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「
浮
か
ぶ
像
―
絵
画
の
位
置
」
展 

後
記

―
次
ぎ
な
る
ス
テ
ー
ジ
に
立
っ
て 

    

母
袋
俊
也 

僕
が
絵
を
描
く
の
は
、
知
っ
て
い
る
も
の
や
見
え
て
い
る
も
の
を
描
く
こ
と
な
ど
で
は
な
く
、
世
界
を
見
て
み
た
い
、
世
界
に
触
れ
て

み
た
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。 

な
ぜ
な
ら
ま
だ
僕
た
ち
は
世
界
を
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
。 

そ
し
て
リ
ア
リ
ズ
ム
が
現
実
の
肯
定
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
僕
を
イ
デ
ア
リ
ス
ト
と
言
っ
た
人
の
考
え
を
肯
定
し
た
い
。 

 

本
稿
の
題
名
「
浮
か
ぶ
像
―
絵
画
の
位
置
」
は
昨
年
11
月
に
東
京
造
形
大
学
附
属
美
術
館
を
中
心
に
複
数
の
学
内
施
設
で
開
催
し
た
僕

の
退
職
記
念
展
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
正
式
に
は
「
退
職
記
念
展　

母
袋
俊
也 

浮
か
ぶ
像
―
絵
画
の
位
置
」
で
あ
っ
た
。 

造
形
大
が
高
尾
か
ら
相
原
に
キ
ャ
ン
パ
ス
を
移
し
た
１
９
９
３
年
に
僕
は
専
任
教
員
と
し
て
着
任
、
以
降
退
職
す
る
２
０
１
９
年
ま
で

の
26
年
間
絵
画
専
攻
ア
ト
リ
エ
で
多
く
の
学
生
た
ち
と
時
間
と
志
を
と
も
に
し
て
き
た
。
そ
ん
な
ひ
と
り
の
教
員
の
退
職
を
記
念
し
て
の
学

内
で
の
回
顧
展
示
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
「
退
職
展
」
な
の
だ
ろ
う
。
だ
が
当
初
、
そ
こ
に
は
抗
い
た
い
思
い
を
隠
せ
な
い
僕

が
い
た
の
だ
っ
た
。 

そ
れ
は
「
退
職
」
と
か
「
回
顧
」
と
い
う
語
が
、
僕
が
律
し
て
制
作
と
向
き
合
お
う
と
し
て
き
た
そ
の
心
情
や
姿
勢
と
は
隔
た
り
を
感
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じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
な
の
だ
と
思
う
。
だ
が
他
方
、
教
育
職
に
あ
り
な
が
ら
も
自
ら
が
表
現
者
、
制
作
者
と
し
て
そ
の
制
作
の

果
実
た
る
作
品
を
対
象
に
考
究
を
重
ね
る
と
い
う
、
や
や
特
殊
な
僕
の
方
法
論
は
東
京
造
形
大
学
が
教
育
の
場
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
同
時

に
研
究
の
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
へ
の
気
づ
き
に
よ
っ
て
、
展
覧
会
構
想
を
練
っ
て
い
く
過
程
で
徐
々

に
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。 

 

「
浮
か
ぶ
像
」
と
は
「
絵
画
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
っ
か
り
と
し
た
実
体
と
し
て
あ
る
大
地
か
ら
離
れ
、一
見
不
確
か
な
幻
影
の
よ
う
に
「
像
」

は
ふ
わ
ふ
わ
と
人
々
の
前
に
漂
っ
て
い
る
。
だ
が
現
実
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
不
確
か
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
故
に
高
め
ら
れ
実

現
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。 

 

 

こ
こ
で
そ
ん
な
「
絵
画
」、「
像
」
を
め
ぐ
る
僕
の
短
文
３
編
を
以
下
に
記
載
し
た
い
。 

 

 

３
月
11
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
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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

） 

 

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

） 

 

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
こ
と
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
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
。 

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

） 

さ
て
、
そ
の
「
浮
か
ぶ
像
―
絵
画
の
位
置
」
展
の
展
示
構
想
は
熟
考
が
重
ね
ら
れ
た
。 

先
ず
は
、
な
か
な
か
理
解
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
常
々
思
っ
て
い
た
僕
の
仕
事
、
そ
の
全
体
像
を
示
す
こ
と
の
で
き
る
機
会
が
与

え
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
て
、「
絵
画
」
の
全
系
列
と
枠
で
対
象
を
切
り
取
る
視
覚
体
験
装
置｢

絵
画
の
た
め
の
見
晴
ら
し
小
屋｣

系
作
品
を

総
覧
す
る
。
加
え
て
そ
れ
ら
を
支
え
る
絵
画
思
想
の
概
念
図
と
も
い
え
る
プ
ラ
ン
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
や
自
筆
の
論
考
な
ど
も
あ
わ
せ
て
開
示
す

る
。 そ

れ
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
留
学
中
の1987

年
制
作
の
《
神
話
の
墓B2

》
を
起
首
と
し
て
始
ま
る
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
研
究
「
絵
画
に
お
け

CSPLAZA：《ヤコブの梯子　枠窓・CSP》＋〈Himmel Bild〉 



る
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
と
精
神
性
の
相
関｣

と
制
作
の
全
体
像
を
明
示
し
、
そ
し
て
同
時
に
何
よ
り
も
表
現
と
い
う
も
の
に
対
す
る
僕
の
思
い
が

表
れ
出
る
よ
う
に
展
示
を
構
想
し
た
の
だ
っ
た
。 

そ
の
た
め
に
展
示
の
場
は
附
属
美
術
館
と
二
つ
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
と
ど
ま
ら
ず
中
庭
芝
生
そ
し
てCS  PLA

ZA

と
拡
張
し
て
い
く
こ
と

と
な
り
、
結
果
、
展
示
は
か
な
り
大
掛
か
り
な
も
の
に
な
っ
た
。
と
は
い
う
も
の
の
出
品
を
諦
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
作
品
や
展
示
構
想
に

心
残
り
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。 

　

具
体
的
に
は
先
ず
は
メ
イ
ン
会
場
と
な
る
附
属
美
術
館
に
お
い
て
は
、
白
井
晟
一
建
築
で
あ
る
こ
と
を
大
切
に
し
つ
つ
も
、
マ
ン
ズ
ー
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
は
消
去
す
る
こ
と
と
し
、〈TA

〉〈
奇
数
連
結
〉〈
バ
ー
テ
ィ
カ
ル
〉〈Q

f

〉〈H
im

m
el Bild

〉
と
い
う
絵
画
全
系
列
を
概
観
す

る
展
示
を
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、CS

ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
「
像
は｢

現
実
の
世
界｣

と
「
精
神
だ
け
の
世
界
」
が
わ
ず
か
に
重
な
り
合

う
両
義
的
な
場
に
浮
か
び
上
が
る｣

と
い
う
絵
画
思
想
の
実
体
化
と
し
て
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
《
小
屋
・
現
出
の
場
》（2013

年
）
の

再
構
成
展
示
を
、
芝
生
そ
し
てCS PLA

ZA

で
は
《
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
・
造
形
大
》、《
ヤ
コ
ブ
の
梯
子　

枠
窓
・CSP

》
を
設
営
し
た
。
さ

ら
にZO

K
EI

ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
お
い
て
は
全
長
17
ｍ
を
超
え
る
〈TA

〉
系
絵
画
《TA

・SH
O

H

掌
》（2003

年
）
と
思
想
の
概
念
図
と
も

い
え
る
プ
ラ
ン
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
自
筆
の
論
考
な
ど
と
あ
わ
せ
て
展
示
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

  　

こ
こ
で
再
び
展
覧
会
タ
イ
ト
ル
で
あ
る｢

絵
画
の
位
置｣

に
戻
り｢

絵
画｣

に
つ
い
て
。

 

そ
も
そ
も
僕
に
は
絵
を
描
い
て
い
く
人
生
を
決
意
し
た
日
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
高
校
２
年
、
鎌
倉
の
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
で
開
催

さ
れ
た｢

ム
ン
ク
展｣

で
《
叫
び
》
を
観
た
日
だ
っ
た
。
心
底
感
動
、
心
が
動
い
た
日
で
あ
っ
た
。 

ム
ン
ク
の
《
叫
び
》
は
、
そ
の
死
臭
の
す
る
よ
う
な
死
生
観
を
、
そ
し
て
自
分
の
内
側
で
起
き
て
い
る
何
も
の
か
が
外
が
わ
の
世
界
に

押
し
潰
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
苦
悶
を
10
代
の
敏
感
な
心
に
真
っ
直
ぐ
に
届
け
た
の
だ
ろ
う
。 

僕
は
そ
の
時
ム
ン
ク
の
心
の
不
安
や
死
生
観
、
彼
が
描
こ
う
と
す
る
世
界
に
感
動
と
感
銘
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
加
え
て
そ
の

附
属
美
術
館　

第
１
展
示
室
：〈TA

〉
系  

＋
〈
絵
画
の
た
め
の
垂
直
箱
窓
〉
＋
〈H

im
m

el Bild

〉 (2)



時
に
表
現
と
い
う
も
の
強
さ
、
そ
し
て
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
「
絵
」
に
魅
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
自
分
の
内
部
の
確
か
な
も
の
を
外
に
発
信
し
、

受
け
手
の
心
を
動
か
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
「
絵
画
」
に
憧
れ
を
持
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

そ
の
日
以
来
、
僕
は
今
日
ま
で
絵
を
描
き
続
け
て
い
る
。
本
当
に
多
く
の
様
々
な
絵
を
描
い
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
間
、
絵
は
様
々

に
そ
の
姿
を
変
え
て
き
た
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は｢

こ
れ
は
果
た
し
て
絵
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？｣

と
の
問
い
と
と
も
に
あ
り
、
同
時
に｢

絵
と
は
何
か
？｣
と
い
う
よ
り
根
源
的
な
問
い
に
対
し
て
の
答
え
を
探
し
求
め
る
中
で
そ
れ
ら
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
連
な
り
が
僕
の
絵
画
を
形
成
し
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
絵
」
を
「
絵
画
」
と
呼
び
替
え
て
考
え
る
こ
と
を
必
要

と
し
た
。
そ
の
上
で
表
現
の
歴
史
を
、
絵
画
の
本
質
、
絵
画
の
特
質
を
問
い
、
さ
ら
に
絵
画
の
役
割
を
問
い
か
け
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
際
、

絵
画
の
隣
に
は
常
に
普
遍
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
の
だ
。 

  

今
回
の
展
覧
会
、ZO

K
EI

ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
は
、
２
０
０
３
年
に
描
か
れ
た
大
作
《TA

･SH
O

H

掌
》
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
イ
ラ

ク
戦
争
突
入
前
夜
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
も
掲
出
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
以
下
の
よ
う
に｢

絵
は
正
し
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
・
・

｣

と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
る
。 

  　
　
　

“TA

・SH
O

H

―Q
f

・SH
O

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
り
の
像
、
似
姿
で
あ
り
、
“
真
―

附
属
美
術
館　

第
２
展
示
室
：〈Q

f

〉
系  

＋
〈
奇
数
連
結
〉 



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
、2001

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
性
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
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
ヴ
ゴ
ロ
ド
、
暗
い
鉛
色

の
空
の
も
と
、
乏
し
い
陽
光
の
中
で
観
たA

・
ル
ブ
リ
ョ
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
。 

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
り
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

附
属
美
術
館　

第
２
展
示
室
：〈Q

f

〉
系

附
属
美
術
館　

第
３
展
示
室
：《Q

f

キ
ュ
ー
ブ
》



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
。（2003.2

） 

 
絵
は
描
く
人
間
に
と
っ
て
、
そ
し
て
観
る
人
間
に
と
っ
て
ど
こ
に
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
絵
は
描
こ
う
と
す
る
画
家
の
前
に
あ
る
だ

け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
観
よ
う
と
す
る
人
た
ち
の
前
に
現
出
し
正
対
す
る
人
々
に
向
け
て
真
っ
直
ぐ
視
線
を
発
す
る
。 

 

今
、
僕
は
絵
を
描
い
て
い
く
人
生
を
決
め
た
10
代
の
僕
、
ま
だ
を
描
く
経
験
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
美
術
に
対
す
る
知
識
も
乏
し
か
っ
た

当
時
の
僕
に
問
い
か
け
て
み
る
。
今
の
僕
は
果
た
し
て
当
時
の
自
分
に
恥
ず
か
し
く
な
い
絵
を
描
い
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

手

ご
た
え
の
あ
る
絵
を
描
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
？ 

と
。 

 

退
職
翌
年
度
に
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
だ
っ
た
が
、
作
品
に
対
面
す
る
方
々
の
姿
に
僕
は
手
ご
た
え
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
活
動
を

振
り
返
る
機
会
を
得
、
作
品
の
総
観
に
よ
っ
て
各
系
列
の
課
題
は
明
確
に
な
っ
た
。 

ま
た
会
期
中
開
催
さ
れ
た
二
つ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
複
数
の
ト
ー
ク
は
、
僕
の
活
動
に
様
々
な
言
葉
と
示
唆
を
与
え
、
卒
業
生
が
集
っ

て
く
れ
た
最
終
日
に
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
モ
タ
イ
シ
ュ
ー
ラ
ー
、
モ
タ
イ
ス
ト
な
る
語
も
飛
び
出
し
、
照
れ
く
さ
く
も
嬉
し

い
瞬
間
で
も
あ
っ
た
。 

 

搬
出
後
、
未
だ
に
片
付
け
が
進
ま
な
い
ま
ま
の
ア
ト
リ
エ
で
は
あ
る
が
、
総
括
を
ふ
ま
え
て
既
に
制
作
も
ア
ー
カ
イ
ブ
的
デ
ス
ク
ワ
ー

ク
も
様
々
始
動
し
て
い
る
。 

今
年
に
入
っ
て
ア
ト
リ
エ
の
壁
面
に
立
て
か
け
ら
れ
た
作
品
の
脇
で
《Q

f

・H
olz

》
２
点
が
完
成
、
４
月
に
は
《Q

f

キ
ュ
ー
ブ
》
と

し
て
個
展
で
発
表
さ
れ
る
。
ま
た
98
年
に
完
結
し
て
い
た
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
〈
奇
数
連
結
〉
は
再
始
動
、
磔
刑
を
モ
デ
ル
に

《ta･K
K

･ei

》
小
作
の
た
め
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
が
準
備
段
階
に
入
っ
て
い
る
。

そ
し
て
展
覧
会
の
展
示
光
景
も
収
録
さ
れ
る
画
集
『
母
袋
俊
也　

浮
か
ぶ
像
―
絵
画
の
位
置
』
の
発
刊
に
む
け
て
の
編
集
は
追
い
込
み

状
態
に
あ
る
。 

 

藤
野
ア
ト
リ
エ
に
て　

２
０
２
０
．
２
．
２
８　
　
　
　

母
袋
俊
也 

 

 

芝生：《ヤコブの梯子・造形大》
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作
品
　
母
袋
俊
也

母
袋
俊
也
（
も
た
い
・
と
し
や
）　

１
９
５
４
年
、
長
野
県
生
ま
れ
。
画
家
、
美
術
理
論
家
、
東
京
造
形
大
学
名
誉
教
授
、
嵯
峨
美
術
大
学
客
員
教
授
。

１
９
７
８
年
、
東
京
造
形
大
学
絵
画
専
攻
卒
業
。
旧
西
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
美
術
大
学
絵
画
・
美
術
理
論
科
で
ラ
イ
マ
ー
・
ヨ
ヒ
ム

ス
教
授
に
学
ぶ
。
専
門
は
絵
画
「
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
と
精
神
性
」
を
テ
ー
マ
に
制
作
、
理
論
研
究
。
近
年
で
は
「
絵
画
・
像
の
現
出
す
る
場
、

位
置
」
に
対
す
る
関
心
を
深
め
制
作
展
開
。

主
な
個
展

2006

「
風
景
・
窓
・
絵
画
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
視
点
か
ら:

母
袋
俊
也
の
試
み
」
埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
（
常
設
展
特
別
展
示
）

2007

「「
母
袋
俊
也<

絵
画
の
た
め
の
見
晴
ら
し
小
屋>

水
平
性
の
絵
画<TA>

の
流
れ
」
辰
野
美
術
館

2012

―2013　
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
x
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
画
家
母
袋
俊
也　

世
界
の
切
り
取
り
方
―
縦
長
か
横
長
か
、
そ
れ
が
問
題
だ
」
青
梅

市
立
美
術
館

2017

「
母
袋
俊
也　

Koiga-Kubo 1993/2017 
そ
し
て
〈Q

f

〉」
奈
義
町
現
代
美
術
館

2019

「
母
袋
俊
也　

浮
か
ぶ
像
―
絵
画
の
位
置
」
東
京
造
形
大
学
附
属
美
術
館  ZO

KEI

ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど

著
書

『
絵
画
へ　

美
術
論
集1990

︱2018

』（
論
創
社
）

『
母
袋
俊
也
―
浮
か
ぶ
像
―
絵
画
の
位
置
』
現
代
企
画
室
）

『
絵
画
の
た
め
の
見
晴
ら
し
小
屋
』(BLU

E ART)

『
母
袋
俊
也  

絵
画
』(BLU

E ART)

『
成
田
克
彦
「
も
の
派
」
の
残
り
火
と
絵
画
へ
の
希
求
』
共
著　

(

東
京
造
形
大
学  
現
代
造
形
創
造
セ
ン
タ
ー 

）



１
９
７
４
年
の
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ

藤
井　

匡

レ
オ
ナ
ル
ド
は
万
能
の
天
才
か
？

　

１
９
７
４
年
は
東
京
国
立
博
物
館
で
《
モ
ナ
・
リ
ザ
》
が
公
開
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
こ
の
展
覧
会
の
前
後
に
は
、
専
門
の
美
術
史
家
だ
け

で
な
く
、普
段
は
同
時
代
の
美
術
を
扱
っ
て
い
る
美
術
評
論
家
た
ち
も
レ
オ
ナ
ル
ド
に
関
す
る
文
章
を
発
表
し
て
い
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、

そ
の
彼
ら
の
文
章
に
は
、
専
門
の
美
術
史
家
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
、
あ
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
モ
ナ
・
リ
ザ
」

展
の
主
催
者
が
述
べ
る
次
の
よ
う
な
言
葉
と
は
程
遠
い
イ
メ
ー
ジ
が
現
れ
て
い
る
。

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
近
代
世
界
を
切
り
拓
い
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
時
代
に
生
き
た
「
万
能
の
天
才
」
と
い

わ
れ
て
お
り
ま
す
。
彼
は
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
基
本
精
神
で
あ
る
自
然
科
学
的
態
度
を
も
っ
て
人
間
や
自
然
に
つ
い
て
の
飽
く
こ
と
の
な

い
徹
底
的
研
究
の
上
に
た
っ
て
迫
真
の
絵
画
法
を
築
き
上
げ
ま
し
た
。
し
か
も
、
客
観
的
な
描
写
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
そ
の
中
に
精
神

的
な
も
の
を
的
確
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、盛
期
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
す
ば
ら
し
い
様
式
を
確
立
し
た
偉
大
な
芸
術
家
で
あ
り
ま
す
。[

１] 

美
術
評
論
家
た
ち
が
レ
オ
ナ
ル
ド
を
こ
う
し
た
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
姿
で
描
い
た
理
由
は
、
同
時
代
の
美
術
動
向
を
併
せ
て
考

え
る
こ
と
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
１
９
７
０
年
代
前
半
の
美
術
を
起
点
に
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
レ
オ
ナ
ル
ド
像
な
の

で
あ
る
。

語
り
手
の
時
代
を
鏡
の
よ
う
に
映
し
出
す
レ
オ
ナ
ル
ド

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
以
前
か
ら
、
レ
オ
ナ
ル
ド
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
像
で
語
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
解
釈
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
価
値
観

を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。[

２]

　

例
え
ば
、《
モ
ナ
・
リ
ザ
》
の
評
価
は
、
１
９
世
紀
以
前
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
『
美
術
家
列
伝
』（
１
５
５
０
年
）
の
「
絵
画

の
精
妙
さ
が
可
能
に
し
て
く
れ
る
あ
ら
ゆ
る
細
部
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
た
」
と
い
う
記
述
に
沿
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、

こ
の
絵
画
は
「
生
き
生
き
と
真
に
迫
っ
た
肖
像
画
」
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
、
そ
の
神
業
の
よ
う
な
「
驚
異
的
な
自
然
模
倣
」
が
賞

賛
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
代
に
は
、
作
品
評
価
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
、「
人
物
の
生
気
あ
ふ
れ
る
再
現
と
人
間
業
を
越
え
た
水
準
の
高
さ

と
い
う
特
質
」
が
抽
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
ロ
マ
ン
主
義
の
勃
興
す
る
１
９
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
そ
れ
は
「
謎
め
い
た
神
秘
的
な
女
性
像
」
に
変
貌
す
る
。《
モ
ナ
・
リ
ザ
》

に
「
謎
め
い
た
美
」、「
神
秘
的
な
微
笑
み
」
や
「
人
間
を
越
え
た
冷
笑
」
を
見
出
す
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

２
０
世
紀
初
頭
に
は
、
そ
の
延
長
上
に
、
当
時
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
を
魅
了
し
た
、
男
を
破
滅
さ
せ
る
「
宿
命
の
女
（
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ

ル
）」
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三
浦
篤
は
、
こ
う
し
た
評
価
の
変
化
を
時
代
の
価
値
観
の
変
化
に
求
め
て
い
る
。「
話
を
い
さ
さ
か
単
純
化
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
断
っ

た
上
で
、
１
９
世
紀
以
前
に
要
求
さ
れ
た
の
が
理
性
的
に
判
断
で
き
る
も
の
、
明
快
に
統
御
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
１
９
世
紀

に
は
、
逆
に
、
説
明
し
が
た
い
も
の
、
感
覚
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
に
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。「
１
９
世
紀
以
前
に
女
性
は
、
優

し
か
ろ
う
と
、
狡
猾
で
あ
ろ
う
と
、
コ
ケ
ッ
ト
リ
ー
で
あ
ろ
う
と
、
少
な
く
と
も
理
解
可
能
な
存
在
で
あ
っ
た
が
、
ロ
マ
ン
主
義
以
降
、
女

性
は
あ
る
意
味
で
得
体
の
知
れ
ぬ
も
の
、
統
御
し
が
た
い
存
在
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。」



　

日
本
に
お
い
て
も
、
明
治
３
０
年
代
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
は
、
夏
目
漱
石
や
高
村
光
太
郎
を
は
じ
め
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
紀
末
的

な
美
意
識
を
継
承
し
た
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
太
平
洋
戦
争
の
時
代
に
な
る
と
、
レ
オ
ナ
ル
ド
は
芸
術
家
と
し
て
の
み

な
ら
ず
、
科
学
者
と
し
て
も
高
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
戦
争
を
遂
行
す
る
と
い
う
都
合
か
ら
、
理
想
的
な
技
術
官
僚
の
イ
メ
ー
ジ
が

要
求
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。[

３]

　

で
は
、
１
９
７
４
年
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
１
９
６
０
年
代
末
か
ら
、
近
代
の
終
焉
と
い
う
意

識
が
高
ま
っ
て
く
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
近
代
は
、
主
に
「
機
械
の
時
代
」
と
「
政
治
や
経
済
の
体
制
」
を
意
味
し
て
い
る
。

前
者
は
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
の
よ
う
な
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
普
及
に
よ
っ
て
、
機
械
を
旧
時
代
の
も
の
と
見
な
す
風
潮
が
生
ま
れ
た

こ
と
、
後
者
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
で
も
大
き
な
運
動
と
な
っ
た
、
現
行
の
政
治
体
制
に
対
す
る
批
判
に
由
来
す
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
美
術
に
お
い
て
は
、〈
見
る
〉
こ
と
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
ゆ
く
。「
機
械
の
時
代
」
の
〈
つ
く
る
〉
こ
と
を
中
心

と
す
る
価
値
観
か
ら
、
テ
レ
ビ
な
ど
を
通
じ
て
の
〈
見
る
〉
こ
と
を
重
要
と
す
る
価
値
観
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
。

実
際
、
こ
の
時
代
に
は
、
多
く
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
が
写
真
や
８
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
を
用
い
た
表
現
を
行
っ
て
い
た
。「
１
９
６
０
年
代

末
か
ら
７
０
年
代
に
か
け
て
、
美
術
家
の
あ
い
だ
で
映
像
作
品
を
つ
く
る
こ
と
が
流
行
し
た
（
中
略
）
こ
の
場
合
に
映
像
と
は
、
写
真
だ
け

で
な
く
映
画
や
ビ
デ
オ
の
場
合
も
あ
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
ま
で
映
像
と
ま
っ
た
く
無
縁
だ
っ
た
多
く
の
美
術
家
が
こ
ぞ
っ
て
映

像
制
作
に
着
手
し
た
。」[

４] 

彼
ら
に
と
っ
て
の
写
真
や
フ
ィ
ル
ム
と
は
、〈
つ
く
る
〉
こ
と
が
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
時
代
状
況
な
か
で
、

美
術
を
つ
く
ら
な
い
た
め
の
方
法
、
あ
る
い
は
、
美
術
の
制
度
を
検
証
す
る
た
め
の
手
段
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
「
美
術
の
制
度
を
検
証
す
る
」
と
い
う
姿
勢
は
、
当
時
の
政
治
体
制
や
経
済
体
制
に
対
す
る
批
判
の
高
ま
り
を
反
映
し
た
も
の

だ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
も
美
術
を
含
め
た
既
成
制
度
の
批
判
に
強
い
関
心
を
払
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

か
ら
、〈
見
る
〉
こ
と
に
個
人
の
主
体
性
を
求
め
る
機
運
、〈
見
る
〉
こ
と
に
ま
つ
わ
る
慣
習
や
誤
謬
を
点
検
し
、
新
た
な
視
覚
を
求
め
る
こ

と
が
課
題
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。[

５] 

そ
の
な
か
で
、レ
オ
ナ
ル
ド
も
近
代
的
な〈
つ
く
る
〉人
か
ら
ポ
ス
ト
近
代
的
な〈
見

る
〉
人
へ
と
読
み
替
え
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

機
械
時
代
の
終
焉　
〈
つ
く
る
〉
か
ら
〈
見
る
〉
へ

　

こ
の
時
代
に
広
ま
っ
た
、
機
械
時
代
の
終
焉
を
象
徴
す
る
の
が
、
１
９
６
８
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
で
行
わ
れ
た
展
覧
会
「
機

械—

機
械
時
代
の
お
わ
り
に
見
ら
れ
る
」
で
あ
る
。
企
画
者
は
後
に
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
・
セ
ン
タ
ー
の
初
代
館
長
に
就
任
す
る
ポ
ン
ト
ゥ
ス
・

フ
ル
テ
ン
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
展
覧
会
は
「
偉
大
な
る
創
造
者
で
あ
り
破
壊
者
で
も
あ
り
、
そ
の
歴
史
に
お
い
て
は
じ
め
て
他
の
道
具
に

よ
っ
て
主
権
を
お
び
や
か
さ
れ
る
と
い
う
困
難
な
時
期
に
立
っ
て
い
る
メ
カ
ニ
カ
ル
な
機
械
」
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。[

６]

　

こ
う
し
た
考
え
の
背
景
に
は
、
当
時
流
行
し
て
い
た
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
論
が
あ
る
と
い
え
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン

の
場
合
、
メ
デ
ィ
ア
と
は
人
間
の
何
ら
か
の
能
力
を
拡
張
し
た
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
車
輪
は
足
の
拡
張
、
衣
服
は
皮
膚
の
拡

張
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
機
械
が
人
間
の
肉
体
を
外
部
に
向
か
っ
て
拡
張
す
る
も
の
だ
っ
た
の
に
対
し
、
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
は
中
枢
神
経
の
拡
張
で
あ
り
、
人
間
の
身
体
の
内
部
に
拡
張
を
起
こ
す
も
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。[

７] 

フ
ル
テ
ン
は
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
に

倣
っ
て
、
こ
の
時
代
に
、
支
配
的
な
メ
デ
ィ
ア
が
機
械
か
ら
他
の
も
の
に
移
行
し
た
こ
と
を
語
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
展
覧
会
で
は
、
絵
画
や
彫
刻
の
ほ
か
、
写
真
、
映
画
、
自
動
車
、
マ
ン
ガ
、
人
形
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
扱
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
劈
頭
を
飾
る
の
が
レ
オ
ナ
ル
ド
の
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
。『
パ
リ
手
稿
』
か
ら
３
点
、『
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
コ
手
稿
』
か
ら
２
点
が
選
ば
れ
て

い
る
が
、
す
べ
て
、
人
間
が
空
を
飛
ぶ
た
め
の
器
具
の
構
想
を
描
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。[

８] 

絵
画
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
工
学
系

発
明
品
に
関
す
る
も
の
が
出
品
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
レ
オ
ナ
ル
ド
は
〈
つ
く
る
〉
人
で
あ
り
、
近
代
を
導
い
た

人
間
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

フ
ル
テ
ン
の
展
覧
会
を
受
け
て
、日
本
で
は
、宮
川
淳
が
「
手
の
失
権
」
と
い
う
評
論
を
１
９
６
９
年
に
発
表
す
る
。[

９] 

産
業
革
命
以
降
、

人
間
が
手
で
〈
つ
く
る
〉
こ
と
と
機
械
に
よ
っ
て
〈
つ
く
る
〉
こ
と
が
対
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
時
代
に

は
、〈
つ
く
る
〉
こ
と
と
〈
見
る
〉
こ
と
が
対
立
す
る
の
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
宮
川
は
述
べ
る
。「
手
仕
事
か
機
械
か
、
と
い
う
次
元
で
は



芸
術
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
問
題
の
真
の
位
相
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
問
題
は
、
よ
り
深
く
、
芸
術
に
お
け
る
《
つ
く
る
》
こ
と
に

対
す
る
《
見
る
》
こ
と
の
重
要
性
の
認
識
に
か
か
わ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
ま
さ
し
く
《
つ
く
る
》
と
い
う
概
念
を
崩
壊

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
認
識
を
決
定
的
に
す
る
の
で
あ
る
。」

こ
の
〈
見
る
〉
人
と
し
て
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、レ
デ
ィ
メ
イ
ド
を
用
い
た
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
芸
術
作
品
を
見
る
こ
と
は
自
然
な
も
の
で
は
な
い
と
宮
川
は
語
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
な
ん
ら
か
の
約
束
に
し
た
が
っ
て
見
て
い

る
の
で
あ
り
、作
品
を
見
る
と
は
、対
象
（
作
品
）
と
眼
と
の
あ
い
だ
に
、と
い
う
こ
と
は
視
覚
の
《
自
然
》
の
上
に
、制
度
化
さ
れ
た
《
見
る
》

こ
と
の
厚
み
を
そ
の
都
度
ぬ
り
か
さ
ね
、形
づ
く
っ
て
ゆ
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。」そ
の
上
で
、デ
ュ
シ
ャ
ン
を〈
つ
く
る
〉こ
と
に
対
し
て〈
見

る
〉
こ
と
の
優
位
を
示
し
、〈
見
る
〉
こ
と
の
積
極
性
を
回
復
さ
せ
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
近
代
を
導
い
た
レ
オ
ナ
ル
ド
と
そ
れ
を
疑
う
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
相
反
す
る
作
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
現
在
で
も
、

一
般
に
は
そ
う
理
解
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
１
９
７
４
年
に
は
、
こ
う
し
た
デ
ュ
シ
ャ
ン
か
ら
レ
オ
ナ
ル
ド
を
解
釈
す
る

こ
と
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ち
な
み
に
、
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
「
１
９
７
４
年
の
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
」
か
ら
は
、
村
上
春
樹
の
小
説
『
１
９
７
３
年
の
ピ
ン

ボ
ー
ル
』が
連
想
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
小
説
の
な
か
で
は
、ピ
ン
ボ
ー
ル
の
発
明
は
１
９
３
４
年
と
書
か
れ
て
い
る
。
チ
ャ
ー
リ
ー
・

チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
映
画
『
モ
ダ
ン
・
タ
イ
ム
ス
』
が
１
９
３
６
年
と
、
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
ピ
ン

ボ
ー
ル
は
機
械
の
時
代
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、そ
れ
が
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
過
去
と
重
ね
合
わ
せ
て
描
か
れ
る
。[

１０] 

小
説
の
終
盤
で
、

主
人
公
で
あ
る
「
僕
」
は
探
し
求
め
て
い
た
ピ
ン
ボ
ー
ル
・
マ
シ
ン
と
再
会
す
る
が
、
し
か
し
、
プ
レ
イ
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
〈
見
る
〉

だ
け
で
去
っ
て
い
く
。
こ
の
小
説
も
、
あ
る
い
は
、
機
械
時
代
の
終
焉
と
い
う
当
時
の
感
覚
を
共
有
し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
も
の
派
」
に
よ
る
批
判　
〈
つ
く
る
〉
人
と
し
て
の
レ
オ
ナ
ル
ド

　

１
９
６
０
年
代
の
お
わ
り
か
ら
７
０
年
代
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
日
本
で
は
「
も
の
派
」
と
呼
ば
れ
る
動
向
が
台
頭
す
る
。
石
な
ど
の
自

然
物
や
鉄
板
な
ど
の
産
業
材
料
を
、
ほ
と
ん
ど
加
工
す
る
こ
と
な
く
提
示
し
た
こ
と
が
そ
の
名
の
由
来
だ
が
、
こ
こ
に
も
、
近
代
化
を
推
進

し
て
き
た
〈
つ
く
る
〉
こ
と
に
対
す
る
批
判
的
な
視
点
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
の
代
表
的
な
論
客
で
あ
る
李
禹
煥
は
１
９
７
０
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
ず
か
四
、五
百
年
の
近
代
芸
術
の
繁
栄
と
凋
落
の

過
程
は
、
像
の
形
象
化
と
い
う
表
象
作
用
の
歴
史
で
あ
る
（
中
略
）
作
る
と
は
、
理
念
の
対
象
化
、
す
な
わ
ち
像
の
物
象
的
凝
結
化
を
お
い

て
他
に
ど
の
よ
う
な
意
味
で
も
な
い
。」[

１１] 

こ
こ
で
の
〈
つ
く
る
〉
と
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
頭
の
な
か
に
あ
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
実
現
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
李
は
同
時
期
の
別
の
文
章
で
、
そ
の
代
表
者
と
し
て
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。「
世
界
は
、
人
間
の

思
い
通
り
の
も
の
と
し
て
再
構
成
さ
れ
、「
人
間
の
意
に
適
う
も
の
と
し
て
描
き
直
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ

ン
チ
の
力
説
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
表
象
作
用
は
近
代
を
規
定
づ
け
る
決
定
的
な
特
徴
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
。」[

１２] 

そ
う
し
た

考
え
方
が
、
人
間
が
世
界
を
支
配
す
る
、
人
間
中
心
主
義
的
な
思
想
と
し
て
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

１
９
６
８
年
に
《
位
相—

大
地
》
を
発
表
し
て
、「
も
の
派
」
の
起
点
と
な
っ
た
関
根
伸
夫
も
同
様
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
い
ま
ま
で

の
美
術
で
前
提
と
さ
れ
て
き
た
、
作
者
の
意
図
が
制
作
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
い
う
の
だ
。
彼
の
場
合
、
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
の
意
図
は
「
も
の
」
と
出
会
う
契
機
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
つ
く
る
ま
え
に
、
あ
る
意
図
な
り
プ
ラ
ン
な
り
が
、
ま
ず
あ
る
（
中

略
）
い
ま
ま
で
の
美
術
は
、
そ
う
い
う
プ
ラ
ン
と
か
意
図
を
使
っ
て
作
者
の
観
念
と
か
理
念
を
前
面
化
す
る
こ
と
に
必
死
だ
っ
た
わ
け
で
す

ね
。
し
か
し
ぼ
く
の
場
合
（
中
略
）
プ
ラ
ン
と
か
意
図
は
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
も
の
と
出
会
う
た
め
の
あ
る
表
示
方
法
で
し
か
な
い
ん
で

す
ね
。
そ
う
い
う
プ
ラ
ン
と
は
意
図
と
い
う
方
法
を
契
機
と
し
て
、
な
に
か
を
見
る
と
い
う
…
…
。」[

１３]

関
根
の
考
え
る
「
い
ま
ま
で
の
美
術
」
は
、
歴
史
的
に
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
時
代
、
１
６
世
紀
に
は
じ
ま
る
も
の
で
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ



ア
の
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
は
、
本
来
、
天
上
界
に
実
在
す
る
形
而
上
学
的
な
実
体
を
意
味
す
る
も
の
だ
っ
た
の
が
、
こ
の
時
代
に
は
、

そ
れ
が
人
間
の
精
神
の
な
か
に
存
在
す
る
表
象
や
直
観
の
意
味
へ
と
変
化
す
る
。[

１４] 

私
た
ち
が
通
常
の
意
味
で
用
い
る
ア
イ
デ
ィ
ア
は
こ

の
意
味
だ
が
、「
も
の
派
」
の
作
家
た
ち
は
そ
う
し
た
制
作
の
あ
り
方
を
否
定
し
た
の
だ
。

　
「
も
の
派
」
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
が
描
い
た
、
こ
う
し
た
レ
オ
ナ
ル
ド
像
に
は
先
行
す
る
事
例
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
文
筆
家
ポ
ー
ル
・

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
方
法
序
説
」（
１
８
９
４
年
）、
そ
し
て
、「
覚
書
と
余
談
」（
１
９
１
９
年
）。
ヴ
ァ
レ
リ
ー

は
、
こ
こ
で
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
こ
と
を
「
世
界
そ
の
も
の
の
制
作
者
だ
っ
た
」[

１５] 

と
語
っ
て
い
る
。
李
に
よ
る
レ
オ
ナ
ル
ド
像
は
こ
こ
に

由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
た
だ
し
、
評
価
と
し
て
は
正
反
対
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
２
人
の
書
き
手
の
資
質
の
違
い
以
上
に
、
５
０

年
を
隔
て
た
、
２
人
の
生
き
た
時
代
の
価
値
観
の
違
い
を
表
わ
す
も
の
と
い
え
る
。

　
「
も
の
派
」
の
代
表
的
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
１
人
で
あ
る
小
清
水
漸
は
、
友
人
で
あ
り
、
同
じ
「
も
の
派
」
の
作
家
で
あ
っ
た
成
田
克
彦

に
つ
い
て
、後
年
、次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
描
く
の
で
は
な
く
、造
る
の
で
も
な
く
、予
見
を
も
っ
て
「
み
る
」
こ
と
に
し
た
」[

１６] 

と
。

〈
つ
く
る
〉
こ
と
に
異
議
を
唱
え
た
彼
ら
に
と
っ
て
も
、
や
は
り
、〈
見
る
〉
こ
と
が
そ
の
対
抗
的
な
行
為
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン　

も
う
ひ
と
り
の
レ
オ
ナ
ル
ド

　

１
９
７
４
年
５
月
、「
モ
ナ
・
リ
ザ
展
」
の
会
期
中
に
、
東
野
芳
明
は
「
も
う
ひ
と
り
の
レ
オ
ナ
ル
ド
」
と
い
う
文
章
を
発
表
す
る
。[

１７] 

彼
の
い
う
「
も
う
ひ
と
り
の
レ
オ
ナ
ル
ド
」
と
は
、宮
川
の
述
べ
た
〈
見
る
〉
人
、デ
ュ
シ
ャ
ン
の
こ
と
で
あ
る
。
１
９
６
０
年
代
末
の
〈
つ

く
る
〉
人
か
ら
〈
見
る
〉
人
へ
、
東
野
は
レ
オ
ナ
ル
ド
の
人
間
像
を
あ
え
て
移
行
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

２
人
の
共
通
点
に
は
、
例
え
ば
、
完
成
作
が
少
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
関
す
る
ス
ケ
ッ
チ
や
メ
モ
を
大
量
に
残
し
た
こ
と
が
あ
る
。

レ
オ
ナ
ル
ド
で
は
現
存
す
る
だ
け
で
も
約
４
０
０
０
枚
と
い
わ
れ
る
手
稿
類
、
デ
シ
ュ
シ
ャ
ン
で
は
《
彼
女
の
独
身
者
た
ち
に
よ
っ
て
裸
に

さ
れ
た
花
嫁
さ
え
も
（
グ
リ
ー
ン
・
ボ
ッ
ク
ス
）》（
１
９
３
４
年
）
や
《
不
定
法
に
て
（
ホ
ワ
イ
ト
・
ボ
ッ
ク
ス
）》（
１
９
６
６
年
）
な
ど

が
該
当
す
る
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
、
１
９
１
９
年
の
パ
ロ
デ
ィ
、《
モ
ナ
・
リ
ザ
》
の
複
製
画
に
髭
を
描
き
加
え
た
《L.H

.O
.O

.Q
.

》
が

挙
げ
ら
れ
る
。

東
野
は
こ
れ
を
単
な
る
冗
談
と
し
て
受
け
取
る
の
で
は
な
く
、
思
想
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
髭
を
た
く
わ
え
た
女

性
の
姿
、
彼
は
こ
こ
か
ら
レ
オ
ナ
ル
ド
の
男
性
女
性
一
体
の
思
想
が
引
き
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。[

１８] 

そ
こ
に
は
、
デ
ュ
シ
ャ

ン
本
人
に
よ
る
女
性
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
ロ
ー
ズ
・
セ
ラ
ヴ
ィ
」
の
扮
装
を
重
ね
る
こ
と
も
で
き
る
。「
ひ
げ
を
加
え
る
こ
と
で
、「
モ
ナ
・
リ

ザ
」
を
男
性
化
し
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
秘
め
ら
れ
た
、
両
性
具
有
的
、
同
性
愛
的
傾
向
を
露
呈
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
自

身
の
女
装
や
女
性
名
に
よ
る
、
性
の
曖
昧
化
に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。」[

１９] 

彼
に
よ
れ
ば
、
両
性
具
有
へ
の
関
心
と
い
う
点
で
、

両
者
は
共
通
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
こ
の
作
品
の
下
に
書
き
込
ま
れ
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
語
風
に
「
エ
ル
・
ア
ッ
シ
ュ
・
オ
・
オ
・
キ
ュ
」
と
読

み
、「
彼
女
の
お
尻
は
熱
い
（elle a chaud au cul

）」
と
い
う
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
で
理
解
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。[

２０] 

し
か
し
、

東
野
は
別
の
解
釈
も
紹
介
し
て
い
る
。
英
語
風
に
読
め
ば
「
ル
ッ
ク
」、「
見
ろ
」
と
い
う
意
味
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
〈
つ

く
る
〉
に
対
す
る
〈
見
る
〉
の
優
位
性
が
響
い
て
い
る
。

　

重
要
な
の
は
、
こ
の
〈
見
る
〉
は
理
解
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
疑
う
た
め
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て

だ
が
、東
野
は
レ
オ
ナ
ル
ド
の
鏡
文
字
に
つ
い
て
興
味
深
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
反
転
し
て
い
る
の
は
文
字
だ
け
な
の
か
、実
は
、ス
ケ
ッ

チ
の
方
も
反
転
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
事
実
か
ど
う
か
よ
り
も
、
そ
う
し
た
疑
い
を
も
た
ら
す
こ
と
に
近
代
批
判
と
し
て
の
意

味
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
見
る
側
と
見
ら
れ
る
側
で
像
が
反
転
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、〈
見
る
〉
こ
と
が
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
訴
え
る
。

レ
オ
ナ
ル
ド
の
『
絵
画
論
』
に
記
述
さ
れ
た
、
描
か
れ
た
も
の
と
鏡
に
映
さ
れ
た
も
の
と
の
比
較
を
引
用
し
た
上
で
、
絵
画
の
方
が
「
見
る

側
の
論
理
」、
左
右
反
転
し
た
鏡
像
の
方
が
「
見
ら
れ
る
側
の
論
理
」
に
あ
る
と
語
る
の
で
あ
る
。「
レ
オ
ナ
ル
ド
が
デ
ッ
サ
ン
を
鏡
に
映
し

て
み
る
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
の
は
、
見
る
側
の
論
理
（
デ
ッ
サ
ン
）
を
見
ら
れ
る
側
の
論
理
（
鏡
像
）
に
反
転
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
両



者
の
同
価
性
に
注
目
す
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、「
見
る
」
こ
と
の
絶
対
性
で
は
な
く
、「
見
る
」
こ
と
自

体
が
抱
え
込
ん
で
い
る
相
対
性
を
鮮
や
か
に
示
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
か
。」[

２１]
東
野
は
、〈
見
る
〉
こ
と
の
問
い
直
し
を
図
っ
た
デ
ュ
シ
ャ
ン
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
で
、
人
間
中
心
主
義
的
な
近
代
の
出
発
点
に
い
る
レ

オ
ナ
ル
ド
を
、
ポ
ス
ト
近
代
を
先
取
り
し
た
存
在
と
見
な
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

つ
く
れ
な
い
人　

ア
イ
デ
ィ
ア
の
芸
術
家

　

１
９
７
４
年
の
「
モ
ナ
・
リ
ザ
展
」
と
同
時
期
に
、
同
じ
上
野
に
あ
る
国
立
科
学
博
物
館
で
「
科
学
者
レ
オ
ナ
ル
ド 

ダ 

ビ
ン
チ
展
」
が

開
催
さ
れ
て
い
る
。
展
覧
会
主
催
者
の
言
葉
は
、
近
代
科
学
を
先
取
り
し
た
レ
オ
ナ
ル
ド
の
業
績
を
こ
の
上
な
く
讃
え
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。レ

オ
ナ
ル
ド 

ダ 

ビ
ン
チ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
の
生
ん
だ
最
大
の
天
才
で
し
た
が
、
芸
術
家
と
し
て
の
名
声
も
さ
り
な
が
ら
、

科
学
者
と
し
て
の
業
績
に
は
、
さ
ら
に
偉
大
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
の
止
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
探
求
心
と
、
比
類
の
な
い
創
造
力
の

ほ
と
ば
し
り
は
、
数
多
く
の
ス
ケ
ッ
チ
に
、
奇
想
天
外
な
機
械
器
具
の
設
計
図
や
、
精
密
な
人
体
解
剖
図
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
５
０
０
年
も
前
に
、
今
日
の
科
学
技
術
を
、
み
ご
と
に
先
取
り
し
て
い
ま
し
た
。[

２２]

し
か
し
な
が
ら
、
同
展
に
対
し
て
は
、
中
原
佑
介
が
ま
っ
た
く
対
照
的
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
中
原
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
発
明
品
は
実

用
性
を
も
た
な
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
お
り
、
つ
く
ら
れ
た
と
し
て
も
、
永
遠
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
だ
と
述
べ
る
。「
技
術
の

歴
史
で
は
、
あ
る
発
明
は
ひ
き
つ
が
れ
、
手
を
加
え
ら
れ
て
、
改
良
さ
れ
て
ゆ
く
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
お
わ
っ
て
し
ま
う
も

の
は
、
正
し
く
は
技
術
的
発
明
品
と
は
い
わ
な
い
だ
ろ
う
。」[

２３] 

そ
の
上
で
、
そ
れ
ら
が
発
明
品
と
い
う
よ
り
も
、
芸
術
作
品
の
よ
う
に
見

え
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
と
言
う
の
だ
。
こ
う
し
た
評
価
も
、
同
時
代
の
美
術
動
向
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

中
原
が
特
に
注
目
す
る
の
が
「
は
ば
た
き
飛
行
機
（
オ
ー
ニ
ソ
プ
タ
ー
）」
だ
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
後
世
に
実
現
さ
れ
る
飛
行
機
と
は

あ
ま
り
関
係
の
な
い
も
の
と
い
え
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
の
「
機
械
」
展
の
カ
タ
ロ
グ
で
も
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
他
の
発
明
品
に
較

べ
て
、空
を
飛
ぶ
た
め
の
器
具
が
遥
か
に
合
理
的
で
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。[

２４] 

そ
こ
か
ら
、中
原
は
、レ
オ
ナ
ル
ド
が
求
め
た
の
は
、

現
在
の
よ
う
な
飛
行
機
を
つ
く
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
工
的
に
鳥
を
つ
く
る
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。[

２５]

比
較
と
し
て
登
場
す
る
の
が
、
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
タ
ト
リ
ン
が
１
９
３
０
年
頃
に
取
り
組
ん
だ
「
は
ば
た
き
飛
行
機
」
で
あ
る
。「
機
械
」

展
で
は
、
一
応
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
も
の
は
発
明
品
に
、
タ
ト
リ
ン
の
も
の
は
芸
術
品
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ロ
ケ
ッ
ト
開
発
が

は
じ
ま
っ
て
い
る
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
タ
ト
リ
ン
の
も
の
を
発
明
品
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
（
同
じ
タ
ト
リ
ン
の
も
の
と
し
て
も
、《
第

三
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
記
念
塔
》
よ
り
１
０
年
も
後
で
あ
る
）。
し
か
し
、
中
原
は
レ
オ
ナ
ル
ド
の
も
の
も
同
じ
だ
と
い
う
の
だ
。
両
方

と
も
、
発
明
品
と
し
て
は
失
敗
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
失
敗
で
あ
る
こ
と
を
芸
術
と
し
て
評
価
す
る
の
で
あ
る
。「
オ
ー

ニ
ソ
プ
タ
ー
は
、
何
も
の
か
の
先
駆
で
あ
っ
た
り
、
何
か
の
予
備
的
考
案
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
が
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
で
ひ
と
り
だ

ち
す
る
の
で
あ
る
。」「
オ
ー
ニ
ソ
プ
タ
ー
が
未
だ
か
つ
て
成
功
し
て
い
な
い
の
は
、
そ
れ
が
永
遠
の
夢
で
あ
る
こ
と
を
お
も
わ
せ
る
の
に
充

分
で
あ
る
。
そ
れ
は
失
敗
で
は
な
く
、
未
だ
実
現
せ
ざ
る
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。」

　

中
原
は
１
９
６
８
年
に
「
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
芸
術
」[

２６] 

と
い
う
評
論
を
発
表
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
レ
オ
ナ
ル
ド
理
解
は
こ
こ

に
す
で
に
登
場
し
て
い
る
。「
レ
オ
ナ
ル
ド
の
お
び
た
だ
し
い
数
に
の
ぼ
る
そ
れ
ら
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、
そ
れ
そ
の
も
の
と
し
て
私
の
関
心
を

そ
そ
ら
ず
に
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
実
現
し
た
か
ど
う
か
は
ど
う
で
も
い
い
の
で
あ
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
の
空
想
し
た
飛
行
機
の
よ
う
に
、
実

際
に
は
飛
ぶ
は
ず
の
な
い
も
の
の
ほ
う
が
、
よ
り
私
の
心
を
打
つ
。
そ
れ
は
〈
ア
イ
デ
ィ
ア
〉
で
あ
り
、
か
つ
〈
ア
イ
デ
ィ
ア
〉
以
外
の
な

に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。」
中
原
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
が
書
き
残
し
た
空
想
的
な
計
画
を
〈
ア
イ
デ
ィ
ア
〉
が
自
立
し
た
芸
術
と
し
て
理

解
し
、
ス
ケ
ッ
チ
の
か
た
ち
で
発
表
さ
れ
て
い
た
ク
レ
ス
・
オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ
や
ク
リ
ス
ト
の
壮
大
な
構
想
の
先
駆
と
見
な
す
の
で
あ
る
。



レ
オ
ナ
ル
ド
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、
自
然
観
察
を
は
じ
め
と
す
る
、〈
見
る
〉
こ
と
を
通
し
て
獲
得
さ
れ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
同
時
に
、〈
つ

く
る
〉
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
や
は
り
、
近
代
に
対
す
る
批
判
が
、
そ
の
出
発
点
に
い
る
レ
オ
ナ
ル
ド
に

よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

國
府
理　

レ
オ
ナ
ル
ド
＝
〈
見
る
〉
人
の
末
裔

　

万
能
の
天
才
と
し
て
で
は
な
く
、〈
見
る
〉
人
と
し
て
の
レ
オ
ナ
ル
ド
。
こ
の
延
長
上
に
は
、ど
の
よ
う
な
芸
術
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
國
府
理
と
い
う
１
９
７
０
年
生
ま
れ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
仕
事
を
取
り
上
げ
た
い
。

　

彼
は
自
転
車
や
自
動
車
を
素
材
と
し
た
彫
刻
で
知
ら
れ
る
が
、そ
れ
ら
は
〈
つ
く
る
〉
技
術
に
お
い
て
非
常
に
高
い
も
の
を
示
し
て
い
る
。

例
え
ば
、《
電
動
三
輪
自
動
車
》[

図
１] 

は
自
動
車
用
の
バ
ッ
テ
リ
ー
４
個
を
連
結
、
モ
ー
タ
ー
を
回
転
さ
せ
て
走
行
す
る
も
の
だ
が
、
ス
ピ
ー

ド
と
し
て
は
６
０
㎞
く
ら
い
ま
で
出
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
も
の
を
自
分
ひ
と
り
で
設
計
か
ら
制
作
ま
で
行
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
は
彼
の
な
か
で
は
例
外
に
属
し
て
い
る
。
基
本
的
に
、
彼
の
作
品
は
設
計
の
正
確
さ
と
高
い
生
産
技
術
に
裏

打
ち
さ
れ
な
が
ら
も
、
役
に
立
た
な
い
も
の
が
大
半
な
の
だ
。《
プ
ロ
ペ
ラ
自
転
車
》[

図
２] 

は
、
草
刈
り
機
の
エ
ン
ジ
ン
で
羽
根
を
回
転
さ

せ
て
推
進
力
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
実
は
、
１
度
も
使
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
本
人
も
い
う
よ
う
に
、
実
際
に
回
転
さ
せ
る
に
は
あ

ま
り
に
危
険
な
た
め
で
あ
る
。
他
に
も
、
ペ
ダ
ル
を
漕
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
進
む
《
人
力
自
動
車
》、
セ
イ
ル
で
風
を
受
け
て
進
む
《N

atural 

Pow
ered Vehicle

》[

図
３]

、
電
子
楽
器
テ
ル
ミ
ン
を
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
に
用
い
た
《M

ental Pow
ered Vehicle

》[

図
４] 

な
ど
、
見
事

に
役
に
立
た
な
い
も
の
が
並
ん
で
い
る
。

ま
た
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
行
っ
た
《CO

2 Cube

》
も
ほ
ぼ
計
画
倒
れ
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
京
都
か
ら
大
阪
ま

で
行
く
際
に
、
軽
ト
ラ
ッ
ク
が
ど
の
程
度
の
排
気
ガ
ス
を
算
出
す
る
の
か
を
可
視
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、〈
見
る
〉
こ
と
に
基
づ
い
た

1　
國
府
理
《
電
動
三
輪
自
動
車
》
１
９
９
４
︱
２
０
０
４
年　
撮
影
：
豊
永
政
史

2　
國
府
理
《
プ
ロ
ペ
ラ
自
転
車
》
１
９
９
４
年　
撮
影
：
北
村
光
隆



芸
術
行
為
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
出
発
し
て
す
ぐ
に
用
意
し
た
容
器
を
使
い
果
た
し
て
し
ま
い
、
結
局
、
ほ
と
ん
ど
測

定
で
き
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
。

中
原
は
、
１
９
４
０
年
生
ま
れ
の
ベ
ル
ギ
ー
の
美
術
家
パ
ナ
マ
レ
ン
コ
の
非
実
用
的
な
発
明
品
（
と
い
う
こ
と
は
芸
術
品
だ
）
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
中
原
の
理
解
は
、
そ
の
ま
ま
、
國
府
の
作
品
を
理
解
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

パ
ナ
マ
レ
ン
コ
（
中
略
）
の
考
案
す
る
動
力
飛
行
機
も
、
お
よ
そ
普
通
の
飛
行
機
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
エ

キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
飛
行
機
を
夢
見
る
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
に
変
化
を
与
え
る
こ
と
の
方
か
よ
り
大
き
な
目
的
で

あ
る
と
い
う
。（
中
略
）
そ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
新
し
い
能
率
の
も
の
を
つ
く
り
だ
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
思
考
を
土
台

に
し
な
が
ら
、
観
念
と
し
て
な
お
見
落
し
て
い
る
可
能
性
は
な
い
か
ど
う
か
を
探
索
す
る
と
い
う
態
度
に
ほ
か
な
る
ま
い
。（
中
略
）
実

際
に
そ
れ
が
飛
ぶ
と
か
動
く
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
何
よ
り
も
ま
ず
重
視
さ
れ
る
べ
き
は
、
思
考
と
想
像
力
の
つ
く
り
だ
す
可
能
性
だ
か

ら
で
あ
る
。[

２７]

　

私
は
か
つ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。「
國
府
自
身
は
《KO

K
U

FU
M

O
BIL

》
に
つ
い
て
、「
こ
こ
で
は
な
い
何
処
か
へ
連
れ

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
可
能
性
こ
そ
が
重
要
な
機
能
だ
っ
た
」
と
語
っ
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
可
能
性
に
留
ま
り
続
け

る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
ど
こ
か
に
行
き
た
け
れ
ば
、
既
成
の
自
動
車
を
運
転
す
れ
ば
よ
い
だ
け
の
話
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
彫
刻
を
つ
く
る

必
要
な
ど
な
い
。
彼
は
そ
れ
で
は
解
決
し
な
い
何
か
に
つ
い
て
考
え
続
け
、
提
示
し
続
け
た
の
で
あ
る
。」[

２８] 

こ
れ
は
上
記
の
中
原
と
ほ
ぼ

同
一
の
考
え
で
あ
る
。

哲
学
者
エ
リ
ー
・
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
は
、
パ
ナ
マ
レ
ン
コ
の
作
品
を
「
理
念
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
実
験
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
」

で
も
あ
る
も
の
と
見
な
し
、そ
れ
を「
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」と
名
づ
け
て
い
る
。「「
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」が
指
し
示
す
の
は
、さ
ま
ざ
ま
な
オ
ブ
ジ
ェ

3　
國
府
理
《Natural Pow

ered Vehicle

》
２
０
０
４
年　
撮
影
：
豊
永
政
史

4　
國
府
理
《M

ental Pow
ered Vehicle

》
２
０
０
６
年　
撮
影
：
豊
永
政
史



か
ら
な
る
、
あ
る
特
別
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
よ
り
も
、
新
た
な
生
産
体
制
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
プ
ロ

セ
ス
と
い
う
発
想
な
し
で
す
ま
す
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
過
大
に
扱
う
こ
と
が
な
い
、
そ
の
よ
う
な
実
験
的
芸
術
な
の
だ
。」[

２９] 

デ
ュ
ー
リ
ン

グ
の
「
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
は
國
府
の
作
品
に
適
用
で
き
る
と
同
時
に
、
中
原
の
解
釈
す
る
レ
オ
ナ
ル
ド
の
飛
行
器
具
に
も
適
用
で
き
る
も
の

と
い
え
る
。

國
府
は
２
０
１
４
年
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
彼
自
身
が
レ
オ
ナ
ル
ド
の
こ
と
を
ど
の
程
度
意
識
し
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
も
し
か
す
る
と
、
全
然
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
う
考
え
る
方
が
自
然
か
も
し
れ
な
い
。
仮

に
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
こ
と
を
、
近
代
を
導
い
た
万
能
の
天
才
と
解
釈
す
る
の
で
あ
れ
ば
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
、
近
代
の

批
判
者
と
し
て
の
レ
オ
ナ
ル
ド
も
ま
た
解
釈
可
能
な
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
國
府
の
仕
事
を
レ
オ
ナ
ル
ド
の
末
裔
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

１
９
７
４
年
に
求
め
ら
れ
た
レ
オ
ナ
ル
ド
像
は
、
現
在
の
美
術
を
考
え
る
上
で
、
依
然
と
し
て
有
効
性
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

註1　

安
達
健
二 

稲
田
清
助 

山
田
智
三
郎
（
タ
イ
ト
ル
な
し
）『
モ
ナ
・
リ
ザ
展
』
モ
ナ
・
リ
ザ
歓
迎
員
会 

１
９
７
４
年 

頁
な
し
。

2　

三
浦
篤
「
か
く
も
永
き
戯
れ
︱
《
モ
ナ
・
リ
ザ
》
神
話
の
変
容
︱
」『
モ
ナ
・
リ
ザ
１
０
０
の
微
笑
』
日
本
経
済
新
聞
社 

２
０
０
０
年 

１
６-

２
７
頁
。

3　

谷
口
英
理
「
レ
オ
ナ
ル
ド
と
近
代
日
本
」『
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
世
界 All about Leonardo

』（
池
上
英
洋 

編
著
）
東
京
堂
出
版 

２
０
０
７
年 

４
１
４-
４
３
１
頁
。

4　

西
村
智
弘
『
日
本
芸
術
写
真
史 

浮
世
絵
か
ら
デ
ジ
カ
メ
ま
で
』
美
学
出
版 

２
０
０
８
年 

３
８
６
頁
。

5　

光
田
由
里
『
高
松
次
郎 

言
葉
と
も
の
』
水
声
社 

２
０
１
１
年 

１
７
６-

１
７
９
頁
。

6　

K. G. Pontus H
ultén, The m

achine as seen at the end of the m
echanical age, The M

useum
 of M

odern Art,  N
ew

 York , 1968, p.6.

引
用
文
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
し 

　
　

た
。
中
原
佑
介
「
機
械
︱
機
械
時
代
の
終
り
に
見
ら
れ
る
」『
美
術
手
帖
』
№
３
２
１ 

１
９
６
９
年
１
２
月
号
増
刊 

１
７
２
頁
。

7　

マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
『
人
間
拡
張
の
原
理
＊
メ
デ
ィ
ア
の
理
解
』（
後
藤
和
彦 

高
儀
進 

訳
）
竹
内
書
店
新
社 

１
９
６
７
年 

、
お
よ
び
小
林
啓
倫
『
今
こ
そ
読
み
た
い 

　
　

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
』
マ
イ
ナ
ビ 

２
０
１
３
年 

５
２-

８
４
頁
。

8　

出
品
作
品
は
次
の
と
お
り
。《
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
直
立
し
て
い
る
飛
行
機
械
》『
パ
リ
手
稿
Ｂ
』f.80r. 《
翼
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
》『
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
コ
手
稿
』f.313r. 《
横
た
わ
っ
た
人 

　
　

間
が
腕
と
脚
を
使
っ
て
翼
を
羽
ば
た
か
せ
る
飛
行
機
械
》『
パ
リ
手
稿B

』f.75r. 《
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
（
エ
ア
・
ス
ク
リ
ュ
ー
）》『
パ
リ
手
稿
Ｂ
』f.83v. 《
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
》『
ア
ト　
　

 

　
　

ラ
ン
テ
ィ
コ
手
稿
』f.381v.

9　

宮
川
淳
「
手
の
失
権 

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
機
械
と
手
工
的
な
思
考
」『
宮
川
淳 

絵
画
と
そ
の
影
』（
建
畠
晢 

編
）
み
す
ず
書
房 

２
０
０
７
年 

１
６
４-

１
７
５
頁
。

10　

村
上
春
樹
『
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』
講
談
社 

１
９
８
０
年
。
な
お
、
村
上
の
次
作
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
で
は
、「
権
力
か
ら
反
権
力
に
至
る
全
て
」
を
と
り
こ
ん
だ 

　
　
「
右
翼
の
大
物
」
に
羊
が
入
り
込
ん
だ
の
が
１
９
３
６
年
、
物
語
は
１
９
７
８
年
に
そ
の
羊
を
爆
破
す
る
と
こ
ろ
で
お
わ
る
が
、
こ
れ
も
近
代
の
終
焉
と
い
う
意
識
に
関
与
し
て 

　
　

い
る
と
思
わ
れ
る
。『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
講
談
社 

１
９
８
２
年
。

11　

李
禹
煥
「
出
会
い
を
求
め
て
」『
新
版
・
出
会
い
を
求
め
て
』
美
術
出
版
社 

２
０
０
０
年 

４
９
頁
。

12　

李
「
観
念
崇
拝
と
表
現
の
危
機
」
前
掲
書 

１
９
頁
。

13　

座
談
会
「〈
も
の
〉
が
ひ
ら
く
新
し
い
世
界
」
で
の
発
言
。『
美
術
手
帖
』
№
３
２
４ 

１
９
７
０
年
２
月
号 

３
８
頁
。

14　

エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
『
イ
デ
ア 

美
と
芸
術
の
理
論
の
た
め
に
』（
伊
藤
博
明 

富
松
保
文 

訳
）
平
凡
社 

２
０
０
４
年 

２
０-

２
７
頁
。

15　

ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
『
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
論
』（
塚
本
昌
則 

訳
）
筑
摩
書
房 

２
０
１
３
年 

９
７
頁
。

16　

東
京
造
形
大
学
附
属
美
術
館 [

監
修]

『
成
田
克
彦 「
も
の
派
」
の
残
り
火
と
絵
画
へ
の
希
求
』
東
京
造
形
大
学
現
代
造
形
創
造
セ
ン
タ
ー 

２
０
１
７
年
の
帯
（
ブ
ッ
ク
・
バ
ン 

　
　

ド
）
に
寄
せ
た
文
章
。

17　

東
野
芳
明
「
も
う
ひ
と
り
の
レ
オ
ナ
ル
ド
」『
美
術
手
帖
』
№
３
８
１ 

１
９
７
４
年
５
月
号 

１
１
２-

１
２
３
頁
。

18　

当
時
の
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
思
想
に
由
来
す
る
レ
オ
ナ
ル
ド
の
両
性
具
有
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
池
上
英
洋
『
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ 

生
涯
と
芸
術 

　
　

の
す
べ
て
』
筑
摩
書
房 

２
０
１
９
年 

４
６
０-

４
６
８
頁
。

19　

東
野
「
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
︱
生
涯
＝
作
品
」『
反
芸
術
「
ダ
ダ
」
の
巨
匠 

見
る
ひ
と
が
芸
術
を
つ
く
る 

マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
展
』
西
武
美
術
館
／
高
輪
美
術
館  

　
　

１
９
８
１
年 

頁
な
し
。

20　

カ
ル
ヴ
ィ
ン
・
ト
ム
キ
ン
ズ
『
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
』（
木
下
哲
夫 

訳
）
み
す
ず
書
房 

２
０
０
３
年 

２
２
５
頁
、
菅
原
教
夫
『
レ
デ
ィ
メ
イ
ド 

デ
ュ
シ
ャ
ン
覚
書
』
五
柳 

　
　

書
院 

１
９
９
８
年 

７
３
頁
、
な
ど
。

21　

東
野
「
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ 

あ
る
い
は
、
左
き
き
の
思
想
」『
裏
切
ら
れ
た
眼
差
し 

レ
オ
ナ
ル
ド
か
ら
ウ
ォ
ー
ホ
ル
へ
』
朝
日
出
版
社 

１
９
８
０
年 

１
６
頁
。
た
だ 



　
　

し
、 

東
野
の
こ
の
指
摘
は
、
鏡
に
映
っ
た
像
以
上
に
、
写
真
フ
ィ
ル
ム
を
裏
焼
き
で
プ
リ
ン
ト
し
た
場
合
の
方
が
よ
り
該
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

22　
「
あ
い
さ
つ
」『
科
学
者
レ
オ
ナ
ル
ド 

ダ 

ビ
ン
チ
展
』
朝
日
新
聞
社 

１
９
７
４
年 

頁
な
し
。

23　

中
原
「
技
術
的
神
話
の
世
界
＝
発
明
家
レ
オ
ナ
ル
ド
」『
み
づ
ゑ
』
№
８
３
１ 

１
９
７
４
年
６
月
号 

７
８
頁
。

24　

H
ultén, op.cit., p.16.

25　

中
原
『
大
発
明
物
語
』
美
術
出
版
社 

１
９
７
５
年 

９-

３
９
頁
。

26　

中
原
「
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
芸
術
」『
見
る
こ
と
の
神
話
』
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社 

１
９
７
２
年 

３
９-

６
０
頁
。

27　

中
原
『
大
発
明
物
語
』
１
０
０
頁
。

28　

拙
稿
「D

aydream
 Believer

」『
國
府
理
の
仕
事
と
仲
間
た
ち
』
展 

会
場
掲
出
テ
キ
ス
ト 

２
０
１
５
年
５
月 

ア
ー
ト
コ
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
（
大
阪
）。

29　

エ
リ
ー
・
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
「
プ
ロ
ト
タ
イ
プ 

芸
術
作
品
の
新
た
な
身
分
」（
武
田
宙
也 

訳
）『
現
代
思
想
』vol.

４
３-

１ 

２
０
１
５
年
１
月
号 

１
８
３
頁
。

※
本
稿
は
２
０
２
０
年
１
月
１
７
日
に
行
わ
れ
た
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
没
後
５
０
０
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
レ
オ
ナ
ル
ド
の
さ
ま
ざ
ま
な
顔
︱
そ
の
多
面
性
を
ひ
も
と
く
」（
代

官
山
ヒ
ル
サ
イ
ド
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
で
の
発
表
原
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

藤 

井　

匡

１
９
７
０
年
山
口
県
生
ま
れ
。
九
州
大
学
文
学
部
卒
業
。
１
９
９
５
年
か
ら
宇
部
市
役
所
学
芸
員
と
し
て
「
現
代
日
本
彫
刻
展
」
ほ
か
の
展

覧
会
を
担
当
。
後
に
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
し
て
、
各
地
で
の
展
覧
会
や
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
携
わ
る
。
現
在
、
東
京
造
形
大
学
准
教
授
。

著
書
に
『
現
代
彫
刻
の
方
法
』（
美
学
出
版
）、『
公
共
空
間
の
美
術
』『
風
景
彫
刻
』『
眞
板
雅
文
の
彫
刻
＝
写
真
』（
い
ず
れ
も
阿
部
出
版
）

な
ど
が
あ
る
。



汚
れ
（
ワ
ク
チ
ン
）

橋
本
聡

と
て
も
汚
れ
た
も
の
を
嫌
が
る
者
は
多
く
て
も
、
と
て
も
き
れ
い
な
も
の
を
嫌
が
る
者
は
少
な
い
。
汚
れ
た
も
の
が
心
身
を
害
す
る
と
考
え

る
者
は
多
く
て
も
、
き
れ
い
な
も
の
が
心
身
を
害
す
る
と
考
え
る
者
は
少
な
い
。
汚
れ
た
も
の
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
者
は
多
く
て
も
、
き

れ
い
な
も
の
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
者
は
少
な
い
。

経
済
力
を
背
景
に
得
た
教
育
は
免
疫
学
や
美
学
を
通
し
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
の
不
実
や
危
う
さ
を
彼
ら
に
学
ば
せ
る
。
彼
ら
が
読
書
、
芸
術

鑑
賞
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
勤
し
む
の
は
、
広
い
意
味
で
の
ワ
ク
チ
ン
の
た
め
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、
高
値

を
は
た
い
て
購
入
さ
れ
た
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ
ジ
ー
ン
ズ
が
ち
ぐ
は
ぐ
に
見
え
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
汚
れ
の
導
入
は
ハ
リ
ボ
テ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
へ
の
多
少
な
り
と
も
の
理
解
や
不
安
が
、
芸
術
へ
の
投
資
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
り
美
術
館
は
ド
ッ
ラ
グ
ス
ト

ア
、
た
と
え
大
麻
の
よ
う
な
効
用
だ
と
し
て
も
、
ヒ
ッ
ピ
ー
と
い
う
よ
り
は
ヤ
ッ
ピ
ー
の
た
め
の
ド
ラ
ッ
グ
へ
と
パ
ッ
ケ
ー
ジ
さ
れ
て
い
ま

す
。「
汚
れ
」
も
「
芸
術
」
も
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
流
通
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

も
し
「
作
品
」
が
都
合
の
よ
い
ワ
ク
チ
ン
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
な
ら
、
そ
こ
に
は
深
刻
な
病
が
あ
り
ま
す
。
鑑
賞
者
は
の
こ
の
で

あ
っ
て
も
、
見
舞
い
に
来
、
判
断
に
迫
ら
れ
ま
す
。
他
人
事
の
よ
う
に
病
の
姿
を
眺
め
る
か
、
鑑
賞
者
を
や
め
足
を
踏
み
込
む
か
。
承
知
で

接
触
し
感
染
す
る
。
熱
で
う
な
さ
れ
、
病
を
、
汚
れ
を
伝
染
さ
せ
る
。

芸
術
の
ご
活
動
は
「
社
会
」
を
活
発
化
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
停
滞
化
な
い
し
は
荒
廃
さ
せ
る
こ
と
に
指
針
が
あ
り
ま
す
。
高
い
ビ
ル
を

築
き
上
げ
る
た
め
で
は
な
く
、
寧
ろ
粉
砕
す
る
た
め
に
。
芸
術
は
ワ
ク
チ
ン
で
は
な
く
、
寧
ろ
病
で
あ
る
べ
き
で
す
。
発
熱
も
悪
寒
も
、
死

も
絶
滅
も
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

２
０
１
３
年
１
２
月
２
１
日
、「
現
在
の
ア
ー
ト
〈2013

〉」
森
美
術
館
（
六
本
木
ヒ
ル
ズ
森
タ
ワ
ー
）　

に
て



橋
本
聡
｜Satoshi H

ashim
oto

ア
ナ
リ
ス
ト
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
ア
ラ
ブ
、
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
、
ア
ク
ト
。

主
な
発
表
：「
行
け
な
い
、
来
て
く
だ
さ
い
」（ARCU

S, 

茨
城, 2010

）、「
あ
な
た
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
売
っ
て
く
だ
さ
い
」（
イ
ン
ド
各
地, 

2011

）、「
独
断
と
偏
見
：
観
客
を
分
け
ま
す
」（
国
立
新
美
術
館, 2012

）、「
偽
名
」（「14

の
夕
べ
」
東
京
国
立
近
代
美
術
館,2012

）、「
国
家
、

骰
子
、指
示
、」（D

aiw
a Foundation, 

ロ
ン
ド
ン,2014

）、「M
O

T

ア
ニ
ュ
ア
ル2016 

キ
セ
イ
ノ
セ
イ
キ
」（
東
京
都
現
代
美
術
館, 2016

）、「
全

て
と
他
」（LISTE, 
バ
ー
ゼ
ル, 2016

）、「Fw
: 

国
外
（
日
本-

マ
レ
ー
シ
ア
）」（
国
際
空
港
、
飛
行
機
、
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど, 2016

）、「
世

界
三
大
丸
い
も
の
：
太
陽
、
月
、
目
」（
青
山
｜
目
黒, 

東
京, 2017

）、「
夜 

－ 

時 = 

闇
」（H

ans & Fritz Contem
porary, 

バ
ル
セ
ロ
ナ, 

2018

）、「Kyojitsu-H
iniku

」（
イ
ビ
ラ
プ
エ
ラ
公
園-

日
本
館
、サ
ン
パ
ウ
ロ, 2018

）な
ど
。
ほ
かAn Art U

ser Conference

や
基
礎
芸
術
、

ARTISTS' GU
ILD

に
お
い
て
活
動
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。

２
０
２
０
年
刊
行
予
定
の
『
政
治
の
展
覧
会
』（
引
込
線
／
放
射
線
）
を
共
同
編
集
中
。



Creative Shower Zine Fair, 通称 CSZF は一言で言うのであれば、ZINE の展示イベントです。

ですが一言に展示と言っても、良く見せるにはどうするか？いかに多くの人に見てもらえるか？ 

そもそも楽しく展示をするにはどう進めるか？までを参加者全員で考えるところから始まりました。

ゲスト講師に 佐塚真啓（国立奥多摩美術館 館長 ）さんをお呼びし、「zine とは？」「zine を買っ

てみる」「POP を書く」「zine を作る」「評価する 」といった ZINE に関わる具体的な HOW TO

を学びました。その中で参加者全員にそれぞれの役割が決まり、自らが全体の展示に向かって

いくための責任感を感じながらも、互いに協力し合うことが自然に行われた自発的かつ能動的な

イベントになりました



C S Z F 2 0 1 9 の流 れ

7 / 2	  Creative Shower Zine Fair キックオフミーティング  
  【zine とは？の座談会】　　　　❶

7 / 13	 TABF で 2000 円以内の zine を買う。【zine を買ってみ 
  る。】

10 / 28- 佐塚 zine コレクション【買った zine と POP と佐塚コ 
  レクションの zine の展示。】　　❷

11 / 25 簡単〟単管 ” 講習【展示台を作るための講習会】　　❸

12 / 4  ファシリテーター講習会【zine を評価するための講習 
  会】

12 / 9 - 24 Creative Shower Zine Fair【zine の展示】

12 / 16,17 大おしゃべり会【zine 展示者による座談会】

12 / 16 vivian su method【パフォーマンス】

12 / 23 みんなもピラミッドを作れるはず。【CSZF 実行委員会 
  による座談会】

❶

❷

❸



松下凛果・はじめての「酒」

咲羽・そっちもこっちも



C S Z F の 参 加 者

川勝きりん / 病 / 知恵篠猫音 / 寺平花 / コバノン BAE/ いとうゆき / 鈴木添代 / 中

島瑞貴 / ヒラツカキョウ / 岡村海王 / 綱川知里 / さくらわだ / シマサキミウ ハラ

グチ / ヒダアズミ / おサダ / やまざきみき / 松下凛果 / 竹内綾音 / 加藤真菜 / 古屋

湖都美 /ODD/ 鈴木玲美 / 日高基 / 田中郁江 /PON.S AMA/PON.S SANU 古瀬友菜

/ 心 / まじこ /Aiku Kurotaki/ 紙部 / 田中由希子 / ふる・ぱわ子 / 生嶋順理 / 咲羽 /

篠原菜々子 / 毛玉の親 / いよかん / ちゃしつ / ぼり / かどぅん / 狛ノ助むろそのま

い / 川上元哉 / 杉野萌日 / 伊藤理莉子 / ナルミ ジュリア / クシマアオイ / 晏 / コバ

/jun/ 日高基 fushimi/ 大嶋はな miru yamamoto/ 山内駿之介 / 鈴木玲美 / キマ タ

チカワ / バブ夫 / 渡辺森乃 / 飛夏 / 七山蒼 / 冠婚葬祭 / 劉小溪 / ハニュウリョウマ /

ひらかわまう / 全身原色 / 姉帯千春 / 鹿野稜介   川上元哉 / さいとうたくみ / 坂本

美果 / スダタカヤ / 森田千尋オオヤギアミ / 前田康晴 / 菫 / 山本和 / 中山ひかり /

原佑佳ひがしのうい / 奥友ひとえ / 赤城ひなた

C S Z F の 協 力 者

佐塚真啓（コンサルタント）/ 赤城ひなた / 大澤拓実（設営長）/ 新井さくら / 桑原

咲羽（副撮影長）/ 篠原菜々子 / 綱川知里 / 日高基 / 丸山葉月（イラスト長）中山

輝 / 室園舞（外看板長）/ 山崎未樹（撮影長）/ 大八木あみ / 矢能優 / 加藤真菜 / 鹿

野稜介 / 島田すみれ / 須田貴哉（副設営長）/ 寺平花 / 齋藤匠  鈴木玲美（ファシリ

テーター長）/ 太刀川瑶姫 / 関根岳 / 久保創 / 橋本創太朗 / 澤邉啓太朗 / 長谷川了亮

/ 久保田慎 / 田中柊 / 岡村海王 / 前田康晴 / 川上元哉 / 太田龍之介 / 一色菜穂 / 清水

美里 / 菊池康介 / 田中郁江 / 伊藤理莉子

川上元哉・saizeriya 川上元哉・CARD BOARD ZINE

大嶋はな・what is the best match for stilton 岡村海王・ピンポン読んだ

山本和・弱小テニス部私たちの部活への距離感 ひがしのうい・にんじんおいわい



感
情
の
レ
ベ
ル
と
意
味
の
レ
ベ
ル
、

優
し
さ
の
世
界

山
本　

恵
子

　

私
は
こ
れ
か
ら
、
芸
術
と
倫
理
の
関
係
に
つ
い
て
書
い
て
み
よ
う
と
思
う
。
こ
の
大
き
な
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
、
哲
学
系
美
学
を
生
業

と
し
て
い
る
私
に
と
っ
て
日
常
的
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
問
題
を
私
は
私
な
り
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
美
学
者
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
介
し
て
日
々

真
剣
に
考
え
続
け
て
い
る
。
し
か
し
美
学
と
い
う
抽
象
度
の
高
い
フ
ィ
ル
タ
ー
で
、
う
ま
く
〈
ア
ー
ト
の
現
場
〉
を
可
視
化
す
る
の
は
と
て

も
難
し
い
こ
と
だ
。
理
論
に
よ
っ
て
上
手
く
整
理
し
、
分
類
し
、
豊
か
な
言
葉
を
繰
り
出
し
た
い
と
思
う
け
れ
ど
、「
う
ま
く
言
い
表
す
こ

と
が
で
き
た
」
と
思
う
と
き
ほ
ど
、
自
分
が
安
易
に
事
柄
と
事
柄
の
因
果
を
結
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
怖
く
な
る
。
そ
し
て

度
々
、
そ
の
怖
さ
に
よ
っ
て
、
固
ま
り
か
け
た
思
考
が
瓦
解
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
だ
。
そ
の
あ
と
は
、
そ
こ
か
ら
も
う
一
度
重
い
腰
を

上
げ
て
、
自
分
の
思
い
込
み
や
確
信
か
ら
自
分
自
身
を
疎
外
し
「
疑
っ
て
み
る
」。
こ
の
運
動
を
繰
り
返
す
。
繰
り
返
さ
な
い
と
不
安
だ
か

ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
い
く
ら
繰
り
返
し
て
も
不
安
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
不
安
を
ひ
と
つ
の
学
問
的
態
度
と
し
て
自
己

の
内
に
回
収
し
保
ち
続
け
る
と
こ
ろ
に
し
か
、
思
考
の
安
定
（
バ
ラ
ン
ス
）
は
保
て
な
い
と
感
じ
る
。

　

と
大
げ
さ
に
書
い
て
み
た
が
、
実
は
そ
の
よ
う
な
逡
巡
は
、
こ
れ
か
ら
私
が
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
題
材
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
昨
年
話
題

に
な
っ
た
あ
の
〈
現
場
の
事
例
〉
で
は
ほ
と
ん
ど
起
き
な
か
っ
た
。
あ
の
事
例
と
は
「
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
２
０
１
９
（
情
の
時
代
）：

表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
」（
以
下
、
不
自
由
展
と
略
す
）
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
展
示
を
め
ぐ
り
噴
出
し
た
出
来
事
と
議
論

に
は
、
多
様
な
問
題
が
混
在
し
て
い
た
。
出
来
事
は
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
内
側
の
み
な
ら
ず
政
治
家
や
ネ
ッ
ト
上
を
巻
き
込
ん
で
肥
大
化
し

た
。「
慰
安
婦
像
」「
天
皇
を
燃
や
す
」
と
い
う
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
で
拡
散
さ
れ
て
い
く
展
示
物
の
政
治
性
は
、
作
者
の
意
図
を
汲
む
こ
と
な
く

右
翼
／
左
翼
に
切
り
分
け
ら
れ
た
言
論
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
展
示
へ
の
批
判
を
ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ
さ
せ
る
格
好
の
火
種
と

な
り
、
電
話
に
よ
る
脅
迫
事
件
も
起
き
た
。
さ
ら
に
事
後
的
な
補
助
金
不
交
付
の
決
定
が
大
体
的
に
報
道
さ
れ
る
や
否
や
、
国
家
に
よ
る
検

閲
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
と
議
論
に
発
展
し
た
。
そ
し
て
、〈
芸
術
の
政
治
化
〉
と
〈
国
家
の
検
閲
と
表
現
の
自
由
〉
に
つ

い
て
、
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
住
人
は
自
身
の
態
度
表
明
や
具
体
的
な
見
解
を
求
め
ら
れ
て
い
く
。
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
私
に
お
い
て
は
、

（
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
多
く
の
住
人
た
ち
も
、）
核
心
部
分
で
の
主
張
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
税
金
で
や
る
か

ら
こ
そ
、
公
権
力
で
や
る
か
ら
こ
そ
、
表
現
の
自
由
は
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
逆
に
、
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
こ
の
内
容
は
良

く
て
こ
の
内
容
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
公
権
力
が
や
る
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
〔
…
〕。

自
分
の
気
に
入
ら
な
い
表
現
が
あ
っ
て
も
ね
、
表
現
は
表
現
と
し
て
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
と
い
う
の
が
今
の
日
本
国
憲
法
の
原
則
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
戦
後
民
主
主
義
の
原
点
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」[

1]

と
述
べ
た
大
村
秀
章
愛
知
県
知
事
と
、
基
本
的
な
見
解
を
一
に
し

て
い
た
か
ら
だ
。

　

と
は
い
え
、
一
連
の
出
来
事
を
、
芸
術
と
倫
理
と
い
う
問
題
と
し
て
美
学
の
網
の
目
に
通
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
議
論
を
語
り
う
る
の
だ

ろ
う
か
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
問
題
は
、
政
治
的
立
場
や
法
的
立
場
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
じ
っ
さ
い

そ
れ
ら
か
ら
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
こ
の
問
題
の
肝
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
た
か
ら
だ
。
あ
く
ま
で
も
議
論
の
端
緒
と
い

う
か
、
断
片
的
な
思
考
に
す
ぎ
な
い
が
、
書
き
留
め
て
み
た
い
と
思
う
。

＊
　

周
知
の
よ
う
に
、
エ
ー
コ
の
〈
作
品
の
開
か
れ
〉、
あ
る
い
は
バ
ル
ト
の
〈
作
者
の
死
〉
の
概
念
は
、
作
品
の
内
容
を
総
じ
て
作
者
の
意



図
に
帰
す
る
よ
う
な
固
定
観
念
か
ら
距
離
を
取
り
、
作
品
に
は
多
様
な
解
釈
が
存
す
る
と
い
う
意
識
を
一
般
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

概
念
の
一
般
化
の
延
長
線
上
に
立
つ
現
代
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
に
お
い
て
は
、
作
品
を
介
し
た
作
者
と
鑑
賞
者
の
関
係
性
を
対
話
で
繋

ぎ
、
対
話
を
含
め
て
作
品
で
あ
る
と
み
な
す
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。

　

作
品
自
体
に
内
在
す
る
営
為
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
企
画
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
不
自
由
展
の
後
に
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
「
サ
ナ
ト

リ
ウ
ム
」
を
設
立
し
た
。
展
示
中
止
や
芸
術
そ
の
も
の
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
よ
う
と
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
市
民
ら
が
公
開
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
と
い
う
形
で
対
話
す
る
場
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
主
催
し
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
加
藤
翼
は
、「
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
」
さ
れ
た
「
予
定

調
和
」
的
な
対
話
で
は
な
く
「
誰
も
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
起
き
て
し
ま
う
余
白
」
を
持
つ
べ
き
で
あ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。「
右

と
左
の
固
定
的
な
意
見
を
因
数
分
解
し
、
ど
こ
か
つ
な
が
り
を
見
つ
け
た
か
っ
た
」。
が
「
つ
な
が
り
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
か
っ
た
」
と

い
う[

2]

。

　

そ
れ
は
そ
う
で
あ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。
否
、
そ
も
そ
も
対
話
と
い
う
も
の
自
体
が
本
来
的
に
き
わ
め
て
困
難
な
行
為
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
は
誰
も
が
首
肯
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　

私
は
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
を
研
究
し
て
い
る
の
だ
が
、
彼
も
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
り
、
意
識
し
て
い
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
彼

は
自
著
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』
に
、「
全
て
の
人
の
た
め
で
あ
り
、
誰
の
た
め
で
も
な
い
、
一
冊
の
書
」
と
い
う
副
題
を

付
し
た
。
自
分
が
書
き
記
す
思
想
を
全
て
の
人
に
伝
え
た
い
が
、
誰
に
も
伝
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
孤
独
を
記
し
た
も
の
と
も
、

あ
る
い
は
別
の
意
味
と
も
考
え
う
る
が
、
こ
の
書
で
は
主
人
公
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
を
通
し
て
、
思
想
の
伝
達
不
可
能
性
に
打
ち
の
め
さ
れ

な
が
ら
も
、
そ
れ
で
も
民
衆
に
、
自
分
が
得
た
〈
生
の
思
想
〉
を
伝
え
よ
う
と
す
る
生
き
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
大
事
な
深
い
思
想
ほ
ど
伝
わ
ら
な
い
。
人
々
に
好
ま
れ
る
言
説
と
は
、
人
々
に
と
っ
て
快
く
、
す
ぐ
理
解
で
き
る
も
の
だ
け
で
あ

る
。
創
造
的
で
革
新
的
な
も
の
を
民
衆
は
理
解
し
な
い[

3]

。
そ
の
た
め
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
し
ば
し
ば
自
分
の
思
想
を
た
だ
孤
独
の
な

か
で
熟
成
さ
せ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

　

写
真
家
・
畠
山
直
哉
の
対
話
の
考
え
方
も
興
味
深
い
。

　
「
た
い
が
い
、
す
ぐ
れ
た
芸
術
作
品
は
孤
独
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
こ
の
孤
独
は
、「
私
は
私
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
寂
し
さ
と
は
、
ま
っ

た
く
違
う
場
所
に
あ
る
。〔
中
略
〕
芸
術
作
品
は
、
世
間
的
な
意
味
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
あ
ら
か
じ
め
自
分
と
同
じ
よ
う
な
人
間
を
想
定
し
て
、
そ
こ
に
ボ
ー
ル
を
投
げ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
種
類
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
基
づ
い
て
生
ま
れ
る
も
の
で
は
、
決
し
て
な
い
の
で
す
。〔
中
略
〕
そ
う
で
は
な
く
、
芸
術
作
品
と
は
、
誰
が
聞
い
て
く
れ
る
か
は
分
か

ら
な
い
け
れ
ど
、
と
に
か
く
大
き
な
世
界
に
向
か
っ
て
、
自
分
の
驚
き
や
、
心
の
底
か
ら
大
切
だ
と
思
う
こ
と
を
、
声
に
し
て
呼
び
か
け
る
、

そ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
も
の
で
す
」[

４]

。

　

そ
し
て
そ
の
作
者
の
「
返
事
が
約
束
さ
れ
て
い
な
い
呼
び
か
け
」
が
鑑
賞
者
で
あ
る
自
分
に
「
届
い
た
と
思
わ
れ
る
瞬
間
」
が
あ
り
、「
絶

え
ざ
る
呼
び
か
け
と
問
い
か
け
の
渦
巻
く
場
」
に
「
大
き
な
意
味
で
の
連
帯
」
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。

　

ニ
ー
チ
ェ
と
畠
山
に
は
共
通
点
が
あ
る
。
思
想
で
あ
れ
芸
術
表
現
で
あ
れ
、
真
剣
さ
を
も
っ
て
伝
え
た
い
内
容
を
人
に
伝
え
よ
う
と
す
る

と
孤
独
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
両
者
と
も
、
見
え
な
い
地
平
の
先
に
、
呼
び
か
け
を
聞
い
て
く
れ
て
い
る
誰
か
、
同

じ
よ
う
な
孤
独
を
巡
っ
て
い
る
誰
か
が
い
る
と
信
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
し
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
対
話
は
、
安
易
な
共
感
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
全
く
別
の
位
相
、
す
な
わ
ち
孤
独
に
お

い
て
の
み
理
解
の
可
能
性
を
開
く
、
ア
ン
ヴ
ィ
バ
レ
ン
ト
な
事
象
で
あ
る
と
い
え
る
。
不
自
由
展
で
模
索
さ
れ
た
対
話
は
ど
う
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
対
話
の
前
提
と
は
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
ネ
ッ
ト
上
で
様
子
を
追
う
限
り
で
は
、
対

話
と
い
う
に
は
閉
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
印
象
が
拭
え
な
い
。

　

不
自
由
展
を
め
ぐ
っ
て
、
な
ぜ
発
展
的
な
対
話
が
困
難
だ
っ
た
の
か
は
想
像
に
難
く
な
い
。
一
方
で
は
「
表
現
者
の
自
由
」
の
絶
対
性
が

確
信
さ
れ
、
他
方
で
は
「
国
家
の
尊
厳
」
が
絶
対
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
お
互
い
に
譲
り
合
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
芯

棒
の
よ
う
な
部
分
で
あ
っ
た
か
ら
、
交
わ
る
こ
と
の
な
い
平
行
線
の
対
立
と
し
て
可
視
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
対
立
が
〈
作
品
が
「
そ
こ

に
あ
る
こ
と
」
の
可
否
〉
を
め
ぐ
る
対
立
図
式
（
展
示
の
中
止
vs 

継
続
・
再
開
）
に
シ
フ
ト
し
た
の
で
あ
る
。

　

芸
術
作
品
に
お
け
る
対
話
と
は
、〈
私
の
そ
の
芯
棒
を
、
一
旦
手
放
し
た
も
の
と
仮
定
し
て
、
他
者
の
感
性
や
思
考
の
中
を
自
由
に
戯
れ



て
み
る
こ
と
〉、
あ
る
い
は
別
の
言
い
方
を
試
み
る
な
ら
、〈
客
観
的
に
他
者
の
感
性
や
思
考
を
眺
め
る
楽
し
み
〉、〈
仮
構
性
の
中
で
の
真
剣

で
冒
険
的
な
遊
び
〉
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
し
か
し
、
政
治
的
・
思
想
的
深
刻
さ
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
双
方
が
固
着
化
し
た
こ
と
で
、
仮

構
性
が
壊
れ
、
芸
術
が
自
由
に
戯
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
の
う
ち
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

ま
さ
に
不
自
由
展
こ
そ
、
自
由
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
を
趣
旨
と
し
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
不
自
由
展
は
、「
検
閲
」「
忖
度
」「
ク

レ
ー
ム
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
「
不
自
由
の
あ
り
方
」
に
お
い
て
、「
天
皇
と
戦
争
」「
慰
安
婦
」「
憲
法
９
条
、
原
発
、
性
表
現
」
な
ど
の
「
内

容
」
が
自
由
に
発
信
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
を
実
際
の
作
品
や
そ
の
解
説
に
よ
っ
て
提
示
す
る
企
画
だ
っ
た[

５]

。
そ
れ

は
主
に
「
表
現
の
自
由
」
と
い
う
法
的
な
概
念
に
て
ら
し
て
論
じ
ら
れ
た
。

　

し
か
し
先
述
の
よ
う
に
、
芸
術
の
自
由
は
、
表
現
者
が
自
由
に
自
分
の
外
部
に
表
現
す
る
権
利
を
も
つ
こ
と
以
上
に
、
鑑
賞
者
が
他
者
の

表
現
と
自
由
に
戯
れ
る
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
と
私
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
の
了
解
こ
そ
が
、
対
話
と
い
う
地
平
を
成
立
さ
せ
る
は
ず
な
の
だ
。

＊
　

先
に
私
は
、
芸
術
が
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
、
芸
術
を
仮
構
的
な
場
で
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
を
し
た
。
平
た
く
言
え
ば

そ
れ
は
、
も
し
自
分
に
と
っ
て
気
に
入
ら
な
い
、
首
肯
し
が
た
い
表
現
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
の
〈
感
情
〉
は
い
っ
た
ん
括
弧
に
入
れ

て
、作
者
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
の
〈
意
味
〉
を
客
観
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
と
い
う
方
向
へ
も
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

私
に
そ
う
し
た
負
の
感
情
が
お
き
た
こ
と
を
、
客
観
的
な
意
味
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
直
す
と
い
う
作
業
を
す
る
こ
と
で
、
作
者
と
の
意
見
交
換

の
場
を
作
り
出
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
不
自
由
展
で
は
、
そ
の
よ
う
に
作
品
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
感
情
的
に
な
る
人
々
が
多
く
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
一
言
で
言
え

ば
、
上
述
の
よ
う
な
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
作
法
に
慣
れ
て
い
な
い
と
い
う
言
い
方
で
括
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
も
っ
と
広
く
こ
の
作

法
を
啓
蒙
し
ま
し
ょ
う
、
と
こ
の
文
章
を
終
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
芸
術
文
化
な
の
に
、〈
推
理
小
説
に
お
け
る
殺

人
〉
や
〈
ゴ
ジ
ラ
が
街
を
ふ
み
つ
け
る
〉
こ
と
は
仮
構
的
に
捉
え
ら
れ
て
、〈
天
皇
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
を
燃
や
さ
れ
、
燃
え
か
す
が
踏
ま
れ
る

（
し
ば
し
ば
議
論
に
な
っ
た
大
浦
信
行
の
作
品
に
あ
る
表
現
）〉
こ
と
を
仮
構
的
に
捉
え
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
を
注
視
し
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、あ
え
て
現
実
の
政
治
的
な
文
脈
に
落
と
し
込
む
と
い
う
意
図
の
鑑
賞
者
も
た
く
さ
ん
い
た
。
し
か
し
そ
れ
以
外
に
も
、

焼
く
と
い
う
こ
と
の
象
徴
的
・
修
辞
的
な
意
味
や
作
者
の
意
図
を
考
え
た
り
研
究
し
た
り
す
る
以
前
に
、
反
射
的
に
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
だ
っ
た

た
め
に
不
快
さ
が
固
着
化
し
、
仮
構
の
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
〈
優
し
い
人
た
ち
〉
が
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

芸
術
に
は
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
が
あ
る
。
例
え
ば
、リ
チ
ャ
ー
ド
・
セ
ラ
「
傾
い
た
弧
」
や
ク
リ
ス
・
オ
フ
ィ
リ
「
聖

女
マ
リ
ア
」な
ど
を
思
い
起
こ
す
と
、彼
ら
の
作
品
に
は
、「
不
快
で
あ
る
こ
と
」そ
の
も
の
に
、哲
学
的
・
倫
理
的
意
味
や
主
張
が
あ
っ
た
。「
傾

い
た
弧
」
は
あ
え
て
公
共
の
場
に
不
快
や
不
安
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
作
品
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
穏
と
し
た
日
常
性
に
揺
さ
ぶ
り
を

か
け
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
作
品
に
怖
れ
な
ど
の
負
の
感
情
や
気
持
ち
悪
さ
な
ど
身
体
的
・
生
理
的
な
不
快
感
を
も
っ

て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
の
深
み
に
お
い
て
作
品
を
肯
定
し
た
り
、
面
白
い
と
感
じ
る
こ
と
が
可
能
な
は
ず
で
あ
っ
た
。

　

芸
術
作
品
を
考
察
し
た
り
研
究
し
た
り
し
て
い
く
と
、そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
知
識
が
、感
性
（
感
じ
る
こ
と
の
能
力
）
自
体
を
変
え
て
い
く
。

芸
術
に
対
す
る
知
見
を
深
め
る
と
は
、
学
び
に
よ
っ
て
感
じ
方
が
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
と
経
験
的
に
強
く
思
う
。
こ

の
訓
練
を
経
て
い
な
け
れ
ば
、
芸
術
作
品
の
感
情
レ
ベ
ル
で
の
反
応
を
、
意
味
の
レ
ベ
ル
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

少
し
美
学
史
的
な
話
を
す
る
と
、
そ
の
背
景
に
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
後
の
芸
術
状
況
の
影
響
が
見
え
隠
れ
す
る
。

　

ア
メ
リ
カ
の
美
学
者
ア
ー
サ
ー
・
ダ
ン
ト
ー
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
歴
史
の
終
焉
を
、
ウ
ォ
ー
ホ
ー
ル
の
「
ブ
リ
ロ
・
ボ
ッ
ク
ス
」
を
例
に

論
じ
た
。
作
品
と
し
て
の
ブ
リ
ロ
・
ボ
ッ
ク
ス
と
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
置
か
れ
て
い
る
商
品
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
ブ
リ
ロ
・
ボ
ッ
ク
ス

と
に
は
外
見
上
の
違
い
が
な
い
。「
外
観
に
関
す
る
限
り
は
、ど
ん
な
も
の
で
も
芸
術
作
品
に
な
り
う
る
」[

６]

よ
う
な
芸
術
作
品
の
出
現
は
、

「
こ
れ
は
芸
術
な
の
か
？
」「
芸
術
と
そ
う
で
な
い
実
物
の
違
い
は
何
か
？
」
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
芸
術
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
を
生
じ
さ

せ
た
。
そ
し
て
ダ
ン
ト
ー
は
芸
術
と
い
う
概
念
を
問
う
「
哲
学
的
認
識
」
が
、
芸
術
の
「
感
覚
経
験
」
よ
り
も
優
勢
に
な
っ
て
い
く
よ
う
な



芸
術
の
あ
り
方
を
そ
こ
に
見
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
ダ
ン
ト
ー
が
「
ポ
ス
ト
・
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
」[

７]

と
呼
ぶ
、「
ス
タ
イ
ル
が
な
い
と

い
う
感
覚
」
が
一
般
化
す
る
状
況
を
到
来
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
素
材
が
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
で
あ
ろ
う
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
芸
術
と
呼
べ

る
可
能
性
が
あ
る
、
あ
る
意
味
〈
自
由
な
〉
時
代
の
到
来
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
芸
術
と
は
何
か
？
と
い
う
問
い
が
ま
す
ま
す
先
鋭

化
さ
れ
、
芸
術
が
、
芸
術
の
定
義
を
揺
さ
ぶ
ろ
う
と
す
る
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
拡
張
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

不
自
由
展
で
は
、「
表
現
の
自
由
と
不
自
由
を
問
う
」
と
い
う
命
題
に
対
し
、
各
々
の
作
品
の
内
容
が
そ
の
外
延
と
な
っ
て
い
た
。
芸
術

で
あ
る
と
〈
認
め
ら
れ
る
／
認
め
ら
れ
な
い
（
展
示
を
拒
否
さ
れ
る
）〉
の
際
（
き
わ
）
に
あ
る
作
品
を
取
り
上
げ
て
、
芸
術
を
め
ぐ
る
制

度
を
議
論
し
よ
う
と
し
た
不
自
由
展
は
、
芸
術
を
哲
学
化
し
た
ポ
ス
ト
・
ヒ
ス
ト
リ
カ
ル
な
美
学
的
状
況
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
る
。

　

言
い
換
え
る
な
ら
、
単
純
に
「
き
れ
い
」「
す
て
き
」
と
思
う
感
情
が
、
そ
の
ま
ま
芸
術
作
品
の
内
容
や
意
味
に
リ
ン
ク
す
る
よ
う
な
素

朴
な
芸
術
体
験
は
前
提
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
裏
を
返
せ
ば
こ
こ
か
ら
、（
上
手
・
下
手
、
お
も
し
ろ
い
・
お
も
し
ろ
く
な
い
と
い
う
趣
味
自

体
は
存
在
し
て
い
る
も
の
の
、）
芸
術
の
価
値
基
準
が
相
対
化
さ
れ
、
芸
術
の
多
様
化
・
多
元
化
・
カ
オ
ス
化
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。　

　

カ
オ
ス
化
と
い
っ
て
も
、実
際
に
は
す
べ
て
の
表
現
が
許
容
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。例
え
ば
、個
人
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
作
品（
名

誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
な
ど
）
は
許
容
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
現
行
の
法
律
に
お
い
て
も
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
常
識
と
し
て
も

広
く
根
付
い
て
い
る
常
識
的
な
タ
ブ
ー
で
あ
る
。

　

こ
の
点
で
は
、例
え
ば
大
浦
の
作
品
に
つ
い
て
は
、す
で
に
「
昭
和
天
皇
コ
ラ
ー
ジ
ュ
訴
訟
事
件
」（
第
一
審
〈
富
山
地
裁
〉
１
９
９
８
年
・

控
訴
審
〈
名
古
屋
高
裁
〉・
上
告
審
〈
最
高
裁
判
所
〉
と
も
に
２
０
０
０
年
）
の
判
例
が
存
在
す
る
。
富
山
県
議
会
議
員
が
、作
品
に
「
不
快
感
」

を
覚
え
、
購
入
経
過
な
ど
を
質
問
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
裁
判
に
発
展
し
た
。
こ
の
と
き
富
山
地
裁
で
は
表
現
の
自
由
に
関
し
て
も
言
及

し
て
い
る
が
、
天
皇
は
「
公
的
存
在
」
で
あ
る
た
め
、
そ
の
肖
像
権
が
大
幅
に
制
限
さ
れ
る
と
し
て
い
る[

８]

。
つ
ま
り
、
作
品
は
天
皇
の

肖
像
権
の
侵
害
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
判
断
で
あ
る
。

　

ま
た
、
大
浦
自
身
は
、
不
自
由
展
に
お
け
る
天
皇
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
を
「
僕
の
内
面
を
映
し
出
し
た
自
画
像
と
し
て
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
作
品
。

昭
和
天
皇
を
批
判
す
る
も
の
で
は
な
い
」[

９]

と
語
っ
て
い
る
。

　

法
的
に
そ
の
よ
う
に
み
と
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
ま
た
作
者
の
内
面
世
界
に
い
る
昭
和
天
皇
だ
か
ら
実
在
の
昭
和
天
皇
と
は
位
相
が
異
な

る
（
そ
の
た
め
に
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
い
う
手
法
を
用
い
た
）
と
い
う
作
者
の
意
図
が
あ
る
の
だ
と
し
て
も
、
傷
つ
い
た
人
た
ち
が
い
た
。

　

作
者
は
、
よ
り
抽
象
化
し
た
手
法
や
風
刺
画
の
よ
う
な
確
立
さ
れ
た
形
式
を
応
用
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、〈
実
在

し
た
〉
人
物
の
写
真
（
コ
ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
ろ
う
と
も
）
を
燃
や
し
て
燃
え
か
す
を
踏
む
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
、
素
朴
に
不
道
徳
を
嗅
ぎ
取
る

こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
昭
和
天
皇
に
心
底
敬
意
を
払
っ
て
い
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
に
も
、

そ
の
よ
う
な
反
応
は
起
き
う
る
の
で
は
な
い
か
。

＊
　

芸
術
と
道
徳
の
関
係
は
長
く
美
学
が
扱
っ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　

ニ
ー
チ
ェ
の
よ
う
に
芸
術
と
道
徳
を
対
置
さ
せ
、
芸
術
を
道
徳
的
価
値
観
を
転
倒
さ
せ
る
装
置
の
よ
う
に
み
な
し
た
よ
う
な
例
も
あ
る
。

ま
た
よ
り
広
範
な
意
味
で
、
芸
術
と
道
徳
を
切
り
離
す
芸
術
の
自
律
性
（
芸
術
の
た
め
の
芸
術
）
は
近
代
美
学
の
根
本
命
題
で
も
あ
っ
た
。

　

し
か
し
他
方
で
、
芸
術
も
ま
た
市
民
道
徳
に
寄
与
す
べ
き
で
あ
る
（
社
会
の
た
め
の
芸
術
）
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
美

学
に
お
け
る
道
徳
主
義
が
含
ま
れ
る
。

　

道
徳
主
義
に
も
さ
ま
ざ
ま
あ
っ
て
、
例
え
ば
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
美
学
が
用
い
て
き
た
、「
道
徳
主
義(m

oralism
)

と
形
式
主
義

(form
alism

)

」
と
い
う
「
二
分
法
」
の
う
ち
、
道
徳
主
義
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
そ
の
代
表
格
に
「
ヒ
ュ
ー
ム
的
道
徳
主
義
」
と
「
プ
ラ

ト
ン
的
道
徳
主
義
」
と
い
う
対
比
が
あ
る
と
し
て
い
る[

１０]

。
簡
潔
に
言
う
と
、
ヒ
ュ
ー
ム
的
道
徳
主
義
者
は
、
作
品
が
「
不
道
徳
で
あ
る

な
ら
ば
、
そ
れ
は
有
徳
な
観
衆
の
心
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
考
え
る
立
場
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
的
道
徳
主
義
者
は
、「
不
道
徳
な

芸
術
の
も
つ
美
的
な
力
は
誰
に
で
も
、た
と
え
そ
れ
が
有
徳
な
人
々
で
あ
っ
て
も
、き
わ
め
て
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
」
の
で
芸
術
は
「
危

険
」
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
あ
る[

１１]

。



　

こ
の
う
ち
着
目
す
べ
き
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
的
道
徳
主
義
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
的
道
徳
主
義
は
、
実
は
現
代
ア
ー
ト
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
大
き

な
潮
流
を
な
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
人
種
差
別
な
ど
社
会
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
問
題
を
作
品
の
テ
ー
マ
と
す
る[

１２]

、
倫
理
的
性
格
を

帯
び
た
作
品
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
例
だ
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
感
性
化
と
で
も
い
う
べ
き
、
倫
理
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
み
、
社
会
の
価
値
観

に
切
り
込
ん
で
行
こ
う
と
す
る
こ
と
で
有
用
で
あ
ろ
う
と
す
る
芸
術
は
、（
好
き
嫌
い
は
別
と
し
て
）
優
し
い
人
を
傷
つ
け
る
こ
と
が
な
い
。

そ
し
て
、
社
会
で
尊
ば
れ
る
こ
の
優
し
さ
を
芸
術
に
お
い
て
手
放
す
こ
と
が
で
き
な
い
繊
細
な
鑑
賞
者
を
、
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
作
法
が
わ

か
っ
て
い
な
い
人
な
の
だ
と
一
蹴
す
る
こ
と
で
外
化
し
て
し
ま
う
な
ら
、
今
度
は
優
し
い
人
た
ち
の
社
会
か
ら
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
が
外
化
さ

れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
的
に
問
題
の
な
い
表
現
だ
と
い
う
殻
を
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
側
が
作
ら
な
い
こ
と
、
否
定
を
ふ
く

め
た
さ
ま
ざ
ま
な
感
じ
方
を
優
し
く
受
容
し
て
い
く
こ
と
、
そ
の
相
互
的
な
難
し
さ
が
、
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
の
難
し
さ
そ
の
も
の
で
あ
り
、

ま
た
面
白
さ
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
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０
１
９
年
８
月
５
日
定
例
知
事
記
者
会
見
」https://w

w
w

.pref.aichi.jp/koho/kaiken/2019/08.05.htm
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０
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概
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ー
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チ
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山
本　

恵
子

東
京
造
形
大
学
准
教
授
。
１
９
７
４
年
岡
山
県
に
生
ま
れ
る
。
武
蔵
野
音
楽
大
学
卒
業
後
、
早
稲
田
大
学
に
て
哲
学
・
美
学
を
学
ぶ
。

２
０
０
７
年
早
稲
田
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
修
了(

博
士(

文
学))

。
博
士
論
文
で
は
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
の
芸
術
論
と
19
世
紀
ド
イ
ツ

に
お
け
る
生
理
学
と
の
結
節
点
を
探
究
。
以
後
、
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
に
加
え
、
美
の
倫
理
的
考
察
、
芸
術
の
社
会
的
機
能
の
検
討
、
死
の
哲
学
、

食
の
感
性
論
な
ど
幅
広
い
テ
ー
マ
で
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
現
在
、
日
本
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
協
会
理
事
、
実
存
思
想
協
会
理
事
。
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第
４
号
（
春
号
）

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
春
に
、
文
化
・
芸
術
活
動
全
体
が
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
新
学
期
の
開
始
も
延
期
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
本
号
は
、
い
つ
も
通
り
に
発
行
で
き
た
の
は
喜
ば
し
い
。
ま
た
新
た
な
執
筆
者
も
迎
え
て
い
る
。

こ
こ
の
と
こ
ろ
、
ア
ー
ト
や
デ
ザ
イ
ン
の
表
現
と
し
て
文
章
を
書
き
た
い
と
い
う
学
生
が
か
ら
話
を
聞
い
て
い
た
。
そ
う
い
う
人
た
ち
と
話

す
機
会
を
新
学
期
に
持
と
う
と
思
っ
て
い
た
。
た
だ
感
染
拡
大
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
現
在
、
ま
だ
そ
の
機
会
が
い
つ
に
な
る
の
か
は
わ
か
ら

な
い
。

こ
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
編
集
は
、
完
全
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
進
行
し
て
い
る
の
で
、
現
在
の
よ
う
な
状
況
に
も
強
い
。
オ
ン
ラ
イ
ン
な
の
で
ど
こ

か
ら
で
も
参
加
で
き
る
。
今
後
は
海
外
で
活
動
し
て
い
る
方
た
ち
に
も
寄
稿
を
お
願
い
し
よ
う
か
と
考
え
て
い
る
。

第
５
号
は
秋
に
発
行
。

２
０
２
０
年
４
月
10
日
発
行

発
行
：
Ｃ
Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｂ
（
東
京
造
形
大
学
）

編
集
責
任
者
：
沖
啓
介


