
評　論

「
教
養
」
の
〝
大
衆
化
〟
を
き
っ
か
け
に
考
え
た
こ
と

広
瀬　

徹

　

語
数
の
少
な
い
セ
ン
テ
ン
ス
で
人
心
を
繰
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
込
ん
で
い
る

ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ス
ン
を
大
統
領
に
選
ん
で
し
ま
っ
た
大
国
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
反
知

性
主
義
が
蠢
い
て
い
る
。
そ
ん
な
時
代
に
悠
長
に
「
教
養
」
論
な
ん
ぞ
を
語
る
い
と

ま
な
ど
無
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
ご
批
判
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
だ
が
、
幸
い
な
こ

と
に
本
誌
『A

rtes M
U

N
D

I
』
は
創
刊
号
に
お
い
て
「
教
養
」
に
関
す
る
鼎
談
を
特

集
で
組
む
余
裕
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
ス
ペ
ー
ス
を
お
借
り
し
、
私
見
を
述
べ
さ
せ

て
い
た
だ
こ
う
、
と
い
う
魂
胆
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
十
六
、
七
の
頃
、
寄
席
演
芸
と
ジ
ャ
ズ
に
浸
り
こ
み
、
就
職
し
て

か
ら
も
「
モ
ン
テ
ィ
・
パ
イ
ソ
ン
」
の
毒
気
に
あ
て
ら
れ
っ
ぱ
な
し
、
典
雅
な
「
教

養
」
論
議
は
横
丁
の
ご
隠
居
の
講
釈
に
し
か
聞
こ
え
て
こ
ず
、
会
社
員
生
活
を
終
え

大
学
と
い
う
世
界
に
入
り
込
ん
で
十
年
そ
こ
そ
こ
の
身
で
あ
る
の
で
、「
教
養
」
を
語

る
資
格
な
ど
本
来
無
い
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
駄
文
に
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
の
世
界
か
ら
は
受
け
容
れ
が
た
い
論
点
が
多
々
含
ま
れ
て
あ
ろ
う
か
ら
、
広
く
浅

い
知
識
を
求
め
て
い
る
半
可
通
の
贅
語
と
お
受
け
と
め
い
た
だ
き
、
読
み
流
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
、
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
記
念
す
べ
き
本
誌
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
、
本
学
教
授
陣
四
氏
（
高
田
康

成
・
奥
田
隆
男
・
大
岩
昌
子
・
野
谷
文
昭
の
先
生
方
）
に
よ
る
鼎
談
を
振
り
返
っ
て

み
た
い
と
思
う
。
そ
こ
に
は
「
教
養
」
に
関
す
る
様
々
な
視
点
が
提
示
さ
れ
て
あ
り
、

大
い
に
触
発
さ
れ
た
。
そ
の
視
点
と
は
、
①
二
〇
〇
二
年
に
中
央
教
育
審
議
会
の
答

申
と
し
て
文
部
科
学
省
か
ら
発
表
さ
れ
た
「
新
し
い
時
代
に
お
け
る
教
養
教
育
の
在

り
方
に
つ
い
て
」
で
は
、「
教
養
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
が
「
今
一
つ
わ
か
ら
な
い
」

こ
と　

②
生
ま
れ
た
世
代
、
育
っ
た
時
代
に
よ
っ
て
「
教
養
」
の
捉
え
方
が
異
な
る

こ
と　

③
「
教
養
」
の
形
成
に
読
書
が
大
き
く
影
響
を
与
え
る
こ
と　

④
外
国
語
体

験
と
「
教
養
」
と
は
関
連
が
あ
る
こ
と　

⑤
「
教
養
」
の
定
義
と
「
教
養
」
教
育
の

変
遷　

⑥
専
門
主
義
・
実
用
主
義
に
抗
う
「
教
養
」　

⑦
「
教
養
」
教
育
の
契
機
と
し

て
の
芸
術　

⑧
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
体
験
と
「
教
養
」　

⑨
食
文
化
と
「
教
養
」 

⑩
歴

史
・
文
化
が
意
識
さ
れ
な
い
状
況
で
の
「
教
養
」
の
再
定
義
、
等
々
で
あ
る
。

　

こ
れ
だ
け
の
幅
広
い
視
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
を
深
め
て

い
け
ば
「
教
養
」
を
基
本
的
か
つ
歴
史
的
に
読
み
解
く
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う

が
、
私
が
気
に
な
る
の
は
、
こ
こ
二
十
年
ほ
ど
の
間
に
こ
の
国
で
起
き
て
い
る
「
教

養
」
の
普
及
過
程
で
あ
る
。
こ
の
国
に
「
教
養
」
が
あ
ら
た
め
て
語
ら
れ
始
め
た
の

は
、
今
か
ら
二
十
年
ほ
ど
前
、
阪
神
淡
路
大
震
災
、
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
が
起
こ
っ

た
一
九
九
五
年
で
あ
る
。
大
学
の
公
共
圏
に
お
け
る
役
割
認
識
の
欠
落
、
大
学
専
門

教
育
の
破
綻
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
も
言
説
と
し
て
流
布
し
た
時
代
で
あ
る
。

岩
波
書
店
発
行
の
雑
誌
『
文
学
』
で
さ
え
、
一
九
九
六
年
秋
季
号
で
「
教
養
の
領
分
」

と
い
う
特
集
を
組
む
こ
と
に
な
る
社
会
的
な
変
容
が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
後
「
教
養
」

に
関
す
る
夥
し
い
数
の
論
考
が
刊
行
さ
れ
、
現
在
の
〝
一
般
化
〟〝
大
衆
化
〟
現
象
に

い
た
っ
て
い
る
。
二
十
年
間
の
「
教
養
」
を
巡
る
言
説
の
流
れ
を
概
括
的
に
分
類
す

る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

①
「
教
養
」
の
新
し
い
定
義
・
コ
ン
セ
プ
ト
の
提
示
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上
記
雑
誌
『
文
学
』
一
九
九
六
年
秋
季
号
の
特
集
「
教
養
の
領
分
」
に
執
筆
し
て

い
る
寄
稿
者
の
多
く
は
一
九
三
〇
年
代
生
ま
れ
の
大
学
関
係
者
で
あ
り
、「
教
養
」

に
つ
い
て
は
知
識
重
視
の
旧
来
型
解
釈
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
翌
年
講
談
社
か
ら

新
書
で
阿
部
謹
也
著
『「
教
養
」
と
は
何
か
』
が
出
版
さ
れ
、「
教
養
」
に
関
す
る

議
論
の
出
発
点
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
苅
部

直
『
移
り
ゆ
く
「
教
養
」』
が
刊
行
さ
れ
て
以
降
、「
教
養
」
に
関
す
る
定
義
・
再

定
義
が
活
発
化
し
て
き
て
い
る
。

②
横
断
的
学
問
論

　

 　

特
に
人
文
科
学
と
社
会
科
学
と
の
領
域
を
横
断
的
に
突
破
し
、
思
考
態
度
の
変

革
を
提
唱
す
る
論
考
で
あ
る
。
一
九
九
五
年
以
降
で
は
、
内
田
義
彦
と
山
口
昌
男

の
二
者
の
著
作
が
、
私
に
と
っ
て
は
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

③
編
集
・
読
書
に
関
す
る
論
考

　

 　

知
識
を
編
集
す
る
編
集
者
と
い
う
立
場
に
立
脚
し
た
論
考
や
、
編
集
さ
れ
た
書

籍
を
読
む
読
書
と
い
う
行
動
を
分
析
す
る
論
考
で
あ
る
。
松
岡
正
剛
の
ビ
ブ
リ
オ

グ
ラ
フ
ィ
ー
「
千
夜
千
冊
」
の
試
み
や
、
津
野
海
太
郎
の
「
読
書
論
」
な
ど
が
含

ま
れ
る
。

④
教
養
主
義
・
教
養
人
論

　

 　

明
治
期
以
降
日
本
型
知
識
人
の
「
教
養
」
を
歴
史
的
に
俯
瞰
す
る
論
考
で
あ
り
、

竹
内
洋
と
筒
井
清
忠
両
氏
の
分
析
が
代
表
的
と
言
え
よ
う
。

⑤
江
戸
期
に
お
け
る
「
教
養
」
論

　

 　

江
戸
期
に
お
け
る
芸
術
・
文
化
の
拡
が
り
の
中
に
「
教
養
」
を
見
出
し
て
い
こ
う

と
す
る
試
み
で
あ
る
。
江
戸
期
の
サ
ロ
ン
形
成
や
出
版
文
化
に
焦
点
を
合
わ
せ
た

論
考
も
刊
行
さ
れ
た
。
江
戸
期
文
化
は
「
諸
芸
」
の
総
体
で
あ
り
、
学
問
も
「
諸

芸
」
の
一
分
野
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
記
憶
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。

⑥
大
学
教
育
制
度
に
お
け
る
「
教
養
」
論

　

 　

今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
出
版
活
動
が
活
発
化
し
た
領
域
で
あ
り
、
前
記
①
「
教

養
」
に
関
す
る
再
定
義
と
も
関
連
す
る
分
野
で
あ
る
。
大
学
教
員
に
よ
る
著
作
が

多
い
。

⑦
大
学
に
お
け
る
「
教
養
」
教
育
の
試
み

　

 　

一
九
九
四
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
知
の
技
法
』
シ
リ
ー
ズ
は
、
専
門
領
域
を
つ

な
ぐ
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
い
う
形
式
を
と
り
、
東
京
大
学
学
内
を
横
断
的
に
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
し
た
作
品
で
あ
る
。「
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
」
を
中
心
と
し
た
論
考
も
こ
の

分
野
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

⑧
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ス
ン
に
と
っ
て
の
「
教
養
」

　

 　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
階
層
に
焦
点
を
あ
て
た
竹
内
洋
氏
の
歴
史
的
分
析
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
最
近
で
は
、
大
学
在
学
時
代
に
「
教
養
」
形
成
を
成
し
得
な
か
っ

た
会
社
員
読
者
層
を
想
定
し
た
啓
蒙
書
が
多
数
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

⑨
「
教
養
」
の
一
般
化

　

 　
『
教
養
と
し
て
の
〇
〇
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
書
籍
が
数
多
く
刊
行
さ
れ
始
め
た

の
は
二
〇
一
五
年
で
あ
る
。

　

 　
「
教
養
」
と
名
付
け
ら
れ
て
も
実
の
と
こ
ろ
は
「
知
識
」
で
あ
り
、「
教
養
」
と

知
識
と
を
作
為
的
に
混
同
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま

た
池
上
彰
氏
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
タ
レ
ン
ト
、
大
学
教
員
へ
転
身
す
る
過
程

に
お
け
る
「
教
養
」
情
報
発
信
、
佐
藤
優
氏
の
読
書
家
と
し
て
の
旺
盛
な
批
評
活

動
な
ど
に
よ
り
「
教
養
」
が
一
般
化
し
て
き
て
い
る
。

⑩
テ
レ
ビ
に
よ
る
「
教
養
」
の
大
衆
化

　

 　

テ
レ
ビ
タ
レ
ン
ト
爆
笑
問
題
が
「
一
流
大
学
」
を
取
材
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
番

組
「
爆
問
学
問
」
が
オ
ン
エ
ア
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
か

け
て
で
あ
り
、
大
学
教
育
の
一
部
が
世
の
中
に
曝
さ
れ
た
の
だ
。
各
番
組
の
タ
イ

ト
ル
が
「
〇
〇
力
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

⑪
「
教
養
」
を
タ
イ
ト
ル
と
す
る
自
己
啓
発
・
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト

　

 　
「
教
養
」
を
惹
句
と
す
る
も
、
実
質
は
自
己
啓
発
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
一

般
化
し
た
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
啓
蒙
書
が
、
こ
の
分
野
に
含
ま
れ

る
。

⑫
海
外
「
教
養
」
番
組
の
日
本
に
お
け
る
放
映

　

 　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｅ
テ
レ
で
放
映
さ
れ
た
海
外
の
教
育
者
、
実
業
家
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
技
法
の
巧
み
さ
と
と
も
に
テ
ー
マ
設
定
の
リ
ベ
ラ
ル
な
点

が
評
価
さ
れ
て
お
り
、
視
聴
者
に
対
し
て
も
新
鮮
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
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評　論

　

一
九
九
五
年
以
降
「
教
養
」
概
念
が
こ
の
よ
う
に
書
籍
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
社

会
的
に
流
布
し
て
き
て
お
り
、「
教
養
」
の
一
般
化
・
大
衆
化
が
進
ん
で
き
て
い
る
。

「
教
養
」
と
い
う
文
字
を
書
籍
タ
イ
ト
ル
に
入
れ
れ
ば
本
が
売
れ
る
、
と
い
う
こ
と

に
ま
で
な
っ
て
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
進
展
に
よ
り
、
大
学

教
育
以
外
で
学
生
が
獲
得
す
る
知
識
・
情
報
が
、
多
様
化
・
深
化
し
て
い
る
状
況
も

「
教
養
」
の
拡
散
を
進
行
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

現
在
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
「
教
養
」
情
報
を
頻
繁
に
発
信
し
て
い
る
識
者
の
中
で

目
立
つ
の
は
、
次
の
四
氏
で
あ
る
。
大
学
時
代
も
う
少
し
知
識
を
獲
得
し
て
お
け
ば

よ
か
っ
た
、
と
悔
い
て
い
る
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ス
ン
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
再
教
育
を
目
指

し
て
い
る
出
口
治
明
氏
、
メ
デ
ィ
ア
報
道
に
欠
け
て
い
る
部
分
を
抉
り
出
し
テ
レ
ビ

を
駆
使
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
展
開
し
て
い
る
池
上
彰
氏
、

「
教
養
」
を
自
己
啓
発
の
手
立
て
と
考
え
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
で
「
教
養
」
を
普
及
さ
せ

て
い
る
齋
藤
孝
氏
、
独
学
・
自
己
研
鑚
を
武
器
に
諸
学
領
域
を
横
断
し
て
い
る
佐
藤

優
氏
だ
。
こ
れ
ら
の
方
々
の
執
筆
さ
れ
た
書
籍
の
帯
に
は
、「
教
養
」
と
い
う
言
葉
を

惹
句
と
し
て
含
ん
だ
コ
ピ
ー
が
並
ん
で
い
る
。

　

現
在
社
会
で
進
行
し
つ
つ
あ
る
こ
れ
ら
の
状
況
を
ふ
ま
え
、「
教
養
」
に
関
す
る
考

察
は
、
以
下
の
よ
う
に
方
向
づ
け
て
捉
え
る
べ
き
、
と
考
え
て
い
る
。

ビ
ジ
ネ
ス
社
会
へ
参
画
す
る
前
段
階
で
の 

「
教
養
」
教
育

　

圧
倒
的
多
数
の
学
生
が
卒
業
後
企
業
社
会
に
移
動
し
て
い
き
、
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ス

ン
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
く
現
状
で
、
外
部
社
会
と
の
関
係
で
大
学
「
教
養
」
教
育

を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

　

私
自
身
の
大
学
生
時
代
（
一
九
六
〇
年
代
の
東
京
外
国
語
大
学
）
を
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
幸
い
な
こ
と
に
、
英
米
語
（
米
文
学
）
と
い
う
専
攻
以
外
に
、
一
年
生
・

二
年
生
時
に
経
済
学
、
経
済
史
、
経
営
史
、
社
会
学
な
ど
社
会
科
学
領
域
の
科
目
を

履
修
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
人
文
科
学
と
社
会
科
学
の
領
域
を
横
断
し

よ
う
と
す
る
意
志
を
形
成
す
る
契
機
が
、
自
ず
と
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

教
員
の
側
も
、
領
域
横
断
発
想
を
軸
に
自
己
の
専
門
性
を
如
何
に
有
効
に
機
能
さ
せ

る
か
、
と
い
う
組
識
的
な
課
題
を
意
識
し
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
大
学
に
お
い
て
「
良
識
あ
る
市
民
」
を
育
成
す
る
と
い
う
発
想
は
〝
叛
乱

す
る
〟
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
「
欺
瞞
」
と
指
弾
さ
れ
、
批
判
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
私
自
身
は
、
大
学
生
時
代
にcivilize

さ
れ
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
し
て
、「
教
養
」
を
社
会
の
中
で
き
っ
と
活
か

す
こ
と
は
で
き
る
、
と
い
う
曖
昧
で
は
あ
る
が
、
一
種
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
幻
想
を
も
っ

て
大
学
を
卒
業
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
社
会
人
と
な
り
、
毎
日
続
く
会
社
員
生
活
は
、「
教
養
」
の
〝
き
〟
の
字

も
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
し
、
ま
し
て
や
芸
術
・
文
化
の
香
り
な
ど
全
く
な

い
、「
教
養
」
と
い
う
観
点
か
ら
は
無
惨
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
世
界
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。（
こ
の
よ
う
に
書
く
と
会
社
員
生
活
を
否
定
的
に
評
価
し
て
い
る
と
見
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
三
十
数
年
間
い
ろ
い
ろ
な
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
く
れ
た
会
社

に
は
勿
論
感
謝
し
て
い
る
こ
と
は
付
言
し
て
お
く
。）
現
在
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
向
け

に
「
教
養
」
と
名
の
付
く
書
籍
が
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
の
は
、
就
職
後
の
無
教

養
状
態
に
起
因
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

時
代
は
逆
方
向
に
走
っ
て
お
り
、大
学
と
外
部
企
業
社
会
と
の
協
働
作
業
で
あ
る
、

今
流
行
り
の
産
学
連
携
を
も
「
教
養
」
の
枠
内
で
捉
え
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
る
。

こ
れ
は
、
社
会
に
関
す
る
知
識
を
獲
得
す
る
、
と
い
う
実
用
主
義
の
考
え
方
に
沿
い
、

産
業
社
会
へ
の
〝
動
員
〟
を
図
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
連
携
に

よ
る
外
部
社
会
で
の
体
験
で
は
な
く
、
む
し
ろ
外
部
社
会
と
は
切
り
離
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
、
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
と
し
て
の
生
き
方
を
社
会
の
全
体
性
と
の
関
連
で
考
察

す
る
習
慣
を
学
生
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
の
が
、
大
学
の
役
割
の
よ
う
に
思
え
る
の
で

あ
る
。

　

そ
の
際
「
教
養
」
を
自
己
啓
発
と
か
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
短
絡
的
に
連
結
し
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
と
い
う
「
○
○
力
」
養
成

で
は
な
く
、
芸
術
文
化
経
験
と
ビ
ジ
ネ
ス
経
験
と
の
緊
張
関
係
を
も
視
野
に
入
れ
た
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「
教
養
」
形
成
も
教
育
課
程
に
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成

は
甚
だ
難
し
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
考
え
て
い
る
。

「
教
養
」
の
基
盤
形
成
と
「
教
養
」
の
定
義

　

苅
部
直
氏
の
著
書
『
移
り
ゆ
く
「
教
養｣

』
に
、
知
の
働
き
と
は
「
知
恵
」「
賢
慮
」

「
判
断
力
」
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
知
の
働
き
を
促
す
エ
モ
ー
シ
ョ

ナ
ル
な
側
面
も
見
逃
せ
な
い
と
思
う
。
非
言
語
経
験
あ
る
い
は
身
体
経
験
を
基
盤
と
す

る
瞬
間
的
な
感
応
体
験
で
あ
る
。Em

pathy

と
は
こ
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

　

特
に
現
代
の
学
生
は
、初
等
中
等
教
育
段
階
で
の
芸
術
文
化
経
験
が
脆
弱
で
あ
る
。

未
就
学
段
階
で
〝
お
稽
古
ご
と
〟（
楽
器
・
書
道
・
舞
踊
な
ど
）
を
習
う
も
、
小
中
学

校
で
ス
ポ
ー
ツ
（
野
球
・
サ
ッ
カ
ー
な
ど
）
に
転
向
し
、
高
校
入
学
時
に
は
ス
ポ
ー
ツ

に
見
切
り
を
つ
け
、
バ
ン
ド
な
ど
を
趣
味
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
受
験
勉
強
に
ま
っ

し
ぐ
ら
に
進
む
と
い
う
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
大
学
で
は
学
生
の
「
教
養
」
基
盤
形

成
に
欠
落
し
て
い
る
芸
術
文
化
要
素
を
補
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

ま
た
大
学
卒
業
後
、
前
記
の
よ
う
な
会
社
員
生
活
の
中
で
、
自
ら
の
精
神
的
根
拠

と
す
る
と
こ
ろ
は
奈
辺
に
あ
り
や
、
と
い
う
疑
問
は
必
ず
湧
い
て
く
る
の
で
あ
る
が
、

私
の
場
合
幸
運
に
も
能
楽
・
謡
と
い
う
伝
統
芸
能
分
野
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
、
謡

を
〝
余
技
〟
と
し
て
生
活
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
に
よ
り
芸
術
・
文
化
と
生
活
と
の
関
係
も
「
教
養
」
の
重
要
な
部
分
で
あ
る
こ
と

を
明
確
に
意
識
し
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
「
教
養
」
と
は
、「
学
問
あ
る
い

は
社
会
生
活
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
〝
知
〟
と
歴
史
・
伝
統
に
裏
打
ち
さ
れ
た
〝
芸

術
〟
と
の
関
係
を
意
識
さ
せ
る
契
機
」
と
定
義
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
教
養
」
は
体
系
化
や
制
度
化
に
は
馴
染
ま
な
い
、
瞬
間
的
に
生
起
す

るephem
eral

な
非
定
常
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

　

大
学
教
育
に
携
わ
り
始
め
て
か
ら
ま
だ
十
年
強
で
は
あ
る
が
、「
教
養
」
と
い
う
領

域
、
そ
の
形
成
過
程
や
概
念
拡
張
に
関
し
て
は
ず
っ
と
関
心
を
も
っ
て
き
た
。「
教

養
」を
教
育
の
一
環
と
し
て
考
察
対
象
に
し
始
め
た
の
は
、十
一
年
前
南
山
大
学
専
門

職
大
学
院
（
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
）
に
奉
職
し
、
講
義
科
目
「
文
化
メ
セ
ナ
」
を
担

当
し
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
文
化
メ
セ
ナ
」
と
い
う
甚
だ
曖
昧
な
タ
イ
ト
ル
は
急

拵
え
で
当
時
の
学
科
長
が
付
け
た
も
の
だ
が
、
私
な
り
に
解
釈
し
、
芸
術
文
化
と
経

済
と
の
関
係
や
芸
術
文
化
に
対
す
る
個
人
・
制
度
の
支
援
を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
に

し
た
。
そ
の
中
で
明
治
期
以
降
日
本
で
の
富
豪
に
よ
る
芸
術
文
化
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
を

解
説
す
る
こ
と
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
会
社
に
属
す
る
普
通
の
「
会

社
員
」
が
芸
術
文
化
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
「
教

養
」
を
ど
の
よ
う
に
身
に
つ
け
て
き
た
の
か
、
と
い
う
課
題
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。「
会
社
員
」
で
あ
り
な
が
ら
芸
術
文
化
に
深
く
関
わ
っ
た
人
々
を
探
り

始
め
た
の
だ
。

　

そ
の
中
で
発
見
し
た
の
が
、
籾
山
梓
月
（
一
八
七
八
～
一
九
五
八
）
と
い
う
人
で

あ
る
。
会
社
員
と
い
う
〝
生
業
〟
に
絶
え
る
こ
と
な
く
携
わ
り
な
が
ら
、〝
余
技
〟
と

し
て
の
俳
句
の
句
作
を
続
け
、
茶
道
・
能
楽
な
ど
十
五
種
に
及
ぶ
〝
趣
味
〟
を
楽
し

ん
だ
、
三
木
清
に
よ
っ
て
強
烈
に
批
判
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
「
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
」
で

あ
る
。「
教
養
」
と
「
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
と
の
関
係
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く

こ
と
が
、
本
稿
を
ふ
ま
え
た
私
に
と
っ
て
の
次
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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