
の
流
れ
を
く
む
ド
イ
ツ
の
ウ
ル
ム
造
形
大
学
で
教
鞭
を

執
っ
た
経
験
が
、直
接
の
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
」

バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
戦
間
期
の
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
、
現
代
デ

ザ
イ
ン
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
教
育
機
関
で
あ
り
、
当
時
の

ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
そ
の
最
も
先
端
的
な
継
承
の
場
。
若

き
杉
浦
さ
ん
に
と
っ
て
、
何
よ
り
の
憧
れ
の
場
所
で
も

あ
っ
た
。

が
、
そ
の
憧
れ
の
場
所
で
、
杉
浦
さ
ん
は
大
き
な
違
和

感
に
遭
遇
す
る
。
赤
崎
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
杉
浦
さ

ん
が
自
ら
の
な
か
に
、
近
代
欧
米
の
デ
ザ
イ
ン
や
思
想
と

相
容
れ
な
い
も
の
を
発
見
し
た
瞬
間
だ
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
で
何
度
か
語
ら
れ
て
い
る

こ
と
だ
が
、
当
時
、
杉
浦
さ
ん
は
ウ
ル
ム
の
学
生
に
し
ば

し
ば
自
分
の
ア
イ
デ
ア
に
つ
い
て
「
ヤ
ー
・
オ
ー
ダ
ー
・

ナ
イ
ン
」（
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
）、
つ
ま
り
い
い
か
悪
い
か
、

日
本
と
ア
ジ
ア
各
国
は
、
長
い
歴
史
の
な
か
で
た
が
い

に
刺
激
を
与
え
合
っ
て
き
た
。
日
本
の
高
等
教
育
機
関
に

在
籍
す
る
留
学
生
の
９
割
を
ア
ジ
ア
圏
出
身
者
が
占
め
る

［
＊
１
］
昨
今
、
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
も
ま
た
、
よ
そ
者
同

士
の
交
流
の
場
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
な

か
、
デ
ザ
イ
ン
を
軸
に
、
ア
ジ
ア
の
若
者
た
ち
が
各
国
の

伝
統
や
文
化
を
学
び
、
知
恵
や
情
報
を
交
換
す
る
場
を
目

指
し
て
つ
く
ら
れ
た
、
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
所
が
神
戸
芸
術

工
科
大
学
に
は
あ
る
。

そ
の
名
も
「
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
」。
今
も
現

役
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
界
の
重
鎮
で
、
ア
ジ
ア
図

像
学
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
杉
浦
康
平
さ

ん
が
中
心
に
な
っ
て
約
10
年
前
に
設
立
さ
れ
た
。
現
在
、

杉
浦
さ
ん
の
後
を
受
け
継
い
で
同
研
究
所
長
を
務
め
る
黄

國
賓
さ
ん
と
、
杉
浦
康
平
さ
ん
の
デ
ザ
イ
ン
事
務
所
出
身

で
同
大
学
教
授
で
も
あ
る
赤
崎
正
一
さ
ん
に
、
ア
ジ
ア
ン

デ
ザ
イ
ン
研
究
所
が
育
て
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
つ
な
が
り
、

果
た
し
て
き
た
役
割
に
つ
い
て
話
を
伺
っ
た
。

「
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
は
大
学
や
大
学
院
と
は
切

り
離
さ
れ
た
独
立
し
た
研
究
組
織
で
、
杉
浦
康
平
さ
ん
が

一
貫
し
て
展
開
し
て
き
た
デ
ザ
イ
ン
ワ
ー
ク
か
ら
図
像
学

に
至
る
、
ア
ジ
ア
的
な
も
の
へ
の
関
心
と
、
そ
れ
に
対
す

る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
生
ま
れ
た
独
特
の
研
究
の
場
と
言
っ

て
い
い
で
し
ょ
う
」

そ
う
語
る
の
は
、
ご
自
身
も
同
大
学
の
３
期
生
で
、
大

学
院
で
博
士
号
を
取
得
し
た
杉
浦
さ
ん
の
研
究
室
出
身
の

黄
さ
ん
。
一
方
、
長
年
に
わ
た
り
杉
浦
さ
ん
と
行
動
を
共

に
し
て
き
た
赤
崎
さ
ん
は
、
そ
う
し
た
ア
ジ
ア
に
対
す
る

関
心
の
出
発
点
を
次
の
よ
う
に
み
る
。

ど
ち
ら
か
言
っ
て
く
れ
と
求
め
ら
れ
、
お
お
い
に
迷
っ
た

そ
う
だ
。
そ
こ
で
、
そ
の
た
び
「
フ
ェ
ラ
イ
ヒ
ト
」（
英

語
のperhaps

＝
た
ぶ
ん
、
こ
う
だ
ろ
う
）
と
、
東
洋
的
な
曖

昧
さ
を
の
ぞ
か
せ
つ
つ
答
え
て
い
た
と
こ
ろ
、「
パ
ー
ハ

プ
ス
先
生
」
と
い
う
い
さ
さ
か
揶や

揄ゆ

的
な
異
名
を
贈
ら
れ

た
と
い
う
。

「
そ
う
し
た
な
か
で
杉
浦
さ
ん
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
も

の
の
見
方
と
自
分
の
内
に
あ
る
も
の
と
の
ズ
レ
を
強
く
感

じ
た
ん
で
す
ね
。
近
代
デ
ザ
イ
ン
は
、
日
本
人
の
な
か
に

も
そ
う
と
う
深
く
根
を
下
ろ
し
て
い
ま
す
が
、
は
た
し
て

そ
れ
以
前
に
わ
れ
わ
れ
の
根
っ
こ
は
な
い
の
か
。
今
で
こ

そ
多
く
の
人
が
気
づ
き
は
じ
め
て
い
る
こ
と
に
、
最
初
に
、

し
か
も
非
常
に
若
い
時
期
に
疑
い
を
持
っ
た
の
が
杉
浦
さ

ん
で
し
た
。
い
わ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
者
の
立
場
か
ら
近

代
デ
ザ
イ
ン
を
相
対
化
し
、
も
っ
と
過
去
か
ら
続
い
て
き

た
ア
ジ
ア
的
な
基
準
の
な
か
で
、
デ
ザ
イ
ン
の
ア
イ
デ
ア

や
思
想
を
探
究
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
す
」

そ
れ
は
、
ア
ジ
ア
を
代
表
す
る
シ
ン
ボ
ル
「
太た

い

極き
よ
く

図ず

」

の
思
想
と
も
通
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
太
極
図
は
陽
と
陰

の
ふ
た
つ
の
力
の
あ
り
方
を
示
す
が
、
両
者
は
対
立
と
い

う
よ
り
循
環
・
調
和
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
も
両
者
に
は

「
陽
中
の
陰
、
陰
中
の
陽
」
と
い
っ
て
、
た
が
い
の
力
の

一
部
が
内
在
し
、
こ
れ
が
全
体
と
し
て
の
循
環
と
調
和
を

も
た
ら
す
起
動
力
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
（
図
１
）。

す
な
わ
ち
、
自
分
を
ど
ち
ら
か
一
方
に
固
定
す
る
の
で

は
な
く
、
常
に
揺
れ
動
く
存
在
と
し
て
捉
え
る
こ
と
。
日

本
の
デ
ザ
イ
ン
界
を
牽
引
し
て
き
た
杉
浦
さ
ん
自
身
も
、

若
か
り
し
頃
に
自
分
の
内
な
る
「
よ
そ
者
」
を
発
見
し
た

こ
と
が
、
デ
ザ
イ
ン
の
方
向
性
を
大
き
く
変
え
る
き
っ
か

け
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
興
味
深
い
。
個
人
や
国
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
文
化
の
あ
り
方
に
は
、
自
己
（
自
我
）

中
心
主
義
を
超
え
た
内
な
る
他
者
の
発
見
が
重
要
な
意
味

を
も
つ
の
だ
。

「
僕
の
考
え
で
は
、
杉
浦
康
平
と
い
う
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
強
い
影
響
の
も
と
、
当
初
は
そ
の
枠

組
み
の
な
か
で
旺
盛
な
デ
ザ
イ
ン
活
動
を
行
っ
て
こ
ら
れ

た
。
50
年
代
・
60
年
代
か
ら
続
く
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
教
育

で
は
、
す
べ
て
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
産
業
革
命
や
戦

前
の
ド
イ
ツ
工
作
連
盟
、
あ
る
い
は
そ
の
影
響
を
受
け
た

バ
ウ
ハ
ウ
ス
［
＊
２
］
に
始
ま
る
、
と
い
う
文
脈
で
語
ら
れ

る
の
が
当
然
と
さ
れ
て
い
た
時
代
で
す
」

戦
前
戦
後
を
通
じ
て
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
は
近
代
欧
米
デ

ザ
イ
ン
の
圧
倒
的
な
影
響
下
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
日
本
、

ま
し
て
や
ア
ジ
ア
的
な
セ
ン
ス
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
な
か
で
、
そ
の
違
和
感
に

真
っ
先
に
気
づ
い
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
〝
圧
倒
的
モ
ダ

ニ
ス
ト
〟
の
杉
浦
さ
ん
だ
っ
た
と
い
う
。

「
杉
浦
さ
ん
は
ア
ジ
ア
へ
の
関
心
を
深
め
、
そ
の
理
論
を

実
際
の
デ
ザ
イ
ン
に
応
用
し
ま
し
た
。
ア
ジ
ア
的
図
像
の

研
究
に
没
頭
し
、
大
学
で
の
教
育
や
研
究
所
の
設
立
に
尽

力
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
30
代
の
数
年
間
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス

フランスで開催された「伝統と現代技術ーー日本の
グラフィックデザイナー12人展」（1984年）に出品
されたポスター。杉浦康平の代表作のひとつであり、
アジア的な空間と時間がモダンデザインの極致と融
合した象徴的作品（イラストレーション＝渡辺冨士
雄、デザイン協力＝谷村彰彦）。
提供／神戸芸術工科大学アジアンデザイン研究所

日
本
――
ア
ジ
ア
――
欧
米
と
い
う
文
脈
の
な
か
で

太
極
図
の
ご
と
く

―
―
自
ら
の
内
な
る
よ
そ
者
の
発
見

陰と陽という渦巻くふたつの力。一方、それぞれの
内には「陽中の陰、陰中の陽」が存在し、循環と調
和のダイナミズムを生み出しているという。

█図1：太極図

陽の渦巻く動き

陽の眼
（陰中の陽）

陰の眼
（陽中の陰）

陰の渦巻く動き

文化とは古来、国や地域、世代に固有のものであると
同時に、たがいの影響関係のなか、
新たなかたちへ常に変わり続けているという面も、
見逃すことができない。
近年は、日本の大学や大学院へ留学してくる
アジア系の若者が急増しているが、
そこでの教育は西欧を規範にした近代日本文化の
一方的な押し付けになってはいないだろうか。
たんなる知識や情報、技術や資格の伝達に
とどまらない、相互の吸収と学びへの試み、
デザイン教育によりアジアと日本の新たな絆を築く、
ひとつの創造的な挑戦を取材した。

“多主語的”な
アジアが硬直した
文化を突破する

大山直美＝取材・執筆　宮村政徳＝撮影

Huang Kuo-Pin黄國賓
［神戸芸術工科大学アジアンデザイン研究所長・教授］

Akazaki Shoichi赤崎正一
［同大学芸術工学部ビジュアルデザイン学科教授］
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太鼓台の模型。実物の太鼓台は、大
きいもので高さ5.5メートル、長さ12
メートル、重さ6トンにも及ぶ。4本柱
のヤグラの内に太鼓を置き、上方に
布団（ふとん）を重ね、巻きつけて逆
三角形にした形態は仏教の宇宙観に
おける須弥山をかたどっているという。

所
は
次
の
5
つ
の
研
究
理
念
を
掲
げ
る
。
①
見
え
な
い
も

の
を
、
見
つ
め
て
ゆ
く
②
対
立
項
を
見
い
だ
し
、
対
比
と

融
和
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
考
察
す
る
③
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
研

究
で
な
く
、
重
層
的
・
複
合
的
に
対
象
を
捉
え
る
④
ひ
と

つ
の
主
題
に
、
多
く
の
主
題
（
問
題
意
識
）
を
見
い
だ
す

―
―
多
く
の
主
題
を
、
ひ
と
つ
の
主
題
に
織
り
あ
げ
る

［
重

じ
ゆ
う

々じ
ゆ
う

無む

尽じ
ん

］
⑤
環
境
や
、
心
身
の
問
題
と
関
係
づ
け
る

［
人
間
・
環
境
中
心
］

こ
れ
ら
ア
ジ
ア
的
な
思
考
方
法
は
研
究
所
の
み
な
ら
ず
、

黄
さ
ん
や
赤
崎
さ
ん
が
指
導
す
る
学
部
・
大
学
院
で
も
研

究
の
基
本
姿
勢
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
に
展
覧
会
、
講
演
会
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
出
版
な
ど
、
多
様
な
形
で
研
究
の
成
果

が
発
表
さ
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
の
設
立
準
備

期
間
か
ら
開
設
直
後
に
か
け
て
は
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
に
残

る
き
ら
び
や
か
で
豪
壮
な
「
太
鼓
台
」
と
そ
の
ル
ー
ツ
と

し
て
の
「
山だ

車し

」
を
テ
ー
マ
に
、
ア
ジ
ア
文
化
圏
に
共
通

の
祭
礼
装
置
の
デ
ザ
イ
ン
に
着
目
、
ア
ジ
ア
各
国
の
研
究

者
と
の
密
度
の
濃
い
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
独

特
の
宇
宙
観
や
神
話
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
山
車
の
造
形

は
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
中
国
、
バ
リ
、
イ
ラ
ン
、
イ
ン

ド
、
タ
イ
な
ど
、
ア
ジ
ア
各
国
で
見
ら
れ
る
と
い
う
。
こ

の
研
究
成
果
は
、
の
ち
に
『
靈
獣
が
運
ぶ 

ア
ジ
ア
の
山
車

─
─
こ
の
世
と
あ
の
世
を
結
ぶ
も
の
』（
工
作
舎
刊
）
と
し

て
出
版
さ
れ
て
も
い
る
。

「
ア
ジ
ア
の
文
化
は
多
く
源
流
を
共
有
し
て
、
イ
ン
ド
か

ら
中
国
、
韓
国
、
そ
し
て
日
本
に
渡
っ
た
も
の
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
今
、
日
本
に
は
、
民
俗
学
の
視
点
か
ら
祭

り
を
研
究
し
て
い
る
方
は
大
勢
い
ま
す
が
、
デ
ザ
イ
ン
や

造
形
の
視
点
か
ら
掘
り
下
げ
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な

い
。
日
本
と
い
う
狭
い
範
囲
だ
け
を
対
象
に
し
て
い
た
の

で
は
、
ア
ジ
ア
全
体
に
及
ぶ
巨
大
な
流
れ
を
捉
え
ら
れ
な

い
の
で
、
じ
つ
は
こ
れ
は
重
要
な
視
点
で
す
。
た
と
え
文

字
で
書
か
れ
た
文
献
が
な
く
て
も
、
デ
ザ
イ
ン
や
形
か
ら

わ
か
る
こ
と
が
あ
る
。
よ
そ
者
同
士
と
し
か
見
え
な
か
っ

た
ア
ジ
ア
各
国
が
、
た
が
い
の
内
に
あ
る
異
文
化
を
発
見

し
合
う
こ
と
で
、
共
通
の
表
現
の
手
法
が
見
え
て
く
る
と

い
う
の
が
、
私
た
ち
の
研
究
所
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
を
し
て
い
る
大
学
は
、

日
本
で
も
こ
こ
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
」

黄
さ
ん
の
言
葉
を
受
け
た
赤
崎
さ
ん
は
、
こ
の
山
車
の

研
究
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

「
杉
浦
さ
ん
は
、
山
車
の
デ
ザ
イ
ン
は
仏
教
の
宇
宙
観
に

お
い
て
世
界
の
中
央
に
そ
び
え
る
と
い
う
須し

ゆ

弥み

山せ
ん

の
形
か

ら
来
て
い
る
と
想
定
し
ま
し
た
。
黄
さ
ん
の
言
葉
ど
お
り
、

そ
れ
を
文
献
で
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
ア
ジ

ア
各
地
の
多
様
な
事
例
を
集
め
て
は
、
想
像
力
に
よ
っ
て

イ
メ
ー
ジ
を
渉
猟
し
、
図
像
的
・
造
形
的
な
類
似
性
を
発

見
し
て
い
っ
た
ん
で
す
。
初
め
は
非
常
に
個
人
的
な
関
心

と
気
づ
き
か
ら
始
ま
っ
た
研
究
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど

で
語
り
合
わ
れ
、
本
に
す
る
こ
と
で
、
人
と
人
、
国
と
国
、

文
化
と
文
化
を
結
び
つ
け
、
体
系
と
広
が
り
を
生
み
出
し

て
い
く
。
そ
う
い
う
場
と
し
て
、
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研

日
本
だ
け
で
は
見
え
な
い
、

文
化
の
源
流
を
探
る
試
み

よ
う
に
自
分
と
他
者
を
画
然
と
分
け
て
考
え
る
の
で
は
な

く
、
つ
な
が
り
、
混
沌
、
そ
れ
ら
を
含
め
た
大
き
な
流
れ

の
な
か
で
物
事
を
捉
え
る
〝
多
主
語
的
〟
な
見
方
が
重
要

と
い
う
こ
と
だ
。

「
多
主
語
的
な
関
係
と
い
う
の
は
、
仏
教
学
者
の
鎌
田
茂

雄
さ
ん
が
言
う
〝
因い

ん

陀だ

羅ら

網も
う

〟
に
も
通
じ
ま
す
。『
華け

厳ご
ん

経き
よ
う』［

＊
３
］
に
書
か
れ
た
こ
の
宝
の
網
は
、
ひ
と
つ
の
点

を
持
ち
上
げ
る
と
無
限
に
あ
ら
ゆ
る
点
が
か
ら
み
合
っ
て

持
ち
上
が
る
。
Ａ
と
い
う
点
を
中
心
に
す
れ
ば
、
Ｂ
は
伴

（
脇
役
）
で
す
が
、
Ｂ
を
中
心
に
す
れ
ば
今
度
は
ほ
か
の

点
が
伴
に
な
る
と
い
う
具
合
に
、
主
従
の
関
係
は
そ
の
都

度
変
化
し
つ
つ
、
す
べ
て
の
点
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
に

変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
常
に
た
が
い
に
共

創
的
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
多
主
語
的
な
関
係
と
い
え
る

で
し
ょ
う
」

こ
う
し
た
考
え
を
基
礎
に
、
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研
究

「
18
世
紀
以
降
、
世
界
は
も
っ
ぱ
ら
西
欧
的
な
近
代
文
明

の
洗
礼
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
間
、
戦
争
や
紛
争
や

飢
餓
は
絶
え
る
こ
と
な
く
、
今
な
お
地
球
の
い
た
る
と
こ

ろ
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
近
年
は
中
国
や
韓
国

や
イ
ン
ド
、
あ
る
い
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
な
ど
も
急
速
な

発
展
を
見
せ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
西
欧
と
同
じ

近
代
化
の
道
を
進
み
、
自
分
た
ち
の
大
切
な
伝
統
や
精
神

性
は
破
壊
さ
れ
か
ね
な
い
。
わ
れ
わ
れ
東
洋
人
に
は
、
西

欧
的
な
自
己
（
自
我
）
中
心
主
義
と
は
大
き
く
異
な
る

〝
多
主
語
的
〟
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
今
の
世
の
中
の

困
難
な
状
況
を
変
え
る
に
は
、
そ
う
し
た
ア
ジ
ア
的
な
思

考
を
ヒ
ン
ト
に
、
可
能
性
を
探
っ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い

か
。
そ
う
し
た
考
え
か
ら
、
こ
の
研
究
所
は
つ
く
ら
れ
た

の
で
す
」

黄
さ
ん
の
言
う
〝
多
主
語
的
〟
と
は
、
た
と
え
ば
作
品

に
は
当
然
の
ご
と
く
自
分
だ
け
の
署
名
を
入
れ
、
我
ひ
と

り
を
主
語
と
す
る
よ
う
な
西
欧
に
対
し
、
デ
ザ
イ
ン
も
美

術
も
個
人
を
超
え
た
多
く
の
無
名
の
人
々
す
べ
て
が
主
語

に
な
り
、
時
代
を
超
え
て
受
け
継
い
で
い
く
―
―
そ
ん
な

ア
ジ
ア
特
有
の
発
想
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
ま
た
杉
浦
さ
ん

の
思
想
の
根
本
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
の

基
本
的
な
考
え
方
を
象
徴
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
「
一い

つ

即そ
く

二に

即そ
く

多た

即そ
く

一い
つ

」
あ
る
い
は
「
而に

二に

不ふ

二に

（
二
に
し
て
一
）」
と
い

う
言
葉
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ
る
（
図
２
）。

も
と
も
と
ア
ジ
ア
に
は
、
ふ
た
つ（
以
上
）
に
見
え
る
も

の
も
実
は
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
古
く
か
ら

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
太
極
図
に
見
る
陰
と
陽
、
天
と
地
、

日
と
月
と
い
っ
た
一
対
の
密
接
な
つ
な
が
り
。
私
た
ち
自

身
の
体
に
し
て
も
右
半
身
と
左
半
身
の
ふ
た
つ
に
分
か
れ

る
が
、
手
を
合
わ
せ
れ
ば
ひ
と
つ
に
つ
な
が
る
。
西
欧
の

西
欧
近
代
の
カ
ウ
ン
タ
ー
と
し
て
の

〝
多
主
語
的
〟ア
ジ
ア

すべてのものは「一」であり、「二」であり、「多」でもあり、同時にまた
「一」でもあるという思想。一見矛盾し合うものが、溶け合い、一体化
する発想は、西欧的自己（自我）中心主義とは異なる“多主語的”考え
方だ。

█図2：一即二即多即一

二 即 一 即 多 即 一

究
所
が
果
た
す
意
味
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
」

現
在
、
研
究
所
で
は
新
た
な
テ
ー
マ
と
し
て
、
ア
ジ
ア

各
国
の
儀
式
や
芸
能
の
際
の
冠
な
ど
「
か
ぶ
り
も
の
」
に

注
目
。
前
出
の
山
車
と
も
通
ず
る
宇
宙
模
型
的
な
造
形
上

の
特
性
に
つ
い
て
、
こ
の
５
年
ほ
ど
、
継
続
的
な
研
究
活

動
を
行
っ
て
い
る
。

黄
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
大
学
院
の
修
士
課
程
・
博

士
課
程
あ
わ
せ
て
89
人
、
黄
さ
ん
が
担
当
し
て
い
る
大
学

院
生
は
9
人
い
る
が
、
う
ち
8
人
を
中
国
人
が
占
め
て
い

る
。
こ
こ
で
も
他
大
学
と
同
様
、
お
も
に
ア
ジ
ア
各
国
の

学
生
が
刺
激
を
受
け
る
場
と
し
て
、
日
本
の
教
育
・
研
究

機
関
が
選
ば
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
の
よ
う
だ
。

で
は
、
同
大
学
院
に
在
籍
す
る
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生

異
な
る
時
代
、地
域
、技
術
と
の

出
会
い
が
創
出
す
る
も
の
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は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
研
究
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

研
究
室
の
学
生
た
ち
は
「
文
化
と
デ
ザ
イ
ン
の
関
係
」
を

基
本
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
個
別
の
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
研
究
を

行
っ
て
い
る
と
い
う
。

た
と
え
ば
、
あ
る
学
生
の
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
は
「
魏ぎ

碑ひ

書
体
の
研
究
と
フ
ォ
ン
ト
」。
4
世
紀
か
ら
6
世
紀
に

か
け
て
栄
え
た
北
魏
の
時
代
の
石
碑
に
書
か
れ
た
文
字
の

書
体
が
魅
力
的
だ
と
着
目
し
、
碑
文
の
拓
本
な
ど
の
材
料

を
収
集
・
分
析
し
た
う
え
で
、
自
分
な
り
に
４
０
０
種
類

の
文
字
を
再
現
し
た
。
将
来
は
、
こ
れ
を
汎
用
で
き
る
よ

う
フ
ォ
ン
ト
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
そ
う
だ
。

一
方
、「
中
国
の
木
版
年
画
」
に
つ
い
て
研
究
し
た
学

生
も
い
る
。
か
つ
て
の
中
国
で
は
新
年
を
迎
え
る
に
あ
た

り
、
吉
祥
や
寿

こ
と
ほ
ぎを
表
す
絵
「
年
画
」
を
木
版
画
印
刷
の
手

法
で
つ
く
り
、
家
の
あ
ち
こ
ち
に
貼
る
習
俗
が
あ
っ
た
が
、

現
在
は
す
た
れ
、
職
人
も
減
少
。
す
べ
て
の
版
が
手
彫
り

の
た
め
、
コ
ス
ト
が
高
い
こ
と
も
衰
退
の
一
因
だ
と
い
う
。

そ
こ
で
、
こ
の
学
生
は
伝
統
文
化
を
存
続
さ
せ
る
に
は
コ

ス
ト
を
下
げ
る
方
法
を
編
み
出
せ
ば
い
い
と
考
え
、
最
新

の
レ
ー
ザ
ー
カ
ッ
タ
ー
で
木
版
を
つ
く
る
表
現
手
法
に
た

ど
り
着
い
た
の
だ
。

「
卒
業
時
に
は
、
自
分
で
デ
ザ
イ
ン
し
た
年
画
の
大
作
を

制
作
し
ま
し
た
。
レ
ー
ザ
ー
カ
ッ
タ
ー
な
ら
細
部
も
表
現

で
き
る
し
、
出
来
栄
え
は
手
彫
り
の
年
画
の
最
高
レ
ベ
ル

に
も
匹
敵
し
ま
す
」
と
教
え
子
の
成
果
を
た
た
え
る
黄
さ

ん
。
先
の
フ
ォ
ン
ト
も
レ
ー
ザ
ー
カ
ッ
タ
ー
も
、
た
ん
に

現
代
の
技
術
を
駆
使
し
て
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
伝
統
文
化
を
研
究
し
、
そ
れ
を
ど
う
す
れ
ば
継
承

で
き
る
か
、
考
察
を
重
ね
た
う
え
で
形
に
し
た
点
に
大
き

な
価
値
が
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
自
ら
の
内
な
る
異
文

化
＝
よ
そ
者
を
手
が
か
り
に
、
新
た
な
価
値
を
生
み
出
す

と
い
う
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
大
学
院
生
が
参
加
し
て
年
１
回
行
っ
て

い
る
「
国
際
総
合
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
つ
い
て
も
、
黄
さ

ん
が
２
０
１
９
年
度
の
研
究
例
を
紹
介
し
て
く
れ
た
。
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
日
本
、
中
国
、
韓
国
、
台
湾
の
４
大

学
が
合
同
で
開
催
し
て
お
り
、
今
年
で
10
回
目
を
迎
え
た

と
い
う
。
４
つ
の
大
学
の
い
ず
れ
か
が
ホ
ス
ト
校
と
な
り
、

地
元
の
特
定
地
域
で
見
学
、
調
査
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

な
ど
を
行
い
、
地
域
社
会
の
課
題
を
発
見
。
そ
れ
を
解
決

す
る
提
案
を
研
究
発
表
会
で
報
告
す
る
と
い
う
も
の
で
、

今
年
は
神
戸
芸
術
工
科
大
学
が
ホ
ス
ト
役
を
務
め
、
都
市

景
観
形
成
地
区
に
指
定
さ
れ
た
奈
良
市
の
旧
市
街
「
奈
良

町
」
の
町
並
み
保
存
と
活
用
の
可
能
性
を
考
察
し
た
と
い

う
。報

告
書
に
は
、
４
校
の
学
生
５
人
を
基
本
に
編
成
さ
れ

た
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
国
籍
や
大
学
、
専
門
分
野
を
超
え

た
さ
ま
ざ
ま
な
提
案
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
景
観
に
な
じ

む
電
柱
や
標
識
の
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
た
り
、
居
住
者
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
り
つ
つ
観
光
客
と
住
民
を
つ
な
ぐ
場
の

あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
構
想
す
る
な
ど
、
提
案
自
体
も
興
味

深
い
が
、
そ
れ
以
前
に
、
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
通
じ
て
学
生
た
ち
が
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

「
ア
ジ
ア
の
ほ
か
の
国
の
先
生
や
学
生
が
町
を
見
る
と
、

や
は
り
日
本
人
が
見
て
い
る
も
の
と
は
違
う
も
の
が
見
え

て
き
ま
す
か
ら
、
日
本
人
だ
け
で
行
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

は
違
っ
た
成
果
が
得
ら
れ
ま
す
。
今
は
報
告
書
を
奈
良
市

長
に
提
出
し
て
、
採
用
で
き
る
案
が
あ
れ
ば
検
討
し
て
も

ら
え
る
よ
う
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」
と
黄
さ

ん
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
展
望
を
語
る
。

黄
國
賓

フ
ァ
ン
・
ク
ォ
ピ
ン

神
戸
芸
術
工
科
大
学
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン

研
究
所
長
。
同
大
学
院
芸
術
工
学
研
究
科

教
授
（
2
0
1
6
年
よ
り
）。
芸
術
工
学
博
士
。

１
９
６
７
年
生
ま
れ
。
97
年
、
神
戸
芸
術
工

科
大
学
大
学
院
芸
術
工
学
研
究
科
総
合
デ
ザ

イ
ン
専
攻
修
了
。
２
０
０
５
年
、
同
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
同
大
学

芸
術
工
学
研
究
科
を
経
て
、
2
0
1
8
年
よ
り
現
職
。

赤
崎
正
一

あ
か
ざ
き
・
し
ょ
う
い
ち

神
戸
芸
術
工
科
大
学
芸
術
工
学
部
ビ
ジ
ュ
ア

ル
デ
ザ
イ
ン
学
科
教
授
。
１
９
５
１
年
生
ま

れ
。
武
蔵
野
美
術
大
学
造
形
学
部
建
築
学
科

卒
業
。
１
９
７
６
〜
96
年
、
杉
浦
康
平
プ
ラ

ス
ア
イ
ズ
に
在
籍
。
2
0
0
6
年
よ
り
現
職
。

デ
ザ
イ
ン
の
仕
事
に
2
0
0
7
年
よ
り
継
続
し
て
担
当
し
て
い
る
月
刊

誌
『
世
界
』（
岩
波
書
店
）
な
ど
が
あ
る
。

こ
う
し
た
大
学
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
生
ま
れ
た
背
景

に
は
、
杉
浦
さ
ん
が
所
長
を
務
め
た
時
代
か
ら
同
研
究
所

が
中
国
、
韓
国
、
台
湾
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
と
交
流
を
重

ね
て
き
た
こ
と
が
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
、
と
赤
崎
さ
ん

は
言
う
。
人
と
人
の
つ
な
が
り
が
さ
ら
に
大
き
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
ま
さ
に
〝
多
主

語
的
〟
だ
。
留
学
生
た
ち
の
多
く
は
神
戸
芸
術
工
科
大
学

に
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
う

え
で
、
同
大
学
・
大
学
院
へ
の
留
学
を
志
望
し
て
く
る
と

い
い
、
設
立
約
10
年
を
経
て
、
同
研
究
所
は
デ
ザ
イ
ン
と

い
う
領
域
に
お
け
る
ア
ジ
ア
各
国
の
「
ハ
ブ
」
と
し
て
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
残
念
な
が
ら
近
年
の
日
本
と
ア
ジ
ア
各
国
と

の
関
係
は
、
い
い
意
味
で
の
「
よ
そ
者
」
と
し
て
刺
激
を

注＊
1	

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
「
平
成
29
年
度
外
国
人
留
学
生
在
籍
状

況
調
査
結
果
」
よ
り
。

＊
2	

ド
イ
ツ
工
作
連
盟
（
Ｄ
Ｗ
Ｂ
）
は
20
世
紀
前
半
に
設
立
さ
れ
、
多
く
の
建
築
家

や
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
よ
っ
て
モ
ダ
ン
デ
ザ
イ
ン
の
礎
を
築
い
た
団
体
。
バ
ウ
ハ
ウ

ス
の
中
心
人
物
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
グ
ロ
ピ
ウ
ス
も
Ｄ
Ｗ
Ｂ
に
参
加
し
て
い
た
。

＊
3	

仏
教
の
経
典
の
ひ
と
つ
で
、
極
小
の
一
点
の
中
に
全
宇
宙
が
存
在
す
る
と
い

う
、
独
特
の
空
間
・
時
間
認
識
を
説
く
。
ち
な
み
に
、
因
陀
羅
す
な
わ
ち
イ

ン
ド
ラ
と
は
帝
釈
天
（
た
い
し
ゃ
く
て
ん
）
の
こ
と
を
指
す
。

対
立
と
対
峙
を
超
え
た

「
而
二
不
二
」の
関
係
へ

与
え
合
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
う
し
た
状
況
を

打
破
し
、
あ
る
種
の
絆
が
構
築
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
を
築

く
に
は
、
何
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
？

黄
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
も
や
は
り
大
切
な
の
は

「
ア
ジ
ア
の
多
主
語
的
な
考
え
方
」
だ
と
い
う
。「
赤
崎
先

生
や
私
は
大
学
で
教
え
る
か
た
わ
ら
、
本
を
中
心
に
デ
ザ

イ
ン
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
が
、
本
を
作
る
に
は
編
集
者

を
は
じ
め
、
文
章
を
書
く
人
、
イ
ラ
ス
ト
を
描
く
人
、
写

真
を
撮
る
人
、
印
刷
す
る
人
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
人
が
関

わ
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
で
き
あ
が
っ
た
本
を
売
る
人

も
い
て
、
最
後
に
は
買
っ
て
読
む
人
が
い
る
。
自
分
だ
け

が
主
人
公
で
、
ほ
か
は
す
べ
て
脇
役
―
―
と
い
う
の
で
は

な
く
、
誰
も
が
主
語
に
な
り
う
る
し
、
た
が
い
に
重
な
っ

て
層
を
な
す
よ
う
に
、
絆
を
構
築
し
て
い
る
の
で
す
」

社
会
情
勢
に
よ
っ
て
留
学
生
数
に
多
少
の
変
動
は
あ
る

も
の
の
、
ア
ジ
ア
ン
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
を
擁
す
る
神
戸
芸

術
工
科
大
学
を
目
指
し
、
今
後
も
大
勢
の
学
生
が
ア
ジ
ア

各
国
か
ら
訪
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
意

欲
的
に
研
究
を
行
う
。
そ
の
多
彩
さ
が
、
西
欧
的
な
も
の

に
と
っ
て
「
よ
そ
者
」
で
あ
る
ア
ジ
ア
独
自
の
力
強
い
歩

み
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
た
ん
に
対

立
・
対
峙
す
る
関
係
で
は
な
く
、
た
が
い
が
内
な
る
他
者

「
陽
中
の
陰
、
陰
中
の
陽
」
を
意
識
し
合
う
「
而
二
不
二
」

「
一
即
二
即
多
即
一
」
の
発
想
に
よ
っ
て
、日
本
と
ア
ジ
ア
、

そ
し
て
世
界
と
の
新
た
な
つ
な
が
り
を
生
み
出
す
。
今
日
、

グ
ロ
ー
バ
ル
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
間
で
揺
れ
る
「
文
化
」
の

新
し
い
か
た
ち
は
、
そ
の
先
に
こ
そ
見
つ
か
る
は
ず
だ
。

神戸芸術工科大学が中心となった、2019年度の日中韓
台4大学国際総合プロジェクト「都市景観形成地区 奈良
町の保存と活用の可能性」発表イベントのためのポス
ター。提供／神戸芸術工科大学アジアンデザイン研究所

この10年間、各国の研究者たち
と共同で行ってきた研究はアジア
全域をカバーし、その対象もじつ
にさまざま。その成果はシンポジ
ウムや各種メディアを通じて発表さ
れ、内外の注目を集めている。提
供／神戸芸術大学アジアンデザイ
ン研究所（17頁、18頁とも）
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