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今
日
の
日
本
の
芸
術

日
本
の
現
代
美
術
は
、
今
日
、
転
換
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
。
す
で
に
、
ひ
と
つ
の
世
代
の
地
位
は
安
定
し
て
、
ほ
と
ん
ど

快
適
な
状
態
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
（Inform

el

）
上
陸
後
、
花
と
咲
い
た
日
本
の
前
衛
美
術
は
、
以

後
五
年
間
に
、
数
多
く
の
代
表
選
手
を
海
外
に
送
り
だ
し
、
た
く
さ
ん
の
芸
術
家
た
ち
の
名
を
不
動
の
も
の
と
し
て
き
た
。
猪
熊

弦
一
郎
、
斎
藤
義
重
、
津
高
和
一
ら
、
こ
の
前
衛
芸
術
の
長
老
た
ち
に
対
し
て
は
、
も
う
、
誰
も
敬
意
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

彼
ら
は
立
派
に
あ
た
ら
し
い
日
本
の
現
代
芸
術
の
た
め
に
貢
献
し
、
彼
ら
独
自
の
芸
術
を
発
見
し
た
後
、
新
鮮
さ
を
失
っ
た
。
い

わ
ゆ
る
東
洋
的
空
間
の
絵
画
、
偉
大
な
東
洋
の
伝
統
を
誇
示
し
た
芸
術
を
、
充
分
に
仕
上
げ
、
無
数
の
見
本
例
と
し
て
残
し
て
。

こ
の
権
威
に
達
し
た
世
代
の
芸
術
に
か
わ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
今
日
、
よ
り
攻
撃
的
な
性
格
の
芸
術
を
提
示
す
る
、
あ
た
ら

し
い
世
代
の
芸
術
家
た
ち
の
登
場
を
む
か
え
た
。
す
で
に
、
彼
ら
の
芸
術
が
重
要
さ
を
増
し
て
、
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
三
越
で
ひ
ら
か
れ
た
「
第
十
一
回
選
抜
秀
作
美
術
」
展
に
も
、
こ
の
世
代
は
志
賀
健
蔵
と
伊
藤
隆
康
を
送
り

こ
ん
だ
。
新
旧
世
代
は
交
替
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
現
象
は
前
後
の
世
代
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
の
非
常
に
異
な
っ
た
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性
格
と
対
立
的
な
容
貌
に
よ
っ
て
、
劇
的
で
さ
え
あ
る
。
あ
た
ら
し
い
世
代
は
、
も
う
、
民
族
伝
統
の
意
識
的
な
応
用
、
輸
出
向

け
土
産
物
の
芸
術
に
、
か
か
ず
り
あ
お
う
と
し
な
い
。
過
去
の
伝
統
の
ど
の
部
分
を
適
当
に
現
代
化
し
、
誇
張
す
る
か
と
い
う
努

力
の
跡
は
、
彼
ら
の
芸
術
に
は
存
在
し
な
い
。
先
の
世
代
が
、
あ
の
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
と
太
平
洋
派
と
の
後
で
、
抽
象
芸
術
に
ひ

ら
か
れ
た
東
洋
へ
の
窓
を
、
み
ず
か
ら
の
手
で
苦
心
し
て
拡
大
し
、
そ
の
窓
の
視
界
に
自
分
た
ち
の
芸
術
を
あ
わ
せ
よ
う
と
し
た

の
に
反
し
て
、
つ
ぎ
の
世
代
は
、
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
の
別
の
遺
産
、
あ
た
ら
し
い
革
命
的
な
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
（m

atière

）
と
、
そ

れ
を
処
理
す
る
特
殊
な
技
法
と
を
継
承
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
尖
鋭
な
世
代
の
芸
術
に
共
通
し
て
い
る
重
大
な
特
色
は
、
そ
の
反
伝
統
的
な
創
造
の
技
術
と
、
そ
れ
に

よ
る
結
果
の
異
常
な
芸
術
の
外
観
で
あ
る
。
絵
画
が
二
次
元
の
芸
術
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
う
忘
れ
ら
れ
て
い
い
。
そ
れ
は
厚

さ
を
増
し
、
凹
凸
を
も
ち
、
突
出
し
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
は
な
は
だ
し
く
何
も
な
い
部
分
、
つ
ま
り
「
穴
」
ま
で
画
面
に
存
在

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
絵
画
に
使
用
さ
れ
る
材
料
も
、
お
お
い
に
変
わ
っ
て
き
た
。
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
は
次
第
に
ベ
ニ
ア

板
、
建
築
用
ボ
ー
ド
の
類
に
代
わ
ら
れ
る
。
油
絵
具
が
単
独
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
稀
に
な
っ
た
。
石
膏
、
エ
ナ
メ
ル
、
プ
ラ
ス

テ
ィ
ッ
ク
塗
料
、
各
種
の
金
属
板
な
ど
が
、
今
日
使
用
さ
れ
る
ご
く
普
通
の
絵
画
用
材
料
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ

（collage

）
の
一
般
的
流
行
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
物
質
を
画
面
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
今
日
の
前
衛
絵
画
で

は
、
ど
ん
な
物
質
を
絵
画
に
も
ち
こ
ん
で
も
よ
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
物
質
を
素
材
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
と
い

う
技
術
的
追
求
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
欠
か
せ
ら
れ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
「
表
現
と
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
、
あ
た
ら
し
い
全
般
的
な
傾
向
な
の
だ
。
解
放
さ
れ
た
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
は
、

激
し
く
画
期
的
な
表
現
を
絵
画
に
も
た
ら
す
。
活
動
的
な
多
数
の
若
い
世
代
ば
か
り
か
、
杉
全
直
、
福
沢
一
郎
ら
に
至
る
ま
で
が
、

全
面
的
に
こ
の
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
の
解
放
を
受
け
い
れ
て
、
熱
っ
ぽ
い
表
現
の
芸
術
の
創
造
に
参
加
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
も
は

や
公
式
的
に
、
激
し
い
感
情
は
簡
単
に
、
荒
々
し
い
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
に
置
き
換
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

単
純
で
原
始
的
な
観
念
連
合
は
滅
多
に
成
立
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
非
常
に
荒
々
し
い
表
面
を
も
っ
た
絵
画
が
あ
っ
た
に
し
て
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も
、
そ
れ
が
か
な
ら
ず
し
も
激
し
い
表
現
を
す
る
絵
画
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
特
に
民
族
的
に
、
こ
の
国
に
は
優
雅
で
、
上
品

な
感
性
の
伝
統
が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
朝
鮮
動
乱
期
前
後
に
頂
点
に
達
し
て
い
た
国
際
間
の
緊
張
に
、
あ
の
歴
史
的
な
「
別
の

芸
術
」
の
感
情
的
爆
発
が
関
係
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
後
の
社
会
の
状
況
、
心
理
構
造
の
変
化
に
も
、
当
然
、
今
日
の
日
本

の
芸
術
に
、
爆
発
す
べ
き
感
情
の
希
少
な
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
極
東
で
も
今
日
、
激
し
い
表
現
主
義
に
そ

れ
ほ
ど
の
必
然
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
が
最
近
に
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
除
け
ば
。
だ
か
ら
、

現
実
の
「
表
現
と
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
」
傾
向
が
豊
富
す
ぎ
る
素
材
と
技
術
と
を
背
負
い
な
が
ら
、
す
で
に
熱
っ
ぽ
い
だ
け
で
な
い
、

別
種
の
表
現
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
当
然
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
単
純
な
激
越
表
現
主
義
を
い
ま
で
も
継
承
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
芸
術
家
た
ち
も
、
石
膏
そ
の
他
の
堆
積
の
結
果
、

自
律
的
に
異
様
な
激
し
さ
を
発
散
し
だ
す
自
分
た
ち
の
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
に
当
惑
し
て
、
彼
ら
に
関
係
の
な
い
激
情
が
表
れ
か
け
る

こ
と
を
、
む
し
ろ
抑
制
し
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
技
法
も
、
画
面
に
彼
ら
の
主
権
を
留
保
し
て

置
く
た
め
の
本
能
的
な
修
正
、
加
工
以
上
の
こ
と
を
し
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
付
加
さ
れ
た
物
質
が
更
に
、
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
の

荒
っ
ぽ
さ
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
て
、
不
思
議
に
も
、
表
現
主
義
絵
画
に
工
芸
的
な
装
飾
を
施
す
だ
け
に
な
る
。
志
賀
健
蔵
の

《
反
世
界
Ａ
》
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
ガ
ラ
ス
の
破
片
も
、
安
ぴ
か
な
装
身
具
で
し
か
な
い
。
こ
の
傾
向
は
、
内
的
緊
張
が
薄
く
な

る
に
し
た
が
っ
て
、
さ
ら
に
装
飾
的
工
芸
性
を
増
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
単
に
新
規
な
素
材
を
発
見
し
て
効
果

的
に
処
理
す
る
こ
と
だ
け
が
求
め
ら
れ
る
。
沢
田
重
隆
の
よ
う
な
、
表
現
主
義
と
は
関
係
の
な
い
方
向
へ
の
発
展
し
か
な
い
。

他
の
表
現
を
志
向
し
て
、
今
日
、
重
要
に
な
っ
て
き
た
も
の
に
、
幻
想
的
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
と
言
う
べ
き
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
傾

向
は
素
材
の
無
意
味
な
堆
積
を
好
ま
な
い
で
、
非
常
に
賢
明
に
、
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
と
表
現
と
を
節
約
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ

は
表
現
主
義
の
よ
う
な
強
烈
な
人
格
性
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ち
い
さ
な
神
秘
的
主
題
を
、
素
材
の
暗
示
性
に
よ
っ
て
塗
り

こ
め
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
秘
儀
的
芸
術
は
当
然
、
高
度
の
技
巧
的
洗
練
を
要
求
さ
れ
る
が
、
前
田
常
作
か
ら
川
尻
隆
次
に
至
る

ま
で
、
充
分
な
技
能
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
こ
の
小
規
模
な
、
し
か
し
支
持
す
る
者
の
多
い
、
日
本
に
お
け
る
超
現
実
主
義
へ
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の
伝
統
的
な
執
着
の
強
さ
を
物
語
る
だ
け
の
芸
術
に
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
今
後
の
勢
い
を
警
戒
す
べ
き
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
幻
想
的
傾
向
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
絵
画
に
も
た
ら
さ
れ
た
多
す
ぎ
る
素
材
を
無
秩
序
か
ら
救
い
だ
し
て
、
よ
り

個
有
な
表
現
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
次
第
に
さ
か
ん
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
伊
藤
隆
康
は
、
あ
ら
た
な
構
成
へ
の
努
力

を
代
表
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
中
西
夏
之
は
、
使
い
古
さ
れ
た
幻
想
の
領
分
を
越
え
て
、
よ
り
高
度
の
抒
情
性
に
到
達
し
よ
う

と
す
る
追
求
を
つ
づ
け
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
芸
術
は
日
々
、
そ
の
容
貌
を
変
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
変
貌
を
用
意
す
る
も
の
は
、
常
に
、
も
っ
と
も
若
い
世
代
の
芸
術
家
た
ち
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
彼
ら
の
動
向

に
、
絶
え
ず
注
目
し
て
、
そ
の
行
方
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
一
九
六
〇
年
）
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二
十
世
紀
美
術
の
展
開

改
め
て
二
十
世
紀
美
術
の
展
開
の
後
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
美
術
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
実
感
さ
れ
る
。
こ
こ

で
は
い
く
つ
か
の
年
代
に
分
け
て
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
も
多
数
の
イ
ズ
ム
や
エ
コ
ー
ル
や
運
動
に
結
び
つ
い
た
美

術
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
残
念
な
が
ら
、
く
わ
し
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
も
、
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
抽
象
美
術
の

展
開
に
寄
与
し
た
ピ
ュ
リ
ス
ム
と
か
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
シ
オ
ン
゠
ク
レ
ア
シ
オ
ン
、
メ
キ
シ
コ
の
壁
画
運
動
、
藤
田
嗣
治
な
ど
の
エ

コ
ー
ル
・
ド
・
パ
リ
、
第
二
次
大
戦
直
後
の
コ
ブ
ラ
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
「
欧
米
主
導
的
」
な
美
術
史
の
中
に
位
置
を
占
め
た
美
術
以
外
に
も
、
ま
だ
、
も
っ
と
多
数
の

美
術
が
あ
っ
た
し
、
現
在
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
ロ
ー
カ
ル
な
地
域
に
も
そ
れ
に
即
し
た
美
術
が
あ
る
し
、
近
代
化
に
よ
る
社
会

構
造
の
変
化
を
経
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
変
化
に
応
じ
た
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
の
歴
史
が
か
な
ら
ず
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
「
フ
ァ
イ
ン
・
ア
ー
ト
（
純
粋
美
術
）」
の
範
囲
を
は
ず
れ
た
と
こ
ろ
に
も
美
術
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
、

美
術
史
の
中
で
は
冷
遇
さ
れ
や
す
い
「
女
性
」
の
美
術
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
に
、
一
人
の
美
術
家
が
残
す
美
術
も
単
一
で
は
な
い
。
マ
テ
ィ
ス
は
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ス
ム
の
時
代
に
だ
け
重
要
な
作
品
を
残

し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
ピ
カ
ソ
と
な
る
と
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
以
外
に
も
多
様
な
美
術
の
領
域
に
踏
み
込
ん
だ
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
そ
の
他
の
美
術
家
に
つ
い
て
も
あ
り
う
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
美
術
の
多
数
性
・
多
様
性
に
つ
い
て
、
歴
史
的
・
空
間
的
に
検
討
を
し
な
お
し
、
発
見
を
し
な
お
す
こ
と
が
、
こ

れ
か
ら
は
も
っ
と
さ
か
ん
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
た
ぶ
ん
、
今
日
の
美
術
の
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
的
な
状
況
に

ふ
さ
わ
し
い
こ
と
だ
ろ
う
。

日
本
の
現
代
美
術
も
、
そ
の
多
数
の
美
術
の
う
ち
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
し
な
お
す
観

点
も
多
数
あ
っ
て
よ
い
わ
け
だ
し
、
そ
う
し
た
観
点
を
提
案
し
た
り
、
一
つ
ず
つ
吟
味
し
な
お
し
て
ゆ
く
こ
と
も
ま
た
重
要
な
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

美
術
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
が
い
っ
た
有
名
な
こ
と
ば
の
よ
う
に
「
精
神
の
事
柄
」
に
属
す
る
も
の
だ
ろ
う
が
、

権
力
や
市
場
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
現
実
問
題
と
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
権
力
と
の
か
か
わ
り
と
い

う
点
に
お
い
て
の
こ
と
だ
が
、
イ
ス
ム
の
交
替
の
時
期
を
見
る
と
、
特
に
未
来
派
や
ダ
ダ
の
あ
た
り
で
は
、
ま
る
で
英
雄
的
な
美

術
家
た
ち
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争
い
の
よ
う
な
一
面
が
あ
る
し
、
現
在
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
や
評
論
家
た
ち
に
よ
る
展
覧
会
組
織
の
競
争

に
も
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
こ
と
が
見
て
取
れ
る
（
蛇
足
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
競
争
に
は
、
多
数
性
の
排
除
と
多
数
性
の
引
き
入
れ

と
の
両
義
的
な
機
能
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
）。

日
本
の
美
術
で
は
、
ほ
か
に
、
権
威
と
の
か
か
わ
り
に
注
目
す
る
と
い
う
観
点
も
立
て
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
、
直
接
的

に
は
習
い
事
と
芸
術
が
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
か
ら
だ
ろ
う
が
、
手
本
と
す
る
も
の
に
学
び
、
そ
れ
と
の
同
一
化
の
過
程
を

尊
重
し
、
そ
の
過
程
を
よ
ろ
こ
び
と
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
自
体
は
非
難
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
に
し
て

も
、
結
果
と
し
て
手
本
と
し
た
も
の
を
権
威
づ
け
、
ま
た
、
そ
の
権
威
と
の
同
化
の
程
度
に
よ
っ
て
自
分
の
作
品
を
正
当
化
す
る

と
い
う
、
権
威
主
義
的
な
構
造
の
維
持
に
寄
与
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
手
本
と
さ
れ
る
も
の
が
入
れ
替
わ
っ
て
も
、
こ
の
構
造
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の
ほ
う
は
根
強
く
存
続
す
る
よ
う
で
あ
り
、
い
つ
も
な
に
か
を
権
威
と
し
て
依
拠
の
対
象
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
の

作
用
範
囲
内
に
美
術
を
と
じ
こ
め
か
ね
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
の
現
代
美
術
作
品
に
は
、
謙
虚
（
な
に
か
に
服

属
・
依
拠
し
て
い
る
か
ら
）
で
あ
り
な
が
ら
、
傲
慢
（
正
当
化
の
根
拠
が
あ
る
か
ら
）
で
あ
る
と
い
う
、
二
面
的
な
特
徴
が
示
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
、
権
力
、
市
場
、
権
威
と
い
っ
た
も
の
は
、
美
術
に
と
っ
て
は
外
部
的
な
事
柄
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
う
し

た
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
検
討
も
ま
た
、
こ
れ
か
ら
は
い
っ
そ
う
重
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
二
十
世
紀
末
に
向
か
っ
て
の
美
術
の
変
遷
を
見
て
き
て
い
る
う
ち
に
、
い
く
つ
も
の
こ
と
が
私
に
と
っ
て
の
課

題
と
し
て
明
ら
か
な
か
た
ち
を
と
っ
て
現
れ
て
き
た
。
日
常
的
な
目
先
の
事
象
だ
け
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
た
と
き
に
、
歴
史
的
な

つ
な
が
り
の
も
と
に
現
代
美
術
を
と
ら
え
な
お
す
と
い
う
、
貴
重
な
機
会
が
あ
た
え
ら
れ
た
わ
け
だ
っ
た
。
海
野
弘
氏
か
ら
お
誘

い
を
受
け
、
願
っ
て
も
な
い
体
験
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
私
の
側
の
力
不
足
の
た
め
に
、
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
読
者

の
か
た
が
た
に
伝
え
ら
れ
た
か
、
心
も
と
な
い
。
こ
の
本
〔
海
野
弘
・
小
倉
正
史
『
現
代
美
術
　
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ

ー
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
ま
で
』
新
曜
社
、
一
九
八
八
年

〕
を
通
し
て
、
少
し
で
も
多

く
の
方
が
、
同
時
代
の
美
術
、
現
代
美
術
に
関
心
を
も
っ
て
く
だ
さ
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。

（
一
九
八
八
年
）


