
美
学
の
可
能
性

山

川

淳
次
郎

あ
ら
ゆ
る
時
代
が
種

々
な
芸
術
現
象
を
生
み
、
ま
た
芸
術
作
品
の

背
景
に
は
必
ず
、
そ
の
作
者
の
個
人
的
精
神
が
、
そ
の
個
人
的
精
神

を
は
ぐ
く
む
時
代
精
神
、
民
族
精
神
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば

芸
術
現
象
と
精
神
は
併
行
関
係
に
あ
り
、
精
神
史
的
条
件
や
社
会
史

的
条
件
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
芸
術
現
象
も
理
解
さ
れ
う
る
。
こ

の
間
の
関
係
を
試
行
錯
誤
を
く
り
返
し
な
が
ら
解
明
し
よ
う
と
す
る

の
が
美
学

や
芸
術
論
で
あ
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
例
を

現
代
芸
術
に
と
れ
ば
、
現
代
芸
術
の
革
命
的
発
展
は
、
精

神
史
的
社

会
史
的
に
み
れ
ば
、
こ
の
技
術
の
時
代
に
お
け
る
人
間
的

実
存
の
変
容
が
芸
術

の
無
機
化
、
抽
象
化
を
も
た
ら
し
た
の
と
同
時

に
、
人
間
が
み
ず
か
ら
機
械
化
し
、
非
人
間
化
し
、
自
己
疎
外

に
お

ち

い
り
、
さ
ら
に
は
周
囲
の
世
界
か
ら
も
隔
絶
さ
れ
た
状
態
に
あ
る

こ
と
に
よ

っ
て
い
る
。
本
来
、
人
間
に
と

っ
て
の
世
界
は
、
こ
の
現

実
世
界
と
周
囲
を
と
り
ま
く
自
然

の
世
界

で
あ

っ
て
、
現
代
は
こ
の

両
世
界
が
人
間
に
と

っ
て
疎
遠
な
も

の
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
外
界
や
外
的
自
然
か
ら
の
疎
遠
、
外
的
自
然
に
対
す
る
恐
怖
感
か

ら
芸
術
意
志

が
抽
象
化

の
方
向
に
働
く
と

い
う

こ
と
は
、
す
で
に

W

・
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
の
説

い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
抽
象
化
は
他

面
か
ら
す
る
と
、
対
象
性
、
現
実
性
の
否
定
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

現
代
芸
術
の
否
定
性
は

ニ
ヒ
リ
ズ

ム
的
風
潮
に
よ

っ
て
更
に
深
ま

っ

て
い
く
。

か

つ
て
A

・
リ
ー
グ
ル
は
様
式
の
発
展

の
根
拠
に
近
視
的

(触
覚

的
)
正
視
的

(触
覚
的

・
視
覚
的
)
遠
視
的

(視
覚
的
)
と

い
う
物

の
と
ら
え
か
た
を
す
る
芸
術
意
志
を
想
定
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
古
代

の
造
形
芸
術
が

エ
ジ
プ
ト
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
を
経
て
ロ
ー

マ
へ
と
発
展

し
て
い
く
過
程
を
説
明
し
た
が
、
現
代
芸
術
に
あ

っ
て
は
現
実
の
現
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象
界
に
対
す
る
視
覚
を
否
定
し
拒
否
し
超
越
し
よ
う
と
す
る
態
度
が

み
ら
れ
る

の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
触
覚
的
と
も
視
覚
的
と
も
言
い
難

い
芸
術
意

志
に
も
と
つ
く
態
度
で
あ
る
。

さ
ら
に
欧
米
に
お

い
て
芸
術
的
表
現
の
中
心
に
あ

っ
た
人
間
が
み

ず
か
ら
自

信
と
自
覚
を
失

い
、
み
ず
か
ら
を
否
定
し
解
消
し
、
そ
の

結
果
、
芸

術
が
非
人
間
化
、
人
間
美

の
否
定

へ
と
導
か
れ
て
い
く
。

そ
し
て
こ
の
人
問
美
の
否
定
は
、
動
物
、
植
物
さ
ら
に
有
機
的
存
在

す
べ
て
の
否
定

へ
と
進
み
、
自
然
に
お
け
る
無
機
的
物
質

の
表
現

へ

と
至
る
。
(機
械
音
に
よ
る
無
機
的
な
ひ
び
き
を
聞

い
て
も
こ
れ
は
納

得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
)
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の

「
一
者
」
か
ら

「質
料
」

に
い
た
る
存
在

の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
ひ
き
あ

い
に
だ
す
ま
で
も
な
く

精
神
的
な
も
の
は
物
質
的
な
も

の
に
よ

っ
て
支
持
さ
れ
制
約
さ
れ
て

い
る
。
物
質
的
存
在
は
い
か
な
る
存
在
に
も
依
存
せ
ず
他

の
存
在
を

支
え
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
中
で
最
大
の

基
盤
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
現
代
芸
術

に
お
け
る
精
神
的
な
も

の
か
ら
物
質
的
な
も
の

へ
の
移
行
は
存
在
を

そ
の
根
源

的
普
遍
的
な
相
に
お

い
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
芸
術
意
志

の
あ
ら
わ
れ
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
傾
向
は
自
然
中
心
的

世
界
観
か
ら
す
る
東
洋
的
芸
術
に
、
人
間
中
心
的
世
界
観
か
ら
す
る

西
洋
的
芸

術
が
接
近
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に

よ

っ
て
現
代

の
芸
術
は
心

の
不
安
や
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
永
劫
不
変

の
存
在
の
根
源

へ
向
か
う
と
い
う
、
ま
さ
に
東
洋
的
解
脱
の
境
地
を

め
ざ
す
の
と
同

一
の
も

の
を
志
向
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し

て
、
か
れ
ら
は
純
粋
の
実
在
、
絶
対
の
本
質
、
フ
レ
ッ
シ

ュ
な
印
象

を
表
現
し
よ
う
と
し
た
り
、
無
を
通
し
て
普
遍
的
根
元
的
な
存
在

へ

と
飛
躍
し
よ
う
と
す
る
。

い
わ
ば
こ
こ
に
形
而
上
学
的
芸
術
が
誕
生

し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
東
洋
的
芸
術
意
志
が
目
ざ
す
と
こ
ろ

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に

一
例
と
し
て
現
代
の
芸
術
現
象
を
と
り
あ
げ
て
先

哲

の
美
学
思
想
に
依
拠
し

つ
つ
そ
の
解
明
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
精
神
的
背
景
、
社
会
的
背
景
が
い
か
に
芸
術
創
作
に
影
響
を
与

え
て
い
る
か
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
わ

れ
わ
れ
が
芸
術
に
表
現

一
(

さ
れ
た
美
を
解
明
す
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
背
景
を
無
視
す
る
こ
と
は

で
き
な

い
。
こ
の
両
者

の
関
係
を
究
明
す
る
こ
と
が
美
学
に
と

っ
て

の
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
来
、
直
観
的
感
性
的
価
値
で
あ
る
美
は
概
念
的
認
識
的
価
値
で

あ
る
真
か
ら
は
判
然
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
代
芸

術
の
あ
る
も

の
は
形
而
上
学
的
芸
術
と

い
わ
れ
る
よ
う

に
感
性
的
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
悟
性
的
認
識
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
要
素
を
多

分
に
含
ん
で
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
絶
対
精
神

の
領
域
に
、
そ
の
発
展

段
階
に
照
応
し
て
、
絶
対
精
神
の
感
覚
的
顕
現
で
あ
る
芸
術
と
、
そ

れ
を
内
面
的
に
表
象
し
そ
れ
に
帰
依
す
る
宗

教
、
さ
ら
に
は
絶
対
精

神
を
概
念
的
に
把
握
す
る
哲
学
の
三
分
野
を

配
し
た
が
、
芸
術
の
形

而
上
学
化
を
思

い
合
わ
せ
る
と
現
代
に
は
あ

る
意
味
で
哲
学
の
時
代
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の
到
来
を

予
感
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
又
さ
ら
に
情
報
社
会
に
あ

っ

て
過
剰
な
情
報
量
に
対
応
す
る
た
め
直
観
的
に
そ
れ
ら
を
把
握
す
る

よ
う
対
応

を
迫
ら
れ
て
い
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で

現
代
は
直

観
の
時
代
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
概
念
化
傾
向
と

直
観
化
傾
向
と

い
う
対
立
的
二
元
性
を
芸
術

の
分
野
に
お
い
て
調
和

解
決
し
よ
う
と
し
た
の
が
あ
る
種

の
抽
象
芸
術
で
あ

っ
た
と
い
う
こ

と
も

で
き

る
で
あ
ろ
う
。

物
理
学
者
の
W

・
ホ
ー
キ
ン
グ
が
造
物
主
は
純
粋
に
自
然
科
学
的

に
解
明
し
う
る
で
あ
ろ
う
と
予
言
し
、
ま
た
大
脳
生
理
学
が
急
速
に

進
歩
し
て
美
的
感
動
を
生
理
学
的
に
説
明
す
る
こ
と
も
あ
る
程
度
ま

で
は
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
美
は
人
間
に
の
み
与

え
ら
れ
た
精
神
的
財
宝
で
あ
り
観
照
主
体
と
客
体

(作
品
)
と

の
交

渉
領
域
に

の
み
生
ま
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
人
間
が
存
在
す
る
限
り

美
は
永
遠

に
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め

に
哲
学
、
心
理
学
な
ど
の
精
神
科
学
を
基
礎
学
と
し
大
脳
生
理
学
、

物
理
学
な
ど
を
補
助
学
と
し
て
A

・
G

・
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
い
わ

ゆ
る
感
性
的
認
識
の
学
と
し
て
の
9婁
げ
9
8

も
存
続
し
う

る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
意
味
で
の
美
学
は
い
か
な
る
時
代
の
い
か
な
る
芸
術
現

象
に
も
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
る
。
美
学
の
可
能
性
は
無

限
の
広
が
り
を
も

っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

*
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