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伝
統
の
概
念
が
い
ま
使
わ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
固
ま
っ
た
の
は
明
治
時
代
だ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
固

ま
っ
た
伝
統
は
、
社
会
の
な
か
の
ど
の
よ
う
な
階
層
の
利
益
を
代
弁
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て

そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
階
層
の
人
達
が
伝
統
を
必
要
と
し
、
自
分
達
の
存
在
証
明
と
し
て
伝
統
を
唱

え
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
ん
な
疑
問
を
持
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
き
っ
か
け
は
、
今
年
の
日
本
伝
統
工
芸
展
に
出
掛
け
た
と
き

の
些
細
な
体
験
だ
っ
た
。

＊

　

日
曜
日
の
午
後
、
日
本
橋
三
越
は
混
ん
で
い
た
。
会
場
の
七
階
で
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
降
り
よ
う
と
し

た
と
き
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
で
和
服
姿
の
ま
だ
若
い
女
性
が
数
人
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
人
を
待
つ
と

も
な
く
立
ち
話
を
し
て
い
る
の
が
目
に
入
っ
て
き
た
。
華
や
か
な
雰
囲
気
で
、
戦
後
の
昭
和
を
思
い
出

さ
せ
る
情
景
だ
っ
た
。
伝
統
工
芸
展
に
は
こ
ん
な
婦
人
が
よ
く
似
合
う
。
そ
し
て
こ
う
い
う
婦
人
と
、

彼
女
の
夫
や
親
兄
弟
、
親
戚
縁
者
こ
そ
、
伝
統
工
芸
の
需
要
者﹇
註
1
﹈な
の
だ
と
実
感
し
た
。

　

わ
た
し
の
連
想
は
さ
ら
に
広
が
り
、
和
服
の
婦
人
達
を
通
し
て
、
小
津
安
二
郎
や
川
端
康
成
が
描

く
戦
後
日
本
の
、
ま
だ
核
家
族
化
す
る
前
の
都
市
型
中
流
家
庭
に
行
き
着
い
た
。
そ
こ
で
は
人
間
関

係
の
礼
儀
作
法
か
ら
家
族
が
揃
う
夕
飯
時
の
会
話
ま
で
、
生
活
全
般
で
伝
統
的
な
教
養
が
隠
し
味
に

な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
華
道
や
茶
道
も
、
生
活
の
な
か
で
息
づ
い
て
い
た
。

　

映
画
や
小
説
で
は
、
そ
う
し
た
家
庭
に
ず
か
ず
か
と
入
り
込
ん
で
く
る
イ
ン
モ
ラ
ル
、
ド
ラ
イ
な
若

者
、
洋
装
、
電
化
製
品
な
ど
が
物
語
の
種
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
対
蹠
点
で
は
、
多
分
に
知
的
労
働

者
層
の
そ
れ
で
は
あ
っ
た
が
、
伝
統
的
教
養
が
家
庭
の
規
範
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
規
範
と
は
、
戦
争

を
挟
ん
で
も
な
お
変
わ
ら
ぬ
価
値
に
対
す
る
信
奉
で
あ
っ
た
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し

た「
変
わ
ら
ぬ
価
値
」
を
精
神
的
支

柱
と
す
る
人
達
こ
そ
が
、
骨
董
品
や

伝
統
工
芸
品
を
自
ら
の
教
養
を
深

め
る
造
形
物
と
し
て
必
要
と
し
て
き

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

だ
が
、
小
津
や
川
端
の
描
く
戦
後

日
本
か
ら
約
半
世
紀
が
過
ぎ
た
。
い

ま
の
日
本
に
こ
の
種
の
階
層
の
人
達

が
ど
れ
ほ
ど
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
階
層
の
衰
退
こ
そ
、
も
し
現
在

の
伝
統
工
芸
が
人
気
の
点
で
も
販

売
実
績
の
点
で
も
苦
戦
し
て
い
る

の
だ
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
伝
統
工
芸

が
曲
が
り
角
に
来
て
い
る
の
だ
と
す

れ
ば
、
そ
の
真
の
原
因
だ
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
階
層
の
衰
退
は
、
伝
統
工
芸
展
が
始
ま
る
昭
和
二
十
九
年
か
ら
す
で
に
予
感
さ
れ
て
い
た

ら
し
く
、
後
に
文
化
庁
審
議
官
お
よ
び
東
京
国
立
近
代
美
術
館
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
漆
工
史
研

究
者
の
岡
田
譲
は
、
こ
ん
な
言
い
方
で
世
間
の
物
質
趣
味
が
変
化
し
だ
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

時
を
同
じ
く
し
て
、
日
本
橋
の
三
越
で
文
化
財
保
護
委
員
会
主
催
の「
日
本
伝
統
工
芸
展
」と

産
業
工
芸
試
験
所
の「
デ
ザ
イ
ン
と
技
術
展
」が
開
か
れ
た
。（
中
略
）

　
「
伝
統
工
芸
展
」の
方
は
、
京
友
禅
、
黄
八
丈
、
志
野
焼
、
輪
島
沈
金
な
ど
地
方
産
業
工
芸
と

し
て
有
名
な
も
の
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
世
間
か
ら
忘
れ
ら
れ
、
わ
ず
か
に
名
人
と
呼
ば
れ
る
人
の
手

に
よ
っ
て
細
々
と
命
脈
を
保
っ
て
い
る
も
の
に
至
る
ま
で
な
ら
ん
で
い
た
。（
中
略
）こ
れ
に
対
し

「
デ
ザ
イ
ン
と
技
術
展
」で
は
、
扇
風
機
、
電
熱
器
、
家
具
、
食
品
な
ど
の
工
業
製
品
や
雑
貨
工
芸

が
、
デ
ザ
イ
ン
技
術
の
改
善
に
関
す
る
研
究
調
査
資
料
と
一
緒
に
展
示
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ

ら
は
す
べ
て
産
業
工
芸
試
験
所
が
現
代
の
生
活
の
中
に
で
き
る
だ
け
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ

う
に
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
ふ
た
つ
の
会
場
で
受
け
た
印
象
か
ら
す
る
と
、「
デ
ザ
イ
ン
と
技
術
展
」の
方

に
よ
り
魅
力
を
覚
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し

「
日
本
伝
統
工
芸
展
60
回
記
念

工
芸
か
ら

K
Ō
G
E
I

へ
」
展

誰
が
為
に
伝
統
は
作
ら
れ
る

樋
田
豊
郎

会
期
：
二
〇
一
三
年
十
二
月
二
十
一
日
│
二
〇
一
四
年
二
月
二
十
三
日　

会
場
：
工
芸
館

図1  室伏英治《Nerikomi Porcelain 「Sparkle」》2012年  作家蔵  

撮影：尾見重治、大塚敏幸
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れ
な
い
。
試
験
所
の
試
作
品
に

は
現
代
の
生
活
感
情
が
求
め

て
い
る
要
素
を
一
応
具
え
て
い

る
の
だ
か
ら
。
そ
こ
へ
ゆ
く
と

「
伝
統
工
芸
展
」の
方
は
い
か
に

も
昔
な
が
ら
の
古
め
か
し
さ
が

目
立
っ
た﹇
註
2
﹈。

　

岡
田
譲
は
伝
統
工
芸
品
と
工
業

製
品
の
違
い
を
、
そ
れ
ぞ
れ
を
需
要

す
る
階
層
の
差
異
か
ら
く
る
違
い
と

し
て
は
捉
え
て
い
な
い
。
だ
が
、
昭

和
二
十
九
年
頃
か
ら
高
度
経
済
成

長
が
始
ま
り
、
さ
ら
に
昭
和
四
十
五

年
頃
に
は
国
民
の
九
割
が
中
流
意
識
を
も
つ
に
至
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
岡
田
が
こ
の
文
章
を

書
い
た
昭
和
二
十
九
年
春
は
、
後
に
中
流
を
自
認
す
る
人
達
が
、
自
分
達
の
階
層
が
欲
す
る
物
質
趣

味
を
形
成
す
る
揺
籃
期
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

＊

　

あ
ら
た
め
て
階
層
の
視
点
で
見
て
み
る
と
、
最
初
に
伝
統
の
概
念
を
作
り
、
そ
れ
に
よ
る
利
益
を

求
め
た
の
は
明
治
の
官
僚
と
商
工
業
者
で
あ
る
。
そ
の
と
き
求
め
ら
れ
た
利
益
と
は
、
国
家
の
文
化
的

統
合
と
経
済
的
発
展
だ
っ
た
。
文
化
と
経
済
。
直
接
関
係
は
な
さ
そ
う
だ
が
、
ど
ち
ら
も
国
家
政
策
と

い
う
点
で
は
繋
が
っ
て
い
た
。

　

官
僚
と
商
工
業
者
の
関
係
も
、
両
者
は
官
と
民
と
い
う
身
分
差
は
あ
っ
て
も
、
階
層
と
い
う
点
で

は
繋
が
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
明
治
社
会
に
な
っ
て
新
た
に
登
場
し
た
勤
労
者
層
だ
っ
た
。
彼
ら
の
こ
と

を
市
民
階
級
と
呼
ぶ
か
、
資
本
家
階
級（
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
）と
呼
ぶ
か
は
専
門
家
の
議
論
に
委
ね
る
と

し
て
、
こ
の
勤
労
者
層
は
維
新
以
前
の
旧
体
制
を
支
配
し
て
き
た
大
名
と
は
違
う
階
層
を
形
成
し
て

い
た
。
こ
の
階
層
に
と
っ
て
最
大
の
存
在
証
明
は
、
旧
体
制
が
壊
れ
た
ば
か
り
の
日
本
を
、
国
民
国
家

と
し
て
束
ね
直
す
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
新
し
い「
国
家
の
形
」を
作
る
う
え
で
の
紐
帯
と
し
て
、

官
僚
と
商
工
業
者
は
伝
統
を
必
要
と
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。

　

国
家
の
形
を
作
る
方
策
に
は
、
美
術
の
教
科
書
制
定
、
日
本
や
東
洋
の
古
代
模
様
を
指
導
す
る
図

案
集
の
出
版
、
内
国
勧
業
博
覧
会
の
開
催
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
地
方
ご
と
に
異
な
っ
て
い

た
絵
画
や
物
づ
く
り
が
、「
日
本
美
術
」の
名
の
も
と
に
統
一
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
て
必
要
と
さ
れ
た
伝
統
だ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
伝
統
工
芸
の
歴
史
が
、
国
家
の

文
化
政
策
と
符
合
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
明
治
三
十
年
の
古
社
寺
保
存
法
に
始
ま
り
、

昭
和
二
十
五
年
の
文
化
財
保
護
法
に
至
る
法
律
が
、
伝
統
工
芸
の
法
的
裏
付
け
に
な
っ
て
い
る
。

　

だ
が
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
明
治
の
伝
統
を
支
配
し
て
い
た
芸
術
上
の
趣
味
が
、
新
し
い
階
層
で

あ
る
官
僚
と
商
工
業
者
の
趣
味
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
は
、
江
戸
の
大
名
趣

味
を
抜
け
出
せ
て
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ
、
彼
ら
は
自
分
達
の
世
俗
趣
味
を
打
ち
出
せ
な
か
っ
た
の
か
。

そ
れ
だ
か
ら
明
治
維
新
は
、
政
治
的
に
は
革
命
で
あ
っ
て
も
、
文
化
的
に
は
市
民
革
命
で
も
、
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
革
命
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
伝
統
の
こ
う
し
た
片
肺
飛
行
は

後
々
ま
で
尾
を
引
き
、
そ
れ
が
岡
田
に「
昔
な
が
ら
の
古
め
か
し
さ
」と
言
わ
し
め
た
も
の
の
正
体
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
が
あ
っ
て
、
昭
和
二
十
九
年
に
は
文
化
財
保
護
法
が
改
正
さ
れ
、
重
要
な
工
芸
技
術
の
指
定
に

は
芸
術
性
が
条
件
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
改
正
を
促
し
た
の
は
、日
展
等
に
所
属
す
る
、
つ

ま
り
町
の
名
工
で
は
な
い
工
芸
家
達
か
ら

唱
え
ら
れ
た
、
伝
統
を
芸
術
運
動
の
理
念

と
見
な
す
主
張
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
以

上
に
本
質
的
な
の
は
、
当
時
す
で
に
、
伝

統
を
需
要
す
る
階
層
が
、
官
僚
や
商
工
業

者
か
ら
伝
統
を
教
養
と
考
え
る
都
市
型

中
流
家
庭
、
つ
ま
り
わ
た
し
が
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
ホ
ー
ル
で
見
た
和
服
姿
の
若
い
婦
人

の
祖
父
母
世
代
に
交
替
し
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。

　

こ
れ
以
後
、
伝
統
工
芸
は
作
者
の
独
創

と
感
性
を
表
現
す
る
芸
術
運
動
と
し
て

理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
挿
図
に
掲
げ

る
の
は
、
伝
統
技
術
の
粋
を
守
る
と
同
時

に
、「
み
ず
み
ず
し
い
感
性
」が
表
現
さ
れ

て
い
る
実
例
と
し
て
、
筆
者
が
選
ん
だ
作

図2  村上浩堂《象嵌花器「暮れゆく運河」》2011年  作家蔵

図3  石田知史《パート・ド・ヴェール線刻文鉢「風をきく」》2003年  個人蔵

現代の眼 603_13_1125.indd   6 13/11/25   17:21
プロセスシアンプロセスマゼンタプロセスイエロープロセスブラック



7 │  Newsletter of The National Museum of Modern Art, Tokyo [Dec. 2013-Jan. 2014]

品
で
あ
る﹇
註
3
﹈。
室
伏
英
次
の《S

p
a
rk

le

》﹇
図
1
﹈は
磁
器
な
の
に
あ
た
か
も
粗
彫
り
の
木
鉢
の
よ

う
に
温
か
く
、
村
上
浩
堂
の《
暮
れ
ゆ
く
運
河
》﹇
図
2
﹈は
金
属
象
眼
な
の
に
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
文
様
の

よ
う
に
詳
密
で
、
石
田
知
史
の《
風
を
き
く
》﹇
図
3
﹈は
硝
子
な
の
に
濃
淡
の
あ
る
水
色
の
糸
で
施
し

た
刺
繍
の
よ
う
だ
。
ど
れ
も
が
芸
術
表
現
上
の
サ
プ
ラ
イ
ズ
に
挑
み
、
そ
し
て
繊
細
さ
に
徹
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
芸
術
運
動
と
し
て
伝
統
を
見
る
言
説
も
、
日
本
が
低
成
長
社
会
へ
と
転
換
し

た
現
在
で
は
、
和
服
姿
の
若
い
女
性
の
絶
滅
危
惧
種
化
と
と
も
に
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。

＊

　

さ
て
、
い
ま
伝
統
工
芸
の
需
要
者
に
な
り
え
る
の
は
ど
の
よ
う
な
階
層
の
人
達
だ
ろ
う
。
官
僚
で
も

商
工
業
者
で
も
、
戦
後
の
都
市
型
中
流
家
庭
で
も
な
い
。
昭
和
四
十
五
年
頃
に
国
民
の
九
割
を
占
め

た
中
流
意
識
者
層
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
岡
田
譲
が
言
っ
た「
現
代
の
生
活
感
情
が
求
め
て
い
る
要
素
」

の
需
要
者
に
な
っ
て
い
く
中
流
意
識
者
層
も
、
そ
の
後
の
所
得
格
差
や
地
域
間
格
差
の
再
拡
大
に

よ
っ
て
、
す
で
に
層
と
し
て
の
ま
と
ま
っ
た
物
質
趣
味
を
持
て
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
ら
の
生

活
様
式
は
も
は
や
似
た
り
寄
っ
た
り
と
は
い
え
な
い
。

　

今
日
の
社
会
に
は
、
多
種
多
様
な
人
達
が
い
る
だ
け
だ
。
そ
の
人
達
は
も
は
や
階
層
を
な
さ
な
い
。

流
動
的
で
拡
散
的
な
公
衆
と
し
て
そ
こ
に
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
公
衆
に
、
国
家
の
形
や
芸
術
と
し

て
伝
統
を
語
り
か
け
て
も
す
れ
違
う
ば
か
り
だ
。
し
か
し
今
日
の
公
衆
は
多
種
多
様
で
あ
り
な
が
ら
、

行
動
様
式
と
し
て
は
規
範
的
で
も
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
等
し
並
み
に
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
で
遊
び
、

フ
ァ
ミ
レ
ス
で
食
事
を
し
、
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
で
買
い
物
を
す
る
。
こ
の
規
範
性
を
根
拠
に
、
現
代
を
生

き
る
大
多
数
の
人
達
の
自
画
像
と
な
り
え
る
伝
統
を
、
も
う
一
度
作
れ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
ま
で
読
み
進
ん
で
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ん
、
も
う
、
国
家
の
形
や
芸
術
運
動
と

し
て
伝
統
を
語
る
の
は
止
め
ま
せ
ん
か
。

（
秋
田
公
立
美
術
大
学
学
長
）

註1

現
実
に
購
買
す
る
欲
望
を
備
え
た
支
持
者
層
と
い
う
積
極
的
な
意
味
を
込
め
て
、
受
容
者
で
は
な
く
需
要
者
と

い
う
造
語
を
使
っ
た
。

2

岡
田
譲「
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の

│
国
の
主
催
す
る
二
つ
の
工
芸
展
を
見
て

│
」朝
日
新
聞
、
昭
和
二
十

九
年
三
月
二
十
一
日
。

3

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
工
芸
館
で
開
催
さ
れ
る「
日
本
伝
統
工
芸
展
60
回
記
念
工
芸
か
らKŌ

G
E

I

ヘ
」展
で
実
物

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

後
記　

日
本
伝
統
工
芸
展
の
第
一
回
展
が
開
催
さ
れ
た
の
は
、
樋
田
豊
郎
氏
の
文
章
に
も
あ
る
よ
う

に
昭
和
二
十
九
年
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は「
無
形
文
化
財
日
本
伝
統
工
芸
展
」の
名
称
の
も
と
に
開
催
さ

れ
た
が
、
無
形
文
化
財
に
選
定
さ
れ
た
人
や
団
体
し
か
出
品
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

昭
和
二
十
五
年
に
制
定
さ
れ
た
文
化
財
保
護
法
が
そ
の
発
端
と
な
る
が
、
当
時
、
世
界
に
類
の

な
い
画
期
的
な
制
度
と
し
て
そ
れ
は
発
足
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
建
造
物
や
絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
品
な

ど
の
目
に
見
え
る
有
形
の「
物
」（
有
形
文
化
財
）
だ
け
で
な
く
、
工
芸
技
術
や
芸
能
な
ど
、
特
定
の

個
人
や
団
体
が
伝
承
し
体
得
し
て
い
る
目
に
見
え
な
い
無
形
の「
技
」
を「
無
形
文
化
財
」
と
定
義

し
、
そ
の
保
存
と
活
用
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
か
ら
だ
。「
無
形
文
化
財
の
う
ち
特
に
価
値
の

高
い
も
の
で
国
が
保
護
し
な
け
れ
ば
衰
亡
す
る
虞
の
あ
る
も
の
」を
選
定
し
、「
助
成
の
措
置
」を
講

じ
、
そ
の
啓
蒙
普
及
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
一
回
展
は
、
そ
の
工
芸
技
術
の
公
開
に
該
当

し
て
い
た
。

　

そ
の
昭
和
二
十
九
年
五
月
、
文
化
財
保
護
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
現
在
に
通
じ
る
重
要
無
形
文

化
財
制
度
が
誕
生
し
た
。
そ
れ
ま
で
に
選
定
さ
れ
て
い
た
無
形
文
化
財
は
白
紙
に
戻
さ
れ
、
無
形
文

化
財
の
中
で
重
要
な「
技
」を
重
要
無
形
文
化
財
と
し
て
指
定
し
、
そ
の「
技
」を
高
度
に
体
得
し
て

い
る
人
を
重
要
無
形
文
化
財
の「
保
持
者
」（
人
間
国
宝
）と
し
て
認
定
す
る
制
度
が
確
立
し
た
。
無
形

文
化
財
が
伝
統
的
な
技
術
を
保
持
し
て
い
る
名
人
名
工
と
呼
ば
れ
た
作
家
た
ち
を
基
準
と
し
た
の
に

対
し
、
こ
の
改
正
に
よ
り
、
重
要
無
形
文
化
財
は
そ
の
技
術
と
と
も
に
、
創
作
的
な
表
現
に
よ
る
作
品

の
芸
術
性
を
重
視
す
る
こ
と
を
、
国
が
定
め
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
ま
さ
に
樋
田
氏
が
指
摘
し
た
と
お

り
、
伝
統
を
芸
術
運
動
の
理
念
と
し
た
の
だ
。

　

そ
の
理
念
は
伝
統
と
い
う
名
の
下
に
、
日
本
の
工
芸
に
独
自
の
発
展
と
展
開
を
生
む
き
っ
か
け
を

つ
く
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
単
な
る
技
術
の
伝
承
で
は
な
く
、
時
代
や
制
作
者
の
考
え
が
強
く
反

映
さ
れ
た
革
新
や
創
造
の
連
続
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
工
芸
」
と
い
う
言
葉
を
訳

し
た
際
、「C

ra
ft

」と
い
う
既
成
の
言
葉
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
思
え
る
ほ
ど
に
優
れ
て

芸
術
的
で
、
技
術
や
表
現
に
お
い
て
も
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
の
高
さ
を
誇
っ
て
い
る
。
ま
さ
に「
工
芸
」は
そ

の
独
自
性
か
ら「K

ō
g
e
i

」と
し
て
し
か
説
明
が
で
き
な
い
世
界
に
到
達
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
日
本
伝
統
工
芸
展
60
回
記
念　

工
芸
か
らK

Ō
G

E
I

へ
」展
は
、
日
本
伝
統
工
芸
展
が
今
秋
、
60

回
目
を
迎
え
た
の
を
記
念
し
て
企
画
さ
れ
た
。
日
本
伝
統
工
芸
展
に
お
け
る
近
年
の
受
賞
作
や
入

選
作
な
ど
を
中
心
に
、
現
役
作
家
九
十
七
名
の
代
表
作
を
一
堂
に
会
す
る
こ
と
で
、
伝
統
工
芸
の

「
今
」を
あ
ら
た
め
て
概
観
し
、
そ
こ
か
ら
そ
の「
未
来
」を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
う
も
の

で
あ
る
。

（
工
芸
課
長　

唐
澤
昌
宏
）

現代の眼 603_13_1125.indd   7 13/11/25   17:21
プロセスシアンプロセスマゼンタプロセスイエロープロセスブラック


