ
、
傷
つ
い
た
日
本
の
批
評
主
体
の
ト
ラ
ウ
マ
を
抱

え
続
け
、
代
わ
り
の
歴
史
観
を
提
供
し
な
い
で
き
た
12
。

米
山
の
理
論
は
さ
ら
に
、「
語
り
直
し
」
の
一
元
的
男
性
性
の
表
象
は
、

全
て
の
日
本
人
男
性
が
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
男
性
的
主
体
を
生
き
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
他
の
可
能
性
も
排
除
し
て
お
り
、
他
に
幾
通
り
も

の
男
性
の
主
体
性
が
あ
り
え
た
と
い
う
こ
と
も
か
く
し
て
し
ま
う
こ
と
も

指
摘
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
の
批

評
家
た
ち
は
、
多
様
な
人
々
で
構
成
さ
れ
て
い
た
戦
後
美
術
の
一
部
で
あ

り
、「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
と
い
う
戦
後
美
術
の
「
語
り
直
し
」
が

見
え
な
く
し
て
い
る
の
は
、
女
性
作
家
だ
け
で
は
な
く
他
の
男
性
で
も
あ

る
。
ま
た
数
多
く
の
女
性
の
活
動
を
可
能
に
し
た
戦
後
の
政
治
・
社
会
的

環
境
や
、
戦
後
の
混
乱
期
に
多
様
で
あ
っ
た
は
ず
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
も

同
様
に
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
の
影
に
か
く
れ
て
き
た
女
性
画

家
を
め
ぐ
る
い
く
つ
も
の
歴
史
的
諸
要
素
の
う
ち
、
戦
後
美
術
の
運
動
に

参
加
し
た
数
多
く
の
女
性
の
初
期
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
、
瀧
口

修
造
や
阿
部
展
也
、
吉
原
治
良
と
い
っ
た
戦
前
世
代
の
批
評
・
芸
術
家
の

周
囲
に
形
成
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
彼
ら
は
、

戦
前
の
前
衛
美
術
を
知
り
、
戦
後
の
国
際
的
な
芸
術
の
交
流
に
貢
献
し
て
、

日
本
の
現
代
美
術
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
そ
れ
と
同
時

に
美
術
学
校
や
画
壇
を
避
け
、
独
学
で
美
術
を
学
ぼ
う
と
す
る
戦
後
世
代

の
作
家
の
育
成
に
も
大
き
く
貢
献
し
た
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
見

て
特
に
興
味
深
い
の
は
、
彼
ら
が
戦
後
世
代
の
女
性
作
家
も
積
極
的
に
支

援
し
て
い
た
こ
と
と
、
そ
れ
で
い
て
彼
ら
の
展
覧
会
評
や
作
品
評
に
は
、

当
時
の
批
評
に
あ
ま
ね
く
み
ら
れ
た
「
女
ら
し
さ
」
と
い
う
、
同
時
代
の

男
性
と
し
て
の
標
準
的
な
視
点
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

彼
ら
と
「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
型
の
批
評
家
、
歴
史
家
を
わ
け
た

も
の
は
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
彼
ら
と
女
性
た
ち
の
関
係
は
い

か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
瀧
口
ら
と
戦
後
世

代
の
女
性
作
家
の
か
か
わ
り
は
、
民
主
化
を
背
景
に
前
衛
美
術
と
女
性
が

結
び
つ
く
と
い
う
、
日
本
の
美
術
界
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
関
係
が
一
時
的
で
あ

れ
変
化
し
た
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
関
係
性
を
見

直
す
こ
と
で
、
敗
戦
後
に
数
多
く
の
女
性
作
家
が
登
場
し
た
背
景
だ
け
で

な
く
、
そ
の
気
運
が
な
ぜ
一
時
的
な
も
の
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、

前
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
女
性
芸
術
家
の
境
遇
や
批
判
性
の
限
界
が
ど
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の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
察
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
も

得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

３　

敗
戦
の
父
と
戦
後
の
娘

（1）
瀧
口
・
吉
原
・
阿
部

一
九
〇
三
年
生
ま
れ
の
瀧
口
、
一
九
〇
五
年
生
ま
れ
の
吉
原
、

一
九
一
三
年
生
ま
れ
の
阿
部
は
、
戦
争
が
影
を
落
と
す
前
の
束
の
間
若
手

作
家
や
学
生
の
間
で
開
花
し
た
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
中
心
と
し
た
前

衛
芸
術
の
中
核
を
担
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
運
動
は
戦
争
中
、
軍
部
の
弾
圧

に
よ
っ
て
中
断
す
る
が
13
、
戦
後
彼
ら
は
一
転
し
て
、
民
主
主
義
的
で
反

旧
体
制
的
な
文
化
活
動
の
中
心
的
な
指
導
者
と
な
る
。
三
人
を
含
め
た
戦

前
世
代
の
前
衛
美
術
家
が
戦
後
ま
ず
取
り
組
ん
だ
こ
と
の
一
つ
は
、
若
者

た
ち
へ
の
啓
蒙
的
な
教
育
活
動
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
三
人
が
と
も
に
参
加

し
て
い
る
一
九
四
七
年
に
再
結
成
さ
れ
た
日
本
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
美
術

家
ク
ラ
ブ
は
、
岡
本
太
郎
や
桂
ユ
キ
子
（
ゆ
き
）
等
の
作
家
や
外
山
卯
三

郎
、
植
村
鷹
千
代
な
ど
の
批
評
家
ら
、
様
々
な
組
織
や
個
人
の
前
衛
芸
術

家
・
批
評
家
が
超
党
派
的
に
結
び
つ
い
た
団
体
で
、
こ
の
団
体
が
組
織

し
た
一
九
四
八
年
、
四
九
年
の
「
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
展
」14
は
東
京
、
大
阪
、

名
古
屋
を
巡
回
し
、
敗
戦
直
後
で
文
化
的
刺
激
を
欲
し
て
い
た
人
々
、
戦

中
の
制
限
で
近
代
美
術
に
触
れ
る
機
会
の
殆
ど
な
か
っ
た
若
い
世
代
に
大

き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
こ
の
ク
ラ
ブ
が
四
十
八
年
に
行
っ
た
「
モ

ダ
ン
ア
ー
ト
夏
期
講
習
会
」
の
記
録
に
女
性
の
姿
が
目
立
つ
こ
と
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
【
図
2
】15
、
美
術
は
大
学
や
画
壇
と
い
っ
た
特
権
的
な

組
織
に
限
ら
れ
な
い
人
々
に
層
を
広
げ
、「
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
」
は
十
代
や

二
十
代
の
女
性
に
も
興
味
深
く
か
つ
近
寄
り
易
い
場
の
一
つ
に
な
っ
て
い

た
。一

九
四
〇
、
五
〇
年
代
の
日
本
の
前
衛
美
術
運
動
に
女
性
が
積
極
的
に

か
か
わ
り
、
ま
た
彼
女
た
ち
の
興
味
に
対
す
る
受
け
皿
が
戦
前
よ
り
は
増

え
て
い
た
こ
と
を
示
す
例
は
い
く
つ
も
あ
る
が
、
瀧
口
、
吉
原
、
阿
部
は

こ
う
し
た
動
き
を
先
駆
け
て
い
た
。
良
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
瀧
口
は
神

田
の
タ
ケ
ミ
ヤ
画
廊
の
運
営
を
通
じ
て
、
貸
し
画
廊
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
時
代
に
若
い
作
家
に

貴
重
な
発
表
の
機
会
を
与

え
た
16
。
タ
ケ
ミ
ヤ
で
の

展
覧
会
の
多
く
が
、
瀧
口

と
の
個
人
的
な
付
き
合
い

や
身
近
な
紹
介
を
通
じ
て

決
定
さ
れ
て
い
っ
た
が
、

一
九
五
一
年
か
ら
六
年
間

続
い
た
二
百
回
ほ
ど
の
展

覧
会
の
う
ち
、
二
九
回
が

女
性
作
家
の
展
覧
会
で
あ

り
、
草
間
や
榎
本
和
子
、

福
島
秀
子
の
個
展
も
含
ま

れ
る
。
こ
こ
で
始
め
て
の

図 2
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個
展
を
行
っ
た
女
性
作
家
も
少
な
く
な
か
っ
た
【
図
３
】。
ま
た
瀧
口
と

つ
き
あ
い
の
あ
っ
た
阿
部
展
也
も
同
じ
よ
う
に
、
銀
座
の
養
精
堂
画
廊
の

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
つ
と
め
て
お
り
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
女
性
前
衛

芸
術
家
の
グ
ル
ー
プ
展
や
、
芥
川
（
間
所
）
紗
織
や
漆
原
英
子
、
榎
本
や

福
島
、
宮
脇
愛
子
ら
女
性
作
家
の
個
展
を
多
く
実
現
し
て
い
る
【
図
４
】。

瀧
口
の
選
出
に
よ
る
タ
ケ
ミ
ヤ
画
廊
の
個
展
や
、
阿
部
が
世
話
役
だ
っ
た

養
精
堂
画
廊
の
展
覧
会
へ
の
世
間
的
な
注
目
は
高
く
、
作
家
が
無
名
で
あ

っ
て
も
展
覧
会
評
が
美
術
誌
や
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。

瀧
口
や
阿
部
は
自
宅
や
ア
ト
リ
エ
に
も
こ
う
し
た
女
性
画
家
を
よ
く
招

き
、
こ
の
世
代
の
女
性
作
家
の
回
想
や
記
録
写
真
に
は
、
瀧
口
と
の
親
交

や
阿
部
の
ア
ト
リ
エ
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
17
。
大
辻
清
司
に
よ
る
下
落

合
の
ア
ト
リ
エ
写
真
に
は
、
阿
部
が
榎
本
に
自
分
の
作
品
を
見
せ
、
熱
心

に
解
説
し
て
い
る
様
子
が
残
さ
れ
て
い
る
【
図
５
】。
当
時
松
本
に
住
ん

で
い
た
草
間
も
ま
た
頻
繁
に
手
紙
や
作
品
を
送
っ
て
阿
部
に
指
導
を
求
め

て
い
た
18
。
宮
脇
は
阿
部
の
ア
ト
リ
エ
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。﹇

…
…
﹈
や
っ
ぱ
り
芸
大
に
入
り
直
そ
う
と
思
っ
て
い
た
矢
先
、
義

姉
に
あ
た
っ
た
画
家
の
神
谷
信
子
の
紹
介
で
、
や
は
り
目
白
に
あ
っ

た
阿
部
展
也
氏
の
ア
ト
リ
エ
に
通
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
ア
ト
リ

エ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
昔
風
の
美
術
教
育
を
受
け
て
い
な
い
、
門
外
か

ら
出
発
し
よ
う
と
す
る
美
術
志
望
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
批
評
家

な
ど
の
若
い
人
び
と
が
多
く
出
入
り
し
て
い
た
。
既
成
の
美
術
教
育

と
か
か
わ
り
な
く
、
阿
部
展
也
氏
は
、
純
粋
に
直
感
や
思
想
だ
け
を

た
よ
り
に
す
す
む
こ
と
を
説
き
、
そ
の
説
得
力
に
は
か
な
り
強
い
も

の
が
あ
っ
た
19
。

下
落
合
の
阿
部
宅
と
ア

ト
リ
エ
は
、
専
門
教
育
を

受
け
て
お
ら
ず
、
他
に
つ

て
を
持
た
な
い
若
手
た
ち

に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

に
な
る
た
め
の
出
会
い
を

与
え
、
展
覧
会
の
話
や
雑

図 5

図 3
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誌
挿
絵
、
文
筆
活
動
な
ど
の
仕
事
を
得
る
格
好
の
場
所
と
な
っ
て
い
た
。

同
様
に
、
田
中
敦
子
や
山
崎
つ
る
子
ら
の
活
動
も
、
具
体
美
術
協
会
や

吉
原
治
良
の
存
在
抜
き
に
は
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
二
人
は
、
吉
原
が

戦
後
次
々
と
立
ち
上
げ
た
芦
屋
市
美
術
展
、
現
代
美
術
懇
談
会
、
具
体
美

術
協
会
で
作
品
を
発
表
し
、
関
西
の
前
衛
に
東
京
の
批
評
家
が
興
味
を
示

さ
な
い
中
、
吉
原
の
評
価
を
受
け
る
こ
と
で
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
持
続
し

て
い
っ
た
【
図
６
】。
吉
原
が
設
立
し
た
組
織
活
動
は
、
美
術
の
専
門
的

教
育
を
受
け
て
い
な
い
人
々
も
対
象
に
し
た
啓
蒙
的
な
も
の
で
、
学
校
の

教
員
や
学
生
な
ど
が
参
加
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
お
い
て
、
西
洋
美
術
の
知
識

を
ふ
ん
だ
ん
に
も
っ
た
吉
原
治
良
の
存

在
は
絶
対
的
だ
っ
た
と
は
良
く
言
わ
れ

る
が
、
彼
の
型
に
と
ら
わ
れ
な
い
指
導

に
は
、
一
般
的
に
み
ら
れ
た
男
女
の
区

別
が
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
20
。
吉
原
の
活
動
は
、
市
民
の
文
化

的
生
活
の
充
実
と
い
う
民
主
主
義
的
な

風
潮
と
一
致
し
、
多
彩
な
男
女
に
発
表

と
評
価
の
場
を
与
え
、
多
く
の
実
験
的

で
型
破
り
な
作
品
が
そ
こ
で
生
み
出
さ

れ
た
。
吉
原
は
、
何
回
も
の
具
体
美
術

展
を
開
催
し
、
機
関
誌
『
具
体
』
の
発

行
し
、
教
育
、
制
作
、
発
表
、
批
評
の
全

て
を
身
内
で
担
い
、
男
女
の
若
手
を
統
率
し
た
。
瀧
口
や
阿
部
の
サ
ー
ク

ル
や
具
体
美
術
協
会
が
用
意
し
た
ア
ト
リ
エ
、
仲
間
と
の
集
ま
り
、
展
覧

会
と
い
っ
た
現
代
美
術
の
空
間
は
、
こ
う
し
た
女
性
た
ち
に
、
創
造
的
個

人
と
い
う
新
し
く
、
革
新
的
な
社
会
的
役
割
を
与
え
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

講
和
条
約
締
結
以
後
活
性
化
し
た
美
術
の
国
際
的
な
交
流
の
な
か
で
、

女
性
作
家
た
ち
に
外
へ
と
向
か
う
道
筋
を
与
え
た
の
も
、
豊
か
な
国
際
感

覚
で
知
ら
れ
た
彼
ら
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
草
間
や
福
島
、
榎
本
が
出
品
し

た
初
め
て
の
国
際
展
で
あ
る
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
水
彩
画
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
、

阿
部
は
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
絵
画
部
と

の
折
衝
役
を
し
て
お
り
21
、
日
本
美
術
家

連
盟
に
依
頼
さ
れ
て
作
家
の
選
定
に
助
言

を
し
た
の
は
瀧
口
だ
っ
た
。
ま
た
、
タ
ピ

エ
と
意
気
投
合
し
た
吉
原
が
国
内
外
で
具

体
の
展
覧
会
を
企
画
し
、
グ
タ
イ
ピ
ナ
コ

テ
カ
を
開
館
し
て
有
力
な
作
家
や
批
評
家

を
招
い
て
具
体
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
し

た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
結
果
的
に
彼
女
た
ち

の
そ
の
後
の
活
動
領
域
の
拡
大
と
、
キ

ャ
リ
ア
の
構
築
に
大
き
く
寄
与
し
て
い

る
。
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
の
参
加
は
後
に
、
草

間
に
渡
米
を
決
意
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な

り
、
田
中
は
グ
タ
イ
ピ
ナ
コ
テ
カ
に
訪
れ

図 6
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た
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ア
ロ
ウ
ェ
イ
の
選
抜
で
一
九
六
五
年
に
グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ

ム
美
術
館
の
国
際
賞
を
受
賞
し
、
こ
の
と
き
の
評
判
か
ら
田
中
の
作
品
は

主
要
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
五
〇
年
代
に

各
地
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
国
際
展
は
い
わ
ば
国
家
的
な
事
業
で
あ

り
、
世
間
的
な
注
目
も
高
か
っ
た
【
図
７
】。
戦
中
や
戦
前
に
は
考
え
ら

れ
な
か
っ
た
こ
う
し
た
出
来
事
が
、
一
九
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
の
半

ば
ま
で
に
矢
継
ぎ
早
に
起
こ
っ
た
の
で
あ
り
、
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
自

分
た
ち
の
社
会
的
な
立
場
が
大
き
く
広
が
っ
て
見
え
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。

（２）
敗
戦
後
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー　

―
―
不
十
分
な
革
新

三
人
の
男
性
と
女
性
作
家
の
関
係
は
、
瀧
口
の
カ
リ
ス
マ
性
、
阿
部
の

世
話
好
き
、
吉
原
の
指
導
力
と
い
っ
た
、
彼
ら
の
特
別
な
人
格
に
よ
っ
て

育
ま
れ
た
境
遇
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
多
い
。
だ
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美

術
史
の
観
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
戦
前
世
代
の
男
性
と
戦
後
世
代

の
女
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
、
歴
史
的
な
背
景
を
持
つ
日
本
の
前
衛
美
術

の
一
側
面
と
し
て
捉
え
、
記
述
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

三
人
が
、
女
性
が
創
作
活
動
に
携
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
一
般
の
男
性

ほ
ど
抵
抗
感
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
、
何
か
共
通

す
る
背
景
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
三
人
は
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
終
始

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
や
美
術
館
と
い
っ
た
制
度
の
外
側
に
い
た
。
瀧
口
は
も
と

も
と
美
学
、
美
術
史
の
専
門
家
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
現
代
詩
を
通

じ
て
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
か
か
わ
る
と
い
う
、
一
般
の
美
術
批
評
家
と

図７
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は
異
な
る
経
路
を
辿
っ
て
い
る
。
吉
原
は
家
業
の
製
油
会
社
を
継
ぐ
予
定

で
関
西
学
院
の
商
学
部
で
学
び
、
私
的
な
会
で
ゴ
ッ
ホ
や
セ
ザ
ン
ヌ
の
複

製
画
を
見
な
が
ら
油
彩
に
取
り
組
む
独
学
の
徒
だ
っ
た
。
渡
欧
経
験
も
な

か
っ
た
彼
ら
は
、
欧
米
の
美
術
書
を
取
り
寄
せ
て
近
代
美
術
を
学
び
、
手

探
り
で
芸
術
と
の
関
係
を
深
め
て
い
た
。
ま
た
二
人
よ
り
一
回
り
若
い
阿

部
も
ま
た
、
独
学
で
画
家
を
志
ざ
し
て
い
た
。
三
人
は
原
則
と
し
て
、
東

京
美
術
学
校
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
、
画
壇
で
の
成
功
と
い
う
お
決
ま
り
の

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
と
は
縁
が
な
く
、
階
層
性
や
年
功
序

列
が
も
の
を
言
う
日
本
の
美
術
界
の
し
き
た
り
や
制
度
的
慣
習
に
身
を
浸

す
こ
と
も
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

ま
た
、
彼
ら
が
理
想
と
し
て
い
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
は
、

個
人
主
義
、
芸
術
の
自
立
性
、
表
現
の
自
由
を
前
提
と
す
る
芸
術
の
斬
新

な
定
義
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
新
し
い
役
割
の
推
進
を
目
指
し
て
お
り
、
創

造
的
な
女
性
に
対
し
て
伝
統
的
な
女
性
観
と
は
異
な
る
認
識
を
持
ち
得
た

こ
と
も
注
目
で
き
る
。
例
え
ば
、
瀧
口
や
阿
部
が
傾
倒
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
は
、
合
理
的
な
秩
序
や
制
度
的
な
教
育
、
常
識
の

概
念
に
反
発
し
、
芸
術
運
動
へ
の
女
性
の
参
加
を
促
し
て
い
た
し
、
瀧

口
は
戦
前
の
前
衛
詩
の
運
動
を
通
じ
て
、
一
九
一
〇
年
代
の
「
新
し
い

女
」
の
社
会
進
出
に
多
少
な
り
と
も
触
れ
て
い
た
22
。
瀧
口
が
本
格
的
に

詩
の
発
表
を
し
た
一
九
三
〇
年
代
の
『
詩
と
詩
論
』23
で
は
、
北
園
克
衛

に
見
い
だ
さ
れ
た
左
川
ち
か
や
山
中
富
美
子
と
い
っ
た
、
女
性
の
詩
人
が

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
詩
人
と
し
て
同
じ
誌
面
で
作

品
を
発
表
し
て
い
た
24
。
瀧
口
が
こ
う
し
た
女
性
文
学
者
や
、
女
性
の
芸

術
へ
の
参
加
を
評
価
す
る
、
同
時
代
の
画
壇
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
ジ
ェ

ン
ダ
ー
観
に
触
れ
て
い
た
こ
と
も
、
瀧
口
の
戦
後
の
女
性
へ
の
対
応
を
説

明
す
る
も
の
で
あ
る
。
吉
原
の
女
性
作
家
と
の
関
係
も
一
種
独
特
だ
。
吉

原
は
戦
前
も
戦
後
も
集
団
的
な
活
動
を
組
織
す
る
の
を
得
意
と
し
て
い
た

が
、
一
九
三
七
年
二
科
展
の
抽
象
画
部
門
と
言
わ
れ
る
九
室
会
を
た
ち
あ

げ
た
と
き
、
九
室
会
に
は
四
十
の
会
員
中
三
人
の
女
性
が
お
り
、
初
期
の

具
体
美
術
協
会
に
は
十
人
以
上
が
参
加
し
て
い
る
。
九
室
会
の
設
立
に
際

し
吉
原
が
最
初
に
声
を
か
け
た
の
が
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
手
法
で
知
ら
れ
て

い
た
桂
だ
っ
た
。
桂
は
こ
の
と
き
「
女
性
で
も
良
い
の
だ
っ
た
ら
」
と
答

え
た
と
伝
え
て
お
り
、
実
力
者
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
桂
に
と
っ
て
す

ら
、
吉
原
の
誘
い
が
例
外
的
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
側
面
か
ら
は
彼
／
女
ら
の
結
び
つ
き
は
、
戦
前
か
ら
連
続
す

る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
の
再
開
だ
と
も
言
え
る
。
敗
戦
に
よ
っ
て
制
度
的
な

権
威
が
力
を
失
っ
た
こ
と
で
戦
後
の
美
術
界
に
活
動
の
場
を
得
た
戦
前
の

男
性
と
戦
後
世
代
の
女
性
の
前
衛
美
に
対
す
る
期
待
は
こ
の
時
期
一
致
し

て
い
る
。
父
権
的
な
男
性
と
娘
的
な
女
性
が
、
非
制
度
的
な
空
間
で
世
代

間
の
連
携
を
持
つ
と
い
う
こ
の
よ
う
な
関
係
を
、「
敗
戦
の
父
と
戦
後
の

娘
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
25
。

こ
の
関
係
が
決
し
て
理
想
的
な
男
女
平
等
を
達
成
し
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
歴
史
的
展
開
か
ら
明
ら
か
で
は
あ
る
。

一
九
四
〇
年
代
、
五
〇
年
代
を
通
じ
て
続
い
た
彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は

そ
の
後
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も
の
に
留
ま
る
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
壊
れ
て

行
っ
た
。
数
多
く
い
た
女
性
作
家
は
徐
々
に
活
動
の
領
域
を
狭
め
た
り
前
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衛
美
術
か
ら
退
い
た
り
し
、
制
作
を
継
続
し
た
草
間
や
田
中
と
い
っ
た
十

分
に
野
心
的
な
女
性
作
家
で
す
ら
一
九
九
〇
年
代
に
米
国
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
を
中
心
に
再
評
価
が
高
ま
る
ま
で
、
表
舞
台
に
登
場
す
る
こ
と
は
減
っ

て
い
た
。
瀧
口
ら
と
女
性
た
ち
の
繋
が
り
は
、
伝
統
的
な
制
度
や
し
き
た

り
を
部
分
的
か
つ
一
時
的
に
ほ
ど
い
た
に
留
ま
り
、
女
性
の
自
主
性
や
自

立
へ
の
現
代
的
な
欲
求
に
根
本
的
に
応
え
た
と
は
言
え
な
い
。
だ
が
、
こ

こ
で
ひ
と
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、「
敗
戦
の
父
」
的
な
モ
ダ
ニ
ス
ト
の

男
性
作
家
や
批
評
家
と
、
戦
後
の
民
主
化
か
ら
生
ま
れ
た
「
娘
た
ち
」
た

る
女
性
作
家
が
交
流
す
る
条
件
が
一
時
的
で
あ
れ
そ
ろ
っ
た
時
期
が
あ
っ

た
こ
と
と
、
そ
の
女
性
た
ち
が
こ
の
関
係
性
に
よ
っ
て
自
己
を
芸
術
家
と

し
て
定
義
す
る
環
境
や
知
識
、
言
葉
を
得
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
自
己
消
滅
（self-o

b
literatio

n

）」
な
ど
で
知
ら
れ
る
草
間
彌
生
の
自

己
の
語
り
は
、
一
貫
し
て
神
秘
主
義
や
普
遍
性
へ
の
憧
れ
に
満
た
さ
れ
た

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
調
子
に
彩
ら
れ
、
瀧
口
の
ロ
マ
ン
主
義
と
象
徴
主
義

を
詩
的
源
泉
と
す
る
美
学
と
の
繋
が
り
を
暗
示
す
る
。
瀧
口
の
女
性
へ
の

共
感
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
特
殊
な
女
性
観
と
無
関
係
で
は
あ
り
え

な
い
。
瀧
口
が
草
間
の
小
説
『
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
自
殺
未
遂
常
習
犯
』
に
寄

せ
た
「
妖
精
よ
永
遠
に
」
と
い
う
文
章
は
、
渡
米
前
の
草
間
が
彼
の
家
を

夜
中
に
突
然
訪
れ
た
と
き
の
印
象
を
綴
っ
て
い
る
が
、
彼
は
草
間
を
「
私

に
は
闇
の
中
に
妖
精
現
わ
る
と
し
か
形
容
す
る
術
が
な
か
っ
た
、
そ
れ
以

来
、
そ
の
フ
ァ
ン
ト
ム
の
よ
う
な
幻
像
が
私
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
な
い
の

で
あ
る
」
と
叙
述
し
、
女
性
を
霊
的
存
在
と
み
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト

の
イ
メ
ー
ジ
に
倣
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
こ
の
典
型
的
な
「
ミ
ュ
ー

ズ
」
の
よ
う
な
女
性
性
は
草
間
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
に
も
引
き
継
が
れ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
一
九
五
五
年
に
書
か
れ
た
あ
る
文
章
で
草
間
は
自
分

を
「
神
秘
と
象
徴
の
中
間
に
横
た
わ
る
世
界
」
に
生
き
る
者
と
書
き
表
し

て
い
る
26
。
彼
女
は
自
分
の
同
類
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
・
オ
キ
ー
フ
や
モ
ー
リ

ス
・
グ
レ
ー
ヴ
ス
ら
の
象
徴
主
義
的
な
芸
術
家
を
挙
げ
、
自
分
も
昆
虫
や

植
物
か
ら
想
起
さ
れ
る
有
機
的
形
態
を
抽
象
化
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
象
徴
的

に
描
き
続
け
る
こ
と
で
、
こ
の
領
域
に
自
分
の
創
造
的
個
性
を
は
っ
き
り

と
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
オ
キ
ー
フ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

神
秘
主
義
や
原
初
的
衝
動
は
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
の
女
性
性
と
結
び
つ
け
ら
れ

易
い
。
だ
が
こ
う
し
た
女
性
性
の
イ
メ
ー
ジ
に
あ
え
て
草
間
が
自
身
の
姿

を
重
ね
る
の
は
、「
偉
大
な
男
性
芸
術
家
」
だ
け
に
許
さ
れ
る
能
力
だ
と

さ
れ
て
き
た
普
遍
的
な
世
界
へ
の
ア
ク
セ
ス
や
、
特
別
な
表
現
力
を
、
女

性
で
あ
る
自
分
も
持
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
創
造
性
を
主
張
す
る
試

み
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

対
照
的
に
、
田
中
は
具
体
時
代
か
ら
感
情
的
な
要
素
や
有
機
的
イ
メ
ー

ジ
を
厳
し
く
排
除
し
て
き
た
。
田
中
の
構
成
主
義
的
な
初
期
作
品
や
、
原

色
の
円
や
線
が
踊
る
絵
画
は
、
吉
原
や
金
山
明
の
幾
何
学
抽
象
へ
の
関
心

に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
、
草
間
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
と
は
違
う
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
芸
術
に
携
わ
る
女
の
イ
メ
ー
ジ
を
変

え
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
吉
原
は
戦
前
か
ら
モ
ン
ド
リ
ア
ン
や
イ
ギ

リ
ス
の
「
ユ
ニ
ッ
ト
・
ワ
ン
」
ら
の
純
粋
幾
何
学
抽
象
の
理
念
に
興
味
を

抱
き
、
具
体
設
立
後
も
会
員
の
作
品
批
評
に
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
と
造
形
的

発
展
に
対
す
る
一
貫
し
た
立
場
を
保
と
う
と
努
力
し
て
い
た
。
田
中
の
作
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品
は
最
初
期
か
ら
幾
何
学
的
な
形
態
や
、
非
表
現
的
な
素
材
の
扱
い
に
お

い
て
、
吉
原
の
要
求
に
応
え
る
も
の
だ
っ
た
。
例
え
ば
有
名
な
「
具
体
美

術
宣
言
」
に
お
い
て
、
吉
原
は
着
色
し
た
一
枚
の
鉄
板
を
オ
ブ
ジ
ェ
と
し

て
提
出
し
た
田
中
の
作
品
や
、
山
崎
の
赤
い
ビ
ニ
ー
ル
製
の
立
方
体
の
作

品
言
及
し
、
そ
れ
ら
を
色
彩
と
形
態
、
物
質
を
自
立
さ
せ
た
抽
象
的
ア
プ

ロ
ー
チ
と
し
て
評
価
し
て
い
る
27
。
色
彩
、
形
態
、
素
材
の
構
成
で
表
現

さ
れ
る
幾
何
学
抽
象
の
世
界
は
、
合
理
性
、
科
学
、
客
観
性
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
る
「
男
性
的
」
な
領
域
で
あ
る
と

一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
が
、
田

中
を
含
む
具
体
の
女
性
の
多
く
が
こ
の
芸

術
形
態
に
魅
か
れ
た
こ
と
は
示
唆
的
で
あ

る
。
第
一
回
具
体
美
術
展
に
は
、
白
髪
ら

の
「
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
」

の
衝
動
性
と
田
中
や
山
崎
に
よ
る
幾
何
学

的
オ
ブ
ジ
ェ
や
絵
画
の
ス
マ
ー
ト
な
佇
ま

い
の
対
比
が
際
立
ち
、「
男
性
の
作
家
よ

り
も
女
性
の
作
家
の
方
が
は
る
か
に
頭
脳

的
で
あ
っ
て
、
男
性
は
た
だ
肉
体
的
で
あ

る
」
と
い
う
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
【
図

８
】28
。
吉
原
の
批
評
傾
向
に
触
れ
、
具

体
で
作
品
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
幾
人
か

の
女
性
作
家
は
、「
頭
脳
的
」
な
男
性
性

と
「
感
情
的
」
な
女
性
性
と
い
う
ジ
ェ
ン

ダ
ー
イ
メ
ー
ジ
に
対
抗
す
る
よ
う
な
方
法
論
を
発
展
さ
せ
て
ゆ
き
、「
女

ら
し
さ
」
と
い
う
批
評
的
な
枠
組
み
に
絡
め
と
ら
れ
る
こ
と
も
殆
ど
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

草
間
や
田
中
は
、
戦
前
の
男
性
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
芸
術
観
と
戦
後

の
女
性
の
社
会
的
位
置
の
現
実
的
な
変
化
と
の
間
で
、
性
差
に
関
す
る
既

存
の
定
義
を
変
え
よ
う
と
し
た
。
た
し
か
に
、
男
性
的
な
欲
望
が
投
影
さ

れ
た
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
女
性
や
、
性
別
を
無
化
す
る
幾
何
学
抽
象
の

普
遍
主
義
的
な
原
理
は
と
も
に
男
性
中
心
主
義
的
な
構
造

を
崩
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
瀧
口
や
吉
原

の
影
響
の
強
い
彼
女
た
ち
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
は
限
定
的
な

も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
彼
女
た

ち
の
行
動
は
、
前
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
な
女
性
の
試
み
の
典

型
例
で
あ
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
家
父
長
的
な
家
族
や
諸

制
度
に
絡
め
と
ら
れ
て
き
た
日
本
の
女
性
に
と
っ
て
こ
の

変
化
は
小
さ
く
は
な
い
。
一
九
五
〇
、六
〇
年
代
の
国
際

主
義
的
な
美
術
の
動
向
の
な
か
で
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
の

最
大
の
強
み
に
な
っ
た
の
は
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ジ
ェ

ン
ダ
ー
関
係
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
と
も
に
、
彼
女
た
ち
の

主
体
性
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
切
り
離
さ
れ
て
い
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
同
時
代
の
男
性
批
評
家
が
日
本
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
懸
命
に
求
め
て
い
た
の
と
は
対
照
的
に
、
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
に
関
心
を
示
さ
ず
、
個
人
主
義
的
な

図８
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自
己
イ
メ
ー
ジ
を
貫
い
た
彼
女
た
ち
の
態
度
は
、
人
種
化
さ
れ
た
戦
後
美

術
の
国
際
交
流
の
な
か
で
は
、
む
し
ろ
功
を
奏
し
た
。
草
間
は
一
九
六
〇

年
代
の
米
国
で
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
で
無
国
籍
的
な
東
洋
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を

操
り
な
が
ら
、
抽
象
表
現
主
義
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
、
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
の
展

開
に
あ
わ
せ
て
制
作
を
続
け
、
田
中
は
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ

の
二
番
煎
じ
と
の
批
判
も
強
か
っ
た
具
体
の
中
で
、
突
出
し
た
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
を
持
つ
と
評
価
さ
れ
る
。
国
際
的
な
場
面
に
お
け
る
女
性
た
ち
に

対
す
る
海
外
で
の
評
価
が
、
そ
の
後
彼
女
た
ち
の
、
日
本
国
内
で
の
状
況

を
悪
く
し
て
い
っ
た
こ
と
は
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
の
だ
が
29
。

４
．
ま
と
め
に

「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
再
考
す
る
こ
と
で
明
ら

か
に
な
る
よ
う
に
、
日
本
美
術
界
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
が
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
問
題
に
留
ま
る
こ
と
は
な
く
、
常
に
他
の
地
域
と
の
関
係
の
な
か
で

規
定
さ
れ
て
い
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
研
究
が
立
ち
入
る

こ
と
を
拒
む
現
在
の
日
本
の
現
代
美
術
史
研
究
は
、
人
種
化
、
ジ
ェ
ン
ダ

ー
化
さ
れ
る
自
己
の
検
分
を
拒
絶
す
る
代
償
に
、
相
変
わ
ら
ず
欧
米
を
中

心
と
し
た
美
術
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
中
で
限
定
的
な
歴
史
的
役
割
し
か

持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
戦
後
の
前
衛
美
術
に
い
く
つ
も

の
異
な
る
立
場
が
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
は
、
日
本
の
美
術
と
「
西
洋
」

を
含
む
そ
れ
以
外
の
地
域
の
美
術
の
関
係
を
見
直
す
た
め
に
も
必
要
で
あ

る
。

さ
ら
に
今
日
の
国
際
的
な
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
状
況
か
ら
も
、
日
本
の
女

性
作
家
の
歴
史
を
描
き
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、

周
知
の
通
り
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
米
国
を
中
心
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
の
再
編
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
近
代
美

術
館
の
「
ワ
ッ
ク
展
」（
二
〇
〇
七
年
）
に
代
表
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
の
総
合
化
の
な
か
で
は
、
日
本
の
女
性
作
家
は
戦
後
に

も
続
く
男
性
中
心
主
義
的
な
美
術
界
で
排
除
さ
れ
、
欧
米
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
に
よ
っ
て
救
い
出
さ
れ
た
存
在
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
が
ち
だ
。
そ
う

し
た
な
か
で
は
、
日
本
の
女
性
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
主
体
性
や
歴
史
的
主

体
性
は
ま
す
ま
す
語
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
欧
米
中
心
主
義
的
な
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
が
強
化
さ
れ
る
恐
れ
も
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
戦
後
の
国
際

社
会
に
お
け
る
日
本
美
術
の
構
造
を
見
直
し
、
日
本
出
身
の
女
性
画
家
の

多
様
な
経
験
、
複
合
的
な
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
日
本
美
術
や

西
洋
美
術
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
を

条
件
と
す
る
よ
う
な
場
所
に
お
い
て
、
急
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

註1 

池
田
忍
「「
日
本
美
術
」
と
方
法
と
し
て
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
―
千
野
香

織
さ
ん
の
仕
事
へ
の
応
答
」『
交
差
す
る
視
線
：
美
術
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
２
』

ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
〇
五
年
、
三
七
一
―
三
九
五
頁
。

2 

千
野
香
織
、「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
日
本
美
術
史
―
そ
の
方
法
と
実
践

の
具
体
例
」、『
大
航
海
』
三
九
号
、
二
〇
〇
一
年
。
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3 
千
葉
成
夫
『
現
代
美
術
逸
脱
史
』
晶
文
社
、
一
九
八
六
年
。

4 
 

椹
木
野
衣
、『
日
本
・
現
代
・
美
術
』、
新
潮
社
、
一
九
九
七
年
。

5 
千
葉
、
六
二
頁
。

6 

椹
木
、
二
六
〇
頁
。

7 

中
嶋
泉
、「
戦
後
抽
象
絵
画
と
日
本
の
女
性
の
画
家
」『
二
〇
世
紀
の

女
性
美
術
家
と
視
覚
表
象
の
調
査
研
究
』、
二
〇
一
一
年
、
一
四
二
―

一
五
七
頁
。

8 

中
原
、
東
野
、
針
生
、「
混
沌
か
ら
多
様
な
個
別
化
へ
」『
美
術
手
帖
』

第
二
二
七
号
、
一
九
六
三
年
十
月
（
増
刊
号
）、
八
〇
頁
。
針
生
は
、
日

本
で
の
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
風
絵
画
の
流
行
を
「
植
民
地
状
態
」
と
呼

ん
だ
り
、
タ
ピ
エ
が
日
本
の
作
家
を
ス
カ
ウ
ト
す
る
様
を
「
兵
砧
補
給

地
」
と
呼
ぶ
な
ど
、
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
の
顛
末
語
る
際
に
し
ば
し

ば
戦
争
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
て
き
た
。
加
藤
瑞
穂
「
日
本
に
お
け
る

ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
の
受
容
」『
草
月
と
そ
の
時
代
』
芦
屋
市
美
術
博
物
館
、

九
六
頁
、
及
び
注
三
七
。

9 

瀬
木
慎
一
「
現
代
美
術
の
作
家
像
・
２　

堂
本
尚
郞
」『
美
術
手
帖
』

第
一
六
九
号
、
一
九
六
〇
年
二
月
。

10 

千
葉
の
『
現
代
美
術
逸
脱
史
』
に
は
、
具
体
の
一
員
と
し
て
田
中
や

山
崎
つ
る
子
の
作
品
の
言
及
は
あ
る
。『
現
代
美
術
逸
脱
史
』
の
続
編

と
も
い
え
る
二
〇
〇
六
年
刊
の
『
未
生
の
現
代
美
術
』
に
お
い
て
千
葉

は
、
草
間
と
田
中
に
関
す
る
「
草
間
彌
生
と
田
中
敦
子
・
女
が
絵
画
を

超
え
る
と
き
」
と
題
さ
れ
た
文
章
を
載
せ
て
い
る
が
、
女
性
的
た
る
彼

女
た
ち
の
非
絵
画
的
作
品
と
男
性
の
領
域
の
絵
画
と
を
対
立
さ
せ
て
論

じ
た
も
の
で
、
示
さ
れ
る
女
性
性
は
「『
身
体
の
生
地
』
と
直
結
し
て

い
る
」
や
「『
自
己
』
を
『
空
』
に
し
て
い
る
」
な
ど
と
い
っ
た
抽
象

的
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
、
男
性
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
歴
史
性
や
絵
画
概

念
と
の
差
異
が
強
調
さ
れ
る
が
そ
の
論
拠
は
明
確
で
は
な
い
。
千
葉『
未

生
の
日
本
美
術
史
』、
晶
文
社
、
二
〇
〇
六
年
。

11 

米
山
リ
サ
、「
戦
争
の
語
り
直
し
と
ポ
ス
ト
冷
戦
の
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ

テ
ィ
」、『
な
ぜ
、
い
ま
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
か 

（
岩
波
講
座 

ア
ジ

ア
・
太
平
洋
戦
争
１
）』 

倉
沢
愛
子
他
編
、
二
〇
〇
五
年
、
岩
波
書
店
、

三
一
七
―
五
六
頁
。

12 

同
上
、
三
三
〇
頁
。

13 

瀧
口
、
吉
原
、
阿
部
の
戦
争
経
験
は
そ
れ
ぞ
れ
一
様
で
は
な
い
。
周

知
の
よ
う
に
瀧
口
は
戦
中
治
安
維
持
法
違
反
と
い
う
容
疑
で
八
ヶ
月
の

拘
留
を
受
け
た
が
、
一
方
で
阿
部
は
陸
軍
報
道
班
に
所
属
し
て
フ
ィ
リ

ピ
ン
に
駐
留
し
、
引
き
上
げ
後
も
占
領
軍
関
係
の
仕
事
に
つ
き
、
便
宜

を
計
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
吉
原
は
、
従
軍
経
験
は

な
い
も
の
の
、
軍
部
か
ら
の
圧
力
を
受
け
て
一
時
期
抽
象
画
の
探
求
を

中
断
し
た
と
き
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
戦
争
経
験
の
違
い
は
さ
ら
に
考

察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

14 

第
一
回
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
展
は
東
京
（
東
京
都
美
術
館
、
一
九
四
八
年

二
月
二
五
日
〜
三
月
十
五
日
）、
大
阪
（
阿
倍
野
百
貨
店
、
一
九
四
八
年

六
月
四
日
〜
二
七
日
）、
名
古
屋
（
丸
栄
百
貨
店
、
一
九
四
八
年
十
月

二
二
日
〜
三
一
日
）。

15 

筆
者
に
よ
る
福
島
和
夫
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
九
年
八
月

十
日
（
草
加
市
）。
講
習
会
の
講
師
は
他
に
、
江
川
和
彦
、
広
幡
憲
、
古

沢
岩
美
、
村
井
正
誠
。
参
加
者
に
は
、
柿
沼
正
房
、
北
代
、
塚
谷
政
義
、

西
島
浩
、
福
島
、
柳
田
美
代
子
、
山
口
他
が
い
た
。
三
十
人
を
越
え
る

参
加
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
八
人
は
女
性
。

16 
阿
部
は
、
草
間
が
ま
だ
二
十
三
歳
だ
っ
た
一
九
五
二
年
に
郷
里
の
松

本
市
立
美
術
館
で
行
っ
た
個
展
に
、
お
そ
ら
く
松
澤
宥
の
紹
介
で
協
力

参
加
し
て
い
る
。
ま
た
瀧
口
は
同
年
二
回
目
の
個
展
の
配
布
物
に
称
賛

の
文
章
を
寄
せ
た
。
具
体
の
吉
原
は
、
や
は
り
二
十
一
歳
と
い
う
若
さ
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の
田
中
を
含
め
た
ほ
ぼ
素
人
同
然
の
作
家
を
集
め
て
具
体
美
術
協
会
を

設
立
し
た
。

17 

針
生
は
阿
部
の
個
展
カ
タ
ロ
グ
に
、
彼
が
若
手
の
女
性
作
家
の
指

導
に
長
け
て
お
り
、「
単
な
る
世
話
好
き
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
的
確

に
課
題
や
方
向
を
指
示
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
針
生
一
郎
「
阿
部
展

也
―
悧
巧
な
野
獣
の
悲
喜
劇
」『
第
一
九
回
オ
マ
ー
ジ
ュ
瀧
口
修
造
展
』

展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
、
一
九
九
九
年
、
五
―
一
五
頁
。（
七
頁
）。

18 
 

発
表
者
に
よ
る
榎
本
和
子
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
八
年
八
月
（
東

京
）。

19 

宮
脇
愛
子
『
は
じ
め
も
な
く
終
わ
り
も
な
い
―
あ
る
彫
刻
家
の
奇

跡
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
四
頁
。

20 

山
崎
つ
る
子
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
加
藤
瑞
穂
と
池
上
裕
子
に

よ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
、
二
〇
〇
九
年
一
月
十
六
日
、
日
本
美
術
オ
ー
ラ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
・
ア
ー
カ
イ
ヴ
（U

R
L: w

w
w

.o
ralarth

isto
ry.o

rg

）。

21 

敗
戦
の
翌
年
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
引
き
上
げ
た
阿
部
は
、
針
生
に
よ

る
と
「
陸
軍
報
道
班
員
時
代
と
捕
虜
時
代
に
身
に
つ
け
た
英
語
で
、
た

ち
ま
ち
占
領
軍
に
と
り
い
り
」、
展
覧
会
場
の
た
め
に
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
倉
庫

を
借
り
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
検
挙
の
直
前
ま
で
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
の
非
政
治
性
を
訴
え
る
こ
と
で
懸
命
に
芸
術
を
戦
争
の
外
部
に
擁

護
し
よ
う
と
し
た
瀧
口
と
、
国
策
的
な
展
覧
会
で
あ
れ
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
施

設
で
あ
れ
、
機
会
や
場
所
が
許
せ
ば
柔
軟
に
主
張
も
造
形
も
変
え
て
発

表
し
続
け
る
阿
部
と
で
は
対
象
的
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
た
い
。
針
生
、

五
九
頁
。 

22 

一
九
三
〇
年
代
に
新
体
詩
を
実
践
し
た
与
謝
野
晶
子
や
、
青
鞜
社
の

女
性
運
動
に
よ
り
、
前
衛
文
学
で
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
女
性
性
の
関
係
は

注
目
さ
れ
、
女
性
作
家
の
存
在
も
一
定
の
認
知
を
得
て
い
た
。
同
時
代

の
文
学
と
美
術
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
。

23 

『
詩
と
詩
論
』
は
、
一
九
二
八
か
ら
三
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
前
衛
詩

や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
研
究
す
る
人
々
の
間
で
読
ま
れ
た
機
関
誌
で
、

西
脇
順
三
郎
や
春
山
行
夫
、
北
園
克
衛
ら
が
参
加
し
、
瀧
口
も
た
び
た

び
寄
稿
し
た
。
女
性
詩
人
が
詩
や
翻
訳
で
寄
稿
し
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
と

女
性
が
か
か
わ
る
場
と
も
な
っ
た
。次
の
書
籍
を
参
照
。新
井
豊
美
、『
女

性
詩
史
再
考
』、
思
潮
社
、
二
〇
〇
七
年
、
澤
正
宏
、『
都
市
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
本
流
―
『
詩
と
詩
論
』
の
レ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
』、
翰
林
書
房
、

二
〇
〇
三
年
。

24 

左
川
ち
か
は
と
り
わ
け
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
絵
画
を
好
ん
で
い
た

と
言
わ
れ
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
性
を
あ
わ
せ
も
っ
た
視
覚
的
な
情
景
描

写
が
そ
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
北
園
克
衛
は
左
川
を
「
そ

の
時
代
の
モ
オ
ラ
リ
ズ
ム
や
ヒ
ユ
マ
ニ
ズ
ム
の
判
断
に
遠
く
、
僕
た
ち

の
頭
脳
を
洗
練
し
、
燦
し
い
も
の
に
遭
遇
さ
せ
る
ポ
エ
ヂ
イ
の
原
理
」

と
称
賛
し
た
。
新
井
、
五
一
頁
。

25 

一
般
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
強
く
規
定
さ
れ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
両
極

化
が
進
ん
で
い
た
戦
後
美
術
の
各
国
の
状
況
か
ら
は
、
女
性
作
家
が

様
々
な
場
面
で
表
舞
台
に
立
ち
、
時
に
男
性
作
家
よ
り
も
高
い
評
価
を

受
け
る
こ
と
は
例
外
的
な
事
態
で
あ
る
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
米
国
の

抽
象
表
現
主
義
の
批
評
は
、
米
国
の
自
由
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
表

象
と
し
て
男
性
的
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
調
し
、
女
性
の
作
品
は
評
価

の
対
象
に
も
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
家
の
み

な
ら
ず
、
抽
象
表
現
主
義
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
研
究
に
お
い
て
繰

り
返
し
強
調
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
次
の
論
考
。G

riseld
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llo
ck, 
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illin
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日本戦後美術のジェンダーを考える

26 
草
間
彌
生
「
新
人
の
主
張
：
イ
ワ
ン
の
馬
鹿
」『
芸
術
新
潮
』

一
九
五
五
年
五
月
、
一
五
四
―
五
五
頁
。

27 

「
…
具
體
美
術
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
色
を
塗
っ
て
折
り
曲
げ
た
一
枚
の
鐵

板
で
あ
つ
た
り
（
田
中
敦
子
）、
赤
い
硬
質
ビ
ニ
ー
ル
で
つ
く
つ
た
蚊
帳

の
ご
と
き
形
態
で
あ
つ
た
り
（
山
崎
つ
る
子
）
し
た
。
あ
く
ま
で
こ
れ

等
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
物
質
の
特
性
と
そ
の
色
や
形
に
よ
る
訴
え
に
す
ぎ
な

か
っ
た
」。
吉
原
治
良
「
具
体
美
術
宣
言
」『
芸
術
新
潮
』
一
九
五
六
年

十
二
月
、
二
〇
二
頁
―
二
〇
四
頁
（
二
〇
四
頁
）。

28 

村
井
正
誠
「
関
西
美
術
家
の
攻
勢
」『
芸
術
新
潮
』、第
一
六
巻
一
二
号
、

一
九
五
五
年
十
二
月
。 

29 

例
え
ば
一
九
六
五
年
の
田
中
の
具
体
脱
会
前
に
、
吉
原
と
田
中
の
間

に
確
執
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
詳
細
は
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
田
中
が
先
ん
じ
て
グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ
ム
国
際
賞

を
受
賞
し
た
り
、
同
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
に
作
品
を
買
い

上
げ
に
な
っ
た
り
し
た
こ
と
が
、
両
者
の
関
係
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た

こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
草
間
は
「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
が
ま
さ

に
佳
境
を
迎
え
た
一
九
五
七
年
に
日
本
の
美
術
界
に
見
切
り
を
つ
け

て
米
国
に
わ
た
る
と
日
本
の
批
評
家
と
は
ほ
ぼ
縁
を
切
り
、
一
時
期
は

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
瀧
口
に
対
し
て
も
批
評
的
立

ち
後
れ
を
感
じ
て
い
た
と
言
う
。
草
間
彌
生
「
瀧
口
修
造
の
存
在
感
」

『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
瀧
口
修
造　

第
十
四
巻
別
館
月
報
』、
み
す
ず
書
房
、

一
九
九
八
年
七
月
、
三
―
六
頁
。

＊
本
稿
の
執
筆
に
際
し
、
榎
本
和
子
氏
、
大
阪
大
学
総
合
学
術
博
物
館
の

加
藤
瑞
穂
氏
、
芦
屋
市
美
術
博
物
館
の
國
井
綾
氏
、
上
野
学
園
大
学
の

福
島
和
夫
氏
に
懇
切
な
助
言
と
作
品
調
査
、
使
用
図
版
に
つ
い
て
の
ご

協
力
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

図
版
リ
ス
ト

１  

『
田
中
敦
子
：
未
知
の
美
の
探
求 

一
九
五
四
―
二
〇
〇
〇
』
芦
屋
市

立
美
術
博
物
館
、
二
〇
〇
一
年
二
〇
一
頁
よ
り
転
載
（
グ
タ
イ
ピ
ナ
コ

テ
カ
を
訪
れ
た
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ア
ロ
ウ
ェ
イ
）

２ 　

第
一
回
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
夏
期
講
習
会
の
受
講
者
と
講
師
。
最
前
列
左

が
阿
部
で
、
前
か
ら
二
列
目
の
一
番
左
が
福
島
。（
福
島
和
夫
氏
提
供
）

３  

タ
ケ
ミ
ヤ
画
廊
で
の
榎
本
の
個
展
（
一
九
五
四
年
）（
榎
本
和
子
氏
提

供
）

４  

養
精
堂
画
廊
で
の
榎
本
と
福
島
の
二
人
展
（
一
九
五
六
年
）（
榎
本
氏

提
供
）

５  

阿
部
の
ア
ト
リ
エ
風
景
。
左
奥
は
榎
本
（
一
九
五
六
年
頃
）（『
阿
部

展
也
』（
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
）、
新
潟
市
立
美
術
館
、
二
〇
〇
〇
年
よ
り
）

６  

『
田
中
敦
子
：
未
知
の
美
の
探
求 

一
九
五
四
―
二
〇
〇
〇
』
一
九
六

頁
よ
り
転
載
（
神
戸
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
会
場
）

７  
M

o
d

ern
e M

alerei au
s Jap

an
 (

日
本
現
代
絵
画
展)

展
示
風
景

（K
u

n
sth

au
se, Z

u
rich

, 1955

）。
左
側
に
田
中
と
福
島
の
作
品
。（
福

島
氏
提
供
）

８ 

第
一
回
具
体
美
術
展
展
示
風
景
（
小
原
会
館
、
東
京
、
一
九
五
五
年
）。

奥
に
白
髪
の
絵
画
が
あ
り
手
前
に
山
崎
の《
ブ
リ
キ
缶
》が
あ
る
。（『
具

体
資
料
集
―
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
具
体 

一
九
五
四
―
一
九
七
二
』、
芦
屋
市

立
美
術
博
物
館
、
一
九
九
三
年
八
一
頁
よ
り
転
載
（
第
一
回
具
体
美
術

展
展
示
風
景
））
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This paper aims to examine how the gender fluctuation in the post-

WWII Japanese art world are reflected in male-centered art criticism and 

history, and to describe another aspect of post-war Japanese art history by 

illuminating women’s involvement in the avant-garde art circle.  

Encouraged by post-war democracy and changing attitude to gender 

equality, a number of Japanese women were attracted to and involved in the 

avant-garde art movement from the late 1940s through 1950s. This group 

of women of post-war generation includes renowned artists such as Yayoi 

Kusama and Atsuko Tanaka. However, contemporary art history has in most 

cases neglected such presence of women in the post-war Japanese art world. 

First, this paper will examine the “Informel Whirl” as a discourse that at 

once nationalized and gendered the Japanese post-war art scene. Reacted to 

that Japanese art was feminized in the context of international movement 

of abstract painting, Japanese (male) critics inclined to nationalize and 

masculinize their art, artists and history of Japanese art.  

Second, it attempt to provide an alternative historical lineage of avant-

garde movement by discussing exchange between three paternal figures 

of modern art in Japan, Takiguchi Shūzō, Yoshihara Jirō and Abe Nobuya, 

and women artists of post-war generation such as Kusma and Tanaka. This 

relationship between Father figures and daughter generation, which I 

referred to “pre-war Father and post-war daughter plot” shed light to another 

aspect of post-war Japanese culture where democratic movement and 

internationalization of art encouraged women to share the modernist idea 

of creative self and to develop their identity as avant-garde artists, which is 

currently overlooked in the general history of contemporary Japanese art.

Gender in Japanese Contemporary Art Hisotry:
Japanese Women Artists and Post-war Avant-Garde

NAKAJIMA, Izumi
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