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高
安
啓
介

『
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
美
学
』

[
み
す
ず
書
房
、
二

0
一
五
年
]

内
発
的
な
構
成
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン
の
美
学
へ

現
在
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
い
る
今
や
人
生
や

「
キ
ャ
リ
ア
」
も
デ
ザ
イ
ン
の
対
象
に
な
る
そ
う
だ
観
の
あ
る
「
デ

ザ
イ
ン
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
建
築
物
や
工
業
製
品
の
形
態
を
、
そ

の
機
能
や
生
産
過
程
を
考
慮
し
な
が
ら
構
想
し
、
設
計
す
る
と
い
う
本

来
の
意
味
を
省
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
近
代
の
歴
史
的
過
程
の
な

か
で
、
い
っ
た
ん
分
化
し
て
い
た
芸
術
と
技
術
が
、
生
産
技
術
の
発
展

を
背
景
に
、
新
た
な
仕
方
で
結
び
つ
い
て
き
た
歩
み
が
刻
印
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
あ
る
意
匠
や
建
築
様
式
が
「
デ
ザ
イ
ン
」
と
呼
ば
れ
る

と
き
、
そ
の
言
葉
遣
い
は
、
二

0
世
紀
初
頭
に
お
け
る
芸
術
の
根
本
的

な
変
革
か
ら
の
強
い
影
響
の
下
で
成
立
し
た
「
近
代
デ
ザ
イ
ン
]
の
歴

史
を
想
定
し
て
い
る
。

「
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
語
の
こ
の
よ
う
な
歴
史
性
を
踏
ま
え
た
う
え

で
、
デ
ザ
イ
ン
そ
の
も
の
を
、
そ
れ
を
織
り
な
す
基
本
的
な
概
念
か
ら

見
つ
め
直
し
、
「
近
代
デ
ザ
イ
ン
」
を
そ
の
可
能
性
に
お
い
て
捉
え
返

す
美
学
、
そ
の
道
筋
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
「
デ
ザ
イ
ン
」
と

い
う
語
を
積
極
的
に
用
い
て
い
く
地
平
が
切
り
開
か
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
本
書
『
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
美
学
』
を
貫
く
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
う

し
た
問
題
意
識
で
あ
ろ
う
。
本
書
に
お
い
て
著
者
は
、
「
近
代
デ
ザ
イ

ン
」
に
お
け
る
「
近
代
」
の
意
味
を
問
い
直
し
た
う
え
で
、
そ
の
展
開

を
、
近
代
デ
ザ
イ
ン
そ
の
も
の
を
形
づ
く
る
造
形
、
構
成
、
形
態
、
空

間
、
表
現
、
建
築
、
文
字
と
い
う
契
機
か
ら
再
検
討
し
、
さ
ら
に
近
代

デ
ザ
イ
ン
の
美
学
を
、
「
感
性
の
交
通
の
学
」
と
し
て
提
示
し
よ
う
と

し
て
い
る
。

著
者
は
ま
ず
近
代
デ
ザ
イ
ン
を
、
「
歴
史
様
式
の
否
定
と
と
も
に
、

表
面
装
飾
の
排
除
に
よ
っ
て
、
新
し
い
生
産
と
生
活
に
か
な
っ
た
事
物

の
あ
り
か
た
を
追
求
し
な
が
ら
、
抽
象
美
術
に
つ
う
じ
る
幾
何
学
的
形

態
を
と
ろ
う
と
す
る
傾
向
」
と
暫
定
的
に
定
義
し
た
う
え
で
、
そ
の
近

代
性
を
二
つ
の
流
れ
の
合
流
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
の
一
っ
は
、
「
近

代
産
業
に
お
け
る
近
代
化
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
機
能
と
生
産
の
合
理
性

へ
向
け
て
、
製
品
や
建
築
物
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
構
成

書
評

柿

木

伸

之
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の
そ
れ
で
、
そ
の
な
か
で
模
倣
的
描
写
よ
り
も
、

コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と

し
て
の
構
成
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

本
書
に
お
い
て
著
者
が
目
指
す
の
は
、
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
な
ら

び
に
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
構
成
の
近
代
的
展
開
を
見
つ
め
直
す

な
か
か
ら
、
構
成
そ
の
も
の
の
可
能
性
を
取
り
出
す
こ
と
と
言
え
よ
う

が
、
そ
の
際
に
、
近
代
主
義
の
展
開
の
な
か
に
「
形
象
の
否
定
」
が
芋

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
の
が
、
本
書
の
最
も
重
要
な
特
徴

で
あ
る
。
「
形
象
の
否
定
」
は
、
一
方
で
一
九
一

0
年
頃
の
絵
画
に
お

け
る
抽
象
画
の
出
現
や
、
同
時
期
の
音
楽
に
お
け
る
調
性
の
破
壊
な
ど

と
し
て
表
わ
れ
る
が
、
他
方
で
そ
れ
は
、
装
飾
の
み
な
ら
ず
描
画
を
も

排
除
し
た
建
築
や
工
業
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
徹
底
し
た
タ

イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
と
し
て
も
表
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
「
形
象
の

制
作
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
形
象
の
否
定
を
は
ら
む
も
の
」
な
の
で
あ

る。
著
者
に
よ
る
と
、
近
代
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
左

右
対
称
の
文
字
組
み
か
ら
の
解
放
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
代
の
音
楽
に

お
け
る
主
調
と
い
う
中
心
か
ら
の
解
放
と
対
を
な
す
。
無
調
音
楽
が
脱

中
心
的
に
作
曲
、
す
な
わ
ち
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
拡
げ
て
い

く
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
近
代
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
は
、
こ
れ

を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
―
つ
の
流
れ
と
は
、
美
術
の
近
代
化

も
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
る
組
版
の
多
様
な
可
能
性
を
、
脱
中
心
的
に

試
み
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
動
き
は
、
タ
イ
ポ
グ
ラ

フ
ィ
を
越
え
て
、
リ
ベ
ス
キ
ン
ド
の
「
建
築
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
の
試

み
に
も
通
じ
て
い
よ
う
。
彼
は
、
ユ
ダ
ヤ
博
物
館
の
建
築
に
、
「
偶
像

の
禁
止
」
の
戒
律
に
応
え
る
文
字
的
な
表
現
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
そ

こ
に
シ
ョ
ア
ー
の
よ
う
な
表
象
不
可
能
な
出
来
事
を
、
そ
の
よ
う
な
出

来
事
と
し
て
想
起
す
る
場
を
開
こ
う
と
し
た
の
だ
。

た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
「
形
象
の
否
定
」
を
通
過
し
た
デ
ザ
イ
ン
の

試
み
の
構
成
原
理
が
、
素
材
に
外
か
ら
一
定
の
形
式
を
当
て
は
め
、
素

材
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
り
続
け
る
な
ら
、
近
代
の
科
学
技
術
に
内
在

す
る
自
然
支
配
を
、
人
間
の
生
活
の
内
部
に
よ
り
深
く
浸
透
さ
せ
る
だ

け
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
支
配
の
暴
力
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
構
成
に
、
著

者
は
「
内
か
ら
の
構
成
」
を
対
置
さ
せ
、
そ
の
道
筋
を
模
索
す
る
試
み

を
、
近
代
の
芸
術
運
動
の
内
部
に
見
届
け
て
い
る
。
そ
こ
に
、
近
代
デ

ザ
イ
ン
を
そ
の
可
能
性
に
お
い
て
再
考
す
る
、
最
も
重
要
な
切
り
口
が

あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
著
者
に
よ
る
と
、
例
え
ば
ク
レ
ー
の
造
形
理
論

は
、
線
や
色
彩
と
い
っ
た
要
素
が
お
の
ず
と
組
み
合
わ
さ
り
、
植
物
が

生
長
す
る
よ
う
に
形
態
が
形
成
さ
れ
る
過
程
そ
れ
を
表
わ
す
の

に
、
フ
ォ
ル
ム
ン
ク
の
語
を
用
い
て
い
る
と
い
う
に
着
目
し
て

い
る
。
そ
れ
を
つ
う
じ
て
ク
レ
ー
は
、
「
支
配
を
と
も
な
わ
な
い
、
諸
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要
素
の
内
か
ら
の
構
成
」
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
内
か
ら
の
構
成
」
を
、
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
可
能
性
と
し
て
理

論
的
に
提
示
す
る
た
め
に
、
著
者
は
美
学
そ
の
も
の
を
、
「
感
性
の
交

通
の
学
」
と
し
て
再
定
義
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
「
感
性
の
交
通
の
学
」

に
お
い
て
、
「
交
通
」
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
生
き
た
形
式
を
織
り
な
す
部
分
ど
う
し
の
相

互
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
が
内
発
的
な
相
互
作
用
と
し
て
生
じ
‘
―
つ
の

形
態
を
現
出
さ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
の
形
態
の
う
ち
に
さ
ら
に
も
う
一
っ

の
交
通
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
ア
ド
ル
ノ
が
語
っ
た
「
外

部
と
の
交
通
の
断
絶
」
に
よ
る
「
外
部
と
の
交
通
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

作
品
が
自
己
の
内
発
的
な
論
理
を
貫
く
と
き
、
作
品
は
一
個
の
モ
ナ
ド

と
し
て
、
社
会
の
総
体
を
映
し
出
す
の
だ
。

と
り
わ
け
、
部
分
ど
う
し
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
形
態
の
う
ち
に

そ
れ
自
身
の
秩
序
が
内
側
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
生
き

た
形
式
が
、
理
想
的
な
社
会
の
姿
を
暗
示
し
て
い
る
。
デ
ザ
イ
ン
の
美

質
を
享
受
す
る
者
は
、
そ
こ
か
ら
、
自
分
が
生
き
る
社
会
に
お
い
て
複

数
性
を
肯
定
す
る
可
能
性
を
深
く
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
書

の
末
尾
で
は
、
そ
の
可
能
性
へ
向
け
て
、
交
通
の
あ
り
方
を
省
察
し
、

デ
ザ
イ
ン
の
生
き
た
形
式
を
産
み
出
す
交
通
の
回
路
を
理
論
的
に
切
り

開
く
こ
と
が
、
「
感
性
の
交
通
の
学
」
と
し
て
の
美
学
の
課
題
と
し
て

提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
素
材
と
形
式
の
相
互
的
な
関
わ
り
の

う
ち
に
あ
る
模
倣
そ
れ
は
ア
ド
ル
ノ
が
論
じ
た
ミ
メ
ー
シ
ス
と

も
通
底
し
て
い
よ
う
の
感
性
的
な
交
通
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
が

重
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
近
代
デ
ザ
イ
ン
そ
の
も
の
を
形
づ

く
っ
て
い
る
芸
術
と
技
術
の
関
係
も
見
直
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
本

書
は
、
こ
の
よ
う
に
美
的
か
つ
感
性
的
な
交
通
を
見
直
し
、
そ
こ
か
ら

生
じ
て
い
る
関
係
を
風
通
し
よ
く
捉
え
返
し
て
い
く
「
感
性
の
交
通
の

学
」
の
礎
石
で
あ
る
と
同
時
に
、
近
代
デ
ザ
イ
ン
ヘ
の
透
徹
し
た
省
察

に
も
と
づ
く
こ
の
新
た
な
美
学
へ
の
誘
い
で
も
あ
る
。
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