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は
じ
め
に

　

思
え
ば
、
僕
は
絵
画
制
作
の
折
々
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
文
章
も
書
き
留
め
て
き
て
い
た
。
絵
を
描
き
、
文
字
も
書
き
記
し
て
き
て
い

た
。

　

そ
の
言
葉
は
常
に
絵
画
と
伴
走
す
る
よ
う
に
あ
り
、
時
に
絵
画
を
照
射
、
そ
し
て
絵
画
の
あ
り
よ
う
を
詳
ら
か
に
し
、
絵
画
を
勇
気

付
け
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
。

　

そ
れ
ら
の
言
葉
、
言
説
は
、
絵
画
の
内
部
へ
の
原
理
追
究
を
導
き
、
フ
ォ
ー
マ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
分
析
を
進
め
、
制
作
研
究
の
深
化

を
促
し
て
き
た
。
加
え
て
絵
画
の
外
側
で
あ
る
社
会
、
時
間
、
日
常
、
歴
史
へ
の
接
続
も
試
み
ら
れ
、
絵
画
の
位
置
と
役
割
を
教
示
し

母
袋
絵
画
の
体
系
を
形
成
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
二
〇
一
七
年
の
現
在
に
至
る
ま
で
に
様
々
な
機
会
に
書
き
溜
め
、
執
筆
し
た
全
テ
ク
ス
ト
を
対

象
に
母
袋
俊
也
著
述
集
と
し
て
編
纂
す
る
。

　

そ
れ
ら
は
﹁
論
文
﹂﹁
エ
ッ
セ
イ
﹂﹁
断
章
﹂
の
三
つ
の
章
に
整
理
す
る
。

﹁
論
文
﹂
で
は
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
研
究
の
起
首
と
も
な
り
造
形
大
紀
要
へ
の
初
投
稿
で
も
あ
っ
た
﹁
絵
画
に
お
け
る
信
仰
性
と
フ
ォ
ー
マ

ー
ト
﹂
と
ゲ
ー
テ
自
然
科
学
の
集
い
の
学
会
誌
﹃
モ
ル
フ
ォ
ロ
ギ
ア
﹄
に
投
稿
し
た
﹁﹁
絵
画
の
内
側
か
ら
見
た
ゲ
ー
テ
色
彩
論
︱
実

作
者
に
よ
る
色
彩
試
論
﹂
の
二
本
を
収
録
し
た
。
第
二
章
の
﹁
エ
ッ
セ
イ
﹂
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
書
か
れ
た
も
の
を
時
系
列
に
沿

っ
て
35
本
を
掲
載
。
第
三
章
﹁
断
章
﹂
は
制
作
ノ
ー
ト
、
対
談
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
原
稿
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
な
ど
か
ら
断
片
を
抜
粋
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し
、
僕
に
と
っ
て
の
重
要
概
念
で
あ
る
﹁
色
彩
・
か
た
ち
・
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
﹂﹁
絵
画
─
風
景
﹂﹁
絵
画
の
生
成
─
原
理
﹂﹁
絵
画
の
外

部
性
世
界
─
時
間
・
空
間
﹂﹁
二
つ
の
世
界
と
中
間
領
域
﹂
を
節
と
し
て
纏
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

本
著
述
集
の
タ
イ
ト
ル
に
は
、
1
9
9
0
年
か
ら
2
0
1
7
年
の
年
号
と
と
も
に
﹁
絵
画
へ
﹂
の
副
題
を
つ
け
る
こ
と
に
し
た
。

　

こ
こ
で
編
ま
れ
た
絵
画
を
め
ぐ
る
言
葉
は
、
絵
画
へ
む
け
て
の
自
己
言
及
に
留
ま
ら
ず
、
ひ
ろ
く
世
界
実
現
に
む
け
て
の
表
現
希
求

で
あ
り
母
袋
の
絵
画
観
で
あ
る
。
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１．論文　絵画における信仰性とフォーマート

　
　
　

絵
画
に
お
け
る
信
仰
性
と
フ
ォ
ー
マ
ー
ト

　
　
　
　

―
偶
数
性
と
奇
数
性
を
め
ぐ
っ
て
―　

　
　
　

序

　

様
式
偏
重
に
な
り
が
ち
な
現
代
美
術
の
文
脈
に
あ
っ
て
、
精
神
性
に
支
え
ら
れ
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
強
い
作
品
を
送
り
出
す
こ
と
に
お

い
て
、
ド
イ
ツ
系
の
作
家
た
ち
は
際
立
ち
を
見
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
彼
ら
の
根
底
に
流
れ
る
精
神
史
を
た
ど
る
こ
と
で
、
真
理
の
探

究
の
連
な
り
と
し
て
の
美
術
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
内
に
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
信
仰
性
に
着
目
し
て
み
た
い
。

そ
の
信
仰
性
と
絵
画
の
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
関
連
、
又
奇
数
性
と
偶
数
性
の
構
造
的
な
差
異
が
、
如
何
に
絵
画
原
理
の
展
開
に
関
与
し
た

か
を
考
察
し
、
そ
こ
に
わ
が
国
に
お
け
る
一
つ
の
真
理
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

Ⅰ　

ド
イ
ツ
精
神
史
と
芸
術
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
性

　

芸
術
と
祭
式
―
信
仰
性

　

エ
ジ
プ
ト
の
す
べ
て
の
神
々
の
中
で
︱
と
い
う
よ
り
古
代
の
神
々
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
︱
も
っ
と
も
長
い
生
命
を
も
ち
、
も
っ
と
も
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広
く
深
い
影
響
を
与
え
て
き
た
の
は
オ
シ
リ
ス
で
あ
る
。
古
代
神
話
に
は
再
生
す
る
た
め
に
死
ぬ
復
活
神
が
必
ず
現
れ
る
が
、
オ
シ
リ

ス
は
そ
う
い
う
神
々
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
な
の
で
あ
る
（
註
１
）。

　

一
九
一
三
年
、
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
レ
ン
・
ハ
リ
ソ
ン
は
、﹁
古
代
芸
術
と
祭
式
﹂
の
中
で
、
芸
術
と
祭
式
と
の
根
源
的
な
連
関
に
注
目

し
た
。
理
性
と
感
性
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
か
ら
芸
術
を
解
放
し
、
芸
術
は
現
実
を
受
容
す
る
感
性
の
営
み
で
も
、
そ
の
本
質
を
追
究
す
る

理
性
の
営
み
で
も
な
く
、
む
し
ろ
現
実
の
な
か
に
行
動
す
る
人
間
の
自
己
確
認
の
行
為
で
あ
る
と
し
た
。

　

彼
女
が
芸
術
と
祭
式
の
二
つ
を
軸
と
し
て
論
旨
を
展
開
し
た
、
一
九
一
三
年
と
い
う
時
代
を
、
先
ず
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
こ
と
に

す
る
。

　

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
橋
を
架
け
た
と
言
わ
れ
る
セ
ザ
ン
ヌ
が
没
し
た
の
は
一
九
〇
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
絵
画
は

堰
を
切
っ
た
か
の
様
に
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
を
と
げ
て
ゆ
く
。
は
や
く
も
ピ
カ
ソ
に
お
い
て
は
翌
年
﹁
ア
ビ
ニ
ヨ
ン
の
娘
た
ち
﹂
の
完

成
を
み
、
一
九
〇
九
年
、
マ
リ
ネ
ッ
テ
ィ
に
よ
っ
て
、
未
来
派
宣
言
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
一
三
年
、
マ
テ
ィ
ス
は
更
に
色

彩
を
求
め
モ
ロ
ッ
コ
入
り
し
て
お
り
、
マ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
は
パ
リ
で
の
キ
ュ
ビ
ズ
ム
体
験
の
後
モ
ス
ク
ワ
に
戻
り
、
白
地
に
黒
の
方
形
だ

け
の
例
の
歴
史
的
な
絵
画
を
残
し
、
シ
ュ
プ
レ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
ア
ー
モ
リ

ー
・
シ
ョ
ー
が
催
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
︿
近
代
﹀
は
、
は
や
く
も
海
を
渡
り
、
新
た
な
る
場
が
準
備
段
階
に
入

り
、
次
な
る
時
代
の
前
兆
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
又
、
Ｍ
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
既
に
自
宅
で
車
輸
を
回
転
す
る
遊
び
の
中
に
、
レ
デ

ィ
ー
・
メ
ー
ド
の
着
想
を
得
て
い
る
。

　

こ
の
様
な
時
代
背
景
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
︿
祭
式
﹀
と
は
、
宗
教
を
司
る
儀
式
で
あ
り
、
い
わ
ば
伝
統
的
に
継
承
さ
れ
続
け
て
い
る

形
式
＝
守
り
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
続
し
て
い
る
制
度
で
あ
る
。
一
方
︿
芸
術
﹀
と
は
、
そ
の
対
極
に
あ
り
極
め
て
個
人
的
な

場
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
個
は
社
会
と
対
峙
し
、
社
会
制
度
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
主
観
を
貫
こ
う
と
し
た
の

だ
っ
た
。
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１．論文　絵画における信仰性とフォーマート

︿
個
人
﹀
と
︿
制
度
﹀
す
な
わ
ち
︿
芸
術
﹀
と
︿
祭
式
﹀
こ
の
両
者

の
間
に
は
断
絶
が
あ
り
、
相
容
れ
な
い
対
立
概
念
と
し
て
存
在
し
て

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
根
幹
に
は
、
実
は
一
つ
の
共
通

の
源
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

オ
シ
リ
ス
の
復
活
は
デ
ン
デ
ラ
に
あ
る
オ
シ
リ
ス
の
大
碑
文
に
添

え
ら
れ
た
一
連
の
浮
彫
に
さ
ら
に
生
々
し
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
オ
シ
リ
ス
の
神
は
ま
ず
全
身
を
布
で
巻
か
れ
て
棺
台
の
上
に

横
臥
し
た
ミ
イ
ラ
の
姿
で
表
さ
れ
る
。
次
い
で
彼
は
現
実
に
は
不
可

能
な
さ
ま
ざ
ま
の
姿
勢
を
と
り
な
が
ら
少
し
ず
つ
身
を
起
こ
し
遂
に

壺
︱
お
そ
ら
く
彼
の
︽
園
︾
で
あ
ろ
う
︱
の
中
に
足
を
踏
み
し
め
て
、
イ
シ
ス
の
拡
げ
た
二
つ
の
翼
の
あ
い
だ
に
ほ
と
ん
ど
ま
っ
す
ぐ

に
身
を
伸
ば
し
て
立
つ
よ
う
に
な
る
。
彼
の
前
で
は
一
人
の
男
が
エ
ジ
プ
ト
で
は
生
命
の
象
徴
で
あ
る
柄
の
つ
い
た
十
字
架
を
さ
さ
げ

も
っ
て
い
る
。
祭
式
に
お
い
て
は
希
求
さ
れ
る
こ
と
︱
つ
ま
り
復
活
︱
は
行
為
さ
れ
る
の
に
対
し
、
芸
術
に
お
い
て
は
そ
れ
は
表
現
さ

れ
る
（
註
２
）
の
で
あ
る
。

　

オ
シ
リ
ス
の
芸
術
と
祭
式
の
共
通
の
源
は
死
ん
だ
か
に
見
え
る
自
然
の
生
命
が
、
ま
た
戻
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
い
う
世
界
中
ど
こ
に

で
も
認
め
ら
れ
る
強
烈
な
欲
求
な
の
だ
（
註
３
）。

　

萌
芽
期
の
芸
術
は
、
ま
さ
に
︿
祈
り
を
絵
に
描
く
（
註
４
）﹀
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
根
底
に
は
、
両
者
の
共
通
の
源
と
し
て

︿
信
仰
性
﹀
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

祭
式
こ
そ
芸
術
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
人
間
文
化
の
原
型
で
あ
る
と
主
張
す
る
彼
女
の
芸
術
論
は
絵
画
、
彫
刻
の
み
な
ら
ず
演
劇
理
論
の

世
界
に
も
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

図1 オシリスとイシス　オシリスカペレよ
り　アヴィドス
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ボ
イ
ス
に
み
る
ド
イ
ツ
精
神
史
と
芸
術
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
性

　

ハ
リ
ソ
ン
の
論
文
か
ら
は
、
時
代
を
超
え
、
あ
る
一
人
の
現
代
作
家
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
彼
は
ア
ク
ツ
ィ
オ
ー
ン

︵A
ktion

︶
＝
行
為
こ
そ
が
芸
術
作
品
の
始
ま
り
で
あ
る
と
考
え
、
脂
肪
、
フ
ェ
ル
ト
、
銅
、
蝋
、
獣
脂
な
ど
の
マ
テ
リ
ア
ル
を
自
ら

の
言
語
と
し
、
造
形
活
動
︵
ア
ク
ツ
ィ
オ
ー
ン
、
オ
ブ
ジ
ェ
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
、
そ
の
他
︶
を
繰
り
返
し
、︿
社
会
彫
刻
﹀
と
い
う
芸

術
規
範
を
標
榜
す
る
の
で
あ
る
。

　

Ｊ
・
ボ
イ
ス
の
ア
ク
ツ
ィ
オ
ー
ン
は
儀
式
性
、
又
そ
の
宗
教
性
、
共
同
性
に
お
い
て
祭
式
そ
の
も
の
で
あ
る
様
に
も
思
え
、
現
代
に

あ
っ
て
最
も
前
衛
的
活
動
に
立
脚
し
た
作
家
が
か
つ
て
芸
術
と
は
対
極
に
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
祭
式
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
は
、

実
に
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
に
思
わ
れ
興
味
深
い
。

　

終
末
の
救
世
主
、
社
会
変
革
へ
と
導
き
出
す
エ
ナ
ジ
ー
を
生
み
出
す
練
金
術
師
、
現
代
を
生
き
る
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
の
ボ
イ
ス
、

彼
に
は
、﹁
自
然
と
精
神
︵
霊
︶、
宇
宙
と
知
性
の
失
わ
れ
た
調
和
の
回
復
を
計
り
、
目
的
決
定
論
的
合
理
主
義
に
対
し
、
原
型
的
神
話

的
か
つ
魔
術
的
、
宗
教
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
だ
思
想
を
対
照
さ
せ
て
い
る
。
彼
の
全
て
の
作
品
の
行
動
に
お
け
る
中
心
的
な
足
が
か

り
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
人
類
へ
の
ま
た
彼
が
有
効
と
見
た
様
々
な
個
別
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
永
続
的
、
認
識
論
的
な
前
進
で
あ
る

（
註
5
）。﹂

　

こ
の
様
な
彼
の
精
神
︵
霊
︶
性
を
中
心
と
す
る
思
想
に
は
、
ゲ
ー
テ
、
シ
ラ
ー
、
人
智
学
︵
ア
ン
ト
ロ
ポ
ゾ
フ
イ
ー
︶
の
思
想
体
系

を
確
立
し
た
Ｒ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
、
ボ
イ
ス
芸
術
の
始
源
的
イ
メ
ー
ジ
を
さ
さ
え
る
集
合
的
無
意
識
を
掘
り
起
こ
し
た
分
析
心
理
学
者

Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
ら
の
系
譜
が
根
幹
に
あ
り
、
そ
こ
に
は
ド
イ
ツ
精
神
史
の
伝
統
が
連
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
ド
イ
ツ
精
神
史
の
一
つ
の
根
幹
を
な
す
ゲ
ー
テ
に
﹁
詩
と
真
実
﹂︵D

ichtung unt W
ahrheit

︶
と
い
う
自
伝
が
あ
る
。
こ
の

D
ichtung

を
︿
詩
﹀
で
は
な
く
、︿
詩
作
﹀
あ
る
い
は
︿
詩
を
つ
く
る
こ
と
﹀
と
あ
え
て
訳
し
な
お
す
こ
と
で
、
表
現
者
と
し
て
の
一
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１．論文　絵画における信仰性とフォーマート

つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
が
照
ら
し
出
さ
れ
て
く
る
。

　

ハ
リ
ソ
ン
が
言
う
様
に
芸
術
は
起
源
に
お
い
て
社
会
的
で
真
理
の
探
究
を
自
己
目
的
と
す
る
。

　

す
な
わ
ち
芸
術
は
真
理
の
探
究
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︿
詩
と
真
実
﹀
と
は
︿
真
理
と
真
実
﹀
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
詩
を
詩
作
と
置
き
換
え
る
こ
と
で
表
現
者
の
創
作
性
と
い
う
も
の
が
覚
醒
さ
れ
、
芸
術
の
虚
構
性
を
掘
り
お
こ
す
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
今
度
は
︿
詩
と
真
実
﹀
は
、︿
虚
構
と
真
実
﹀
と
い
う
対
比
と
も
な
り
得
る
の
だ
。
故
に
芸
術
は
対
岸
に
あ
る
真
実
を
前
に
真

0

0

0

0

0

0

理
で
あ
る
と
同
時
に
虚
構
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
生
き
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
両
者
の
間
に
横
た
わ
る
深
淵
、
そ
の
距

離
を
ど
の
様
に
認
識
し
、
ど
の
様
に
そ
の
矛
盾
を
生
き
る
か
が
、
表
現
者
の
姿
勢
・
志
向
性
の
現
れ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
深
淵
を
隔
た

り
と
見
る
か
、
あ
る
い
は
断
絶
と
し
て
捉
え
る
か
が
中
世
に
お
け
る
聖
画
像
論
争
の
争
点
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　

で
は
芸
術
と
対
峙
し
、
対
岸
に
あ
る
真
実
と
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

今
は
伝
達
と
い
う
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
語
も
、
も
と
も
と
は
神
託
、
お
告
げ
の
意
味
を
持
ち
、

そ
れ
は
神
の
教
え
で
あ
り
、
発
信
の
主
体
は
神
な
の
で
あ
る
。
神
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
あ
っ
た
芸
術
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
も

の
が
、
世
界
で
あ
り
、
宇
宙
で
あ
り
、
そ
の
中
心
は
、
神
＝
真
理
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
イ
コ
ン
の
姿
を
し
、

東
洋
で
は
タ
ン
カ
や
マ
ン
ダ
ラ
の
姿
を
と
り
、
疑
い
の
持
た
れ
る
こ
と
の
な
い
そ
の
テ
ー
マ
＝
真
理
は
、
画
面
を
中
心
性
に
よ
っ
て
成

立
さ
せ
て
い
る
。

　

又
そ
の
イ
コ
ン
の
空
間
性
は
未
成
熟
な
遠
近
法
の
為
、
整
合
性
を
欠
き
歪
ん
で
い
る
と
指
摘
す
る
む
き
も
あ
る
が
、
元
来
遠
近
法
と

は
視
線
の
言
及
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
場
合
、
見
る
側
我
々
の
視
線
が
画
面
に
そ
そ
が
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
画
面
が
、
イ
コ
ン
が
、

我
々
を
見
つ
め
見
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
世
界
は
、
描
く
主
体
は
も
と
よ
り
見
る
側
我
々
に
、
そ
の
視
線
の
主
体
性
は
、
ま
だ
預
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

換
言
す
れ
ば
、
古
く
は
神
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
あ
っ
た
芸
術
は
、
序
々
に
我
々
の
側
に
主
体
性
を
移
譲
し
、
そ
の
神
の
メ
ッ
セ
ー
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ジ
に
も
と
っ
て
代
わ
る
︿
真
理
﹀
を
求
め
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
真
理
の
探
究
の
連
続
体
が
、

美
術
史
を
か
た
ち
ど
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
虚0

と
真
理
0

0

と
の
隔
り
の
内
で
、
又
更
に
そ
の
虚
で
も
あ
り
真
理
で
も
あ
る
芸
術
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

真
実
0

0

と
の
間
に
あ
る
深
淵
の
二
重
に
重
ね
上
げ
ら
れ
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
綴
れ
る
葛
藤
や

と
ま
ど
い
の
姿
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

や
は
り
ド
イ
ツ
の
系
譜
に
あ
っ
て
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
、
一
九
一
二
年
、
著
書
﹁
芸
術

に
お
け
る
精
神
的
な
も
の
﹂
の
中
で
、
芸
術
が
内
容
を
失
っ
て
方
法
論
的
に
終
始
し
て
い
る

点
に
危
機
感
を
持
ち
、
芸
術
家
は
語
る
べ
き
何
か
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
（
註
6
）
と
強
調
し
、

芸
術
と
宗
教
の
類
似
性
に
つ
い
て
も
、
後
に
書
き
残
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
精
神
史
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
ボ
イ
ス
芸
術
が
、
現
代
に
あ
っ
て
特
に
際
立
っ

て
い
る
の
は
、
そ
の
精
神
性
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
強
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
九
八
二
年
、
カ
ッ
セ
ル
市
、
及
び
近
郊
に
自
然
保
護
環
境
保
全
運
動
の
一
環
と
し
て
七
〇
〇
〇
本
の
樫
の
木
を
植
樹
し
て
ゆ
く
と

い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
先
が
け
、
そ
の
ア
ク
ツ
ィ
オ
ー
ン
﹁
七
〇
〇
〇
本
の
樫
の
木
﹂
の
象
徴
と
し
て
、
市
内
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
プ
ラ

ッ
ツ
に
樫
の
木
の
代
わ
り
に
七
〇
〇
〇
本
の
玄
武
岩
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
玄
武
岩
の
一
部
は
、
翌
一
九
八
三
年
に
は
母
岩
に
円
錐
体

の
研
削
が
施
さ
れ
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
、
シ
ュ
メ
ー
ラ
ー
画
廊
に
空
間
彫
刻
と
し
て
再
び
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
が
、
幾
重
に
も
重

ね
合
わ
さ
れ
、
意
味
づ
け
が
変
化
を
と
げ
て
ゆ
く
念
入
り
な
コ
ン
セ
プ
ト
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
特
に
興
味
を
ひ
く
の
は
、﹁
二
〇
世
紀

の
終
焉
﹂
と
名
づ
け
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。

　
︿
二
〇
世
紀
の
終
焉
﹀、
一
つ
の
物
語
り
が
、
終
り
を
告
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
物
語
り
と
は
、
前
に
前
に
と
駒
を
す
す
め

て
き
た
西
欧
近
代
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
真
理
の
探
究
の
連
続
体
と
し
て
あ
る
西
欧
近
代
、
そ
ん
な
芸
術
の
系
譜
に
あ
り
、
社
会
変

図2　「二〇世紀の終焉」1983　ヨーゼフ・ボイス
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１．論文　絵画における信仰性とフォーマート

革
の
最
前
線
に
超
前
衛
と
し
て
立
つ
ボ
イ
ス
が
、
か
つ
て
芸
術
の
対
極
に
あ
っ
た
祭
式
を
司
る
神
宮
の
姿
に
重
な
る
の
は
、
パ
ラ
ド
キ

シ
カ
ル
に
思
え
、
何
と
も
興
味
深
い
。

　

そ
し
て
終
焉
を
む
か
え
よ
う
と
す
る
二
〇
世
紀
と
は
、
一
体
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

Ⅱ　

信
仰
性
と
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
関
連

　

セ
ザ
ン
ヌ
に
お
け
る
真
理
―
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
の
造
形
性

　

で
は
セ
ザ
ン
ヌ
に
と
っ
て
の
真
理
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
晩
年
ヨ
ア

ヒ
ム
・
ガ
ス
ケ
ー
と
の
対
談
の
中
で
、﹁
画
家
に
と
っ
て
、
色
彩
こ
そ
が
真
実
で
あ
る
。

色
彩
の
み
を
問
題
に
し
て
も
、
そ
れ
は
歴
史
や
心
理
学
を
既
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ

る
。﹂
又
﹁
純
粋
な
絵
画
的
真
理
は
存
在
し
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
を
見
る
と
か
描
く
の

は
大
変
難
し
い
も
の
で
、
我
々
は
自
然
と
い
う
も
の
を
、
た
っ
た
今
生
ま
れ
た
ば
か
り

の
子
供
の
様
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。﹂
な
ど
と
語
っ
て
い
る
（
註
7
）。

　

自
然
を
対
象
に
し
な
が
ら
も
、
実
は
色
価
や
色
彩
の
運
動
に
よ
っ
て
の
フ
ォ
ル
ム
の

根
源
的
表
現
の
追
求
こ
そ
が
テ
ー
マ
で
あ
り
、
彼
が
探
究
し
よ
う
と
し
た
真
理
で
あ
っ

た
。
セ
ザ
ン
ヌ
が
生
き
た
十
九
世
紀
後
半
に
は
、
彼
個
人
に
し
か
立
脚
し
て
い
な
か
っ

た
こ
の
真
理
は
、
二
〇
世
紀
を
む
か
え
西
欧
近
代
絵
画
の
真
理
と
し
て
時
代
を
つ
き
動

図3 「サント・ヴィクトワール山」油彩／カンバス　
69.8×89.5㎝　1902-04　セザンヌ
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か
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
そ
の
晩
年
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
、
何
回
と
な
く
繰
り
返
し
描
か
れ
る
サ
ン
卜
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
と
い
う
山
に
つ
い
て

考
祭
し
て
み
た
く
な
る
の
だ
が
、
こ
の
山
は
偶
然
彼
の
前
に
在
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
仮
に
そ
う
だ
と
し
よ
う
。
偶
然
目
前
に
あ
っ
た
山

の
何
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
を
し
て
未
完
の
水
彩
も
含
む
夥
し
い
数
の
﹁
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
﹂
を
手
が
け
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

勿
論
そ
れ
は
、
自
然
の
対
象
を
基
本
的
な
形
体
に
集
約
し
画
面
を
新
た
に
構
築
し
て
ゆ
く
と
い
う
テ
ー
マ
を
体
現
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
然
は
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
以
外
に
も
無
限
に
様
々
な
も
の
を

彼
に
提
供
し
て
い
た
筈
で
あ
る
。

　

何
故
、
こ
と
さ
ら
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

私
の
想
像
は
、
こ
の
山
の
持
つ
造
形
性
と
、Sainte 

と
い
う
︿
聖
﹀
の
意
を
持
つ
形
容
詞
へ
と
連
鎖
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
ひ
と
ま
ず
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
に
あ
る
こ
の
山
を
は
な
れ
、
日
本
、
東
海
道
上
に
あ
る
山
へ
と
視
線
を
移
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　

富
士
に
み
る
原
初
的
な
か
た
ち

　

富
士
も
又
、
時
に
は
赤
い
シ
ル
エ
ッ
ト
と
し
て
、
又
時
に
は
大
波
の
む
こ
う
に
と
多
く
の
絵
の
中
に
登
場
し
て
く
る
山
で
あ
る
。
セ

ザ
ン
ヌ
が
こ
れ
ら
を
見
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
も
そ
の
著
書
﹃
絵
画
と
社
会
﹄
の
中
で
指
摘
し
て
い

る
が
（
註
8
）
こ
こ
で
考
察
し
た
い
の
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
で
は
な
い
。

　

富
士
は
日
本
に
お
い
て
最
も
高
い
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
と
親
し
み
を
持
た
れ
、
愛
さ
れ
、
か
つ
信
仰
の
対
象
と
し
て
あ
る
山
で
あ
る
。

で
は
如
何
な
る
理
由
か
ら
富
士
は
親
し
ま
れ
、
崇
め
ら
れ
、
描
か
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
単
に
我
が
国
最
高
峰
の
火
山
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
文
化
的
に
も
経
済
的
に
も
地
理
的
に
も
、
西
と
東
と
を
結
ぶ
東
海
道
に
あ
っ
て
、
ま
っ
す
ぐ
に
広
が
る
水

平
線
の
海
の
風
景
に
対
し
、
も
う
一
方
に
堂
々
と
あ
る
こ
の
山
を
か
つ
て
旅
人
は
見
な
が
ら
、
あ
る
い
は
、
そ
の
山
に
見
つ
め
ら
れ
な
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が
ら
旅
を
す
す
め
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ど
こ
か
ら
見
て
も
変
わ
ら
ぬ
か
に
見
え
る
そ
の
扇
形
の
姿
に
徴
妙
な
変
化
が
認
め
ら
れ
た
時
、
そ

れ
が
旅
の
進
度
を
計
る
目
安
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
円
錐
形
の
上
部
を
ナ
イ
フ
で
切
り
と
ら
れ
た
様
な
何
と
も
不
思

議
で
い
て
、
魅
力
に
満
ち
た
そ
の
形
態
を
前
に
、
人
は
切
り
取
ら
れ
た
筈
の
円
錐
形
を
空
想
し
た
り
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
の
形
態
、
造
形
性
、
か
た
ち
そ
の
も
の
が
、
人
々
か
ら
愛
さ
れ
、
親
し
ま
れ
崇
め
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

　

こ
こ
で
は
富
士
の
造
形
性
自
体
が
、
一
つ
の
真
理
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
人
々
は
富
士
の
形
の
中
に
、︿
聖
﹀
＝
日
常
0

0

を
は
る
か
に
超
え
た
何
も
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
自
然
が
つ
く
り
出
し
た
造か

た

ち
形
物
の
中
に
見
出
し
う
る
真
理
で
あ
る
が
、
時
に
人
が
真
理
と
し
て
の
造
形
を
体
現
さ
せ
る
こ
と

を
可
能
と
す
る
。
そ
れ
こ
そ
が
芸
術
の
課つ
と
め題
な
の
で
あ
り
、
本
質
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
か
た
ち

0

0

0

と
い
う
も
の
を
思
う
時
、
ブ
ラ
ン
ク
ー
シ
の
造
形
が
想
起
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
彼
が
希
求
し
続
け
た
も
の
は
、

き
っ
と
視
覚
に
お
け
る
原
初
的
な
形
態
︱
︿
も
と
の
か
た
ち
﹀
あ
る
い
は
︿
か
た
ち
の
も
と
﹀
︱
で
あ
っ
た
の
で
は
と
思
わ
れ
て
く
る
。

　

美
術
史
で
は
、
原
初
的
な
形
態
に
光
を
あ
て
、
す
く
い
上
げ
る
為
に
は
、
ブ
ラ
ン
ク
ー
シ
の
登
場
が
待
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

日
本
に
お
い
て
富
士
は
そ
の
原
初
的
形
態
に
よ
っ
て
時
間
を
超
え
そ
の
姿
を
示
し
、
富
士
と
し
て
在
り
続
け
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

ブ
ラ
ン
ク
ー
シ
に
先
ん
じ
て
、
そ
の
形
態
、
造
形
性
を
認
め
た
の
は
、
人
々
の
親
し
み
や
愛
情
を
持
つ
感
情
、
そ
こ
に
精
神
︵
霊
︶

的
な
る
も
の
を
読
み
と
る
心
、
そ
れ
を
つ
ち
か
う
人
々
の
眼
差
し
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
形
態
、
造
形
性
が
信
仰
性
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
し
、
富
士
を
し
て
礼
拝
の
対
象
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

　

聖
な
る
山
―
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山

　

こ
こ
で
再
び
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
に
戻
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　

プ
ロ
ヴ
ア
ン
ス
に
お
い
て
セ
ザ
ン
ヌ
は
風
景
を
描
い
た
。
山
を
描
い
た
。
だ
が
、
山
を
描
く
こ
と
が
彼
の
テ
ー
マ
そ
の
も
の
で
は
な
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か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
彼
の
極
め
て
純
然
た
る
絵
画
的
テ
ー
マ
が
、
サ
ン
卜
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
を
選
び
出
し
た
の
で
は
あ

る
が
、
彼
は
そ
の
山
に
む
か
う
為
に
馬
車
に
乗
っ
た
の
だ
。
決
し
て
山
は
自
の
前
に
常
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
彼
が
山
に
む
か
つ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
絵
画
的
造
形
的
関
心
の
背
後
に
は
、
こ
の
山
自
体
の
持
つ
造
形
性
が
こ
の
地
に
お
い
て
あ
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

か
つ
て
ロ
ー
マ
人
と
の
戦
い
で
の
勝
利
を
祝
し
て
名
付
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
名
︿Sainte-V

ictoire

﹀
は
、
緑
豊
か
な
地
に
あ
っ

て
石
灰
岩
で
覆
わ
れ
全
体
を
白
く
輝
か
せ
て
い
る
と
い
う
。

　

我
が
国
と
は
異
な
り
山
岳
信
仰
な
ど
な
い
か
の
地
で
こ
の
山
の
信
仰
性
を
ど
こ
か
で
彼
が
見
て
い
た
と
い
う
の
は
、
余
り
に
も
大
そ

れ
た
仮
説
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
又
、
彼
が
探
究
し
よ
う
と
し
た
真
理
・
絵
画
的
真
理
の
構
築
性
と
信
仰
性
と
は
、
に
つ
か
わ
し
く
な
い

様
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
︿
聖
﹀
を
感
じ
と
ら
な
く
と
も
、
ど
こ
か
日
常
を
超
え
た
何
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
を
、
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー

ル
山
の
造
形
性
の
中
に
見
出
し
て
い
た
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

彼
は
一
九
世
紀
後
半
を
生
き
た
西
洋
人
で
あ
っ
た
。
だ
が
し
か
し
、
そ
の
前
に
彼
が
画
家
0

0

で
あ
っ
た
こ
と
を
我
々
は
忘
れ
る
訳
に
は

い
か
な
い
の
だ
。

　

画
家
と
し
て
の
そ
の
眼
差
し
は
、
日
常
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
こ
そ
が
、
彼
の
そ
の
眼
こ
そ
が
、
絵
画
に
二
〇

世
紀
を
拓
い
た
の
で
あ
る
が
、
礼
拝
性
の
も
と
に
描
い
た
訳
で
は
な
い
セ
ザ
ン
ヌ
も
又
、
造
形
的
に
は
深
い
信
仰
性
に
さ
さ
え
ら
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
眼
は
あ
る
い
は
、
そ
れ
0

0

を
見
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

縦
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
と
滝
と
の
遭
遇

　

礼
拝
性
は
形
態
、
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
と
も
深
く
関
連
し
て
い
る
。
一
つ
の
例
を
ひ
く
と
、
鎌
倉
時
代
に
描
か
れ
た
﹁
那
智
滝
図
﹂
と
い
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う
す
ば
ら
し
い
一
幅
の
絵
が
あ
る
。
そ
れ
は
那
智
滝
信
仰
、
神
仏
合
体
の
思
想
、
本
地
垂
迹
説
に
基
づ
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
数

あ
る
本
地
垂
迹
画
の
作
品
群
に
あ
っ
て
、
こ
の
﹁
那
智
滝
図
﹂
が
抜
き
ん
出
て
い
る
の
は
、
そ
の
造
形
性
、
絵
画
性
に
よ
る
も
の
に
他

な
ら
な
い
。
も
と
も
と
那
智
滝
は
信
仰
の
対
象
で
、
滝
自
体
が
礼
拝
の
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
前
述
の
自
然
の
造
形
性
そ
の
も
の
に

信
仰
性
が
宿
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
特
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
礼
拝
性
の
強
い
も
の
は
縦
長
の
形
態

を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
滝
も
又
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
人
間
の
身
体
性
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

礼
拝
と
は
視
覚
の
点
で
言
及
す
る
な
ら
ば
視
線
の
集
中
を
意
味
す
る
。
精
神
の
集
中
を
目
的
と
す
る
際
、
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
は
自
ず
と

視
線
の
流
れ
づ
ら
い
縦
型
が
欲
求
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
顔
は
縦
よ
り
も
は
る
か
に
横
の
方
が
動
き
や
す
い
と
い
う
身
体
性
を
想
い

起
こ
せ
ば
容
易
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

勿
論
、
造
形
性
以
外
の
様
々
な
要
素
に
よ
っ
て
も
那
智
滝
信
仰
は
誕
生
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
そ
の
造
形

性
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
前
述
の
自
然
が
つ
く
り
出
し
た
原
初
的
な
形
態
の
言
及
か
ら
論
旨
を
す
す
め
ら
れ
て
は
い
な

い
。
こ
こ
で
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
の
は
、
那
智
滝
で
は
な
く
﹁
那
智
滝
図
﹂
な
の
で
あ
る
。
既
に
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
縦
長
の
滝
を

し
っ
か
り
と
中
心
に
据
え
な
が
ら
も
、
上
部
は
わ
ず
か
の
曲
線
と
下
部
で
は
岩
の
背
後
に
姿
を
隠
し
な
が
ら
大
き
く
ジ
グ
ザ
グ
を
つ
く

り
右
端
下
へ
と
消
え
て
ゆ
く
構
成
に
よ
っ
て
、
中
央
を
勢

い
よ
く
落
ち
る
滝
は
緊
張
感
を
も
示
し
て
い
る
。
そ
し
て

画
面
一
番
下
か
ら
拝
殿
の
屋
根
の
一
部
が
姿
を
の
ぞ
か
せ

て
い
る
こ
と
で
、
我
々
の
視
点
が
非
常
に
高
い
と
こ
ろ
に

設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
こ
の
滝
の
高
さ
を

冷
気
を
伴
い
な
が
ら
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
、
明

図4 「那智滝図」
　　　159.4×57.9㎝
　　　鎌倉時代
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度
の
低
い
ほ
の
暗
い
岩
壁
に
縦
に
落
ち
る
白
い
水
流
の
明
暗
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
り
浮
か
び
上
が
る
そ
の
姿
は
、
極
度
に
縦
に
伸
ば

さ
れ
た
掛
け
軸
の
縦
長
フ
オ
ー
マ
ー
ト
と
の
遭
遇
に
よ
り
、
そ
の
伸
長
感
と
中
心
性
は
更
に
際
立
た
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て

我
々
の
視
線
を
と
ら
え
、
釘
付
け
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
絵
画
に
お
け
る
内
側
の
か
た
ち
と
外
側
の
か
た
ち
と
の
見
事
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
絵
に
、
パ

ー
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
ジ
ツ
プ
を
見
る
の
は
果
た
し
て
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
に
礼
拝
性
の
対
象
と
し
て
あ
る
﹁
那
智
滝
図
﹂
は
、
宗
教
の
テ
ー
マ
に
負
う
こ
と
も
な
く
、
一
つ
の
風
景
画
、
絵
画
と
し
て
も

見
事
に
自
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

風
景
―
横
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト

　
﹁
最
も
原
初
的
な
風
景
画
と
は
、
き
っ
と
大
地
と
空
と
を
分
け
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
主
と
従
、
実
と
虚
、

在
る
こ
と
と
無
い
こ
と
と
を
分
か
つ
境
界
に
よ
っ
て
成
立
し
、
一
本
の
線
が
そ
れ
を
可
能
と
し
、
真
実
の
誕
生
を
見
た
の
だ
。

そ
の
分
か
た
れ
る
対
象
は
自
ず
と
線
を
横
に
走
ら
せ
る
の
だ
。
横
に
走
り
去
ろ
う
と
す
る
線
、
そ
れ
を
さ
え
ぎ
り
留
め
よ
う
と
す
る
垂

直
性
⋮
⋮
そ
の
垂
直
性
は
実
は
視
線
の
連
続
性
と
と
も
に
時
間
を
も
切
っ
た
の
で
あ
る
。（
註
9
）﹂

　

前
述
の
様
な
礼
拝
性
に
よ
る
﹁
那
智
滝
図
﹂
の
縦
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
に
対
し
、
風
景
は
横
長
フ
オ
ー
マ
ー
ト
と
強
く
結
び
つ
く
。
匿

名
性
の
風
景
の
連
な
り
の
中
に
は
、
本
来
礼
拝
性
は
宿
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

風
景
の
横
長
感
の
起
源
は
地
平
線
、
水
平
線
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

地
平
線
に
沿
っ
て
横
に
移
動
し
て
ゆ
く
、
流
れ
て
ゆ
く
視
線
を
さ
え
ぎ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
永
遠
に
続
く
か
に
見
え
る
田
園
の

中
に
あ
っ
て
、
小
さ
な
村
に
建
つ
教
会
で
あ
っ
た
り
、
飛
鳥
は
班
鳥
の
里
に
立
つ
五
重
の
塔
で
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
の
垂
直
性
は
、
人

間
の
天
と
地
を
結
ぶ
意
志
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
志
、
志
向
性
を
如
何
に
体
現
す
る
か
が
、
建
築
の
課
題
の
一
つ
で
も
あ
る
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の
だ
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
オ
シ
リ
ス
の
復
活
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
キ
リ
ス
ト
の
そ
れ
へ
と
変
化
を
と
げ
つ
つ
伝
承
さ
れ
、
横
に
な
っ

て
い
た
も
の
が
再
び
立
ち
上
が
る
と
い
う
意
志
・
テ
ー
マ
は
エ
ジ
プ
ト
で
は
オ
ベ
リ
ス
ク
の
形
を
と
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
教

会
と
な
り
、
各
地
で
そ
の
風
土
と
と
も
に
変
化
し
て
ゆ
く
。
一
八
八
九
年
に
は
バ
リ
で
新
素
材
で
あ
っ
た
鉄
に
よ
っ
て
そ
の
骨
格
、
構

造
そ
の
も
の
を
あ
ら
わ
に
し
た
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
が
あ
た
か
も
バ
ベ
ル
の
塔
の
様
に
出
現
し
た
の
だ
っ
た
。

　

一
方
、
む
し
ろ
立
つ
こ
と
よ
り
座
す
こ
と
に
意
味
を
見
出
し
て
き
た
仏
教
の
土
壌
に
あ
っ
て
も
例
え
ば
法
隆
寺
の
伽
藍
で
は
、
金
堂

に
対
峙
す
る
様
に
五
重
の
塔
が
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
塔
は
、
内
部
の
利
用
が
初
層
の
み
で
あ
る
こ
と
が
示
す
様
に
、
高
さ
こ
そ
が
必

要
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

垂
直
性
が
人
間
の
意
志
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
間
が
対
峙
し
よ
う
と
し
て
き
た
自
然
は
、
横
に
統
く
水
平
性
で
あ
り
、
そ
れ
は

永
遠
に
続
く
連
な
り
な
の
で
あ
る
。

　

Ⅲ　

絵
画
に
お
け
る
奇
数
性
、
偶
数
性

　

キ
ー
フ
ァ
ー
を
貫
く
中
心
性

　

真
理
の
探
究
の
連
続
体
と
し
て
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
の
文
脈
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
は
深
い
精
神
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
通

念
を
、
歴
史
を
越
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、︿
自
我
﹀
と
も
呼
べ
る
も
の
で
あ
り
、
自
我
と
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求

め
る
闘
い
で
も
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

二
〇
世
紀
絵
画
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
後
、
場
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
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か
ら
ア
メ
リ
カ
に
移
行
し
大
き
く
変
化
を
と
げ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大

戦
終
結
の
一
九
四
五
年
を
ど
の
様
な
年
令
で
む
か
え
た
か
は
作
家
に
も
多
大
な

影
響
を
与
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
も
又
そ
の
影
響
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

　

今
、
こ
こ
で
例
に
ひ
こ
う
と
し
て
い
る
作
家
は
、
正
に
そ
の
一
九
四
五
年
に

敗
戦
国
ド
イ
ツ
に
誕
生
し
て
い
る
一
人
で
あ
る
。

　

や
や
斜
め
か
ら
の
透
視
図
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
石
造
建
築
の
中
庭
に
は
、

水
が
は
ら
れ
プ
ー
ル
の
如
き
様
相
を
示
し
、
中
央
か
ら
柄
の
つ
い
た
楕
円
の
パ

レ
ッ
ト
が
つ
き
出
し
て
い
る
。
一
九
八
〇
年
に
描
か
れ
た
水
彩
小
品
を
第
一
作

と
す
る
﹁dem

 unbekanten M
aler

﹂、﹁
無
名
の
画
家
︵
の
為
︶
に
﹂
の
タ
イ

ト
ル
を
持
つ
シ
リ
ー
ズ
が
、
こ
の
作
家
に
は
あ
る
。

　

彼
の
作
品
に
は
頻
繁
に
楕
円
パ
レ
ッ
ト
が
暗
喩
的
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
プ
ー
ル
︵
水
源
︶
よ
り
パ
レ
ッ
ト
が
柄
と
と
も
に
つ

き
出
て
い
る
姿
は
、
一
九
七
八
年
の
︿
本
﹀
︱
本
の
形
式
を
持
つ
作
品
を
こ
の
作
家
は
か
た
わ
ら
に
持
つ
︱
﹁die D

onauquelle

﹂、

﹁
ド
ナ
ウ
の
水
源
﹂
の
中
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
ら
み
に
彼
、
ア
ン
ゼ
レ
ム
・
キ
ー
フ
ァ
ー
は
、
こ
の
ド
ナ
ウ
の
も
と
で
生
ま

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
キ
ー
フ
ァ
ー
自
身
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

水
彩
の
第
一
作
﹁dem

 unbekanten M
aler

﹂﹁
無
名
の
画
家
︵
の
為
︶
に
﹂
か
ら
三
年
の
後
、
作
品
は
、
油
彩
に
わ
ら
等
の
マ
テ

リ
ア
ル
を
得
て
、
巨
大
な
画
面
と
し
て
生
ま
れ
か
わ
る
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
大
神
殿
を
想
起
さ
せ
る
か
の
様
な
石
造
建
築
が
、
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
な
透
視
図
法
に
よ
っ
て
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

そ
の
建
築
物
は
画
面
中
央
の
中
庭
を
取
り
囲
む
様
に
し
て
建
ち
、
無
数
に
整
然
と
立
ち
並
ぶ
角
柱
は
大
き
な
囲
い
を
視
覚
的
に
つ
く
り

図5 「無名の画家の為に」水彩／紙
　　　47×49.5cm　1980　アンゼレム・キーファー
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出
し
、
そ
こ
が
回
廊
︵
ギ
ャ
ラ
リ
ー
︶
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
り
づ
ら

い
ほ
ど
の
暗
さ
の
も
と
で
光
は
届
こ
う
と
は
し
な
い
。
そ
の
中
庭
の
中
央
に
一

本
の
ポ
ー
ル
ら
し
き
も
の
が
立
っ
て
お
り
、
更
に
目
を
こ
ら
し
て
見
る
と
そ
の

ポ
ー
ル
ら
し
き
も
の
の
上
に
黒
い
楕
円
形
の
物
体
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま

も
な
く
そ
れ
が
パ
レ
ッ
ト
の
形
を
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
筈

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
描
か
れ
る
無
名
の
画
家
と
は
、
や
は
り
作
家
自
身
な
の
だ
ろ
う
か
あ

る
い
は
他
の
作
家
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

ド
ナ
ウ
の
水
源
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
ポ
ー
ル
が
、
キ
ー
フ
ァ
ー
自
身
だ

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
古
代
エ
ジ
プ
ト
、
中
王
朝
時
時
代
、
ナ
イ
ル
川
中
流
の

ル
ク
ソ
ー
ル
に
出
現
し
た
カ
ル
ナ
ッ
ク
神
殿
を
甦
ら
せ
た
か
の
よ
う
な
建
築
物

は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
ナ
チ
ス
の
よ
っ
て
建
造
さ
れ
た
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ペ

ア
ー
設
計
の
典
型
的
な
ナ
チ
建
築
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
象
徴
を
背

景
に
暗
黒
の
空
に
向
け
て
画
面
中
心
に
パ
レ
ッ
ト
の
つ
い
た
ポ
ー
ル
が
立
つ
こ

と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
画
家
と
な
る
こ
と
を
切
望
し
挫
折
の
後
、
絵
筆
を
持
た

ず
に
世
界
の
中
心
た
ら
ん
と
し
た
一
人
の
男
が
、
一
九
四
五
年
と
い
う
年
に
封

印
さ
れ
た
筈
の
い
ま
い
ま
し
い
歴
史
の
中
か
ら
再
び
我
々
の
前
に
浮
上
し
て
く

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
パ
レ
ッ
ト
と
は
負
の
エ
ナ
ジ
ー
を
生
み
出
す
に
到

っ
た
挫
折
し
た
画
家
・
ヒ
ト
ラ
ー
に
宿
っ
た
精
神
︵
霊
︶
性
＝
自
我
そ
の
も
の

図6　「無名の画家の為に」油彩・わらetc ／カンバス　208×t381cm　1983　アンゼレム・キーファー

図５　「5.無名の画家の為に」水彩
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と
も
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
様
に
暗
喩
的
に
登
場
す
る
パ
レ
ッ
ト
と
は
、
作
家
の
精
神
性
、
霊
＝G

eist

そ
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

画
家
、
キ
ー
フ
ァ
ー
に
と
っ
て
描
く
こ
と
は
、
描
く
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
つ
き
動
か
す
自
我
、
精
神
︵
霊
︶
性
を
描
く

と
い
う
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
彼
に
は
他
に
も
﹁D

er Rhein

﹂、﹁
ラ
イ
ン
川
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
巨
大
な
木
版
画
の
連
作
な

ど
が
あ
る
が
、
ラ
イ
ン
川
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
文
化
の
中
心
的
テ
ー
マ
で
も
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
中
心
を
意
味
し
て
い

る
。
彼
が
描
こ
う
と
す
る
も
の
は
中
心
そ
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
神
話
学
に
も
造
詣
の
深
い
彼
は
、
絵
画
に
お
け
る
物
語
性
、
テ
ー
マ
性
を
蘇
生
さ
せ
、
中
心
に
据
え
た
と
言
え
な
く
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
テ
ー
マ
と
は
極
め
て
ド
イ
ツ
的
で
あ
り
、
一
九
四
五
年
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
キ
ー
フ
ァ
ー
的
な
の
で

あ
る
。

　

テ
ー
マ
に
お
け
る
中
心
性
に
留
ま
ら
ず
、
西
欧
に
お
け
る
中
心
性
を
も
貫
こ
う
と
す
る
そ
の
精
神
性
は
、
彼
の
描
く
画
面
も
又
、
ほ

と
ん
ど
の
場
合
中
心
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
対
称
性
を
示
し
は
す
る
が
決
し
て
象
徴
的
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
形
骸
化

さ
れ
る
可
能
性
を
内
包
す
る
象
徴
で
は
な
く
、
飽
く
ま
で
も
中
心
性
に
彼
の
精
神
は
そ
そ
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
。

　

仮
に
こ
の
中
心
性
へ
の
希
求
を
キ
ー
フ
ァ
ー
個
人
の
特
性
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
に
育
ま
れ
た
精
神
性
と
仮
定
し

て
み
よ
う
。

　

さ
て
、
で
は
そ
の
中
心
性
と
は
、
と
り
わ
け
絵
画
に
お
け
る
中
心
性
と
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

祭
壇
画
の
中
心
性
―
奇
数
性

　

宇
宙
、
あ
る
い
は
世
界
の
像
と
し
て
の
イ
コ
ン
は
中
心
に
神
が
描
か
れ
、
中
心
か
ら
の
視
線
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
人
々
に
そ
そ
が
れ

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
に
遠
近
法
を
確
立
し
た
レ
オ
ナ
ル
ド
は
、
描
く
側
、
見
る
側
、
い
わ
ば
我
々
人
間
に
視
線
の
主
体
性
を
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拓
き
、
画
面
の
奥
に
、
世
界
＝
空
間
を
押
し
や
り
、
よ
り

高
次
な
整
合
性
へ
の
解
答
と
し
て
消
失
点
と
い
う
中
心
を

求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、
そ
の
中
心
性
の
問
題
を
図
像
的
に
も
最
も

端
的
に
示
す
モ
デ
ル
と
し
て
、
礼
拝
の
対
象
と
し
て
視
線

を
受
け
止
め
、
そ
の
目
的
に
応
え
、
縦
長
の
フ
ォ
ー
マ
ー

ト
、
奇
数
性
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
祭
壇
画
に
注
目
し
て
み

る
こ
と
に
す
る
。

　

一
四
三
二
年
、
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
に
よ
っ
て
完

成
さ
れ
た
ゲ
ン
ト
の
﹁
仔
羊
の
祭
壇
画
﹂
は
、
上
下
二
段

か
ら
な
る
複
雑
な
多
翼
式
祭
壇
画
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　

開
翼
時
の
上
段
中
心
、
全
能
者
キ
リ
ス
ト
は
他
よ
り
大

き
な
ス
ケ
ー
ル
で
、
軽
く
右
手
を
上
げ
天
を
指
し
、
真
紅

の
衣
を
ま
と
い
真
正
面
を
む
い
て
い
る
。
画
面
左
に
は
聖

母
マ
リ
ア
が
濃
紺
の
、
右
に
は
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
が
緑
の
衣

で
伴
に
身
体
を
や
や
中
心
に
む
け
、
彼
ら
の
眼
差
し
は
祭

壇
画
を
前
に
す
る
我
々
に
む
け
ら
れ
、
こ
の
三
枚
で
中
央

の
本
体
部
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
左
翼
に
合
唱

す
る
天
使
、
ア
ダ
ム
、
右
翼
に
奏
楽
す
る
天
使
、
イ
ヴ
を

図7　「仔羊の祭壇画」1432　ファン・アイク
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配
し
、
ま
た
下
段
中
央
に
は
神
秘
の
仔
羊
、
左
翼
は
キ
リ
ス
ト
の
騎
士
、
正
し
き
裁
き
人
、
右
翼
に
は
聖
隠
修
た
ち
、
聖
巡
礼
者
た
ち

を
配
す
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
が
構
成
さ
れ
完
結
し
て
い
る
。
こ
の
様
に
全
体
は
明
解
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
見
る

我
々
が
そ
の
構
造
を
み
と
っ
て
ゆ
く
装
置
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

前
述
の
様
に
上
段
は
七
種
、
七
枚
、
下
段
は
五
種
、
五
枚
か
ら
構
成
さ
れ
、
こ
の
様
に
祭
壇
画
は
、
必
ず
開
翼
時
に
は
奇
数
の
絵
に

よ
っ
て
全
体
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
心
を
先
ず
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
複
数
を
配
そ
う
と
し
た
時
必
ず
奇
数
の
配

列
と
な
る
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
奇
数
性
の
持
つ
中
心
を
導
き
出
す
特
牲
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

中
心
性
と
奇
数
性
は
、
分
ち
が
た
く
強
く
結
ぼ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

神
を
描
く
こ
と
が
最
大
の
課
題
で
あ
り
、
神
に
も
と
っ
て
代
わ
れ
る
真
理
を
求
め
た
連
な
り
と
し
て
の
西
洋
美
術
史
に
あ
っ
て
、
信

仰
は
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
の
後
も
一
七
世
紀
中
葉
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
時
代
迄
の
な
が
き
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
中
心
を
譲
ろ
う
と
は
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

障
屏
画
の
非
中
心
性
―
偶
数
性

　

礼
拝
の
対
象
と
し
て
展
開
し
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
史
に
対
し
、
日
本
で
は
実
に
早
い
時
点
で
絵
画
は
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
役

割
は
他
の
分
野
に
明
け
渡
し
た
の
だ
っ
た
。

　

で
は
一
体
何
が
そ
れ
を
可
能
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

平
安
朝
、
大
陸
か
ら
移
入
さ
れ
た
仏
教
美
術
は
感
傷
性
と
い
う
日
本
独
特
と
も
言
え
る
感
性
を
加
え
、
藤
原
仏
画
を
高
貴
に
も
代
表

す
る
﹁
普
賢
菩
薩
像
﹂ 

な
ど
幾
つ
も
の
名
品
と
呼
ば
れ
る
仏
画
を
輩
出
す
る
隆
輿
の
時
を
十
二
世
紀
平
安
末
期
に
迎
え
、
そ
の
後
鎌
倉

時
代
に
入
り
平
安
期
の
密
教
画
の
系
譜
に
基
づ
く
優
れ
た
遺
品
を
残
し
て
い
る
。
又
、
神
仏
合
体
の
思
想
を
主
題
に
し
た
垂
迹
画
と
し

て
の
﹁
那
智
滝
図
﹂
は
見
事
な
崇
高
さ
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
風
景
画
と
し
て
も
或
る
高
み
に
達
し
て
お
り
、
既
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に
他
の
テ
ー
マ
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
こ
と
が
暗
示
す
る
様
に
、
宗
教
画
は
十
三
世
紀
後
半
ま
も
な
く
急
速

に
衰
退
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

で
は
こ
と
さ
ら
何
故
に
日
本
に
お
い
て
絵
画
は
、
宗
教
の
テ
ー
マ
か
ら
早
期
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

先
ず
そ
れ
は
、
日
本
の
場
合
、
住
空
間
す
な
わ
ち
日
常
の
場
に
絵
画
が
生
成
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
得
ら
れ
た

こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

本
来
、
寺
院
や
教
会
は
外
部
の
世
俗
生
活
の
場
か
ら
隔
絶
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
造
ら
れ
た
宗
教
的
空

間
、︿
聖
な
る
場
﹀
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
住
空
間
は
聖
に
対
し
て
の
俗
に
値
し
、
そ
の
場
と
は
も
と
も

と
宗
教
性
に
の
み
支
配
さ
れ
た
環
境
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
殊
に
寝
殿
造
は
広
大
な
広
間

で
も
あ
り
、
開
口
部
を
ひ
ろ
く
持
っ
た
開
放
的
な
そ
の
構
造
は
間
切
り
と
し
て
開
閉
撤
去
の
容
易
な
襖
、
屏

風
な
ど
を
必
要
と
し
、
そ
れ
ら
を
支
持
体
と
す
る
障
屏
画
と
呼
ば
れ
る
絵
画
形
式
に
独
自
の
生
成
の
場
を
提

供
し
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
襖
や
屏
風
な
ど
の
偶
数
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る
非
中
心
性
の
絵
画
構
造
に
こ
そ
そ
の
最
大
の
要
因
が

隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
特
性
は
、
我
が
国
に
宗
教
性
を
は
な
れ
絵
画
独
自

の
発
展
を
他
に
先
ん
じ
て
許
す
こ
と
を
誘
い
出
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
障
屏
画
は
、
左
右
へ
の
開
閉
折
り
た
た
み
自
在
の
家
具
と
し
て
の
機
能
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
為
、

そ
れ
ら
は
偶
数
に
よ
っ
て
の
構
造
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

偶
数
性
は
中
心
性
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
宗
教
表
現
成
立
の
必
要
十
分
条
件
を
満
た
さ
ず
、
そ
れ
に
加
え

複
数
の
横
へ
の
連
続
性
、
横
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
特
性
は
視
線
も
横
に
流
す
宿
命
を
負
っ
て
お
り
、
中
心
へ

図8　「高野山水屏風」６曲一双　室町時代（15世紀）
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の
固
定
さ
れ
た
視
線
を
望
む
宗
教
画
に
は
不
適
切
で
、
障
屏
画
は
こ
こ
に
宗
教
性
か
ら
解
き
放
さ
れ
独
自
の
生
成
の
原
理
︱
絵
画
原
理

︱
を
生
き
始
め
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
西
欧
絵
画
の
系
譜
上
に
な
く
、
絵
画
に
異
な
っ
た
地
平
を
拓
い
た
障
屏
画
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

我
が
国
最
古
の
も
の
と
し
て
は
、
本
来
は
鳥
毛
を
貼
り
つ
け
彩
色
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
、
八
世
紀
天
平
期
の
﹁
鳥
毛
立
女
屏
風
﹂
六

扇
︵
扇
と
は
構
成
す
る
一
枚
一
枚
の
パ
ネ
ル
を
い
う
︶
が
あ
る
。
鳥
毛
は
現
在
は
失
わ
れ
、
輪
郭
を
残
す
だ
け
だ
が
、
そ
の
姿
の
優
美

さ
、
耽
美
的
と
も
言
え
る
工
芸
性
に
よ
っ
て
、
色
と
り
ど
り
の
鳥
毛
で
飾
ら
れ
た
像
を
想
像
に
よ
っ
て
補
っ
た
時
、
大
和
絵
の
装
飾
的

淵
源
を
も
、
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

支
持
体
が
紙
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
柱
構
造
の
日
本
家
屋
の
特
質
に
合
わ
せ
て
屏
風
か
ら
転
化
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
襖
絵
は
建
造

物
に
固
定
さ
れ
る
性
質
か
ら
運
命
を
建
造
物
と
共
に
す
る
宿
命
も
手
伝
い
、
古
い
遺
品
は
極
め
て
少
な
い
。
し
か
し
我
々
に
は
﹁
源
氏

物
語
絵
巻
﹂
な
ど
の
画
中
画
︵
絵
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
絵
︶
の
中
に
、
そ
れ
ら
を
確
認
す
る
こ
と
が
幸
い
許
さ
れ
て
は
い
る
。

　

十
一
世
紀
の
や
は
り
六
扇
か
ら
成
る
﹁
山
水
屏
風
﹂
に
は
一
扇
一
扇
、
そ
れ
ぞ
れ
の
四
辺
に
縁へ
り

が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
縁
は
十

三
世
紀
中
頃
に
な
る
と
﹁
高
野
山
水
屏
風
﹂
に
見
ら
れ
る
様
に
二
扇
単
位
で
ま
と
め
ら
れ
る
様
に
な
り
、
更
に
十
四
世
紀
を
迎
え
、
全

体
の
上
下
左
右
だ
け
に
施
す
と
い
う
形
が
一
般
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
経
過
の
中
で
画
全
体
を
貫
く
連
続
し
た
大
き
な
構
図
の
組

み
立
て
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
十
五
世
紀
、
六
曲
屏
風
を
二
隻
連
関
さ
せ
る
六
曲
一
双
と
い
う
屏
風
の
基
本
形
式

が
定
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
画
面
空
間
は
、
更
に
横
に
拡
か
る
統
一
的
構
図
の
発
展
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
む
し
ろ
画
面
の
連
続
性
へ
の
欲
求
が
縁
を
取
り
去
り
、
更
に
二
隻
を
貫
い
た
大
画
面
を
呼
び
寄
せ
た
と
は
言
え
な
く
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
様
に
極
度
に
横
に
長
い
画
面
に
お
い
て
、
視
線
は
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
中
心
に
導
か
れ
集
中
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
画
面
の
上
を
移
動
し
て
ゆ
く
能
力
を
引
き
出
さ
れ
る
。
中
心
性
を
持
つ
縦
長
画
面
が
視
線
を
止
め
、
集
中
し
て
ゆ
く
浸
透
性
を
推
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進
さ
せ
る
の
に
対
し
、
横
長
画
面
は
視
線
に
運
動
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

　

障
屏
風
画
の
絵
画
形
式
の
中
に
も
様
式
的
に
は
、
禅
宗
と
と
も
に
中
国
よ
り
移

入
さ
れ
た
水
墨
画
を
根
幹
に
お
く
︿
漢
画
系
﹀
と
、﹁
源
氏
物
語
絵
巻
﹂
に
見
ら

れ
る
様
な
、
色
彩
豊
か
な
、
装
飾
性
に
富
ん
だ
、
華
麗
な
︿
大
和
絵
系
﹀
の
二
つ

の
系
譜
が
あ
る
。
こ
の
両
者
は
、
時
に
は
拮
抗
し
、
互
い
に
影
響
し
合
い
、
有
機

的
に
融
合
し
、
日
本
障
屏
絵
画
を
形
ど
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

漢
画
系
―
空
間
素
描

　

漢
画
の
系
譜
と
は
、
先
行
す
る
あ
こ
が
れ
の
地
、
大
陸
か
ら
禅
宗
絵
画
と
し
て

渡
来
し
た
水
墨
画
が
、
世
俗
に
出
て
宗
教
性
が
減
退
、
消
失
し
、
十
五
世
紀
室
町

初
期
以
降
本
格
的
な
水
墨
山
水
画
と
し
て
大
画
面
を
成
立
さ
せ
て
ゆ
く
も
の
で
あ

る
。
宗
教
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
を
持
た
な
く
な
る
水
墨
画
は
、
自
ら
が
生
成
し

て
ゆ
く
原
理
、
新
た
な
る
テ
ー
マ
、
水
墨
独
自
の
真
理
を
追
求
し
て
ゆ
く
こ
と
と

な
る
。

　

そ
の
水
墨
画
に
お
け
る
真
理
を
、
こ
こ
で
は
︿
空
間
﹀
と
仮
定
し
て
み
た
い
。

そ
れ
は
水
墨
画
の
本
質
は
素
描
に
あ
る
と
確
信
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

だ
が
、
そ
の
前
に
こ
こ
で
少
し
素
描
に
つ
い
て
の
説
明
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

日
本
語
の
素
描
は
、
英
語
のD

raw
ing

＝
ド
ゥ
ロ
ー
イ
ン
グ
、
仏
語
、D

essin

＝
デ
ッ
サ
ン
、
独
語
、Zeichnung
＝
ツ
ァ
イ
ヒ
ヌ
ン
グ
な
ど
と
同
義
語
と
さ
れ

図9　「観音猿鶴図」三幅　牧谿
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る
の
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
ド
ゥ
ロ
ー
イ
ン
グ
の
場
合
、
テ
ー
マ
性
に
関
し
て
は
空

間
と
い
う
よ
り
、
も
っ
と
広
範
囲
な
範
疇
を
持
っ
て
お
り
、
物
質
感
の
弱
い
素
材
︵
紙
や

水
彩
等
︶
の
仕
事
や
油
彩
な
ど
メ
イ
ン
の
仕
事
に
対
す
る
副
次
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
た

仕
事
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
自
律
性
は
ま
だ
担
保
さ
れ
て
い
な
い
様
に
恩
わ

れ
る
。
又
、
デ
ッ
サ
ン
は
、
専
門
教
育
の
入
口
で
の
あ
る
特
定
な
空
間
感
に
基
づ
い
た
表

現
の
み
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、︿
か
た
ち
﹀
を
意
味
し
て
い

る
。

　

こ
こ
で
い
う
素
描
と
は
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
、
支
持
体
、
例
え
ば
、
紙
の
上
に
単

色
の
描
線
や
調
子
を
持
っ
た
面
が
、
お
か
れ
た
時
点
で
、
特
定
の
空
間
を
生
じ
さ
せ
る
こ

と
を
目
的
と
し
、
描
線
、
面
白
体
が
自
律
し
た
造
形
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
を
指
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
勿
論
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
様
な
素
描
の
絵
画
に
対
し
て
の
劣
性
を
語

ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
こ
と
さ
ら
な
い
。

　

さ
て
、
素
描
の
課
題
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
形
、
す
な
わ
ち
空
間
を
捉
え
て
ゆ
く
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
絵
画
概
念
に
と
っ
て
、
そ
の
空
間
把
握
は
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ

り
、
空
間
を
よ
り
適
確
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
時
、
情
感
を
伴
う
色
彩
は
空
間
を
不
明
瞭

に
お
と
し
め
、
色
彩
が
内
包
す
る
様
々
な
要
素
は
、
む
し
ろ
妨
げ
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
水
墨
画
の
様
に
無
彩
色
に
よ
る
表
現
は
空
間
を
テ
ー
マ
に
し
た
時
、
極
め
て

目
的
に
沿
っ
た
適
切
な
表
現
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
空
間
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し

た
キ
ュ
ピ
ズ
ム
の
作
品
群
の
色
彩
の
乏
し
さ
、
あ
る
い
は
彫
刻
家
で
あ
る
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ

図10　「松林図」（右隻） 16世紀　長谷川等伯
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ィ
ー
が
、
自
ら
の
彫
刻
的
テ
ー
マ
を
絵
画
に
お
い
て
試
み
た
結
果
と
し
て
現
わ
れ
る
モ
ノ

ク
ロ
ー
ム
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
画
面
を
想
い
起
こ
せ
ば
、
自
ず
と
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る

筈
で
あ
る
。

　

墨
は
、
単
色
の
描
材
の
中
に
あ
っ
て
、
空
間
表
現
を
目
的
と
す
る
際
、
無
限
に
近
い
調

子
、
濃
淡
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
し
、
ま
た
、
筆
は
身
体
の
運
動
感
を
率
直
に
画

面
に
伝
え
る
に
は
大
変
優
れ
て
い
て
、
そ
の
身
体
性
を
伴
う
即
興
的
な
筆
致
に
よ
っ
て
生

じ
る
強
弱
、
ス
ピ
ー
ド
感
な
ど
が
形
、
空
間
を
体
現
す
る
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
描
材
と

し
て
の
墨
は
そ
の
墨
自
体
の
持
つ
魅
力
を
、
漏
ら
さ
ず
受
け
と
め
る
和
紙
と
い
う
支
持
体

と
遭
遇
し
て
、
素
描
の
持
つ
特
性
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
、
飛
躍
的
に
空
間
表
現
の
可
能
性

を
拡
げ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
様
な
水
墨
画
、
漢
画
系
の
文
脈
を
振
り
返
る
時
、
南
宋
の
画
家
牧
谿
が
浮
上
し
て

く
る
。
彼
ほ
ど
日
本
で
敬
愛
さ
れ
、
尊
重
さ
れ
、
か
つ
日
本
水
墨
画
の
発
展
に
影
響
を
与

え
た
作
家
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
柔
和
で
繊
細
な
彼
の
水
墨
に
よ
る
表
現
が
、
日

本
人
の
感
性
と
合
致
し
、
熱
狂
的
な
支
持
の
も
と
受
け
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、

中
国
内
の
評
価
は
、
必
ず
し
も
日
本
で
の
そ
れ
と
は
一
致
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
生

き
た
南
宋
の
時
代
で
も
、
依
然
と
し
て
男
性
的
空
間
感
を
持
ち
、
厳
し
い
筆
法
で
そ
れ
を

体
現
す
る
北
宋
画
が
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
し
て
主
流
を
な
し
根
強
く
支
配
し
て
い
た
こ
と

に
加
え
、
禅
宗
の
厳
し
い
思
想
性
と
も
根
底
で
は
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

図10　「松林図」（左隻）6曲一双（左隻） 16世紀　長谷川等伯



34

　

そ
の
牧
谿
の
代
表
作
、
中
央
に
白
衣
観
音
を
配
す
三
幅
か
ら
成
る
﹁
観
音
猿
鶴
図
﹂

の
気
品
に
満
ち
た
表
現
は
、
墨
の
限
り
な
く
豊
か
な
幅
の
あ
る
微
妙
な
濃
淡
に
よ
っ
て

深
み
の
あ
る
空
間
性
を
示
し
、
筆
勢
を
感
じ
き
せ
る
自
然
主
義
的
な
厳
格
な
描
写
力
と

深
い
宗
教
感
情
で
そ
の
空
間
は
満
た
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
様
な
空
間
性
の
伝
統
は
、
長
谷
川
等
伯
を
し
て
﹁
松
林
図
﹂
六
曲
一
双
に
、
霧

に
か
す
む
松
を
描
か
せ
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
彼
が
描
い
て
い
る
も
の
は
、
松
で
は
な

く
、
霧
＝
空
間
そ
の
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
時
牧
谿
の
持
つ
宗

教
性
に
支
え
ら
れ
る
深
い
空
間
性
は
、
画
家
の
眼
差
し
と
し
て
の
深
い
空
間
性
へ
と
変

化
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。

　

三
幅
に
よ
る
宗
教
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
六
曲
一
双
の
画
面
様
式
に
転
換
さ
れ
る
際
、

画
家
の
眼
差
し
を
得
て
意
味
、
教
義
の
世
界
か
ら
解
放
さ
れ
、
新
た
な
る
意
味
は
、
作

家
の
主
観
と
水
墨
の
真
理
︱
原
理
︱
に
預
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
霧
の
あ
く
ま
で
も
デ
リ
ケ
ー
ト
な
濃
淡
の
変
化
に
作
家
の
注
意
は
注
が
れ
、
一
方
松
は
牧
谿
の
筆
勢
よ
り
更
に
力
強
く
、

む
し
ろ
筆
の
硬
さ
、
筆
自
体
が
感
じ
と
れ
る
ほ
ど
の
力
強
さ
で
、
即
興
的
に
作
家
の
身
体
の
動
き
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

大
和
絵
系
に
﹁
松
図
﹂、﹁
浜
松
図
﹂
と
い
う
松
を
主
題
と
し
て
自
然
主
義
的
に
そ
の
形
象
を
描
写
す
る
系
譜
が
あ
る
の
だ
が
、
等
伯

は
漢
画
系
に
そ
の
テ
ー
マ
を
ひ
き
込
み
、
霧
の
中
に
立
ち
並
び
松
の
群
に
対
象
を
し
ぼ
り
な
が
ら
も
、
実
は
彼
は
、
松
と
松
の
間
に
あ

る
霧
そ
の
も
の
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
間
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
霧
を
媒
介
と
し
て
、
そ
の
不
可
視
の
空
間

と
い
う
も
の
を
墨
に
よ
っ
て
体
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
松
を
借
り
て
、
筆
の
身
体
性
を
表
わ
す
運
動
感
が
抑
揚
の
あ
る
描
線
を
律
動
さ
せ
、
そ
の
筆
勢
の
リ
ズ
ム
は
空
間
を
つ
く
り

図11　「浜松図」（部分） 15世紀
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出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

又
、
六
曲
一
双
の
連
続
画
面
の
中
で
、
霧
は
松
の
中
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
横
に
流
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
複
数
の
松
が
個
性
豊
か
に

立
ち
並
ん
で
い
る
か
の
様
に
見
え
る
画
面
を
注
意
深
く
そ
の
松
の
形
象
を
観
察
す
る
と
ほ
ぼ
同
じ
形
象
の
松
が
、
右
隻
、
左
隻
に
繰
り

返
し
、
わ
ず
か
ず
つ
、
そ
の
姿
を
変
え
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
気
付
く
筈
で
あ
る
。
例
え
ば
、
右
隻
右
端
の
左
に
傾
く
松
は
、
左
隻
の

一
番
左
に
霧
の
奥
に
そ
の
姿
を
ぼ
ん
や
り
と
見
せ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
右
隣
、
お
そ
ら
く
一
番
手
前
に
立
つ
松
は
、
右
隻
中
央
に
や

は
り
強
い
調
子
で
登
場
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
同
一
形
象
︱
オ
ル
ナ
メ
ン
ト
︱
を
繰
り
返
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
画
面
に
リ
ズ
ム
感
を
導
き
出
す
と
い
う
大
和
絵
の
典
型
的

な
装
飾
的
手
法
で
あ
り
、
更
に
墨
の
濃
淡
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
疎
と
密
を
交
互
に
、
し
か
し
決
し
て
一
定
で
は
な
く
配
す
る
こ
と
で
助

長
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
い
わ
ば
漢
画
の
持
つ
墨
の
魅
力
と
身
体
性
を
感
じ
さ
せ
る
素
描
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
る
。
大
和
絵
と
漢
画
が
長
谷
川
等
伯
と
い
う
作
家
を
得
て
、
こ
こ
で
力
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

大
和
絵
系
―
色
面
絵
画

　

で
は
、
も
う
一
方
の
系
譜
、
大
和
絵
系
で
は
何
に
立
脚
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

漢
画
が
空
間
性
を
求
め
る
素
描
で
あ
る
と
し
た
ら
、
大
和
絵
は
、
色
面
に
よ
る
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
絵
画
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

大
和
絵
に
お
い
て
は
、
視
線
は
決
し
て
奥
へ
と
は
導
か
れ
ず
、
画
面
の
表
面
に
そ
そ
が
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
視
線
を
受
け
止
め

る
表
面
は
、
艶
や
か
な
色
面
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
全
体
性
の
中
を
大
胆
な
構
成
に
よ
っ
て
成
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

奥
行
き
、
空
間
性
は
拒
絶
さ
れ
て
い
る
か
の
様
で
も
あ
る
。

　

大
和
絵
障
屏
画
に
触
れ
る
前
に
、
そ
の
原
理
と
も
思
え
る
﹁
源
氏
物
語
絵
巻
﹂
に
注
目
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。　
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画
面
表
面
に
そ
そ
が
れ
た
視
線
は
、
み
や
び
と
も
言
え
る
華
麗
な
る
色
彩
に
よ
る
色
面
の
大
胆
な
構
成
に
よ
っ
て
右
に
左
に
そ
し
て

斜
め
へ
と
視
線
を
滑
ら
せ
て
ゆ
く
。

　

し
か
し
、
決
し
て
そ
れ
は
上
へ
、
ま
し
て
手
前
に
押
し
寄
せ
て
は
こ
な
い
の
で
あ
る
。
視
線
は
画
面
表
面
上
を
時
に
は
ゆ
っ
く
り
と

時
に
は
描
か
れ
た
形
象
の
輪
郭
を
な
ぞ
り
、
登
場
す
る
人
々
の
感
情
の
間
を
往
復
し
、
た
わ
む
れ
、
物
語
性
の
中
を
移
動
し
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。

　

勿
論
、
そ
の
際
、
色
面
に
よ
る
構
成
は
そ
の
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
中
で
、
適
切
な
大
き
さ
、
色
彩
の
バ
ラ
ン
ス
が
欲
求
さ
れ
る
の
は
言

う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
視
覚
的
な
真
理
に
よ
っ
て
、
物
語
り
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

絵
画
と
し
て
も
自
律
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
様
な
絵
巻
の
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
は
極
端
に
横
に
伸
ば
さ
れ
た
典
型
を
示
す
の
で
は
あ
る
が
、
時
間
を
随
伴
す
る
物
語
り
の
読
解
性

の
特
性
を
考
え
合
わ
せ
た
時
、
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
上
の
横
の
端
は
、
空
間
上
の
端
で
あ
る
と
同
時
に
、
時
間
的
な
端
で
も
あ
る
の
だ
。
障

屏
画
の
横
へ
の
連
続
性
の
欲
求
は
、
こ
れ
ら
絵
巻
の
美
学
が
、
根
底
に
あ
っ
た
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
横
長
画
面
は

空
間
的
な
横
へ
の
拡
が
り
と
同
時
に
時
間
的
な
連
な
り
も
可
能
と
し
、﹁
四
季
図
﹂
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
一
年
の
ス
パ
ン
を
一
画
面
内

に
描
き
入
れ
る
こ
と
を
も
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

大
和
絵
に
お
い
て
の
画
面
の
意
識
は
、
平
面
と
い
う
よ
り
表
面
と
し
て
の
自
覚
の
方
が
優
先
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
視
線
が
、
奥
に
届
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
表
面
上
を
滑
っ
て
ゆ
く
仕
組
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
想
像
が
で
き
る
の
で

は
あ
る
が
、
如
何
に
意
識
が
、
表
面
性
に
そ
そ
が
れ
た
と
し
て
も
、
表
面
は
ひ
と
た
び
三
次
元
的
空
間
を
想
定
し
た
時
、
自
動
的
に
平

面
す
な
わ
ち
二
次
元
と
し
て
の
道
理
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
平
面
に
三
次
元
の
も
の
を
還
元
し
よ
う
と
す
る
際
、
画
面
内
に

不
整
合
な
、
空
間
の
ひ
ず
み
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
大
和
絵
の
中
で
は
頻
繁
に
雲
の
形
態
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
雲
や
か
す
み

は
、
そ
の
ひ
ず
み
を
画
面
の
中
で
修
正
す
る
目
的
に
応
え
る
か
た
ち
で
、
誕
生
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ
の
目
隠
し
と
し
て
誕
生
を
み
た
雲
形
、
雲
煙
は
画
面
の
中
で
徐
々
に
モ
ク
モ
ク
と

意
匠
と
し
て
の
成
長
を
と
げ
、
む
し
ろ
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
形
態
と
し
て
大
和
絵
を
印
象
づ

け
る
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。
時
に
そ
の
金
の
雲
煙
が
画
面
の
大
部
分
を
支
配
し
、
本

来
描
か
れ
て
い
る
対
象
で
あ
る
形
態
が
、
わ
ず
か
に
雲
煙
の
間
合
い
か
ら
顔
を
の
ぞ
か

せ
て
い
る
よ
う
な
作
品
を
輩
出
す
る
ま
で
に
到
る
の
で
あ
る
。

　

空
間
の
ひ
ず
み
、
二
次
元
と
三
次
元
の
矛
盾
を
か
か
え
込
ん
だ
表
面
性
は
、
そ
の
矛

盾
を
繕
う
方
便
と
し
て
の
雲
煙
の
内
的
熟
成
を
得
て
、
華
麗
な
装
飾
性
豊
か
な
表
面
と

し
て
甦
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
雲
煙
に
よ
っ
て
隔
絶
さ
れ
た
箇
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
整
合
性
の
あ

る
シ
ー
ン
を
つ
く
っ
て
お
り
、
同
一
画
面
内
に
複
数
視
点
と
、
複
数
の
シ
ー
ン
を
実
現

し
た
こ
と
と
な
る
。
こ
の
複
数
の
シ
ー
ン
を
統
一
あ
る
大
画
面
に
統
合
さ
せ
た
の
は
画

面
全
体
を
覆
っ
て
い
る
雲
煙
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
本
来
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
背
景
と
し

て
存
在
す
る
雲
煙
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
形
態
と
し
て
の
そ
の
存
在
を
あ
ら
わ
に
し
て
い

る
の
で
あ
る
、
こ
の
ポ
ジ
、
ネ
ガ
、
地
と
図
の
置
換
可
能
な
極
め
て
図
象
的
な
絵
画
原

理
は
、
装
飾
性
を
助
長
し
、
全
体
を
均
一
性
に
よ
っ
て
満
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
大
和
絵
は
、
高
い
装
飾
性
に
よ
っ
て
優
雅
で
華
麗
な
美
と
し
て
結
実
し
、
表

面
に
そ
そ
が
れ
た
視
線
を
十
分
に
受
け
止
め
愉
し
ま
せ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
装
飾
性
こ
そ
が
、
大
和
絵
の
本
質
で
も
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
装
飾
と
い

う
語
の
持
つ
意
は
、
必
ず
し
も
肯
定
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
否
定
的
な
意
味
合
い
を
含

図12　「洛中洛外図屏風」６曲一双（右隻）16世紀
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む
こ
と
も
多
い
。
で
は
一
体
何
が
、
装
飾
性
を
し
い
た
げ
ら
れ
た
意
味
合
い
に
連
鎖
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
意
味
に

お
い
て
、
大
和
絵
も
決
し
て
そ
の
例
外
で
は
な
い
の
だ
。

　

そ
れ
は
芸
術
が
、
希
求
し
よ
う
と
す
る
真
理
が
求
心
性

0

0

0

、
中
身
0

0

、
深
さ
0

0

に
向
か
う
の
に
対
し
、
装
飾
が
、
そ
の
外
側
0

0

、
表
面
0

0

に
終
始

す
る
特
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

大
和
絵
の
表
面
に
対
す
る
造
形
性
＝
真
理
は
極
め
て
浅
い
空
間
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
空
間
の
浅
さ
は
、
き
ち
ん
と
し

た
検
証
を
待
た
ず
即
、
精
神
の
浅
さ
を
も
連
想
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
又
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
的
色
面
は
そ
の
形
態
を
形
づ
く

る
輪
郭
に
疑
問
や
葛
藤
の
痕
跡
を
隠
匿
す
る
宿
命
を
持
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
そ
の
精
神
の
跡
は
表
面
に
残
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か

つ
、
そ
の
色
面
、
輪
郭
に
よ
っ
て
形
ど
ら
れ
る
形
態
の
反
復
性
も
ま
た
、
中
心
か
ら
遠
の
い
て
ゆ
く
性
格
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。

　

し
か
し
、
あ
る
い
は
外
側
に
真
理
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
こ
で
真
理
が
実
を
結
ぶ
こ
と
は
な
い

の
だ
ろ
う
か
。

　

内
側
、
あ
る
い
は
奥
へ
と
む
か
う
求
心
性
は
、
一
つ
の
中
心
を
信
じ
て
や
ま
な
い
西
欧
の
一
元
的
世
界
観
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
こ
の
一
元
的
世
界
観
こ
そ
が
、
装
飾
を
芸
術
の
外
側
に
追
い
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
装
飾
性
軽
視
の
思
想
は
、
何
も
西
欧
の
そ
の
一
元
的
世
界
観
に
の
み
、
そ
の
根
幹
が
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
次
の
事
実
が

示
し
て
い
る
。

　

障
屏
画
が
隆
興
の
時
を
迎
え
る
室
町
期
に
お
い
漢
画
系
に
は
必
ず
あ
る
署
名
、
落
款
は
、
大
和
絵
の
場
合
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
も
と
も
と
禅
宗
の
厳
し
い
精
神
性
と
と
も
に
移
入
さ
れ
た
水
墨
画
は
、
精
神
表
現
の
場
で
あ
り
、
主
題
と
作
家
の
志
向
性

は
支
持
体
の
上
で
対
峙
し
、
そ
の
葛
藤
の
証
し
と
し
て
署
名
、
落
款
を
残
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
表
現
者
と
し
て
の
精
神
性
＝
自
我
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
。
一
方
、
宗
教
性
を
背
景
と
し
な
い
大

和
絵
の
表
面
に
は
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
表
現
者
と
し
て
の
自
我
は
、
ま
だ
宿
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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あ
る
い
は
、
無
自
覚
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

だ
が
こ
こ
で
セ
ザ
ン
ヌ
の
水
彩
の
作
品
群
の
事
が
、
想
い
起
こ
さ
れ
て
く
る
。
一
八
九

六
年
、
初
め
て
エ
ク
ス
に
セ
ザ
ン
ヌ
の
ア
ト
リ
エ
を
訪
ね
た
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
は
、
ア
ト
リ
エ

の
床
に
あ
ま
り
に
も
無
造
作
に
置
か
れ
た
水
彩
の
入
っ
た
カ
ル
ト
ン
の
事
を
後
に
回
想
し

て
い
る
（
註
10
）
が
、
更
に
そ
の
実
に
六
五
〇
点
に
近
い
水
彩
作
品
に
は
、
彼
の
サ
イ
ン

を
認
め
る
事
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
例
外
を
除
い
て
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

事
実
が
示
す
様
に
、
こ
の
時
点
で
は
、
確
か
に
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
ま
だ
次
の
事
に
気
が
つ
い

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
水
彩
の
作
品
群
こ
そ
が
、
次
の
世
紀
を

拓
い
て
ゆ
く
と
い
う
事
を
。
こ
の
事
は
表
現
者
自
身
も
無
自
覚
の
内
に
真
理
が
育
ま
れ
て

い
る
事
も
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

ま
た
、﹁
那
智
滝
図
﹂
に
も
同
様
、
署
名
落
款
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

大
和
絵
も
室
町
期
を
経
て
、
署
名
、
落
款
と
と
も
に
作
家
の
自
我
が
、
画
面
に
反
映
す

る
様
に
な
り
、
極
め
て
個
性
的
な
作
品
が
続
々
と
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

　

二
曲
一
双
の
尾
形
光
琳
に
よ
る
﹁
紅
白
梅
図
﹂
は
、
大
胆
な
構
図
と
見
事
な
意
匠
性
に

よ
っ
て
日
本
障
屏
画
を
代
表
す
る
傑
作
で
あ
る
。

　

二
隻
を
貫
い
た
大
画
面
の
中
央
に
は
、
川
が
た
ゆ
と
う
様
に
優
雅
な
曲
線
の
文
様
の
連

な
り
と
し
て
描
か
れ
、
右
端
に
は
紅
梅
が
、
左
端
に
は
白
梅
が
配
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
幹

や
枝
の
表
情
は
、
墨
流
し
、
ド
ロ
ッ
ピ
ン
グ
に
よ
っ
て
、
見
事
に
表
さ
れ
て
い
る
。
白
梅

の
老
木
は
、
そ
の
根
も
と
近
く
の
幹
を
わ
ず
か
に
画
面
に
残
し
画
面
左
に
大
き
く
脱
出
し
、

図13　「紅白梅図」二曲一双　18世紀　尾形光琳
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再
び
今
度
は
、
左
画
面
上
部
か
ら
枝
と
な
り
復
帰
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
様
な
大
胆
な
構
図
は
、
障
屏
画
の
偶
数
性
に
よ
る
安
定
し
た
構
造
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
安
定
し
た

構
成
を
、
つ
き
崩
そ
う
と
す
る
欲
求
に
よ
り
、
構
図
は
大
胆
さ
を
増
し
、
非
対
称
の
美
学
が
こ
こ
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

中
心
性
を
求
め
な
い
筈
の
障
屏
画
に
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
中
央
に
川
が
流
れ
て
い
る
。
し
か
し
二
隻
を
ま
た
ぐ
よ
う
に
し
て
形
づ
く

ら
れ
る
川
の
中
央
に
は
、
二
隻
間
の
隔
た
り
が
存
在
し
、
こ
の
図
象
的
に
は
空
白
と
も
呼
べ
る
隔
た
り
は
、
一
定
の
幅
が
限
定
さ
れ
て

お
り
、
狭
く
な
っ
た
り
、
広
く
な
っ
た
り
す
る
事
で
、
た
ち
ま
ち
川
の
形
は
く
ず
れ
て
し
ま
い
、
た
だ
ち
に
そ
れ
は
全
体
に
波
及
し
、

絵
を
壊
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
一
見
、
川
が
中
心
を
占
め
て
い
る
様
で
あ
る
の
だ
が
、
実
は
、
こ
の
川
の
中
心
は
空
白
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
空
白
は
限
定
さ
れ
た
空く
う

で
あ
り
、
こ
の
限
定
さ
れ
た
空
が
、
中
心
を
占
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
西
欧
絵
画
の
様
に
、
中
心
が
重
心
に
な
る
の
で
は
な
く
、
空
に
よ
っ
て
中
心
は
満
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
大
画
面

が
右
隻
と
左
隻
の
二
隻
を
貫
い
て
一
つ
の
画
面
を
体
現
す
る
障
屏
画
の
原
理
の
中
で
自
己
実
現
し
た
一
つ
の
美
学
で
あ
ろ
う
が
、
前
述

し
た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
の
形
象
の
逆
転
が
、
こ
こ
で
は
、
画
面
と
画
面
の
外
と
の
関
係
で
も
操
作
さ
れ
て
お
り
絵
画
を
枠
に

囲
ま
れ
た
中
だ
け
で
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
空
間
、
環
境
の
中
で
息
づ
い
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
捉
え
て
ゆ
く
感

性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
絵
画
の
構
造
に
対
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
二
重
、
三
重
に
と
、
複
雑
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

大
和
絵
の
印
象
を
決
定
づ
け
る
金
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。

　

大
和
絵
に
お
け
る
表
面
性
の
自
覚
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
形
に
金
を
導
き
入
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
点
で
は
金
は
、
お
そ
ら
く
余

白
、
背
景
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
と
さ
ら
金
が
大
和
絵
の
中
で
多
く
用
い
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
豪
華
さ
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
反
射
す
る
性
質
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
反
射
す
る
特
性
に
よ
っ
て
余
白
で
あ
り
、
背
景

で
あ
る
金
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
形
象
に
対
し
て
、
光
の
変
化
に
よ
っ
て
、
明
る
く
も
な
り
、
暗
く
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
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１．論文　絵画における信仰性とフォーマート

ポ
ジ
と
ネ
ガ
の
逆
転
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
画
面
に
そ
そ
が
れ
た
視
線
は
、
そ
の
時
、
表
面
性
を
強
く
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
反
射
す
る
金
の
特
性
は
、
見
る
者
に

絵
画
の
平
面
に
お
け
る
表
面
性
を
呼
び
さ
ま
し
、
そ
し
て
更
に
表
面
に
そ
そ
が
れ
る
意
識
は
、
描
材
、
材
質
、
す
な
わ
ち
マ
テ
リ
ア
ル
、

物
質
性
へ
の
関
心
に
転
化
さ
れ
、
金
箔
は
箔
足
を
意
識
的
に
見
せ
、
物
質
感
を
強
調
さ
せ
た
り
、
金
泥
を
多
用
し
、
凹
凸
の
物
質
感
を

示
し
、
表
面
性
の
意
識
は
物
質
性
へ
の
自
覚
を
強
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

大
和
絵
障
屏
画
の
表
面
に
あ
っ
て
、
マ
テ
リ
ア
ル
と
し
て
の
金
は
、
豪
華
さ
で
あ
る
と
同
時
に
画
面
構
成
上
で
は
、
余
白
を
意
味
す

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
限
り
な
く
在
る

0

0

0

0

0

0

こ
と
と
限
り
な
く
無
い

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
同
時
に
合
わ
せ
持
つ
こ
と
で
も
あ
り
、
画
面
上
で
金
は
そ
の

両
義
性

0

0

0

を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
義
性
の
思
想
と
、
一
元
論
的
世
界
観
を
求
め
る
も
の
と
の
間
に
は
、
大
き
な
隔
た
り
が
横

た
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　

こ
の
様
に
も
と
も
と
襖
や
屏
風
と
い
う
偶
数
形
式
の
支
持
体
を
条
件
と
し
育
っ
た
障
屏
画
は
、
西
欧
に
お
け
る
絵
画
と
は
全
く
異
な

っ
た
地
平
を
拓
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
育
ま
れ
た
絵
両
性
は
、
一
九
後
半
西
欧
に
浮
世
絵
な
ど
の
形
と
な
り
、
印
象
派
の
誕
生
に
多
大

な
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
後
の
絵
画
展
開
の
促
進
に
も
寄
与
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、
西
欧
近
代
が
開

か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
日
本
は
西
欧
近
代
の
追
体
験
な
く
し
て
、
独
自
の
系
譜
上
に
自
力
で
近
代
を
迎
え
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は

可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
．
更
に
言
う
な
ら
ば
、
我
々
に
は
、
ド
ロ
ッ
ピ
ン
グ
の
均
一
画
面
を
体
現
す
る
為
に
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
出
現
を
待
つ
必
要
は
な

か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
宗
達
の
扇
面
よ
り
シ
ェ
イ
プ
ト
カ
ン
バ
ス
を
生
み
出
し
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
が
言
及
し
た
表
面
性
と
偶

数
性
を
、
あ
る
い
は
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
ス
カ
ル
プ
チ
ャ
ー
の
表
面
を
体
現
で
き
た
と
言
え
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
明
け
た
二
〇
世
紀
は
、
今
世
紀
な
か
ば
ア
メ
リ
カ
に
移
行
し
更
に
今
、
新
た
な
る
場
が
何
拠
か
で
待
た
れ
て
い
る
様

に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ま
も
な
く
二
〇
世
紀
は
終
焉
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
ポ
ス
ト
・
ア
メ
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リ
カ
に
、
一
つ
の
場
を
想
定
し
よ
う
と
す
る
思
想
こ
そ
が
、
一
元
論
的
世
界
観
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
終

焉
を
迎
え
つ
つ
あ
る
二
〇
世
紀
と
は
、
あ
る
い
は
こ
の
一
元
論
的
世
界
観
に
よ
っ
て
、
つ
く
ら
れ
て
き
た
物
語
を
意
味
し
て
い
る
の
だ

と
す
る
な
ら
ば
、
新
た
な
る
場
と
は
、
も
は
や
一
つ
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
我
々
に
と
っ
て
二
〇
世
紀
の
終
焉
と
は
決
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
合
い
に
満
ち
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
様
に
思
わ
れ
て

く
る
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

　

註
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絵
画
の
内
側
か
ら
見
た
ゲ
ー
テ
色
彩
論

　
　
　

―
実
作
家
に
よ
る
色
彩
試
論
―

　

一
―
①
「
絵
画
―
絶
対
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
・
色
彩
」

　

絵
画
が
目
指
そ
う
と
す
る
も
の
、
そ
れ
は
精
神
と
実
体
と
の
統
合
で
あ
り
、
絵
画
と
は
色
彩
と
思
索
の
運
動
の
現
場
で
あ
る
。

　

絵
画
は
二
次
元
の
平
ら
な
面
で
あ
る
布
や
板
な
ど
を
支
持
体
に
、
顔
料
な
ど
の
色
材
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
で
平
面
上
に
空
間
＝
イ
リ

ュ
ー
ジ
ョ
ン
・
画
像
︵B

ild

︶
を
現
出
さ
せ
る
。
そ
の
画
像
は
あ
る
い
は
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
色
彩
が
流
動
性
を
持
っ

て
画
面
全
面
を
運
動
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
静
謐
で
崇
高
さ
に
満
ち
た
透
明
な
風
景
と
し
て
の
、
ま
た
あ
る
と
き
は
ま
ば

ゆ
い
ば
か
り
の
光
の
満
ち
溢
れ
た
情
景
と
し
て
の
表
象
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
と
し
て
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
連
結
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
際
、
平
面
上
で
は
画
家
の
才
能
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
色
材
な
ど
の
物
質
的
要
素
が
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
︵
意
味
す
る
も
の
︶
と
し
て
、

シ
ニ
フ
ィ
エ
︵
意
味
さ
れ
る
も
の
︶
と
の
対
を
形
成
し
、
シ
ニ
フ
ィ
カ
シ
オ
ン
に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
形
成
さ
れ
、
さ

ら
に
上
層
へ
と
幾
重
に
も
層
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
シ
ェ
ー
マ
内
を
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
水
平
に
、
上
へ
、
あ
る
い

は
斜
め
へ
と
複
雑
に
結
び
つ
き
平
面
上
を
往
き
来
す
る
。
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
す
な
わ
ち
色
彩
の
運
動
は
、
見
る
こ
と
、
眼
差
し
を
と
お
し

て
作
品
を
強
固
に
構
造
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

本
論
が
対
象
と
す
る
﹁
色
彩
﹂
も
絵
画
を
構
成
す
る
他
の
要
素
、
つ
ま
り
支
持
体
の
素
材
、
絵
具
の
物
性
、
つ
や
や
厚
み
、
画
面
内

に
の
こ
さ
れ
る
筆
触
な
ど
と
同
様
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
に
お
い
て
時
に
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
な
り
、
時
に
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
な
り
、
シ
ー
ニ
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１．論文　絵画の内側から見たゲーテ色彩論

ュ
を
形
成
す
る
。

　

し
か
し
そ
れ
ら
諸
要
素
の
な
か
で
も
色
彩
こ
そ
が
、
絵
画
の
本
質
で
あ
る
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
性
・
現
象
と
有
機
的
に
関
係
し
て
い
る
。

　

本
論
は
そ
の
色
彩
の
問
題
に
つ
い
て
ゲ
ー
テ
に
始
ま
る
﹁
色
彩
論
﹂
の
系
譜
が
、
絵
画
及
び
絵
画
史
に
い
か
な
る
影
響
を
お
よ
ぼ
し

た
か
を
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
よ
う
に
対
象
を
﹁
客
観
的
﹂
に
、
す
な
わ
ち
﹁
外
側
か
ら
﹂
見
る
の
で
は
な
く
、
対
象
を
﹁
内
側
か
ら
﹂
見

よ
う
と
す
る
ゲ
ー
テ
に
倣
い
、
実
作
者
の
立
場
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
絵
画
の
内
側
か
ら
そ
の
今
日
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
考
察
を
試
み

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
そ
の
前
に
、
考
察
の
媒
介
と
な
る
﹁
絵
画
﹂
そ
の
も
の
か
ら
始
め
よ
う
。

　

絵
を
描
く
者
に
と
っ
て
、
絵
は
正
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

絵
画
が
、
平
面
上
で
結
ぼ
う
と
し
て
い
る
の
は
決
し
て
空
間
な
ど
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
き
っ
と
真
理
と
か
真
実
と
い
っ
た
確
か

な
る
何
も
の
か
に
違
い
な
い
の
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
こ
に
現
れ
る
像
は
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
仮
の
像
、
似
姿
で
あ
り
、︿
真
︱
虚
﹀、

こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
絵
画
は
生
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
絵
画
を
困
難
の
内
側
に
位
置
づ
け
る
と
同
時
に
、
し
か
し
そ
れ
が
ゆ
え

に
本
質
に
触
れ
う
る
可
能
性
を
も
ひ
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
二
〇
〇
三
年
に
開
催
さ
れ
た
個
展
︽TA

・SH
O

H
︱Q

f
・SH

O
H

 

掌
︾
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
掲
載
し
た
私
自
身
の
エ
ッ

セ
イ
の
冒
頭
部
で
あ
る
。

　

こ
の
な
か
で
の
﹁
絵
画
﹂
を
﹁
色
彩
﹂
と
読
み
換
え
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
﹁
正
し
さ
﹂、﹁
確
か
さ
﹂
と
は
、
ひ
と
つ
は
絵
画
表
現
が
目
指
す
真
実
、
真
理
、
い
わ
ば
絶
対
的
シ
ニ
フ

ィ
エ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
絶
対
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
物
質
性
を
備
え
た
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
群
と
の
結
び
つ
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き
、
つ
ま
り
真
正
で
整
合
性
の
あ
る
関
係
性
で
あ
る
。

　

シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
が
い
か
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
、
つ
ま
り
描
か
れ
る
対
象
・
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
描
か
れ
た
も
の

︵B
ild

︶・
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
描
か
れ
た
一
枚
の
絵
の
な
か
で
真
正
で
整
合
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
問
い
は
、
絵
画
の
、
表
現
そ
の
も

の
の
本
質
的
か
つ
根
源
的
な
問
題
で
も
あ
る
。

　

仮
に
、
こ
こ
で
描
か
れ
る
対
象
・
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
信
仰
に
基
づ
い
た
神
の
像
と
し
た
場
合
、
一
方
の
描
か
れ
た
像
と
し
て
の
シ
ニ
フ

ィ
ア
ン
・︵B

ild

︶
は
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
い
か
な
る
関
係
を
作
り
出
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
でB

ild 

を
﹁
像
﹂
で
は
な
く
﹁
絵
﹂
と
読
み

換
え
て
み
よ
う
。
シ
ニ
フ
ィ
エ
︿
神
﹀
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
︿
絵
﹀
は
い
か
な
る
関
係
を
作
り
出
す
の
か
。
こ
の
と
き
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ

ニ
フ
ィ
ア
ン
と
の
隔
た
り
と
し
て
の
距
離
は
果
て
し
な
く
増
大
さ
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
は
た
し
て
絶
対
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
・
神
を
描
く
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
許
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
大
命
題
を
絵
画

に
突
き
つ
け
る
こ
と
と
な
る
。

　

イ
ス
ラ
ム
文
化
を
特
徴
づ
け
る
文
様
が
、
偶
像
崇
拝
の
禁
止
に
よ
っ
て
中
心
性
よ
り
全
体
性
へ
の
転
化
反
復
を
経
て
オ
ル
ナ
メ
ン
ト

へ
と
昇
華
し
て
い
っ
た
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
に
お
い
て
は
偶
像
＝
形
象
的B

ild 

が
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
ま
た
仏
教
に

お
い
て
も
、
仏
像
は
釈
迦
の
入
滅
後
す
ぐ
に
作
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
六
百
年
以
上
を
経
た
紀
元
一
世
紀
の
終
わ
り
頃
に
釈
迦
如
来
が

作
ら
れ
始
め
た
の
だ
っ
た
。
ま
た
ネ
パ
ー
ル
の
砂
曼
荼
羅
（
註
1
）
に
お
け
る
リ
セ
ッ
ト
、
そ
の
非
永
続
性
も
着
目
に
値
す
る
。

　

一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
、
そ
れ
ら
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
我
々
は
じ
つ
に
多
く
の
キ
リ
ス
ト
の
像
や
聖
人
像
を
目
に
す

る
し
、
西
洋
の
美
術
史
は
永
続
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
像
が
、
ど
の
よ
う
に
変
貌
を
遂
げ
た
の
か
を
述
べ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
一
枚
一
枚
の
画
像
︵B

ild

︶
が
次
々
と
積
み
重
な
っ
た
姿
そ
の
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　

そ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
文
化
で
は
あ
る
も
の
の
、
じ
つ
は
八
～
九
世
紀
に
聖
画
像
禁
止
を
尊
守
す
る
イ
ス
ラ
ム
の
興
隆
に
刺
激
を

受
け
て
、
聖
画
像
論
争
︵B

ilderstreit

︶
が
起
き
て
い
る
。B

ild

が
聖
画
像
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
関
心
を
惹
か
れ
る
。
そ
れ
は
東
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１．論文　絵画の内側から見たゲーテ色彩論

方
教
会
で
起
き
た
聖
像
破
壊
を
伴
う
激
し
い
教
義
論
争
で
あ
っ
た
。
反
対
派
は
そ
も
そ
も
礼
拝
の
対
象
で
あ
る
神
性
と
は
概
念
そ
の
も

の
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
聖
画
像
は
実
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
板
や
顔
料
や
金
属
と
い
っ
た
す
な
わ
ち
物
体
で

あ
る
。
さ
ら
に
聖
画
像
の
画
像
は
写
し
と
っ
た
似
せ
の
像
、
虚
像
で
あ
り
、
二
重
に
絶
対
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
背
信
し
て
い
る
と
い
う
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
は
絶
対
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
のB

ild 

＝
絵
︵
画
︶
と
の
間
に
は
埋
め
難
い
隔
た
り
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
時
点
で
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
のB

ild 

の
内
側
に
生
成
す
る
も
う
一
方
の
正
し
さ
・
真
理
は
姿
を

顕
か
に
は
し
て
い
な
い
の
だ
。

　

こ
れ
ら
は
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
の
不
整
合
、
ず
れ
に
起
因
し
て
い
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
そ
の
関
係
の
恣
意
性
を
指
摘
し

た
。
し
か
し
、
今
問
題
に
し
て
い
る
も
の
は
、﹁
像
﹂・B

ild

で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、﹁
恣
意
的
﹂
に
し
か
関
係
づ
け
ら
れ
な
い
場

合
を
﹁
記
号
﹂Zeichen

と
呼
び
、
相
似
的
な
関
係
の
場
合
つ
ま
り
﹁
有
縁
的
﹂
に
連
合
す
る
場
合
を
﹁
像
﹂B

ild 

と
呼
び
、
両
者
を

区
別
し
た
。

　

こ
の
有
縁
性
の
概
念
は
、
絵
画
を
考
察
す
る
際
に
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。B

ilderstreit 

を
教
義
で
は
な
く
実
作
者
の
立
場
で
絵
画

の
内
側
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

　

シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
の
間
に
は
埋
め
が
た
い
距
離
が
あ
る
。
シ
ニ
フ
ィ
エ
が
神
の
よ
う
な
絶
対
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
で
な
く

と
も
、
描
か
れ
る
像
と
し
て
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
は
決
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
な
い
。
そ
れ
は
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
が
本
人
で
あ
る
こ

と
を
証
明
で
き
て
も
カ
ー
ド
自
身
は
決
し
て
本
人
で
は
な
い
こ
と
と
似
て
い
る
。
関
係
は
恣
意
的
で
は
な
く
有
縁
性
を
示
し
は
す
る
が
、

類
似
を
超
え
同
一
化
す
る
こ
と
も
ま
た
な
い
の
で
あ
る
。
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
絵
画
は
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
の
何
ら
か
の
有
縁
性
を

内
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
仮
に
類
似
関
係
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
に
近
づ
く
こ
と
や
、
類
似
化
自
体
が
最
大

目
的
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
リ
ア
リ
ズ
ム
絵
画
の
よ
う
に
シ
ニ
フ
ィ
エ
で
あ
る
対
象
＝
モ
デ
ル
と
見
ま
ご
う
よ
う
な
シ
ニ
フ
ィ
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ア
ン
を
画
面
に
求
め
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
へ
の
限
り
な
い
同
一
化
が
自
己
目
的
化
さ
れ
て
い
る
場
合
で
す
ら
、
絵
画
が
求
め
る
リ
ア
リ
テ
ィ

ー
と
は
、
そ
の
対
象
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
絵
画
の
内
部
に
こ
そ
あ
る
の
だ
。

　

絵
画
は
、
対
岸
に
あ
る
圧
倒
的
真
実
の
あ
る
シ
ニ
フ
ィ
エ
へ
の
同
一
化
に
向
か
う
運
動
で
は
な
く
、
対
峙
す
る
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
は
異

な
る
独
自
の
原
理
の
も
と
、
も
う
一
方
の
真
実
、
も
う
一
方
の
普
遍
を
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
のB

ild

の
う
ち
に
希
求
、
創
造
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
も
う
一
方
の
真
実
、
も
う
一
方
の
普
遍
は
、
絶
対
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
真
実
に
対
し
て
、
虚
︵
像
︶
で
あ
る
と
い
う
強
い
自
覚
を

も
っ
て
、
自
ら
の
内
に
独
自
の
原
理
を
必
要
と
し
た
。

　

超
越
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
前
に
す
れ
ば
、
真
で
も
あ
れ
ば
、
虚
で
も
あ
る
と
い
う
両
義
性
を
持
つ
絵
画
は
、
そ
の
関
係
性
に
こ
そ
絵
画

表
現
の
本
質
を
追
及
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
エ
イ
コ
ン
︱﹁
像
﹂﹁
写
し
﹂﹁
似
姿
﹂、
ギ
リ
シ
ア
語
を
語
源
と
す
る
イ
コ
ン
︱
と

絵
画
が
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
礼
拝
の
対
象
で
あ
る
イ
コ
ン
の
場
合
、
真
理
は
絶
対
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
側
に
あ
り
続
け
、
シ
ニ
フ
ィ

ア
ン
と
し
て
の
像
・B

ild

に
預
け
ら
れ
る
ま
で
に
は
グ
レ
ー
ク
や
ル
ー
ブ
リ
ョ
ッ
フ
の
登
場
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

絶
対
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
描
く
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
シ
ア
の
イ
コ
ン
は
厳
格
な
教
義
に
も
似
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
則
っ
て
僧
院
で
僧
に
よ
っ
て

描
か
れ
、
そ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
ま
る
で
記
号
・Zeichen

の
よ
う
に
聖
人
の
形
姿
、
手
先
の
ポ
ー
ズ
、
衣
布
の
色
彩
に
至
る
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
全
て
が
、
こ
と
細
か
く
決
め
ら
れ
て
い
た
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
形
象
的
図
像
・B

ild

で
は
あ
る
が
、
記
号
・Zeichen

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
の
類
似
性
よ
り
記
号
と
し
て
割
り
切
っ
て
い
た
と
い
う
仮
説
を
た
て
て
み
た
く
も

な
る
。
ゆ
え
に
イ
コ
ン
に
は
制
作
者
の
作
家
性
は
芽
生
え
て
お
ら
ず
、
当
然
サ
イ
ン
も
な
く
、
作
者
は
特
定
で
き
な
い
。
我
々
が
ロ
シ

ア
イ
コ
ン
の
最
高
峰
と
し
て
位
置
づ
け
る
ロ
シ
ア
一
四
～
一
五
世
紀
の
グ
レ
ー
ク
（
註
2
）
や
ル
ー
ブ
リ
ョ
ッ
フ
（
註
3
）
は
、
正
確
に

は
永
い
不
変
の
イ
コ
ン
像
を
絵
画
へ
と
昇
華
さ
せ
た
そ
の
瞬
間
に
い
た
作
家
な
の
で
あ
る
。
注
意
深
く
彼
ら
以
前
の
イ
コ
ン
群
と
見
比

べ
れ
ば
、
い
か
に
彼
ら
に
よ
っ
て
柔
ら
か
い
色
彩
と
自
由
な
形
態
が
現
れ
、
表
象
が
大
き
く
展
開
を
遂
げ
た
か
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
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１．論文　絵画の内側から見たゲーテ色彩論

う
。

　

西
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
の
な
か
で
も
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
様
式
が
色
濃
く
残
る
イ
タ
リ
ア
一
三
世
紀
、
グ
ィ
ー
ド
（
註
4
）、
ド
ゥ
ッ
チ
オ

（
註
5
）、
ジ
ョ
ッ
ト
（
註
6
）
が
描
く
聖
母
子
像
の
祭
壇
画
で
は
、
来
る
べ
き
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
向
け
て
、
徐
々
に
人
間
味
が
増
し
、

聖
母
子
像
の
容
姿
は
よ
う
や
く
表
情
を
得
て
い
く
。
し
か
し
注
意
深
く
ジ
ョ
ッ
ト
の
そ
の
画
面
を
観
察
す
る
と
、
革
新
の
も
と
人
間
ら

し
い
表
情
が
現
れ
る
と
こ
ろ
は
、
決
し
て
中
央
部
の
幼
子
キ
リ
ス
ト
と
聖
母
マ
リ
ア
に
で
は
な
く
、
周
辺
部
の
天
使
か
ら
で
あ
る
こ
と

は
注
目
に
値
す
る
。

　

画
家
の
絶
対
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
に
対
す
る
敬
意
は
、
核
心
部
へ
の
革
新
を
遅
延
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
が
逆
説
的
に
シ
ニ
フ
ィ
エ
へ
の
強

い
思
い
の
現
れ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
事
象
が
起
き
た
の
は
、
い
ず
れ
も
美
術
史
の
文
脈
に
あ
っ
て
像
・B

ild 

が
絵
画
・M

alerei

へ
と
高
昇
し
て
い
く
そ

の
瞬
間
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
前
に
は
因
習
に
も
似
た
形
象
・
記
号
・B

ild

の
反
復
の
不
動
の
時
間
が
永
く
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

る
ま
い
。
そ
れ
は
中
世
と
呼
ば
れ
た
暗
黒
の
時
代
に
幕
が
下
ろ
さ
れ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
こ
で
そ
れ
を
実
現
さ
せ
た
画
家
の
精

神
性
と
、
眼
差
し
の
内
側
に
注
目
し
た
い
。

　

そ
の
画
家
た
ち
の
精
神
性
は
、
は
る
か
上
位
に
あ
る
、
圧
倒
的
で
絶
対
的
な
シ
ニ
フ
ィ
エ
へ
の
疑
い
の
な
い
強
い
思
い
が
前
提
に
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
絶
対
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
で
あ
る
神
と
い
う
超
越
的
な
も
の
を
は
た
し
て
こ
の
自
分
が
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う

根
源
的
命
題
、
加
え
て
自
身
が
描
い
た
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
像
と
の
隔
た
り
に
対
す
る
自
覚
は
、
苦
し
み
な
が
ら
も
、
絶
対
的
シ

ニ
フ
ィ
エ
に
少
し
で
も
近
づ
く
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
のB

ild

・
像
に
、﹁
仮
の
像
﹂Schein 

の
概
念
を
重
ね
い
れ
て
い
た
こ
と
、
更

に
そ
れ
ら
に
ま
つ
わ
る
思
索
を
要
求
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

神
の
写
し
と
し
て
のB

ild

で
は
な
く
、
自
立
し
た
﹁
仮
の
像
﹂Schein

の
概
念
を
導
き
出
し
制
作
を
進
め
る
な
か
で
、
硬
直
し
た
画

面
は
徐
々
に
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
、
柔
ら
か
さ
を
得
た
線
と
色
彩
が
聖
人
た
ち
に
生
命
を
吹
き
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
シ
ニ
フ
ィ
ア
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ン
と
し
て
のB

ild

は
画
面
内
に
超
越
性
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
画
家
の
精
神
性
︵
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
︶
と
、
眼
差
し
の
連
続
が
美
術
史
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
自
立
と
は
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
の
類
似
や
有
縁
性
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、B

ild

・
像
が
、

Schein

・
仮
の
像
の
概
念
を
獲
得
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

そ
れ
は
絵
画
が
真
理
、
真
実
で
あ
り
、
か
つ
虚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
ま
た
平
面
と
い
う
実
体
で
あ
り
、
ま
た
物
で
あ
り
、
現
象
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　

絵
画
は
彫
刻
と
は
異
な
り
実
体
そ
の
も
の
で
は
な
く
現
象
・B

ild

・Schein

に
近
い
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
絵
画
の
持
つ
イ
リ
ュ

ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
の
問
題
そ
の
も
の
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
ゲ
ー
テ
の
﹁
本
質
は
現
象
の
な
か
に
あ
る
﹂
と
い
う
言
葉
が
想
い
起
こ
さ
れ
る
。

﹁
画
家
に
と
っ
て
、
色
彩
こ
そ
が
真
実
で
あ
る
。
色
彩
の
み
を
問
題
に
し
て
も
、
そ
れ
は
歴
史
や
心
理
学
を
す
で
に
含
ん
で
い
る
﹂。

こ
れ
は
晩
年
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ガ
ス
ケ
ー
と
の
対
談
の
な
か
で
の
セ
ザ
ン
ヌ
の
言
で
あ
る
（
註
7
）。

　

絵
画
に
ま
っ
た
く
新
し
い
地
平
を
二
〇
世
紀
初
頭
に
拓
い
た
ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
光
を
色
彩
で
描
い
た
ク

ロ
ー
ド
・
モ
ネ
を
﹁
た
だ
の
眼
で
し
か
な
い
﹂
と
厳
し
く
批
判
し
た
。
な
る
ほ
ど
モ
ネ
は
光
が
作
り
出
す
現
象
そ
の
も
の
を
対
象
と
し

た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
一
方
セ
ザ
ン
ヌ
が
画
面
内
で
実
現
を
試
み
、
後
に
キ
ュ
ビ
ズ
ム
に
継
承
さ
れ
て
い
く
空
間
性
は
、
キ
ャ
ン
バ

ス
面
上
に
着
彩
さ
れ
た
色
彩
、
色
斑
が
色
価
と
し
て
位
置
を
決
定
付
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
生
ま
れ
る
色
彩
と
空
間
の
運
動
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
空
間
性
は
広
義
に
は
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
そ
の
も
の
で
あ
る
。
平
ら
で
あ
る
は
ず
の
キ
ャ
ン
バ
ス
面
上
に
空
間

性
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
、
現
象
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
い
う
イ

リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
は
広
義
性
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。

　

そ
も
そ
も
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
な
い
絵
画
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
も
し
表
面
上
に
何
ら
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
も
認
め
ら
れ
な
い
と
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し
た
ら
、
そ
れ
は
た
だ
の
平
ら
な
面
を
持
っ
た
物
体
、
板
か
布
に
す
ぎ
な
い
。
絵
画
平
面
上
に
現
出
す
る
﹁
空
間
性
﹂
は
イ
リ
ュ
ー
ジ

ョ
ン
・
現
象
で
あ
り
、
色
彩
は
そ
れ
自
体
が
既
に
現
象
・
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
の
だ
。

　

空
間
︵
か
た
ち
︶
を
志
向
し
た
セ
ザ
ン
ヌ
が
、
色
彩
の
内
に
テ
ー
マ
を
求
め
た
モ
ネ
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
性
を
批
判
し
た
事
実
が
示

す
よ
う
に
、
色
彩
は
よ
り
深
く
絵
画
の
本
質
で
あ
る
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
のSchein

・
像
を
形
成
す
る
色

彩
と
か
た
ち
の
二
要
素
は
画
面
上
で
分
か
ち
難
く
表
裏
を
作
り
な
が
ら
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
を
往
き
来
し
て
い
る
。
だ
が
、

こ
の
色
彩
と
か
た
ち
と
の
二
極
性
に
お
い
て
、
一
方
の
色
彩
が
、
か
た
ち
、
形
象
の
属
性
と
し
て
の
位
置
を
切
り
棄
て
、
色
彩
の
本
質

を
美
術
史
の
な
か
で
顕
わ
に
し
て
い
く
に
は
ま
だ
時
間
を
必
要
と
し
た
。

　

ゲ
ー
テ
で
す
ら
絵
画
の
画
面
内
で
は
色
彩
は
、
形
体
に
従
属
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ゲ
ー
テ
は
イ
コ
ン
や
モ
ザ
イ
ク
に
触
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、﹃
色
彩
論
﹄
歴
史
篇
の
な
か
で
そ
れ
ら
の
色
彩
に
ほ
ん

の
わ
ず
か
言
及
し
て
い
る
。

﹁
自
然
の
模
倣
に
必
要
な
色
彩
の
概
念
が
完
全
に
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
像
の
顔
は
手
足
と
同
じ
く
栗

色
に
彩
ら
れ
、
淡
い
黄
色
の
け
ば
け
ば
し
い
筆
を
加
え
ら
れ
、
締
り
の
な
い
不
快
な
観
を
呈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。︵
中
略
︶
金

箔
を
厚
く
張
っ
た
り
、
瑠
璃
色
や
真
紅
を
用
い
た
り
し
て
で
き
る
だ
け
豪
華
な
外
観
を
与
え
た
の
だ
っ
た
（
註
8
）﹂。

　

こ
こ
で
ゲ
ー
テ
の
言
う
自
然
模
倣
と
は
、
か
た
ち
、
形
象
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
色
彩
が
か
た
ち
に
即
し
て
適

正
な
色
価
に
よ
っ
て
形
象
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
瑠
璃
色
、
真
紅
を
主
張
す
る
こ
と
だ
け
に
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
な
の
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
形
象
か
ら
開
放
さ
れ
た
と
き
の
色
彩
が
こ
こ
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
色
彩
豊
か
な
フ
ラ
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ッ
ト
な
表
現
は
、
二
〇
世
紀
初
期
に
絵
画
が
課
題
と
し
た
平
面
性
と
色
彩
、
そ
し
て
さ
ら
に
装
飾
性
、
抽
象
性
の
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
に

も
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
オ
ル
ナ
メ
ン
ト
を
形
成
す
る
色
彩
に
こ
そ
、
ゲ
ー
テ
が
研
究
に
求
め
た
色
彩
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

ゲ
ー
テ
の
関
心
は
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
絵
画
に
向
け
ら
れ
た
が
、
決
し
て
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
絵
画
に
向
け
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
の
古
典
主
義
は
フ
ラ
ッ
ト
で
豊
か
な
色
彩
感
を
暗
黒
の
な
か
へ
、
つ
ま
り
中
世
に
葬
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ

う
に
見
え
る
。

　

も
し
ゲ
ー
テ
が
マ
テ
ィ
ス
を
観
た
と
し
た
ら
、
彼
は
マ
テ
ィ
ス
の
色
彩
表
現
を
ど
う
評
価
し
た
だ
ろ
う
か
。

　

二
─
①
「
線
―Bild

／
絵
」

　

絵
画
が
作
り
だ
す
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
は
二
次
元
平
面
上
に
現
出
す
る
空
間
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
こ
の
空
間
性
の
問
題
を
、

絵
画
の
空
間
性
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
改
め
て
色
彩
の
観
点
か
ら
捉
え
な
お
し
て
い
こ
う
。

　

一
般
に
﹁
何
々
の
絵
・B
ild

を
か
く
﹂
と
い
っ
た
場
合
、﹁
何
々
の
形
象
を
か
く
﹂
こ
と
を
意
味
し
、
像
・B

ild

す
な
わ
ち
形
象
的
言

語
、
言
い
換
え
れ
ば
記
号
・Zeichen

を
か
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
暗
黙
の
う
ち
に
絵
画
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
た
め
、
決
し
て

﹁
何
々
の
絵
画
を
か
く
﹂
と
は
言
わ
な
い
。

　

仮
に
幼
児
が
砂
場
で
﹁
お
母
さ
ん
﹂
の
絵
を
描
く
と
し
よ
う
。
そ
れ
は
微
細
な
粒
子
の
集
積
に
よ
る
平
ら
な
砂
面
上
に
、
指
や
棒
を

使
い
、
形
象
的
言
語
と
し
て
の
﹁
お
母
さ
ん
﹂
の
像
を
輪
郭
線
で
刻か

く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
際
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
な
る
砂
面
へ
の
意
識

は
潜
伏
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
は
砂
の
色
彩
も
材
質
感
も
無
視
し
て
、
輪
郭
で
示
さ
れ
た
形
態
・B

ild

だ
け
が
物
質
か
ら
切
り
離
さ

れ
宙
に
浮
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
意
味
で
、
純
粋
に
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
み
が
昇
華
し
て
い
る
の
で
あ
る
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が
、
そ
こ
で
は
対
象
、
つ
ま
り
﹁
お
母
さ
ん
﹂
の
色
彩
も
量
感
も
す
っ
か
り
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
像
・B

ild

は
む

し
ろ
形
象
的
言
語
、
す
な
わ
ち
記
号
・Zeichen

的
性
格
を
色
濃
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ゲ
ー
テ
﹃
色
彩
論
﹄
歴
史
篇
第
二
部
・
彩
色
の
仮
説
的
歴
史
で
は
﹁
絵
画
は
本
来
、
人
間
の
影
の
輪
郭
を
描
く
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た

と
す
る
点
で
見
解
が
一
致
し
て
い
る
。
我
々
が
本
物
の
人
間
の
影
や
影
絵
で
は
な
く
、
平
面
上
に
形
体
を
記
録
し
よ
う
と
し
て
線
描
画

を
試
み
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
信
憑
性
が
あ
る
説
で
あ
る
。
⋮
﹂（
註
9
）
と
あ
り
、
こ
れ
に
類
似
し
た
事
例
の
よ
う
で
あ
る
が
、
私
は

こ
の
幼
児
の
砂
絵
に
お
い
て
は
、
ま
だ
﹁
絵
画
﹂
が
生
成
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
形
象
性
を
持
っ
た
像
を
﹁
絵
﹂
と
呼
ぶ
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
が
﹁
絵
﹂
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
本
論
が
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
色
彩
つ
ま
り

対
象
で
あ
る
﹁
母
﹂
の
色
彩
、
加
え
て
支
持
体
で
あ
る
砂
面
の
色
彩
が
置
き
去
り
に
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
さ
ら
に
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
す

な
わ
ち
支
持
体
、
物
質
も
含
め
て
シ
ニ
フ
ィ
エ
で
あ
る
対
象
﹁
母
﹂
と
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
、
現
出
し
て
い
る
像
と
の
隔
た
り
、
差

異
に
対
す
る
眼
差
し
、
思
索
に
対
す
る
自
覚
が
、
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
。
絵
と
絵
画
と
の
間
に
は
原
理
的
に
も
大
き
な
差
異
が
横
た

わ
っ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

人
は
﹁
絵
を
か
く
﹂
と
い
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
色
彩
が
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
に
ど
う
し
て
こ
こ
ま
で
無
頓
着
で
い
ら
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。

　

こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
平
面
上
に
現
出
す
る
像
の
あ
り
方
が
、﹁
絵
﹂
と
﹁
絵
画
﹂
を
分
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

輪
郭
だ
け
で
形
象
性
を
表
現
す
る
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
構
造
が
、
絵
画
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
の
こ
と
は
マ
テ
ィ

ス
の
﹁
ダ
ン
ス
﹂
シ
リ
ー
ズ
を
始
め
と
す
る
一
九
三
〇
年
代
に
盛
ん
に
描
か
れ
た
一
連
の
作
品
群
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
紙
に
ペ
ン
や

鉛
筆
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
輪
郭
だ
け
に
よ
る
絵
画
領
域
の
一
画
を
占
め
る
素
描
で
の
優
れ
た
作
品
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

﹁
絵
画
﹂
と
﹁
絵
﹂
を
分
け
る
も
の
は
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
間
の
埋
め
難
い
意
識
の
ず
れ
に
対
す
る
認
識
の
違
い
か
ら
発
生

す
る
外
的
関
係
性
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。﹁
絵
﹂
が
き
わ
め
て
私
的
な
引
き
受
け
方
を
許
す
一
方
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
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と
の
埋
め
難
い
ず
れ
の
覚
醒
を
﹁
絵
画
﹂
が
余
儀
な
く
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、﹁
絵
画
﹂
は
す
で
に
自
ら
の
な
か
に
他
を
想
定
し

て
い
る
。
二
項
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
や
、
同
一
で
な
い
こ
と
は
、
他
の
一
方
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
両
者
の
内
的
関
係
は
す

な
わ
ち
外
的
関
係
で
あ
る
社
会
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
外
的
関
係
性
が
時
代
や
歴
史
、
文
化
を
超
え
る
普
遍
性
へ

と
導
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
の
果
実
と
し
て
の
作
品
は
世
紀
を
超
え
、
今
も
鑑
賞
や
考
察
の
対
象
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

ひ
と
た
び
﹁
絵
画
﹂
を
﹁
絵
﹂
と
呼
び
換
え
た
と
き
﹁
絵
画
﹂
が
背
負
う
普
遍
性
が
極
私
的
な
事
柄
に
貶
め
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
幼
児
の
砂
絵
や
マ
テ
ィ
ス
の
﹁
ダ
ン
ス
シ
リ
ー
ズ
﹂
同
様
、
輪
郭
線
の
み
で
表
現
す
る
方
法
は
、

キ
ュ
ッ
サ
ッ
ク
洞
窟
を
は
じ
め
と
す
る
線
刻
画
な
ど
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

二
―
②
「
白
―
白
描
画
、
マ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
、
ラ
イ
マ
ン
」

　

日
本
に
は
和
紙
に
墨
を
用
い
て
輪
郭
線
で
表
現
す
る
描
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
漢
時
代
に
生
ま
れ
、
後
に
水
墨
画
へ
と
発
展
す
る
基
礎

を
成
し
た
と
さ
れ
、﹁
白
描
画
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
白
描
画
と
呼
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
に
一
枚
の
菩
薩
を
描
い
た
白
描
画
が
あ
る
。
線
だ
け
で
描
か
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
見
る
我
々
が
描
か
れ
た
画
像
内
、
正

確
に
は
画
面
内
に
菩
薩
を
認
識
で
き
る
の
は
、
そ
の
線
が
描
か
れ
る
対
象
で
あ
る
菩
薩
・
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
そ
れ
以
外
と
を
分
か
つ
役
を

果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
輪
郭
線
は
画
面
内
で
円
環
を
閉
じ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
で
内
側
と
外
側

と
の
二
つ
の
事
物
・
空
間
を
分
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
白
い
支
持
体
と
し
て
の
紙
の
上
に
黒
い
線
以
外
・
描
材
は
使
用

さ
れ
て
い
な
い
。
黒
い
描
材
で
描
か
れ
た
画
﹁
黒
描
画
﹂
で
は
な
く
﹁
白
描
画
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
で
あ
る
描
か
れ
る

対
象
を
主
体
に
考
え
て
の
命
名
で
あ
る
と
い
う
仮
説
に
は
無
理
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
描
く
べ
き
対
象
で
あ
る
シ
ニ
フ
ィ
エ

自
体
に
で
は
な
く
、
外
部
と
を
分
け
る
線
に
菩
薩
が
宿
る
は
ず
も
な
い
の
だ
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
我
々
は
﹁
白
い
菩
薩
﹂
を
観
て
い

る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
﹁
白
く
描
か
れ
た
像
﹂
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
﹁
白
紙
の
ま
ま
の
彩
色
さ
れ
な
い
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像
﹂
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
﹁
白
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

は
た
し
て
白
は
色
彩
な
の
だ
ろ
う
か
。
ゲ
ー
テ
は
﹃
色
彩
論
﹄
教
示
篇
第
三
編
第
三
五
章
、
白
の
導
出
の
な
か
で
﹁
白
は
完
全
に
純

粋
な
く
も
り

0

0

0

﹂
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
（
註
10
）。
色
彩
環
上
、
黄
と
青
を
根
源
的
な
二
つ
の
極
と
考
え
た
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
、
白
は
い

か
な
る
状
態
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
画
家
で
あ
り
、
ゲ
ー
テ
と
の
間
で
色
彩
論
に
つ
い
て
の
多
く
の
往
復
書
簡
を
残
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ッ
ト

ー
・
ル
ン
ゲ
は
、
三
原
色
を
黄
、
青
、
赤
と
し
、
白
を
除
外
し
て
い
る
。
そ
れ
に
比
し
て
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
元
素
に
対

応
す
る
六
つ
の
原
色
を
白
︵
光
︶、
黄
︵
大
地
︶、
緑
︵
水
︶、
青
︵
空
︶、
赤
︵
火
︶、
黒
︵
闇
︶
の
六
色
と
し
、
白
を
含
ん
で
い
る
（
註

11
）。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
場
合
は
原
色
と
い
う
概
念
は
存
在
し
な
い
と
し
な
が
ら
も
、﹁
私
は
四
つ
の
色
、
黄
、
青
、
赤
、
緑
を

見
る
﹂
と
言
い
、
そ
こ
に
は
白
を
含
め
て
は
い
な
い
（
註
12
）。
ま
た
著
書
﹃
色
彩
に
つ
い
て
﹄
の
な
か
で
﹁
な
ぜ
︿
白
﹀
と
︿
黒
﹀
は

色
環
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
の
か
﹂
と
い
う
問
い
（
註
13
）
も
彼
は
提
起
し
て
い
る
。

　

色
相
環
上
に
位
置
を
持
た
な
い
白
は
、
ど
こ
に
も
属
さ
な
い
、
ど
こ
に
も
傾
か
な
い
ニ
ュ
ー
ト
ラ
リ
テ
ィ
ー
、
あ
る
い
は
零
度
の
イ

メ
ー
ジ
と
連
結
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
余
白
や
白
紙
還
元
や
前
述
の
白
描
画
な
ど
と
と
も
に
、
じ
つ
は
白
い
紙
の
持

つ
未
生
性
、
未
発
性
、
純
潔
、
無
垢
性
と
も
通
底
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
指
摘
さ
れ
る
白
の
不
透
明
性
と
は
必

ず
し
も
合
致
し
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
白
の
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
性
は
、
ま
た
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
。

　

ゲ
ー
テ
は
色
彩
論
の
執
筆
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
一
七
九
〇
年
の
プ
リ
ズ
ム
実
験
の
際
に
も
、
そ
の
後
の
考
察
実
験
の
際
に
も
頻
繁
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に
﹁
白
い
壁
﹂
を
強
調
し
て
い
る
。

　

そ
れ
は
考
察
実
験
に
際
し
、
色
彩
の
相
対
的
性
格
を
考
慮
す
れ
ば
、
白
壁
を
条
件
と
し
た
こ
と
は
白
の
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
性
と
の
関
係

の
な
か
で
き
わ
め
て
高
い
合
理
性
が
あ
る
。

　

ゲ
ー
テ
は
歴
史
篇
、﹁
著
者
の
告
白
﹂
の
中
で
そ
の
実
験
（
註
14
）
を
﹁
私
は
全
体
が
白
く
塗
ら
れ
た
部
屋
に
い
た
﹂
と
述
懐
し
て
い

る
。
だ
が
、
こ
こ
で
ゲ
ー
テ
の
時
代
の
白
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

我
々
が
今
過
ご
し
て
い
る
日
常
の
な
か
で
の
白
の
分
量
と
彼
の
時
代
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
、
ゲ
ー
テ
時
代
は
圧
倒
的
に
白
の
少

な
い
日
常
に
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
我
々
に
と
っ
て
は
何
の
変
哲
も
な
い
、
し
か
し
ゲ
ー
テ
が
こ
と
さ
ら
強
調
し
た
白
い
壁
に
、

我
々
は
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
室
内
が
描
か
れ
た
絵
の
な
か
に
、
白
壁
を
確
認
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困

難
で
あ
る
。
現
に
博
物
館
と
な
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
ゲ
ー
テ
の

生
家
も
、
外
壁
は
当
地
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
で
採
取
さ
れ
る
ピ
ン
ク
の
赤
砂
岩

で
あ
り
、
屋
根
は
鉄
平
石
の
黒
、
室
内
の
壁
も
青
や
ピ
ン
ク
と
さ
ま
ざ
ま

な
模
様
入
り
の
壁
紙
が
張
ら
れ
、
白
壁
は
な
い
。
家
具
、
調
度
品
も
木
の

無
垢
の
色
か
、
ブ
ル
ー
や
ピ
ン
ク
の
塗
装
が
施
さ
れ
て
い
る
。
未
生
性
や

未
発
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
る
白
い
紙
も
今
ほ
ど
は
豊
富
で
は
な
く
、

か
つ
脱
色
も
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
ゲ
ー
テ
の
白
は
、
ニ

ュ
ー
ト
ン
に
倣
っ
た
白
い
壁
で
あ
っ
た
（
註
15
）
の
だ
。

　

現
代
は
白
が
異
常
に
多
い
こ
と
を
見
て
も
、
特
別
な
時
代
な
の
か
も
知

れ
な
い
。

　

白
の
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
性
は
二
〇
世
紀
、
美
術
作
品
展
示
専
門
ス
ペ
ー
ス

図1 マレーヴィチ「白の上の白」 1918　78.7×78.7cm
 〈MALEVICH〉National Gallery of Art, Washington, 

D.C., 1990より
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と
し
て
の
画
廊
や
美
術
館
を
真
っ
白
い
壁
で
取
り
囲
み
、
天
井
や
時
に
は
床
さ
え
も
白
く
す
る
、
白
い
空
間
・
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ

（
註
16
）
の
概
念
を
生
み
出
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
相
対
的
性
格
を
持
つ
色
彩
が
他
の
環
境
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
観
者

と
作
品
と
の
絶
対
的
な
関
係
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
相
対
的
で
あ
る
色
彩
の
絶
対
性
を
確
保
、
保
障
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

シ
ュ
プ
レ
マ
テ
ィ
ズ
ム
（
註
17
）
を
提
唱
し
た
ロ
シ
ア
の
画
家
、
カ
シ
ミ
ー
ル
・
マ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
ズ
ム
（
註
18
）
に
は
、﹁
白
の
上
の

白
﹂
と
題
さ
れ
た
白
い
絵
が
あ
る
。
一
九
一
八
年
に
制
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
こ
の
﹁
白
の
上
の
白
﹂
は
、
つ
ま
り
白
い
地
の
正
方
形
の

キ
ャ
ン
バ
ス
に
白
い
正
方
形
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
先
行
し
て
描
か
れ
た
﹁
黒
い
正
方
形
﹂
と
と
も
に
こ
の
﹁
白
の
上
の

白
﹂
は
、
絵
画
の
空
間
性
を
そ
の
表
面
に
設
定
す
る
こ
と
で
絵
画
の
平
面
性
、
矩
形
性
に
加
え
て
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
性
の
命
題
に
正
面

か
ら
こ
た
え
よ
う
と
し
た
問
題
提
起
的
な
作
品
で
あ
る
。

　

そ
の
後
こ
の
理
念
は
、
画
面
を
一
つ
の
色
相
に
よ
っ
て
満
た
し
、
白
い
壁
を
背
景
に
画
面
の
矩
形
、
物
質
性
を
際
立
た
せ
て
い
く
モ

ノ
ク
ロ
ー
ム
絵
画
（
註
19
）
へ
と
継
承
さ
れ
、
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
﹃
色
彩
に
つ
い
て
﹄
第
一
部
・
一
七
で
は
﹁
ル
ン
ゲ
は
︵
中
略
︶
透
明
な
色
と
不
透
明
な
色
が
存
在
し
、

白
は
不
透
明
な
色
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
色
と
い
う
概
念
に
ひ
そ
む
曖
昧
さ
、
あ
る
い
は
色
の
同
一
性
と
い
う
概
念

に
ひ
そ
む
曖
昧
さ
も
示
し
て
い
る
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
（
註
20
）。
そ
れ
は
い
わ
ば
色
相
も
彩
度
も
な
く
、
色
を
形
成
す
全
て
を
持
っ
て

い
な
い
は
ず
の
白
で
す
ら
、
色
の
持
つ
相
対
性
、
曖
昧
さ
を
持
っ
て
い
る
と
の
指
摘
な
の
で
あ
る
。
白
が
不
透
明
性
を
完
璧
に
保
持
し

て
い
る
な
ら
ば
、
我
々
は
作
品
﹁
白
の
上
の
白
﹂
の
画
面
上
に
描
か
れ
た
像
・B

ild

と
し
て
の
白
い
正
方
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ほ
か
に
も
そ
の
著
書
の
な
か
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
﹁
？
絵
の
中
で
は
、
白
が
最
も
明
る
い
色
に
ち
が
い
な
い
（
註
21
）﹂、

﹁
色
が
す
べ
て
白
っ
ぽ
く
な
る
と
絵
は
ま
す
ま
す
そ
の
深
み
を
失
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
註
22
）﹂
な
ど
と
白
に
つ
い
て
多
く

言
及
し
て
い
る
。
最
晩
年
の
二
年
間
、
病
と
向
き
合
う
な
か
、
書
き
た
め
た
草
稿
を
も
と
に
編
ま
れ
た
﹃
色
彩
に
つ
い
て
﹄
で
は
む
し
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ろ
白
に
つ
い
て
の
、﹁
透
明
な
白
は
存
在
し
な
い
﹂
と
い
う
命
題
を
巡
る
考
察
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
色
彩
の
本
質
を
白
と
透
明
性

を
主
題
に
解
明
し
て
い
く
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
そ
の
姿
勢
は
、
制
作
者
で
あ
る
私
に
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

　

そ
ん
な
白
い
絵
を
描
く
同
時
代
の
作
家
に
も
触
れ
て
み
よ
う
。

　

一
九
三
〇
年
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ
人
画
家
ロ
バ
ー
ト
・
ラ
イ
マ
ン
（
註
23
）
の
作
品
は
、
初
期
の
二
、
三
の
例
外
を
除
い
て
、
す
べ

て
が
﹁
白
い
正
方
形
﹂
で
あ
る
。
正
方
形
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
（
註
24
）
上
に
単
色
の
画
面
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ラ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド

の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
絵
画
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ラ
イ
マ
ン
の
場
合
の
白
い
画
面
は
、
他
の
作
家
の
そ
れ
ら
と
は
大
き
な

差
異
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
色
相
環
上
の
ど
こ
に
も
位
置
を
持
た
な
い
白
の
本
質
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
多
く
の
モ

ノ
ク
ロ
ー
ム
絵
画
の
画
面
が
単
色
で
満
た
さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
彼
の
場
合
一
見
全
面
が
白
一
色
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
画
面
の

上
で
は
何
か
が
起
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
う
っ
す
ら
と
白
い
下
地
の
上
に
は
白
い
絵
具
が
刷
毛
で
横
に
伸
ば
さ
れ
て
い
た
り
、
時
に
は

塗
り
重
ね
ら
れ
た
り
し
て
い
く
筆
触
を
強
く
残
し
、
時
に
は
フ
ラ
ッ
ト
に
、
ま
た
時
に
は
上
層
を
白
い
紙
が
代
用
し
て
い
る
こ
と
す
ら

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
決
し
て
画
面
の
構
成
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
描
材
で
あ
る
塗
料
、
支
持
体
で
あ
る
紙
や
布
、
木
材
、

金
属
板
な
ど
、
絵
画
を
支
え
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
物
質
的
エ
レ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
要
素
は
回
収
さ
れ
、
白
に
還
元
さ
れ
、
再
び
画
面
上

に
再
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
個
々
の
作
品
は
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ス
ペ
ク
ト
に
よ
っ
て
描
か
れ
、
そ
れ
ら
は
彼
の
連
作
︵
全
体
︶

を
通
し
て
絵
画
の
構
造
を
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

じ
つ
は
こ
の
よ
う
に
ラ
イ
マ
ン
の
﹁
白
い
画
面
﹂
は
、
単
一
性
に
支
配
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
白
い
画
面
と

い
う
全
体
性
を
保
持
し
続
け
る
の
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
﹃
色
彩
に
つ
い
て
﹄
第
三
部
一
七
四
﹁
白
い
紙
が
少
し
で
も
暗
く

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
、
そ
れ
は
灰
色
に
見
え
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
つ
ね
に
白
く
見
え
る
（
註
25
）﹂
と
い
う
こ
の
指
摘
に
起
因

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
白
の
不
透
明
性
は
、
物
質
性
の
顕
現
化
、
つ
ま
り
絵
具
の
そ
れ
ぞ
れ
の
微
妙
な
練
り
や
、
つ
や
、
流

動
性
、
固
さ
な
ど
の
触
角
的
な
材
質
感
の
差
異
を
も
色
相
に
よ
っ
て
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
構
造
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
示
す
こ
と
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を
可
能
に
し
た
と
言
え
よ
う
。

　

画
面
上
で
構
造
を
顕
わ
に
し
て
い
る
の
は
、
個
々
の
白
の
微
妙
な
差
異
で

あ
る
。
し
か
し
、
白
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
言
う
よ
う
に
完
全
に
不

透
明
な
存
在
で
あ
る
以
上
、
こ
の
個
々
の
白
は
﹁
白
以
外
の
概
念
を
持
ち
合

わ
せ
な
い
限
り
な
く
白
に
近
い
灰
色
﹂、
あ
る
い
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
が
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
﹁
透
明
な
白
﹂
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　

こ
の
よ
う
な
触
覚
的
な
物
質
感
を
持
つ
表
面
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
マ
ン
の
作

品
は
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
絵
画
や
ミ
ニ
マ
ル
ア
ー
ト
が
持
つ
還
元
主
義
的
で
求
心

的
な
直
進
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
の
横
へ
横
へ

と
併
置
し
展
開
し
て
い
く
共
時
的
な
差
異
の
体
系
を
獲
得
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。　
　

　

こ
れ
ら
を
実
現
に
至
ら
せ
て
い
る
も
の
が
﹁
白
﹂
な
の
で
あ
る
。
そ
の
白
に
つ
い
て
の
ラ
イ
マ
ン
自
身
の
言
葉
を
紹
介
し
よ
う
。

　
﹁
白
は
、
絵
画
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
明
確
化
し
て
く
れ
る
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
色
彩
で
す
﹂。

　
﹁
白
は
絵
画
内
の
他
の
諸
特
徴
を
は
っ
き
り
と
見
え
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
。
他
の
色
彩
は
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
（
註
26
）﹂。

　

ラ
イ
マ
ン
に
は
﹁W

inser

﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
作
品
が
あ
る
。
絵
具
会
社
の
企
業
名
か
ら
の
命
名
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

正
式
名
は
﹁W

inser &
 N

ew
ton

﹂
で
日
本
で
は
一
般
に
﹁
ニ
ュ
ー
ト
ン
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
﹁W

inser

﹂
と
呼

図2 ロバート・ライマン「Assistant」 1990　279.4×266.7cm
 〈ロバート・ライマン展〉川村記念美術館、2004より
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ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
日
本
に
お
い
て
は
﹁W

inser

﹂
は
絵
具
会
社
の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
持
た
な
い
が
、
問
題

は
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
絵
がW

inser

社
の
白
絵
具
で
描
か
れ
、﹁W

inser

﹂
と
い
う
名
を
持
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
白

は
﹁W

inser

﹂
の
白
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

色
の
特
質
の
ひ
と
つ
は
相
対
性
に
あ
る
。
し
か
し
そ
ん
な
相
対
的
な
色
彩
の
な
か
で
白
は
黒
と
と
も
に
絶
対
的
性
格
を
持
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
白
に
は
こ
れ
以
上
白
く
な
い
白
、
絶
対
白
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
我
々
は
純
白
と
呼
ん
で
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
純
白
と
白
と
の
境
界
は
ど
こ
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
引
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
色
彩
は
実
体
で
は
な
く
現
象
で
あ
る
。

し
か
し
、
絵
画
は
実
体
で
あ
り
色
彩
を
扱
う
画
家
は
そ
の
実
体
の
な
か
で
仕
事
を
す
る
の
だ
。
ラ
イ
マ
ン
は
ウ
ィ
ン
ザ
ー
社
の
﹁
白
﹂

以
外
に
も
た
く
さ
ん
の
﹁
白
﹂
を
知
︵
持
︶
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ラ
イ
マ
ン
が
、
た
く
さ
ん
あ
る
﹁
白
﹂
の
な
か
か
ら
ウ
ィ
ン
ザ

ー
社
の
白
絵
具
を
︵
純
︶
白
と
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
私
の
ア
ト
リ
エ
に
は
複
数
メ
ー
カ
ー
の
顔
料
の
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
三
種
類
ず

つ
の
白
絵
具
が
常
備
さ
れ
て
い
る
。
無
論
ラ
イ
マ
ン
は
ウ
ィ
ン
ザ
ー
の
白
絵
具
に
崇
高
や
神
秘
、
特
別
な
何
か
を
見
て
い
た
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
れ
ど
こ
ろ
か
恣
意
性
を
も
示
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
重
要
な
の
は
﹁
そ
れ
を
︵
純
︶
白
と
し
た
﹂
と
い
う
こ
と
に

あ
る
の
だ
。

　

色
彩
が
相
対
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
主
体
の
あ
り
か
た
は
、
途
方
も
な
く
重
要
さ
を
増
す
の
で
あ
る
。

　

一
九
二
八
年
生
ま
れ
の
フ
ラ
ン
ス
人
作
家
イ
ブ
・
ク
ラ
イ
ン
（
註
27
）
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
に
し
て
画
家
で
あ
り
、
青
の
モ
ノ
ク
ロ
ー

ム
絵
画
の
連
作
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
青
い
絵
画
は
海
綿
を
支
持
体
に
ウ
ル
ト
ラ
マ
リ
ン
ブ
ル
ー
が
全
面
に
塗
り
こ
め
ら
れ
、
そ

の
青
の
画
面
は
我
々
の
視
線
を
吸
収
し
つ
く
す
か
の
よ
う
な
神
秘
性
す
ら
湛
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
連
作
の
青
も
ま
た
、
イ
ブ
・
ク
ラ

イ
ン
の
主
体
に
よ
っ
て
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ク
ラ
イ
ン
・
ブ
ル
ー
︵
Ｉ
・
Ｋ
・
Ｂ
︶
と
命
名
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

画
家
に
と
っ
て
色
彩
は
、
色
彩
環
上
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
描
こ
う
と
す
る
対
象
や
、
絵
具
、
顔
料
の
な
か
に
あ
る
。

　

ゲ
ー
テ
が
色
彩
環
内
で
分
極
性
を
形
成
す
る
と
し
た
黄
と
青
と
は
、
一
体
ど
の
黄
と
青
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
色
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の
高
昇
と
し
て
、
紫
と
橙
が
結
合
し
た
真
紅Purpur

と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
赤
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
観
念
的
な
理
解
は
あ
る
も
の
の

一
向
に
答
え
は
見
え
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
現
象
で
あ
り
、
観
念
で
あ
る
色
彩
の
実
体
を
私
は
捕
ま
え
た
い
の
で
あ
る
。

　

聖
母
子
像
の
マ
リ
ア
は
慈
愛
を
示
す
真
紅
の
衣
と
、
天
を
示
す
青
の
マ
ン
ト
に
身
を
包
ん
で
い
る
。
ゲ
ー
テ
も
無
数
の
マ
リ
ア
像
を

見
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
な
か
に
純
粋
な
青
を
、
純
粋
な
真
紅
を
見
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
画
家
に
と
っ
て
、
そ
の
マ

リ
ア
の
青
は
、
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
ー
を
原
石
と
す
る
ウ
ル
ト
ラ
マ
リ
ン
ブ
ル
ー
の
顔
料
で
あ
る
。
ま
た
、
顔
料
の
な
い
真
紅
は
、
最
下
層

の
白
の
下
地
に
不
透
明
な
バ
ー
ミ
リ
オ
ン
の
層
が
重
ね
ら
れ
、
上
層
に
は
カ
ー
マ
イ
ン
レ
ー
キ
が
何
層
に
も
透
層
を
重
ね
ら
れ
て
得
ら

れ
る
そ
の
状
態
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ゲ
ー
テ
が
観
念
的
に
想
定
し
た
﹁
結
合
﹂
が
そ
の
技
法
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
観

念
の
実
体
化
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
画
家
に
と
っ
て
原
色
と
は
顔
料
、
つ
ま
り
絵
具
箱
の
な
か
に
あ
り
、
色
彩
と
は
、
色
彩
環
や

色
立
体
の
な
か
、
つ
ま
り
概
念
の
な
か
に
あ
る
だ
け
で
は
な
く
描
こ
う
と
す
る
対
象
と
、
絵
具
、
顔
料
の
な
か
に
あ
る
の
だ
。
そ
し
て

す
べ
て
の
色
が
ア
ト
リ
エ
の
内
、
画
家
の
才
能
の
内
に
あ
る
の
だ
。

　

二
―
③
「
外
殻
的
か
た
ち
・
色
彩
の
統
合
―
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
」

　

絵
画
平
面
上
に
外
殻
的
立
体
感
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
全
て
の
線
を
画
面
内
に
設
定
し
た
消
失
点
に
収
斂
さ
せ
る
こ
と
で
空

間
内
に
整
合
性
を
つ
く
る
と
い
う
、
一
五
世
紀
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
ブ
ル
ネ
レ
ス
キ
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
線
的
遠
近
法
で
は
充
分
で
は

な
い
。
こ
の
塊
量
表
現
に
対
し
て
ゲ
ー
テ
は
、﹃
色
彩
論
﹄
教
示
篇
八
五
二
で
﹁
明
暗
は
物
体
を
立
体
と
し
て
み
せ
る
。
光
と
影
は
わ

れ
わ
れ
に
濃
度
を
示
し
て
く
れ
る
（
註
28
）﹂
と
い
う
示
唆
を
与
え
て
い
る
。

　

濃
度
は
色
彩
に
お
い
て
は
明
度
を
示
す
。
明
度
、
つ
ま
り
白
と
黒
の
間
に
あ
る
無
限
の
グ
レ
ー
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、

観
察
や
画
家
の
眼
差
し
に
よ
っ
て
幅
が
拡
張
さ
れ
、
立
体
表
現
の
豊
か
さ
が
増
す
の
で
あ
る
。

　

立
体
表
現
は
明
暗
を
必
要
と
す
る
が
、
色
彩
を
必
要
と
は
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
遠
ざ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
色
彩
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が
観
察
の
妨
げ
に
な
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

ゲ
ー
テ
は
﹁
明
暗
と
す
べ
て
の
色
彩
表
現
と
は
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
必
要
で
も
あ
る
。
芸
術
家
は

ま
ず
明
暗
を
色
彩
か
ら
切
り
離
し
て
、
考
察
し
、
そ
の
す
べ
て
に
精
通
し
て
こ
そ
、
絵
画
表
現
の
謎
を
解
明
し
う
る
だ
ろ
う
（
註
29
）﹂

と
記
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
外
殻
的
立
体
表
現
の
完
璧
な
典
型
で
あ
る
グ
リ
ザ
イ
ユ
に
つ
い
て
触
れ
て
み
よ
う
。

　

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
フ
ラ
ン
ド
ル
の
技
法
グ
リ
ザ
イ
ユ
は
、
テ
ン
ペ
ラ
絵
具
を
描
材
に
無
彩
色
で
あ
る
拡
張
さ
れ
た
グ
レ
ー
に
よ
っ
て
、

対
象
の
明
暗
を
克
明
精
緻
に
描
き
上
げ
、
抜
群
の
写
実
性
を
確
保
し
、
祭
壇
画
の
扉
部
分
に
あ
た
か
も
彫
刻
が
設
置
さ
れ
て
い
る
か
の

よ
う
な
、
ト
ロ
ン
プ
・
ル
イ
ユ
的
効
果
を
発
揮
し
た
。

　

し
か
し
多
く
の
場
合
、
白
黒
の
明
暗
で
描
か
れ
た
テ
ン
ペ
ラ
の
こ
の
グ
リ
ザ
イ
ユ
は
、
上
層
に
有
色
の
透
明
フ
ィ
ル
ム
を
重
ね
る
か

の
よ
う
に
、
透
明
色
と
不
透
明
色
の
油
彩
を
何
層
も
透
層
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
明
解
な
完
全
な
か
た
ち
と
、
深
み
と
、
調
和
の
あ
る
、

輝
く
よ
う
な
色
調
の
結
晶
化
を
目
指
す
テ
ン
ペ
ラ
と
油
彩
の
混
合
技
法
の
た
め
の
下
絵
を
な
し
て
も
い
た
。

　

我
々
は
あ
の
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
の
ゲ
ン
ト
の
﹁
仔
羊
の
祭
壇
画
﹂︵
一
四
三
二
年
︶
の
迫
真
に
迫
る
写
実
性
と
、
透
明
感
に
満
ち
た
硬

質
な
色
彩
の
実
現
を
可
能
に
し
た
こ
の
グ
リ
ザ
イ
ユ
技
法
に
改
め
て
驚
嘆
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
じ
つ
は
こ
の
卓
越
し
た
技

法
は
、
色
彩
を
考
え
る
上
で
も
じ
つ
に
示
唆
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　

グ
リ
ザ
イ
ユ
技
法
と
は
、
描
く
対
象
の
か
た
ち
・
立
体
を
明
度
差
・
白
黒
に
よ
っ
て
描
き
、
次
に
色
彩
を
色
相
に
よ
っ
て
描
き
分
け

て
い
く
、
い
わ
ば
か
た
ち
と
色
彩
の
分
業
化
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
対
象
の
色
彩
を
ま
ず
明
度
と
色
相
に
分
解
し
、
白
黒
で
描
か
れ
た
下

層
に
色
相
と
彩
度
を
重
層
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
一
平
面
へ
の
再
統
合
を
実
践
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
白
黒
の
下
層
に
上
層
を
彩

色
す
る
構
造
は
他
に
も
多
々
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
グ
リ
ザ
イ
ユ
が
特
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
下
層
の
白
黒
が
、
対
象
に
当
た
る
光
の

作
り
出
す
明
暗
の
変
化
を
つ
ぶ
さ
に
写
し
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
光
が
作
り
出
す
明
度
差
に
よ
る
白
黒
の
間
の
無
限
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に
近
い
グ
レ
ー
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
立
体
表
現
と
の
濃
密
な
関
係
に
あ
る
の
だ
。

　

つ
ま
り
立
体
、
か
た
ち
の
認
識
は
白
黒
、
明
度
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
色
彩
の
魅
力
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
感
情
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

　

た
と
え
ば
、
こ
の
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
の
多
翼
的
祭
壇
画
の
色
彩
を
見
て
み
よ
う
。

　

全
能
者
キ
リ
ス
ト
は
真
紅
︵Purpur

︶
の
、
左
翼
聖
母
マ
リ
ア
は
青
の
、
右
翼
の
洗

礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
は
緑
の
マ
ン
ト
を
身
に
つ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
色
彩
は
純
粋
か
つ
透
明
で

き
わ
め
て
彩
度
が
高
い
。
殊
に
キ
リ
ス
ト
の
マ
ン
ト
の
真
紅
は
ま
る
で
鉱
石
や
宝
石
の

様
な
輝
き
を
み
せ
、
見
事
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　

し
か
し
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
派
の
、
色
彩
の
錬
金
術
師
と
呼
ば
れ
た
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ

の
作
品
と
比
較
す
る
と
、
色
彩
は
か
た
ち
の
な
か
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う

に
も
見
え
始
め
、
色
彩
の
か
た
ち
へ
の
従
属
性
が
露
見
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

そ
れ
は
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
の
描
き
上
げ
た
真
紅
と
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
そ
れ
と
の
差
異
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
が

色
面
に
よ
っ
て
き
っ
ち
り
と
画
面
を
分
割
し
、
ま
る
で
真
空
状
態
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
緊
張
し
た
空
間
を
作
り
出
し
て
い
る
の
に
対

し
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
輪
郭
は
緩
や
か
で
、
形
態
も
柔
ら
か
さ
を
有
し
て
い
る
。
一
五
一
八
年
に
描
か
れ
た
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の

﹁
聖
母
被
昇
天
﹂
の
画
面
中
央
の
真
紅
の
マ
ン
ト
は
、
顔
の
陰
の
赤
み
や
、
周
り
を
取
り
囲
む
天
使
た
ち
の
肌
の
色
と
の
、
ま
た
聖
人

の
暖
色
を
帯
び
た
赤
の
衣
や
ま
た
そ
れ
ら
と
隣
り
合
わ
さ
れ
る
寒
色
と
の
関
係
性
の
な
か
に
あ
り
、
色
彩
が
有
機
的
に
協
働
し
て
い
る

か
の
よ
う
だ
。

　

色
彩
が
相
対
的
な
性
格
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
同
一
画
面
内
の
そ
れ
ぞ
れ
の
色
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
分
け
て
い
た
線
が
取
り
除
か
れ
、
互

図3 ファン・アイク「仔羊の祭壇画」 1432　375×520cm
　　　〈VAN EYCK〉Langewiesche-Koenigstein, 1980より
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い
に
新
た
な
関
係
が
つ
く
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
次
の
関
係
へ
と
連
鎖
し
、
ま
さ
に
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
戯
れ
る
よ
う
に
活
発
に
活
動
を

広
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
に
な
ら
っ
て
言
え
ば
、
絵
画
的
︵M

alerisch

︶
表
現
は
色
彩
に
自
由
度
を
与
え
、
一
方
、
線
的
︵Zeichnerisch

︶

表
現
は
色
彩
を
抑
制
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
両
者
の
隔
た
り
は
示
し
て
い
る
。

　

ゲ
ー
テ
の
﹃
色
彩
論
﹄
教
示
篇
第
六
編
九
〇
三
～
九
〇
八
に
記
さ
れ
た
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
下
地
は
、
厳
格
な
グ
リ
ザ
イ
ユ
を
下
地

と
し
た
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
下
地
に
は
白
っ
ぽ
い
下
地
、
明
る
い
下
地
、
暗
い
下
地
の
三
種
が
あ
り
、
同
一

画
面
内
に
二
種
以
上
の
下
地
が
施
さ
れ
、
部
分
的
に
は
下
地
が
仕
上
げ
部
分
を
作
っ
て
い
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
ま
た
テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト

が
使
用
し
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
が
あ
ま
り
使
用
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
暗
い
下
地
・
赤
褐
色
は
、
ゲ
ー
テ
の
原
文
（
註
30
）
で
は

Rotbraun

と
あ
り
、
他
の
技
法
書
（
註
31
）
で
は
赤
色
ボ
ル
ス
地
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
推
測
の
域
は
出
な
い
も
の
の
、
か
な
り
赤
み

の
強
い
下
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
地
塗
り
無
し
で
の
透
層
で
の
失
敗
談
ま
で
あ
り
、
下
地
の
あ
り
よ
う
の
差
異
は
、

こ
の
両
者
の
作
品
の
隔
た
り
以
上
の
距
離
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

　

フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
と
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
色
彩
表
現
に
お
け
る
こ
の
両
者
の
差
異
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
外
殻
的
立
体
表
現
に
際
し

て
、
画
面
上
で
統
合
を
計
ろ
う
と
す
る
色
彩
と
か
た
ち
を
分
極
性
の
概
念
で
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
色
彩
は
そ
の
特
質
を
詳
ら
か
に

す
る
の
で
あ
る
。

　

二
―
④
「
色
彩
画
家
ゴ
ッ
ホ
そ
の
明
度
性
」

　

燃
え
上
が
る
色
彩
ゴ
ッ
ホ
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
に
、
強
い
色
彩
の
イ
メ
ー
ジ
と
強
烈
に
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
ゴ
ッ
ホ
は
色
彩
の
扱

い
に
お
い
て
他
の
追
従
を
許
さ
な
い
か
の
よ
う
に
思
え
る
。

　

彼
の
作
品
を
特
徴
付
け
て
い
る
の
は
、
じ
つ
は
色
彩
と
と
も
に
絵
具
の
物
質
感
で
あ
る
。
そ
の
粘
度
の
高
い
厚
手
の
絵
具
が
荒
々
し
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い
筆
触
で
画
面
に
定
着
さ
れ
て
い
る
様
相
は
、
強
烈
な
色
彩
と
と
も
に
、
彼
の
精
神
が
葛
藤
し
た
傷
あ
と
の
よ
う
に
観
る
者
に
迫
っ
て

く
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
色
彩
に
絞
っ
て
画
面
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ゴ
ッ
ホ
の
画
は
視
認
度
の
高
い
色
彩
、
彩
度
の
高
い
色
彩
、
チ
ュ
ー
ブ
の
色
そ
の
も
の
を
思
わ
せ
る
原
色
に
近
い
色
彩
、
そ
れ
ら
そ

れ
ぞ
れ
が
生
々
し
く
塗
り
分
け
ら
れ
、
色
相
の
色
面
を
作
り
、
画
面
内
の
異
な
っ
た
色
相
と
関
係
し
あ
い
な
が
ら
、
ま
た
他
と
の
関
係

を
力
強
く
、
迷
う
こ
と
な
く
結
ば
れ
て
い
る
。
現
実
世
界
の
な
か
で
は
見
る
こ
と
の
な
い
こ
の
様
相
の
非
凡
さ
は
、
通
念
を
打
ち
砕
く

強
さ
を
持
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
の
生
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
八
〇
〇
年
代
後
半
の
日
常
の
色
彩
を
想
像
し
て
み
る
と
、
彼
の
色
彩

に
見
る
先
鋭
性
が
さ
ら
に
強
く
理
解
さ
れ
る
。

　

ゴ
ッ
ホ
は
自
分
の
身
の
ま
わ
り
の
も
の
を
テ
ー
マ
に
、
彼
自
身
の
精
神
を
描
い
た
。
そ
れ
は
自
分
自
身
、
知
人
、
花
や
静
物
、
あ
る

い
は
風
景
と
、
い
ず
れ
に
せ
よ
具
体
的
に
形
体
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
外
殻
的
立
体
表
現
を
明
暗
、
す
な
わ
ち
明
度
に
よ
っ
て
実

現
す
る
こ
と
は
、
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
の
グ
リ
ザ
イ
ユ
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
。
ゴ
ッ
ホ
の
表
現
も
描
く
対
象
が
具
体
的
な
形
体
で
あ
る

以
上
、
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
の
よ
う
な
微
細
な
明
度
差
の
連
な
り
は
な
い
ま
で

も
、
明
度
差
の
秩
序
︵
オ
ー
ダ
ー
︶
を
基
本
条
件
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、

彼
の
画
面
で
は
、﹁
明
暗
の
妨
げ
と
し
て
遠
ざ
け
、
切
り
離
な
せ
﹂、
と
ゲ
ー

テ
も
指
摘
す
る
色
彩
が
最
優
先
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

　

そ
も
そ
も
色
に
は
色
相
、
彩
度
、
明
度
の
三
つ
の
属
性
が
あ
る
。
色
彩
は

つ
ね
に
明
度
を
帯
び
て
い
る
。
ま
た
い
か
な
る
色
彩
も
、
明
度
と
い
う
属
性

か
ら
逃
れ
て
は
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
色
か

ら
明
度
を
取
り
除
く
と
そ
の
色
は
色
相
環
上
の
位
置
を
示
し
は
す
る
も
の
の
、

実
際
の
色
で
は
な
く
、
観
念
の
な
か
だ
け
に
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
一
方

図4 ゴッホ「夜のカフェテラス」
 1880　80.7×65.3cm　〈ゴッホ展〉
 東京国立近代美術館、2005より
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あ
る
特
定
の
色
か
ら
色
相
と
彩
度
を
除
く
と
そ
の
色
は
明
度
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
明
度
、
色
相
、
立
体
表
現

を
考
え
て
み
る
と
、
画
面
内
で
形
体
を
表
現
す
る
た
め
の
秩
序
に
そ
っ
た
特
定
の
明
度
は
、
白
と
黒
の
幅
の
な
か
に
あ
る
、
換
わ
る
こ

と
の
で
き
な
い
唯
一
の
グ
レ
ー
で
は
な
く
、
複
数
の
色
相
か
ら
還
元
さ
れ
た
複
数
の
色
が
あ
る
と
言
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

こ
こ
で
視
認
度
、
色
の
目
立
ち
度
合
い
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。
赤
や
黄
は
視
認
度
が
高
く
、
ゆ
え
に
消
防
車
に
は
そ
の
緊
急

性
と
重
要
性
か
ら
赤
が
使
用
さ
れ
、
我
々
の
日
常
の
な
か
で
際
立
っ
た
特
徴
を
見
せ
る
。
し
か
し
、
幼
い
頃
見
た
白
黒
映
画
に
登
場
し

た
消
防
車
は
、
む
し
ろ
色
調
は
鈍
く
街
並
の
な
か
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
、
大
変
驚
い
た
こ
と
が
想
い
起
こ

さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
色
の
持
つ
視
認
度
も
ま
た
、
明
度
へ
変
換
さ
れ
た
際
、
そ
の
視
認
性
は
維
持
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
明
度
そ
の
も
の
の
問
題
で
は
な
い
。
色
相
や
彩
度
と
い
う
属
性
同
士
の
な
か
で
の
明
度
の
も
つ
性
格
や
、
視
認
性
と
明
度
と

の
関
係
か
ら
生
ず
る
問
題
で
あ
り
、
形
体
表
現
に
は
不
可
欠
な
明
度
の
問
題
で
あ
る
。

　

そ
し
て
じ
つ
は
こ
の
明
度
性
こ
そ
が
ゴ
ッ
ホ
の
色
彩
表
現
と
深
く
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

な
る
ほ
ど
ゴ
ッ
ホ
の
色
彩
は
通
念
を
超
え
、
鮮
や
か
な
色
面
は
そ
の
関
係
の
な
か
で
よ
り
活
発
に
色
彩
自
体
の
強
さ
を
主
張
し
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
色
鮮
や
か
な
画
面
の
一
方
で
、
具
体
的
な
形
体
を
描
こ
う
と
す
る
ゴ
ッ
ホ
の
画
面
は
、
全
体
と
し
て
適
正
な
明
度
差

の
秩
序
＝
ヴ
ァ
ル
ー
ル
を
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
見
自
由
奔
放
の
よ
う
に
映
る
そ
れ
ぞ
れ
の
色
は
、
形
体
表
現
と
し
て
の
明
度
差
を
じ
つ
に
適
正
に
保
っ
て
お
り
、
色
価
・
ヴ
ァ
ル

ー
ル
は
破
綻
を
き
た
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
驚
き
で
も
あ
る
の
だ
が
、
じ
つ
は
相
当
量
の
白
が
混
色
に

使
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
画
面
を
支
配
し
て
い
る
の
は
強
い
色
彩
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
彼
の
非
凡
さ
が
あ
る
の
だ
。
ゴ
ッ

ホ
の
作
品
は
ま
さ
に
適
正
な
ヴ
ァ
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
、
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
ゴ
ッ
ホ
の
作
品
を
白
黒
の
図
版
、
写
真
で
見
る
と
容
易
に
納
得
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ホ
の
画
面
に
お
い
て
、
適
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正
な
明
度
値
︵
ヴ
ァ
ル
ー
ル
︶
を
持
っ
て
い
る
そ
れ
ら
の
色
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
色
が
グ
レ
ー
に
還
元
さ
れ
る
際
、
奪
わ
れ
て
し
ま

っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
色
相
と
高
い
視
認
度
性
を
、
再
び
身
に
つ
け
、
再
生
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ゴ
ッ
ホ
と
い
う
天
才
は
、
彼
の
主
観
が
直
感
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
色
を
選
び
わ
け
、
強
い
筆
触
を
残
し
な
が
ら
形
象
と
彼
の
精
神
を

描
き
こ
ん
で
い
っ
た
の
だ
。

　

色
彩
の
形
体
表
現
に
お
け
る
明
度
値
︵
ヴ
ァ
ル
ー
ル
︶
は
秩
序
あ
る
明
暗
に
そ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
色
が
全
体
を
つ
く
る
の
で
あ
る
。

適
正
な
ヴ
ァ
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
全
体
が
統
べ
ら
れ
て
い
る
ゴ
ッ
ホ
の
画
面
内
で
の
最
小
の
明
度
値
と
は
、
ほ
ん
の
一
筆
の
タ
ッ
チ
で
あ

ろ
う
。
そ
の
タ
ッ
チ
も
ま
た
、
彼
の
画
面
の
全
体
性
に
と
っ
て
ま
さ
に
、
適
正
な
明
度
値
を
合
わ
せ
も
っ
た
色
な
の
で
あ
る
。　

　

色
と
か
た
ち
の
分
極
性
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
ヴ
ァ
ル
ー
ル
の
概
念
が
求
め
た
色
と
か
た
ち
の
統
合
は
画
面
内
の
空
間
性
で
の
結
合

を
経
て
、
最
小
単
位
の
内
側
に
ま
で
及
ん
だ
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
色
と
か
た
ち
は
、
ま
も
な
く
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
還
元
主
義
の

下
、
分
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

二
―
⑤
「
大
気
・
タ
ー
ナ
ー
、
光
・
モ
ネ
、
そ
し
て
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
」

　

英
国
ロ
マ
ン
主
義
の
風
景
画
家
Ｊ
・
Ｍ
・
タ
ー
ナ
ー
は
、
ま
さ
に
ゲ
ー
テ
の
時
代
の
作
家
で
あ
っ
た
。
ア
ト
リ
エ
に
は
ゲ
ー
テ
の

﹃
色
彩
論
﹄
の
英
訳
本
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
タ
ー
ナ
ー
自
身
に
よ
る
書
き
込
み
が
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ゲ
ー
テ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
タ
ー
ナ
ー
も
ま
た
南
イ
タ
リ
ア
を
何
度
か
訪
れ
て
い
る
。
南
イ
タ
リ
ア
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
陽
光

と
色
彩
は
彼
を
魅
了
し
、
水
の
反
射
は
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
助
長
し
、
ア
ル
プ
ス
以
北
の
こ
の
画
家
の
眼
と
精
神
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

彼
の
作
品
は
、
最
初
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
一
八
一
九
年
、
タ
ー
ナ
ー
四
四
歳
を
境
に
忠
実
に
自
然
描
写
す
る
い
わ
ゆ
る
典
型
的
な
サ

ロ
ン
の
風
景
画
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
的
作
風
へ
の
変
化
が
顕
著
に
な
る
。
画
面
で
は
帆
船
や
建
築
群
そ
し
て
人
物
の
群
像
が
動
的
な
構
図
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を
作
り
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
広
が
る
空
や
海
で
は
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
渦
巻
く
雲
海
、
そ
の
あ
い
ま
か
ら
太
陽
が
黄

に
輝
き
、
ま
た
は
厚
い
雲
の
奥
深
く
か
ら
の
陽
光
が
黄
に
鈍
く
海
に
反
射
し
て
劇
的
な
シ
ー
ン
を
生
み
出
し
て
い
る
。
人
物
群
や
建
築

物
を
雲
と
空
気
が
覆
い
、
風
景
は
光
に
溶
け
だ
し
て
い
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
の
空
に
は
多
く
の
場
合
、
光
源
で
あ
る
太
陽
が

描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
光
源
が
作
り
出
す
大
気
の
様
子
や
無
限
の
色
彩
の
変
化
、
こ
れ
ら
﹁
大
気
と
光
﹂
こ
そ
が
、
タ
ー
ナ
ー

の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

美
術
史
家
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
私
は
こ
の
テ
ー
マ
と
し
て
の
﹁
大
気
と
光
﹂
の
実
現
は
、
タ

ー
ナ
ー
六
五
歳
最
晩
年
の
一
八
四
〇
年
以
降
で
あ
る
と
考
え
る
。

一
八
一
九
年
、
こ
の
時
点
で
は
タ
ー
ナ
ー
は
ま
だ
風
景
を
描
く
ロ
マ
ン
主
義
の
画
家
に
過
ぎ
な
い
。

　
﹁
吹
雪
─
港
の
沖
合
の
蒸
気
船
﹂︵
一
八
四
二
年
︶、﹁
雨
・
蒸
気
・
速
力
﹂︵
一
八
四
四
年
︶
な
ど
が
示
す
よ
う
に
、
一
八
四
〇
年
以
降
は

画
面
内
の
形
象
性
は
薄
ま
り
、
色
彩
が
流
動
性
を
持
っ
て
画
面
全
面
を
運
動
し
て
い
る
。
こ

こ
こ
そ
が
大
気
を
モ
テ
ィ
ー
フ
に
、
光
を
色
彩
で
描
い
た
ひ
と
つ
の
到
達
点
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

そ
の
画
像
は
、
三
〇
年
を
経
て
フ
ラ
ン
ス
に
生
ま
れ
る
印
象
派
モ
ネ
の
﹁
日
の
出
・
印

象
﹂
を
予
見
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
自
由
な
流
動
的
画
面
は
、
二
〇
世

紀
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
絵
画
（
註
32
）
と
も
一
脈
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
彼
の
そ
の
先
駆
性
は

連
続
す
る
美
術
史
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
む
し
ろ
突
発
的
で
す
ら
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

一
八
四
〇
年
代
タ
ー
ナ
ー
は
大
気
を
描
い
た
。
当
時
そ
れ
は
と
て
も
大
き
な
出
来
事
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
形
象
を
持
た
な
い
気
体
を
人
類
が
初
め
て
描
い
た
瞬
間
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

画
面
の
な
か
の
色
彩
は
特
定
な
空
間
的
位
置
に
制
約
さ
れ
ず
、
拡
張
し
、
粗
密
を
つ
く
り
、

図5 ターナー「雨・蒸気・速力」1844　91×122㎝
 〈Die Kunst der Romantik〉 Belser Verlag, 2004より
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あ
る
種
の
飽
和
状
態
に
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
実
体
で
は
な
く
、
陽
光
の
変
化
、
現
象
を
描
こ
う
す
る
そ
の
画
面
は
、
白
を
基
調
に

黄
が
柔
ら
か
な
ト
ー
ン
・
霞
を
作
り
出
し
て
い
る
。
厚
い
雲
の
背
後
か
ら
照
ら
す
太
陽
の
様
子
は
、
ゲ
ー
テ
が
﹁
く
も
り
﹂
を
も
っ
て

黄
を
説
明
す
る
ま
さ
に
そ
の
状
態
（
註
33
）
を
、
我
々
は
タ
ー
ナ
ー
の
画
面
に
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
タ

ー
ナ
ー
が
生
き
た
ロ
ン
ド
ン
で
あ
る
。
元
来
霧
の
多
い
土
地
と
し
て
知
ら
れ
る
ロ
ン
ド
ン
は
、
当
時
産
業
革
命
の
時
代
に
あ
り
、
彼
が

モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
好
ん
で
描
い
た
蒸
気
、
そ
し
て
深
刻
な
大
気
汚
染
か
ら
生
れ
た
煙
霧
で
町
は
覆
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
タ
ー
ナ
ー

は
ま
さ
に
ゲ
ー
テ
の
言
う
﹁
く
も
り
﹂
の
内
に
あ
っ
て
太
陽
光
が
通
過
す
る
際
の
め
く
る
め
く
色
彩
変
化
を
、
ゲ
ー
テ
よ
り
強
く
、
体

験
と
し
て
識
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

か
り
に
一
八
四
〇
年
以
降
が
真
正
タ
ー
ナ
ー
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
制
作
期
は
死
期
ま
で
の
十
年
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

ラ
ス
キ
ン
の
﹃
近
代
画
家
論
﹄
に
よ
る
賞
賛
も
一
八
四
三
年
で
あ
る
。
一
八
四
五
年
に
は
視
力
が
衰
え
る
と
の
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
が

い
か
な
る
程
度
な
の
か
分
か
ら
な
い
が
﹁
雨
・
蒸
気
・
速
力
﹂
の
制
作
は
四
四
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
あ
の
朦
朧
と
し
た
と
も

い
え
る
こ
れ
ら
の
画
面
と
全
く
無
縁
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
近
視
の
人
が
レ
ン
ズ
を
と
っ
た
瞬
間
、
対
象
が
明

瞭
さ
を
失
う
と
同
時
に
、
色
彩
が
鮮
や
か
さ
を
増
す
よ
う
に
感
じ
る
体
験
を
考
え
あ
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
が
、
想
像
の
域
は
超

え
な
い
。

　

こ
こ
で
彼
の
ア
ト
リ
エ
に
あ
っ
た
ゲ
ー
テ
の
﹃
色
彩
論
﹄
に
戻
ろ
う
。

　
﹃
色
彩
論
﹄
の
ド
イ
ツ
で
の
出
版
は
、
一
八
一
〇
年
で
あ
る
が
英
訳
本
の
刊
行
は
偶
然
な
の
だ
ろ
う
が
一
八
四
〇
年
で
あ
る
。
と
い

う
こ
と
は
一
八
四
〇
年
以
前
に
彼
は
英
訳
で
は
色
彩
論
を
読
ん
で
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ゲ
ー
テ
の
﹃
色
彩
論
﹄
が

色
彩
表
現
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
タ
ー
ナ
ー
を
強
く
後
押
し
し
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
重
要
な
点
は
そ
れ
が
一
八
四
〇
年
以
降
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　

タ
ー
ナ
ー
の
書
き
込
み
は
教
示
篇
第
四
編
﹁
高
昇
し
た
両
端
の
結
合
﹂
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。



70

　

真
紅
の
顔
料
は
、
他
の
顔
料
を
混
合
し
て
も
合
一
し
て
も
作
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
色
彩
の
最
高
点
に
到
頂
し
た
物
体
を
固
定
し

な
け
れ
ば
、
真
紅
の
顔
料
を
作
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
か
ら
画
家
が
三
原
色
と
い
う
も
の
を
仮
定
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
、
画

家
は
三
原
色
か
ら
他
の
す
べ
て
の
色
彩
を
合
成
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
物
理
学
者
は
た
だ
二
つ
の
原
色
だ
け
を
仮
定
し
、
こ
の
二
つ

の
色
彩
か
ら
他
の
色
彩
を
展
開
さ
せ
合
成
す
る
の
で
あ
る
（
註
34
）。

　

こ
の
箇
所
に
タ
ー
ナ
ー
は
﹁W

hat !! B
lue and Yellow

﹂
と
書
き
込
ん
で
い
る
。

　

こ
の
書
き
込
み
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
が
仮
に
全
文
に
対
し
て
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
青
と
黄
に
よ
っ
て
真
紅
を
つ
く
る
︵
結
合
︶
こ
と
に
対
す
る
単
純
な
驚
き
で
あ
ろ

う
。
日
常
顔
料
を
混
合
す
る
こ
と
で
色
を
つ
く
る
画
家
に
と
っ
て
、
青
と
黄
で
赤
を
つ
く
る
こ
と
は
驚
き
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、
全
文
に
で
は
な
く
三
原
色
に
対
す
る
書
き
込
み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
欠
け
て
い
る
﹁
赤
は
？
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
タ
ー
ナ
ー
自
身
の
色
彩
の
特
徴
で
あ
る
、﹁
黄
を
中
心
と
す
る
暖
色
に
対
し
寒
色
の
比
率
が
画
面
内
で
決
し
て
高
く
な
い
こ
と
﹂

を
考
慮
す
れ
ばYellow

は
﹁
赤
と
黄
﹂
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

関
心
は
さ
ら
な
る
興
味
へ
と
連
鎖
し
て
い
く
。
か
り
に
他
の
箇
所
に
も
書
き
込
み
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
書
き
込
み
を

丁
寧
に
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、
ゲ
ー
テ
色
彩
論
と
真
正
タ
ー
ナ
ー
と
の
ま
す
ま
す
強
い
関
係
、
そ
し
て
突
発
的
に
す
ら
見

え
る
あ
の
タ
ー
ナ
ー
の
作
品
群
と
ゲ
ー
テ
と
の
因
果
関
係
が
霧
の
な
か
か
ら
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

二
〇
世
紀
絵
画
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
点
を
築
き
、
印
象
派
の
命
名
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
﹁
日
の
出
・
印
象
﹂
を
モ
ネ
が
制
作

し
た
の
は
一
八
七
三
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
三
年
前
の
一
八
七
〇
年
に
モ
ネ
は
普
仏
戦
争
か
ら
逃
れ
ロ
ン
ド
ン
入
り
し
、
タ
ー
ナ
ー
の
作
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品
を
見
て
い
る
。

　

白
が
基
調
と
な
る
全
体
の
な
か
で
、
光
源
で
あ
る
陽
光
が
画
面
に
色
を
さ
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
モ
ネ
の
こ
の
茫
洋
た
る
世
界
観

は
タ
ー
ナ
ー
最
晩
年
の
作
品
と
限
り
な
く
近
く
も
見
え
る
。
だ
が
モ
ネ
に
よ
る
こ
の
﹁
日
の
出
・
印
象
﹂
こ
そ
が
、
絵
画
史
に
お
い
て

近
代
と
そ
れ
以
前
と
を
決
定
的
に
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

タ
ー
ナ
ー
は
大
気
を
描
い
た
。
白
い
霞
、
白
い
蒸
気
を
描
い
た
の
に
対
し
、
モ
ネ
は
光
を
、
現
象
そ
の
も
の
を
表
現
し
た
の
だ
っ
た
。

そ
の
た
め
に
彼
は
全
方
位
の
関
係
性
の
色
彩
を
必
要
と
し
た
の
だ
っ
た
。

　

ゲ
ー
テ
が
言
う
よ
う
に
﹁
色
彩
と
は
光
で
あ
り
、
現
象
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
現
象
に
こ
そ
真
実
が
あ
る
﹂
の
で
あ
る
。

　

モ
ネ
の
こ
の
現
象
へ
の
想
い
は
、
ル
ー
ア
ン
大
聖
堂
の
連
作
を
生
み
出
し
た
。

一
日
の
な
か
で
刻
々
と
変
化
す
る
光
の
下
、
異
な
っ
た
色
彩
に
彩
ら
れ
て
い
く
大
聖
堂
の
色
彩
に
感
動
す
る
モ
ネ
は
、
朝
の
光
に
包
ま

れ
た
大
聖
堂
、
ま
た
は
昼
間
の
、
さ
ら
に
夕
暮
時
の
、
と
一
日
中
の
異
な
っ
た
時
刻
の
異
な
っ
た
光
に
包
ま
れ
た
大
聖
堂
を
描
い
た
。

す
な
わ
ち
、
色
彩
を
変
貌
す
る
大
聖
堂
は
異
な
っ
た
時
刻
の
光
を
、
異
な
っ
た
色
彩
の
絵
と
し
て
個
別
に
描
き
分
け
さ
せ
て
い
っ
た
の

だ
。

　

じ
つ
は
モ
ネ
に
お
け
る
こ
の
連
作
性
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
単
純
に
同
一
テ
ー
マ
で
複
数
の
作
品
を
手
が
け
る
と
い
う
の

で
は
な
く
、
個
別
の
作
品
は
個
々
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
と
の
関
係
の
な
か
で
互
い
に
影
響
し
あ
う
関
係
性
を
持
ち
、
シ
リ
ー
ズ
と
し

て
全
体
、
構
造
を
つ
く
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
相
対
性
を
内
包
す
る
構
造
は
、
色
彩
の
性
格
と
も
重
な
る
の
で
あ
る
。

　

色
彩
も
ま
た
、
自
ら
相
対
性
を
持
っ
た
個
々
が
、
他
と
の
関
係
性
に
お
い
て
全
体
を
つ
く
り
、
そ
の
な
か
で
色
彩
の
相
対
性
を
さ
ら

に
活
発
に
活
動
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
色
彩
の
相
対
性
の
性
格
は
、
相
対
性
を
築
く
シ
リ
ー
ズ
性
を
モ
ネ
に
採
用
さ
せ
た
の
で
あ
っ

た
。

　

こ
こ
で
、
最
晩
年
に
し
て
最
大
の
シ
リ
ー
ズ
﹁
睡
蓮
﹂
に
触
れ
て
み
よ
う
。
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モ
ネ
が
ア
ト
リ
エ
の
あ
る
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
の
庭
の
睡
蓮
を
描
き
始
め
た
の
は
、
一
八
九
〇
年
代
以
降
で
あ
る
。
一
九
〇
〇
年
に
入
る

と
専
ら
睡
蓮
に
の
み
に
傾
注
す
る
よ
う
に
な
り
、
作
品
サ
イ
ズ
も
巨
大
化
し
、
総
数
約
二
五
〇
点
も
の
大
シ
リ
ー
ズ
を
形
成
す
る
。

﹁
物
体
自
体
に
固
有
の
色
は
な
い
﹂。

﹁
色
彩
は
光
の
変
化
で
変
化
す
る
﹂。

こ
れ
は
光
の
現
象
を
描
こ
う
と
し
た
モ
ネ
の
言
葉
で
あ
る
。

﹁
色
彩
は
光
の
行
為
で
あ
る
。
行
為
で
あ
り
受
苦
で
あ
る
（
註
35
）﹂
と
は
、
シ
ラ
ー
に
対
す
る
ゲ
ー
テ
の
回
答
で
あ
り
色
彩
の
定
義
で

あ
る
。
色
彩
と
い
う
現
象
は
光
の
行
為
、
作
用
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
水
面
と
は
そ
の
光
の
作
用
が
集
中

的
に
現
れ
、
交
差
す
る
色
彩
現
象
の
宝
庫
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
現
場
で
あ
る
。

　

当
初
、
画
面
内
の
上
部
を
か
ろ
う
じ
て
確
保
し
て
い
た
空
は
、
一
九
〇
五
年
以
降
に
は
後
退
し
、
画
面
全
体
を
完
全
に
睡
蓮
の
池
が

占
め
る
こ
と
と
な
る
。
描
か
れ
る
も
の
は
睡
蓮
の
水
面
で
あ
り
、
水
面
と
は
現
象

を
写
し
と
る
鏡
面
で
あ
る
。
水
面
こ
そ
が
現
象
で
あ
り
、
し
か
も
無
限
に
変
容
を

続
け
る
そ
の
水
面
は
、
現
象
を
こ
そ
描
こ
う
と
し
た
モ
ネ
に
と
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
色
彩
を
提
供
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

水
面
に
反
映
し
た
虚
の
像
は
、
と
き
に
蓮
の
葉
と
影
の
間
の
空
を
流
れ
行
く
雲

が
明
暗
の
大
き
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
つ
く
り
、
実
体
と
し
て
の
蓮
と
虚
の
影
と
の

色
調
の
差
異
や
水
面
の
波
紋
が
つ
く
り
出
す
微
妙
な
明
度
の
諧
調
な
ど
が
加
わ
っ

て
、
水
面
の
照
り
返
し
は
モ
ネ
の
前
に
無
限
な
色
彩
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
呼

び
寄
せ
た
。

　

画
面
上
で
は
水
面
と
睡
蓮
の
つ
く
り
出
す
現
象
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
色
彩
の

図6 モネ「睡蓮」1914　200×200㎝
　　　〈Claude Monet〉Karin Sagner-Duechting, 

TASCHEN, 2001より
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関
係
性
が
、
モ
ネ
の
眼
を
通
し
て
的
確
な
明
度
値
と
色
相
に
変
換
さ
れ
、
動
勢
の
あ
る
筆
触
に
よ
っ
て
画
面
に
定
着
す
る
。
そ
れ
が
ま

た
、
他
の
関
係
性
を
呼
び
出
し
、
画
面
は
色
彩
と
筆
触
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
性
が
描
き
重
ね
ら
れ
、
全
体
と
し
て
の
﹁
睡
蓮
﹂

を
つ
く
り
上
げ
て
い
く
。

　

し
か
し
そ
の
際
、
水
面
の
角
度
は
画
面
上
部
が
奥
へ
後
退
し
な
い
よ
う
に
配
慮
が
施
さ
れ
、
こ
こ
の
色
彩
が
空
間
に
従
属
す
る
の
で

は
な
く
、
色
彩
と
し
て
の
自
立
が
担
保
さ
れ
、
画
面
内
で
の
運
動
を
よ
り
活
発
化
し
て
い
る
。

　

こ
の
完
結
さ
れ
た
一
点
の
﹁
睡
蓮
﹂
は
、
他
の
そ
れ
ぞ
れ
の
睡
蓮
と
さ
ら
に
関
連
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
の
﹁
大
シ
リ
ー
ズ
睡

蓮
﹂
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　

色
彩
を
関
係
性
と
絶
対
性
と
い
う
観
点
で
捉
え
、
タ
ー
ナ
ー
と
モ
ネ
を
見
て
み
よ
う
。

　

大
気
を
描
い
た
タ
ー
ナ
ー
は
、
対
極
す
る
黄
と
青
の
関
係
性
か
ら
す
る
と
両
者
は
直
線
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
じ
つ
に
豊
か

な
種
類
の
黄
を
実
現
す
る
こ
と
で
霞
を
表
現
し
た
。
し
か
し
、
対
極
す
る
青
に
は
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
乏
し
く
、
他
と
の
関
係
は
確

認
さ
れ
に
く
い
よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ
青
は
タ
ー
ナ
ー
の
画
面
の
な
か
で
他
と
の
関
係
を
築
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
そ
れ

は
タ
ー
ナ
ー
の
テ
ー
マ
、
タ
ー
ナ
ー
の
描
こ
う
と
し
た
大
気
に
原
因
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
大
気
は
色
彩
に
と
っ
て
重
要
な
﹁
く
も

り
﹂
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
気
自
体
は
、
媒
質
で
あ
り
、
媒
質
自
体
に
は
色
は
な
い
。
重
要
で
あ
っ
た
の
は
じ
つ
は
大
気
そ
の
も
の
で

は
な
く
、
光
と
闇
の
相
互
作
用
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

か
り
に
タ
ー
ナ
ー
が
大
気
を
描
く
こ
と
を
通
し
て
色
彩
表
現
を
探
っ
て
い
た
の
だ
と
す
る
と
、
彼
は
大
気
を
通
し
て
闇
を
も
っ
と
見

る
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
黄
と
対
極
す
る
青
は
幅
を
広
げ
、
マ
ー
レ
リ
ッ
シ
ュ
な
タ
ー
ナ
ー
の
画
面
は

さ
ら
に
色
の
幅
を
広
げ
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

モ
ネ
は
む
し
ろ
陰
や
影
、
闇
に
注
視
し
て
い
る
。﹁
積
藁
﹂
の
連
作
で
描
が
こ
う
と
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に
陰
と
影
で
あ
り
、
彼
は

陰
影
に
色
彩
を
見
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
青
は
黄
と
の
直
線
的
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
紫
や
緑
と
も
関
係
が
認
め
ら
れ
、
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そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
は
全
方
位
に
向
け
ら
れ
円
環
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
全
体
の
な
か
を
個
々
の
関
係
性
が
色
彩
の
相
対
的
性
格
に
よ

っ
て
、
次
な
る
関
係
を
相
乗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
再
び
ゲ
ー
テ
と
同
時
代
の
人
、
Ｃ
・
Ｄ
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
（
註
36
）
に
眼
を
向
け
て
み
よ
う
。
こ
の
ド
イ
ツ
・
ロ
マ

ン
派
最
大
の
画
家
は
、
タ
ー
ナ
ー
の
一
年
年
長
に
あ
た
り
、
ゲ
ー
テ
と
の
年
齢
差
は
二
五
年
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
は
同
時
代
の

画
家
と
い
え
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
の
描
く
荒
涼
と
し
た
風
景
や
廃
墟
な
ど
が
静
謐
で
、
宗
教
的
崇
高
さ
に
満
ち
た
典
型

的
な
ロ
マ
ン
主
義
的
世
界
観
に
だ
け
で
は
な
い
。
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
の
作
品
を
特
徴
づ
け
る
大
き
な
空
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
彼

の
描
く
精
神
的
な
広
大
な
風
景
は
、
時
に
画
面
に
大
半
以
上
を
占
め
る
ほ
ど
の
大

き
な
空
を
要
求
し
た
。
そ
こ
に
は
画
面
を
演
出
す
る
表
情
、
す
な
わ
ち
朝
焼
け
か

ら
日
中
を
経
て
、
夕
焼
け
、
夜
空
に
い
た
る
ま
で
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
天
候
の

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
気
象
現
象
と
し
て
の
空
が
緻
密
に
描
か
れ
て
い
る
。　
　

　

我
々
は
今
、
彼
の
空
だ
け
を
見
よ
う
で
は
な
い
か
。

　

彼
の
形
象
性
に
支
え
ら
れ
た
物
語
的
な
画
面
が
な
か
な
か
空
だ
け
の
独
立
を
許

さ
な
い
が
、
そ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
の
空
は
私
に
モ
ネ
の
画
面
を
思
い
起
こ
さ
せ

ず
に
は
お
か
な
い
。
そ
の
千
差
万
別
の
そ
れ
ぞ
れ
の
空
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
青

は
決
し
て
黄
と
だ
け
の
直
線
的
な
関
係
性
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
多
方
面

の
関
係
性
を
つ
く
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
モ
ネ
が
実
現
し
た
も
の
と
、
き
わ
め
て
近

い
よ
う
に
思
え
る
。

　

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
は
空
を
見
な
が
ら
、
タ
ー
ナ
ー
が
丁
寧
に
見
る
こ
と
が
な
か

っ
た
闇
を
、
雲
を
通
し
て
観
察
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
タ
ー
ナ
ー
が

図7 フリードリッヒ「Meereskueste bei Mondschein」1830
 77×97cm〈C. D. Friedrich〉National galerie Berlin, 1985より
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１．論文　絵画の内側から見たゲーテ色彩論

理
解
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
あ
の
ゲ
ー
テ
が
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
山
を
下
山
す
る
と
き
に
見
た
色
彩
を
帯
び
た
影
（
註
37
）
も
、

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
は
観
て
、
そ
し
て
体
得
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
方
で
タ
ー
ナ
ー
の
マ
ー
レ
リ
ッ
シ
ュ
︵
絵
画
︶
性
に
思
い
を
は
し
ら
せ
た
と
き
、
こ
こ
で
決
着
が
つ
い
て
い
た
は
ず
の

イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
性
が
頭
を
も
た
げ
始
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
に
ゲ
ー
テ
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
ゲ
ー
テ
は
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
に
限
ら
ず
、
同
時
代
の
画
家
の
作

品
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
、
多
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
周
り
に
は
、
色
彩
論
の
往
復
書
簡
で
親
交
の
あ
っ
た

ル
ン
ゲ
（
註
38
）、
友
人
で
も
あ
り
﹃
色
彩
論
﹄
歴
史
篇
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
彩
色
史
を
ゲ
ー
テ
の
依
頼
で
ま
と
め
た

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
マ
イ
ヤ
ー
、
あ
る
い
は
ゲ
ー
テ
の
肖
像
画
で
有
名
な
テ
ィ
ッ
シ
ュ
バ
イ
ン
な
ど
、
多
く
の
画
家
が
い
て
、
実
際
に
多

く
の
作
品
も
目
に
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
現
に
彼
は
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
を
自
宅
に
招
い
て
も
い
る
。
し
か
し
、
同
時
代
の
画
家
に

つ
い
て
の
論
評
に
は
、
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
研
究
の
対
象
と
し
て
は
ま
だ
充
分
で
は
な
い
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
ま
さ
に
彼
の
同
時
代
の
美
術
思
潮
を
記
述
し
、
ゲ
ー
テ
も
そ
れ
を
愛
読
し
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
ゲ
ー
テ
の
同
時
代
人
だ
っ
た
ド
イ
ツ
古
典
主
義
や
ロ
マ
ン
派
の
画
家
た
ち
の
色
彩
が
ゲ
ー
テ
の
眼
を
通

し
て
扱
わ
れ
て
い
た
ら
、
彼
の
﹃
色
彩
論
﹄
は
ど
う
な
っ
た
だ
ろ
う
か
、
と
想
像
を
め
ぐ
ら
し
た
く
な
る
。
あ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
の

空
の
色
を
、
ゲ
ー
テ
は
ど
の
よ
う
に
見
た
だ
ろ
う
か
、
と
。

　

二
―
⑥
「
ロ
ス
コ
、
そ
し
て
絶
対
性
」

　

マ
ー
ク
・
ロ
ス
コ
（
註
39
）
は
一
九
七
〇
年
に
自
ら
命
を
絶
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
私
は
画
集
を
見
て
い
る
と
き
に
知
っ
た
。
い
や
、

図
版
を
通
し
て
察
し
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

ク
ロ
ノ
ジ
カ
ル
に
編
集
し
て
あ
っ
た
画
集
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
、
生
き
生
き
と
輝
く
そ
の
色
彩
の
一
点
一
点
を
丁
寧
に
追
い
か
け
て
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い
た
そ
の
と
き
、
突
如
目
で
送
る
ペ
ー
ジ
か
ら
、
輝
き
が
消
え
う
せ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
カ
ラ
ー
ペ
ー

ジ
の
そ
の
図
版
に
輝
き
が
な
い
。
私
は
そ
の
ペ
ー
ジ
を
送
り
な
が
ら
ロ
ス
コ
が
死
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
え
た

の
だ
っ
た
。
私
は
今
で
も
ロ
ス
コ
の
自
殺
と
彼
の
色
彩
の
本
質
と
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
い
る
。

　

ロ
ス
コ
は
一
九
〇
三
年
に
ロ
シ
ア
で
生
ま
れ
、
ア
メ
リ
カ
抽
象
表
現
主
義
（
註
40
）
を
代
表
す
る
画
家
で
あ
る
。
彼
の
描
く
大
画
面

は
、
絵
具
が
染
み
込
ん
で
い
く
よ
う
な
薄
塗
り
の
い
く
つ
か
の
微
妙
な
色
合
い
の
矩
形
に
よ
っ
て
、
色
面
は
区
切
ら
れ
茫
洋
と
し
た
抽

象
で
あ
り
な
が
ら
も
、
奥
深
い
詩
情
と
崇
高
さ
を
湛
え
て
い
る
。
そ
の
色
彩
は
年
代
に
よ
っ
て
異
な
る
。
五
〇
年
代
か
ら
は
オ
レ
ン
ジ
、

赤
、
黄
色
の
暖
色
系
で
彩
度
は
高
く
、
五
〇
年
代
後
半
で
は
や
や
明
度
は
低
く
、
基
本
的
に
は
二
色
に
よ
る
対
比
が
支
配
的
で
あ
る
。

さ
ら
に
六
〇
年
代
で
は
明
度
は
極
端
に
落
と
さ
れ
、
色
相
、
明
度
、
彩
度
の
そ
れ
ぞ
れ
の
差
も
小
さ
く
な
り
、
静
謐
さ
と
崇
高
さ
が
ピ

ー
ク
を
向
か
え
る
。
私
は
こ
の
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
が
ロ
ス
コ
の
最
高
期
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
六
〇
年
代
末
、
問
題
の

時
期
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
こ

と
に
し
よ
う
。

　

そ
の
ロ
ス
コ
の
崇
高
な
世
界
観
を
実
現
さ
せ
て
い
る
の
は
、
な
ん
と
い

て
も
画
面
内
で
の
個
々
の
色
彩
の
相
互
関
係
で
あ
る
。
そ
の
色
面
間
の
境

界
を
ぼ
か
し
た
微
妙
な
相
互
作
用
は
、
内
面
か
ら
光
が
発
せ
ら
れ
て
い
る

か
の
よ
う
な
画
面
を
作
り
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
二
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
巨
大
な
画
面
は
、
カ
ッ
ツ
の
﹁
色
の
現
象
的
考
察
﹂
で
い
う
と
こ
ろ

の
面
色
化
を
実
現
し
、
ち
ょ
う
ど
青
の
空
の
よ
う
に
絵
画
の
持
つ
物
質
性

を
切
り
離
し
、
す
な
わ
ち
色
彩
の
み
を
純
粋
に
見
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
。
キ
ャ
ン
バ
ス
の
巨
大
化
に
対
し
て
﹁
お
お
き
い
画
面
は
す
ば
や
く

図8 マーク・ロスコ「Orange,Red and Red」 1962
　　　236×203cm〈MARK ROTHKO 1903-1970〉

The Tate Gallery 1987より
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１．論文　絵画の内側から見たゲーテ色彩論

あ
な
た
を
連
れ
込
む
の
で
す
（
註
41
）﹂
と
彼
自
身
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
な
か
と
は
ま
さ
し
く
﹁
面
色
﹂
を
意
味
し
て
い
る
。

加
え
て
物
質
性
、
つ
ま
り
描
材
、
支
持
体
、
描
画
法
も
重
要
な
役
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
四
〇
年
代
後
半
か
ら
地
塗
り
な

し
の
生
の
キ
ャ
ン
バ
ス
を
支
持
体
と
し
て
使
用
し
、
顔
料
と
グ
ル
ー
膠
を
展
色
材
と
し
て
、
文
字
ど
お
り
染
め
付
け
、
そ
の
上
へ
油
彩

で
の
上
層
を
重
ね
て
い
る
。
こ
の
下
層
と
し
て
の
レ
イ
ヤ
ー
は
独
特
の
発
色
と
深
み
を
生
み
、
さ
ら
に
透
層
を
重
ね
、
深
み
と
輝
き
は

増
幅
さ
れ
、
深
い
瞑
想
へ
と
誘
う
超
越
的
世
界
を
生
成
し
て
い
る
。

　

絵
画
に
お
け
る
色
彩
の
高
揚
、
あ
る
い
は
色
彩
表
現
の
実
現
は
形
象
、
形
体
か
ら
の
遊
離
を
意
味
す
る
。
タ
ー
ナ
ー
は
非
実
体
の
大

気
を
描
く
こ
と
で
色
彩
の
自
由
度
を
確
保
し
た
。

　

色
彩
は
形
体
の
空
間
的
位
置
か
ら
開
放
さ
れ
る
と
画
面
の
平
面
方
向
に
拡
が
り
を
見
せ
る
。
そ
れ
は
︵
そ
れ
は
近
視
の
人
が
眼
鏡
を

取
っ
た
そ
の
瞬
間
、
あ
る
い
は
ス
ラ
イ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
ピ
ン
ト
が
ぼ
け
、
ア
ウ
ト
フ
ォ
ー
カ
ス
状
態
に
な
っ
た
と
き
、
色
彩
は

そ
の
本
領
を
発
揮
す
る
。
こ
の
二
つ
の
現
象
は
、
ど
こ
か
ロ
ス
コ
の
世
界
と
似
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
隣
接
す
る
色
面
の
溶
け
合
う

境
界
、
巨
大
化
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
面
色
の
非
物
質
感
と
い
う
ロ
ス
コ
の
世
界
に
。

　

ロ
ス
コ
は
彼
の
作
品
を
一
つ
の
現
象
の
よ
う
に
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
色
彩
と
は
そ
も
そ
も
現
象
な
の
だ
か
ら
、
色
彩
を
求
め

る
画
家
が
、
自
ら
の
作
品
を
現
象
そ
の
も
の
に
近
づ
け
て
い
く
こ
と
に
は
、
き
わ
め
て
高
い
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。　
　

　
﹁
現
象
の
な
か
に
本
質
が
、
真
理
が
あ
る
﹂
と
は
ゲ
ー
テ
の
言
葉
で
あ
る
が
、
た
だ
果
た
し
て
現
象
化
さ
れ
た
作
品
に
本
質
な
り
真

理
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
重
要
な
こ
と
は
現
象
化
さ
れ
た
作
品
が
、
あ
る
い
は
そ
の
絵
画
が
、
単
な
る
現
象
で
は
な
く
、
確
か
な
る
も

の
︵
真
理
︶
で
あ
る
の
か
ど
う
か
な
の
で
あ
る
。
そ
の
﹁
色
彩
の
絵
画
﹂
の
内
に
超
越
的
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
像
を
探
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

何
か
の
手
が
か
り
と
な
る
形
象
性
を
、
す
で
に
美
術
史
は
手
放
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
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も
ち
ろ
ん
ロ
ス
コ
の
作
品
が
、
す
で
に
確
か
さ
を
、
超
越
性
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
に
私
は
疑
い
を
持
た
な
い
。
だ
が
、
そ
の
確
信

と
同
時
に
色
彩
が
持
つ
相
対
的
な
不
安
定
な
性
格
か
ら
も
、
ま
た
逃
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。

　

私
に
は
︿Q

f

﹀
と
名
づ
け
た
シ
リ
ー
ズ
が
あ
る
。
そ
れ
は
正
方
形
︵Q

uadrat

︶
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
画
面
を
色
彩
で
充
満
︵full

︶
さ

せ
て
い
く
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
余
白
を
持
っ
た
複
数
パ
ネ
ル
を
横
に
連
携
す
る
︿TA

 

﹀
系
シ
リ
ー
ズ
と
は
異
な
っ
た
原
理
を
も
ち
、

併
行
し
て
対
峙
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。︿Q

f

﹀
系
の
仕
事
が
開
始
さ
れ
た
二
〇
〇
一
年
、
私
は
赤
い
画
面
の
作
品
を
手
が
け
て
い
た
。

画
面
内
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
赤
が
重
な
り
合
い
、
赤
い
画
面
に
赤
を
上
層
し
さ
ら
に
赤
を
塗
り
重
ね
て
い
く
。
制
作
途
中
、
突
然
赤
か
っ

た
画
面
か
ら
色
相
が
消
え
グ
レ
ー
に
見
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
先
ほ
ど
ま
で
苦
心
し
て
い
た
赤
が
突
然
白
黒
の
画
像
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
あ
る
い
は
夜
制
作
を
終
え
る
前
に
見
て
い
た
作
品
が
、
翌
朝
全
く
異
な
っ
た
色
彩
に
見
え
た
。
こ
の
よ
う
な
経

験
を
、
制
作
す
る
人
間
は
必
ず
持
っ
て
い
る
。　

こ
れ
こ
そ
が
色
彩
の
相
対
性
の
性
格
で
、
色
彩
内
部
で
の
相
対
性
に
限
ら
ず
、
見
る

主
体
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
す
ら
も
、
微
妙
に
、
い
や
時
に
は
大
き
く
変
貌
し
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
の
よ

う
な
危
う
さ
と
不
安
定
さ
を
色
彩
は
併
せ
持
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
ロ
ス
コ
最
晩
年
に
戻
ろ
う
。
正
確
に
は
一
九
六
八
年
、
色
彩
は
無
彩
色
に
還
元
さ
れ
黒
、
グ
レ
ー
、
茶
に
よ
る
二
色

対
比
が
試
み
ら
れ
る
。
か
と
思
え
ば
、
突
然
明
度
の
高
い
ピ
ン
ク
、
あ
る
い
は
グ
レ
ー
の
、
ま
た
は
き
わ
め
て
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
強
い

青
地
に
黒
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
五
〇
年
代
の
オ
レ
ン
ジ
と
赤
、
と
、
い
う
よ
う
に
そ
の
様
相
は
、
振
幅
が
大
き
い
と
い
う
よ
り
い
わ
ば

混
乱
そ
の
も
の
の
よ
う
に
映
り
、
そ
の
全
て
の
作
品
に
輝
き
を
私
は
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
作
家
の
苦
悶
、
悶
え
を
感

じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

ロ
ス
コ
研
究
者
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
は
詳
し
く
知
ら
な
い
が
、
私
は
こ
の
よ
う
に
考
え
る
。

　

ロ
ス
コ
絵
画
に
と
っ
て
六
八
年
を
境
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
描
材
が
油
彩
か
ら
ア
ク
リ
ル
絵
具
に
変
っ
て
い
る
の
だ
。
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１．論文　絵画の内側から見たゲーテ色彩論

前
述
し
た
描
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
独
特
の
発
色
と
深
み
を
、
ア
ク
リ
ル
絵
具
は
具
現
で
き
な
か
っ
た
。
ロ
ス
コ
自
身
、
六
八
年
以
降

の
作
品
に
は
不
満
を
持
っ
て
い
た
と
思
え
る
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
そ
の
原
因
を
探
す
べ
く
混
乱
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
試
み
を
し
て
い
る

の
だ
。
し
か
し
そ
の
原
因
が
ア
ク
リ
ル
に
あ
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
六
八
年
以
降
の
ア
ク
リ
ル
絵
具
の
作
品

に
向
け
ら
れ
る
べ
き
不
信
感
は
、
彼
の
全
作
品
に
向
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
た
び
不
信
感
に
陥
っ
て
し
ま

っ
た
彼
を
つ
な
ぎ
と
め
る
確
か
な
形
象
を
彼
の
画
面
は
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
、
不
感
症
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
彼

の
色
感
は
、
あ
の
超
越
性
を
獲
得
し
た
、
光
り
輝
く
静
か
な
画
面
の
上
を
振
動
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
微
妙
な
色
調
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
が

心
と
感
情
に
働
き
か
け
る
あ
れ
ら
の
作
品
す
ら
を
も
、
色
彩
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も
暗
い
色
が
無
造
作
に
塗
り
重
ね
ら
れ
た
、
た
だ

の
大
き
な
面
に
見
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
色
彩
の
持
つ
相
対
的
性
格
は
不
安
定
で
危
う
さ
を
伴
っ
て
い
る
。
ま
た
色
彩
に
よ
っ
て
生
成
実
現
を
果
た
そ
う
と
す
る

絵
画
も
、
あ
る
い
は
色
彩
を
対
象
と
す
る
色
彩
論
も
、
同
様
な
不
安
定
さ
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
絶
対
音
感
が
あ
る
よ
う
に
絶
対
色
感
と
い
う
も
の
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
色
彩
は
内
的
に
も
外
的
に
も
相
対
的
な

の
だ
か
ら
絶
対
色
感
な
ど
あ
る
は
ず
は
な
い
。
だ
が
、
色
彩
を
も
っ
て
仕
事
を
す
る
画
家
に
と
っ
て
ど
こ
か
に
絶
対
性
、
動
か
し
難
い

何
か
を
確
認
し
た
い
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
心
情
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
私
が
描
き
終
え
た
絵
を
、
私
以
外
の
人
は
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
が
画
面
の
な
か
に
置
い
た
こ
の
色
を
、

私
以
外
の
ひ
と
の
眼
に
は
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
色
彩
の
持
つ
相
対
性
は
曖
昧
さ
を
も
内
包
し
て
い
る
が
、
か
と
い

っ
て
全
く
関
係
性
が
バ
ラ
バ
ラ
だ
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
な
ら
ば
、
私
が
知
り
た
い
の
は
色
彩
の
も
つ
曖
昧
性
を
内
包
し
な
い
相
対

性
と
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
色
彩
に
絶
対
性
が
な
い
の
な
ら
ば
相
対
的
な
絶
対
性
と
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
﹃
色
彩
に
つ
い
て
﹄
で
何
度
か
絶
対
音
感
を
例
に
出
し
て
い
る
（
註
42
）。
彼
も
ま
た
最
晩
年
、
死
と
向
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き
合
う
な
か
で
取
り
組
ん
だ
こ
の
色
彩
の
本
質
の
な
か
に
確
か
さ
を
求
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

む
ろ
ん
、
絶
対
色
感
な
ど
に
は
一
言
も
言
及
し
て
い
な
い
が
、
絶
対
音
感
が
語
ら
れ
る
と
き
、
背
後
で
は
色
感
が
変
換
の
準
備
に
待

機
し
て
い
る
の
だ
、
と
私
に
は
思
え
る
。
し
か
し
絶
対
色
感
の
出
番
は
つ
い
に
無
か
っ
た
。

　
﹃
色
彩
に
つ
い
て
﹄
の
ほ
と
ん
ど
が
白
に
費
や
さ
れ
て
い
る
の
も
、
色
彩
の
三
属
性
の
な
か
で
明
度
が
比
較
的
に
そ
の
相
対
的
絶
対

0

0

0

0

0

性0

に
近
く
、
そ
の
明
度
の
な
か
で
も
白
が
も
っ
と
も
相
対
性
か
ら
遠
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
色
盲
の
例
が
多
く
引
か
れ
る
の

も
、
一
方
の
﹁
正
常
の
視
覚
﹂
の
絶
対
性
の
確
保
の
た
め
な
の
だ
ろ
う
。
絵
画
に
答
え
が
な
い
よ
う
に
永
遠
に
解
答
は
な
い
か
に
見
え

る
。

　

し
か
し
、
絵
画
を
制
作
す
る
者
と
し
て
、
私
に
は
嬉
し
く
、
誇
ら
し
く
も
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
限
ら
れ
た
残
さ
れ

た
時
間
の
な
か
で
﹁
色
彩
﹂
を
テ
ー
マ
に
し
た
こ
と
が
。
相
対
的
で
非
実
体
で
あ
る
色
彩
は
、
す
な
わ
ち
絵
画
そ
の
も
の
で
あ
る
の
だ

か
ら
。
ま
た
ゲ
ー
テ
の
色
彩
研
究
が
絵
画
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
が
。

　

還
元
主
義
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
様
式
の
還
元
化
の
み
な
ら
ず
関
係
性
を
も
純
化
し
て
い
っ
た
。
ロ
ス
コ
の
悲
劇
も
そ
の
関
係
性
の
減
少

化
が
引
き
起
こ
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
還
元
化
の
過
程
で
切
り
捨
て
ら
れ
て
き
た
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
性
は
、
今
後
再
度
の
読
み
直
し

が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　

色
彩
が
相
対
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
重
要
な
主
体
、
す
な
わ
ち
我
々
の
眼
差
し
こ
そ
が
、
絵
画
に
新
た
な
力
を
呼
び
戻
し
、
勇
気
を
与

え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　

今
日
、
美
術
批
評
で
色
彩
は
そ
う
重
要
で
は
な
い
よ
う
に
も
映
る
。
絵
画
も
色
彩
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
色
彩
が
相
対
的

で
あ
る
が
ゆ
え
に
印
象
批
評
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
か
ら
か
、
も
っ
ぱ
ら
制
度
論
か
形
式
論
、
あ
る
い
は
構
造
的
な
解
釈
に
よ
る
も
の

が
主
流
で
あ
る
。
し
か
し
、
色
彩
も
ハ
イ
ト
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
定
量
化
は
出
来
な
く
と
も
、
定
性
化
は
可
能
で
あ
る
。
美
術
批

評
も
再
び
色
彩
を
含
ん
だ
批
評
を
構
築
す
る
必
要
が
あ  

る
だ
ろ
う
。
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１．論文　絵画の内側から見たゲーテ色彩論

　

ゲ
ー
テ
に
始
ま
る
そ
の
色
彩
論
の
系
譜
の
重
要
性
は
、
そ
の
内
省
性
に
、
そ
の
思
想
に
こ
そ
あ
る
の
だ
。
色
彩
を
巡
る
思
索
の
数
々
、

色
彩
へ
の
眼
差
し
は
さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
と
教
示
と
刺
激
と
を
思
索
の
場
と
し
て
の
絵
画
に
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　

註
1　

チ
ベ
ッ
ト
密
教
に
お
い
て
は
、
そ
の
度
設
営
さ
れ
る
土
壇
に
五
色
の
砂
を
漏
斗
を
使
用
し
少
し
ず
つ
撒
き
、
精
巧
細
密
な
曼
荼
羅
を
描
き
あ
げ
、
週
報
や

儀
式
終
了
の
後
、
解
体
︵
破
壇
︶
さ
れ
使
用
し
た
砂
は
川
に
流
さ
れ
、
掃
き
清
め
ら
れ
て
元
に
戻
さ
れ
る
。

2　

フ
ェ
オ
フ
ァ
ン
・
グ
レ
ー
ク
︵Feofan G

rek  ca1330

～1415

︶
ギ
リ
シ
ア
人
。
一
三
七
〇
年
頃
ロ
シ
ア
入
り
し
、
ノ
フ
コ
ロ
ド
、
モ
ス
ク
ワ
で
活
躍
し

た
。
伝
統
的
な
様
式
を
守
り
な
が
ら
も
独
特
な
洗
練
さ
れ
た
雰
囲
気
を
持
ち
多
大
な
影
響
を
後
世
に
与
え
る
。
ノ
フ
コ
ロ
ド
の
ス
パ
ソ
・
プ
レ
オ
ブ
ラ
ジ

ェ
ー
ニ
エ
聖
堂
の
フ
レ
ス
コ
天
井
画
に
見
る
素
早
い
タ
ッ
チ
は
特
徴
的
で
ル
ー
ブ
リ
ョ
ッ
フ
の
師
と
さ
れ
る
。
モ
ス
ク
ワ
、
ク
レ
ム
リ
ン
内
の
ブ
ラ
ゴ
ヴ

ェ
ー
シ
ェ
ン
ス
キ
ー
聖
堂
内
の
キ
リ
ス
ト
像
な
ど
の
傑
作
が
あ
る
。

3　

ア
ン
ド
レ
イ
・
ル
ー
ブ
リ
ョ
フ
︵A

ndrei Rublev  1360

～1430

︶
ロ
シ
ア
イ
コ
ン
最
大
の
画
家
。
モ
ス
ク
ワ
、
ク
レ
ム
リ
ン
内
の
ブ
ラ
ゴ
ヴ
ェ
ー
シ
ェ

ン
ス
キ
ー
聖
堂
の
イ
コ
ン
壁
を
グ
レ
ー
ク
の
指
揮
の
も
と
制
作
す
る
。
現
在
、
ト
レ
ッ
チ
ャ
コ
フ
美
術
館
に
あ
る
﹁
聖
三
位
一
体
﹂
は
、
黄
青
緑
の
パ
ス

テ
ル
カ
ラ
ー
を
ま
と
っ
た
聖
人
が
優
雅
な
表
情
を
称
え
て
い
る
作
品
で
、
彼
の
最
高
傑
作
と
さ
れ
る
。

4　

グ
イ
ー
ドG

uido da Siena

ほ
と
ん
ど
架
空
の
人
物
に
近
い
シ
エ
ナ
派
の
創
始
者
。
祭
壇
画
聖
母
子
像
は
色
濃
く
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
特
色
を
残
し
て
い
る
。

5　

ド
ゥ
ッ
チ
オ
︵D

uccio di B
ouoninsegna  1255

～1328

︶
シ
エ
ナ
派
最
初
の
大
画
家
。
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
的
要
素
は
残
す
が
同
時
に
人
間
的
情
感
の
あ
ふ

れ
た
繊
細
で
優
雅
な
表
現
を
確
立
し
た
。
シ
エ
ナ
聖
堂
美
術
館
の
﹁
マ
エ
ス
タ
・
荘
厳
の
聖
母
﹂
が
代
表
作
。
優
雅
な
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
な
ど
は
シ
モ
ー

ネ
・
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
ェ
テ
ィ
な
ど
の
シ
エ
ナ
派
を
性
格
づ
け
て
い
っ
た
。

6　

ジ
ョ
ッ
ト
︵G

iotto di B
ondone  ca1266

～1337

︶
中
世
イ
タ
リ
ア
の
最
大
の
画
家
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
近
郊
の
出
身
で
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
様
式
の
支
配
的
だ

っ
た
画
面
に
現
実
的
な
空
間
表
現
、
人
間
の
自
然
な
感
情
表
現
を
も
た
ら
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
始
祖
と
言
わ
れ
る
。
ア
ッ
シ
ジ
の
サ
ン
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス

カ
聖
堂
、
パ
ド
ヴ
ァ
の
ス
ク
ロ
ヴ
ェ
ー
ニ
礼
拝
堂
の
壁
画
が
有
名
。

７　

W
alter H

ess, D
okum

ente zum
 Verständnis der m

odernen M
alerei, rororo row

ohlts enzyklopädie, 1984, S. 16

～21.
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8　

ゲ
ー
テ
﹃
色
彩
論
﹄
歴
史
篇
、
南
大
路
振
一
、
嶋
田
洋
一
郎
、
中
島
芳
郎
訳
、
工
作
舎
、
一
九
九
九
年
、
九
七
頁
。

9　

ゲ
ー
テ
﹃
色
彩
論
﹄
歴
史
篇
、
七
一
～
七
二
頁
。

10　

ゲ
ー
テ
﹃
色
彩
論
﹄
教
示
篇
・
論
争
篇
、
高
橋
義
人
、
前
田
富
士
男
訳
、
四
九
四
、
一
九
八
頁
。

11　

ゲ
ー
テ
﹃
色
彩
論
﹄
教
示
篇
・
論
争
篇
、
五
八
二
頁
。

12　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
﹃
色
彩
に
つ
い
て
﹄
中
村
昇
、
瀬
嶋
貞
徳
訳
、
新
書
館
、
一
九
九
九
年
、
六
九
～
七
〇
頁
。

13　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
前
掲
書
、
八
〇
、
九
二
頁
。

14　

ゲ
ー
テ
﹃
色
彩
論
﹄
歴
史
篇
、
五
〇
九
～
五
一
〇
頁
、
ゲ
ー
テ
﹃
色
彩
論
﹄
第
一
巻
、
教
示
篇
解
説
︵
高
橋
義
人
︶
六
〇
五
頁
、
論
争
篇
解
説
︵
前
田
富

士
男
︶
六
二
九
頁
。

15　

ゲ
ー
テ
﹃
色
彩
論
﹄
歴
史
篇
、
五
一
六
、
五
〇
七
頁
、
訳
注
に
よ
れ
ば
、﹁
太
陽
の
光
が
大
き
な
プ
リ
ズ
ム
を
通
過
し
、
白
い
空
間
を
作
る
よ
う
に
す
る
﹂

の
﹁
白
い
空
間
を
作
る
﹂
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
原
文
に
は
な
く
ゲ
ー
テ
の
加
筆
。

16　

直
線
に
囲
ま
れ
た
真
っ
白
い
壁
に
よ
る
理
想
的
な
展
示
空
間
は
一
九
二
九
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
クM

O
M

A

の
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
・
モ
デ
ル
の
採
用
に
始

ま
る
。
以
降
こ
の
中
立
性
の
概
念
に
支
え
ら
れ
て
、
こ
の
空
間
は
普
遍
的
な
空
間
と
し
て
美
術
館
、
画
廊
に
採
用
さ
れ
、
二
〇
世
紀
美
術
は
ホ
ワ
イ
ト
キ

ュ
ー
ブ
を
前
提
に
展
開
さ
れ
た
。
ロ
ン
ド
ン
で
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
、
Ｄ
・
ハ
ー
ス
ト
、
Ｇ
・
ヒ
ュ
ー
ム
な
ど
の
展
示
で
評
判
に
な
っ
た
同
名
の
画
廊

が
あ
る
。

17　

Suprem
atism

e

﹁
絶
対
主
義
﹂
を
意
味
す
る
ロ
シ
ア
の
芸
術
運
動
、
マ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
が
一
九
一
五
年
﹁
最
後
の
、
未
来
派
絵
画
展
﹂
に
出
品
し
た
﹁
黒
い

正
方
形
﹂
の
絵
画
様
式
を
こ
の
よ
う
に
命
名
し
、
そ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
展
開
し
た
。﹁
無
対
象
の
感
覚
の
伝
達
﹂
を
突
き
詰
め
た
こ
の
運
動
に
は
、
リ

シ
ツ
キ
ー
、
ロ
ド
チ
ェ
ン
コ
も
関
与
し
て
お
り
﹁
ロ
シ
ア
構
成
主
義
﹂
の
先
駆
を
な
す
。

18　

K
azim

ir M
alevich

︵1875

～1935

︶
ロ
シ
ア
の
芸
術
家
。
キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
影
響
の
後
、
一
九
一
五
年
﹁
最
後
の
未
来
派
展
﹂
に
白
地
に
黒
の
作
品
を
出

品
し
て
話
題
と
な
る
。﹁
シ
ュ
プ
レ
マ
テ
ィ
ズ
ム
宣
言
﹂
を
出
し
、
ロ
シ
ア
美
術
界
の
中
心
と
な
る
。
絵
画
の
再
現
性
を
拒
否
し
、
無
対
象
の
感
覚
伝
達

の
仕
方
は
カ
ン
デ
ン
ス
キ
ー
の
非
対
象 gegenständlich 

と
も
一
線
を
画
す
抽
象
の
あ
り
方
を
示
す
。

19　

画
面
全
面
を
単
色
で
覆
う
作
品
は
、
ロ
ド
チ
ェ
ン
コ
に
始
ま
り
二
〇
世
紀
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
の
中
に
認
め
ら
れ
る
。
形
態
、
筆
触
、
主
題
や
構

図
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
再
現
的
表
象
を
否
定
し
、
存
在
と
し
て
の
画
面
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
と
し
て
崇
高
と
い
う
精
神
に
も
結
び
つ
く
。

20　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
前
掲
書
、
二
二
頁
。
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21　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
前
掲
書
、
六
一
頁
。

22　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
前
掲
書
、
一
四
五
頁
。

23　

Robert R
ym

an

︵1930

～　

︶
米
国
人
画
家
。
二
二
歳
の
と
き
ジ
ャ
ズ
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
を
志
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
移
る
。
翌
年
か
ら
生
計
を
立
て
る

た
め
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
の
監
視
員
と
な
り
そ
こ
で
セ
ザ
ン
ヌ
、
マ
テ
ィ
ス
、
ロ
ス
コ
、
ク
ラ
イ
ン
の
作
品
に
感
銘
を
受
け
、
絵
を
描
き
始
め
る
。

半
世
紀
近
い
年
月
を
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
技
法
で
正
方
形
フ
ォ
ー
に
白
の
絵
画
を
展
開
す
る
。
ミ
ニ
マ
ル
ア
ー
ト
や
他
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
絵
画
と
は
一
線
を

画
す
。
グ
ッ
ケ
ン
ハ
イ
ム
美
術
館
︵
72
︶
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
美
術
館
︵
74
︶
テ
イ
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
︵
93
～
94
︶
な
ど
で
の

個
展
が
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
に
は
川
村
記
念
美
術
館
に
て
ラ
イ
マ
ン
展
が
開
催
さ
れ
た
。

24　

Form
at　

絵
画
画
面
そ
の
も
の
の
か
た
ち
。
た
だ
し
Ｍ
・
フ
リ
ー
ド
の
ス
テ
ラ
論
の
際
のShape

・
シ
ェ
ー
プ
と
は
異
な
る
。
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
を
私
は
、

矩
形
を
前
提
と
し
、
そ
の
縦
横
比
お
よ
び
サ
イ
ズ
の
特
性
の
こ
と
と
定
義
し
、
複
数
連
携
時
の
偶
数
、
奇
数
組
み
の
問
題
も
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
問
題
と
し
て

捉
え
る
。

25　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
前
掲
書
、
一
三
七
頁
。

26　

林
道
郎
﹃
絵
画
は
二
度
死
ぬ
、
あ
る
い
は
死
な
な
い　

Robert R
ym

an

﹄A
R

TTRA
C

E
, 2004

、
一
八
頁
。

27　

Yves K
lein

︵1928

～1962

︶
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
家
。
ニ
ー
ス
で
芸
術
家
の
家
庭
に
生
ま
れ
る
。
二
〇
歳
の
と
き
薔
薇
十
字
会
に
入
会
、
空
気
、
水
、
火
、

土
の
四
大
要
素
を
基
礎
と
し
た
神
秘
主
義
的
教
義
が
そ
の
後
の
制
作
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
一
九
五
二
年
に
は
来
日
し
、
柔
道
を
学
ぶ
。
一
九

五
七
年
に
Ｉ
・
Ｋ
・
Ｂ
に
よ
っ
て
青
の
時
代
の
連
作
が
始
ま
る
。
一
方
で
﹁
人
体
測
定
﹂、﹁
墓
・
空
間
こ
こ
に
眠
る
﹂
な
ど
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
一
日

だ
け
の
新
聞
﹁
デ
ィ
マ
ン
シ
ュ
﹂
紙
を
発
行
す
る
な
ど
広
範
囲
な
表
現
活
動
を
展
開
し
た
。

28　

ゲ
ー
テ
﹃
色
彩
論
﹄
教
示
篇
、
三
〇
二
頁
。

29　

ゲ
ー
テ
﹃
色
彩
論
﹄
教
示
篇
、
三
〇
二
頁
。

30　

G
oethe, Farbenlehre, D

idaktischer Teil, K
öln, D

uM
ont, 1978, S.141.

31　

マ
ッ
ク
ス
・
デ
ル
ナ
ー
﹃
絵
画
技
術
体
系
﹄
ハ
ン
ス
・
ゲ
ル
ト
・
ミ
ュ
ラ
ー
改
訂
、
佐
藤
一
郎
訳
、
美
術
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
、
四
九
二
頁
。
そ
の
下

地
に
つ
い
て
﹁
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
技
術
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
派
の
技
術
﹂
の
な
か
で
ゲ
ー
テ
の
﹃
イ
タ
リ
ア
紀
行
﹄
最
終
章
に
触
れ
な
が
ら
テ
ィ
ン
ト
レ

ッ
ト
の
暗
い
下
地
に
も
触
れ
、﹁
赤
色
ボ
ル
ス
地
﹂
と
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
ド
・
ラ
ン
グ
レ
著
﹃
油
彩
画
の
技
術
﹄︵
黒
江
光
彦
訳
︶
の
﹁
イ
タ
リ
ア
油

彩
技
法
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
﹂
の
な
か
で
は
バ
ー
ン
ト
シ
ェ
ン
ナ
の
下
地
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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32　

ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
と
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
﹁
非
定
形
﹂
を
意
味
し
、
フ
ォ
ー
ト
リ
エ
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
な
ど
の
非
具
象
絵
画
の
美
術
運
動
、
一
九
五
二
年

フ
ラ
ン
ス
を
拠
点
に
批
評
家
Ｍ
・
タ
ピ
エ
が
中
心
に
組
織
し
、﹁
タ
シ
ス
ム
﹂
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

33　

ゲ
ー
テ
﹃
色
彩
論
﹄
教
示
篇
、
一
六
頁
。

34　

ゲ
ー
テ
﹃
色
彩
論
﹄
教
示
篇
、
二
五
五
・
二
五
六
頁
。

35　

ゲ
ー
テ
﹃
色
彩
論
﹄
教
示
篇
、
一
六
頁
。

36　

C
aper D

avid Friedlich

︵1774

～1840

︶
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
風
景
画
家
。
ド
イ
ツ
北
部
の
生
ま
れ
。
こ
の
土
地
で
の
家
族
の
死
が
悲
劇
的
性
格
を

持
つ
風
景
作
品
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。

37　

ゲ
ー
テ
﹃
色
彩
論
﹄、
教
示
篇
、
六
四
頁
、
教
示
篇
、
五
六
七
・
五
六
八
頁
。

38　

Philipp otto Runge

︵1777
～1810

︶
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
画
家
。
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
に
留
学
し
、
後
に
ド
レ
ス
デ
ン
に
て
ゲ
ー
テ
、
フ
リ
ー
ド
リ

ッ
ヒ
と
も
交
流
を
持
つ
。
ロ
マ
ン
主
義
文
学
や
神
秘
思
想
の
影
響
を
受
け
、
独
自
の
色
彩
論
に
取
り
組
み
、
色
球
︵Farbenkugel, 1801

︶
に
言
及
し
た
。

39　

Philipp otto Runge

︵1777

～1810
︶
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
画
家
。
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
に
留
学
し
、
後
に
ド
レ
ス
デ
ン
に
て
ゲ
ー
テ
、
フ
リ
ー
ド
リ

ッ
ヒ
と
も
交
流
を
持
つ
。
ロ
マ
ン
主
義
文
学
や
神
秘
思
想
の
影
響
を
受
け
、
独
自
の
色
彩
論
に
取
り
組
み
、
色
球
︵Farbenkugel, 1801

︶
に
言
及
し
た
。

40　

第
二
次
世
界
大
戦
後
﹁
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ス
ク
ー
ル
﹂
を
形
成
し
た
ポ
ロ
ッ
ク
、
ゴ
ー
キ
ー
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
、
ロ
ス
コ
等
が
担
っ
た
絵
画
運
動
。
グ
リ
ン
バ

ー
グ
の
形
式
の
内
在
的
自
己
批
判
に
よ
る
還
元
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
背
景
に
、
オ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
な
色
面
、
見
る
も
の
を
包
み
込
む
﹁
場
﹂
の
形
成
な
ど
、

絵
画
に
も
た
ら
し
た
成
果
は
大
き
い
。

41　
﹁
美
術
手
帖
﹂
一
九
七
八
年
八
月
号
、
美
術
出
版
社
、
八
六
頁
。

42　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
前
掲
書
、
七
一
頁
、
一
一
四
頁
、
一
八
一
頁
。



２
．
エ
ッ
セ
イ
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２．エッセイ

　
　
「
画
布
の
む
こ
う
側
に
は
」

　

一
体
ど
れ
だ
け
の
風
景
が
人
を
支
え
、
勇
気
づ
け
、
表
現
に
対
す
る
情
熱
を
与
え
続
け
て
き
た
事
だ
ろ

う
か
。

　

そ
れ
は
、
時
に
は
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
煌
め
き
を
持
っ
て
、
ま
た
は
瑞
々
し
い
色
彩
の
量
の
重
な
り
と

し
て
、
あ
る
い
は
厳
格
さ
を
示
す
か
の
様
な
形
態
、
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
と
し
て
⋮
⋮
。

　

フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
、
時
そ
の
も
の
を
積
み
重
ね
る
事
に
よ
り
硬
質
化
さ
せ
た
マ
テ
リ
ア
リ
ス
ト
、
理
智

的
に
し
て
静
け
さ
を
持
つ
ピ
エ
ロ
・
デ
ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
、
眩
暈
に
も
似
た
色
彩
の
海
マ
ー
ク
・
ロ

ス
コ
、
60
を
越
え
輪
郭
を
棄
て
去
り
、
素
材
自
体
を
開
放
し
た
雪
舟
⋮
⋮
。

　

こ
れ
ら
の
先
達
へ
の
尊
敬
と
と
も
に
、
私
を
勇
気
づ
け
て
く
れ
た
数
々
の
風
景
へ
、
自
ら
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
と
感
謝
の
思
い
が
送
り
と
ど
け
ら
れ
る
事
を
願
い
な
が
ら
、
私
は
画
布
の
前
に
出
る
の
で
あ
る
。

　

イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と
云
う
矛
盾
を
自
ら
の
内
に
持
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
＂
絵
画
＂
─
─
、
し
か
し
そ

の
絵
画
は
、
自
ら
の
持
つ
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
性
を
自
覚
す
る
事
に
よ
っ
て
世
界
を
つ
き
動
か
す
事
を
可
能

と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
は
単
に
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
一
面
の
み
な
ら
ず
、
遠
く
ま
だ
ま
だ
神
を
描
く
事
の
み

が
絵
画
の
課
題
で
あ
っ
た
頃
か
ら
、
画
家
は
、
い
け
ど
も
い
け
ど
も
到
達
し
得
な
い
真
実
を
画
面
の
む
こ

う
側
に
視
て
い
た
の
で
あ
る
。
─
─
時
に
は
洞
窟
の
内
面
に
、
教
会
の
内
陣
に
、
イ
コ
ノ
ス
タ
ー
ゼ
の
む

こ
う
側
に
⋮
⋮
。

一
九
九
〇
年
二
月
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セ
ザ
ン
ヌ
が
描
こ
う
と
し
た
真
実
は
、
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
と
云
う
形
に
姿
を
変
え
、
睡
蓮

は
モ
ネ
を
選
び
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
光
は
色
彩
の
無
数
の
タ
ッ
チ
の
群
れ
と
な
り
、
マ
チ
ス
に
は
赤
を
、

モ
ン
ド
リ
ア
ン
に
は
水
平
と
垂
直
を
与
え
た
の
だ
。

　

真
実
は
、
私
を
画
布
の
前
に
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。

　

立
つ
事　

そ
れ
は
意
志
そ
の
も
の
と
も
言
え
よ
う
、﹁
理
解
す
る
﹂
事
を
英
語
で
はU

nderstand

、
ド

イ
ツ
語
で
はVerstehen
と
言
い
、
共
に
語
源
は
立
つ
と
云
う
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、

復
活
の
概
念
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
に
違
い
あ
る
ま
い
。

　

伝
統
的
に
立
つ
事
に
あ
る
指
向
性
を
見
い
出
し
て
き
た
西
欧
で
は
、
画
布
は
イ
ー
ゼ
ル
に
よ
っ
て
垂
直

に
画
家
と
向
か
い
合
わ
さ
れ
、
対
峙
し
て
き
た
。

　

一
方
東
洋
に
於
い
て
は
、
画
は
水
平
に
置
か
れ
、
仕
事
が
す
す
め
ら
れ
、
柔
軟
に
素
材
を
受
け
入
れ
て

い
た
。

　

そ
の
両
者
を
体
験
と
し
て
識
っ
て
い
る
こ
の
私
の
身
体
の
前
で
、
画
布
は
そ
の
姿
を
写
し
出
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
画
布
の
む
こ
う
側
に
は
、
両
者
の
ズ
レ
が
余
白
と
し
て
横
た
わ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
今
私
を
つ
き

動
か
し
て
い
る
事
実
な
の
で
あ
る
。
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「
揺
れ
る
稜
線
の
も
と
で
」

　

ア
ト
リ
エ
を
こ
の
地
に
移
し
て
、
わ
ず
か
半
月
ほ
ど
経
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
窓
か
ら
は
、
そ
こ
が
か
な
り
高
い
と
こ
ろ
に
視
点
の
定
め
ら
れ
て
い
る
事
が
理
解
る
様
に
、

山
の
稜
線
が
ち
ょ
う
ど
空
と
山
と
を
二
分
し
て
い
る
。

　

そ
の
空
と
山
と
を
分
け
て
い
る
有
機
的
な
線
は
、
上
下
に
大
き
く
揺
れ
、
か
つ
て
７
年
間
住
ん
だ
水
平

感
が
強
く
背
後
に
後
退
し
て
ゆ
く
風
景
の
そ
れ
と
は
大
き
な
異
な
り
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
山
の
稜
線
は
上
下
に
揺
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
と
こ
ろ
の
山
の
背
は
、

更
に
小
さ
な
ぶ
れ
を
見
せ
木
々
の
姿
を
な
ぞ
っ
た
り
し
な
が
ら
、
重
な
り
合
い
、
複
雑
な
形
を
し
て
、
私

を
取
り
囲
ん
で
い
る
。

　

そ
し
て
時
に
霧
は
、
そ
の
空
間
に
厚
み
を
与
え
る
朝
を
つ
く
り
、
鳥
た
ち
の
さ
え
ず
り
は
、
稜
線
に
リ

ズ
ム
を
与
え
て
い
る
様
で
も
あ
る
。
こ
ん
な
山
の
隆
起
の
中
に
在
っ
て
、
一
方
で
完
璧
な
水
平
を
示
す
湖

を
も
抱
え
込
ん
で
い
る
こ
の
地
で
、
私
の
作
品
は
す
で
に
新
た
な
呼
吸
を
始
め
て
い
る
様
に
思
え
る
。

一
九
九
五
年
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「
肉
体
と
し
て
の
絵
画
─
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
寄
せ
て
」

　

仮
に
或
る
二
つ
の
事
項
を
分
け
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
境
界
だ
け
で
は
な
く
、

自
ず
と
そ
の
原
理
に
も
差
異
が
認
め
ら
れ
う
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
ぞ
れ
は
そ
の
原
理
こ
そ
を
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
と
し
て
立
脚
し
、
そ
の
特
質
を
露
に
し
て
い
く
事
を
課
題
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
・
素
描
と
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
・
絵
画
は
一
体
如
何
な
る
関
係
を
示
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

　

両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
展
開
の
過
程
で
互
い
に
領
域
を
往
来
し
、
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
相
互
補
完
的
に
浸

透
し
拡
が
り
を
見
せ
、
そ
の
境
界
は
以
前
に
も
増
し
て
判
然
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
今
や
そ
の
二
項

の
差
異
の
検
証
は
意
味
を
持
ち
得
な
い
か
の
様
に
も
見
え
る
。
だ
が
、
あ
え
て
こ
こ
で
は
そ
の
現
象
で
は

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
を
規
定
し
育
ん
だ
根
源
的
と
も
言
え
る
原
理
を
再
考
す
る
事
で
、
そ
の
両
者
の
本
質
に

触
れ
る
事
が
出
来
る
と
考
え
る
。

　

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
、
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
共
に
、
平
面
上
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、

物
質
性
を
軸
に
考
察
し
よ
う
と
し
た
時
、
そ
れ
ぞ
れ
は
差
異
を
明
ら
か
に
し
始
め
る
筈
で
あ
る
。

　

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
が
、
非
物
質
性
の
特
質
を
示
す
の
に
対
し
て
、
絵
画
は
む
し
ろ
物
質
性
を
そ
の
成
り
立

ち
の
重
要
な
拠
所
と
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。

　

絵
画
に
と
っ
て
物
質
性
は
、
支
持
体
と
し
て
の
キ
ャ
ン
バ
ス
、
板
と
云
っ
た
描
か
れ
る
場
と
し
て
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
表
面
を
支
え
る
木
枠
・
板
の
厚
み
即
ち
構
造
や
、
絵
具
自
体
の
物
質
と
し
て
の
自
覚
を
促

一
九
九
六
年
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し
、
更
に
主
題
、
思
想
を
受
け
止
め
る
ボ
デ
ィ
・
肉
体
の
所
持
の
意
識
に
も
連
鎖
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

一
方
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
が
物
質
性
と
結
び
付
き
づ
ら
い
の
は
、
お
そ
ら
く
支
持
体
と
さ
れ
る
事
の
多
い
紙

の
特
性
と
も
不
可
分
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
最
も
原
初
的
な
物
質
の
一
つ
と
し
て
永
い
歴
史
と
共
に
あ

っ
た
紙
は
我
々
に
物
質
と
し
て
の
認
識
を
時
に
忘
れ
さ
せ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
又
色
彩
的
に
も
極
め

て
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
、
ち
ょ
う
ど
空
気
や
光
が
そ
う
で
あ
る
様
に
無
へ
の
連
想
を
も
許
す
の
で
あ
る
。
更

に
鉛
筆
、
コ
ン
テ
、
水
彩
等
描
画
材
料
も
又
物
質
感
に
乏
し
い
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
て
こ
れ
ら
が
誘

発
す
る
と
こ
ろ
の
非
物
質
性
は
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
一
体
如
何
な
る
原
理
的
意
味
を
与
え
て
き
た
の
だ
ろ

う
か
。

　

物
質
、
言
い
換
え
れ
ば
肉
体
そ
の
も
の
が
絵
画
で
あ
る
の
に
対
し
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
は
肉
体
を
持
た
な

い
と
云
う
一
見
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
図
式
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、
主
題
即
ち
概
念

そ
の
も
の
を
宙
づ
り
に
し
鮮
明
に
際
立
た
せ
る
特
徴
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
水
彩

と
油
彩
の
関
係
が
示
す
様
に
、
時
に
本
制
作
よ
り
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
の
方
が
よ
り
的
確
に
作
者
の
意
図
・
意

志
が
明
示
さ
れ
る
と
云
う
事
例
を
つ
く
り
出
す
結
果
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
又
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
や
ボ
イ
ス

ら
概
念
的
作
家
に
と
っ
て
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
作
品
が
こ
と
さ
ら
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
例
か
ら
も
明
ら

か
と
な
ろ
う
。

　

で
は
こ
こ
で
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
・
素
描
の
画
面
上
の
原
理
に
立
ち
返
る
事
に
し
よ
う
。

　

本
来
素
描
と
は
、
何
に
も
ま
し
て
形
即
ち
空
間
に
強
く
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

そ
れ
は
白
と
黒
の
間
に
あ
る
無
限
な
グ
レ
ー
の
階
調
、
ま
た
は
線
描
に
よ
っ
て
、
平
面
上
に
或
る
特
定
な

空
間
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
運
動
な
の
で
あ
る
。
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故
に
水
墨
画
も
そ
の
類
型
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
墨
の
提
供
す
る
無
限
に
近
い
濃
淡
の
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
運
動
感
を
率
直
に
伝
え
る
筆
致
は
空
間
表
現
に
一
つ
の
回
答
を
示
し
た
訳
だ
が
、
も
と

も
と
宗
教
性
に
起
源
の
あ
る
漢
画
の
系
譜
で
は
、
牧
谿
の
画
面
上
で
満
た
さ
れ
て
い
る
信
仰
・
精
神
の
深

さ
は
、
時
代
を
経
て
等
伯
の
霧
に
か
す
む
松
林
図
の
中
、
空
間
の
深
さ
へ
と
変
容
を
と
げ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

こ
の
様
に
素
描
が
空
間
に
対
し
て
求
心
的
で
あ
る
の
に
比
し
て
絵
画
は
空
間
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
総
合

的
な
課
題
を
引
き
受
け
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

線
も
又
空
間
を
つ
く
り
出
す
一
助
と
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
故
に
線
と
の
関
係
の
中
で
は
油
彩
の
或
る

典
型
を
示
す
筈
の
フ
ァ
ン
・
ア
イ
ク
が
、
極
め
て
素
描
的
と
映
り
、
晩
年
の
マ
テ
ィ
ス
に
於
い
て
は
線
を

中
心
と
し
た
仕
事
に
も
か
か
わ
ら
ず
絵
画
的
で
あ
る
と
云
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
生
む
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
皮
肉
に
も
素
描
を
も
内
包
す
る
絵
画
自
体
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
本
質
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
て
い

る
の
だ
。

　

さ
て
こ
こ
で
、
水
彩
シ
リ
ー
ズ
﹁
オ
マ
ー
ジ
ュ1906
﹂
に
つ
い
て
触
れ
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
八
八

年
秋
、
葉
の
落
ち
た
枯
れ
草
を
描
き
留
め
た
一
枚
か
ら
始
ま
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
植
物
を
前
に
し
て
野
外

で
の
即
興
的
な
仕
事
で
あ
り
、
鉛
筆
で
捉
え
ら
れ
た
空
間
に
対
し
、
異
な
っ
た
位
相
へ
の
表
現
を
目
的
と

さ
れ
水
彩
が
施
さ
れ
て
い
く
も
の
で
、
同
一
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
、
マ
テ
リ
ア
ル
の
限
定
が
設
け
ら
れ
徐
々
に

体
系
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
九
二
年
迄
継
続
さ
れ
総
数
は
約
二
〇
〇
点
で
あ
る
。
ま
た
タ

イ
ト
ル
の 1906 

は
セ
ザ
ン
ヌ
の
没
年
で
あ
り
、
彼
の
水
彩
作
品
群
へ
の
思
い
か
ら
の
命
名
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
れ
ら
が
、
私
の
絵
画
に
有
機
的
な
線
を
導
き
入
れ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
事
に
疑
い
は
な
い
。
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だ
が
私
は
そ
れ
を
空
間
の
み
の
体
現
を
求
め
て
い
な
い
点
か
ら
素
描
と
云
う
よ
り
絵
画
の
一
領
域
に
位
置

づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
純
然
た
る
空
間
素
描
と
し
て
、
鉛
筆
の
描
線
で
人
物
の
衣
服
部
分
を
描
き
留
め
た

﹁1001
葉
のf-z

﹂‛90

～‛92 

を
掲
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を
分
け
る
境
界
こ
そ
が
、
私
自
身
の
絵
画

原
理
の
中
で
の
絵
画
と
素
描
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
様
に
局
部
的
に
求
心
性
を
発
揮
す
る
事
に
於
い
て
素
描
は
優
れ
て
い
る
の
だ
が
、
絵
画
を
私
が
中

心
に
据
え
る
の
は
絵
画
が
、
よ
り
多
く
の
課
題
を
身
体
・
平
面
上
で
受
容
し
、
統
合
を
図
ろ
う
と
す
る
メ

デ
ィ
ア
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

真
理
の
探
究
の
連
続
体
と
し
て
の
絵
画
史
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
死
後
急
速
に
変
化
を
と
げ
て
い
く
の
だ
が
、

そ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
運
動
体
の
中
で
＂
平
面
と
空
間
性
＂
と
云
う
絵
画
の
本
質
的
課
題
は
、
時
に
イ
リ
ュ

ー
ジ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
指
摘
を
許
し
、
更
に
記
号
論
的
解
析
の
元
で
、
絵
画
の
受
容
の
豊
か
さ
は
不
明
瞭
と

の
判
断
を
生
み
、
美
術
史
上
の
中
心
の
座
を
他
に
譲
り
渡
す
事
に
な
る
の
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ォ
ー
マ

リ
ズ
ム
以
降
一
連
の
絵
画
復
権
の
動
き
の
中
で
、
物
質
性
へ
の
タ
ー
ム
が
中
心
的
課
題
に
据
え
ら
れ
再
び

始
動
す
る
事
と
な
る
。
そ
し
て
一
つ
の
解
答
と
し
て
部
分
の
拡
大
と
も
云
え
る
全
面
性
の
巨
大
な
絵
画
を

生
む
に
至
る
の
で
あ
る
。
だ
が
全
面
性
の
絵
画
も
ま
た
絵
画
の
本
質
的
課
題
に
触
れ
う
る
唯
一
の
解
答
な

ど
で
は
当
然
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
だ
見
ぬ
平
面
上
で
は
、
あ
る
い
は
既
に
棄
て
去
っ
て
き
た
も
の

も
含
め
、
よ
り
多
く
を
引
き
受
け
、
よ
り
高
度
な
統
合
が
待
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
為
に
私
は
画
布
の
前
に
立
つ
の
で
あ
る
。
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「
絵
画
─
降
り
続
く
雪
の
層
に
寄
せ
て
」

　

山
あ
い
に
在
る
ア
ト
リ
エ
に
降
り
続
く
記
録
的
な
大
雪
。
ア
ト
リ
エ
に
拓
か
れ
た
窓
か
ら
は
、
風
景
が

深
い
空
間
性
を
示
し
な
が
ら
も
同
時
に
空
間
の
喪
失
を
も
覚
醒
さ
せ
て
い
る
。

　

モ
ノ
ト
ー
ン
に
降
り
続
く
無
数
の
微
細
な
点
が
重
層
化
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
木
々
の
形
姿
も
、
山
の

稜
線
の
重
な
り
合
う
リ
ズ
ム
も
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
変
化
を
と
げ
る
色
調
も
、
全
て
は
際
限
な
く
後
退
し

て
い
っ
て
い
る
。

　

そ
ん
な
な
か
で
、
視
線
は
奥
へ
奥
へ
と
永
遠
に
ひ
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
き
、
決
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る

事
は
な
い
か
の
様
に
も
思
え
る
。

　

こ
の
様
な
視
線
の
前
進
性
の
み
の
、
あ
る
い
は
視
線
と
そ
の
対
象
と
の
距
た
り
の
不
定
化
の
も
と
、
─

─
絵
画
の
成
立
は
な
い
─
─
と
思
え
て
く
る
の
だ
が
、
そ
う
思
え
る
の
は
、
絵
画
自
身
が
、
視
線
の
原

理
と
は
分
か
ち
が
た
く
、
思
考
へ
と
導
い
て
い
く
メ
デ
ィ
ア
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
と
私
が
信
じ
て
い

る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

余
白
を
多
く
残
し
、
複
数
パ
ネ
ル
の
連
携
に
よ
る
特
徴
を
備
え
た
第
一
作
﹁
神
話
の
墓B

1

﹂
の
制
作

か
ら
想
い
起
こ
す
と
10
年
が
経
っ
た
事
に
な
る
。

　

そ
の
間
、
私
の
関
心
と
動
機
は
、
絵
画
の
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
す
な
わ
ち
外
側
の
か
た
ち
と
内
側
に
発
生
す

る
そ
れ
と
の
、
又
偶
数
と
奇
数
構
造
と
の
、
水
平
性
と
垂
直
性
と
の
相
関
の
中
で
育
ま
れ
、
在
る
一
つ
の

絵
画
を
か
た
ち
ど
っ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
絵
画
が
内
包
す
る
中
心
性
と
全
面
性
と
云
う
自
明
の

一
九
九
八
年
一
月
一
五
日
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原
理
に
対
す
る
私
の
解
答
で
あ
る
と
同
時
に
、
平
面
上
に
宿
ろ
う
と
す
る
真
理
へ
の
確
信
に
よ
り
、
閉
塞

し
が
ち
な
芸
術
の
、
絵
画
の
、
信
頼
を
再
び
取
り
戻
そ
う
と
す
る
営
み
で
も
あ
る
の
だ
。
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「
タ
イ
ト
ル
と
し
て
の 

“ARTH

・UR

・S

・SE

・ATAR

″」

　

一
見
し
て
奇
妙
な
タ
イ
ト
ル
が
冠
さ
れ
て
い
る
今
回
の
作
品
に
つ
い
て
触
れ
て
み
よ
う
。

　

さ
て
、
し
か
し
そ
の
前
に
、
絵
画
に
タ
イ
ト
ル
が
発
生
し
た
の
は
、
一
体
い
つ
の
頃
か
ら
な
の
だ
ろ
う

か
。

　

美
術
史
の
文
脈
の
中
で
我
々
が
識
る
多
く
の
名
作
は
、
当
時
も
今
と
同
じ
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
、
ま
た
そ
れ
は
作
者
自
身
に
よ
る
命
名
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
の
問
い
が
、
起
源
に
む
け
ら
れ
て
い
る
事
を
考
え
る
と
、
美
術
史
を
総
体
と
し
一

ま
と
ま
り
と
し
て
と
ら
え
、
か
つ
そ
れ
ら
を
名
作
と
一
つ
に
括
っ
て
し
ま
う
の
は
、
あ
ま
り
に
手
続
き
的

に
も
乱
暴
で
あ
る
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

　

だ
が
、
こ
こ
で
僕
が
知
り
た
い
の
は
、
個
々
の
作
品
を
他
と
の
識
別
の
為
に
行
う
記
号
化
の
事
な
の
で

は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
、
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
精
神
を
活

き
始
め
よ
う
と
す
る
事
、
換
言
す
れ
ば
、
個
々
の
作
品
が
作
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
反
映
す
る
よ
う
に
命
名

さ
れ
、
支
持
体
が
精
神
を
担
お
う
と
す
る
顕
れ
と
し
て
の
タ
イ
ト
ル
が
自
覚
的
に
な
っ
て
き
た
の
は
一
体

い
つ
な
の
か
、
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。

　

そ
れ
は
表
現
を
職
業
と
し
よ
う
と
す
る
人
間
と
し
て
、
物
質
が
精
神
に
昇
華
し
よ
う
と
す
る
瞬
間
に
寄

せ
る
関
心
の
現
れ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
僕
は
、
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
と
精
神
の
結
び
つ
き
に
関
心
を
持
ち
絵
画
制
作
に
携
わ
っ
て
き
て
い
る
。

一
九
九
九
年
一
一
月
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そ
れ
は
随
分
以
前
に
制
作
さ
れ
た
或
る
作
品
が
、
４
枚
組
の
偶
数
連
携
で
あ
っ
た
事
が
起
源
と
な
る
の
だ

が
、
発
生
に
お
い
て
恣
意
的
と
思
わ
れ
た
偶
数
構
造
は
、
そ
の
後
、
僕
の
絵
画
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

し
て
条
件
づ
け
ら
れ
、
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
へ
の
関
心
と
動
機
は
制
作
を
と
お
し
て
幾
つ
か
の
特
性
を
僕
に
確

認
さ
せ
る
結
果
を
提
供
し
た
。

　

そ
ん
な
絵
画
の
特
性
の
一
つ
に
視
線
の
正
面
性
を
掲
げ
る
事
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
絵
を
観
よ
う
と
す

る
際
、
人
は
自
動
的
に
、
絵
の
正
面
に
向
き
合
う
唯
一
の
位
置
を
探
し
求
め
る
と
い
う
特
性
で
あ
り
、
絵

画
の
持
つ
重
要
な
特
性
の
一
つ
で
あ
る
。
視
線
の
構
造
は
、
ち
ょ
う
ど
那
智
滝
を
正
面
に
向
き
合
っ
て
な

が
め
て
い
る
様
な
状
態
で
、
視
線
は
岩
壁
に
対
し
て
直
角
に
前
進
し
、
中
心
す
な
わ
ち
、
信
仰
の
対
象
と

し
て
の
滝
そ
の
も
の
に
そ
そ
が
れ
て
い
く
の
に
似
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
水
平
性

の
風
景
の
場
合
、
例
え
ば
大
平
原
を
前
に
そ
そ
が
れ
る
視
線
は
、
何
も
の
に
も
遮
ら
れ
ず
永
遠
に
遠
の
い

て
い
く
特
性
を
示
す
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
今
回
試
み
よ
う
と
す
る
テ
ー
マ
す
な
わ
ち
視
線
の
運
動
性
は
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
。
あ

え
て
言
う
の
な
ら
ば
、
回
遊
性
あ
る
い
は
循
環
性
と
い
う
様
な
も
の
と
今
は
思
え
て
い
る
。

　

こ
の
試
み
は
、
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。
以
前
か
ら
僕
は
タ
イ
ト
ル
に
、
何
ら
か
の
か

た
ち
で
、
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
、
連
携
の
特
徴
を
手
が
か
り
と
し
て
示
す
役
を
托
し
て
い
る
の
だ
が
、

＂A
R

TH

・U
R

・S

・SE

・A
TA

R

＂
の
場
合
も
、
字
数
と
ド
ッ
ト
で
パ
ネ
ル
数
と
そ
の
連
携
を
示
し
て

い
て
、
4
・
2
・
1
・
2
・
4
枚
組
の
パ
ネ
ル
で
、
会
場
内
の
や
や
高
低
差
の
あ
る
壁
を
、
取
り
囲
む
よ

う
に
設
営
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

モ
デ
ル
と
し
て
参
照
さ
れ
る
の
は
、
今
年
、
展
覧
会
と
レ
ク
チ
ャ
ー
の
為
に
初
め
て
滞
在
し
た
エ
ジ
ン
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バ
ラ
で
の
風
景
体
験
で
あ
る
。

　

そ
こ
は
、
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
水
平
感
の
強
い
そ
れ
と
も
ま
た
異
な
り
、
隆
起
の
あ
る
有
機
性
を
保
持

し
な
が
ら
も
、
平
地
を
担
保
し
、
小
高
い
丘
が
ぐ
る
り
と
、
人
々
の
暮
ら
し
と
歴
史
を
取
り
囲
み
、
守
っ

て
い
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
。
そ
こ
は
あ
る
意
味
で
、
外
か
ら
の
進
入
を
拒
み
、
そ
れ
で
い
て
小
高

い
が
故
に
、
軽
々
と
外
と
の
交
歓
を
も
可
能
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
ん
な
小
高
い
丘
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
無
名
性
の
風
景
の
中
で
、
典
型
的
な
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
風

景
を
決
定
的
に
印
象
づ
け
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
未
だ
、
一
枚
の
絵
画
も
、
我
々
の
誕
生
す
ら

も
な
か
っ
た
頃
、
起
き
た
で
あ
ろ
う
地
殻
変
動
、
そ
の
瞬
間
を
生
々
し
く
も
伝
え
る
茶
か
っ
色
と
緑
の
厳

し
い
山
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
ア
ー
サ
ー
ズ
シ
ー
ト
・A

rthur's seat

と
呼
ば
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
僕
が
描
こ
う
と
す
る
も
の
は
、
そ
れ
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

　

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
し
て
い
る
そ
れ
は
、
確
か
に
巨
大
な
シ
ー
ト
・
椅
子
の

よ
う
な
形
態
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か
し
肝
心
の
主
人
公
ア
ー
サ
ー
は
不
在
の
ま
ま
の
よ
う

で
あ
る
。
そ
こ
で
人
々
は
、
そ
の
地
形
の
内
側
に
在
っ
て
、
ア
ー
サ
ー
を
求
め
、
視
線
を
回
遊
さ
せ
て
い

る
様
に
も
思
え
て
く
る
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
視
線
の
運
動
性
と
非
正
面
性
の
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
詳
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
絵
画
の
原
理
に
対
す

る
期
待
が
今
、
僕
を
画
面
に
む
か
わ
せ
て
い
る
。

　

そ
し
て
会
場
で
は
、A

rthur's seat

の
末
尾
にA

R

を
付
け
た
13
枚
の
パ
ネ
ル
＂A

R
TH

・U
R

・S

・

SE

・A
TA

R

＂
が
、
最
初
の
２
枚A

R

と
最
後
尾
の
近
似
し
たA

R

の
図
像
に
よ
っ
て
接
続
さ
れ
、
観
者
を
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取
り
囲
む
よ
う
に
設
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

︵
一
九
九
九
・
十
一　

藤
野
に
て
︶

M282《ARTH・UR・S・SE・ATAR》（13枚組）アクリル・油彩/綿布　1999年  
ARTH 180╳248cm（4枚組）　UR 180╳170cm（2枚組）
S 70╳70cm　SE 150╳115cm（2枚組）　ATAR 150╳248cm（4枚組）
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「
在
る
こ
と
の
確
か
さ
」

　

様
々
な
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
に
切
り
開
か
れ
た
窓
を
用
意
し
た
野
外
作
品
を
制
作
し
て
か
ら
、
四
季
は
一
循

し
た
。﹁
絵
画
の
た
め
の
見
晴
ら
し
小
屋
﹂
と
名
付
け
ら
れ
た
そ
れ
は
、
僕
が
感
心
を
寄
せ
続
け
て
い
る

フ
ォ
ー
マ
ー
ト
に
つ
い
て
、
絵
画
に
つ
い
て
考
え
始
め
る
た
め
の
操
置
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
今
、＂
絵
画
＂
に
つ
い
て
考
え
る
事
は
果
た
し
て
有
効
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
野
外
作
品
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
、
尚
も
＂
絵
画
＂
な
の
か
。
そ
れ
は
勿
論
、
僕
の
絵
画
へ
の
確
信
と
深
く

関
わ
る
の
だ
が
、
絶
対
的
個
と
普
遍
的
社
会
性
の
両
方
を
そ
の
内
側
に
持
つ
絵
画
は
、
真
実
と
虚
構
の
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
を
生
き
る
。
絵
画
は
虚
構
を
生
き
る
が
故
に
実
体
と
は
成
り
得
な
い
、
否
、
そ
れ
を
拒
否
し

続
け
る
の
だ
。

　

し
か
し
、
操
置
で
も
あ
る
こ
の
作
品
は
、
同
時
に
実
体
そ
の
も
の
と
し
て
、＂
其
処
に
在
る
事
＂
を
外

界
に
示
し
、
こ
の
一
年
藤
野
の
風
景
を
生
き
た
事
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
在
り
様
は
、＂
在
る
事
の
確

か
さ
＂
を
作
者
で
あ
る
僕
に
示
し
、
勇
気
づ
け
て
く
れ
て
い
る
か
の
様
に
も
み
え
て
く
る
の
だ
。

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
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「
“ TA

・SHO
H

―Q
f

・SHO
H 

″ ︿
絵
﹀ ／ ︿
絵
画
﹀
に
寄
せ
て
」

　

絵
を
描
く
者
に
と
っ
て
、
絵
は
正
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

絵
画
が
、
平
面
上
で
結
ぼ
う
と
し
て
い
る
の
は
決
し
て
空
間
な
ど
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
き
っ
と
真
理

と
か
真
実
と
い
っ
た
確
か
な
る
何
も
の
か
に
違
い
な
い
の
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
こ
に
現
れ
る
像
は
、
ど
こ
ま

で
い
っ
て
も
仮
の
像
、
似
姿
で
あ
り
、＂
真
︱
虚
＂、
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
絵
画
は
生
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
絵
画
を
困
難
の
内
側
に
位
置
づ
け
る
と
同
時
に
、
し
か
し
そ
れ
が
故
に
本
質
に
触
れ
う
る
可
能
性

を
も
ひ
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

フ
ォ
ー
マ
ー
ト
と
精
神
性
の
相
関
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
僕
は
制
作
を
す
す
め
て
き
て
い
る
。
余
白
と
色

柱
の
複
数
パ
ネ
ル
の
横
へ
の
連
続
性
を
特
徴
と
す
る
横
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
作
品
群
が
、
当
時
ア
ト
リ
エ

の
あ
っ
た
立
川
の
水
平
性
の
風
景
か
ら
＂TA

 

＂
と
名
付
け
ら
れ
、
体
系
付
け
ら
れ
て
か
ら
も
久
し
い
。

　

一
方
、
二
〇
〇
一
年
以
降
余
白
を
排
除
し
、
正
方
形
に
色
彩
が
充
満
す
る
＂Q

f 

＂︵Q
uadrat/full

︶

が
異
な
っ
た
原
理
の
も
と
新
た
な
試
み
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
る
。
今
回
の
発
表
の
一
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト

は
そ
の
対
峙
で
あ
る
。

　

さ
て
前
世
紀
、︿
絵
画
﹀
は
、
分
析
、
批
評
精
神
に
よ
っ
て
総
体
の
顕
現
化
を
実
現
し
た
。
そ
れ
は
絵

画
の
正
当
を
示
し
、
計
り
知
れ
な
い
果
実
を
美
術
史
に
記
し
た
。
し
か
し
一
方
、
殊
に
20
世
紀
後
半
、

我
々
は
一
枚
の
︿
絵
﹀
も
遺
さ
な
か
っ
た
様
に
も
思
え
て
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
極
め
て
大

き
い
。
総
体
に
対
し
て
無
自
覚
な
︿
絵
﹀
も
、
総
体
認
識
を
備
え
て
い
る
だ
け
の
︿
絵
画
﹀
も
、
と
も
に

二
〇
〇
〇
年
三
月
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不
十
分
な
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
絵
画
は
回
復
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
取

り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
は
一
体
何
な
の
か
。

　

タ
イ
ト
ル
のSH

O
H

 

と
は
掌
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
だ
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
を
迎
え
る
前
の
ソ
連
時
代
、

ノ
フ
コ
ロ
ー
ド
、
暗
い
鉛
色
の
空
の
も
と
、
乏
し
い
陽
光
の
中
で
観
た
Ａ
・
ル
ー
ブ
リ
ョ
ッ
フ
の
そ
れ
で

あ
り
、
ま
た
宇
治
で
見
上
げ
た
定
朝
の
そ
れ
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
勿
論
美
し
い
。
だ
が
僕
が
観
て
い
た

の
は
美
し
さ
で
は
な
く
正
し
さ
で
あ
っ
た
様
に
思
え
る
の
だ
。

M332 《TA・SHOH〈掌﹀》アクリル・油彩/綿布
220╳1757cm（14枚組）2003年

M334 《Qf・SHOH〈掌﹀2》アクリル・油彩/綿布
160╳160cm　2003年
M333《Qf・SHOH〈掌﹀1》アクリル・油彩/綿布
160╳160cm　2003年
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真
理
や
人
生
と
深
く
関
わ
る
の
は
美
術
だ
け
に
与
え
ら
れ
て
い
る
事
で
は
な
い
。
た
だ
論
理
的
整
合
の

も
と
、
一
つ
の
解
答
の
み
を
求
め
る
自
然
科
学
、
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
信
仰
が
時
と
し
て
犯
し
て

し
ま
う
排
他
性
と
は
異
な
り
、
美
術
は
普
遍
性
の
も
と
多
様
を
受
容
す
る
。

︿
絵
画
﹀
の
使
命
は
、
そ
の
総
体
で
あ
る
と
同
時
に
一
枚
の
︿
絵
﹀
と
し
て
人
々
の
前
に
＂
仮
の
像
＝

真
＂
を
示
す
事
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
風
景
が
そ
う
で
あ
る
様
に
、
歴
史
の
分
節
を
超
え
、
其
処

に
在
り
、
其
処
で
生
を
営
む
人
々
を
見
守
り
、
勇
気
を
与
え
続
け
る
の
で
あ
る
。

　

絵
画
こ
そ
が
、
そ
の
力
を
持
っ
て
い
る
事
を
僕
は
信
じ
、
こ
れ
か
ら
も
絵
画
の
伴
走
を
続
け
る
。

︵
二
〇
〇
三
・
二　

藤
野
に
て
︶
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２．エッセイ

　
　
「
越
後
三
山
の
稜
線
／
鉄
塔
─
横
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
窓
」

　

初
め
て
訪
れ
た
川
西
町
ナ
カ
ゴ
グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
の
小
高
い
林
か
ら
東
を
の
ぞ
む
と
、
駒
个
岳
、
八
海

山
、
中
ノ
岳
の
越
後
三
山
の
稜
線
が
重
な
り
合
い
な
が
ら
、
リ
ズ
ム
と
揺
れ
を
見
せ
、
空
と
を
分
け
て
い

た
。
こ
の
稜
線
を
拾
い
横
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
窓
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
と
抵
触
す
る
縦
長
の
送
電
線
の

鉄
塔
が
ど
う
し
て
も
入
り
込
ん
で
し
ま
う
。

　

し
か
し
何
度
か
の
妻
有
入
り
で
、
地
形
に
沿
っ
て
車
を
走
ら
せ
、
ト
ン
ネ
ル
の
通
過
を
重
ね
る
う
ち
、

多
く
の
集
落
の
文
化
は
、
山
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
と
も
思
え
て
き
た
。
そ
こ
で
む
し
ろ
、
山
と
鉄
塔

を
同
一
の
窓
に
対
峙
的
に
取
り
込
む
事
こ
そ
が
、
妻
有
を
切
り
取
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
る
に
至

っ
た
の
だ
っ
た
。

　

５
つ
の
窓
は
そ
れ
ぞ
れ
、
既
に
秋
の
暖
色
の
色
彩
の
体
験
を
終
え
、
今
は
雪
を
待
ち
、
鋭
角
の
屋
根
と

甲
冑
に
も
似
た
外
壁
で
、
純
白
の
越
冬
に
備
え
て
い
る
⋮
。
そ
し
て
新
緑
の
春
、
盛
夏
の
林
の
中
、
四
季

を
生
き
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
の
だ
。

二
〇
〇
四
年
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《絵画のための見晴らし小屋・妻有》2003 年

窓《絵画のための見晴らし小屋・妻有》
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２．エッセイ

　
　
「Q

f

・SHO
H 150 《

掌
》
─
回
収
と
積
合
」

　

今
回
は
、
二
〇
〇
一
年
以
降
制
作
し
て
き
て
い
るQ

f

系
に
限
定
し
て
の
発
表
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
前

に
こ
こ
で Q

f 
に
つ
い
て
説
明
が
必
要
だ
ろ
う
。Q

f 

と
は Q

uadrat

︵
正
方
形
︶、full

︵
充
満
︶、
正
方
形

フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
画
面
に
、
色
彩
と
か
た
ち
が
筆
致
に
よ
っ
て
充
満
し
て
い
く
と
い
う
課
題
を
負
っ
て
、

命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
従
来
か
ら
展
開
し
て
き
て
い
るTA

系
、
即
ち
余
白
と
色
柱
の
偶
数

組
の
連
結
に
よ
る
横
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
作
品
群
と
は
対
極
に
あ
り
、
む
し
ろ
対
峙
的
に
全
く
異
な
っ
た

原
理
を
追
求
す
る
事
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
と
精
神
性
の
相
関
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
制
作
す

る
私
の
作
品
群
の
中
で
、
新
た
な
系
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
発
生
の
背
景
に
は
私
自
身
の
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
探
求
の
中
で
の TA

 

の
体
系
化
、
世
紀
の
改
変
に
際

し
て
の
絵
画
へ
の
内
省
、
そ
し
て
こ
の
時
期
に
起
き
た
世
界
を
揺
る
が
し
た
あ
の
出
来
事
が
大
き
な
契
機

と
な
っ
た
事
に
間
違
い
は
な
い
。

　

TA
 

の
原
型
は
、
原
初
的
な
風
景
に
あ
っ
た
。
何
故
、
風
景
が
モ
デ
ル
な
の
か 

の
答
え
の
一
つ
に
視
覚

の
双
方
向
性
が
あ
っ
た
様
に
思
う
。
そ
れ
は
聖
堂
内
で
体
験
す
る
イ
コ
ン
か
ら
受
け
る
視
線
と
我
々
の
眼

差
し
と
の
運
動
性
で
あ
り
、
有
史
以
来
人
々
は
地
形
の
内
側
に
あ
っ
て
、
風
景
を
見
、
風
景
に
見
守
ら
れ

て
い
た
の
だ
。
そ
こ
に
は
信
仰
に
も
似
た
視
線
の
純
粋
性
と
普
遍
性
が
あ
る
。

　

し
か
し
時
と
し
て
そ
の
関
係
の
こ
わ
れ
る
事
が
あ
る
。
山
古
志
村
で
は
、
今
は
見
上
げ
る
山
は
姿
を
変

え
、
見
る
べ
き
対
象
、
視
線
の
お
く
り
と
ど
け
ら
れ
て
い
た
対
象
を
人
々
は
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

二
〇
〇
五
年
四
月
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絶
望
の
大
き
さ
は
計
り
識
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
様
な
時
も
、
い
や
む
し
ろ
だ
か
ら
こ
そ
、
絵
画
は
、
絵

は
待
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

今
回 Q

f 

が
モ
デ
ル
と
す
る
の
は
風
景
で
は
な
く
、
グ
レ
ー
ク
、
定
朝
の
掌
で
あ
り
、
ル
ー
ブ
リ
ョ
ッ

フ
の
ト
リ
ア
ー
デ
、
そ
の
視
線
の
構
造
、
集
中
性
で
あ
る
。
前
世
紀
、
絵
画
が
そ
の
還
元
化
の
実
践
の
渦

中
で
整
理
し
て
し
ま
っ
た
ア
ス
ペ
ク
ト
を
正
方
形
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
画
面
上
へ
の
回
収
を
は
か
り
、
更
に

積
合
を
重
ね
る
事
で
出
来
る
キ
ュ
ー
ブ
を
私
は
仮
想
し
始
め
て
い
る
。

　

TA
 

系
の
場
合
の
横
へ
移
動
す
る
視
線
は
、
連
続
と
断
絶
を
繰
り
返
し
な
が
ら
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
つ
く

る
、
一
方 Q

f 

で
は
、
余
白
は
排
さ
れ
全
て
の
線
は
、
画
面
を
め
ぐ
り
は
す
る
が
外
へ
は
脱
出
せ
ず
画
面

に
と
ど
ま
り
、
視
線
は
ル
ー
ブ
リ
ョ
ッ
フ
や
定
朝
の
掌
に
沿
っ
て
画
面
内
を
左
へ
右
へ
、
そ
し
て
上
下
へ
、

更
に
奥
へ
あ
る
い
は
手
前
へ
と
キ
ュ
ー
ブ
を
型
づ
く
っ
て
い
く
の
だ
。
そ
れ
は
幼
い
頃
、
早
朝
に
雨
戸
を

戸
袋
に
た
た
ん
で
い
く
際
の
徐
々
に
厚
み
を
増
し
て
い
っ
た
時
の
事
を
想
起
さ
せ
、
そ
の
側
面
に
重
ね
ら

れ
た
風
景
が
し
ま
わ
れ
て
い
っ
た
か
の
様
な
こ
の
妙
な
イ
メ
ー
ジ
体
験
は
折
り
た
た
ま
れ
た
屏
風
の
厚
み

と
断
続
さ
れ
た
複
数
の
画
像
を
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し Q

f 

で
キ
ュ
ー
ブ
を
仮
想
し
私
が
実
現

を
目
指
す
像
は
、
そ
の
手
前
、
奧
の
層
が
断
絶
せ
ず
絶
え
間
な
く
連
動
す
る
連
続
性
で
あ
り
、
そ
の
集
中

性
に
あ
る
。
こ
の
試
み
は
、
ま
だ
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。

︵
二
〇
〇
五
・
四　

藤
野
に
て
︶
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２．エッセイ

　
　
「
絵
画
／
風
景
考 《 TA

・KO
HJINYAM

A 

》 に
寄
せ
て
」

　

一
九
九
九
年
の
第
1
作
以
降
、︿
絵
画
の
た
め
の
見
晴
ら
し
小
屋
﹀
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
イ
ト
性
と
呼

応
す
る
様
に
姿
を
変
え
、
窓
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
る
風
景
は
、TA

系
の
絵
画
作
品
と
関
係
を
築
き
な

が
ら
展
開
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
﹁
絵
画
﹂
と
﹁
見
晴
ら
し
小
屋
﹂
を
介
し
た
像
の
交
通
、
す
な
わ
ち
光

景
・view

と
像
・B

ild

の
運
動
は
、
矩
形
の
も
と
で
の
膜
状
化
に
よ
る
絵
画
生
成
へ
の
示
唆
を
僕
に
与
え
、

絵
画
の
普
遍
と
本
質
を
詳
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
様
で
あ
る
。

︿
絵
画
の
た
め
の
見
晴
ら
し
小
屋
・
荒
神
山
﹀
は
、
二
〇
〇
六
年
春
、
南
ア
ル
プ
ス
と
中
央
ア
ル
プ
ス
に

挟
ま
れ
る
伊
那
谷
最
北
部
、
辰
野
の
小
高
い
山
、
荒
神
山
に
設
営
さ
れ
た
。
そ
の
小
屋
に
開
か
れ
た
横
長

フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
窓
は
天
竜
川
に
導
か
れ
遠
の
い
て
い
く
風
景
の
水
平
性
を
、
ま
た
正
方
形
に
近
い
フ
ォ

ー
マ
ー
ト
は
荒
神
山
の
も
み
じ
の
色
彩
を
と
ら
え
て
い
る
。

　

今
展
、
出
品
さ
れ
る
︽TA

・K
O

H
JIN

YA
M

A

︾
は
、

タ
イ
ト
ル
の
字
数
が
示
す
様
に
10
枚
組
の
偶
数
連
結

で
あ
り
、
そ
の
横
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
風
景
は
、
今
ま

で
僕
が
取
り
組
ん
で
き
た
典
型
的
な TA

 

系
の
そ
れ
と

は
多
少
異
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
の
地
平
線
は
、
天
竜

川
の
流
れ
に
導
か
れ
低
く
保
た
れ
、
左
右
か
ら
の
山
並

は
圧
縮
さ
れ
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
中
心
性
の
含
み
を
持

二
〇
〇
六
年

《絵画のための見晴らし小屋 ･ 荒神山》
2006 年
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っ
て
い
る
。
上
方
に
は
空
が
拡
が
り
、
更
に
は
る
か
上
方
、
そ

の
空
を
背
景
に
ア
ル
プ
ス
の
直
線
的
な
稜
線
を
再
び
浮
か
び

上
が
ら
せ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
二
重
の
水
平
性
、
言
わ

ば
水
平
性
の
二
階
構
造
の
様
で
も
あ
り
、
今
ま
で
僕
が
、
横
長

フ
ォ
ー
マ
ー
ト
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
水
平
性
の
原
理
と
は

ま
た
異
な
っ
た
原
理
を
提
供
し
た
の
だ
っ
た
。

　

風
景
に
は
視
線
の
双
方
向
性
が
あ
り
、
人
が
風
景
を
見
る
だ

け
で
は
な
く
、
風
景
に
よ
っ
て
人
々
は
見
守
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
様
に
僕
は
い
つ
の
頃
か
考
え
始
め
て
い
る
。
僕
ら
が
描
き
出

そ
う
と
す
る
絵
画
も
ま
た
、
本
来
そ
の
様
な
任
を
負
っ
て
い
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
今
回
の
︽TA

・K
O

H
JIN

YA
M

A

︾
が
、
あ
る
い

は
そ
の
取
り
組
ん
で
い
る
新
た
な
原
理
が
、
視
覚
の
双
方
向
性

を
獲
得
し
、
そ
の
強
度
を
確
保
で
き
る
の
か
は
制
作
の
渦
中
に

あ
る
今
の
僕
に
は
わ
ら
か
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
絵
画
へ
と
む

か
う
動
機
で
あ
る
事
も
ま
た
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

M362 《TA・KOHJINYAMA》
アクリル・油彩/綿布　160╳800cm（10枚組）
2006年
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２．エッセイ

　
　
「
青
梅
、
そ
し
て 《 TA

・O
HNITA 

》 に
寄
せ
て
」

　

展
示
室
内
の
窓
際
に
設
置
さ
れ
た
二
基
の
︿
絵
画
の
た
め
の
見
晴
ら
し
小
屋
﹀
の
窓
は
、﹁
山
肌
の

杉
﹂
と
﹁
楓
の
紅
﹂
を
捉
え
、
横
長
の
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
窓
は
杉
の
伸
長
感
を
切
り
取
り
、
正
方
形
フ
ォ

ー
マ
ー
ト
の
窓
で
は
遅
れ
て
い
た
紅
葉
も
今
は
赤
で
満
た
さ
れ
始
め
て
い
る
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
像
・

B
ild

は
、
そ
れ
ら
を
モ
デ
ル
に
描
か
れ
た
絵
画
・B

ild

と
更
な
る
関
係
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。

　

ガ
ラ
ス
窓
と
対
面
す
る
よ
う
に
展
示
さ
れ
た
︽ TA

・O
H

N
ITA

 

︾︵
６
枚
組
︶
は
、
初
夏
の
陽
光
に

木
々
の
葉
が
輝
く
中
、
ひ
っ
そ
り
と
在
る
大
荷
田
地
区
を
訪
ね
た
際
に
突
如
頭
上
に
出
現
し
た
水
平
に
伸

び
る
圏
央
道
の
視
覚
体
験
と
、
そ
の
後
取
材
に
何
度
か
訪
れ
た
青
梅
の
体
験
を
も
と
に
描
か
れ
た
。

　

僕
の
住
む
藤
野
か
ら
の
青
梅
入
り
は
、
圏
央
道
を
日
の
出
で
下
り
峠
を
越
す
稜
線
、
す
な
わ
ち
地
形
に

沿
っ
た
移
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
眼
下
に
水
平
に
拓
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
青
梅
を
思
い
な
が
ら
の
視
線
の
運

動
で
あ
り
、
水
平
に
拡
が
る
筈
の
青
梅
の
そ
れ
は
、
盆
地
と
も
台
地
と
も
定
ま
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
。

　

思
え
ば
、
文
化
と
は
地
形
的
に
は
水
平
へ
の
拡
が
り
を
意
味
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
水
平
線
は
大
地

と
空
と
を
分
け
る
。
出
品
作
︽ TA

・O
H

N
ITA

 

︾
で
は
そ
の
水
平
線
は
、
大
荷
田
で
垣
間
見
た
圏
央
道

が
、
画
面
右
側
で
重
層
性
を
な
し
て
い
る
。

　

青
梅
は
、
水
平
化
の
拡
張
の
結
果
、
大
都
市
の
周
辺
部
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
か
の
様
に
も
見
え
る
。

し
か
し
街
中
に
散
見
さ
れ
る
レ
ト
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
ブ
に
み
る
後
ろ
向
き
な
集
中
性
に
で
は
な
く
、
絵
画

の
持
つ
正
面
的
な
取
り
組
み
こ
そ
が
、
今
あ
る
い
は
尚
も
有
効
な
の
で
は
と
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
一
一
月
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「
青
梅
3
年
あ
る
い
は
７
年
」

　

僕
が
、﹁
ア
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
青
梅
﹂
に
造
形
大
の
学
生
た
ち
と
共
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
今
年

3
回
目
と
な
っ
た
。
一
体
何
回
、
中
央
高
速
か
ら
圏
央
道
を
走
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
、

菅
生
ト
ン
ネ
ル
、
友
田
を
通
過
す
る
毎
回
、
眼
下
に
拡
が
る
全
く
異
な
る
大
荷
田
の
風
景
を
思
わ
な
い
時

は
な
い
。

　

走
行
す
る
車
中
か
ら
の
移
動
す
る
前
進
性
の
視
点
と
固
定
の
そ
れ
と
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
も

増
し
て
高
低
差
が
こ
れ
ほ
ど
全
く
異
な
る
二
つ
の
風
景
を
作
り
出
す
こ
と
。
ま
た
こ
の
同
一
場
の
風
景
の

多
角
性
と
も
異
な
る
こ
の
重
層
性
に
は
、
一
つ
の
場
を
異
な
る
時
間
が
重
層
共
有
す
る
多
次
元
性
の
よ
う

な
も
の
を
覚
醒
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
風
景
が
、
我
々
の
視
線
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。
デ
カ
ル
ト
の
直
観
、

す
な
わ
ち
世
界
は
近
代
的
個
人
＝
主
体
の
視
線
に
よ
っ
て
秩
序
立
て
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ

せ
ら
れ
る
。

　

実
は
、
こ
の
圏
央
道
下
に
拡
が
る
風
景
と
想
念
上
の
青
梅
の
地
形
を
モ
デ
ル
に
制
作
し
07
年
、
吉
川
英

治
記
念
館
に
発
表
し
た
の
が
︽TA

・O
H

N
ITA

︾
で
あ
っ
た
。
今
回
は
、﹁
空
間
の
身
振
り
﹂
と
の
テ
ー

マ
を
受
けB

O
X K

I

・O

・K
U

に
、
二
〇
〇
三
年
制
作
の
17
ｍ
を
超
す
長
大
画
面
に
筆
致
が
走
る
︽TA

・

SH
O

H

︾
と
︽Q

f

・SH
O

H

︾
を
展
示
し
た
。

　

当
初
は
、
旧
農
林
高
校
講
堂
で
の
展
示
を
考
え
て
い
た
。
講
堂
内
の
小
さ
な
ガ
ラ
ス
板
を
一
単
位
と
し
、

二
〇
〇
九
年
一
二
月
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大
き
な
面
を
構
成
す
る
窓
は
と
て
も
美
し
く
、
外
界
を
切
り
取
る
︿
絵
画
の
た
め
の
見
晴
ら
し
小
屋
﹀
を

室
内
に
設
置
、
そ
の
窓
の
像
を
モ
デ
ル
に
絵
画
制
作
、
展
示
す
る
こ
と
を
構
想
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
一

枚
一
枚
の
ガ
ラ
ス
の
小
さ
な
ズ
レ
が
作
り
出
す
木
々
の
像
＝
姿
は
、
今
も
な
お
僕
を
捉
え
対
象
と
し
て
興

味
と
刺
激
を
そ
そ
ぎ
続
け
て
い
る
。

　

し
か
し
、
青
梅
と
い
う
サ
イ
ト
＝
風
景
に
対
し
て
は
07
年
吉
川
英
治
記
念
館
で
の
試
み
に
始
ま
り
、
そ

の
年
に
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
参
加
し
た
﹁
都
市
化
す
る
中
で
の
役
割
﹂

の
テ
ー
マ
で
、＂
場
の
特
性
＂
に
つ
い
て
絵
画
の
立
場
か
ら
議

論
、
問
題
提
起
し
た
。
さ
ら
に
翌
08
年
に
は
、
造
形
大
の
学
生

と
と
も
に
﹁
見
晴
ら
し
フ
レ
ー
ム
﹂
を
使
用
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
を
小
学
生
た
ち
を
対
象
に
行
い
、
生
の
豊
か
な
人
的
交
流

を
経
て
青
梅
市
立
美
術
館
で
報
告
展
示
を
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
僕
の
青
梅
で
の
活
動
は 

、︽TA

・O
H

N
ITA

︾

を
は
じ
め
、
思
う
に
絵
画
と
青
梅
の
サ
イ
ト
＝
風
景
と
の
か
か

わ
り
で
あ
っ
た
。

　

今
回
は
、
む
し
ろ
青
梅
の
サ
イ
ト
ス
ペ
シ
フ
ィ
ッ
ク
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
か
ら
一
旦
は
な
れ
、B

O
X 　

K
I

・O

・K
U

の
大
空

間
に
ア
ク
セ
ス
し
、︽TA

・SH
O

H

︾
と
そ
の
時
期
制
作
し
た

︽Q
f

・SH
O

H

︾
の
展
示
を
考
え
た
。
今
は
＂TA

系
＂
と
＂Q

f

系
＂
は
二
種
の
系
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
原
理
の
も
と
展

《Qf キューブ－ M361 Qf・SHOH 150 Ⅲ op 》
アクリル・油彩/綿布･板　150╳150╳150cm　2006年
M332 《TA・SHOH 〈掌〉》
アクリル・油彩/綿布　220╳1757cm（14枚組）　2003年
M337 《Qf・SHOH 220》
アクリル・油彩/綿布　220╳220cm　2003年
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開
し
て
い
る
。
だ
が
、
03
年
制
作
当
時
は
ま
だ
未
分
化
で
、
そ
の
双
方
の
画
面
に
︿SH
O

H

＝
掌
﹀
は
そ

の
形
象
を
結
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
絵
画
に
再
び
具
体
性
、
す
な
わ
ち
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
形
象
性
を
取
り
戻
そ

う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
︿SH

O
H

＝
掌
﹀
は
“Qf 

系
”
の
み
で
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

な
ぜ
︿
掌
﹀
で
あ
っ
た
か
は
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
＂
Ｔ
Ａ
＂
と
＂
Ｑ
ｆ
＂
の
分

岐
点
そ
の
も
の
を
、
す
な
わ
ち
僕
自
身
の
文
脈
を
青
梅
、
Ｂ
Ｏ
Ｘ　

Ｋ
Ｉ
・
Ｏ
・
Ｋ
Ｕ　

に
ア
ク
セ
ス
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は Q

f 

作
品
の
＂
仮
想
原

理
で
も
あ
る
立
方
体
＂
が
︿Q

f

キ
ュ
ー
ブ
﹀
と
い
う
新
作
形

態
と
し
て
実
体
を
得
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
は
大
き
な

収
穫
で
あ
っ
た
。
本
展
終
了
後
ま
も
な
く
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
つ

か
で
開
催
さ
れ
た
個
展｢Q

f

・ SH
O

H
 ︽
掌
︾90

・H
olz/145｣

展
で
は
一
辺
90
㎝
の
︿Q

f 

キ
ュ
ー
ブ90, 09-1
﹀
が
展
示
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
こ
で
、﹁
ア
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
青
梅
﹂
を
絵
画
の
立
場
か

ら
考
え
て
み
る
。
絵
画
は
そ
の
発
生
か
ら
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト
性

を
持
ち
、
環
境
へ
の
絶
対
的
普
遍
性
の
欲
求
が
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ

ー
ブ
の
概
念
を
形
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
絵
画
は
元

来
サ
イ
ト
を
切
り
離
し
、
付
随
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
物
語
か
ら

の
独
立
性
を
確
保
、
普
遍
性
を
担
保
し
よ
う
と
し
て
き
た
の
で

あ
る
。

M332 《TA・SHOH〈掌〉》　BOX・KI  O  KU　アートプログラム青梅
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で
は
そ
の
絵
画
が
わ
ざ
わ
ざ
青
梅
と
い
う
サ
イ
ト
に
出
向
く
こ
と
の
意
味
と
は
。
そ
し
て
そ
こ
で
何
を

見
出
し
う
る
の
か
。
そ
れ
は
む
し
ろ
結
果
と
し
て
絵
画
は
そ
の
危
う
さ
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
前
提
で
あ
る
絶
対
的
視
覚
に
疑
い
を
持
つ
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
は
こ
れ
は
内
省
性
を
も

っ
た
絵
画
に
と
っ
て
す
ご
く
大
切
な
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
る
。
制
度
や
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
箱
の
中
で
守
ら

れ
る
の
で
は
な
く
、
鍛
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
、
自
覚
的
で
あ
る
こ
と
が
絵
画
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
生
成
に
は
協
働
性
は
馴
染
み
づ
ら
い
よ
う
に
で
も
あ
り
、
自
ら
を
閉
じ

て
い
る
よ
う
に
も
映
る
。
こ
れ
ら
を
自
覚
し
た
上
で
本
来
持
つ
絵
画
の
強
度
を
確
保
し
つ
つ
、
青
梅
と
い

う
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
、
場
そ
の
も
の
を
作
品
に
よ
っ
て
ゲ
ニ
ウ
ス
・
ロ
キ
化
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

表
現
が
場
を
変
質
さ
せ
、
あ
ら
た
な
物
語
を
重
ね
て
い
け
る
か
が
青
梅
で
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

サ
イ
ト
ス
ペ
シ
フ
ィ
ッ
ク
と
は
、
ナ
ラ
テ
ィ
ー
ブ
の
重
層
性
に
他
な
ら
な
い
。

　

一
方
、﹁
ア
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
青
梅
﹂
の
立
場
か
ら
数
多
あ
る
同
類
の
展
覧
会
の
な
か
で
の
﹁
ア
ー
ト

プ
ロ
グ
ラ
ム
青
梅
﹂
を
考
え
た
と
き
、
実
は
４
つ
の
教
育
機
関
か
ら
な
る
学
生
展
を
本
展
が
内
包
し
て
い

る
こ
と
は
大
い
な
る
特
徴
と
し
て
浮
上
す
る
。
な
ら
ば
そ
の
作
品
群
の
強
度
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
も
な
る

だ
ろ
う
。
僕
ら
が
、
彼
ら
を
未
発
生
の
作
家
と
み
な
し
て
い
な
い
以
上
は
、
彼
ら
も
ま
た
大
学
と
い
う
隔

離
さ
れ
た
特
殊
な
箱
の
中
で
守
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
作
家
と
し
て
の
自
覚
と
強
度
が
要
求
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

７
回
を
終
え
た
今
、﹁
ア
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
青
梅
﹂
の
次
な
る
展
開
を
考
え
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
の

＂
強
度
＂
こ
そ
が
問
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
大
い
な
る
更
新
が
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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「「
絵
画
」
と
「
時
代
」」

﹁
絵
画
﹂
と
﹁
時
代
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ラ
テ
ン
語
の
＂con

＋tem
pus　

時
と
共
に
あ
る
＂
に
由
来
す
る
﹁C

ontem
porary A

rt 

﹂
が
喧
伝
さ

れ
る
時
、
そ
れ
は
同
時
代
性
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
時
代
へ
の
そ
し
て
そ
こ
に
生
き
る
全
て
の
人
々
へ
の
連

帯
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
は
、＂
今
の
時
代
＂
の
特
化
と
独
立
性
が
求
め
ら
れ
同
時
に
過
去
と
の
断
絶
が
強
烈
に
意
識
化

さ
れ
て
い
る
。
ア
ー
ト
に
求
め
ら
れ
る
普
遍
性
は
ひ
ら
か
れ
た
ア
ー
ト
の
も
と
、
マ
ッ
ス
に
む
け
て
の
、

分
か
り
や
す
さ
と
親
し
み
に
傾
斜
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
陥
り
ア
イ
コ
ン
、
記
号
と
し
て
消
費
さ
れ
て
い

る
か
に
見
え
る
。

　

し
か
し
﹁
絵
画
﹂
は
今
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
旧
石
器
時
代
ア
ル
タ
ミ
ラ
の
壁
画
か
ら
連
綿
と
続

く
連
続
体
、＂
大
き
な
物
語
＂
の
中
に
尚
も
あ
る
。﹁
絵
画
﹂
の
持
つ
普
遍
性
は
マ
ッ
ス
に
で
は
な
く
、
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
単
線
史
観
を
慎
重
に
避
け
つ
つ
も
、
時
代
を
超
え
関
係
付
け
ら
れ
て
い
く
超
越
性
に
こ
そ
見

出
せ
る
の
だ
。
そ
れ
は
﹁
絵
画
﹂
の
持
つ
＂
表
象
︱
像
＂
の
本
質
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

今
や
、﹁
絵
画
﹂
は
ア
ー
ト
な
る
語
の
返
上
を
覚
悟
し
て
も
い
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

二
〇
一
〇
年
一
一
月
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「
新
た
な
る
時
代
区
分
を
前
に
」

　

東
京
造
形
大
学
創
立
者
桑
澤
洋
子
、
生
誕
の
年
一
九
一
〇
年
か
ら
の
一
〇
〇
年
を
、
次
な
る
時
代
区
分

を
前
に
、
僕
の
経
験
し
た
東
京
造
形
大
学
を
と
お
し
て
、
美
術
の
本
質
と
そ
の
実
践
に
照
射
、
制
作
者
の

立
場
か
ら
時
代
思
潮
と
美
術
と
の
相
関
を
俯
瞰
し
、
再
考
を
こ
こ
で
試
み
た
い
。

　

桑
澤
洋
子
の
生
ま
れ
た
一
九
一
〇
年
前
後
は
、
第
1
次
世
界
大
戦
、
ロ
シ
ア
革
命
を
目
前
に
ひ
か
え
、

美
術
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
も
大
き
な
出
来
事
が
大
挙
し
て
現
れ
た
﹁
大
き
な
物
語
﹂
の
始
ま
り
を
告

げ
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。
印
象
派
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
世
紀
を
変
え
、
近
代
の

強
い
進
歩
思
想
に
基
づ
き
、
正
に
右
肩
上
が
り
に
そ
の
様
式
を
更
新
し
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
殊
に

そ
の
一
九
一
〇
年
前
後
に
は
、
そ
の
後
展
開
さ
れ
る
様
々
な
様
式
＝
イ
ズ
ム
の
礎
と
な
る
幾
つ
か
の
出
来

事
や
作
品
が
登
場
し
て
い
る
。

　

カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
ら
は
、
Ｒ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
の
人
智
学
の
影
響
を
受
け
る
な
か
、

自
然
主
義
を
離
れ
、
非
具
象
、
抽
象
の
概
念
を
提
起
。
本
学
と
も
縁
深
い
バ
ウ
ハ
ウ
ス
で
の
教
育
に
お
い

て
多
大
な
功
績
を
残
し
た
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
、﹃
芸
術
に
お
け
る
精
神
︵
霊
︶
的
な
も
の
﹄
を
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
で
出
版
す
る
の
は
一
九
一
二
年
で
あ
る
。
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
一
九
一
三
年
に
は
、
早
く
も
レ
デ
ィ
メ

イ
ド
の
構
想
を
持
ち
︽
自
転
車
の
車
輪
︾
を
手
が
け
、
ま
た
同
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
第
1
回
前
衛
美
術

展
︵
ア
ー
モ
リ
ー
・
シ
ョ
ー
︶
が
開
催
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
芽
生
え
た
ば
か
り
の
前
衛
性
の
高
い
作
品

は
早
く
も
新
大
陸
ア
メ
リ
カ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
一
〇
年
一
一
月
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ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
で
誕
生
、
2
度
の
世
界
大
戦
を
経
る
中
で
育
ま
れ
た
モ
デ
ル
ネ
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
、

モ
ン
ド
リ
ア
ン
ら
の
渡
米
を
始
め
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
最
後
期
の
教
員
で
後
の
オ
ッ
プ
ア
ー
ト
、
ミ
ニ
マ
ル
・

ア
ー
ト
に
も
影
響
を
与
え
た
Ｊ
・
ア
ル
バ
ー
ス
、
さ
ら
に
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
初
代
校
長
、
五
四
年
の
研
究
所

開
校
時
来
訪
し
て
い
る
グ
ロ
ッ
ピ
ウ
ス
も
例
外
で
は
な
く
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
教
授
と
し
て
招
聘
さ
れ
て

い
る
な
ど
、
こ
れ
ら
ソ
フ
ト
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
移
植
に
よ
っ
て
、
戦
後
一
九
四
五
年
以
降
、
抽
象
表
現
主

義
、
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
、
ネ
オ
ダ
ダ
、
ミ
ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト
、
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
、
ア
ー
ス
ワ

ー
ク
と
70
年
代
後
半
ま
で
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
加
速
さ
せ
る
原
動
力
と
も
な
り
、
よ
り
一
層
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に

展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
美
術
の
最
初
の
世
界
的
達
成
で
あ
る
抽
象
表
現
主
義
を
理
論
的
に
擁
護
、
牽
引

し
た
Ｃ
・
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
が
、
そ
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
的
方
法
論
の
下
敷
き
に
し
た
ス
イ
ス
の
美
術
史

家
Ｈ
・
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
線
的
／
絵
画
的
の
対
概
念
の
著
書
﹃
美
術
史
の
基
礎
概
念
﹄
は
一
九
一
五
年
の

出
版
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
抽
象
表
現
主
義
の
代
表
的
作
家
ら
の
誕
生
年
は
Ｍ
・
ロ
ス
コ
一
九
〇
三
年
、
Ｂ
・
ニ
ュ
ー
マ
ン

一
九
〇
五
年
、
そ
し
て
オ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
、
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
Ｊ
・
ポ
ロ
ッ
ク
は
一
九

一
二
年
生
ま
れ
、
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
自
身
も
一
九
〇
九
年
、
Ｆ
・
ク
ラ
イ
ン
は
正
に
洋
子
と
同
年
一
九
一

〇
年
と
、
そ
れ
ぞ
れ
き
わ
め
て
近
い
。

　

本
学
、
桑
沢
学
園
の
歴
史
を
桑
澤
洋
子
の
誕
生
か
ら
捉
え
る
と
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
真
正
の
モ
デ

ル
ネ
、
正
に
近
代
の
時
代
区
分
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
抽
象
表
現
主
義
の
彼
ら
の
最
盛

期
は
ま
さ
に
桑
沢
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
開
設
の
一
九
五
〇
年
代
な
の
で
あ
る
。
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五
四
年
の
研
究
所
開
設
時
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
先
行
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
モ
デ
ル
、
模
範
と
し
て
の
受
容
、

吸
収
に
始
ま
っ
た
そ
の
時
点
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
近
代
を
が
む
し
ゃ
ら
に
追
従
し
よ
う
と
す
る
日
本
と

の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
と
同
時
に
当
時
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
発
信
、
世
界
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
は
既
に
欧
州
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
移
り
つ
つ
あ
っ
た
の
だ
が
、
日
本
は
二
つ
の
極
い
ず
れ
か
ら
も
周
縁
に

あ
っ
た
。

　

12
年
後
、
一
九
六
六
年
東
京
造
形
大
学
開
学
時
は
、
右
肩
上
が
り
の
高
度
成
長
の
経
済
同
様
、
ア
ー
ト

に
お
け
る
右
肩
上
が
り
の
進
歩
＝
展
開
に
対
す
る
幻
想
に
疑
問
な
ど
も
持
ち
う
る
筈
も
な
く
、
シ
ー
ン
に

お
い
て
も
た
だ
追
従
す
る
だ
け
で
は
な
く
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
同
時
代
性
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と

し
て
の
活
動
を
目
す
る
よ
う
に
も
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
ん
な
中
、
本
学
に
は
鋭
敏
な
時
代
感
覚
で
現
代

美
術
を
試
行
す
る
稲
葉
治
夫
，
原
健
、
成
田
克
彦
な
ど
の
作
家
が
教
員
と
し
て
布
陣
す
る
先
進
性
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
既
に
先
行
す
る
欧
米
を
後
追
い
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ー
ト
シ
ー
ン
で
も
世
界
の
同
時
代

的
傾
向
は
、
例
え
ば
一
九
七
五
年
に
専
任
教
員
と
な
っ
た
﹁
も
の
派
﹂
の
成
田
克
彦
の
代
表
作
69
年
の

︽SU
M

I 

︾
は
前
年
の
六
八
年
に
試
作
さ
れ
て
い
る
。 

　

こ
れ
ら
の
活
動
は
イ
タ
リ
ア
の
ア
ル
テ
・
ポ
ー
ヴ
ェ
ラ
と
の
同
時
代
性
、
類
縁
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。

　

僕
が
学
生
と
し
て
造
形
大
に
在
籍
し
た
70
年
代
後
半
の
ア
ー
ト
シ
ー
ン
は
、
あ
る
作
家
が
失
語
症
を
な

ぞ
っ
て
失
画
症
と
名
付
け
た
よ
う
に
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
ト
の
中
で
絵
画
を
描
く
の
が
困
難
な
時
代

で
あ
り
、
そ
の
状
況
は
高
尾
の
ア
ト
リ
エ
に
も
散
見
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
今
と
な
っ
て
は
信
じ
が
た
い
の

で
あ
る
が
、
書
店
に
は
構
造
主
義
な
ど
の
難
解
極
ま
り
な
い
先
進
現
代
思
想
を
扱
う
鈴
木
一
誌
も
デ
ザ
イ
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ン
に
か
か
わ
っ
た
あ
の
カ
ラ
ー
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
月
刊
誌
﹃
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
﹄
が
、
平
積
み
に
さ
れ

て
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
今
思
え
ば
、
思
想
界
で
は
ポ
ス
ト
構
造
主
義
が
登
場
し
、
既
に
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
が
顕
現
し
始
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
ア
ー
ト
シ
ー
ン
に
お
い
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
信
仰
は
い
ま
だ
健
全
で
、

ま
だ
ま
だ
様
式
の
更
新
、
新
た
な
様
式
の
登
場
が
楽
観
的
に
も
待
た
れ
て
い
た
時
代
だ
っ
た
よ
う
に
思
え

る
。

　

そ
の
後
、
ア
ー
ト
も
次
な
る
様
式
を
創
出
す
る
こ
と
な
く
、
今
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
生
き
て
い
る
こ
と
を
、

相
原
に
建
っ
た
ば
か
り
の
新
ア
ト
リ
エ
を
見
ま
わ
し
な
が
ら
つ
く
づ
く
実
感
す
る
の
で
あ
る
。

　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
、
新
た
な
様
式
と
理
念
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
、
更
新
し
続
け
る
点
の
連
続
と
し
て
の
線
的
、

通
時
的
運
動
体
だ
と
す
る
な
ら
、
今
は
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
点
が
面
上
に
拡
散
し
て
い
る
共
時
的
状
況
で
あ

り
、
或
る
一
つ
の
指
針
の
も
と
に
全
体
像
を
つ
く
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
が
同
時
に
在
る
の
で
あ
る
。

　

今
こ
こ
で
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
モ
ダ
ン
が
終
焉
の
幕
を
閉
じ
た
と

い
う
こ
と
、
時
間
と
と
も
に
更
新
し
続
け
る
そ
の
進
歩
の
思
想
、
正
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
終
焉
を
リ
オ
タ
ー

ル
は
﹁
大
き
な
物
語
の
終
焉
﹂
と
呼
ん
だ
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
近
代
あ
る
い
は
現
代
に
と
っ
て
代
わ
る

新
た
な
指
針
が
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
状
態

の
中
、
モ
ダ
ン
に
最
後
通
告
が
出
さ
れ
、
暫
定
的
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
命
名
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。

　

し
か
し
、
近
代
、
現
代
と
い
う
時
代
区
分
だ
け
が
、
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
が
、
特
権
的
に
永

遠
に
続
く
訳
も
な
い
の
で
あ
る
。

　

近
代
が
常
に
求
め
続
け
て
き
た
ひ
と
つ
の
答
え
は
、
中
心
か
ら
周
縁
へ
、
一
極
か
ら
多
極
化
へ
と
、
共
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存
す
る
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ャ
リ
ズ
ム
に
。
そ
ん
な
中
、
成
熟
を
終
え
た
日
本
は
中
心
、
周
縁
の
い
ず
れ
に
も

属
さ
ず
、
も
は
や
十
分
な
バ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
も
待
た
ず
、
も
ち
ろ
ん
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
視
座
を
得
る
こ

と
も
な
い
。
Ｊ
・
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
の
﹁
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
﹂
は
ア
プ
ロ
プ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
消
費

さ
れ
、
フ
ィ
ギ
ュ
ラ
テ
ィ
ブ
、
具
象
の
復
権
に
伴
う
具
体
性
の
確
保
は
分
か
り
易
さ
の
み
に
向
か
う
ポ
ピ

ュ
リ
ズ
ム
を
生
み
、
日
常
、
個
人
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
﹁
マ
イ
ク
ロ
ポ
ッ
プ
﹂
と
は
あ
ま
り
に
も
ナ
イ
ー
ブ

な
﹁
小
さ
な
物
語
﹂
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
、
今
、
人
類
共
通
の
真
実
や
普
遍
を
希
求
す
る
こ
と
の
難
し
さ
は
自
明
で
は
あ
る
が
、
美
術
は
、

実
体
で
は
な
い
も
の
の
側
に
立
ち
、
時
に
﹁
像
﹂
と
し
て
実
体
で
は
な
い
も
う
一
方
の
真
実
﹁
シ
ミ
ュ
ラ

ー
ク
ル
﹂
な
も
の
と
し
て
、
世
界
の
困
難
に
立
ち
向
か
い
真
実
と
理
想
を
追
い
求
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
、
こ
れ
を
一
つ
の
時
代
区
分
と
思
い
が
ち
で
は
あ
る
が
、
遅
延
、
保
留
の
た
め
の
暫
定

的
な
言
い
回
し
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
が
永
遠
に
続
く
わ
け
も
な
く
、
遠
か
ら
ず
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
シ

フ
ト
す
る
よ
う
な
決
定
的
な
作
品
が
現
れ
、
時
代
は
新
た
な
る
時
代
区
分
﹁
⋮
⋮
代
﹂
と
名
付
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
今
、
既
に
世
界
の
ど
こ
か
で
準
備
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
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「
風
景
に
み
る
視
線
の
双
方
向
性　

KY O
B AS HI —

 O
HM

E 

」

　

絵
画
を
考
え
よ
う
と
す
る
時
、
視
線
の
双
方
向
性
、
絵
と
眼
差
し
と
の
関
係
は
、
僕
の
な
か
で
そ
の
重

要
性
を
益
々
強
く
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
絵
画
が
果
た
そ
う
と
す
る
使
命
を
考
え
る
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。

　

僕
が
視
線
の
双
方
向
性
に
つ
い
て
初
め
て
意
識
し
た
の
は
八
七
年
の
ロ
シ
ア
で
の
イ
コ
ン
体
験
で
あ
っ

た
。
教
会
内
で
は
、
乏
し
い
光
の
も
と
イ
コ
ン
壁
を
前
に
老
婦
が
立
ち
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
聖
人
た
ち
に

む
け
て
視
線
を
注
い
で
い
た
。
そ
の
姿
は
同
時
に
静
謐
の
な
か
多
く
の
聖
人
に
見
守
ら
れ
て
い
る
か
の
よ

う
に
も
思
え
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
見
、
見
ら
れ
る
関
係
、
視
線
の
双
方
向
性
が
あ
り
、
絵
画
か
ら
の

視
線
、
絵
画
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
あ
る
よ
う
に
思
え
た
の
だ
。

　

実
は
、
そ
の
よ
う
な
見
、
見
守
ら
れ
る
関
係
を
僕
は
風
景
に
も
強
く
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

二
〇
〇
三
年
、
妻
有
で
制
作
し
た
︽
絵
画
の
た
め
の
見
晴
ら
し
小
屋
︾
の
窓
は
越
後
三
山
の
稜
線
を
切

り
取
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
﹁
風
景
﹂
と
は
デ
カ
ル
ト
的
明
晰
な
眼
に
よ
っ
て
秩
序
付
け
ら
れ
形

成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
対
象
、
世
界
は
我
々
の
視
線
の
束
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
山
は
有
史
以
前
か
ら
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
後
に
人
々
は
盆
地
の
内
側
に
あ
っ
て
、
生
を
営

ん
で
き
た
。
そ
れ
は
、
山
を
見
な
が
ら
、
そ
し
て
山
々
に
見
守
ら
れ
て
の
暮
ら
し
で
あ
っ
た
。

　

デ
カ
ル
ト
的
に
言
え
ば
、
そ
の
視
線
に
よ
り
対
象
を
秩
序
付
け
風
景
を
生
成
、
支
配
す
る
か
に
み
え
る

人
は
、
実
は
そ
の
対
象
で
あ
る
山
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
と
お
し
て
生
き
、
存
在
を
顕
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

二
〇
一
〇
年
一
二
月
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そ
こ
に
絵
の
使
命
を
風
景
の
中
に
も
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
僕
の
風
景
を
描
く
テ
ー
マ
の
一
つ
の
理
由
で
も
あ
る
の

だ
。

　

今
回
出
品
し
た
︽M

377 TA･K
Y O

B
 A

S H
I

︾
は
、
風

景
を
手
掛
か
り
に
障
屏
画
を
モ
デ
ル
に
展
開
し
て
い
る

＂TA

＂
系
に
属
す
る
。
〇
八
年
、
京
橋
のIN

A
X

ギ
ャ
ラ
リ

ー
の
展
示
に
む
け
、
想
念
上
の
関
東
平
野
を
モ
デ
ル
に
画
面

水
平
線
上
部
に
は
平
野
西
部
の
多
摩
の
山
々
の
稜
線
が
描
か

れ
て
い
た
。

　

期
せ
ず
し
て
今
回
、
そ
の
多
摩
地
区
、
青
梅
は
青
梅
市
立

美
術
館
に
作
品
は
移
さ
れ
、
日
本
画
展
示
ケ
ー
ス
内
へ
の
展

示
が
試
み
ら
れ
、
京
橋
方
面
と
対
面
す
る
機
会
を
得
た
。
画

面
内
に
描
か
れ
た
想
念
上
の
関
東
平
野
の
水
平
性
は 
京
橋
、

青
梅
、
2
箇
所
の
展
示
を
経
て
画
面
を
貫
き
大
き
く
延
長
、

東
と
西
を
接
続
さ
せ
、
内
側
に
立
つ
我
々
と
の
対
面
を
果
た

し
た
か
に
見
え
る
。

M377 《TA・KY OB AS HI》
アクリル・油彩/綿布
150╳1030cm（8枚組）
2008年
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「︿Q

f

・SHO
H 《

掌
》 90

・Holz　

現
出
の
場
─
浮
か
ぶ
像
─
膜
状
性
﹀ 展
に
寄
せ
て
」

　

3
か
月
が
過
ぎ
た
。

　

あ
の
心
を
打
ち
崩
す
黒
い
う
ね
り
の
映
像
、
本
来
、
永
遠
や
平
安
に
結
び
付
く
筈
の
水
平
性
が
、
風
景

を
築
い
て
き
て
い
た
人
々
の
時
や
魂
を
粉
砕
し
、
織
り
重
ね
、
あ
の
完
璧
な
平
坦
に
し
て
有
機
的
な
風
景

へ
と
化
し
た
あ
の
映
像
を
目
に
焼
き
付
け
ら
れ
た
あ
の
日
、
い
ず
れ
人
々
は
、
そ
の
日
を
境
に
世
界
が
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
契
機
と
し
て
9
・
11
の
よ
う
に
そ
の
日
を
3
・
11
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う

こ
と
を
思
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
そ
の
3
・
11
の
記
述
を
頻
繁
に
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
今
も
、
僕
は
何
の
躊
躇
も
な
く
受
け

入
れ
た
9
・
11
と
は
異
な
り
3
月
11
日
を
3
・
11
と
は
呼
べ
な
い
で
い
る
。
そ
の
日
以
来
、
そ
の
日
を
契

機
に
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
は
、
厳
し
く
そ
の

根
本
と
胆
力
を
問
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
ん
な
中
、
圧
倒
的
な
現
実
を
前
に
、
聖

顔
布
を
起
源
の
一
つ
と
す
る
絵
画
も
ま
た
そ

の
使
命
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
そ
の
絵
画
は
観
者
に
と
っ
て

ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
対
象
化
さ
れ
、
ど

こ
に
現
れ
て
い
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

二
〇
一
一
年
六
月
一
三
日

M432 《Qf SHOH 《掌》 90・Holz 1》
アクリル・油彩/綿布
90╳90cm　2011年
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今
展
で
は
画
廊
内
に
黒
く
塗
装
さ
れ
た
仮
設
壁
を
設
営
、
僕
が
絵
画
の
特
質
と
考
え
る
＂
膜
状
性
＂
と

そ
の
＂
像
＂、
そ
し
て
そ
の
＂
現
出
す
る
場
＂
の
現
前
化
を
試
み
る
。

　

絵
画
は
実
体
で
あ
り
虚
で
あ
る
両
義
を
生
き
て
い
る
。

　

時
に
そ
れ
は
現
実
か
ら
乖
離
す
る
絵
空
事
と
も
な
り
、
ま
た
現
実
・
リ
ア
ル
を
超
え
、
実
体
性
と
超
越

性
を
確
保
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
の
だ
。

　

絵
画
、
そ
れ
は
実
体
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
空
間

性
に
働
き
か
け
る
像
、
薄
い
膜
の
よ
う
な
も
の
で
あ

り
、
も
と
も
と
現
実
、
リ
テ
ラ
ル
の
側
に
は
な
い
の

で
あ
る
。

　

僕
は
、
僕
ら
の
生
き
る
こ
の
現
実
・
リ
ア
ル
な
世

界
は
、
こ
の
世
界
と
非
常
に
よ
く
似
た
し
か
し
実
体

を
持
た
な
い
、
精
神
だ
け
の
も
う
一
つ
の
世
界
と
隣

接
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、
真
理
や
普
遍
の
世
界
で
あ
り
、
黄
泉
の

国
、
ま
だ
生
ま
れ
て
こ
な
い
人
々
の
世
界
で
、
そ
の

世
界
と
の
接
近
を
人
々
は
崇
高
と
か
超
越
と
呼
ん
で

き
て
い
る
。

　

そ
し
て
こ
の
二
つ
の
世
界
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
重

な
り
合
い
、
そ
こ
に
す
き
間
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

ドローイング「膜状性･現出の場」
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そ
の
場
は
、
こ
の
二
つ
の
世
界
の
両
義
を
活
き
る
場
で
あ
り
、
そ
こ
こ
そ
が
像
が
現
出
す
る
場
で
あ
る
。

像
は
そ
こ
に
す
べ
り
込
み
、
イ
コ
ン
が
聖
堂
内
の
背
後
か
ら
の
光
を
受
け
静
謐
に
輝
く
よ
う
に
、
あ
る
い

は
平
等
院
の
丸
窓
に
阿
弥
陀
如
来
の
像
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
、
視
線
を
む
け
る

観
者
に
む
け
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
絵
画
の
薄
さ
は
極
め
て
有
効
な
の
で
あ
る
。
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２．エッセイ

　
　
「
膜
状
性
─
浮
か
ぶ
像
─
現
出
の
場　

そ
し
て
絵
画
の
位
置
」

　

絵
画
の
位
置
に
つ
い
て
考
え
る
。
絵
画
が
、
そ
の
像
を
表
象
と
し
て
現
出
さ
せ
る
場
と
は
一
体
何
処
な

の
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
そ
の
像
を
客
体
と
し
て
対
面
す
る
人
々
と
の
関
係
と
は
？

　

昨
年
3
月
11
日
の
あ
の
出
来
事
は
、
歴
史
の
連
続
性
に
亀
裂
を
走
ら
せ
た
よ
う
に
思
え
る
。
僕
ら
が
目

の
当
た
り
に
し
た
あ
の
光
景
、
全
て
を
飲
み
込
み
な
ぎ
倒
し
て
い
く
黒
い
う
ね
り
の
映
像
、
そ
し
て
完
璧

な
ま
で
に
平
坦
な
水
平
性
の
風
景
、
そ
の
後
も
私
た
ち
を
更
な
る
困
難
の
内
に
拘
束
し
続
け
る
原
発
問
題

を
前
に
、
全
て
の
専
門
性
は
そ
の
あ
り
様
を
根
本
か
ら
揺
さ
ぶ
り
が
か
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
と
役

割
は
問
わ
れ
、
今
も
大
地
は
揺
れ
続
け
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
美
術
も
ま
た
そ
の
日
を
契
機
に
厳
し
く

そ
の
本
質
と
胆
力
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

今
展
で
は
、
絵
画
の
位
置
、
現
出
の
場
を
め
ぐ
る
思
索
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
﹁
膜
状
性
─
浮
か
ぶ
像
─
現

出
の
場
﹂
を
中
心
に
展
示
を
構
想
し
た
。
こ
の
圧
倒
的
な
現
実
・
リ
ア
ル
の
世
界
の
中
に
あ
っ
て
、
僕
に

は
こ
の
世
界
は
単
独
で
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
鏡
写
し
の
よ
う
に
も
う
一
つ
の
実
体
を
持
た
な
い
観
念

･

イ
デ
ー
、
精
神
だ
け
の
世
界
が
隣
接
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
世
界
は
本

の
わ
ず
か
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

　

こ
の
隙
間
、
中
間
領
域
は
単
に
空
き
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
は
両
義
の
呼
び
合
い

の
場
、
両
義
の
合
一
性
の
磁
場
で
あ
り
、
こ
こ
に
絵
画
は
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
生
々
し
い
生

命
の
活
動
が
あ
る
の
で
あ
る
。

二
〇
一
二
年
二
月
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物
質
で
あ
り
精
神
で
あ
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
内
部
に
持
つ
絵
画
、
そ
れ
は
空
間
性
に
働
き
か
け

る
像
、
薄
い
膜
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
薄
さ
は
こ
の
わ
ず
か
の
隙
間
に
滑
り
込
ま
せ
る
の
に
極
め

て
有
効
な
の
で
あ
る
。

　

実
体
そ
の
も
の
で
は
な
い
絵
画
は
、
も
と
も
と
現
実･

リ
テ
ラ
ル
の
側
に
は
な
い
と
い
う
覚
悟
が
必
要

な
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
む
し
ろ
ア
ン
ビ
ギ
ュ
イ
テ
ィ
だ
か
ら
こ
そ
、
イ
デ
ー
の
世
界
か
ら
の
光
を
背
後
か

ら
受
け
て
現
出
す
る
像
は
リ
テ
ラ
ル
な
現
実
の
世
界
に
向
け
、
現
実
を
超
え
言
わ
ば
生
気
論
的
に
光
、
生

命
を
発
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
リ
ア
リ
テ
ィ
が
リ
ア
ル
を
超
え
る
瞬
間
で
も
あ
る
。



129

２．エッセイ

　
　
「 《TA

・TARO
 2 

》
風
景
か
ら
の
視
線
」

　
︽ TA

・TA
RO

 2 

︾、
こ
れ
は
故
郷
の
山
の
絵
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
﹁
風
景
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

そ
も
そ
も
風
景
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
在
る
も
の
は
地
形
や
光
景
で
あ
り
、

人
々
が
そ
こ
に
視
線
＝
眼
差
し
を
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
風
景
が
生
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
風
景
と
は
＂
近

代
的
個
人
＝
主
体
＂
の
出
現
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
人
々
の
視
線
、
近
代
的
個
人
＝
主
体

こ
そ
が
風
景
を
形
成
し
、
視
線
で
世
界
を
秩
序
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
僕
は
そ
ん
な
風
景
に
、
人
が
風
景
を
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
風
景
か
ら
の
視
線
を
、＂
視
線
の
双

方
向
性
＂
を
、
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
そ
の
視
線
の
双
方
向
性
に
つ
い
て
も
語
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

僕
が
こ
の
視
線
の
双
方
向
性
を
強
く
意
識
し
た
き
っ
か
け
は
、
ド
イ
ツ
留
学
中
、
冷
戦
下
の
ロ
シ
ア
を

訪
ね
た
際
の
ロ
シ
ア
聖
堂
内
の
イ
コ
ン
体
験
で
あ
っ
た
。
聖
人
を
描
い
た
無
数
の
イ
コ
ン
に
よ
っ
て
聖
域

を
仕
切
る
イ
コ
ン
壁
が
設
け
ら
れ
て
い
る
聖
堂
内
で
は
、
礼
拝
に
訪
れ
た
人
々
が
イ
コ
ン
壁
を
前
に
聖
人

た
ち
に
祈
り
を
捧
げ
て
い
た
。
そ
の
静
謐
な
信
仰
に
満
ち
た
眼
差
し
を
そ
そ
ぐ
姿
は
同
時
に
、
聖
人
た
ち

に
見
守
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
は
人
々
は
描
か
れ
た
聖
人
た
ち
の
像
＝

イ
コ
ン
を
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
聖
人
た
ち
か
ら
送
り
返
さ
れ
る
眼
差
し
に
よ
っ
て
見
守
ら
れ
て
い

る
の
だ
。
こ
こ
に
は
視
線
の
双
方
向
性
が
あ
る
。
こ
の
﹁
見
、
見
守
ら
れ
る
関
係
﹂
を
僕
は
風
景
の
な
か

二
〇
一
二
年
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に
も
見
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
僕
が
育
っ
た
郷
里
の
地
形
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
﹁
太
郎
山
﹂
が
あ
っ
た
。
そ
の
ふ
も
と
で
僕

は
育
ち
、
何
枚
も
の
太
郎
山
を
描
い
て
育
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

太
郎
山
は
、
当
地
で
最
も
高
く
、
太
郎
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、

そ
の
雄
姿
は
堂
々
と
そ
し
て
ゆ
っ
た
り
と
穏
や
か
さ
を
示
し
、
そ

し
て
な
だ
ら
か
に
傾
斜
し
て
い
く
扇
状
地
に
広
が
る
僕
ら
の
生
活

を
ち
ょ
う
ど
守
護
神
の
よ
う
に
見
守
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
て
な

ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
き
っ
と
、
人
々
が
こ
の
盆
地
に
居
を
定
め

た
時
、
太
古
か
ら
続
い
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

そ
ん
な
幼
い
頃
の
体
験
が
僕
に
独
自
な
風
景
観
を
創
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

山
に
は
、
風
景
に
は
そ
ん
な
力
が
あ
る
。
そ
し
て
僕
が
探
究
を

す
す
め
る
絵
画
も
ま
た
そ
の
力
を
内
包
し
、
使
命
と
し
て
社
会
か
ら
託
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
も
絵
画
は
自
ら
の
原
理
を
自
覚
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
今
ま
で
の
僕
の
制
作
は
、
そ
の
問
い
か
け
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。

M436 《TA・TARO 2》
アクリル・油彩/綿布
200╳500cm（4枚組）
2011年
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２．エッセイ

　
　
「
バ
ー
テ
ィ
カ
ル
４
作
完
成
」

　

随
分
、
長
い
こ
と
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
が
、︿
バ
ー
テ
ィ
カ
ル
﹀
系
４
作
が
や
っ
と
完
成
に
た
ど
り
着

い
た
。

　

い
つ
も
思
う
の
だ
が
、﹁
絵
と
い
う
も
の
は
本
当
に
難
し
い
。﹂

﹁
絵
の
完
成
と
い
う
も
の
ほ
ど
難
し
い
も
の
は
な
い
。﹂

　

殊
に
今
回
の
よ
う
に
発
表
の
予
定
の
な
い
場
合
、
い
わ
ば
締
め
切
り
の
な
い
場
合
は
尚
の
こ
と
だ
。

　

絵
を
描
く
こ
と
は
答
え
の
な
い
答
え
を
求
め
て
い
く
と
い
う
終
わ
り
の
な
い
仕
事
な
の
だ
ろ
う
。
だ
が

そ
れ
以
上
に
絵
を
困
難
に
さ
せ
る
の
は
、
上
手
く
言
う
こ
と
な
ど
到
底
で
き
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
＂
絵

が
動
く
＂
こ
と
、＂
絵
が
運
動
す
る
＂
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
観
る
個
体
の
主
観
に
よ
っ
て
、
ま
た
は

設
営
さ
れ
る
環
境
に
よ
っ
て
、
絵
は
動
く
。
そ
れ
を
促
す
も
の
は
﹁
色
彩
﹂
で
あ
り
﹁
像
の
プ
ン
ク
ト
ウ

ム
性
﹂
な
の
だ
。

二
〇
一
三
年
七
月
一
日
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「
草
稿
完
了
。
点
の
集
中
か
ら
異
な
る
次
元
」

　

締
め
切
り
が
迫
っ
て
い
た
原
稿
、
昨
日
草
稿
や
っ
と
完
了
。
Ｐ
Ｃ
脇
の
書
き
机
は
本
が
う
ず
た
か
く
積

ま
れ
て
い
く
ば
か
り
の
2
週
間
だ
っ
た
。

　

時
折
集
中
し
て
原
稿
と
取
り
組
む
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
都
度
不
思
議
な
空
間
体
験
の
意
識
が
覚

醒
さ
れ
る
の
だ
。

　

そ
れ
は
長
時
間
ほ
と
ん
ど
机
の
前
に
座
り
、
Ｐ
Ｃ
画
面
と
Ａ
4
以
下
の
紙
面
の
中
の
み
を
行
き
来
す
る

き
わ
め
て
極
小
な
空
間
内
で
の
い
わ
ば
点
を
焦
が
す
よ
う
な
活
動
。
そ
の
よ
う
に
絵
を
描
く
こ
と
を
仕
事

と
す
る
僕
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
極
小
の
空
間
内
で
の
行
為
に
も
か
か
わ
ら
ず
が
な
ぜ
か
と
て

も
と
て
も
広
大
な
場
に
行
っ
て
い
た
よ
う
な
感
覚
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

本
来
、
点
に
は
運
動
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。
点
の
打
た
れ
る
仮
想
の
平
面
上
に
お
い
て
は
、
点
に
移
動

性
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
同
時
に
人
は
点
に
集
中
性
を
見
出
す
。
そ
の
集
中
性
を
喚
起
す
る
平
面
に
直
交

す
る
視
線
と
同
方
向
の
運
動
性
は
、
定
点
か
ら
の
視
点
の
異
方
性
が
故
に
見
逃
さ
れ
が
ち
な
の
で
あ
る
。

　

読
む
と
い
う
行
為
は
線
的
運
動
で
あ
る
。
小
さ
な
紙
片
上
の
小
さ
な
線
運
動
に
、
考
え
る
こ
と
、
集
中

と
い
う
前
後
方
向
へ
の
移
動
運
動
を
加
え
、
積
み
重
ね
ら
れ
た
書
籍
層
の
不
透
明
な
各
層
を
半
透
明
化
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
層
上
に
仮
象
さ
れ
た
空
間
を
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
る
思
索
と
執
筆
の
活
動
。
そ
れ
は
一
点

に
留
ま
り
な
が
ら
現
実
の
空
間
を
や
す
や
す
と
超
え
、
地
球
上
を
移
動
す
る
、
さ
ら
に
隔
て
ら
れ
て
い
る

異
な
る
時
代
区
分
へ
移
動
。
そ
し
て
さ
ら
に
多
く
の
芸
術
家
や
思
想
家
が
制
作
、
著
述
に
際
し
想
定
し
て

二
〇
一
三
年
八
月
三
一
日
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２．エッセイ

い
た
だ
ろ
う
、
時
に
イ
デ
ア
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
も
う
一
つ
の
世
界
、
そ
こ
へ
の
ト
リ
ッ
プ
と
滞
留
。
広

大
な
場
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
そ
こ
ま
で
拡
張
さ
れ
た
空
間
、
次
元
だ
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
点
と
集
中
性
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
時
、
な
ぜ
か
、
幼
い
頃
の
暑
い
夏
の
日
の
光
景

が
甦
っ
た
。
太
陽
の
陽
光
を
虫
眼
鏡
で
白
い
紙
に
集
め
て
い
た
時
、
ま
ぶ
し
い
そ
の
紙
面
に
小
さ
な
黒
い

点
が
突
如
現
れ
た
次
ぎ
の
瞬
間
、
間
を
お
か
ず
白
い
煙
が
揺
ら
め
き
な
が
ら
立
ち
上
が
り
、
紙
面
に
は
小

さ
な
穴
が
開
い
た
の
だ
っ
た
。

　

空
間
が
破
れ
現
れ
た
の
は
全
く
異
な
る
世
界
、
異
な
る
次
元
。
そ
の
小
さ
な
穴
か
ら
は
、
場
合
に
よ
っ

て
は
全
く
異
な
る
世
界
、
異
な
る
次
元
が
垣
間
見
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

そ
の
間
、
庭
で
は
、
今
年
最
後
の
4
輪
目
の
蓮
が
咲
く
。

　

計
画
が
遅
れ
て
い
た
制
作
。
ま
ず
は
壁
面
に
キ
ャ
ン
バ
ス
を
掲
げ
る
、
今
回
は
壁
面
最
上
部
に
。
先
ず

は
地
塗
り
か
ら
。
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「「CSP 1

」
に
寄
せ
て
」

　

も
う
随
分
長
い
こ
と
、
私
た
ち
は
ア
ポ
リ
ア
の
渦
中
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
ア
ポ
リ
ア
と
は

リ
オ
タ
ー
ル
が
指
摘
し
た
﹁
大
き
な
物
語
の
終
焉
﹂
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
指
針
の
喪
失
に
あ

る
。
進
歩
思
想
を
背
景
に
更
新
し
続
け
る
点
の
連
続
が
上
昇
を
示
す
線
的
歴
史
観
は
、
前
進
不
能
と
な
り

中
心
か
ら
周
縁
へ
、
一
極
か
ら
多
極
化
へ
と
、
そ
し
て
今
は
そ
れ
ら
の
点
が
接
続
を
断
た
れ
浮
遊
、
拡
散

し
て
い
る
状
態
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

美
術
に
お
い
て
も
、
近
代
以
降
新
た
な
様
式
と
理
念
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
を
重
ね
て
き
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は

ア
ポ
リ
ア
を
生
き
る
こ
と
と
な
る
。
な
る
ほ
ど
人
類
共
通
の
普
遍
を
希
求
す
る
こ
と
の
困
難
も
ま
た
自
明

で
は
あ
る
。
し
か
し
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
名
付
け
ら
れ
た
暫
定
的
な
時
代
区
分
が
永
続
す
る
こ
と
も
な
く
、

次
な
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
向
け
て
、
ど
こ
か
で
は
そ
の
準
備
は
す
す
め
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

　

美
術
は
︿
像
﹀、
実
体
で
は
な
い
も
の
の
側
に
あ
っ
て
、
時
に
︿
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
﹀
と
し
て
世
界
の

困
難
に
立
ち
向
か
い
真
実
と
理
想
を
追
い
求
め
、
世
界
を
そ
し
て
歴
史
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

今
、
ア
ー
ト
フ
ェ
ア
等
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
軸
と
す
る
ア
ー
ト
シ
ー
ン
は
一
見
活
況
に
見
え
る
、
ま
た
目

ま
ぐ
る
し
く
変
転
を
繰
り
返
す
様
相
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
美
術
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
今
を
映
し
、

ア
ー
ト
は
限
り
な
く
観
光
や
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
へ
の
接
近
を
見
せ
て
い
る
。
一
方
批
評
は
硬
直
し
現
場
を

狭
め
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ら
と
は
一
線
を
画
し
美
術
大
学
に
は
教
育
研
究
機
関
と
し
て
の
固
有
の
使
命
が
あ
る
と

二
〇
一
三
年
九
月
一
七
日
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２．エッセイ

考
え
ら
れ
る
。﹁
消
費
﹂﹁
数
﹂﹁
今
﹂
と
の
距
離
を
慎
重
に
保
ち
、
長
い
時
間
軸
の
設
定
の
な
か
、
新
た

な
時
代
区
分
に
む
け
て
﹁
本
質
﹂
の
開
示
へ
と
む
か
う
こ
と
が
今
も
な
お
求
め
ら
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。

　

ひ
と
つ
の
解
答
と
し
て
、
東
京
造
形
大
学
美
術
学
科
、
絵
画
、
彫
刻
の
2
つ
の
専
攻
は
、
合
同
プ
ロ
グ

ラ
ム
と
し
て
卒
業
生
の
活
動
に
照
射
し
、
展
示
と
議
論
の
場
を
形
成
、
新
た
な
指
針
を
表
象
さ
せ
る
活
動

を
始
動
さ
せ
る
。

　

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹁C

SP 

﹂
は
、
本
学
の
理
念
で
あ
る
ク
リ
エ
ー
テ
ィ
ブ
・
ス
パ
イ
ラ
ル
か
ら
﹁C

S

﹂

と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
﹁P
﹂
を
取
り
、
本
学
姉
妹
校
で
あ
る
桑
沢
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
に

て
展
示
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
軸
と
す
る
コ
ロ
キ
ウ
ム
を
毎
年
開
催
、
そ
の
記
録
化
を
目
指
す
。

そ
の
活
動
が
新
た
な
指
標
に
む
け
た
問
題
提
起
の
場
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
大
き
く
期
待

す
る
。

　

第
１
回
展
は
﹁C

SP 1 

︱ A
m

plitude

︱
場
へ
の
働
き
か
け
﹂
と
な
る
。
こ
こ
で
の
場
と
はSite

の
み
を

さ
す
の
で
は
な
く
、
機
会
、
可
能
性
を
も
意
味
し
て
い
る
。
か
つ
て
造
形
大
の
旧
絵
画
ア
ト
リ
エ
内
に
は

極
小
で
は
あ
っ
た
が
学
生
が
自
主
企
画
運
営
す
る
展
示
ス
ペ
ー
ス
﹁node

﹂
が
あ
り
、
絵
画
の
学
生
だ

け
で
は
な
く
、
彫
刻
を
は
じ
め
他
専
攻
の
更
に
他
大
学
の
学
生
の
発
表
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
現

在
国
内
外
で
活
発
に
活
動
す
る
作
家
の
学
生
時
代
の
作
品
と
姿
が
あ
っ
た
。

　

本
展
出
品
者
は
、
末
永
史
尚
、M

rs.Yuki

︵
平
嶺
林
太
郎
・
大
久
保
具
視
︶、
狩
野
哲
郎
、
大
畑
周
平
、

タ
ノ
タ
イ
ガ
、
辻
直
之
の
5
作
家
＋
1
ユ
ニ
ッ
ト
︵
2
作
家
︶
で
あ
る
。
彼
ら
は
積
極
的
に
︿
場
＝
機

会
﹀
を
求
め
、
自
ら
の
制
作
の
軸
と
基
盤
を
築
い
て
き
た
点
に
お
い
て
も
共
有
の
特
質
を
持
っ
て
い
る
。

そ
の
純
粋
視
覚
を
越
え
た
﹁
食
﹂﹁
生
物
－
生
態
系
﹂﹁
時
間
﹂
な
ど
に
対
す
る
眼
差
し
、
組
み
替
え
の
、
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am
plitude

、
幅
と
拡
が
り
を
持
っ
た
活
動
は
、
今
回
の
桑
沢
で
の
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
テ
ィ
を
持
た
な
い
特

殊
な
展
示
ス
ペ
ー
ス
へ
働
き
か
け
、
美
術
の
そ
し
て
教
育
の
あ
り
よ
う
に
多
く
の
議
論
を
提
起
す
る
契
機

と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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２．エッセイ

　
　
「《M

isogihagi

》
に
寄
せ
て
」

　
︽M

445 Stephan2012

︾
に
引
き
続
き
の
︿
バ
ー
テ
ィ
カ
ル
﹀
系
の
試
み
で
あ
る
。

　

二
〇
一
二
年
六
月
に
福
島
現
代
美
術
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
下
見
に
出
向
い
た
福
島
空
港
公
園
は
、
手
入
れ

の
怠
ら
れ
、
む
し
ろ
放
置
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
な
が
ら
も
、
同
行
し
て
く
れ
た
Ｗ
さ
ん
に
何

も
聞
け
な
い
シ
ョ
ウ
ブ
苑
だ
っ
た
。
夏
、Fukushim

a 

で
垂
直
性
を
切
り
取
る
現
場
と
な
っ
た
シ
ョ
ウ

ブ
苑
は
八
橋
の
下
に
は
群
を
な
し
て
小
さ
な
紫
の
花
が
咲
き
乱
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

勿
論
︽
絵
画
の
た
め
の
垂
直
箱
窓
︱FU

K
U

SH
IM

A
 

︾
の
窓
は
そ
の
再
生
の
姿
を
切
り
取
る
こ
と
と

な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
名
を
知
ら
な
か
っ
た
美
し
い
そ
の
花
は
﹁
千
屈
菜
︱
ミ
ソ
ハ
ギ
﹂
と
植
物
図
鑑
で
知
っ
た
。

ま
た
そ
こ
に
は
﹁
千
屈
菜
の
群
れ
咲
く
波
の
声
も
な
し
﹂
と
石
原
八
束
の
句
が
紹
介
さ
れ
、
植
物
名
ミ
ソ

ハ
ギ
の
由
来
に
は
禊
が
詰
ま
っ
た
も
の
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
句
、
命
名
は
い
ろ
い
ろ
な
画
像
を
想
い
起
こ

さ
せ
た
の
だ
っ
た
。

　

作
品
タ
イ
ト
ル
で
は
再
び
ミ
ソ
ギ
を
と
りM

isogihagi

と
し
た
。

二
〇
一
三
年
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《絵画のための垂直箱窓 ･FUKUSHIMA 1 ～ 4》2012年

窓：《絵画のための垂直箱窓･FUKUSHIMA》

M446 《V・Misogihagi 1（M83 op）》182╳45cm　2013年
M447 《V・Misogihagi 2（M80 op）》182╳45cm　2013年
M448 《V・Misogihagi 3（M84 op）》182╳45cm　2013年
M449 《V・Misogihagi 4（M87 op）》182╳45cm　2013年
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２．エッセイ

　
　
「
中
西
夏
之
展　

ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン 

シ
ン
ポ
」

　

メ
ル
ロ･
ポ
ン
テ
ィ
の
用
語
、
交
叉
、
相
互
交
差
を
意
味
す
るC

hiasm
e

＝
キ
ア
ス
ム
を
名
づ
け
た
﹁
中

西
夏
之　

キ
ア
ス
ム
﹂
展
。

　

ア
ト
リ
エ
を
再
現
し
た
か
の
よ
う
な
そ
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
何
度
も
訪
れ
た
大
月
の
ア
ト
リ

エ
を
想
い
起
こ
さ
せ
た
。
と
り
わ
け
一
九
九
四
年
に
初
め

て
訪
ね
た
ア
ト
リ
エ
を
強
く
僕
に
蘇
ら
せ
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
こ
に
は
、
件
の
長
い
柄
の
数
本
の
筆
と
木
炭
が
垂
直

に
立
ち
、
イ
ー
ゼ
ル
に
咥
え
ら
れ
中
刷
り
に
さ
れ
た
複
数

の
大
作
絵
画
が
重
な
り
合
い
な
が
ら
正
面
に
向
く
。
そ
し

て
床
に
は
夥
し
い
数
の
本
作
の
た
め
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
が

整
然
と
ま
る
で
制
作
過
程
の
記
録
の
よ
う
に
置
か
れ
て
い

た
。
そ
の
時
々
の
す
が
た
を
定
着
し
た
か
の
よ
う
な
紙
片

は
床
面
か
ら
舞
い
上
が
り
、
そ
の
時
々
の
直
前
の
す
べ
て

の
時
間
は
一
枚
の
大
作
絵
画
の
層
と
し
て
重
ね
ら
れ
僕
の

正
面
に
立
ち
現
れ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

そ
こ
は
魔
術
的
に
も
生
気
み
な
ぎ
る
有
機
の
磁
場
で
あ
り

壮
大
な
実
験
場
に
も
思
え
た
の
だ
っ
た
。

二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
五
日

「中西夏之　キアスム」展　2014年
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あ
れ
か
ら
20
年
。
あ
の
時
に
は
ま
だ
現
れ
て
い
な
か
っ
た
未
発
生
の
作
品
が
、
壮
大
な
試
み
が
今
会
場

で
層
を
重
ね
正
面
性
の
も
と
僕
に
押
し
寄
せ
て
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
重
ね
ら
れ
た
矩
形
の
層

に
僕
の
フ
レ
ー
ム
で
層
を
重
ね
て
み
る
。
時
間
が
許
さ
れ
ず
訪
問
の
遅
延
し
て
い
る
伊
豆
ア
ト
リ
エ
を
思

い
な
が
ら
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
後
に
す
る
。

　

ど
う
し
て
も
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
こ
と
が
あ
り
、
美
術
史
学
会
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
ヴ
ェ
ル
フ
リ

ン
受
容
﹂
慶
応
大
学
、
三
田
へ
。
院
生
二
人
と
合
流
。

　

カ
ナ
ダ
、
ス
イ
ス
の
教
授
を
含
む
4
人
の
研
究
者
の
発
表
は
、
日
本
に
お
け
る
受
容
、
そ
し
て
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
近
代
受
容
と
と
も
に
通
時
性
に
潜
む
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
故
の
政
治
的
側
面
へ
の
指
摘
、

ま
た
は
仏
像
の
様
式
分
析
実
践
、
さ
ら
に
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
受
容
史
に
お
い
て
は
僕
が
も
っ
と
も
関
心
が
あ

っ
た
グ
リ
ン
バ
ー
グ
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
言
及
も
あ
り
、
発
表
は
そ
れ
ぞ
れ
に
刺
激
的
で
あ

っ
た
。
モ
デ
レ
ー
タ
ー
前
田
富
士
男
先
生
に
よ
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
、

ポ
ス
ト
近
代
か
ら
の
照
射
も
加
わ
り
ニ
ュ
ー
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
な
る
語
も
耳
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
難
解
で

も
あ
っ
た
し
、
整
理
す
る
に
は
も
う
少
し
時
間
が
か
か
る
だ
ろ
う
が
、
推
定
の
も
と
考
え
を
進
め
て
い
た

こ
と
へ
の
確
信
が
深
ま
っ
た
。

　

日
を
ま
た
ぎ
、
も
う
昨
日
に
な
っ
た
が
、
今
日
は
と
て
も
と
て
も
大
き
な
一
日
だ
っ
た
。
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２．エッセイ

　
　
「
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン 《TA

・ASAM

》 《
壁
画
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
》 《
枠
窓
》 制
作
覚
え
書
き
」

　

夏
、
小
諸
で
展
覧
会
が
行
な
わ
れ
た
。

　

そ
れ
は
、
浅
間
山
の
稜
線
の
風
景
を
1
年
間
定
点
取
材
し
た
︿
仮
構
の
見
晴
ら
し
小
屋
﹀
の
窓
を
モ
デ

ル
に
描
い
た
長
大
な
絵
画
︽TA･K

O
 M

O
 RO

︾175

×1300cm

︵
6
枚
組
︶
を
中
心
と
し
た
展
示
で
あ

っ
た
。

　

そ
の
際
、
ほ
ぼ
同
サ
イ
ズ
の
薄
綿
布
に
木
炭
線
描
に
よ
る
︽
壁
画
ド
ロ
ー
イ
ン
グK

O
M

O
RO

︾230

×1400cm

を
背
景
に
幾
つ
か
の
︽
枠
窓
︾
が
そ
の
前
面
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
の
部
分
を

切
り
取
り
﹁
像
の
現
出
﹂
と
﹁
膜
状
性
﹂
の
覚
醒
が
試
み
ら
れ
た
。

　

今
回
は
、
以
下
を
試
み
る
。

①
先
ず
︽
壁
画
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
︾
を
壁
長
に
合
わ
せ
8
ｍ
の
幅
に
限
定
し
壁
面
展
示
す
る
。
た
だ
し

﹁
像
﹂
は
展
示
さ
れ
な
い
右
半
分
が
崩
れ
落
ち
る
。

②
︽
壁
画
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
︾
の
設
置
壁
面
に
︽TA

・A
SA

M
︾200

×400cm

︵
4
枚
組
︶
を
掲
げ
る
。

こ
こ
で
﹁
像
﹂
は
重
層
を
帯
び
始
め
る
こ
と
に
な
る
。

③
絵
画
︽TA

・A
SA

M

︾
の
前
面
・
手
前
に
複
数
の
︽
枠
窓
︾
を
壁
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
距
離
で

吊
る
す
。

　
︽
枠
窓
︾
に
よ
り
切
り
取
ら
れ
る
仮
象
性
の
強
い
﹁
像
﹂
の
発
現
。
仮
象
性
に
お
け
る
階
層
性
の
異
な

る
﹁
像
﹂
の
多
重
層
化
。
同
時
に
複
数
の
枠
に
よ
る
﹁
像
﹂
の
並
列
的
な
画
中
画
的
マ
ル
チ
デ
ィ
ス
プ
レ

二
〇
一
四
年
一
一
月
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イ
に
よ
る
多
元
焦
点
＝
ポ
リ
フ
ォ
ー
カ
ス
性
の
顕
現
。

　

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
﹁
像
﹂
は
複
数
の
定
位
に
お
い
て
も

前
後
方
向
、
横
方
向
へ
と
運
動
を
強
め
る
。

　

主
体
と
他
者
、
そ
の
中
間
に
現
出
す
る
﹁
像
︱
絵
画
﹂

そ
の
も
の
に
、
そ
し
て
そ
の
位
置
、
さ
ら
に
そ
の
関
係
で

あ
る
﹁
異
方
性
／
等
方
性
﹂
に
問
い
掛
け
を
す
る
。

M505 《TA・ASAM》2000╳400cm（4枚組）
《壁画ドローイング KOMORO》2300╳1400 ㎝
《枠窓》80.3╳65.1 ㎝　43.5╳37.9 ㎝　40.9╳31.8 ㎝

   80.3╳365.1 ㎝　530╳345.5 ㎝
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２．エッセイ

　
　
「︿
魔
鏡
現
象
﹀ ─ 《Q

f

・SHO
H ︿

掌
﹀ 90 Holz 

》」

︽Q
f

・SH
O

H
︿
掌
﹀90 H

olz 

︾
本
日
の
支
持
体
側
面
の
削
り
こ
み
作
業
。

︽Q
f

・SH
O

H
︿
掌
﹀90 H

olz 

︾
は
二
〇
〇
九
年
以
降
す
す
め
て
い
る
一
辺 90cm

の
板
の
支
持
体
の
正

方
形
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
︿Q

f
系
﹀
の
シ
リ
ー
ズ
。

　

絵
画
が
薄
い
こ
と
、
像
と
し
て
平
ら
な
薄
い
膜
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
は
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
僕

は
そ
れ
を
﹁
膜
状
性
﹂
と
名
付
け
て
考
え
て
い
る
、
そ
の
像
が
現
出
す
る
形
態
と
位
置
そ
し
て
役
割
。

　

昨
日
の
ニ
ュ
ー
ス
が
報
じ
た
魔
鏡
現
象
の
ト
ピ
ッ
ク
は
様
々
な
こ
と
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
実
に
興
味
深

か
っ
た
。
京
都
国
立
博
物
館
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
古
代
の
鏡
﹃
三
角
縁
神
獣
鏡
﹄
を 3D

 

プ
リ
ン
タ
ー
で

復
元
、
光
を
あ
て
る
と
反
射
光
が
鏡
の
裏
面
文
様
の
像
を
映
し
出
す
魔
鏡
現
象
の
再
現
に
つ
い
て
の
話
だ

っ
た
の
だ
が
、
や
は
り
こ
こ
で
も
そ
の
反
射
光
が
集
め
ら
れ
像
を
結
ぶ
場
は
、
実
体
で
あ
る
鏡
や
観
者
か

ら
は
隔
た
ち
、
視
線
に
対
し
て
直
交
す
る
仮
構
の
垂
直
面
上
に
イ
デ
ア
ル
に
像
は
現
出
す
る
。

二
〇
一
四
年
一
月
三
〇
日
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「「
浮
か
ぶ
像･

現
出
の
場
」
に
寄
せ
て
」

　

全
て
が
根
底
か
ら
揺
れ
た
あ
の
日
か
ら
三
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

今
日
も
僕
は
亀
裂
を
起
こ
し
た
あ
る
い
は
液
状
化
し
て
い
る
大
地
に
立
ち
、
こ
の
大
地
か
ら
遊
離
し
た

と
こ
ろ
に
一
見
頼
り
な
さ
げ
な
膜
と
し
て
浮
か
ぶ
絵
画
を
想
う
。
古
く
は
教
義
や
救
済
の
使
命
の
も
と
、

平
ら
な
面
に
空
間
性
を
生
成
さ
せ
て
き
た
絵
画･

像
の
現
れ
る
場
と
そ
の
薄
い
面
が
照
ら
そ
う
と
す
る
方

向
と
世
界
を
。

　

以
下
は
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
﹁
浮
か
ぶ
像･

現
出
の
場
﹂
の
覚
え
書
き
で
あ
る
。

　

現
実
の
世
界
︵Real

︶
と
も
う
一
つ
の
世
界
︵Ideal

︶
の
二
つ
の
世
界
は
水
平
軸
上
に
わ
ず
か
に
重
な

り
合
い
中
間
領
域
︵Zw

ischen Raum

︶
を
創
っ
て
い
る
。
こ
の
両
義
の
場
こ
そ
が
像
の
現
れ
る
場
で
あ

る
。
そ
の
わ
ず
か
な
隙
間
に
︽ Q
f･SH

O
H

︿
掌
﹀ 90
・H

olz 5

︾
を
滑
り
込
ま
せ
、
像
と
し
て
浮
か
す
。

　

一
方
垂
直
軸
上
に
お
い
て
もReal

とIdeal

は
大
地E

rde
の
上
方
に
天
界H

im
m

el

が
広
が
る
、
そ
の
中

間
領
域
す
な
わ
ち
床
面
か
ら
遠
く
壁
上
方
に
︽H

im
m

el B
ild 

︾︵
＝
天･

空
の
像
︶
を
掲
げ
る
。

① 

側
壁
面
に
﹁
現
実･

リ
ア
ル
の
世
界 

と 

も
う
一
つ
の
イ
デ
ア
ル
の
世
界
﹂
そ
の
重
な
り
合
い
を
二
つ

の
円
弧
で
素
描
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
す
る
。

② 

光
り
と
闇
の
小
空
間
に
２
分
割
し
た
︽
小
屋
・
現
出
の
場
︾
の
境
界
壁
を
中
間
領
域
中
心
の
垂
線
上

に
設
営
。
明
室
は
閉
ざ
し
内
部
を
覗
く
視
点
穴
を
設
け
る
。
暗
室
内
、
明
室
を
背
後
に
す
る
壁
に
絵
画

︽Q
f･SH

O
H

︿
掌
﹀90

・H
olz 5

︾
を
掛
け
る
。

二
〇
一
四
年
一
月
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③ 

側
壁
面
上
部
に
絵
画
︽H

im
m

el B
ild

︾︵
＝
天･

空
の
像
︶
を
高
く
掲
げ
る
。

インスタレーション《浮かぶ像･現出の場》2013

ドローイング《像･現出の場》
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「
新
シ
リ
ー
ズ ︿Him

m
el Bild

﹀ と
パ
レ
ッ
ト
ワ
ゴ
ン
」

　

僕
は
、
僕
ら
の
住
む
こ
の
現
実
・
リ
ア
ル
な
世
界
は
、
ま
る
で
写
し
の
よ
う
に
よ
く
似
た
し
か
し
実
体

を
持
た
な
い
観
念･
イ
デ
ー
、
精
神
だ
け
の
も
う
一
つ
の
世
界
と
隣
接
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
は
真
理
や
普
遍
の
世
界
で
あ
り
、
黄
泉
の
国
あ
る
い
は
ま
だ
生
ま
れ
て
こ
な
い
人
々
の
世
界
で
、
そ

の
世
界
へ
の
接
近
を
崇
高
と
か
超
越
と
呼
ぶ
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
隣
接
し
た
二
つ
の
世
界
は
ほ
ん
の
わ
ず

か
に
重
な
り
合
い
隙
間
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
隙
間
、
両
義
の
呼
び
合
い
の
場
で
あ
る
中
間
領
域
に

絵
画
は
現
出
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

　

今
展
は
新
シ
リ
ー
ズ
︿H

im
m

el B
ild

﹀
の
発
表
で
あ
る
。

﹁B
ild

﹂
は
ド
イ
ツ
語
で
﹁
像
﹂﹁
絵
﹂﹁
イ
メ
ー
ジ
﹂、﹁H

im
m

el 

﹂
は
﹁
空
﹂
で
あ
る
が
、
英
語
の

﹁Sky

﹂
と
は
異
な
り
、
加
え
て
﹁
天
﹂
の
意
味
を
も
持
つ
。

　

上
空
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
光
り
と
大
気
の
交
歓
の
現
象
と
し
て
現
れ
る
空
の
色
彩
は
、
パ
レ
ッ
ト
上
で

の
顔
料
に
よ
る
色
彩
と
い
う
現
象
に
変
換
さ
れ
、
再
び
大
地
か
ら
離
れ
た
壁
面
上
方
に
掲
げ
ら
れ
る
。

　

か
く
し
て
、
天
空
と
大
地
の
中
間
領
域
で
あ
る
中
空
を
絵
画
は
天
使
の
よ
う
に
行
き
来
す
る
こ
と
に
な

る
。

　

会
場
で
は
、
上
面
に
大
型
ガ
ラ
ス
板
を
設
置
し
た
︿H

im
m

el B
ild

﹀
専
用
の
パ
レ
ッ
ト
ワ
ゴ
ン
も
新

シ
リ
ー
ズ
︿H

im
m

el B
ild

﹀
と
と
も
に
展
示
さ
れ
る
。

二
〇
一
四
年
五
月
二
二
日
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「
皆
既
月
食
と
制
作 

― 

壮
大
な
想
念
体
験
」

　

福
島
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
開
幕
を
直
前
に
控
え
︽
絵
画
の
た
め
の
見
晴
ら
し
デ
ッ
キ
︾
制
作
は
大
詰
め
、
夜

に
お
よ
ん
で
い
た
。

　

ふ
と
見
上
げ
た
空
、
漆
黒
に
浮
か
ぶ
月
は
ど
こ
と
な
く
不
自
然
さ
が
あ
っ
た
。
眼
鏡
の
フ
レ
ー
ム
に
手

を
添
え
改
め
て
月
を
見
る
、
す
る
と
正
円
の
月
は
左
下
方
を
欠
い
て
い
た
。

　

皆
既
月
食
の
そ
の
夜
、
そ
の
後
の
作
業
は
刻
々
と
す
が
た
を
変
え
る
月
を
仰
ぎ
見
な
が
ら
す
す
め
ら
れ

て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
ん
な
中
、
僕
は
太
陽
、
地
球
、
月
を
結
ぶ
直
線
を
描
い
て
み
る
。

　

欠
け
た
月
の
部
分
が
今
僕
の
立
つ
こ
の
地
球
の
弧
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

背
後
が
意
識
さ
れ
直
線
は
強
く
現
れ
出
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
い
つ
し
か
僕
は
地
球
の
影
で
あ
る
月
の
欠
損
部
に
僕
自
身
の
頭
部
の
影
を
重
ね
、
置
き
換
え
て

い
た
。
す
る
と
遠
く
背
後
に
あ
る
光
源
、
太
陽
か
ら
ま
っ
す
ぐ
に
進
む
光
は
僕
の
頭
部
を
か
す
め
、
そ
し

て
は
る
か
前
方
に
小
さ
く
丸
い
ス
ク
リ
ー
ン
と
し
て
浮
か
ぶ
月
を
結
ぶ
壮
大
な
直
線
と
し
て
立
ち
現
れ
、

さ
ら
に
そ
の
直
線
を
自
分
自
身
が
中
間
の
点
と
し
て
そ
の
大
直
線
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
て
く

る
の
だ
っ
た
。

　

皆
既
月
食
の
視
覚
体
験
は
自
分
を
媒
体
と
し
た
想
念
体
験
と
な
っ
た
。

　

視
覚
体
験
と
思
わ
れ
る
絵
画
体
験
は
実
は
想
念
の
体
験
で
も
あ
る
の
だ
。︵
二
〇
一
四・
一
〇
・
八　

湯
川
村
に
て
︶

二
〇
一
四
年
一
一
月
一
日
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「
造
形
大
卒
業
式
二
〇
一
五
」

　

昨
日
は
、
学
部
、
大
学
院
の
学
位
授
与
式
。

　

明
る
い
光
に
満
ち
た
場
所
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。

　

式
場
、
謝
恩
会
の
席
上
で
話
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
多
く
の
人
に
。

　

卒
業
、
修
了 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

美
術
は
普
遍
的
で
あ
る
と
と
も
に
多
様
で
も
あ
り
ま
す
。
大
学
の
な
か
で
触
れ
つ
つ
あ
っ
た
深
さ
と
は

異
な
り
、
ま
た
広
さ
も
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
方
一
人
一
人
に
と
っ
て
の
美
術
と
の
関
わ
り
方
も
ま
た
多
様

の
は
ず
で
す
。

　

そ
れ
ら
は
あ
な
た
方
の
人
生
と
と
も
に
あ
り
、
周
り
を
照
ら
し
返
す
力
を
持
っ
て
い
る
と
僕
は
考
え
て

い
ま
す
。
美
術
に
は
力
が
あ
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
仮
に
、
表
現
の
主
体
、
制
作
そ
の
も
の
の
内
側
に
自
分
の
人
生
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
長
く
時
間
が
か
か
る
こ
と
へ
の
覚
悟
、
そ
し
て
そ
の
時
間
は
孤
独
と
と
も
に
あ
る
か
の
よ
う
に
思
え

て
し
ま
う
時
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
そ
ん
な
時
も
、
必
ず
確
か
な
も
の
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
信
じ
進
ん
で
い
っ
て
く
だ

さ
い
。

　

卒
業
、
修
了
お
め
で
と
う
。

二
〇
一
五
年
三
月
二
〇
日



149

２．エッセイ

　

お
花
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
ま
で
有
難
う
。

　

A
bflug!

　

輝
か
し
い
人
生
と
美
術
に
思
い
っ
き
り
の
エ
ー
ル
を
こ
め
て
。

　

二
〇
一
五
・
三
・
二
〇　

母
袋
俊
也

　

と
こ
ろ
で
こ
と
さ
ら
僕
が
昨
日
の
式
に
﹁
満
ち
た
明
る
さ
﹂
を
感
じ
た
の
は
、
あ
な
た
方
が
入
学
す
る

半
月
前
、
造
形
大
学
は
そ
の
年
の
卒
業
式
を
と
り
行
わ
な
い
判
断
を
し
ま
し
た
。
実
は
そ
の
こ
と
と
深
く

関
係
し
て
い
る
の
で
す
。

　

あ
な
た
方
は
、
今
も
続
い
て
い
る
あ
の
出
来
事
を
体
験
し
た
直
後
に
入
学
し
て
い
ま
す
。

　

ま
さ
に
日
本
中
が
余
震
に
揺
れ
、
疑
う
こ
と
の
な
い
大
地
、
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
大
地
が
亀

裂
を
起
こ
し
、
あ
る
い
は
液
状
化
し
、
全
て
の
専
門
性
が
根
底
か
ら
問
い
直
さ
れ
て
い
る
渦
中
、
美
術
も

ま
た
そ
の
使
命
と
限
界
を
自
己
に
問
う
て
い
た
そ
ん
な
中
、
美
術
を
、
絵
画
を
専
門
と
し
て
学
び
始
め
た

人
が
あ
な
た
方
な
の
で
す
。

　

果
た
し
て
、
あ
の
時
思
っ
た
よ
う
に
、
世
界
は
変
わ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

む
し
ろ
全
く
違
っ
た
方
向
に
、
あ
た
か
も
何
も
無
か
っ
た
か
の
よ
う
に
進
ん
で
い
る
よ
う
に
す
ら
感
じ

ら
ま
す
。
そ
れ
は
現
実
の
世
界
に
お
い
て
も
、
ま
た
非
物
質
で
あ
る
精
神
の
僕
ら
の
世
界
に
お
い
て
も
。

　

そ
の
現
れ
の
兆
し
は
一
向
に
捉
え
難
く
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
全
て
の
も
の
の
形
成
に
は
因
果
律
が
あ
る
は
ず
で
す
。
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そ
れ
を
あ
な
た
方
に
求
め
る
こ
と
は
、
僕
の
こ
の
四
年
間
へ
の
問
い
か
け
で
も
あ
る
の
で
す
。

　

今
、
僕
は
現
れ
が
遅
れ
て
い
る
の
だ
と
こ
こ
で
は
思
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

四
年
前
の
卒
業
式
が
予
定
さ
れ
て
い
た
そ
の
日
、
僕
は
対
面
し
送
り
だ
す
こ
と
が
叶
わ
な
い
彼
ら
彼
女

た
ち
に
、
メ
ー
ル
で
次
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
た
の
で
し
た
。

　

こ
れ
も
合
わ
せ
て
四
年
後
、
二
〇
一
五
年
卒
業
の
あ
な
た
方
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
ま
す
。

卒
業
授
与
式
の
こ
の
日
に
、E

m
ail

に
て　

　

ご
卒
業
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

あ
な
た
方
に
と
っ
て
、
こ
の
四
年
間
が
と
て
も
大
き
な
時
間
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
入
学
時
の
ご
自
身
と

比
較
す
れ
ば
容
易
に
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
す
。

　

そ
れ
は
あ
な
た
方
の
美
術
の
概
念
形
成
と
制
作
に
む
か
う
濃
密
で
真
摯
な
時
間
の
厚
み
に
よ
っ
て
実
現

し
た
も
の
で
す
。

　

ど
う
ぞ
誇
り
に
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

既
に
美
術
に
対
す
る
知
見
は
あ
な
た
方
の
内
部
に
あ
る
の
で
す
。

　

そ
ん
な
、
あ
な
た
方
の
晴
れ
や
か
な
顔
を
今
日
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
と
て
も
残
念
に
思
い
ま

す
。

　

し
か
し
僕
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
を
嘆
か
な
い
よ
う
に
今
考
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
美
術
の
仕
事
が
、
本
来
、
見
え
な
い
も
の
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
見
え
る
こ
と
と
見
え
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な
い
こ
と
の
仲
介
な
の
だ
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

　

そ
れ
を
現
出
と
呼
ぶ
の
で
し
ょ
う
。

　

美
術
は
見
え
な
い
側
に
も
見
え
る
側
に
も
あ
る
の
で
す
。

　

見
え
る
こ
と
は
見
え
な
い
こ
と
で
も
あ
り
、
見
え
な
い
こ
と
は
見
え
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
か
ら
。

今
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
を
嘆
く
こ
と
は
し
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。

　

十
一
日
の
大
地
震
、
大
津
波
、
今
も
続
く
余
震
の
な
か
、
加
え
て
原
発
、
情
報
の
過
剰
反
応
と
、
日
本

は
試
さ
れ
て
い
る
か
に
も
見
え
ま
す
。

　

そ
ん
な
な
か
、
救
済
に
む
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
、
あ
る
い
は
個
人
と
し
て
の
模
索
が
す
す
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

現
実
が
う
ね
る
様
な
音
を
た
て
て
大
き
く
揺
れ
て
い
る
な
か
、
大
地
か
ら
ほ
ん
の
少
し
浮
い
た
場
に
現

出
を
も
と
め
る
絵
画
、
美
術
は
、
ま
た
僕
ら
は
試
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
ん
な
な
か
で
の
出
発
、A

bflug

で
す
。

　

美
術
は
、
多
様
で
す
。

　

あ
な
た
方
そ
れ
ぞ
れ
の
美
術
は
様
々
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
が
個
人
に
回
収
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
他
と
の
関
係
を
築
い
て
い
く
も
の
で
も
あ
る
こ
と
、
そ

し
て
、
あ
な
た
方
の
人
生
を
励
ま
し
、
豊
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
あ
な
た
方
よ
り
ほ
ん
の
少
し
前
を

歩
い
て
い
る
僕
は
確
信
し
て
い
ま
す
。

　

再
度
、
卒
業
お
め
で
と
う
。
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や
は
り
、
握
手
で
送
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
残
念
で
す
。

︵
二
〇
一
一
・
三
・
一
八　

母
袋
俊
也
︶
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「
モ
ノ
タ
イ
プ
制
作
― ︿
版
―
現
出
﹀ も
う
一
つ
の
世
界
に
回
り
込
ん
で
﹂

　

先
週
の
日
曜
は
モ
ノ
タ
イ
プ
制
作
。
僕
は
時
よ
り
版
画
の
制
作
を
行
う
。

　

版
画
と
り
わ
け
モ
ノ
タ
イ
プ
は
﹁
絵
画
の
位
置
、
絵
画･

像
の
現
わ
れ
る
場
﹂
に
つ
い
て
考
え
る
契
機

と
し
て
と
て
も
示
唆
的
で
あ
る
。

　
︿
像
﹀
は
僕
ら
が
生
き
る
現
実
の
世
界
に
存
在
す
る
の
だ
が
、
も
う
一
方
の
精
神
だ
け
の
世
界
の
表
象

と
し
て
そ
の
二
つ
の
世
界
の
中
間
領
域
の
合
間
に
現
出
を
果
た
す
の
だ
と
思
う
。
絵
画
は
そ
の
イ
デ
ア
界

を
表
象
す
る
こ
と
を
使
命
と
し
て
像
を
結
ぶ
と
僕
は
考
え
る
。

　

原
型･

版
が
転
写
さ
れ
像
を
現
わ
す
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
と
も
言
え
る
こ
の
版
構
造
は
、︿
像
と
実
体
と
の

相
関
﹀
と
し
て
﹁
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
伝
説
﹂
や
と
り
わ
け
十
字
架
に
処
せ
ら
れ
た
イ
エ
ス
の
遺
体
を
包
ん
だ
布

に
は
イ
エ
ス
の
姿
が
浮
か
び
上
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
﹁
ト
リ
ノ
の
聖
骸
布
﹂
を
強
く
想
い
起
こ
さ
せ
る
。

布
の
表
に
浮
か
び
上
っ
て
い
る
の
は
布
の
背
後
の
イ
エ
ス
で
あ
り
刻
印
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　

絵
と
は
背
後
の
あ
り
様
を
膜
上
に
か
た
ち
を
現
す
の
で
あ
り
、
背
後
か
ら
の
圧
に
よ
っ
て
か
た
ち
を
結

ぶ
の
だ
。
そ
う
考
え
た
時
、
モ
ノ
タ
イ
プ
は
正
に
そ
の
筆
跡
の
圧
そ
の
も
の
が
刻
印
さ
れ
る
。
な
ら
ば
版

の
表
側
で
行
為
と
し
て
残
さ
れ
る
筆
跡
は
、
実
は
画
面
の
背
後
で
の
行
為
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
て
く
る

の
で
あ
る
。

　

制
作
に
際
し
て
は
、
ア
ル
ミ
板
の
背
後
、
あ
ち
ら
の
世
界
に
回
り
込
み
、
像
の
浮
か
び
上
る
こ
と
を
強

く
思
い
な
が
ら
描
画
は
進
め
ら
れ
た
。

二
〇
一
五
年
九
月
二
六
日
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「
二
つ
の ︿
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
﹀ そ
し
て
空
」

　

出
品
作
︽
ヤ
コ
ブ
の
梯
子･

青
梅
︾
は
梯
子
最
上
段
の
緑
に
塗
装
さ
れ
た
枠
に
よ
っ
て
中
空
の
空
を
切

り
取
り
、
下
部
暗
室
部
の
二
つ
の
窓
は
針
葉
樹
の
緑
と
大
地
を
切
り
取
っ
て
い
た
。
風
景
を
切
り
取
る
装

置
と
し
て
の
︿
絵
画
の
た
め
の
見
晴
ら
し
小
屋
﹀
と
は
異
な
り
、︿
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
﹀
が
切
り
取
ろ
う
と

す
る
の
は
﹁
空
﹂
で
あ
る
。

　

そ
の
︽
ヤ
コ
ブ
の
梯
子･

青
梅
︾
も
今
は
解
体
さ
れ
、
会
期
中
﹁
空
﹂
を
切
り
取
っ
て
き
た
青
梅
の
地

か
ら
切
り
離
さ
れ
、
切
り
取
ら
れ
た
空
だ
け
が
中
空
に
残
さ
れ
た
。

　

実
は
ほ
ぼ
同
サ
イ
ズ
の
も
う
一
つ
の
︿
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
﹀
が
夏
に
藤
野
に
設
営
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
ア

ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
青
梅
の
会
期
中
︽
ヤ
コ
ブ
の
梯
子･

青
梅
︾
と
︽
ヤ
コ
ブ
の
梯
子･

藤
野
︾
の
二
つ
の

︿
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
﹀
が
異
な
る
二
つ
の
空
を
切
り

取
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
過
ご
す
時
間
は

僕
に
と
っ
て
至
福
の
時
で
も
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。

大
地
で
は
な
く
空
を
切
り
取
る
。

　

そ
れ
は
﹁
確
か
な
も
の
﹂
が
表
象
す
る
場
は
、

大
地
す
な
わ
ち
実
体
あ
る
現
実
の
世
界
な
の
で
は

な
く
、
現
象
と
し
て
像
を
顕
す
空
＝
中
空
の
側
に

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
僕
が
考
え
る
か
ら

二
〇
一
五
年
一
二
月

《ヤコブの梯子 ･ 青梅》2015年
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で
あ
る
。
同
時
に
そ
こ
こ
そ
が
絵
画
の
場
な
の
だ

と
思
う
の
で
あ
る
。

　

天
の
側
に
も
現
実
の
側
に
も
属
さ
な
い
、
あ
る

い
は
そ
の
両
方
に
属
し
、
そ
の
両
領
域
の
わ
ず
か

に
重
な
り
合
う
場
。
そ
こ
こ
そ
が
絵
画
が
活
き
る

場
な
の
だ
。

　

で
あ
る
か
ら
絵
画
は
現
実
の
マ
テ
リ
ア
ル
を
色

彩
と
い
う
非
物
質
を
か
た
ち
と
し
て
精
神
・
イ
デ

ア
を
活
き
る
の
で
あ
ろ
う
。﹁
像
﹂
が
現
出
を
果
た
す
の
は
、
現
実
と
精
神
の
二
つ
の
世
界
が
重
な
り
合

っ
た
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
隙
間
な
の
だ
。

　

そ
の
た
め
に
絵
画
の
持
つ
薄
さ
は
す
ご
く
有
効
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
圧
倒
的
な
現
実
、
リ
ア
ル
な
世
界
を
前
に
し
た
際
の
﹁
像
﹂
の
持
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
の
不
確
実
性

に
向
け
ら
れ
る
苛
立
ち
も
ま
た
絵
画
に
と
っ
て
実
は
重
要
な
の
だ
。
そ
れ
は
像
を
振
動
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
の
だ
。

　

思
え
ば
、
こ
の
夏
僕
は
何
度
も
何
度
も
空
を
見
、︿
見
晴
ら
し
フ
レ
ー
ム
﹀
で
切
り
取
っ
た
。
そ
し
て

毎
日
毎
日
、
空
＝
︿H

im
m

el B
ild

﹀
を
描
い
た
。

　

二
〇
一
三
年
か
ら
始
め
て
い
る
﹁
空
﹂
を
描
く
︿H

inm
m

el B
ild

﹀
シ
リ
ー
ズ
現
在
91
作
。
こ
れ
か
ら

も
無
数
の
﹁
空
﹂
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
上
方
に
掲
げ
ら
れ
る
。

《ヤコブの梯子 ･ 藤野》2015年
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「
眼
底
撮
影　

内
の
内
、
外
の
外
の
外
」

　

２
个
月
ほ
ど
前
の
体
験
。
卒
制
コ
メ
ン
ト
の
た
めzokei

展
、
造
形
大
へ
。
と
こ
ろ
が
着
い
て
早
々
助

手
か
ら
眼
の
出
血
を
指
摘
さ
れ
、
鏡
を
見
る
と
右
目
が
か
な
り
出
血
し
て
い
る
。
僕
は
３
年
前
、
心
臓
で

倒
れ
今
は
大
量
投
薬
の
身
、
念
の
た
め
急
遽
眼
科
へ
行
く
こ
と
に
な
る
。
特
に
異
常
は
な
く
３
時
間
の
ロ

ス
タ
イ
ム
、
皆
に
心
配
を
か
け
て
し
ま
っ
た
が
講
評
は
無
事
に
終
え
た
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
受
診
時

の
そ
の
感
覚
体
験
が
と
て
も
刺
激
的
だ
っ
た
の
だ
。

　

そ
れ
は
視
覚
と
い
う
よ
り
全
感
覚
的
な
身
体
体
験
で
、﹁
自
分
の
内
部
、
と
外
部
、
そ
し
て
そ
の
外
側
、

内
部
と
そ
れ
ぞ
れ
の
外
側
の
世
界
﹂
を
往
還
す
る
思
索
、﹁
世
界
﹂
を
め
ぐ
る
思
索
の
空
間
体
験
へ
と
誘

っ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

先
ず
は
眼
底
検
査
。
顎
を
固
定
さ
れ
眼
前
正
面
か
ら
放
出
さ
れ
る
光
を
真
っ
直
ぐ
芯
で
受
け
る
。
全
く

痛
み
は
な
い
の
だ
が
、
ま
る
で
痛
み
を
感
じ
る
よ
う
な
鋭
い
光
を
見
る
。

　

眼
を
射
る
光
。
そ
の
光
は
こ
の
現
実
の
世
界
の
も
の
で
は
な
く
、
現
実
の
こ
の
世
界
の
外
側
に
は
圧
倒

的
に
明
る
い
外
部
が
あ
り
、
こ
ち
ら
の
世
界
に
開
い
た
小
さ
な
孔
を
通
し
て
、
そ
の
明
る
さ
が
閃
光
と
な

っ
て
鋭
く
差
し
込
ん
で
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。
そ
の
白
と
し
か
呼
び
様
の
な
い
全
く

無
色
の
光
は
真
っ
直
ぐ
真
っ
直
ぐ
こ
ち
ら
に
差
し
込
み
、
眼
球
を
通
り
越
し
僕
の
さ
ら
な
る
内
部
、
眼
球

の
背
後
に
ま
で
到
達
、
む
し
ろ
眼
で
は
な
く
頭
部
後
方
で
見
て
い
る
よ
う
な
感
覚
。
こ
の
光
体
験
は
、
僕

ら
が
住
む
こ
の
﹁
現
実
の
世
界
﹂
は
際
限
な
く
続
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
外
側
に
存
在
す
る
﹁
も

二
〇
一
六
年
三
月
一
七
日
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う
一
つ
の
世
界
﹂
を
強
く
意
識
さ
せ
る
の
だ
っ
た
。

　

次
に
眼
底
撮
影
。
再
び
ラ
イ
ト
を
見
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
る
。
看
護
師
と
僕
と
の
間
、
白
衣
を
背
景
に

小
さ
い
緑
の
点
が
浮
い
て
い
る
。
眼
を
閉
じ
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
る
。
先
ほ
ど
の
小
さ
な
緑
の
点
は
閉
じ

た
眼
に
拡
大
さ
れ
た
ピ
ン
ク
の
円
と
な
り
、
眼
球
の
背
後
に
現
れ
て
い
る
。

　

閉
じ
た
眼
で
僕
は
ピ
ン
ク
の
円
を
見
て
い
る
。

　

色
彩
は
、
ゲ
ー
テ
が
言
う
よ
う
に
、
客
観
的
な
対
象
と
し
て
外
部
に
あ
る
の
で
は
な
く
僕
ら
の
内
部
に

現
象
と
し
て
生
じ
て
い
る
の
だ
。
色
彩
は
外
部
、
客
観
的
な
科
学
に
属
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
色
彩
は
感

覚
、
主
観
の
側
に
あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
と
さ
ら
重
要
な
の
だ
。

ドローイング　20160317
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「
丸
木
美
術
館
「
光
明
の
種
・post 3.11

」「
原
爆
の
図
は
ふ
た
つ
あ
る
の
か
」」

　
﹁
光
明
の
種
・post 3.11

展
﹂。
一
昨
年
、
東
京
都
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
安
藤
栄
作
、
石
塚
雅
子
、
白

濱
雅
也
、
半
谷
学
、
横
湯
久
美
に
よ
る
﹁post 3.11

展
﹂
が
、
そ
の
日
か
ら
5
年
目
の
今
年
、
丸
木
美
術

館
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
は
と
て
も
意
味
深
く
思
え
る
。

　

丸
木
位
里
、
俊
が
﹁
原
爆
の
図
﹂
制
作
に
本
格
的
に
取
り
組
み
始
め
た
の
は
、
原
爆
投
下
か
ら
5
年
目

の
一
九
五
〇
年
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
僕
は
あ
の
5
年
前
の
不
安
と
絶
望
の
中
で
、
何
回
も
何
回
も

反
復
し
て
い
た
。
そ
ん
な
不
安
と
絶
望
の
中
で
、
大
き
く
悔
い
改
め
、
生
き
直
す
覚
悟
を
共
有
で
き
て
い

る
と
い
う
希
望
を
僕
ら
は
持
っ
て
い
る
と
思
え
て
い
た
。
し
か
し
5
年
の
年
月
を
こ
の
国
が
積
み
重
ね
て

き
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。

　

会
場
で
は
企
画
者
白
濱
さ
ん
と
再
会
。
白
濱
さ
ん
の
案
内
の
も
と
実
見
。
小
展
示
室
に
は
二
〇
一
一
年

以
前
の
作
品
が
、
そ
の
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
、
活
動
は
天
上
高
の
あ
る
大
展
示
室
の
ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
か

ら
の
光
を
受
け
響
き
合
っ
て
展
示
さ
れ
て
い
る
、
会
場
に
掲
出
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
と
も
に
心
を
震
わ
す
。

正
に
﹁
光
明
の
種
﹂。
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
、
山
内
若
菜
さ
ん
と
い
う
若
い
作
家
の
被
曝
し
た
牛
を
描
く

黒
々
と
し
た
大
作
が
並
ぶ｢

牧
場｣

。

　

特
別
公
開
﹁
原
爆
の
図
は
ふ
た
つ
あ
る
の
か
﹂。
実
は
丸
木
位
里
、
俊
は
﹁
幽
霊
﹂﹁
火
﹂﹁
水
﹂
3
部

作
を
模
写
／
再
制
作
し
て
い
て
、
そ
の
作
品
は
今
ま
で
も
様
々
な
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
と
言
う
。

今
回
は
現
在
の
所
蔵
先
広
島
現
代
美
術
館
か
ら
丸
木
美
術
館
に
貸
し
出
さ
れ
﹁
ふ
た
つ
の
原
爆
の
図
﹂
が

二
〇
一
六
年
四
月
四
日
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対
比
的
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
僕
は
自
分
の
眼
で
そ
の
ふ
た
つ
を
観
た
か
っ
た
の
だ
。

　

丸
木
位
里
、
俊
は
自
ら
の
内
発
か
ら
で
は
な
く
、
巡
回
展
運
営
上
の
要
請
か
ら
本
物
の
ス
ト
ッ
ク
と
し

て
夫
妻
以
外
の
人
の
手
も
借
り
﹁
模
写
﹂
と
し
て
制
作
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
議
論
の
中
、
作
者
の
葛
藤

が
俊
さ
ん
の
手
記
に
残
さ
れ
て
い
て
、
学
芸
員
岡
村
幸
宣
さ
ん
は
新
著
﹃︽
原
爆
の
図
︾
全
国
巡
回
﹄
の

中
で
俊
さ
ん
の
葛
藤
も
記
し
て
い
る
。

　

た
だ
そ
の
模
写
な
の
か
再
制
作
な
の
か
そ
の
作
品
は
、
作
者
本
人
の
言
動
も
手
伝
っ
て
か
、
否
定
的
な

論
調
に
支
配
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
な
の
だ
。

　

僕
は
自
分
の
眼
で
確
認
し
た
か
っ
た
の
だ
。
五
一
年
に
模
写
と
し
て
制
作
さ
れ
、
七
四
年
に
加
筆
さ
れ

た
そ
の
作
品
を
目
前
と
し
て
い
る
僕
の
眼
に
は
本
作
と
さ
れ
る
作
品
と
の
差
異
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

そ
の
差
異
は
︿
本
物
／
偽
者
﹀
の
判
定
の
尺
度
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、︿
模
写
／
再
制
作
﹀
と
さ
れ
る

後
続
作
品
が
表
現
上
の
ク
オ
リ
テ
ィ
と
い
う
点
で
本
作
に
な
ん
ら
劣
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
。

と
も
に
そ
こ
に
は
表
現
が
内
実
し
て
い
る
。
実
は
こ
の
後
続
の
︿
模
写
／
再
制
作
﹀
作
品
は
、
七
四
年
に

加
筆
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
作
者
に
よ
る
否
定
的
発
言
は
加
筆
前
の
作
品
に
対
す
る
言
動
で
あ
り
、
む
し
ろ

時
を
経
て
加
筆
さ
れ
た
と
い
う
事
実
こ
そ
が
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

僕
が
﹁
原
爆
の
図
﹂
に
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
そ
の
可
能
性
と
限
界
性
に
留
ま
ら

ず
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
備
え
た
そ
の
﹁
原
爆
の
図
﹂
の
美
術
、
絵
画
の
文
脈
で
の
作
品
と
し
て
の
評
価
、
位

置
づ
け
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
﹁
原
爆
の
図
﹂
に
は
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
的
な
読
み
直
し
が
待
た

れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

勿
論
、
僕
ら
は
表
現
し
よ
う
と
す
る
以
上
﹁
真
正
﹂
と
い
う
も
の
は
常
に
意
識
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
も
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そ
も
︿
本
作
＝
本
物
﹀︿
オ
リ
ジ
ナ
ル
＝
真
正
﹀︿
オ
リ
ジ
ナ
ル
＝
唯
一
性
﹀
の
図
式
を
構
成
す
る
﹁
オ
リ

ジ
ナ
ル
﹂
な
る
も
の
の
絶
対
性
は
今
尚
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

１
階
と
２
階
の
会
場
を
何
回
と
な
く
行
き
来
し
、
最
後
は
丸
木
夫
妻
の
画
室
へ
。
肌
寒
い
曇
り
の
当
日
、

都
幾
川
を
見
下
ろ
せ
る
画
室
窓
か
ら
は
、
夫
婦
が
見
て
い
た
だ
ろ
う
桜
が
こ
と
さ
ら
美
し
く
感
じ
ら
れ
た
。
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「「
母
袋
俊
也
展  《Koiga-Kubo

》 1993/2017 

そ
し
て ︿Q

f

﹀」
に
寄
せ
て
」

　

磯
崎
新
建
築
で
の
展
示
で
あ
る
。
荒
川
修
作
、
宮
脇
愛
子
、
岡
崎
和
郎
各
氏
の
制
作
コ
ン
セ
プ
ト
を
建

築
家
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
の
共
同
制
作
と
し
て
実
現
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
こ
の
美
術
館
は
一
九
九
四
年

開
館
。
僕
が
長
く
勤
務
す
る
東
京
造
形
大
学
も
磯
崎
建
築
で
あ
り
、
建
設
も
一
九
九
三
年
と
極
め
て
近
く
、

部
分
的
に
使
用
さ
れ
た
ガ
リ
バ
リ
ウ
ム
外
壁
材
な
ど
意
匠
と
し
て
も
親
和
性
が
確
認
で
き
る
の
だ
っ
た
。

　

当
初
の
展
示
プ
ラ
ン
で
は
美
術
館
前
庭
に
︿
見
晴
ら
し
小
屋
﹀
系
の
作
品
を
設
営
予
定
だ
っ
た
の
だ
が
、

何
回
か
の
打
ち
合
わ
せ
の
段
階
で
奈
義
は
背
後
の
那
岐
山
か
ら
の
強
風
が
あ
り
、
会
期
は
台
風
の
季
節
と

重
な
る
こ
と
か
ら
諦
め
た
経
緯
が
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

結
果
、
那
岐
山
な
ど
の
外
観
を
枠
で
捉
え
る
作
品
と
し
て
は
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
内
の
ガ
ラ
ス
面
で
複
数

の
︿
膜
窓
﹀
と
那
岐
山
とA

RA
K

AW
A

作
品
︽
奈
義
の
龍
安
寺
︾
外
観
を
水
平
に
切
り
取
っ
た
︽
垂
直
箱

窓
・
奈
義A

RA
K

AW
A

︾
を
設
営
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
１
で
は
、
新
旧
の
︿TA

﹀
系
︽K

oiga-K
ubo

︾
二
作
を
対
面
展
示
す
る
。

　

一
九
九
三
年
、
岡
山
県
西
北
部
の
鯉
が
窪
湿
原
を
訪
れ
た
僕
は
、
水
面
に
反
射
す
る
木
々
の
深
い
緑
と

交
差
す
る
光
の
煌
き
に
感
銘
を
受
け
︽K

oiga-K
ubo

︾︵182.5

×890cm
、
12
枚
組
︶
を
制
作
し
て
い
た
。

今
回
、
奈
義
で
の
展
覧
会
に
向
け
て
24
年
の
時
を
経
て
新
作
︽TA

 

・K
oiga-K

ubo

︾︵
6
枚
組
︶
を
同
一

フ
ォ
ー
マ
ー
ト
で
描
き
対
面
に
展
示
、
リ
フ
レ
ク
ト
さ
せ
る
こ
と
を
構
想
し
制
作
し
た
の
だ
っ
た
。

　

展
示
室
で
は
、
湿
原
を
描
く
両
作
品
の
水
面
の
水
平
ラ
イ
ン
が
会
場
を
貫
く
水
平
軸
を
つ
く
る
。
そ
の

二
〇
一
七
年
一
〇
月
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水
平
線
は
僕
ら
が
踏
み
し
め
る
大
地
︵
リ
ア
ル
︶
と
上
方
の
空
︵
イ
デ
ア
︶、
大
地
と
天
と
を
分
け
る
ラ

イ
ン
で
あ
る
。
そ
し
て
壁
面
最
上
方
に
は
空
を
描
く
︽H

im
m

el B
ild

︾
を
展
示
す
る
。

　

そ
れ
ら
の
絵
画
作
品
の
前
面
に
は
︽
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
枠
窓
・
奈
義
︾︽
垂
直
箱
窓
︾︽
枠
窓
︾
な
ど
が
設

営
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
枠
に
よ
り
描
か
れ
た
作
品
は
切
り
取
ら
れ
﹁
新
た
な
像
﹂
が
現
出
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
２
で
は
、
ア
ン
ド
レ
イ
・
ル
ー
ブ
リ
ョ
フ
の
イ
コ
ン
︽
聖
三
位
一
体
︾
や
定
朝
の
︽
阿
弥

陀
如
来
︾
の
印
を
モ
デ
ル
に
し
た
正
方
形
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
︿Q

f

﹀
系
を
展
示
。
や
や
天
上
高
が
あ
り
壁

面
上
部
が
内
側
に
傾
斜
す
る
特
徴
的
な
空
間
内
の
照
度
を
落
と
し
、
聖
堂
内
の
イ
コ
ノ
シ
タ
シ
ス
を
連
想

づ
け
る
︽Q

f

・SH
O

H

︿
掌
﹀H

olz
・90 
︾
の
展
示
を
試
み
る
。
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「母袋俊也《Koiga-Kubo》 1993/2017 そして Qf 」展、奈義町現代美術館　2017年　ギャラリー１

ギャラリー 2



164

　
　
「
覚
え
書
き
「
母
袋
俊
也
《Koiga-Kubo

》1993/2017 

そ
し
て
︿Q

f 

﹀」
展
」

●
磯
崎
新
建
築
で
の
展
示
。

●
ギ
ャ
ラ
リ
ー
１
：
︿TA

﹀
系
＋
︿
見
晴
ら
し
小
屋
﹀
系
＋
︿H

im
m

el B
ild

﹀。

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
2
：
︿Q

f
﹀
系
。
2
室
を
対
峙
的
に
設
営
す
る
。

◆
ギ
ャ
ラ
リ
ー
１

　

・︿TA

﹀
系
の
展
示
。

　

・
岡
山
の
鯉
が
窪
湿
原
を
モ
デ
ル
に
描
い
た
一
九
九
三
年
制
作
の
︽K

oiga-K
ubo

︾︵
12
枚
組
︶
と
同

一
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
新
作
︽TA

・K
oiga-K

ubo

︾
を
制
作
。

　

・︽K
oiga-K

ubo

︾
新
作
制
作
に
際
し
改
め
て
鯉
が
窪
を
取
材
す
る
。

　

・
新
旧
︽K

oiga-K
ubo

︾
は
同
一
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
。
た
だ
し
旧
作
が
12
枚
組
に
対
し
て
新
作
は
6
枚
組
。

　

・
旧
作
の
テ
ン
ペ
ラ
・
油
彩
に
対
し
、
新
作
で
は
ア
ク
リ
ル
・
油
彩
で
描
く
。

　

・
画
面
内
の
水
平
ラ
イ
ン
は
同
一
高
さ
。

◇
展
示
設
営

　

・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
１
に
新
旧
2
作
は
対
面
す
る
壁
面
に
対
応
展
示
す
る
。

　

・
入
口
左
の
壁
面
、
水
平
ラ
イ
ン
の
高
さ
に
木
炭
で
ラ
イ
ン
を
引
く
壁
面
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
描
き
、
室

内
全
体
に
水
平
ラ
イ
ン
を
貫
く
。

二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
五
日
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・
壁
面
最
上
部
に
空
を
描
く
︿H

im
m

elB
ild

﹀
を100

点
設
営
。︵
結
果
的
に
は
86
点
展
示
︶

　

・
旧
作
︽K

oiga-K
ubo

︾
の
前
面
に
︿
垂
直
箱
窓
﹀︿
枠
窓
﹀
を
設
営
、
描
画
部
分
を
切
り
取
る
。

　

・
新
作
︿
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
枠
窓
﹀
を
設
営
、
最
上
部
枠
の
み
緑
に
塗
装
。︿H

im
m

elB
ild

﹀
を
切
り
取

る
。

◆
ギ
ャ
ラ
リ
ー
2

　

・︿Q
f

系
﹀
の
展
示
。

　

・︽Q
f

・SH
O

H

︿
掌
﹀H

olz
・90
︾︵2009

年
、2011

年
、2013

年
、2014

年
制
作
︶

◇
展
示
設
営

　

・
照
度
を
落
と
し
、
聖
堂
を
想
起
さ
せ
る
。

　

・
展
示
室
1
か
ら
見
え
る
壁
面
に
は
︿Q

f
﹀
1
点
の
み
を
壁
か
ら
浮
か
す
よ
う
に
展
示
。︵
そ
れ
以
外

の
作
品
は
見
え
な
い
よ
う
に
︶

　

・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
2
か
ら
ギ
ャ
ラ
リ
ー
1
が
見
え
る
壁
面
左
右
に
は
そ
れ
ぞ
れ
1
点
ず
つ
展
示
。

　

・
入
り
口
右
壁
面
に
は
5
列
2
段
で
︿Q

f

﹀
を
設
営
、
イ
コ
ノ
シ
タ
シ
ス
を
連
想
さ
せ
る
展
示
。︵
結

果
的
に
は
4
列
2
段
︶

◆
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

　

・︿
垂
直
箱
窓
﹀
那
岐
山
と
荒
川
修
作
の
展
示
棟
を
切
り
取
る
。

　

・︿
膜
窓
﹀
東
側
ガ
ラ
ス
面
に
複
数
の
︿
膜
窓
﹀
で
外
景
を
切
り
取
る
。

◆
カ
フ
ェ
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・
動
画
モ
ニ
タ
ー
：
︽
小
屋
・
現
出
の
場
︾2013

年
、︽
絵
画
の
た
め
の
垂
直
箱
窓
・FU

K
U

SH
IM

A

︾ 

2012

年
、︽
枠
窓
︾  2014

年
、︽
市
立
小
諸
高
原
美
術
館
︾2014

年

　

・
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー　
︿
絵
画
の
た
め
の
見
晴
ら
し
小
屋
作
品
﹀︵

制
作
ノ
ー
ト　

二
〇
一
七
・
一
〇
・
一
五
︶



３
．
断
章
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３．断章

　
　
　
﹁
色
彩
・
か
た
ち
・
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
﹂

　

森
で
は
色
彩
は
そ
の
姿
を
徐
々
に
線
へ
と
変
え
つ
つ
あ
る
。︵1990. 9. 18

︶

　

線
が
ひ
け
た
時
で
は
な
く
、
ひ
か
れ
た
線
が
紙
面
に
空
間
を
生
み
出
し
た
時
点
で
、
素
描
は
誕
生
を
み
る
。︵1990. 11. 2

︶

　

い
つ
の
日
か
ら
か
、
わ
ず
か
な
輪
郭
の
ゆ
れ
に
も
我
々
の
感
性
は
充
分
に
反
応
し
高
揚
す
る
様
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
小

さ
な
ぶ
れ
や
ゆ
れ
は
、
今
と
て
つ
も
な
く
大
き
い
の
だ
。︵1990. 12
︶

　

見
事
な
夕
や
け
を
見
る
。
線
で
分
け
ら
れ
対
峙
す
る
空
と
地
、
紅
と
碧
、
シ
ェ
ー
プ
と
ペ
イ
ン
テ
ュ
ア
の
隔
た
り
と
は
線
に
対
す
る

思
想
の
差
異
な
の
だ
。︵1991. 2. 19

︶
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一
本
の
線
が
空
間
を
分
け
ひ
ら
い
た
時
点
で
、そ
れ
は
日
常
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
豊
か
な
る
一
本
に
よ
っ
て
。︵1991. 11. 16

︶

　

八
八
年
に
再
開
し
た
戸
外
で
の
ス
ケ
ッ
チ
は
僕
の
絵
画
に
有
機
的
な
形
態
を
導
き
い
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
枯
れ
草
を
モ
デ
ル
に
鉛

筆
と
水
彩
で
描
く
小
品
の
シ
リ
ー
ズ
は
﹁
オ
マ
ー
ジ
ュ
一
九
〇
六
﹂
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
没
年
一
九
〇
六
年
か
ら

の
命
名
だ
っ
た
。︵1994

︶

　

余
白
を
多
く
残
し
、複
数
パ
ネ
ル
の
連
携
に
よ
る
特
徴
を
備
え
た
第
一
作﹁
神
話
の
墓B

1

﹂の
制
作
か
ら
想
い
起
こ
す
と
10
年
が
経
っ

た
事
に
な
る
。
そ
の
間
、
私
の
関
心
と
動
機
、
絵
画
の
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
す
な
わ
ち
外
側
の
か
た
ち
と
内
側
に
発
生
す
る
そ
れ
と
の
、
又

偶
数
と
奇
数
構
造
と
の
、
水
平
性
と
垂
直
性
と
の
相
関
の
中
で
育
ま
れ
、
一
つ
の
絵
画
体
系
を
か
た
ち
ど
っ
て
き
た
。︵1998. 1. 15

︶

　

人
は
い
つ
か
ら
か
、
見
え
な
い
グ
リ
ッ
ド
越
し
に
世
界
を
見
て
い
る
。
そ
し
て
グ
リ
ッ
ド
を
形
成
す
る
垂
直
性
と
水
平
性
は
、
自
明

と
考
え
ら
れ
る
絵
画
の
矩
形
性
と
も
無
縁
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。︵1999. 2

︶
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縦
に
上
方
へ
と
向
か
う
垂
直
性
と
は
異
な
り
、
横
長
の
特
性
は
平
安
、
安
定
、
永
続
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
。︿TA

系
﹀
で
は
水
平

性
の
風
景
を
安
定
的
な
世
界
と
し
て
描
い
て
き
た
。︵2000. 2

︶

　
︿
奇
数
連
結
﹀
は
一
九
九
五
年
開
始
さ
れ
、断
続
的
に
試
み
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
留
学
後
日
本
で
偶
数
組
と
奇
数
組
の
フ
ォ
ー
マ
ー

ト
比
較
研
究
の
成
果
を
一
九
九
五
年
に
ウ
ィ
ー
ン
の
ア
カ
デ
ミ
ー
で
レ
ク
チ
ャ
ー
す
る
機
会
を
僕
は
得
た
。
レ
ク
チ
ャ
ー
を
終
え
た
僕

は
旧
市
街
の
中
心
に
立
つ
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
大
聖
堂
の
中
心
性
と
垂
直
性
を
強
く
示
す
聖
堂
内
部
で
、
奇
数
組
の
制
作
を
す
す
め
る
こ
と

を
決
意
、
一
九
九
六
年
︿
奇
数
連
結
﹀
第
１
作
︽M

171 Stephan

︾200

×227cm

︵
３
枚
組
︶
を
制
作
し
た
。
そ
の
後
一
九
九
八
年

に
は
、
祭
壇
画
の
典
型
を
グ
リ
ュ
ー
ネ
ヴ
ァ
ル
ト
の
︽
キ
リ
ス
ト
の
磔
刑
︾
に
求
め
コ
ル
マ
ー
ル
を
訪
ね
、
一
九
九
八
年
に
︽M

260 

ta･K
K･ei 

︾244

×354cm

︵
３
枚
組
︶
を
制
作
し
た
の
で
し
た
。︵2000. 2

︶

　

ド
イ
ツ
留
学
中
の
八
七
年
制
作
し
た
﹁
神
話
の
墓 B

2

﹂
を
通
し
番
号M

1

と
し
た
。M

は
ド
イ
ツ
語
の
絵
画
＝M

alerei 

のM

で
あ
る
。

九
一
年
、
カ
タ
ロ
グ
作
成
に
際
し
て
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
の
番
号
付
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
よ
り
正
確
に
は
八
六
年
の
一
時
、
帰
国
の
時
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京
都
で
購
入
し
た
写
経
の
た
め
の
蛇
腹
形
式
の
冊
子
に
水
彩
を
施
し
た
の
が
複
数
パ
ネ
ル
連
結
の
作
品
制
作
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
僕
の
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
研
究
の
開
始
で
も
あ
っ
た
の
だ
。︵2000

︶

　

横
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
絵
画
群
は
、
当
時
ア
ト
リ
エ
の
あ
っ
た
立
川
で
︿TA

系
﹀
と
し
て
体
系
付
け
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

そ
こ
で
の
基
地
跡
の
風
景
は
、地
平
線
は
低
く
水
平
に
永
遠
に
続
く
か
の
よ
う
に
伸
び
、視
線
の
大
半
は
空
に
注
が
れ
遠
の
い
て
い
っ

て
し
ま
う
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

そ
ん
な
水
平
感
の
強
い
風
景
が
モ
デ
ル
の
原
型
と
な
り
、
偶
数
組
、
横
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
特
徴
を
備
え
た
絵
画
群
は
、
一
九
九
五

年
の
藤
野
へ
の
ア
ト
リ
エ
移
設
を
契
機
に
タ
イ
ト
ル
の
＂TA

＂
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。TA

と
はTA

chikaw
a

の
風
景
に
ち
な
ん

で
の
命
名
で
あ
っ
た
。︵2000

︶

　

Q
f 

が
モ
デ
ル
と
す
る
の
は
グ
レ
ー
ク
、
定
朝
の
掌
で
あ
り
、
ル
ー
ブ
リ
ョ
ッ
フ
の
ト
リ
ア
ー
デ
、
そ
の
視
線
の
構
造
、
集
中
性
で

あ
る
。
余
白
は
排
さ
れ
、
す
べ
て
の
線
は
、
画
面
を
め
ぐ
り
は
す
る
が
決
し
て
外
へ
は
脱
出
す
る
こ
と
な
く
画
面
に
と
ど
ま
り
、
ル
ー

ブ
リ
ョ
ッ
フ
や
定
朝
の
掌
に
沿
っ
て
画
面
内
を
左
へ
右
へ
、
そ
し
て
上
下
へ
、
更
に
奥
へ
あ
る
い
は
手
前
へ
と
キ
ュ
ー
ブ
を
型
づ
く
っ

て
い
く
の
だ
。
キ
ュ
ー
ブ
を
仮
想
し
た Q

f 

で
僕
が
実
現
を
目
指
す
空
間
性
は
、
そ
の
手
前
、
奧
の
層
が
断
絶
せ
ず
絶
え
間
な
く
連
動

す
る
連
続
性
で
あ
り
、
そ
の
集
中
性
に
あ
る
。
こ
の
試
み
は
、
ま
だ
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。︵2005. 4

︶
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縦
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
に
お
け
る
視
線
の
集
中
化
に
対
し
て
、
横
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
は
、
一
つ
の
固
定
さ
れ
た
視
線
で
は
な
く
横
へ
の

移
動
性
を
有
し
た
複
数
、
ポ
リ
フ
ォ
ー
カ
ス
な
視
線
に
よ
る
運
動
性
を
促
す
。
結
果
、
時
間
を
伴
っ
た
絵
巻
の
よ
う
な
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の

特
性
を
有
す
こ
と
に
な
る
。︵2006. 7

︶

　

現
象
学
心
理
学
者
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
カ
ッ
ツ
は
色
彩
に
つ
い
て
も
現
象
学
考
察
を
行
い
、
色
の
現
れ
方
を
﹁
表
面
色
﹂﹁
面
色
﹂﹁
空
間

色
﹂
の
三
つ
に
分
け
、﹁
面
色
﹂
の
現
れ
る
条
件
の
一
つ
と
し
て
距
離
感
の
喪
失
を
あ
げ
て
い
る
。

　

確
か
に
視
点
と
対
象
と
の
距
離
が
失
わ
れ
る
と
、
直
交
す
る
視
線
に
対
面
す
る
対
象
は
そ
の
凹
凸
を
失
い
正
面
性
を
持
っ
た
平
ら
な

面
と
し
て
目
前
に
現
れ
る
。

　
﹁
面
色
﹂
で
は
色
彩
が
面
と
し
て
認
識
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
奥
行
感
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
、
色
彩
が
位
置
を
持
っ
て
は
い
け
な
い

の
だ
。
と
て
も
難
し
い
の
だ
が
、
タ
レ
ル
の
︽
オ
ー
プ
ン
ス
カ
イ
︾
体
験
は
ま
さ
に
面
色
体
験
な
の
だ
と
思
う
。

　

フ
レ
ー
ム
越
し
に
空
を
見
て
い
る
僕
ら
は
、
は
る
か
遠
く
に
あ
る
は
ず
の
空
が
、
僕
ら
に
近
づ
い
て
き
て
、
フ
レ
ー
ム
の
と
こ
ろ
で

ピ
タ
ッ
と
青
い
色
の
面
に
な
っ
た
瞬
間
を
体
験
す
る
、
こ
れ
が
面
色
体
験
な
の
だ
。
が
、
そ
の
次
の
瞬
間
、
青
か
っ
た
は
ず
の
色
は
も

は
や
青
く
は
な
く
、
色
は
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。

　

色
は
実
体
の
側
に
付
着
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
僕
ら
の
内
部
で
起
き
て
い
る
現
象
な
の
だ
。︵2006. 8

︶
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九
八
年
に
︽M

260 ta･K
K･ei

︾244

×354cm

︵3

枚
組
︶
を
制
作
し
た
の
で
し
た
。
そ
の
︿
奇
数
連
携
﹀
の
中
心
性
を
発
展
的
に

継
承
し
よ
う
と
縦
に
お
い
て
も
横
に
お
い
て
も
中
心
性
を
持
つ
正
方
形
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
で
の
試
み
と
し
て
︽M

307 Q
uadratfull 1

︾

を
制
作
し
た
の
で
し
た
。Q

uadrat

︵
独
︶
＝
正
方
形
、full

︵
英
︶
＝
充
満
。
す
な
わ
ち
正
方
形
の
画
面
が
色
彩
と
タ
ッ
チ
で
充
満
し

て
い
く
こ
と
か
ら
の
命
名
な
の
で
す
。
画
面
に
は
実
は
キ
リ
ス
ト
の
磔
刑
図
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
︿Q

f 

﹀
系
と
し
て
展
開

し
て
い
き
ま
す
。︵2010

︶

　

色
彩
は
相
対
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
単
独
で
固
有
の
特
性
を
保
持
す
る
の
で
は
な
く
、
外
部
と
の
関
係
の
な
か
で
活
動
す
る
運
動
体

で
あ
る
。
そ
の
色
彩
の
有
機
的
性
格
は
絵
画
を
豊
か
な
運
動
体
と
す
る
が
同
時
に
色
彩
を
生
き
る
画
家
に
困
難
を
強
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
近
代
科
学
の
反
駁
と
し
て
、
主
観
性
を
と
り
戻
そ
う
と
し
た
ゲ
ー
テ
は
﹃
色
彩
論
﹄
を
著
し
、︿
高
昇
﹀
の

概
念
を
打
ち
立
て
、
黄
と
青
を
分
極
性
の
な
か
に
捉
え
そ
の
両
者
が
結
び
つ
く
こ
と
で
、
真
紅
＝Purpur

が
現
出
さ
れ
る
と
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
理
解
は
顔
料
の
混
合
に
よ
る
色
彩
創
出
の
実
践
の
場
に
い
る
画
家
に
と
っ
て
き
わ
め
て
難
し
い
。

　

が
、
そ
の
︿
高
昇
﹀
に
カ
ン
ト
以
降
、
美
術
に
求
め
ら
れ
続
け
て
い
る
︿
超
越
﹀
の
概
念
を
も
重
ね
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。︵2010. 11

︶　
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福
島
現
代
美
術
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
下
見
に
出
向
く
、
福
島
空
港
公
園
内
の
シ
ョ
ウ
ブ
苑
の
八
橋
の
下
に
は
群
を
な
し
て
小
さ
な
紫
の

花
が
咲
き
乱
れ
て
い
た
。
僕
は
、
そ
の
再
生
の
姿
を
︽
絵
画
の
た
め
の
垂
直
箱
窓
─FU

K
U

SH
IM

A

︾
の
縦
長
の
窓
で
垂
直
に
切
り
取

る
。︵2102. 6

︶

　

絵
画
は
人
と
正
対
す
る
よ
う
に
掲
げ
ら
れ
る
。
人
は
目
前
の
絵
画
を
前
に
、
し
っ
か
り
と
大
地
に
垂
直
に
立
ち
、
大
地
と
天
を
結
ぶ

垂
直
性
そ
の
も
の
と
対
峙
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
精
神
の
あ
り
か
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
純
粋
な
視
覚
体
験
で
あ
り
、
か
つ

身
体
体
験
で
も
あ
る
。
そ
の
使
命
の
た
め
に
︿
バ
ー
テ
ィ
カ
ル
﹀
の
縦
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
が
あ
る
。︵2012. 6

︶

　

垂
直
の
中
に
強
い
精
神
性
を
見
出
す
と
い
う
使
命
の
も
と
︿
バ
ー
テ
ィ
カ
ル
﹀
作
品
の
仕
事
を
加
速
さ
せ
た
い
。
一
方
、
津
波
の
後

の
あ
の
﹁
完
璧
な
水
平
の
風
景
﹂
は
水
平
に
対
す
る
僕
の
考
え
に
も
更
新
を
せ
ま
り
︿TA

﹀
系
絵
画
も
姿
を
変
え
て
い
く
こ
と
と
な

る
の
だ
ろ
う
。
で
も
焦
っ
て
は
い
け
な
い
。︵2013. 7

︶
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昨
日
は
研
究
紀
要
の
校
正
と
地
塗
り
と
水
研
ぎ
。
地
塗
り
と
水
研
ぎ
作
業
は
時
に
ホ
ワ
イ
ト
ア
ウ
ト
に
陥
る
。
視
線
の
焦
点
は
は
ぐ

ら
か
さ
れ
、
見
て
い
る
筈
の
支
持
体
の
位
置
は
喪
失
さ
れ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
る
の
は
自
己
と
客
体
の
関
係
な
の
だ
。
一
メ
ー

ト
ル
を
越
え
た
先
日
の
積
雪
、
そ
の
後
の
連
日
の
除
雪
作
業
も
そ
う
だ
っ
た
の
だ
が
、
白
の
内
部
で
の
仕
事
が
続
い
て
い
る
。︵2014. 2. 

27

︶

　

朝
霧
の
中
、
車
を
走
ら
せ
る
。

　

グ
レ
ー
の
厚
い
雲
。
時
よ
り
太
陽
の
陽
が
ほ
ん
の
り
と
や
や
大
き
な
円
形
で
現
れ
る
、
黄
色
味
を
帯
び
て
い
る
。

　

ゲ
ー
テ
が
言
う
ト
リ
ュ
ー
べ
、T

ruebe

、
翳
り
、
く
も
り 

だ
。
曇
り
を
通
し
て
光
を
見
る
と
黄
が
、
闇
を
見
る
と
青
が
現
れ
る
。

曇
り
、
翳
り
を
と
お
し
て
色
彩
は
現
れ
る
と
し
た
ゲ
ー
テ
。

　

ド
イ
ツ
で
の
ゲ
ー
テ
﹃
色
彩
論
﹄
の
出
版
は
一
八
一
〇
年
。
英
訳
版
が
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の
一
八
四
〇
年
、
英
国
で
色
彩
論
を
読

ん
だ
タ
ー
ナ
ー
は｢W

hat!! B
lue and Yellow｣

と
ノ
ー
ト
へ
の
書
き
込
み
を
の
こ
し
、
最
晩
年
の
彼
の
画
面
は
堰
を
切
っ
た
か
の
よ
う

に
劇
的
に
変
化
を
遂
げ
る
。
そ
の
タ
ー
ナ
ー
絵
画
を
普
仏
戦
争
中
、
英
国
で
モ
ネ
は
観
、
ま
も
な
く
一
八
七
二
年｢

日
の
出
、
印
象｣

を

描
く
の
で
あ
る
。︵2017. 11

︶
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﹁
絵
画
─
風
景
﹂

　
﹁A

ki-N
o

﹂　

厳
し
く
も
ゆ
っ
た
り
と
常
に
雄
々
と
在
る
山
⋮
⋮
私
の
ひ
く
線
、
色
が
、
こ
の
山
の
存
在
そ
の
も
の
に
も
、
あ
る
い
は

テ
ー
マ
そ
の
も
の
に
も
、
負
う
事
も
な
く
、
か
ら
め
と
ら
れ
る
事
さ
え
も
な
く
、
い
つ
の
日
か
、
そ
の
対
象
を
成
す
事
を
確
信
し
な
が

ら
⋮
⋮
左
手
車
窓
よ
り
浅
間
を
見
る
。︵1990. 10. 28

︶　

　

最
も
原
初
的
な
風
景
画
と
は
、
横
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
に
一
本
の
線
が
ひ
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
決
し
て
原
理
的
な
風
景

画
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
風
景
の
還
元
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
風
景
は
そ
の
原
初
的
な
像
・B

ild

を
備
え
て

い
て
、
我
々
の
視
線
を
受
け
止
め
、
我
々
を
見
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
本
の
線
が
分
け
る
も
の
は
、
我
々
が
立
つ
大
地
と
空
で
あ
り
、
横
長
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
、
水
平
性
の
原
理
は
、
風
景
の
持
つ
永

続
性
と
安
定
の
保
証
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
な
ぜ
今
﹁
風
景
﹂
な
の
だ
ろ
う
か
。︵2000. 7

︶
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幼
い
頃
の
奇
妙
な
イ
メ
ー
ジ
体
験
が
突
然
蘇
っ
た
。
早
朝
に
雨
戸
を
戸
袋
に
た
た
ん
で
い
く
、
戸
袋
に
し
ま
わ
れ
、
徐
々
に
厚
み
を

増
し
て
い
く
雨
戸
。
そ
の
側
面
の
厚
み
に
、
風
景
が
切
り
取
ら
れ
、
折
り
た
た
ま
れ
、
し
ま
わ
れ
て
い
っ
た
か
の
様
な
妙
な
感
覚
を
得

た
こ
と
が
想
い
起
こ
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。︵2005. 4

︶　

　

妻
有
で
の
山
の
稜
線
の 
光
景
・V

iew
 

が
小
屋
の
窓
に
よ
っ
て
像
と
し
て
切
り
取
ら
れ
、
そ
の
像
が
絵
画
化
さ
れ
展
示
さ
れ
る
。
そ

の
展
示
さ
れ
た
絵
画
を
カ
ッ
ト
ア
ッ
プ
す
る
小
屋
が
制
作
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
像
が
新
た
な
絵
画
と
し
て
実
体
を
持
つ
。

　

こ
の
﹁
絵
画
﹂
と
﹁
見
晴
ら
し
小
屋
﹂
を
介
し
た
像
の
交
通
が
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
の
像
、
す
な
わ
ち
﹁
光
景
・V

iew

﹂﹁
像
・

B
ild

﹂﹁
仮
の
像
・Schein

﹂﹁
絵
画
・
像
﹂
の
循
環
性
と
像
の
重
層
化
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
個
展
終
了
後
ま
も
な
く
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
二
三
日
。
こ
の
地
域
妻
有
は
大
地
震
に
襲
わ
れ
る
。
隣
接
す
る
山
古

志
村
で
は
、
見
上
げ
る
山
は
す
が
た
を
変
え
、
見
る
べ
き
対
象
、
視
線
を
送
り
届
け
る
対
象
を
人
々
は
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
絶

望
は
計
り
知
れ
な
い
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
時
も
、
い
や
む
し
ろ
だ
か
ら
こ
そ
、
視
線
の
送
り
届
け
先
と
し
て
、
そ
し
て
そ
の
視
線
を
反

射
さ
せ
人
々
を
見
つ
め
返
す
た
め
に
も
絵
画
は
待
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
こ
そ
そ
の
失
わ
れ
た 

風
景
／
像 

＝ 

発
信
す
る
像
／
膜 

の
裏
側
に
画
家
は
回
り
込
み
、
山
そ
の
も
の
を
作
る
の
で
あ
る
。︵2005
︶

　

風
景
の
起
源
、
そ
れ
は
地
形
の
発
生
と
そ
れ
を
見
る
人
の
視
線
が
結
び
つ
き
、
人
々
の
視
線
の
束
が
像
・B

ild

を
形
成
し
た
時
で
あ
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ろ
う
。

　

以
来
、
風
景
は
人
々
の
営
み
の
中
に
あ
り
、
そ
こ
に
は
時
間
軸
を
超
え
た
超
越
性
と
普
遍
性
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
絵
画
に
こ
そ

託
さ
れ
た
精
神
性
、
普
遍
性
と
も
深
く
通
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。︵2006. 7

︶

　

山
が
あ
り
、
山
の
あ
る
風
景
の
内
に
人
々
が
居
る
、
そ
れ
は
太
古
か
ら
続
い
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
如
何
な
る
時
も
人
々
は
地
形
の
内
側
に
あ
っ
て
、
風
景
を
見
、
風
景
に
見
守
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
視
線
の
双
方
向
性
は
、
聖
堂
内
の
聖
域
を
仕
切
る
聖
画
像
壁
、
イ
コ
ノ
ス
タ
シ
ス
へ
そ
そ
が
れ
る
人
々
の
視
線
と
、
聖
堂
内
の

人
を
見
守
る
か
の
様
に
集
中
す
る
個
々
の
イ
コ
ン
か
ら
の
眼
差
し
、
そ
の
視
線
の
双
方
向
構
造
と
も
重
な
る
の
で
あ
る
。︵2006. 7

︶

　

水
平
に
拡
が
る
筈
の
そ
の
風
景
は
、
盆
地
と
も
台
地
と
も
定
ま
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
。
思
え
ば
、
文
化
と
は
地
形
的
に
は
水
平
の
拡

が
り
を
意
味
す
る
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
。︵2007. 11

︶

　

そ
も
そ
も
風
景
と
は
＂
近
代
的
個
人
＝
主
体
＂
の
出
現
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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風
景
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
人
々
の
視
線
が
風
景
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
在
る
も
の
は
地
形
や

光
景
で
あ
り
、
人
々
が
そ
こ
に
視
線
＝
眼
差
し
を
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
風
景
が
生
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
形
成
す
る
の
は
デ
カ

ル
ト
が
言
う
よ
う
に
、
近
代
的
個
人
、
世
界
を
視
線
で
秩
序
づ
け
る
主
体
な
の
で
あ
る
。︵2010

︶

　

風
景
を
見
、
風
景
に
見
守
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。
そ
こ
に
は
信
仰
に
も
似
た
視
線
の
純
粋
性
と
普
遍
性
が
あ
る
。
し
か
し
時
と

し
て
普
遍
的
と
思
わ
れ
た
対
象
が
絶
対
性
を
失
う
こ
と
が
あ
る
。
い
つ
も
見
上
げ
た
山
は
姿
を
変
え
、
松
の
群
林
は
奇
跡
の
一
本
の
み

を
残
し
、
見
る
べ
き
対
象
、
視
線
の
お
く
り
と
ど
け
ら
れ
て
い
た
対
象
を
人
々
は
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
絶
望
の
大
き
さ
は
計
り

識
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
様
な
時
も
、
い
や
む
し
ろ
だ
か
ら
こ
そ
、
絵
画
は
、
絵
は
待
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
藤
野
に
て
︵2005. 4

／
加
筆2012. 9

︶

　

視
点
と
見
ら
れ
る
対
象
と
の
中
間
の
場
こ
そ
が
、風
景
を
生
成
さ
せ
る
場
で
あ
り
、風
景
は
像
と
し
て
現
出
す
る
の
で
あ
る
。︵2012. 9

︶

　

あ
の
津
波
が
去
っ
た
あ
と
に
残
さ
れ
た
﹁
完
璧
な
水
平
の
風
景
﹂
は
、
僕
が
今
ま
で
確
信
と
し
て
い
た
︿TA

系
絵
画
﹀
の
安
定
や
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永
続
性
に
結
び
つ
く
水
平
原
理
に
も
揺
さ
ぶ
り
を
掛
け
た
の
だ
っ
た
。
だ
が
僕
が
こ
の
事
と
し
っ
か
り
と
対
峙
す
る
こ
と
か
ら
逃
れ
な

い
の
な
ら
ば
、
い
ず
れ
は
異
な
っ
た
原
理
を
導
き
出
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。︵2013. 8

︶

　
　
　
﹁
絵
画
の
生
成
─
原
理
﹂

　

僕
が
絵
を
描
く
の
は
、
世
界
を
知
っ
て
み
た
い
、
世
界
に
触
れ
て
み
た
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。︵1998. 4

︶

　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
展
開
の
中
で
風
景
が
重
要
な
役
を
果
た
さ
な
く
な
っ
て
久
し
い
。
風
景
に
限
ら
ず
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
還
元
化
の
渦
中
、

絵
画
の
背
後
に
あ
っ
た
文
学
性
、
そ
し
て
信
仰
性
を
含
む
精
神
性
な
ど
多
く
の
も
の
が
必
要
の
な
い
も
の
に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
今
、

画
家
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
絵
画
の
裏
側
に
回
り
一
旦
手
放
し
て
し
ま
っ
た
も
の
を
再
度
確
認
し
、
強
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。︵2007

︶
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そ
も
そ
も
︿
絵
画
﹀
は
本
質
的
に
懐
疑
性
を
内
包
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
︿
絵
画
﹀
が
そ
の
発
生
か
ら
︿
像
﹀
と
し
て
の
存
在
、
実

体
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
の
も
と
︿
絵
画
﹀
は
実
体
で
は
な
い
も
の
の
側
に
立
ち
、
時
に
︿
像
﹀
と
し
て
実
体
で
は
な
い

も
う
一
方
の
真
実
﹁
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
﹂
な
も
の
と
し
て
、
世
界
の
困
難
に
立
ち
向
か
い
真
実
と
理
想
を
追
い
求
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

︵2010. 9

︶

　

今
、︿
像
﹀ 

／ ︿
絵
画
﹀
を
考
え
る
こ
と
、
今
、
そ
れ
ぞ
れ
の
眼
前
に
発
生
し
つ
つ
あ
る ︿
絵
﹀ 

を
、
面
上
に
散
ら
ば
っ
た
そ
れ
ぞ
れ

の
点
と
の
関
係
の
な
か
で
、
そ
し
て
綿
々
と
連
な
っ
た
絵
画
の
帯
の
な
か
で
も
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
。

　

そ
れ
は
、 ︿
絵
﹀
か
ら ︿
絵
画
﹀ 

へ
﹀
の
昇
華
の
瞬
間
に
導
い
て
い
く
に
違
い
な
い
。︵2010. 9

︶

　

絵
画
は
思
索
の
場
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
今
ま
で
の
作
品
を
振
り
返
っ
て
く
る
と
、
そ
の
時
々
の
作
品
は
次
な
る
思
索
を

僕
に
与
え
る
た
め
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
く
る
の
だ
っ
た
。
僕
の
つ
く
り
だ
し
た
作
品
が
次
の
思
索
を
生
み
、
次
の
作
品
が
生
み

出
さ
れ
る
。︵2010) 
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視
線
の
双
方
向
性
に
つ
い
て
初
め
て
意
識
し
た
の
は
八
七
年
の
ロ
シ
ア
で
の
イ
コ
ン
体
験
で
あ
っ
た
。
教
会
内
で
は
、
乏
し
い
光
の

も
と
イ
コ
ン
壁
を
前
に
老
婦
が
立
ち
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
聖
人
た
ち
に
む
け
て
視
線
を
注
い
で
い
た
。
そ
の
姿
は
同
時
に
静
謐
の
な
か

多
く
の
聖
人
に
見
守
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
思
え
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
見
、
見
ら
れ
る
関
係
、
視
線
の
双
方
向
性
が
あ
り
、

絵
画
か
ら
の
視
線
、
絵
画
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
あ
る
よ
う
に
思
え
た
の
だ
っ
た
。︵2010. 12

︶

　

２
个
月
が
過
ぎ
、
復
旧
の
兆
し
が
ほ
ん
の
少
し
感
じ
ら
れ
つ
つ
も
，
福
島
原
発
は
落
ち
着
い
た
日
常
を
僕
ら
か
ら
奪
い
続
け
、
そ
れ

ぞ
れ
の
専
門
性
は
問
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
中
、
聖
顔
布
が
絵
画
の
ひ
と
つ
の
起
源
で
あ
る
よ
う
に
﹁
救
済
﹂
に
そ
の

使
命
を
持
つ
美
術
の
果
た
す
役
割
も
ま
た
問
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。︵2011. 5

︶

　

完
璧
な
水
平
性
は
異
な
っ
た
原
理
を
導
き
だ
す
か
も
し
れ
な
い
。
全
て
の
前
提
で
あ
っ
た
し
っ
か
り
と
し
た
大
地
は
亀
裂
を
起
こ
し

傷
つ
き
不
安
定
で
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
液
状
化
で
ぬ
か
る
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
絵
画
、
そ
れ
は
大
地
の
側
に
は
属

す
こ
と
な
く
地
上
か
ら
は
浮
い
た
と
こ
ろ
に
現
出
す
る
の
だ
。
と
改
め
て
僕
に
は
思
え
る
の
だ
。︵2013. 7

︶



184

　

確
信
は
よ
り
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
た
だ
そ
こ
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
距
離
の
深
ま
り
を
実
感
し
孤
立
感
は
増
す
。

で
も
そ
ん
な
ナ
イ
ー
ブ
な
感
覚
を
も
っ
て
い
る
余
裕
は
な
い
、
確
信
を
実
証
す
る
作
品
を
か
た
ち
に
し
な
け
れ
ば
、
現
前
化
を
急
が
ね

ば
。︵2013. 8. 15
︶

　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
期
の
現
象
学
の
概
念
﹁
斜
映
﹂
＝A

bschattung 

に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。

　

実
は
そ
の
射
影
概
念
と
絵
画
の
本
質
は
通
低
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
絵
画
の
ほ
つ
れ
を
解
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

邦
訳
で
は
﹁
斜
映
﹂
と
さ
れ
る
が
、Schatten 
と
は
影
、
陰
影
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
絵
画
生
成
と
は
絵
画
平
面
上
の
空
間
化
で
あ
る
。

そ
の
空
間
化
は
陰
影
に
よ
っ
て
実
現
が
果
た
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
、︿
絵
画
生
成
／
明
暗
・
色
彩
﹀
の
本
質
的
問
題
が
顕
現
さ
れ
る
と
い
う
の
が
僕
の
考
え
な
の
だ
。

　

絵
画
生
成
＝
陰
影
付
け
る
↓
現
象
の
実
体
化
︵
実
際
の
世
界
に
位
置
を
得
る
︶
さ
れ
る
。
＝
平
面
で
あ
る
絵
画
が
異
な
っ
た
空
間
性

を
示
す
。

　

明
暗
に
よ
る
陰
影
付
け
は
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
色
彩
の
場
合
そ
の
明
暗
以
外
の
諸
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

　

合
理
性
の
み
で
は
捉
え
得
ら
れ
な
い
非
整
合
な
含
み
あ
る
有
機
性
が
生
じ
る
。
そ
こ
に
絵
画
の
魅
力
と
絵
画
が
思
索
の
対
象
と
な
る

所
以
が
あ
る
の
だ
。

　

絵
画
実
現
の
困
難
、
そ
れ
は
世
界
そ
の
も
の
の
困
難
で
も
あ
る
。
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こ
の
絵
画
概
念
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
射
影
概
念
に
は
蓋
然
性
が
あ
る
。
の
で
は
？
︵2015. 2. 16

︶　

　

絵
画
の
形
成
に
は
時
間
が
か
か
る
。
精
進
あ
る
の
み
。
高
松
展
追
思
︵2015. 2

︶

　

若
い
人
た
ち
は
﹁
二
次
元
﹂
と
呼
び
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
自
分
た
ち
だ
け
の
﹁
も
う
一
つ
の
世
界
﹂
を
生
き
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
の

特
権
性
を
強
調
す
る
の
だ
が
、
絵
画
は
ず
ー
と
そ
の
二
次
元
を
生
き
て
き
た
の
だ
。︵2016

︶

　

ゲ
ー
テ
に
倣
っ
て
、＂
原
＂
を
付
け
﹁
原
絵
画
﹂﹁U

r

絵
画
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。︵2016

︶

　

正
月
に
凧
揚
げ
を
思
う
。
四
角
い
凧
を
空
高
く
飛
ば
す
、
上
空
に
小
さ
く
揚
が
っ
た
凧
を
見
る
と
、
も
は
や
そ
れ
は
空
に
属
し
て
い

る
か
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
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絵
画
が
床
置
き
に
さ
れ
る
の
で
は
な
く
壁
に
掲
げ
よ
う
と
さ
れ
る
の
は
、
床
す
な
わ
ち
現
実
の
側
に
絵
画
が
属
す
の
で
は
な
く
、
異

な
っ
た
志
向
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
実
体
で
あ
る
大
地
か
ら
離
れ
、
上
空
の
観
念
の
世
界
に
向
か
う
志
向
性
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
大
空
に
浮
か
ぶ
四
角
い
凧

は
地
上
の
僕
ら
の
手
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
。
一
度
そ
の
紐
が
切
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
た
ち
ま
ち
そ
の
矩
形
の
薄
い
平

面
は
地
上
に
落
下
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
こ
で
地
上
の
人
、
画
家
は
し
っ
か
り
と
筆
を
に
ぎ
り
し
め
、
絵
画
を
中
空
に
掲
げ
よ
う
と
す

る
の
だ
。︵2016. 1

︶

　

絵
は
ほ
と
ん
ど
の
人
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
は
な
い
。
絵
を
観
る
こ
と
の
で
き
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

　

絵
を
観
る
こ
と
を
仕
事
と
し
て
い
る
人
も
、
文
脈
を
咀
嚼
し
、
言
説
に
沿
っ
て
観
て
い
る
こ
と
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
、
な
ぞ
っ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。　

　

だ
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
の
で
き
る
人
を
僕
は
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
人
に
向
け
て
今
日
も
制

作
を
重
ね
る
。︵2016

︶

　

絵
画
は
あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ウ
ム
の
中
で
最
も
歴
史
が
あ
る
。

　

人
が
﹁
絵
画
﹂
を
論
じ
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
れ
は
既
に
人
類
の
伝
達
の
文
脈
を
語
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
﹁
絵
画
﹂
は
重
要
な
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の
だ
。︵2017. 5

︶

　
　
　
﹁
絵
画
の
外
部
性
世
界
─
時
間
・
空
間
﹂

　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
系
譜
に
あ
っ
て
、
今
ほ
ど
楽
観
的
に
絵
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。︵2010. 9

︶

　

確
信
は
よ
り
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
。た
だ
そ
こ
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
む
し
ろ
遠
の
い
て
い
っ
て
し
ま
う
。︵2010. 9

︶

　

絵
画
は
正
面
に
観
者
を
引
き
ず
り
出
し
そ
の
定
点
に
立
た
せ
る
。
絵
画
を
論
じ
よ
う
と
す
る
時
、
視
線
の
異
方
性
は
極
め
て
重
要
だ
。

唯
一
の
視
点
場
、
絵
画
の
正
面
性
を
僕
も
強
く
思
う
。

　

だ
が
問
題
を
そ
こ
に
留
め
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
唯
一
の
視
点
場
に
た
ど
り
着
く
ま
で
の
間
も
人
は
そ
の
絵
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
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実
は
そ
の
間
に
目
に
し
た
無
数
の
像
が
蓄
積
さ
れ
、
絵
の
具
や
下
地
の
艶
や
質
感
、
筆
触
そ
の
厚
み
な
ど
の
理
解
は
深
ま
る
の
だ
。
そ

れ
は
実
体
と
し
て
絵
画
が
生
々
し
く
受
け
止
め
ら
れ
、
唯
一
の
像
に
そ
の
実
体
と
し
て
の
生
々
し
さ
が
重
ね
ら
れ
る
瞬
間
で
も
あ
り
、

像
は
絵
画
と
な
り
有
機
性
と
生
気
感
を
増
す
の
だ
。︵2015. 1

︶

　

専
門
性
追
求
が
否
定
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
専
門
性
そ
の
も
の
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
内
部
の
中
で
完
結

し
外
部
に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
他
と
の
関
係
が
築
か
れ
な
い
か
ら
⋮
⋮
。︵2015. 1. 

15

︶

　

普
遍
と
い
う
言
葉
が
響
か
な
く
な
っ
て
久
し
い
。

　

確
か
に
こ
の
多
文
化
主
義
、
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ャ
リ
ズ
ム
の
こ
の
共
時
を
生
き
よ
う
と
し
た
時
、
こ
と
さ
ら
そ
れ
は
強
く
意
識
さ
れ
る
。

だ
が
そ
れ
を
表
現
者
の
立
場
と
し
て
共
時
的
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
異
な
っ
た
時
間
軸
に
求
め
よ
う
と
す
る
設
定
は
許
さ
れ
る
は
ず

で
あ
る
。︵2015. 1. 20

︶
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線
で
も
面
で
も
な
く
点
が
あ
る
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
。

　

連
続
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
線
、
そ
れ
ら
の
集
合
と
し
て
生
成
さ
れ
る
面
で
は
な
く
、
す
べ
て
が
点
と
し
て
文
脈
が
断
た
れ
た
姿
と

し
て
あ
る
よ
う
に
。
な
ら
ば
濃
い
色
の
点
に
な
る
こ
と
。︵2015. 1. 27

︶

　
　
　
﹁
二
つ
の
世
界
と
中
間
領
域
﹂

　

視
線
の
双
方
向
、
つ
ま
り
﹁
見
、
見
ら
れ
る
﹂
関
係
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
の
主
体
と
客
体
の
中
間
に
現
れ
る
像
の
位
置
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

た
と
え
ば
ロ
シ
ア
教
会
に
は
礼
拝
の
対
象
、
視
線
の
送
り
届
け
先
と
し
て
イ
コ
ノ
シ
タ
シ
ス
と
呼
ば
れ
る
イ
コ
ン
壁
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
裏
側
に
は
聖
者
の
み
が
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
聖
な
る
空
間
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
京
都
、
平
等
院
に
お
い
て
も
阿
弥
陀
如

来
像
の
入
る
鳳
凰
堂
の
前
に
は
池
が
ひ
ろ
が
り
、
池
越
し
の
対
岸
か
ら
人
々
は
阿
弥
陀
如
来
を
見
る
の
で
す
が
、
そ
の
阿
弥
陀
如
来
像

の
前
に
は
丸
窓
の
つ
い
た
仕
切
り
壁
が
設
置
さ
れ
て
い
て
、
金
箔
の
張
ら
れ
た
弥
陀
如
来
の
顔
が
陽
を
反
射
さ
せ
な
が
ら
、
丸
窓
越
し

に
く
っ
き
り
と
現
れ
、
ま
る
で
眼
差
し
の
よ
う
に
、
対
岸
で
見
る
人
々
に
注
が
れ
る
の
で
す
。
こ
の
場
合
、
人
々
に
む
け
て
注
が
れ
る

阿
弥
陀
如
来
の
仮
象
は
丸
窓
上
で
膜
状
化
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
像
の
本
体
が
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
は
西
方

の
極
楽
浄
土
が
拡
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
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視
線
の
双
方
向
、﹁
見
、
見
ら
れ
る
﹂
関
係
の
中
間
の
現
れ
る
像
を
生
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
画
家
の
仕
事
と
は
、
画
面
の
表
面
に
で

は
な
く
画
面
の
背
後
に
こ
そ
あ
る
の
だ
と
思
え
て
く
る
の
で
す
。︵2007

︶

　

三
月
十
一
日
以
来
、
そ
の
日
を
契
機
に
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
は
、
厳
し
く
そ
の
本
質
と
胆
力
を
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
美
術
も

ま
た
圧
倒
的
な
現
実
を
前
に
美
術
の
位
置
、
役
割
を
問
わ
れ
、
聖
顔
布
を
起
源
の
一
つ
と
す
る
絵
画
も
そ
の
使
命
が
強
く
問
わ
れ
て
い

る
。
絵
画
は
実
体
で
あ
り
虚
で
あ
る
両
義
を
生
き
て
い
る
。

　

今
回
の
よ
う
に
圧
倒
的
な
現
実
を
前
に
し
た
時
、
現
実
か
ら
は
遠
い
と
こ
ろ
に
現
出
す
る
＂
リ
ア
リ
テ
ィ
の
世
界
＂
は
、
現
実
か
ら

乖
離
し
た
絵
空
事
の
よ
う
に
も
映
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

現
実･

リ
ア
ル
な
世
界
は
、
こ
の
世
界
と
非
常
に
よ
く
似
た
、
し
か
し
実
体
を
持
た
な
い
精
神
だ
け
の
も
う
一
つ
の
世
界
と
隣
接
し

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
は
真
理
や
普
遍
の
世
界
で
あ
り
、
黄
泉
の
国
、
ま
だ
生
ま
れ
て
こ
な
い
人
々
の
世
界
で
、
そ
の
世
界

と
の
接
近
を
人
々
は
崇
高
と
か
超
越
と
呼
ぶ
の
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
世
界
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
重
な
り
合
い
、
そ
こ
に
す
き
間
を
生
じ

さ
せ
て
い
る
。
そ
の
両
義
の
中
間
領
域
こ
そ
が
現
出
の
場
な
の
で
あ
り
、
そ
の
現
出
は
リ
ア
リ
テ
ィ
、
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
、
シ
ャ
イ
ン
、

ア
ン
フ
ラ
マ
ン
ス
な
ど
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

　

絵
画
、
そ
れ
は
実
体
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
空
間
性
に
働
き
か
け
る
像
、
薄
い
膜
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
現
実
、
リ
テ

ラ
ル
の
側
に
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
実
・
リ
ア
ル
を
超
え
、
実
体
性
と
超
越
性
を
確
保
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
の
だ
。︵2012. 1

︶
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そ
も
そ
も
﹁
絵
﹂
そ
の
も
の
が
﹁
も
う
一
つ
の
世
界
﹂
な
の
で
あ
る
。

　
﹁
像
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
、
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
模
像
性
、﹁
≒
﹂
ニ
ア
リ
ー
イ
コ
ー
ル
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

実
体
あ
る
平
面
上
の
表
面
に
そ
の
﹁
像
﹂
を
宿
す
絵
画
は
、
そ
れ
自
体
が
も
と
も
と
﹁
も
う
一
つ
の
世
界
﹂
な
の
で
あ
る
。︵2012

︶

　

像
が
現
出
す
る
場
と
は
、
精
神
の
イ
デ
ア
な
る
世
界
で
も
あ
り
、
現
実
の
世
界
で
も
あ
る
そ
の
両
方
の
世
界
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
両

義
の
場
。
そ
の
二
つ
の
世
界
が
わ
ず
か
に
重
な
り
合
う
中
間
領
域
。
絵
画
が
現
出
す
る
場
所
は
こ
う
い
う
場
所
な
の
で
し
ょ
う
。︵2013. 

7. 26

︶

　
﹁
現
実
の
世
界
﹂
と
﹁
も
う
一
つ
の
世
界
﹂、
そ
の
二
つ
の
重
な
り
あ
う
場
に
像
は
現
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
像
は
非
リ
テ
ラ
ル
な
も

の
で
、
そ
の
重
な
り
合
う
両
義
の
場
で
水
平
方
向
に
牽
引
と
反
撥
を
繰
り
返
し
活
動
す
る
の
で
す
。
そ
の
像
の
特
性
は
い
ろ
い
ろ
な
言

い
方
が
さ
れ
て
き
て
い
て
、
例
え
ば
リ
ヒ
タ
ー
の
場
合
は
﹁
シ
ャ
イ
ン
﹂
と
呼
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
し
、
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
は
﹁
シ

ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
﹂
と
呼
び
、
そ
の
あ
り
よ
う
を
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
﹁
ア
ン
フ
ラ
マ
ン
ス
﹂
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
よ
う
で
す
。︵2013. 

7. 26

︶
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ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
所
有
し
て
い
た
﹃
新
し
い
天
使
﹄
の
他
総
数52

点
制
作
さ
れ
た
天
使
は
、
天
と
地
の
中
間
領
域
に
住
み
二
つ
の
世
界

を
行
き
来
す
る
。
墓
碑
に
刻
ま
れ
た
ク
レ
ー
の
あ
の
有
名
な
言
葉
﹁
此
岸
で
わ
た
し
を
捕
ま
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
た
し
は
好
ん

で
死
者
た
ち
と
、
未
だ
生
ま
れ
ざ
る
も
の
と
の
領
域
に
住
み
つ
い
て
い
る
か
ら
。
⋮
⋮
﹂
こ
の
彼
岸
／
此
岸
、
天
上
界
／
地
上
界
を
、

天
使
は
往
復
運
動
を
繰
り
返
し
、
そ
の
中
間
領
域
に
リ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
私
た
ち
に
む
け
て
現
前
を
果
た
す
非
人
間
的
か

つ
非
絶
対
者
的
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
二
つ
の
世
界
を
つ
な
ぐ
の
で
あ
る
。
ク
レ
ー
が
描
く
天
使
、
そ
れ
は
リ
オ
タ
ー
ル
の
言
う
非
物

質
的
物
質
で
あ
り
、
色
彩
の
特
質
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
絵
画
を
そ
れ
に
重
ね
あ
わ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。︵2013. 8. 

19

︶

　

人
は
世
界
を
水
平
と
垂
直
の
グ
リ
ッ
ド
で
捉
え
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
れ
は
近
代
の
合
理
的
世
界
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
い
つ
か
ら
か
世
界
が
水
平
と
垂
直
で
あ
る
か
の
よ
う
な
思
い
違
い
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

水
平
性
と
垂
直
性
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
大
地
に
人
が
ま
っ
す
ぐ
に
立
ち
、
天
と
地
を
結
ぶ
不
可
視
の
垂
直
軸
と
対
峙
す
る
こ
と
を

と
お
し
て
精
神
が
明
確
さ
を
増
し
て
い
く
、
い
わ
ば
身
体
体
験
で
も
あ
る
。

　

だ
か
ら
絶
対
で
あ
る
は
ず
の
大
地
が
揺
ら
さ
れ
る
今
回
の
身
体
体
験
は
、
水
平
性
と
垂
直
性
の
グ
リ
ッ
ド
で
世
界
を
捉
え
よ
う
と
す

る
モ
デ
ル
ネ
の
思
念
そ
の
も
の
へ
の
抜
本
的
な
揺
さ
ぶ
り
を
続
け
て
い
る
。
か
つ
今
は
、
全
て
の
前
提
で
あ
っ
た
し
っ
か
り
と
し
た
大

地
、
数
値
化
さ
れ
た
科
学
は
、
思
想
は
、
亀
裂
を
起
こ
し
、
傷
つ
き
、
液
状
化
で
ぬ
か
る
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
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そ
こ
で
大
地
に
は
属
さ
な
い
絵
画
は
、
そ
の
地
上
か
ら
少
し
浮
い
た
と
こ
ろ
に
現
出
す
る
﹁
像
─
絵
画
﹂
こ
そ
は
、
傷
つ
き
液
状
化

し
た
大
地
へ
の
救
済
に
向
か
え
る
の
だ
。
と
僕
に
は
思
え
る
。︵2013. 8. 28

︶

　

早
朝
、
伊
勢
神
宮
外
宮
を
参
る
。

　

5
時
半
、
徐
々
に
む
か
え
る
曙
の
中
、
真
新
し
く
清
々
し
い
正
殿
が
、
隣
の
式
年
遷
宮
を
終
え
る
前
の
東
の
御
敷
地
内
の
正
殿
と
と

も
に
強
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で
現
れ
る
。

　

一
見
、
鏡
像
を
は
さ
ん
だ
一
対
に
見
え
る
こ
の
二
つ
の
世
界
は
、
新
旧
の
連
続
の
変
化
の
姿
で
は
な
い
。
完
全
に
原
型
︵U

rtyp

︶

の
み
を
保
全
す
る
連
続
性
の
た
め
の
式
年
遷
宮
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
内
部
で
遂
行
さ
れ
る
断
絶
。
そ
れ
は
姿
も
か
た
ち
も
持
た
な
い
抽

象
的
な
力
の
模
像
ゆ
え
の
差
異
を
生
ま
な
い
永
続
を
担
保
す
る
方
法
。︵2013. 11. 17

︶

　

展
覧
会
も
最
終
盤
、
後
4
日
間
を
残
す
の
み
。

　
﹁
側
壁
に
広
が
る
新
作
も
含
め
、
絵
画
の
媒
介
的
性
格
を
強
く
訴
え
か
け
る
、
そ
れ
で
い
て
静
謐
な
作
品
群
﹂
と
の
指
摘
を
受
け
る
。

媒
介
性
。﹁
浮
か
ぶ
像
・
現
出
の
場
﹂
と
名
付
け
た
今
回
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ま
さ
に
媒
介
性
へ
の
関
心
と
そ
の
位
置
、
そ

の
前
提
と
な
る
︿
現
実
の
世
界
﹀
と
︿
も
う
一
つ
の
精
神
だ
け
の
世
界
﹀
の
二
つ
の
世
界
。　

　
︿
媒
介
﹀
︱　

M
edium

・
代
理
・Representation

・
天
才
・
天
使
・
霊
媒
⋮
⋮
。
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︿
媒
介
﹀
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
作
品
を
動
か
し
て
い
く
予
感
。

﹁
ア
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
青
梅2013　

浮
か
ぶ
像
・
現
出
の
場
﹂︵2013. 12. 5

︶

　
　
　
﹁
窓
／
枠
─
膜
状
性
─
現
出
す
る
像
﹂

﹁
絵
画
﹂
と
﹁
見
晴
ら
し
小
屋
﹂
を
介
し
た
像
の
交
通
、
す
な
わ
ち
光
景
・view

と
像
・B

ild

の
運
動
は
、
矩
形
の
も
と
で
の
膜
状
化

に
よ
る
絵
画
生
成
へ
の
示
唆
を
僕
に
与
え
た
。︵2006

晩
秋
︶

　

ゲ
ー
テ
は
﹁
本
質
は
現
象
の
中
に
こ
そ
あ
る
﹂
と 

喚
起
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
反
駁
と
し
て
﹃
色
彩
論
﹄
を
著
し
た
。

　

膜
状
化
の
特
質
は
そ
の
現
象
と
深
く
関
わ
り
、
絵
画
の
本
質
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

　

絵
画
は
実
体
で
は
な
く
非
実
体
で
あ
る
色
彩
の
運
動
に
よ
っ
て
空
間
実
現
を
果
た
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
平
面
上
に
空
間
で
は
な

く
空
間
性
を
創
出
す
る
そ
の
絵
画
の
役
割
と
は
、
見
る
人
と
背
後
に
あ
る
真
理
の
中
間
に
も
う
一
つ
の
真
理
と
い
う
現
象
を
膜
の
上
に

定
着
す
る
こ
と
だ
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
た
め
に
は
絵
画
の
実
体
と
し
て
の
平
面
は
、
非
実
体
性
を
持
っ
た
膜
で
あ
り
、
そ
れ
を
﹁
像
・B

ild

﹂
と
僕
は
呼
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。︵2007

︶

　

枠
は
膜
状
化
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
。

　

対
象
は
枠
／
窓
を
と
お
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
非
実
体
性
を
獲
得
、
現
実
と
は
異
な
る
位
相
に
属
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ

の
時
3
次
元
の
対
象
は
減
じ
ら
れ
2
次
元
に
な
る
の
だ
が
、
む
し
ろ
減
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
。
そ

れ
は
取
り
も
直
さ
ず
真
実
と
虚
を
活
き
る
絵
画
が
絵
画
性
を
獲
得
し
た
こ
と
な
の
で
も
あ
る
。︵2007

︶

　

膜
状
性
は
僕
の
造
語
で
あ
る
。
目
に
し
て
い
る
対
象
が
平
面
性
を
帯
び
て
見
え
る
状
態
。
実
体
あ
る
も
の
が
、
本
来
持
っ
て
い
る
厚

み
を
失
い
、
薄
い
膜
状
の
も
の
と
し
て
認
知
さ
れ
る
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
見
て
い
る
像
が
改
め
て
仮
象
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
を

通
し
て
絵
画
の
本
質
を
現
出
さ
せ
る
。︵2008

︶

　

風
景
を
フ
レ
ー
ム
で
切
り
取
る
。
切
り
取
ら
れ
る
こ
と
で
風
景
は
僕
ら
に
所
属
し
始
め
る
。︵2012

︶
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絵
画
と
は
、
支
持
体
で
あ
る
平
面
の
上
に
色
材
な
ど
の
何
ら
か
の
施
し
を
加
え
、
リ
テ
ラ
ル
な
面
と
は
異
な
る
空
間
性
を
生
じ
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
か
に
自
然
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
空
間
で
は
な
く
空
間
性
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
。
そ

れ
は
像
、
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
な
薄
い
膜
、
す
な
わ
ち
平
ら
な
面
の
上
の
出
来
事
と
し
て
直
観
さ
れ
る
。
私
は
こ
れ
を
﹁
膜
状
性
﹂
と
名

付
け
て
い
る
。
絵
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
時
点
で
、
人
は
膜
状
化
さ
れ
た
像
の
み
を
見
る
の
で
は
な
く
視
線
と
直
交
す
る
平
面
の
膜
を

像
と
し
て
見
て
い
る
と
い
う
認
識
を
同
時
に
自
覚
し
て
い
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
窓
を
説
明
す
る
際
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
デ
ュ
ー

ラ
ー
の
﹃
測
定
術
教
本
﹄
の
図
中
で
は
、
枠
の
背
後
に
無
限
に
広
が
る
空
間
は
、
確
か
に
平
面
に
圧
縮
さ
れ
た
像
の
膜
状
性
を
示
し
は

す
る
が
、
こ
と
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
限
ら
ず
全
て
の
絵
画
に
と
っ
て
平
面
性
は
自
明
で
あ
る
。︵2013. 8. 19

︶

　

く
も
の
巣
の
美
し
い
形
成
構
造
が
光
を
受
け
、
平
ら
な
面
を
現
出
さ
せ
た
瞬
間
、
あ
わ
い
と
し
て
透
明
な
仮
象
性
を
伴
っ
た
面
が
浮

か
び
上
が
っ
た
瞬
間
、
絵
画
の
生
成
の
現
場
に
立
ち
会
っ
た
よ
う
に
思
え
た
。︵2015. 6. 19

︶

﹁
像
﹂
と
は
、
そ
の
も
の
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
仮
象
的
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
実
在
︵Sein

︶



197

３．断章

の
側
で
は
な
く
仮
象
︵Schein

︶
の
側
に
属
す
る
。
そ
の
仮
象
性
に
こ
そ
像
の
本
質
が
あ
り
、
実
体
で
あ
る
大
地
に
で
は
な
く
中
空
に

位
置
し
、
そ
れ
は
エ
ー
テ
ル
的
で
も
あ
る
の
だ
。︵2017

︶



198

2015年（執筆2014）。
「〈魔鏡現象〉 － 《Qf・SHOH〈掌〉90 Holz》」…（http://www.toshiya-motai.com/）2014.1.30。
「「浮かぶ像･現出の場」に寄せて」…カタログ『アートプログラム青梅2013』p.44-45、2014年。リーフレッ

ト「《浮かぶ像－現出の場」》2013」2014年。
「新シリーズ〈Himmel Bild〉とパレットワゴン」…リーフレット「Himmel Bild」ギャラリー

TAGA2、2014年。
「皆既月食と制作 ― 壮大な想念体験」…母袋俊也Facebook 2014.11.1。
「造形大卒業式2015」…母袋俊也Facebook　2015.3.20。
「モノタイプ制作－ 〈版－現出〉もう一つの世界に回り込んで」…リーフレット「〈版－現出〉もう一

つの世界に回り込んで」ギャラリー TAGA2、2015年。
「二つの〈ヤコブの梯子〉そして空」…カタログ『アートプログラム青梅2015』p.36-37、2016（執筆

2015）。
「眼底撮影　内の内、外の外の外」…母袋俊也Facebook　2016.3.17。
「丸木美術館「光明の種・post3.11」「原爆の図はふたつあるのか」」…母袋俊也Facebook　2016.8.1。
「母袋俊也展《Koiga-Kubo》1993/2017　そして〈Qf〉」に寄せて」…カタログ「母袋俊也展  《Koiga-Kubo》

1993/2017 そして〈Qf〉」、2018年（執筆2017年）。

３．断章
「色彩・かたち・フォーマート」
「絵画－風景」
「絵画の生成－原理」
「絵画の外部性世界－時間・空間」
「二つの世界と中間領域」
「窓／枠－膜状性－現出する像」
　※断章は制作ノート、対談、インタヴューなどから抜粋掲載した。
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初出一覧（本著述集収録に当たり、一部の原稿に改編、削除等の修正を入れた）

１．論文
「絵画における精神性とフォーマート―偶数性と奇数性をめぐって」…『東京造形大学雑誌A7』p.71-

93、1992年。
「絵画の内側からみたゲーテ色彩論―実作家による色彩試論」…『モルフォロギア』27号「ゲーテと

近代絵画｣特集、p.37-65、2005年。（※タイトル「実作家による色彩試論―絵画の内側からみたゲー
テ色彩論」を「絵画の内側からみたゲーテ色彩論―実作家による色彩試論」と変更した）。

２．エッセイ
「画布のむこう側には」…カタログ「母袋俊也　絵画・水彩」ストライプハウス美術館、1990年。
「揺れる稜線のもとで」…カタログ「現代美術三人展」82文化財団、1995年。
「肉体としての絵画－ドローイングに寄せて」…『アクリラート』Vol.27、p.18-19、1996年。
「絵画－降り続く雪の層に寄せて」…「ZOKEI friend News」1998、東京造形大学校友会、1998年。
「タイトルとしての“ARTH・UR・S・SE・ATAR”」…リーフレット「母袋俊也ARTH・UR・S・

SE・ATAR」ギャラリー TAGA、2000年。
「在ることの確かさ」…『Fujino国際アートシンポジウム記録集』p.26、2005年（執筆2000年）
「“TA・SHOH―Qf・SHOH 《掌》”＜絵＞／＜絵画＞に寄せて」…カタログ「母袋俊也TA・SHOH-

Qf・SHOH 《掌》」ギャラリーなつか、2003年。
「越後三山の稜線｣…『大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ2003』p84、現代企画室、2004年。
「Qf・SHOH 150 《掌》 －回収と積合」…カタログ「母袋俊也Qf・SHOH 150《掌》」ギャラリーなつか、

2005年。
「絵画／風景考　TA・KOHJINYAMAに寄せて」…カタログ「母袋俊也TA・KOHJINYAMA」ギャラリー

なつか、2007年（執筆2006年）。
「青梅、そして《TA・OHNITA》に寄せて」…カタログ『アートプログラム青梅2007』p.26-27、2008年（執

筆2007年）。
「青梅3年あるいは７年」…カタログ『アートプログラム青梅2009』p.28-31、2010年（執筆2009年）。
「「絵画」と「時代」」…『デザインの時代、アートの息吹　SO＋ZO展』p.235-236、2010年。
「新たなる時代区分を前に」…『デザインの時代、アートの息吹　SO＋ZO展』p.210-211、2010年。
「風景にみる視線の双方向性　KY OB AS HI ― OHME 」…カタログ『アートプログラム青梅2010』

p.14-15、2011年（執筆2010年）
「＜Qf・SHOH《掌》90・Holz　現出の場－浮かぶ像－膜状性＞展に寄せて」…ギャラリーなつか展

コメント、2011年。
「膜状性－浮かぶ像－現出の場」…カタログ『アートプログラム青梅2011』p.14-15、2012年。
「《TA・TARO 2》風景からの視線」…カタログ『アートプラグラム青梅2012』p.30-31、2013（執筆

2012）。
「バーティカル４作完成」…母袋俊也Facebook　2013.07.01。
「《Misogihagi》に寄せて」…（http://www.toshiya-motai.com/）2013.07.4。
「草稿完了。点の集中から異なる次元」…（http://www.toshiya-motai.com/）2013.08.13。
「「CSP 1」に寄せて」…カタログ「CSP 1－Amplitude－場への働きかけ」p.2-3、2014年。
「中西夏之展　ヴェルフリン シンポ」（http://www.toshiya-motai.com/）2014.10.25。
「《TA・ASAM》《壁画ドローイング》《枠窓》制作覚書」…カタログ『アートプログラム青梅2014』p.16-17、
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