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寝
る
ニ
ャ
ー

谷
口
暁
彦

１　

外
部
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
な
し
に
無
限
に
文
章
を
生
成
す
る
永
久
機
関

二
〇
二
二
年
五
月
二
八
日
に
沖
さ
ん
か
らtw

itter

で
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
い
た
の
は
、
沖
さ
ん
が
勤
め
て
い
る
東
京
造
形
大
の
、
そ
の
中
に

あ
るCSLA

B

と
い
う
、
学
生
が
主
体
的
に
運
営
し
て
い
る
施
設
が
出
版
し
て
い
る
ジ
ャ
ー
ナ
ル
に
原
稿
を
書
い
て
欲
し
い
と
い
う
依
頼
で
、

実
に
十
二
年
ぶ
り
の
沖
さ
ん
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
っ
た
、
そ
の
十
二
年
前
の
夏
に
、
僕
がtw

itter

上
で
唐
突
に
、
ふ
ら
っ
と
飲
み
に
行

き
た
い
と
呟
い
た
と
き
、そ
れ
に
反
応
し
た
沖
さ
ん
か
ら
の
リ
プ
ラ
イ
が
き
っ
か
け
で
、本
当
に
唐
突
に
飲
み
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
、さ
っ

そ
く
明
後
日
、
造
形
大
出
身
で
友
人
の
中
村
く
ん
を
誘
っ
て
三
人
で
飲
み
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
沖
さ
ん
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
の

は
渋
谷
の
富
士
屋
と
い
う
居
酒
屋
は
立
ち
飲
み
の
店
で
、
ま
ず
千
円
を
カ
ウ
ン
タ
ー
の
上
に
置
い
て
、
注
文
の
た
び
に
そ
こ
か
ら
精
算
し
て
、

お
釣
り
を
そ
の
ま
ま
カ
ウ
ン
タ
ー
に
置
い
て
再
び
飲
む
と
い
う
、
あ
る
種
の
お
作
法
を
教
わ
っ
て
か
ら
飲
み
始
め
た
こ
と
と
、
カ
ウ
ン
タ
ー

に
な
ん
と
な
く
置
か
れ
た
沖
さ
ん
の
丸
っ
こ
い
手
と
、
そ
の
下
の
乾
い
た
千
円
札
の
感
じ
を
覚
え
て
い
て
、
そ
の
後
ど
ん
な
話
を
し
た
か
は

あ
ま
り
覚
え
て
い
な
く
て
、
帰
り
際
の
路
上
で
別
れ
る
と
き
の
、
楽
し
さ
が
余
韻
の
よ
う
に
消
え
て
い
く
雰
囲
気
だ
け
を
覚
え
て
い
る
。

そ
ん
な
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
らtw

itter

を
遡
る
と
、
確
か
に
二
〇
一
二
年
八
月

二
日
に
沖
さ
ん
と
飲
み
に
行
っ
た
こ
と
が
投
稿
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
少
し
驚
き
を

感
じ
る
の
は
、
十
二
年
前
の
些
細
な
出
来
事
が
記
録
に
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
こ
ん
な
に
簡
単
に
参
照
で
き
て
し
ま
う
こ
と
で
、
十
二
年
前

に
は
、
例
え
ば
十
二
年
前
の
出
来
事
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
参
照
可
能
な
形
で
残

さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
が
、
そ
れ
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
社
会
の
変
化
で
も
あ
る
し
、
そ
こ
に
は
自
分
自
身
が
十
二
年
分

歳
を
重
ね
た
こ
と
に
よ
る
変
化
も
た
た
み
込
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？

原
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
沖
さ
ん
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
い
て
す
ぐ
に
、

Search &
 D

estroy

の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
読
ん
で
み
る
と
、
原
田
さ
ん
や
三
原

さ
ん
な
ど
、
知
っ
て
い
る
作
家
が
過
去
に
執
筆
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
読
む
と
、
特

に
原
田
さ
ん
の
、
育
児
や
生
活
と
の
両
立
に
つ
い
て
の
く
だ
り
は
と
て
も
リ
ア
ル

で
、
今
ま
さ
に
僕
に
も
同
じ
四
歳
の
子
供
が
い
て
、
生
活
と
仕
事
に
追
わ
れ
て
い
て
、

共
感
す
る
部
分
が
多
く
、
そ
こ
に
救
わ
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
も
な
る
一
方
で
、
今

の
自
分
に
は
決
し
て
肯
定
で
き
な
い
制
作
の
ふ
が
い
な
さ
と
い
う
か
、
煮
え
切
ら
な

twitter で届いた沖さんからの 12 年ぶりのメッセージ
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さ
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
振
り
返
っ
た
り
し
て
し
ま
い
暗
い
気
持
ち
に
も
な
る
が
、
ひ
と
ま
ず
作
家
の
制
作
に
関
す
る
エ
ッ
セ

イ
で
あ
っ
た
り
、
制
作
ノ
ー
ト
の
よ
う
な
も
の
を
書
け
ば
良
い
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
、
案
外
、
こ
う
し
た
作
家
自
身
の
テ
キ
ス
ト
を
ま
と

め
て
読
む
機
会
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
し
、
そ
れ
が
学
生
に
む
け
て
オ
ー
プ
ン
に
読
ま
れ
る
か
た
ち
で
公
開
さ
れ
て
い
る
の
は
と
て
も
意
義

の
あ
る
活
動
だ
と
思
う
の
で
、
当
然
引
き
受
け
る
こ
と
に
し
て
、
沖
さ
ん
に
返
信
す
る
。

「
表
紙
と
巻
頭
の
文
章
を
お
願
い
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
？
原
稿
料
は
出
な
い
の
が
心
苦
し
い
の
で
す
が
、
も
し
良
け
れ
ば
。」

当
然
非
営
利
の
活
動
な
の
で
原
稿
料
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
し
、
僕
も
大
学
で
教
え
て
い
る
立
場
上
、
ギ
ャ
ラ
を
も
ら
う
の
は
、

む
し
ろ
は
ば
か
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
で
、
さ
ら
に
原
稿
の
文
字
数
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ
う
に
返
信
が
く
る
。

「
電
子
書
籍
な
の
で
、
い
く
ら
で
も
大
丈
夫
で
す
。」

ふ
と
、
外
部
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
な
し
に
無
限
に
文
章
を
生
成
す
る
永
久
機
関
を
想
像
す
る
。

２ 

閉
店
時
間
を
過
ぎ
て
も
居
眠
り
し
て
帰
ら
な
い
酔
っ
払
い
の
よ
う
な

二
〇
二
〇
年
、
コ
ロ
ナ
禍
に
な
っ
て
直
後
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
展
覧
会
が
増
え
た
り
、zoom

な
ど
の
ビ
デ
オ
チ
ャ
ッ
ト
ツ
ー
ル
を

使
っ
て
海
外
の
展
覧
会
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
を
し
て
い
る
作
家
な
ど
を
多
く
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
う
し
た
妙
な
や
り
方
は
あ
く
ま

で
も
一
時
的
な
対
処
療
法
の
よ
う
な
も
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
展
覧
会
や
、
遠
隔
で
イ
ン
ス
ト
ー
ル
を
行
な
っ
た
り
す
る
方
法
自

体
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
や
可
能
性
は
あ
ま
り
検
討
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
二
〇
二
二
年
八
月
の
今
は
、
徐
々
に
元
の
状
況
に
た
だ
単
純
に
戻
り
つ

つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
僕
自
身
は
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
二
〇
一
六
年
ご
ろ
か
ら
、
作
品
の
形
式
が
ほ
と
ん
ど
映
像
や
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
、
コ
ロ
ナ
前
か
ら
同
じ
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
。

つ
ま
り
展
覧
会
が
、
現
地
に
は
ま
っ
た
く
行
か
ず
、
展
示
プ
ラ
ン
や
図
面
を
共
有
し
て
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
や
映
像
フ
ァ
イ
ル
を
送
っ
て
お
し

ま
い
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
今
も
ロ
ン
ド
ン
のPhotographers

’ gallery

で
開
催
さ
れ
て
い
る
、「H

ow
 to W

in at Photogra-

phy: Im
age-M

aking as Play

」
と
い
う
展
覧
会
で
作
品
を
展
示
中
だ
が
、
現
地
に
は
行
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
展
示
は
も
と
も
と

ス
イ
ス
のFotom

useum
 W

interthur

で
企
画
さ
れ
た
展
覧
会
の
巡
回
展
で
、
こ
れ
も
現
地
に
は
行
っ
て
い
な
い
し
、Fotom

useum
 

W
interthur

で
は
二
〇
一
八
年
に
も
展
示
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
現
地
に
行
か
ず
に
メ
ー
ル
の
や
り
取
り
だ
け
で
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ワ
ー

ク
を
制
作
し
て
、
展
示
を
行
な
っ
た
。
作
家
自
身
の
手
に
よ
る
イ
ン
ス
ト
ー
ル
が
不
要
な
、
映
像
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
形
式
の
作
品
で
あ
る
こ

と
が
理
由
で
も
あ
る
が
、
作
家
が
き
ち
ん
と
展
示
の
ク
オ
リ
テ
ィ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
で
言
え
ば
微
妙
だ
し
、

自
虐
的
に
捉
え
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
予
算
を
か
け
て
現
地
に
呼
ぶ
ほ
ど
の
作
家
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
で
、
こ
う
し
た
方
法
は
実
空
間
で
の
展
示
を
前
提
と
し
な
い
ネ
ッ
ト
ア
ー
ト
の
、
と
く
に
二
〇
一
〇
年
ご
ろ
の
ポ
ス
ト
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
作
家
た
ち
の
活
動
に
影
響
を
受
け
た
こ
と
も
大
き
い
の
か
も
し
れ
な
い
。Brad Troem

el

やA
rtie V

ierkant

が
参

加
し
て
い
たJO

G
G

IN
G

と
い
う
グ
ル
ー
プ
は
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
室
内
の
写
真
に
作
品
を
合
成
し
、
さ
も
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
か
の

よ
う
な
、
し
か
し
よ
く
見
れ
ば
合
成
だ
と
わ
か
る
よ
う
な
画
像
を
制
作
し
、
そ
れ
を
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
す
る
こ
と
で
展
覧
会
を
成
立
さ
せ
て

い
た
。
そ
う
し
た
方
法
は
、tum

blr

な
ど
が
流
行
し
て
い
た
当
時
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
捉
え
て
い
た
し
、
実
空
間
で

展
覧
会
を
行
う
こ
と
の
自
明
性
を
鋭
く
批
判
し
て
い
て
、あ
え
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
言
え
ば
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
と
紙
一
重
で
も
あ
る
が
、フ
ェ
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イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
を
あ
る
一
定
数
の
人
が
信
じ
て
し
ま
え
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
悪
い
特
性
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
と
も
い

え
る
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
今
の
自
分
の
、
メ
ー
ル
で
デ
ー
タ
を
送
る
だ
け
の
展
示
の
や
り
方
が
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

と
い
う
か
、
な
ん
と
な
く
後
ろ
め
た
さ
が
あ
る
。
そ
れ
は
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
な
理
由
や
作
品
の
形
式
の
問
題
で
も
あ
る
が
、
だ
ら
し
な
い

生
活
の
ど
う
し
よ
う
も
な
さ
に
も
基
づ
い
て
い
る
か
ら
だ
。
も
と
も
と
出
不
精
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、こ
こ
数
年
の
日
常
生
活
の
忙
し
さ
で
、

た
だ
た
だ
や
ら
れ
て
い
る
。
家
事
や
ら
育
児
で
時
間
を
費
や
し
、
家
と
大
学
を
往
復
す
る
だ
け
の
生
活
で
、
睡
眠
時
間
を
削
っ
て
寝
ぼ
け
た

頭
で
作
品
ら
し
き
も
の
を
作
っ
て
な
ん
と
か
誤
魔
化
し
て
い
る
、
締
め
切
り
を
守
れ
ず
破
綻
し
た
仕
事
が
い
く
つ
も
あ
っ
て
、
誤
魔
化
せ
て

も
い
な
い
。
展
示
も
ろ
く
に
見
に
行
け
て
な
い
、
映
画
も
見
れ
て
な
い
。
本
も
読
め
て
い
な
い
し
、
友
人
に
も
会
っ
て
い
な
い
。
今
年
の
２

月
に
参
加
し
た
α
M
の
「
ミ
ラ
ー
レ
ス
・
ミ
ラ
ー
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
展
は
、
珍
し
く
実
空
間
で
の
設
営
を
自
分
で
行
っ
た
が
、
次
に
ギ
ャ

ラ
リ
ー
に
行
っ
た
の
は
撤
収
の
時
だ
っ
た
。
展
示
中
に
見
に
行
け
な
か
っ
た
の
で
他
の
作
家
が
ど
ん
な
作
品
を
出
品
し
て
い
た
の
か
全
く
知

ら
な
い
。
大
学
の
仕
事
も
年
々
微
妙
に
増
え
て
い
て
、
も
う
ま
と
も
に
作
品
が
作
れ
る
時
間
な
ん
て
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
い
よ
い
よ
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
管
理
も
ま
ま
な
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
て
、
後
期
の
大
学
の
時
間
割
に
は
授
業
が
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
て
い
る
箇
所
が
あ
っ
た
。

な
ん
で
も
か
ん
で
も
仕
事
を
引
き
受
け
ず
、
き
ち
ん
と
断
っ
て
、
減
ら
せ
ば
い
い
の
だ
と
気
づ
い
て
、
一
年
近
く
前
か
ら
、
あ
る
展
覧
会
の

企
画
の
立
ち
上
げ
に
関
わ
っ
て
い
て
、
な
ん
ど
も
オ
ン
ラ
イ
ン
で
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
し
て
い
た
が
、
数
ヶ
月
前
、
色
々
手
に
負
え
な
く
な
っ

て
止
む
を
得
ず
辞
退
す
る
こ
と
を
伝
え
た
。
そ
の
と
き
に
引
き
止
め
ら
れ
た
り
、
理
由
を
詮
索
さ
れ
た
く
な
い
の
で
「
鬱
っ
ぽ
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
」
と
鬱
で
あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
て
断
っ
た
。
べ
つ
に
本
当
に
医
者
に
診
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、卑
怯
な
や
り
方
だ
と
思
う
が
、

こ
の
ま
ま
続
か
な
い
こ
と
を
無
理
に
続
け
て
い
た
ら
本
当
に
鬱
病
に
な
っ
て
い
た
と
思
う
け
れ
ど
、
案
外
体
は
丈
夫
で
、
そ
ん
な
こ
と
も
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

だ
か
ら
、
作
品
を
作
る
時
間
な
ん
て
な
い
し
、
展
示
な
ん
か
も
う
ま
と
も
に
は
出
来
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
今
年
の
１
月
か
ら
始

ま
っ
た
個
展
は
、
実
空
間
で
の
展
示
を
諦
め
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
空
間
で
行
う
こ
と
に
し
て
、w

eb

サ
イ
ト
を
作
り
、
そ
こ
で
バ
ー
チ
ャ
ル

な
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
展
示
さ
れ
て
い
る
作
品
を
映
像
と
し
て
鑑
賞
す
る
形
式
だ
。「
こ
れ
は
谷
口
暁
彦
で
は
な
い
」
と
い
う
、
マ
グ
リ
ッ
ト
を

参
照
し
た
ベ
タ
な
タ
イ
ト
ル
だ
し
、大
味
で
、自
分
自
身
が
若
い
頃
、年
上
の
作
家
の
作
品
が
年
を
追
う
ご
と
に
大
味
で
、分
か
り
や
す
く
な
っ

て
い
く
様
を
、
や
や
軽
蔑
も
含
ん
だ
眼
差
し
で
見
て
い
た
が
、
い
ざ
自
分
自
身
の
作
品
で
も
そ
う
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
全
く
笑
え
な
い

し
、
そ
れ
以
外
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
可
能
性
も
見
え
な
い
。
さ
ら
に
こ
こ
ま
で
書
い
た
こ
の
文
章
の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、
ほ

と
ん
ど
言
い
訳
み
た
い
な
タ
イ
ト
ル
に
も
思
え
て
く
る
、
こ
の
展
覧
会
は
、CA

LM
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と
い
う
実
在
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー

の
主
催
で
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
空
間
は
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
建
物
の
内
部
だ
け
で
な
く
、
そ
の
周
辺
の
道
路
や
風
景
も
３
D
で
再
現
さ
れ
て
い
る
。

３
D
モ
デ
ル
の
制
作
は
自
分
が
教
え
て
い
る
多
摩
美
の
卒
業
生
の
し
ば
し
ん
さ
ん
に
、
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
も
同
じ
く
卒
業
生
の
竹
久
直
樹

さ
ん
に
お
願
い
し
て
、
と
て
も
完
成
度
が
高
く
、
非
常
に
助
か
っ
た
。
展
覧
会
で
は
あ
る
も
の
の
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
空
間
な
の
で
、
会
期
の

終
わ
り
を
設
定
せ
ず
、
す
こ
し
づ
つ
継
ぎ
足
し
、
更
新
し
て
い
く
こ
と
に
し
て
、
一
種
の
連
載
の
よ
う
な
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
半
年
と
か

1

年
ほ
ど
か
け
て
10
作
品
程
度
を
公
開
し
て
い
く
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
思
っ
た
以
上
に
進
ま
ず
、
現
時
点
で
２
つ
の
作
品
し
か
掲
載
さ
れ
て

い
な
い
。
終
わ
り
が
見
え
な
い
し
、
か
え
っ
て
実
空
間
で
展
示
す
る
よ
り
も
だ
ら
し
な
く
作
業
量
が
増
え
て
し
ま
っ
て
い
て
頭
を
抱
え
て

い
て
、
真
綿
で
首
を
絞
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
に
な
る
。
な
か
な
か
進
ま
ず
、
さ
ら
に
終
わ
り
も
見
え
な
い
の
でCA

LM
 &

 PU
N

K
 

G
A

LLERY

のw
eb

サ
イ
ト
や
、tw

itter

ア
カ
ウ
ン
ト
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
は
１
月
か
ら
ず
っ
と
こ
の
展
覧
会
の
告
知
が
掲
載
さ
れ
続
け

て
い
て
、
な
に
か
不
法
に
場
所
を
占
拠
し
て
い
る
よ
う
な
、
閉
店
時
間
を
過
ぎ
て
も
居
眠
り
し
て
帰
ら
な
い
酔
っ
払
い
の
よ
う
な
、

連
載
と
言
え
ば
、
今
年
は
漫
画
の
連
載
も
始
ま
っ
て
し
ま
い
、「
た
に
ぐ
ち
部
長
の
美
術
部
３
D
」
と
い
う
２
０
１
５
年
く
ら
い
か
らICC
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で
の
展
示
な
ど
で
、
時
々
描
い
て
い
る
漫
画
が
あ
っ

て
、
そ
れ
を
今
度
は
「
メ
デ
ィ
ア
芸
術
カ
レ
ン
ト
コ
ン

テ
ン
ツ
」
と
い
う
文
化
庁
が
や
っ
て
い
るw

eb

サ
イ

ト
上
で
の
連
載
で
、
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
を
テ
ー
マ
に
し

て
描
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
全
部
漫
画
を
描
く
の

が
面
倒
で
、
前
半
が
漫
画
で
、
後
半
が
テ
キ
ス
ト
と
い

う
中
途
半
端
な
構
成
だ
。
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
八

月
二
四
日
に
は
、SN

S

上
で
は
文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸

術
祭
の
終
了
の
ニ
ュ
ー
ス
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
反
応

が
駆
け
巡
っ
て
い
て
、
色
々
思
う
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
い
て
、
文
化
庁
の
方
針
が

変
わ
る
で
あ
ろ
う
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
こ
の
連
載
は

果
た
し
て
ど
う
な
る
こ
と
や
ら
と
い
う
不
安
が
よ
ぎ
る

が
、
こ
の
漫
画
の
連
載
も
、
ネ
ー
ム
を
編
集
者
に
八
月

中
に
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
今
は
も
う
九

月
五
日
で
、
ま
だ
ま
っ
た
く
着
手
で
き
て
い
な
い
し
、

八
月
三
一
日
は
今
書
い
て
い
る
こ
の
原
稿
の
締
め
切
り

だ
。

時
間
が
な
い
と
い
う
よ
り
も
、
怠
惰
な
の
だ
ろ
う
、
だ

か
ら
、
き
っ
ち
り
と
締
め
切
り
を
守
り
、
も
っ
と
テ
キ

パ
キ
と
仕
事
を
回
し
て
い
く
の
が
理
想
で
は
あ
る
し
、

時
間
を
有
効
に
使
え
て
効
率
的
な
の
だ
ろ
う
け
ど
、
毎

日
の
生
活
や
身
体
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に
計
画
通
り
に
は

進
ま
ず
、
締
め
切
り
が
近
づ
い
た
り
過
ぎ
た
り
す
る
度

に
な
ん
と
か
や
る
気
を
出
し
て
、
の
ら
り
く
ら
り
と
や

り
過
ご
し
て
い
る
よ
う
な
、
二
〇
〇
五
年
ご
ろ
の
、
敗

戦
処
理
を
こ
な
し
て
い
た
ロ
ッ
テ
の
小
宮
山
悟
を
思
い

出
す
が
、
い
や
、
高
い
プ
ロ
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ

小
宮
山
は
敗
戦
処
理
を
買
っ
て
出
て
い
た
わ
け
で
、
小

宮
山
は
と
も
か
く
、
た
だ
た
だ
敗
戦
処
理
を
し
て
い
る

よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
こ
と
は
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
や

り
始
め
れ
ば
そ
れ
な
り
に
ま
だ
新
し
い
発
見
や
面
白
さ

が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
続
け
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ

て
は
い
る
。

日
本
の
プ
ロ
野
球
選
手
の
平
均
引
退
年
齢
は
二
八
歳
ご

ろ
だ
と
い
う
話
を
以
前
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
一
方

で
活
躍
す
る
選
手
の
成
績
を
見
て
い
て
も
三
〇
歳
ご
ろ

に
キ
ャ
リ
ア
ハ
イ
の
成
績
を
残
し
て
い
る
選
手
が
多
い

  これは谷口暁彦ではない（2022）　http://okikata.org/not/
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よ
う
に
見
え
て
、
自
分
自
身
が
作
家
と
し
て
今
ど
の
よ

う
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
、
ど
の
く
ら
い
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
を
出
せ
て
い
る
の
か
を
ふ
と
考
え
る
こ
と
が
あ
る

が
、
美
術
は
ス
ポ
ー
ツ
で
は
な
い
し
、
作
品
制
作
に
引

退
は
な
い
し
、
体
力
の
低
下
が
作
品
の
良
し
悪
し
や
、

作
品
の
思
考
に
直
接
に
作
用
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
ポ

ジ
シ
ョ
ン
と
か
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
か
、
そ
う
し
た
評

価
な
ん
て
無
意
味
だ
と
も
理
解
し
て
い
て
、
今
は
た
だ

た
だ
、
自
分
が
納
得
で
き
る
作
品
が
作
り
た
い
と
思
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
年
齢
や
生
活
や
仕
事
だ
と
か
、

何
か
は
変
化
し
つ
つ
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
変
化
の
意
味

に
つ
い
て
考
え
た
り
も
す
る
が
、
や
は
り
ス
ポ
ー
ツ
ほ

ど
に
定
量
化
で
き
る
尺
度
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
今

僕
は
三
九
歳
で
、
四
四
歳
の
と
き
に
小
宮
山
悟
は
引
退

し
た
。

３ 

自
分
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
出
来
事
が
、
見
知
ら
ぬ
誰
か
の
そ
れ
と
重
な
る
こ
と

そ
れ
で
も
、
新
た
に
展
示
の
オ
フ
ァ
ー
が
来
る
の
は
嬉
し
く
て
、
八
月
二
一
日
に
知
人
か
ら
メ
ー
ル
が
届
い
て
、
開
い
て
み
た
ら
写
真
に
関

す
る
展
覧
会
の
出
品
依
頼
だ
っ
た
。
な
に
よ
り
も
そ
の
知
人
が
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
が
嬉
し
か
っ
た
。
近
年
写
真
に
関

す
る
展
示
に
参
加
す
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
僕
が
写
真
作
品
を
制
作
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
中
で
写
真
撮
影
を
行

う
イ
ン
ゲ
ー
ム
・
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ィ
や
、
A
I
や
人
工
衛
星
な
ど
、
非
人
間
的
な
主
体
に
よ
っ
て
撮
影
、
知
覚
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
に
興
味

が
あ
り
、
そ
う
し
た
テ
ー
マ
に
基
づ
い
た
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
空
間
内
で
写
真
を
撮
影
す
る
作
品
を
作
っ
て
い
る
か
ら
で
、
こ
と
の
発
端
は
今

の
同
僚
で
大
学
生
の
時
は
ゼ
ミ
の
教
員
だ
っ
た
久
保
田
晃
弘
さ
ん
と
、
八
月
二
一
日
に
届
い
た
メ
ー
ル
の
写
真
の
展
覧
会
の
キ
ュ
レ
ー
タ
ー

の
き
り
と
り
め
で
る
さ
ん
が
、
レ
フ
・
マ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
テ
キ
ス
ト
を
翻
訳
し
、「
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
と
現
代
視
覚
文
化
論
」
と
い
う
本
を

出
し
た
こ
と
で
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
に
久
保
田
さ
ん
の
発
案
で
多
摩
美
で
写
真
に
関
す
る
授
業
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
授
業
で
は
こ
れ
ま
で
自
分
が
興
味
を
持
っ
て
調
べ
て
い
た
イ
ン
ゲ
ー
ム
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ィ
と
、
A
I
な
ど
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ

て
変
化
し
つ
つ
あ
る
写
真
や
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
問
題
を
合
わ
せ
て
、「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ィ
（
べ
つ
の
写
真
表
現
）」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
の
授
業
を
二
〇
一
八
年
か
ら
行
な
っ
て
い
る
。
写
真
に
関
す
る
作
品
を
制
作
す
る
演
習
授
業
な
の
だ
が
、
一
眼
レ
フ
な
ど
の

カ
メ
ラ
で
写
真
を
撮
影
し
、
そ
れ
を
プ
リ
ン
ト
し
て
展
示
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
普
通
に
写
真
作
品
を
制
作
す
る
よ
う
な
手
法
を
禁
止
し

て
い
る
。
あ
え
て
自
分
の
手
で
撮
影
せ
ず
、
画
像
検
索
や
G
o
o
g
l
e 

M
a
p
、
A
I
に
よ
る
画
像
解
析
や
画
像
生
成
な
ど
の
手
法
か

ら
人
間
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
の
関
係
性
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
テ
ー
マ
は
前
に
言
及
し
た
「H

ow
 to W

in at Photography: Im
age-M

aking as Play

」
と
い
う
展
覧
会
や
、
そ
の
展
覧
会

たにぐち部長の美術部 3D – メディア・アート編 2（2022）https://mediag.bunka.go.jp/article/article-19779/
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が
最
初
に
開
催
さ
れ
た
ス
イ
ス
のFotom

useum
 W

interthur

と
い
う
美
術
館
と
も
関
係
し
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

お
こ
な
っ
て
い
る
の
がM

arco de m
uttis

と
い
う
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
で
、
彼
は
ず
っ
と
イ
ン
ゲ
ー
ム
・
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ィ
に
つ
い
て
リ
サ
ー

チ
を
お
こ
な
っ
て
い
て
、
僕
自
身
も
彼
の
活
動
や
論
文
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
て
、
二
〇
一
八
年
に
は
彼
と
「Study for a Post-Photo-

graphic G
lossar

」
と
い
う
、
現
代
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
環
境
に
お
け
る
写
真
や
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引

用
を
読
み
な
が
ら
考
察
す
る
用
語
集
の
よ
う
な
作
品
を
制
作
し
た
。
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
空
間
の
中
に
用
語
や
テ
キ
ス
ト
の
引
用
と
、
そ
の
内

容
に
応
じ
た
バ
ー
チ
ャ
ル
な
オ
ブ
ジ
ェ
が
配
置
さ
れ
、
そ
の
中
を
回
遊
し
な
が
ら
鑑
賞
す
る
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
今
も

サ
イ
ト
か
ら
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
プ
レ
イ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
ン
ゲ
ー
ム
・
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ィ
は
、
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
中
で
写
真
を
撮
影
す
る
行
為
だ
が
、
そ
こ
に
は
本
当
の
意
味
で
の
光
は
存
在
し
な

い
し
、
物
理
的
な
光
学
装
置
と
し
て
の
カ
メ
ラ
も
存
在
し
て
い
な
い
。
あ
る
視
点
か
ら
ど
の
よ
う
に
世
界
が
見
え
て
い
る
か
を
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
し
て
レ
ン
ダ
リ
ン
グ
し
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
し
、
そ
れ
は
ゲ
ー
ム
を
プ
レ
イ
し
て
い
る
時
に
画
面
に
映
る
世
界
そ
の
も
の
で
も
あ

る
。
通
常
の
ゲ
ー
ム
画
面
と
は
別
に
、
独
自
に
レ
ン
ズ
の
画
角
や
被
写
界
深
度
、
周
辺
減
光
な
ど
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、
パ
ラ

メ
ー
タ
ー
を
細
か
く
調
整
し
て
写
真
を
撮
影
す
る
「
フ
ォ
ト
モ
ー
ド
」
と
呼
ば
れ
る
専
用
の
機
能
が
搭
載
さ
れ
て
い
る
ゲ
ー
ム
も
存
在
し
て

い
る
が
、
基
本
的
に
は
画
面
に
映
る
も
の
を
記
録
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ス
ク
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ
ト
の
延
長
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
り
が
な

い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
写
真
を
撮
影
す
る
行
為
だ
け
が
残
さ
れ
、
そ
れ
を
写
真
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
が
、
写
真
の
極
限
状
態
の
よ
う
に
思
え
、

強
く
惹
か
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
ゲ
ー
ム
の
中
の

３D
空
間
が
「
見
え
て
い
る
」
の
は
、
私
が
そ
れ
を
見
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
レ
ン
ダ

リ
ン
グ
、
つ
ま
り
仮
想
的
な
カ
メ
ラ
が
そ
れ
を
撮
影
し
た
結
果
が
表
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
、
イ
ン
ゲ
ー
ム
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ィ
は
、「
撮
影
」

を
行
う
以
前
に
既
に
一
度
撮
影
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。
イ
ン
ゲ
ー
ム
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ィ
の
写
真
に
は
、私
だ
け
が
そ
れ
を
見
て
い
る
、

と
い
っ
た
撮
影
者
の
唯
一
性
や
撮
影
し
た
と
き
の
「
い
ま
こ
こ
」
的
な
決
定
的
瞬
間
の
よ
う
な
も
の
は
希
薄
で
、
世
界
は
既
に
誰
か
の
手
に

よ
っ
て
作
ら
れ
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
て
い
て
、
同
じ
出
来
事
が
何
度
で
も
起
き
る
再
現
性
が
感
じ
ら
れ
て
、
撮
影
者
の
能
動
的
な
主

オルタナティブ · フォトグラフィー　資料ページ（2018 ～）http://okikata.org/altphoto/

parallax（2021）
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体
性
が
溶
け
て
い
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
感
覚
が
あ
る
。
誰
か
が
撮
影
し
た
写
真
を
も
う
一
度
撮
影
し
て
い
る
よ
う
な
冗
長
さ
、
自
分
の
も
の

だ
と
思
っ
て
い
た
出
来
事
が
、
見
知
ら
ぬ
誰
か
の
そ
れ
と
重
な
る
こ
と
、
予
言
や
デ
ジ
ャ
ブ
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
。

４　

過
去
の
私
を
現
在
に
連
れ
て
帰
っ
て
く
る
タ
イ
ム
マ
シ
ン

「
本
を
読
む
時
に
、気
に
な
っ
た
ペ
ー
ジ
の
端
を
三
角
に
折
っ
て
目
印
を
つ
け
る
事
が
あ
る
。 

古
本
屋
で
買
っ
た
本
を
読
ん
で
い
て
、

ペ
ー
ジ
の
端
を
折
ろ
う
と
し
た
ら
、 

前
の
持
ち
主
が
折
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
三
角
の
折
り
目
の
跡
が
残
っ
て
い
て
、 

僕
は
そ
の
折
り

目
に
そ
っ
て
再
び
三
角
に
ペ
ー
ジ
を
折
っ
た
。 

こ
の
本
を
読
ん
で
い
た
時
の
、
前
の
持
ち
主
の
思
考
の
一
部
が
、 

ペ
ー
ジ
の
折
り

目
を
介
し
て
僕
の
中
で
再
生
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
居
心
地
の
悪
さ
。」

私
の
よ
う
な
も
の
／
見
る
こ
と
に
つ
い
て
（
二
〇
一
六
）

「
私
の
よ
う
な
も
の
／
見
る
こ
と
に
つ
い
て
」
と
い
う
作
品
の
中
に
、
古
本
を
読
ん
で
い
た
と
き
の
体
験
を
記
し
た
テ
キ
ス
ト
が
登
場
す
る

の
は
、
そ
う
し
た
誰
か
の
体
験
と
自
分
自
身
の
体
験
が
重
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
の
薄
気
味
悪
さ
を
よ
く
覚
え
て
い
る
か
ら
で
、
こ
の
構
造
は

二
〇
〇
八
年
に
制
作
し
た
「jum

p from

」
と
い
う
作
品
と
も
繋
が
っ
て
い
る
。「jum

p from

」
は
、
体
験
型
の
作
品
で
、
鑑
賞
者
が
フ
ァ

ミ
コ
ン
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
を
操
作
し
て
、
ス
ー
パ
マ
リ
オ
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
を
プ
レ
イ
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で

ジ
ャ
ン
プ
し
た
瞬
間
、
画
面
全
体
が
過
去
に
僕
が
同
じ
場
所
で
マ
リ
オ
を
同
じ
よ
う
に
ジ
ャ
ン
プ
し
て
い
る
映
像
に
切
り
替
わ
る
と
い
う
も

の
で
、
今
起
き
て
い
る
出
来
事
が
、
過
去
に
予
言
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
狙
い
だ
っ
た
。
実
際
に
展
示
し
て
み
る
と
、

何
人
か
の
人
は
こ
の
作
品
を
体
験
し
て
い
る
時
に
し
き
り
に
後
ろ
を
見
て
い
て
、
背
後
か
ら
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
て
い
る
も

の
だ
と
錯
覚
し
て
い
る
よ
う
で
、
つ
ま
り
、
過
去
の
映
像
が
現
在
起
き
て
い
る
出
来
事
と
予
言
の
よ
う
に
重
な
る
時
、
そ
れ
は
過
去
と
現
在

と
い
う
時
制
だ
け
で
な
く
、
誰
が
操
作
し
て
い
る
の
か
と
い
う
能
動
性
や
主
体
性
す
ら
も
混
乱
す
る
こ
と
に
な
る
。
古
本
を
読
ん
で
い
た
瞬

間
、
マ
リ
オ
を
ジ
ャ
ン
プ
さ
せ
た
瞬
間
、
私
は
過
去
に
存
在
し
、
私
の
知
覚
を
通
じ
て
過
去
の
他
者
が
再
生
さ
れ
、
現
在
に
蘇
る
。
作
品
の

形
式
は
一
〇
年
以
上
の
制
作
活
動
の
中
で
随
分
変
わ
っ
て
き
て
い
る
が
、
多
分
、
こ
の
問
題
が
呪
い
の
よ
う
に
ず
っ
と
横
た
わ
っ
て
い
る
よ

う
に
思
う
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
い
く
つ
か
の
異
な
る
テ
ー
マ
や
問
題
設
定
を
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
で
行
っ
て
き
た
と
思
う
が
、

何
故
、
私
は
作
品
を
通
じ
て
そ
ん
な
こ
と
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

「jum
p from

」
は
大
学
院
に
在
籍
し
て
い
た
こ
ろ
の
作
品
で
、
そ
の
時
に
書
い
た
修
論
で
こ
の
作
品
の
構
造
の
こ
と
を
「
タ
イ
ム
マ
シ
ン
」

と
読
ん
で
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
、
今
、
四
歳
の
子
供
が
ミ
ニ
オ
ン
ズ
と
い
う

 CG
の
映
画
が
好
き
で
、
そ
の
映
画
の
な
か
に
タ
イ
ム
マ
シ

ン
を
発
明
し
た
科
学
者
が
登
場
し
て
、
そ
の
科
学
者
は
未
来
に
行
っ
て
自
分
自
身
を
連
れ
て
帰
っ
て
き
て
、
助
手
と
し
て
働
か
せ
て
い
た
が
、

不
慮
の
事
故
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
科
学
者
が
死
亡
し
た
瞬
間
、
未
来
か
ら
連
れ
て
き
た
科
学
者
が
次
々
と
消
え
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
場
面

が
あ
る
。
僕
が
最
近
自
分
自
身
の
３
D
の
ア
バ
タ
ー
を
用
い
て
作
品
を
作
っ
て
い
る
の
は
、
そ
ん
な
タ
イ
ム
マ
シ
ン
の
仕
組
み
と
も
関
係
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
過
去
の
私
を
現
在
に
連
れ
て
帰
っ
て
く
る
タ
イ
ム
マ
シ
ン
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
そ
れ
は
た
ん
に
記
録

メ
デ
ィ
ア
と
そ
の
再
生
装
置
の
事
だ
。

予
言
は
ま
た
、
未
来
を
言
い
当
て
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
予
言
さ
れ
た
内
容
が
未
来
に
起
き
た
出
来
事
に
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
な
の
だ
と
思
う
。
予
言
は
未
来
に
似
て
い
る
必
要
が
あ
る
し
、「
似
て
い
る
」
と
い
う
の
は
比
較
さ
れ
る
二
つ
の
も
の
が
全
く
同
じ
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
と
思
っ
た
の
は
二
〇
一
八
年
の
夏
に
、
生
ま
れ
た
子
供
を
眺
め
て
い
る
時
だ
っ
た
。
子
供
は
、
部
分
的
に
妻
と
私
に
似
て
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い
て
、
つ
ま
り
そ
れ
は
部
分
的
に
私
と
妻
に
似
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
し
た
部
分
的
な
類
似
の
集
合
が
子
供
の
成
長
の
中
に
見
え

隠
れ
す
る
様
を
、
今
ま
さ
に
生
活
の
中
で
感
じ
て
い
る
し
、
驚
く
ほ
ど
の
速
さ
の
成
長
の
中
で
、
ど
ん
ど
ん
別
人
に
な
っ
て
い
く
か
ら
、
そ

れ
を
た
く
さ
ん
の
写
真
や
映
像
で
記
録
に
残
そ
う
と
す
る
。

自
分
の
作
品
の
こ
と
は
、
自
分
が
一
番
よ
く
考
え
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
も
分
か
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

５　

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
は
異
な
る
２
つ
の
も
の
を
似
せ
る
方
法
だ
と
思
う
。

八
月
二
一
日
に
届
い
た
メ
ー
ル
で
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
の
展
覧
会
は
、
八
月
二
五
日
にzoom

で
速
水
さ
ん
と
、
き
り
と
り
さ
ん

と
、
僕
の
３
人
で
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
、
２
つ
の
作
品
を
出
品
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
つ
は
今
年
の
五
月
に
制
作
し
た
「
三
つ
の
会
話

二
〇
二
二
年
五
月
」
と
い
う
三
つ
の
場
面
か
ら
な
る
作
品
の
一
場
面
と
、
も
う
一
つ
は
前
に
触
れ
た
「H

ow
 to W

in at Photography: 

Im
age-M

aking as Play

」
と
、「
ミ
ラ
ー
レ
ス
・
ミ
ラ
ー
」
と
い
う
展
覧
会
に
も
出
品
し
て
い
た
「parallax

」
と
い
う
作
品
だ
。

 私のようなもの／見ることについて（2016）http://okikata.
org/a/sstm/

jump from（2007） 画 像 は 2017 年 に 再 制 作 し た も の http://
okikata.org/hyperherenow/w01_jump_from.html
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ね
え
、
さ
わ
っ
た
こ
と
あ
る
？

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

そ
れ
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
っ
て
こ
と
？

そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
手
で
さ
わ
っ
た
こ
と
あ
る
？

そ
れ
っ
て
さ
わ
れ
る
も
の
な
の
？

わ
か
ら
な
い

YouTube

を
見
た
り
、Tw

itter

で
つ
ぶ
や
い
た
り
、

Instagram

に
写
真
を
ア
ッ
プ
し
て
る
と
き
に
、

な
に
か
、
手
触
り
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
？

い
い
ね
！
を
押
す
時
、
た
し
か
に
画
面
に
触
れ
て
る
け
ど

そ
れ
は
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
の
ガ
ラ
ス
に
さ
わ
る
っ
て
こ
と
で

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い

幻
肢
っ
て
し
っ
て
る
？

手
や
足
を
失
っ
た
人
が
、
ま
だ
そ
こ
に
手
足
が 

存
在
す
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
だ
よ
ね

W
eb

ペ
ー
ジ
を
見
て
い
て
、
リ
ン
ク
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
時

マ
ウ
ス
カ
ー
ソ
ル
が
手
の
形
に
な
る
よ
ね

だ
か
ら
カ
ー
ソ
ル
は
手
の
延
長
な
ん
だ

で
も
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
か
タ
ブ
レ
ッ
ト
と
か 

タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
の
機
械
が
登
場
し
て
マ
ウ
ス
カ
ー
ソ
ル
は
消
え
て
し
ま
っ
た
ん
だ

マ
ウ
ス
カ
ー
ソ
ル
と
い
う
手
が
な
く
な
っ
て
も
、 

そ
こ
に
幻
肢
を
か
ん
じ
る
か
っ
て
こ
と
？

ど
う
か
な
？
感
じ
た
り
す
る
？

ど
う
だ
ろ
う
…
？

お
わ
り

「
３
つ
の
会
話
二
〇
二
二
年
五
月
 #1
」
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三
つ
の
会
話
二
〇
二
二
年
五
月
」
と
い
う
作
品
は
、
学

生
時
代
か
ら
知
り
合
い
の
菊
池
さ
ん
が
や
っ
て
い
る
ユ

ニ
バ
株
式
会
社
の
、W

eb

サ
イ
ト
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

に
合
わ
せ
、
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
に
表
示
さ
れ
る
作
品
と
し

て
制
作
し
た
も
の
で
、
も
と
も
と
ユ
ニ
バ
株
式
会
社

が
「
さ
わ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
を
会
社
の
テ
ー
マ
に
し
て
い
て
、
そ
の
テ
ー
マ
を
踏

ま
え
て
制
作
し
た
も
の
だ
が
、
以
前
制
作
し
た
「
や
わ

ら
か
な
あ
そ
び
」
で
も
同
じ
よ
う
な
場
面
が
登
場
し
て

い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
私
た
ち
の
間
に
あ
る
イ
ン

タ
ー
フ
ェ
ー
ス
の
変
化
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
失
わ
れ
つ

つ
あ
る
マ
ウ
ス
と
、
身
体
の
関
係
を
テ
ー
マ
に
し
て
い

る
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
よ
う
な
タ
ッ

チ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
端
末
が
普
及
し
、
入
力
装
置
と
し

て
の
マ
ウ
ス
や
、
画
面
の
中
に
表
示
さ
れ
る
手
の
ア
バ

タ
ー
と
し
て
の
カ
ー
ソ
ル
が
消
え
、
直
接
触
れ
て
い
る

か
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
に
な
っ
た
と
き
、
私

た
ち
の
身
体
と
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
に
内

包
さ
れ
る
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
や
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
知

覚
さ
れ
る
世
界
と
の
関
係
性
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る

の
か
を
考
え
る
、
と
い
う
か
、
考
え
て
い
る
よ
う
で
的

を
得
な
い
会
話
を
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
マ
ウ
ス
カ
ー

ソ
ル
が
消
え
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
バ
ー
チ
ャ
ル
な
幻
肢

を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
た
と
え
幻
肢
を
感

じ
た
と
し
て
も
、
何
か
に
触
れ
る
感
触
が
あ
る
か
ど
う

か
は
ま
た
別
の
問
題
で
、
で
も
、
な
ん
と
な
く
そ
う
し

た
ズ
レ
た
問
題
が
ご
っ
ち
ゃ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、

似
て
い
る
出
来
事
を
う
っ
か
り
繋
げ
て
し
ま
う
よ
う

な
、
書
き
言
葉
で
は
な
く
、
日
常
の
た
わ
い
も
な
い
会

話
の
よ
う
な
大
雑
把
さ
が
、
厳
密
に
は
微
妙
に
異
な
る

問
題
同
士
を
繋
げ
る
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
に
な
る
だ

ろ
う
か
。
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
は
異
な
る2

つ
の
も

の
を
似
せ
る
方
法
だ
と
思
う
。

 やわらかなあそび（2019）https://okikata.org/%E2%98%83/softplay/3 つの会話 2022 年 5 月 #1（2022）https://uniba.jp/
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６　

と
っ
く
に
締
め
切
り
を
過
ぎ
て
い
る

そ
ろ
そ
ろ
こ
の
原
稿
を
書
き
終
え
な
い
と
い
け
な
い
の
は
、
と
っ
く
に
締
め
切
り
を
過
ぎ
て
い
る
か
ら
で
、
永
久
機
関
の
よ
う
に
無
限
に
文

章
を
生
成
出
来
る
わ
け
も
な
く
、
た
だ
、
そ
れ
な
り
の
量
は
書
け
た
よ
う
に
思
う
が
、
量
を
書
け
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
作
品
や

制
作
に
つ
い
て
、
だ
ら
し
な
く
思
う
ま
ま
に
頭
に
浮
か
ん
だ
こ
と
を
書
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
締
め
切
り
が
な
け
れ
ば
無
限
に
書
い
て
い
ら

れ
そ
う
に
思
え
る
が
、
締
め
切
り
が
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
書
く
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
一
文
に
つ
い
て
、
逆
の
パ
タ
ー
ン
も
含
め

整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

A  

締
め
切
り
が
な
け
れ
ば
無
限
に
書
く

B   

締
め
切
り
が
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
書
け
な
い

C  

締
め
切
り
が
あ
る
か
ら
有
限
に
書
く

D  

締
め
切
り
が
あ
る
か
ら
書
け
る

締
め
切
り
が
あ
る
場
合
、
後
者
の
C
と
D
に
な
っ
て
、
穏
当
に
締
切
ま
で
に
有
限
な
長
さ
の
原
稿
が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
締
め
切
り

が
無
い
と
、
前
者
の
A
と
B
の
よ
う
に
、
原
稿
の
あ
り
う
る
状
態
が
無
限
（
無
限
に
書
く
）
か
ゼ
ロ
（
書
け
な
い
）
と
い
う
、
矛
盾
す
る
二

つ
の
可
能
性
に
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
う
。

「
シ
ュ
レ
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
原
稿
だ
ニ
ャ
ー
。」

だ
か
ら
最
初
は
締
め
切
り
が
あ
っ
て
、
C
と
D
の
状
態
で
あ
っ
て
も
、
締
め
切
り
を
守
れ
ず
、
締
め
切
り
が
過
ぎ
て
い
く
ご
と
に
、
徐
々
に

A
と
B
の
可
能
性
に
開
か
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
、
真
綿
で
首
を
絞
め
る
よ
う
に
、
無
限
か
ゼ
ロ
の
可
能
性
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
て
し
ま
う

と
き
、
人
は
無
限
や
ゼ
ロ
の
無
意
味
さ
に
耐
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？
何
か
の
有
限
さ
に
よ
っ
て
そ
れ
を
意
味
づ
け
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
、

意
味
は
有
限
性
に
基
づ
い
て
い
る
。

サ
イ
コ
ロ
っ
て
便
利
だ
よ
ね

な
ん
で
？

誰
の
意
思
も
介
在
せ
ず
、
純
粋
に
ラ
ン
ダ
ム
な
数
字
が
で
る
ん
だ

そ
れ
っ
て
便
利
な
の
か
な

便
利
な
と
き
も
あ
る
ん
だ
よ
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サ
イ
コ
ロ
は
誰
に
で
も
等
し
く
偶
然
を
与
え
る
ん
だ

だ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
ゲ
ー
ム
に
使
わ
れ
る

ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
が
フ
ェ
ア
で
あ
る
こ
と
を
担
う
ん
だ

な
ん
で
サ
イ
コ
ロ
の
出
た
目
に
従
わ
な
い
と
い
け
な
い
の

そ
れ
だ
と
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
が
破
綻
し
て
し
ま
う
よ

い
ま
は
ゲ
ー
ム
し
た
い
気
分
じ
ゃ
な
い
ん
だ

そ
う
な
の

サ
イ
コ
ロ
の
目
に
従
う
の
っ
て
、
囚
わ
れ
て
る
っ
て
こ
と
だ
よ
ね

そ
う
し
な
い
と
ゲ
ー
ム
が
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
か
ら
ね

囚
わ
れ
な
い
と
意
味
が
生
ま
れ
な
い
ん
だ

そ
う
だ
ね
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い

「
無
限
の
サ
イ
コ
ロ
」
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
あ
る
？

な
に
そ
れ
？

無
限
の
面
を
持
っ
て
て
、
無
限
の
数
字
が
出
る
サ
イ
コ
ロ

毎
回
違
う
転
が
り
方
を
し
て
、
二
度
と
同
じ
数
は
現
れ
な
い

そ
れ
っ
て
使
え
る
の
？

字
が
無
限
に
小
さ
く
て
、
出
た
数
が
誰
に
も
読
め
な
い

意
味
な
い
じ
ゃ
ん

た
だ
な
ん
と
な
く
転
が
っ
て
る
も
の
に
し
か
み
え
な
い

そ
の
へ
ん
に
落
ち
て
る
石
こ
ろ
も
実
は
サ
イ
コ
ロ
だ
っ
た
の
か
も
ね

普
通
の
六
面
体
の
サ
イ
コ
ロ
だ
っ
て
本
当
は
そ
う
な
ん
だ

毎
回
違
う
転
が
り
方
を
し
て
、
い
つ
も
違
う
出
来
事
が
起
き
て
る

本
当
は
無
限
の
可
能
性
の
出
来
事
な
ん
だ
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だ
け
ど
全
て
一
か
ら
六
ま
で
の
数
に
必
ず
収
束
す
る

だ
か
ら
意
味
が
生
ま
れ
る
っ
て
言
い
た
い
の
？

き
っ
と
、
無
限
と
か
無
意
味
に
耐
え
ら
れ
な
い
ん
だ
と
思
う

そ
う
か
な
？

ど
う
だ
ろ
う
…
？

お
わ
り

「
三
つ
の
会
話
二
〇
二
二
年
五
月 

#3
」

サ
イ
コ
ロ
を
振
る
、
こ
こ
で
お
し
ま
い
。
寝
る
ニ
ャ
ー
。

谷
口
暁
彦

メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
、
ネ
ッ
ト
・
ア
ー
ト
、
映
像
、
彫
刻
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
で
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。
主
な
展
覧
会
に
「［
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

ア
ー
ト 

こ
れ
か
ら
］—

—

ポ
ス
ト
・

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」（ICC

、２
０
１
２
）、「SeM

A
 Biennale M

ediacity Seoul 2016

」（
ソ
ウ
ル
市
立
美
術
館
、２
０
１
６
）、個
展
に
「
滲
み
出
る
板
」（G

A
LLERY

 
M

ID
O

RI.SO

、
東
京
、
２
０
１
５
）、「
超
・
い
ま
・
こ
こ
」（CA

LM
 &

 PU
N

K
 G

A
LLERY

、
東
京
、
２
０
１
７
）
な
ど
。
企
画
展
「
イ
ン
・
ア
・
ゲ
ー
ム
ス
ケ
ー
プ
：
ヴ
ィ
デ
オ
・
ゲ
ー

ム
の
風
景
、
リ
ア
リ
テ
ィ
、
物
語
、
自
我
」（ICC

、
２
０
１
８–

２
０
１
９
）
に
て
共
同
キ
ュ
レ
―
タ
ー
を
務
め
る
。

3 つの会話 2022 年 5 月 #3（2022）https://uniba.jp/
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谷
口
暁
彦

都
市
と
彫
刻
の
レ
イ
ヤ
ー —

広
島
の
野
外
彫
刻
を
読
み
解
く

藤　

井　
　

匡

都
市
と
彫
刻
の
レ
イ
ヤ
ー
を
読
み
解
く

　

今
回
は
広
島
市
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
野
外
彫
刻
を
歴
史
的
に
分
類
し
な
が
ら
考
え
て
い
き
ま
す
。
理
由
は
、
都
市
の
彫
刻
は
美
術
館
で
の

展
示
の
よ
う
に
、
年
代
別
、
テ
ー
マ
別
、
素
材
別
と
い
っ
た
分
類
に
よ
っ
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
、
雑
多

な
印
象
を
受
け
や
す
い
と
も
い
え
ま
す
。
こ
の
分
類
は
そ
れ
ら
を
改
め
て
整
理
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

と
は
い
え
、
本
来
的
に
は
、
都
市
そ
の
も
の
が
雑
多
な
存
在
で
す
。
現
在
の
私
た
ち
に
は
、
広
島
と
い
う
都
市
は
共
時
的
な
場
と
し
て
現
れ

ま
す
が
、
そ
の
内
実
は
バ
ラ
バ
ラ
な
の
で
す
。
古
く
か
ら
残
さ
れ
て
き
た
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
失
わ
れ
、
そ
こ
に
上
書
き
さ
れ
る
よ
う
に
新

た
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
都
市
は
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
価
値
観
が
レ
イ
ヤ
ー
の
よ
う
に
重
な
っ
て
で
き
て
い
る
の
で
す
。
野
外
彫

刻
は
そ
う
し
た
価
値
観
を
読
み
解
く
た
め
の
指
標
と
な
る
の
で
す
。

　

四
つ
の
分
類
は
、
太
平
洋
戦
争
終
結
以
前
の
銅
像
、
戦
後
民
主
主
義
時
代
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
前
半
の
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「
彫
刻
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」、
そ
し
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
と
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
こ
の
分
類
は
日
本
の
野
外
彫
刻
を
考
え
る

上
で
一
定
の
有
効
性
を
も
ち
ま
す
が
、
広
島
の
野
外
彫
刻
を
対
象
と
す
る
場
合
に
も
該
当
す
る
も
の
と
な
り
ま
す
。

　

私
は
、
近
年
、
日
本
の
野
外
彫
刻
の
歴
史
を
〈
設
置
者
の
望
み
〉
と
〈
彫
刻
家
の
望
み
〉
の
分
裂
と
調
停
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
き
ま

し
た
。[

１] 
四
つ
の
区
分
も
こ
の
両
者
の
関
係
の
仕
方
の
ち
が
い
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

明
治
二
十
年
代
か
ら
、
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
欧
米
の
都
市
に
倣
っ
た
銅
像
の
建
立
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
が
、
や
や
遅
れ
て
、
芸

術
家
の
個
性
を
尊
重
す
る
近
代
美
術
の
価
値
観
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
入
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
時
代
に
は
〈
設
置
者
の
望
み
〉
の
方
が
優
位
に

あ
り
、〈
彫
刻
家
の
望
み
〉
は
そ
れ
に
対
抗
す
る
位
置
に
あ
り
ま
し
た
。

　

終
戦
後
に
な
る
と
、
戦
後
民
主
主
義
の
風
潮
の
な
か
で
、
平
和
や
自
由
と
い
っ
た
抽
象
概
念
を
人
間
像
に
よ
っ
て
表
象
す
る
野
外
彫
刻
が

多
数
登
場
し
ま
す
。
こ
こ
で
も
〈
設
置
者
の
望
み
〉
が
優
位
に
あ
る
状
況
は
変
化
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
主
題
の
変
化
に
よ
っ
て
〈
彫
刻
家
の

望
み
〉
を
叶
え
る
機
会
が
増
加
し
て
ゆ
き
ま
す
。

　
〈
設
置
者
の
望
み
〉
と
〈
彫
刻
家
の
望
み
〉
の
両
立
が
あ
る
程
度
の
達
成
を
見
せ
る
の
は
、
設
置
と
展
覧
会
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
た
事
業
か

ら
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
一
九
六
一
年
に
は
じ
ま
る
、
山
口
県
宇
部
市
の
野
外
彫
刻
展
が
重
要
と
い
え
ま
す
。
そ
の
延
長
上
に
、
一
九
八
〇

年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、
日
本
各
地
の
行
政
に
よ
る
「
彫
刻
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
機
会
が
増
え
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
は
市
民
参
加
型
の

ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
時
代
の
価
値
観
が
「
や
す
ら
ぎ
」
か
ら
「
に
ぎ
わ
い
」
へ
と
変
化
し

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
価
値
観
の
ち
が
い
が
野
外
彫
刻
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
か
、
実
際
の
作
品
に
即
し
て
見
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
。

銅
像
に
お
け
る
彫
刻
家
の
地
位

　

明
治
中
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
日
本
各
地
に
は
数
多
く
の
銅
像
が
設
置
さ
れ
ま
し

た
。
一
九
二
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
銅
像
写
真
集『
偉
人
の
俤
』[

２] 

に
掲
載
さ
れ
た
写
真
か
ら
は
、

広
島
市
内
に
も
こ
う
し
た
銅
像
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

全
国
的
に
、
そ
う
し
た
銅
像
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。
戦
時
色
の
強
く
な

い
も
の
は
戦
時
中
に
金
属
供
出
に
よ
っ
て
失
わ
れ
、[

３] 

逆
に
、
戦
時
色
の
強
い
も
の
は
戦
後

に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
導
に
よ
っ
て
撤
去
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
す
べ
て
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
九
一
五
年
に
設

置
さ
れ
た
《
千
田
貞
暁
像
》[

図
１] 

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
制
作
者
は
広
島
市
出
身
の
宮
本
瓦
全

（1871-1939

）。
彼
は
一
八
八
九
年
に
開
校
し
た
東
京
美
術
学
校
の
第
一
回
入
学
生
で
、
高
村

光
雲
を
主
任
と
し
て
制
作
さ
れ
た
《
楠
木
正
成
像
》（
一
九
〇
〇
年
設
置
）
や
《
西
郷
隆
盛
像
》

（
一
八
九
八
年
設
置
）
に
も
携
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
人
物
で
す
。
他
方
、
像
主
で
あ
る
千
田

貞
暁
（1836-1908

）
は
広
島
県
の
県
令
（
県
知
事
）
を
務
め
た
地
方
政
治
家
で
、
と
く
に
、

宇
品
の
築
港
に
功
績
の
あ
っ
た
人
物
。
こ
の
像
は
そ
の
功
績
を
称
え
る
目
的
で
制
作
さ
れ
た
も

の
で
す
。[

４]

　

こ
の
像
の
台
座
は
城
壁
の
石
垣
の
よ
う
な
下
部
と
銘
板
を
は
め
込
ん
だ
上
部
に
分
か
れ
ま
す

が
、
合
計
す
る
と
相
当
の
高
さ
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
こ
の
像
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
戦

前
期
の
銅
像
の
一
般
的
な
サ
イ
ズ
で
す
。
戦
後
の
銅
像
の
台
座
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
ち

が
い
は
歴
然
と
し
ま
す
。
広
島
城
周
辺
に
設
置
さ
れ
て
い
る
森
野
圓
象
（1903-1989

）
に
よ

図 1　宮本瓦全《千田貞暁像》１９１５年　広島市千田廟公園
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る
《
池
田
勇
人
像
》（
当
初
の
像
は
一
九
七
〇
年
設
置
、
現
在
の
像
は
再
鋳
造
さ
れ
た
も
の
）

や
吉
田
正
浪
（1936-2011

）
に
よ
る
《
灘
尾
弘
吉
像
》（
一
九
九
八
年
設
置
）
で
は
、
台
座

の
高
さ
は
像
高
以
下
に
抑
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

少
な
く
と
も
、
戦
前
の
台
座
は
彫
刻
を
見
る
た
め
の
適
切
な
高
さ
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
台
座

に
は
、
彫
刻
を
見
や
す
い
高
さ
に
設
定
す
る
物
理
的
機
能
と
、
表
象
さ
れ
る
人
物
に
社
会
的
・

政
治
的
権
威
を
付
与
す
る
象
徴
的
機
能
が
あ
り
ま
す
が
、[

５] 

こ
こ
で
は
後
者
の
機
能
に
特
化

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
銘
板
か
ら
も
理
解
で
き
ま
す
。
こ
こ
に
記
さ
れ
る
の
は
像
主
の

事
績
の
み
で
、
彫
刻
家
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
〈
設
置
者

の
望
み
〉
が
〈
彫
刻
家
の
望
み
〉
を
圧
倒
し
て
い
る
状
況
が
確
認
で
き
ま
す
。

な
お
、
戦
後
の
ふ
た
つ
の
銅
像
に
関
し
て
は
、
台
座
正
面
に
で
は
な
く
、
側
面
に
制
作
者
名

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
制
作
者
の
地
位
は
や
や
向
上
し
た
か
に
も
見
え
ま
す
が
、
そ
れ
を
近
代

美
術
に
お
け
る
芸
術
家
の
地
位
と
同
一
視
し
て
よ
い
か
は
疑
問
で
す
。
筆
頭
に
置
か
れ
て
い
る

の
は
銘
板
の
題
字
揮
毫
者
だ
か
ら
で
す
。《
池
田
勇
人
像
》
で
は
吉
田
茂
、《
灘
尾
弘
吉
像
》
で

は
宮
澤
喜
一
と
い
う
内
閣
総
理
大
臣
経
験
者
が
揮
毫
し
て
い
ま
す
が
、
設
置
者
に
と
っ
て
は
、

題
字
の
揮
毫
の
方
が
銅
像
制
作
よ
り
も
重
要
だ
っ
た
の
で
す
。[
６]

銅
像
の
台
座
は
誰
が
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
か

　

で
は
、
戦
前
期
の
銅
像
に
お
い
て
〈
彫
刻
家
の
望
み
〉
は
一
切
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
別
の
台
座
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

《
加
藤
友
三
郎
像
》[

図
２] 

は
、
戦
時
中
の
一
九
四
三
年
に
金
属
供
出
さ
れ
た
こ
と
で
失
わ
れ
、

現
在
で
は
大
き
な
台
座
の
み
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
像
主
で
あ
る
加
藤
友
三
郎（1861-1923

）

は
海
軍
大
将
で
、
広
島
県
出
身
者
と
し
て
は
初
の
内
閣
総
理
大
臣
と
な
っ
た
人
物
。
制
作
者
は

広
島
県
賀
茂
郡
川
尻
町
（
現
・
呉
市
川
尻
町
）
出
身
の
上
田
直
次
（1880-1953

）。
帝
国
美

術
院
展
覧
会
な
ど
に
山
羊
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
彫
刻
を
継
続
的
に
出
品
し
ま
し
た
が
、
銅
像
も

多
く
手
が
け
て
い
ま
し
た
。[

７]

こ
の
台
座
の
デ
ザ
イ
ン
は
特
徴
的
で
す
。
素
材
は
ピ
ン
ク
が
か
っ
た
御
影
石
（
岡
山
県
万
成

産
）
で
、
全
体
に
や
や
丸
み
を
帯
び
た
パ
ー
ツ
を
多
用
、
台
座
の
裾
の
と
こ
ろ
で
そ
れ
ら
を
複

雑
に
組
み
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
時
代
の
銅
像
の
台
座
銘
板
に
は
ブ
ロ
ン
ズ
製
の
プ

レ
ー
ト
を
は
め
込
む
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
石
に
文
字
を
彫
り
こ
ん
で
い
ま
す
。

実
は
、
私
は
当
初
、
こ
う
し
た
台
座
の
デ
ザ
イ
ン
か
ら
、
銅
像
の
制
作
者
を
朝
倉
文
夫

（1883-1964

）
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
特
徴
は
す
べ
て
朝
倉
の
手
が
け
た
銅
像

の
台
座
に
見
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
と
く
に
、
下
の
方
に
あ
る
、
揺
れ
る
水
面
の
よ
う
な

表
面
処
理
は
朝
倉
の
台
座
に
頻
出
す
る
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
一
九
三
三
年
に
東
京
都
千
代

田
区
に
設
置
さ
れ
た
《
渋
沢
栄
一
像
》（
現
在
の
像
は
戦
後
の
再
鋳
造
）
や
、
一
九
五
九
年
に

山
口
県
宇
部
市
に
設
置
さ
れ
た
《
俵
田
明
像
》
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

上
田
は
朝
倉
の
最
初
の
内
弟
子
と
し
て
知
ら
れ
る
彫
刻
家
で
す
の
で
、
そ
の
影
響
は
、
彫
刻

の
ス
タ
イ
ル
だ
け
で
は
な
く
、
台
座
の
デ
ザ
イ
ン
に
も
及
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
っ

と
も
、
朝
倉
は
水
面
の
よ
う
な
表
面
処
理
を
台
座
全
体
に
施
し
ま
す
が
、
上
田
は
そ
れ
を
限
定

的
に
導
入
し
た
よ
う
で
す
。
一
九
四
〇
年
代
に
制
作
さ
れ
、
終
戦
後
に
な
っ
て
広
島
県
呉
市
に

図 2　上田直次《加藤友三郎像》１９３５年　
広島市比治山公園（台座のみ現存）
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設
置
さ
れ
た
《
亀
田
多
吉
像
》
の
台
座
で
も
、
そ
れ
を
台
座
の
裾
の
部
分
に
限
定
し
て
使
用
し

て
い
ま
す
。

　

銅
像
制
作
に
お
い
て
は
、
最
低
限
で
も
像
主
の
容
貌
に
似
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
、
彫
刻

家
に
主
題
の
決
定
権
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
こ
の
時
代
の
〈
彫
刻
家
の
望
み
〉
に
つ
い

て
は
、
台
座
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
す
る
か
に
着
目
す
る
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
銅
像
の
台
座
設
計
に
は
、
明
治
時
代
か
ら
す
で
に
片
山
熊
東

（1854-1917

）
や
塚
本
靖
（1869-1937

）
と
い
っ
た
建
築
家
が
参
入
し
て
い
ま
す
。[

８] 

こ

の
時
代
の
彫
刻
家
の
全
体
的
な
意
識
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、朝
倉
は
堀
江
尚
志
（1897-1935

）

に
よ
る
《
松
橋
宗
明
像
》（
一
九
二
三
年
設
置
）
の
基
石
設
計
を
手
が
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

[

９] 

台
座
の
デ
ザ
イ
ン
に
強
い
意
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

な
お
、
宮
本
瓦
全
も
上
田
直
次
も
広
島
ゆ
か
り
の
彫
刻
家
で
す
が
、
と
も
に
東
京
で
彫
刻
を

学
ん
で
お
り
、
彼
ら
の
作
風
は
こ
の
時
代
の
日
本
の
典
型
に
収
ま
る
も
の
で
す
。
広
島
ゆ
か
り

の
彫
刻
家
で
あ
る
こ
と
が
広
島
地
域
の
様
式
を
表
わ
す
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
状
況
は

戦
後
に
な
っ
て
も
続
い
て
ゆ
き
ま
す
。

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
求
め
ら
れ
る
も
の—

主
題
か
造
形
か

　

最
初
に
提
示
し
た
四
つ
の
分
類
で
す
が
、
実
際
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
で
支
配
的
な
レ
イ

ヤ
ー
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。
広
島
の
場
合
、
そ
れ
が
戦
後
民
主
主
義
時
代
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に

な
り
ま
す
。

　

銅
像
と
同
様
に
、
こ
う
し
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
も
主
題
の
決
定
権
は
設
置
者
に
あ
り
ま
す
が
、

彫
刻
家
に
よ
る
解
釈
の
範
囲
は
大
き
く
な
り
ま
す
。
銅
像
の
場
合
は
像
主
に
似
て
い
る
こ
と
が
必

須
で
す
が
、
抽
象
概
念
に
は
そ
う
し
た
制
約
が
少
な
い
か
ら
で
す
。

　

と
は
い
え
、平
和
記
念
公
園
や
平
和
大
通
り
の
彫
刻
を
改
め
て
見
て
み
る
と
、趣
が
や
や
異
な
っ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
平
和
と
い
う
概
念
を
表
象
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
原
爆

被
害
者
の
慰
霊
の
意
味
を
強
く
担
う
も
の
だ
か
ら
で
す
。

　

そ
の
な
か
で
、
私
が
興
味
深
い
と
考
え
て
い
る
作
品
が
柳
原
義
達
（1910-2004

）
の
《
ラ
・

パ
ン
セ
》[

図
３] 

で
す
。
広
島
市
に
本
社
を
置
く
味
日
本
株
式
会
社
に
よ
る
寄
贈
で
す
が
、
同
社
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、「
当
時
の
広
島
市
長
、
浜
井
信
三
さ
ん
（
中
略
）
か
ら
、
１
０
０
ｍ

道
路
が
さ
み
し
い
の
で
、美
術
的
憩
い
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
物
（
平
和
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
も
の
）

を
寄
贈
し
て
欲
し
い
と
依
頼
さ
れ
」
た
こ
と
が
契
機
だ
っ
た
よ
う
で
す
。[

１０] 

ま
た
、「
世
界
平
和

を
祈
願
す
る
と
と
も
に
会
社
関
係
犠
牲
者
の
冥
福
を
祈
り
、
戦
後
の
復
興
に
市
民
の
潤
い
に
な
れ

ば
」
と
の
記
載
も
あ
る
の
で
、〈
設
置
者
の
望
み
〉
に
は
慰
霊
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

「
瞑
想
」
を
意
味
す
る
タ
イ
ト
ル
と
女
性
の
表
情
か
ら
、
こ
れ
も
慰
霊
の
意
味
を
担
う
も
の
と

し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
同
時
に
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
日
本
の
近
代
彫
刻
家
た
ち
に

決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
（1840-1917

）
に
よ
る
同
名
の
彫
刻
を
想

起
さ
せ
ま
す
。
像
の
ポ
ー
ズ
も
こ
の
ロ
ダ
ン
作
品
か
ら
の
引
用
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
作
品
の
印
象
は
随
分
と
異
な
り
ま
す
。
ロ
ダ
ン
の
作
品
は
左
ひ
ざ
を
手
前
に

突
き
出
し
、
右
ひ
じ
を
内
側
に
折
り
込
む
こ
と
で
胴
体
を
強
く
屈
曲
さ
せ
、
身
体
全
体
で
螺
旋
状

図 3　柳原義達《ラ · パンセ》１９５２年
（１９５３年設置）　広島市平和大通り
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の
動
き
を
つ
く
り
出
し
て
い
ま
す
。
他
方
、
柳
原
の
作
品
は
右
脚
に
重
心
を
置
き
、
左
ひ
ざ
を

軽
く
手
前
に
出
す
こ
と
か
ら
、
身
体
全
体
を
ゆ
る
や
か
な
Ｓ
字
と
し
て
構
成
し
て
い
ま
す
。
下

半
身
の
形
態
処
理
な
ど
を
見
る
と
、
そ
れ
を
ア
リ
ス
テ
ィ
ー
ド
・
マ
イ
ヨ
ー
ル
（1861-1944

）

に
寄
せ
て
解
釈
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
像
に
つ
い
て
は
、
彫
刻
家
の
意
図
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
読
み
取
り
づ
ら
い
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、〈
設
置
者
の
望
み
〉
と
〈
彫
刻
家
の
望
み
〉
と
が
ズ
レ
な
が
ら
重
な
っ

て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
彫
刻
家
が
自
身
の
造
形
的
課
題
を
追
求
し
た
も
の
で
あ
り
な

が
ら
も
、
同
時
に
、
設
置
者
の
要
望
も
満
足
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

後
年
、
広
島
市
庁
舎
の
前
、
旧
庁
舎
資
料
展
示
室
の
上
に
設
置
さ
れ
た
《
道
標
・
鳩
》[

図
４] 

の
場
合
は
そ
の
二
重
性
が
よ
り
明
ら
か
で
す
。「
鳩
」
は
作
者
が
長
く
手
が
け
た
シ
リ
ー
ズ
で
、

三
十
点
以
上
が
制
作
さ
れ
て
い
ま
す
。
群
像
で
野
外
に
設
置
し
た
事
例
も
仙
台
市
や
神
戸
市
な

ど
に
あ
り
、広
島
に
特
有
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、確
実
に
、設
置
者
は
こ
の
「
鳩
」

に
平
和
の
象
徴
と
い
う
主
題
を
見
て
い
る
は
ず
で
す
。
他
方
、
彫
刻
家
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た

連
作
は
「
自
分
が
自
分
で
歩
み
な
が
ら
道
に
迷
わ
な
い
た
め
に
」
つ
く
ら
れ
る
「
道
標
」
だ
っ

た
の
で
す
。[

１１] 

　

私
自
身
は
平
和
を
表
象
し
た
彫
刻
と
慰
霊
碑
と
は
切
り
分
け
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
が
、[

１２] 

そ
れ
は
単
純
に
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
こ
の
問
題
を
考
え
る

上
で
、
柳
原
の
《
ラ
・
パ
ン
セ
》
は
注
目
す
べ
き
作
品
と
い
え
ま
す
。

慰
霊
碑
と
セ
メ
ン
ト
彫
刻
の
再
考

　

そ
う
し
た
造
形
的
な
観
点
か
ら
、
河
内
山
賢
祐
（1900-1980

）
の
《
広
島
市
高
等
女
学
校

原
爆
慰
霊
碑
》[

図
５] 

を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
外
形
と
し
て
は
、
正
対
す
る
面
が
下
を
向
き
、
左

右
も
下
側
が
小
さ
く
な
る
姿
を
し
て
い
ま
す
。
立
っ
て
見
た
と
き
に
は
、
や
や
バ
ラ
ン
ス
の
悪

さ
を
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
地
面
に
膝
を
つ
く
よ
う
な
高
さ
か
ら
見
る
と
、
き
れ
い
な

バ
ラ
ン
ス
に
収
ま
り
ま
す
。

レ
リ
ー
フ
の
部
分
は
、ほ
ぼ
左
右
対
称
に
三
人
の
人
物
を
配
置
し
た
安
定
感
の
あ
る
構
図
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
も
動
き
を
感
じ
さ
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
ー
モ
ン
ド
形
の
眼
や

平
行
線
に
近
い
ス
カ
ー
ト
の
ド
レ
ー
プ
な
ど
は
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
彫
刻
に
倣
っ
た
も
の
と
い
え

ま
す
が
、こ
う
し
た
造
形
性
の
直
接
的
な
淵
源
は
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ブ
ー
ル
デ
ル（1861-1929

）

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
横
顔
（
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
）
の
多
用
や
、
身
体
を
折
り
こ
ん
で
枠
の

な
か
に
き
っ
ち
り
と
収
め
る
「
限
定
＝
空
間
」（
内
閉
空
間
）[

１３] 

に
従
う
点
も
ブ
ー
ル
デ
ル
的

と
い
え
ま
す
。

一
九
三
〇
年
代
か
ら
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
表
現
を
志
向
し
た
日
本
の
彫
刻
家
た
ち
に
も
っ

と
も
支
持
さ
れ
た
の
が
こ
の
ブ
ー
ル
デ
ル
の
彫
刻
で
し
た
。[

１４] 

そ
の
力
強
い
表
現
は
、
た
と

え
ば
、
一
九
六
〇
年
に
平
和
記
念
公
園
に
設
置
さ
れ
た
本
郷
新
《
嵐
の
中
の
母
子
像
》
に
も
継

承
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
像
に
関
し
て
は
、
上
半
身
を
極
端
に
前
傾
さ
せ
、
左
手
を
後
方
に
向

け
て
ほ
ぼ
水
平
に
伸
ば
す
ポ
ー
ズ
に
つ
い
て
も
、
ブ
ー
ル
デ
ル
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〈
モ
ン
ト
ー

図 4　柳原義達《道標 · 鳩》１９７２年（２点）、１９７３年、１９７４年、１９７９年　広島市庁舎前図 5　河内山賢祐《広島市高等女学校原爆慰霊碑》１９４８年　広島市平和大通り
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バ
ン
の
戦
士
〉（
一
九
〇
二
年
設
置
）
の
内
の
《
剣
を
持
つ
戦
士
》
を
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。[

１５]
河
内
山
は
ブ
ー
ル
デ
ル
の
影
響
を
直
接
的
に
受
け
た
彫
刻
家
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と

は
、
逆
に
、
こ
の
時
代
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
お
け
る
ブ
ー
ル
デ
ル
の
影
響
力
の
強
さ
を
示
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
時
代
の
作
品
で
は
、
一
九
五
五
年
に
設
置
さ
れ
た
山
本
常
一
（1910-1994

）
の
《
平

和
の
鳩
》[

図
６] 

も
別
の
意
味
で
注
目
す
べ
き
作
品
で
す
。
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代

前
半
に
か
け
て
、
日
本
各
地
に
い
わ
ゆ
る
「
セ
メ
ン
ト
彫
刻
」
が
多
数
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
彫

刻
素
材
と
し
て
の
セ
メ
ン
ト
は
、
物
資
の
不
足
し
た
太
平
洋
戦
争
中
に
研
究
が
は
じ
ま
り
ま

し
た
が
、
戦
後
に
な
っ
て
そ
れ
が
開
花
し
た
の
で
す
。[

１６] 

そ
の
興
隆
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、

東
京
都
主
催
、
小
野
田
セ
メ
ン
ト
後
援
で
実
施
さ
れ
た
「
野
外
創
作
彫
刻
展
」
で
し
た
。[

１７] 

展
覧
会
名
称
や
会
場
な
ど
を
変
更
し
な
が
ら
、
一
九
五
一
年
か
ら
一
九
七
三
年
ま
で
毎
年
開
催

さ
れ
、
山
本
も
一
九
五
三
年
と
一
九
五
八
年
の
二
回
参
加
し
て
い
ま
す
。

　

山
本
は
鳥
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
彫
刻
で
知
ら
れ
ま
す
が
、《
平
和
の
鳩
》
は
や
や
特
異
な
表

現
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ブ
ロ
ン
ズ
彫
刻
で
は
再
現
性
が
追
及
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
セ
メ
ン
ト
彫

刻
で
は
単
純
化
が
相
当
に
進
ん
で
い
ま
す
。
本
来
的
に
は
、
セ
メ
ン
ト
は
建
築
資
材
で
す
の

で
、
そ
れ
を
彫
刻
に
転
用
す
る
場
合
に
は
表
現
上
の
制
約
が
生
じ
ま
す
。
石
膏
原
型
を
ブ
ロ
ン

ズ
鋳
造
す
る
場
合
と
比
較
す
れ
ば
、
細
か
い
加
工
に
は
不
向
き
な
の
で
す
。
こ
の
時
代
に
興
隆

す
る
抽
象
彫
刻
は
人
体
な
ど
を
単
純
化
し
た
形
態
が
多
く
、
そ
う
し
た
表
現
に
は
適
し
て
い
ま

す
が
、
具
象
彫
刻
の
場
合
も
あ
る
程
度
の
単
純
化
を
受
け
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
野
外
の
セ
メ
ン
ト
彫
刻
は
、
素
材
の
強
度
の
問
題
か
ら
、
現
在
、
そ
の
大
半
が
失

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
屋
外
彫
刻
調
査
保
存
研
究
会
の
第
一
回
総
会（
一
九
九
七
年
）

で
の
「
研
究
会
の
目
的
と
趣
旨
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
戦
後
、
五
〇
年
代

か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
『
野
外
彫
刻
展
』
で
盛
ん
に
制
作
さ
れ
た
『
セ
メ
ン
ト
彫
刻
』
は
、

そ
の
多
く
は
破
損
や
著
し
い
劣
化
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
、
現
在
消
滅
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て

い
ま
す
。
移
設
や
撤
去
に
よ
り
行
方
不
明
の
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。」[

１８] 

そ
れ
か
ら
四

半
世
紀
を
経
た
現
在
、
こ
の
状
況
は
さ
ら
に
進
行
し
て
い
ま
す
。
こ
の
損
失
は
、
金
属
供
出
な

ど
に
よ
っ
て
、
戦
前
の
銅
像
の
大
半
が
失
わ
れ
た
状
況
に
匹
敵
す
る
と
い
え
ま
す
。

　

決
し
て
派
手
な
作
品
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
野
外
彫
刻
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
は
貴
重
な
作

例
と
い
え
ま
す
。

一
九
八
〇
年
代
の
「
彫
刻
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」

　

広
島
市
で
は
一
九
八
三
年
か
ら
行
政
に
よ
る
「
彫
刻
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」
事
業
が
行
わ
れ

ま
す
。
こ
れ
は
一
九
七
八
年
に
発
表
さ
れ
た
「
広
島
市
新
基
本
計
画
」
に
あ
る
「
国
際
平
和
文

化
都
市
の
実
現
」を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。[

１９] 

全
国
的
に
見
て
も
、「
彫

刻
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」
で
の
主
流
は
抽
象
彫
刻
が
占
め
て
お
り
、
主
題
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
視

さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
う
し
た
抽
象
彫
刻
で
は
台
座
が
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
が
一
般

的
で
、
設
置
に
関
す
る
彫
刻
家
の
主
体
性
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
も
大
き
く
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
「
彫
刻
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」
で
活
躍
し
た
抽
象
作
家
の
多
く
は
、
一
九
六
〇
年

図 6　山本常一《平和の鳩》１９５５年設置　広島市こども文化科学館
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代
に
は
じ
ま
る
宇
部
市
の
「
現
代
日
本
彫
刻
展
」
や
神
戸
市
の
「
神
戸
須
磨
離
宮
公
園
現
代
彫

刻
展
」、
彫
刻
の
森
美
術
館
で
の
一
連
の
野
外
彫
刻
展
な
ど
で
実
績
を
積
ん
で
い
ま
す
。
こ
こ

で
の
出
品
作
品
に
は
展
覧
会
と
い
う
形
式
が
大
き
く
作
用
し
て
お
り
、そ
の
延
長
上
に
あ
る「
彫

刻
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」
で
の
設
置
作
品
も
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
同
一
の
性
格
を
も
っ

て
い
る
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
作
品
の
ひ
と
つ
に
、比
治
山
公
園
に
設
置
さ
れ
た
最
上
壽
之（1936-2018

）の《
テ

ク
テ
ク
テ
ク
テ
ク
》[

図
７] 
が
あ
り
ま
す
。
カ
タ
カ
ナ
表
記
さ
れ
る
四
拍
子
の
擬
態
語
を
作
品
タ

イ
ト
ル
に
使
用
す
る
の
は
最
上
の
一
貫
し
た
特
徴
で
あ
り
、[

２０] 

広
島
と
の
直
接
の
か
か
わ
り

を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
主
題
と
し
て
も
、
設
置
さ
れ
る
場
所
の
意
味
は
特
別
に
考
慮

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
空
間
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
場
所
に
造
形
的
に
適
合
す

る
こ
と
が
志
向
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
所
に
は
日
清
戦
争
時
に
明
治
天
皇
の
休
憩
所
で
あ
っ

た
「
御
便
殿
」
が
移
設
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
（
原
爆
に
よ
り
倒
壊
）、
そ
う
し
た
文
脈
が
こ
と

さ
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
は
後
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
や
ア
ー
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
ち
が
い
と
い
え
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
物
理
的
な
空
間
と
の
関
係
に
は
細
か
い
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
広
場
の

中
心
軸
に
対
し
て
、
彫
刻
は
ほ
ん
の
少
し
だ
け
斜
め
に
振
っ
た
角
度
で
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

タ
イ
ト
ル
や
形
態
、
パ
ー
ツ
の
位
置
を
組
み
替
え
る
こ
と
の
で
き
る
構
造
な
ど
か
ら
「
動
き
」

を
想
起
さ
せ
る
彫
刻
で
す
が
、
そ
の
表
現
は
こ
の
配
置
に
よ
っ
て
も
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

最
上
の
作
品
は
日
本
各
地
の
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
野
外
彫
刻
の
場
合
も
、
そ

の
性
格
に
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、野
外
展
示
さ
れ
て
い
る
美
術
館
の
所
蔵
作
品
で
あ
る
、

広
島
市
現
代
美
術
館
の
新
宮
晋
《
私
た
ち
の
星
（
風
の
サ
ー
カ
ス
）》（
一
九
八
八
年
）
や
ひ
ろ

し
ま
美
術
館
の
清
水
九
兵
衞
《
道
標
》（
一
九
九
五
年
）
と
の
性
格
も
同
一
と
い
え
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
作
品
の
保
守
管
理
面
で
の
問
題
を
生
み
出
す
原
因
に
も
な
っ

て
い
ま
す
。
美
術
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
れ
ば
所
蔵
す
る
館
が
、
銅
像
や
慰
霊
碑
で
あ
れ
ば

関
係
者
が
管
理
を
行
い
ま
す
が
、「
彫
刻
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」
で
の
設
置
作
品
で
は
そ
れ
が

曖
昧
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
と
く
に
、
広
島
市
の
「
彫
刻
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
」
は
短

期
間
で
終
了
し
た
こ
と
も
あ
り
、[

２１] 

責
任
の
所
在
が
曖
昧
に
な
り
や
す
い
と
い
え
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
時
代
の
野
外
彫
刻
は
主
題
を
重
要
視
し
な
く
な
る
と
述
べ
ま
し
た
が
、
例
外
的

な
作
例
も
あ
り
ま
す
。
岡
本
敦
生
（1951-

）
と
西
雅
秋
（1946-

）
の
合
作
《
大
地
０
か
ら

の
か
た
ち
》[

図
８] 

に
は
、
タ
イ
ト
ル
に
爆
心
地
を
意
味
す
る
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
岡

本
も
西
も
宇
部
や
神
戸
の
野
外
彫
刻
展
で
活
躍
し
た
彫
刻
家
で
す
が
、
こ
の
作
品
は
一
九
八
〇

年
代
の
価
値
観
に
収
ま
ら
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
二
人
の
彫
刻
家
は
広
島
出
身
で

あ
り
、
こ
こ
に
は
原
爆
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

彫
刻
の
主
題
は
誰
が
決
め
る
の
か

こ
の
頃
か
ら
は
、
駅
前
広
場
や
公
園
の
整
備
、
公
共
施
設
の
建
設
に
付
随
し
て
の
彫
刻
設
置

も
増
加
し
ま
す
。
そ
の
多
く
は
、
企
業
や
団
体
か
ら
の
寄
贈
、
あ
る
い
は
、
建
築
費
に
含
ま
れ

る
か
た
ち
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
す
。
野
外
彫
刻
は
設
置
の
目
的
か
ら
「
土
地
に
縁
を
も
つ
何

図 8　岡本敦生 · 西雅秋《大地０からのかたち》１９８６年　広島市東広島橋東詰 図 7　最上壽之《テクテクテクテク》１９８３年　広島市比治山公園
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か
を
記
念
（
あ
る
い
は
祈
念
）
し
た
り
象
徴
す
る
造
形
物
」
と
「
修
景—

景
観
や
環
境
の
整
備

を
目
的
と
す
る
造
形
物
」
に
大
別
さ
れ
ま
す
が
、[

２２] 

こ
れ
ら
は
後
者
に
該
当
し
ま
す
。
そ
の

た
め
、
や
は
り
、
設
置
者
は
主
題
を
あ
ま
り
重
要
視
し
て
い
な
い
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、〈
設

置
者
の
望
み
〉
と
〈
彫
刻
家
の
望
み
〉
の
分
裂
と
調
停
と
い
う
観
点
か
ら
、
と
く
に
主
題
に
つ

い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
も
う
少
し
複
雑
な
様
相
が
見
え
て
き
ま
す
。

そ
う
し
た
作
品
の
ひ
と
つ
に
、広
島
駅
に
設
置
さ
れ
た
圓
鍔
勝
三
（1905-2003

）
の
《
朝
》

[

図
９] 

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
像
を
は
じ
め
、
圓
鍔
は
ブ
ロ
ン
ズ
の
表
面
を
金
色
で
仕
上
げ
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
が
、
そ
れ
が
晴
れ
た
空
の
青
色
と
の
明
確
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
つ
く
り
出
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
、
鳩
が
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
平
和
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と

も
で
き
ま
す
が
、
そ
こ
ま
で
深
読
み
す
る
必
要
も
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
わ
せ
ま
す
。
そ
う
し
た

主
題
と
は
無
関
係
と
し
か
思
え
な
い
モ
チ
ー
フ
の
混
入
が
あ
る
か
ら
で
す
。

圓
鍔
作
品
の
特
徴
と
し
て
「
詩
情
」
や
「
物
語
性
」
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
広
島
県
立
美
術
館

の
所
蔵
す
る
木
彫
作
品
《
星
羅
》（
一
九
六
〇
年
）。
三
人
の
女
性
が
上
空
を
見
上
げ
る
姿
勢

を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
作
者
の
意
図
は
「
天
空
の
綺
羅
星
を
表
現
」
す
る
こ
と
に
あ
り
、
さ
ら

に
、三
人
の
頭
部
に
取
り
つ
け
ら
れ
た
針
金
は
「
レ
ー
ダ
ー
を
意
味
し
て
い
る
」
と
さ
れ
ま
す
。

[

２３] 

し
か
し
、
こ
の
像
を
見
た
だ
け
で
そ
こ
ま
で
理
解
で
き
る
人
間
は
ま
ず
い
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
こ
で
の
主
題
は
〈
彫
刻
家
の
望
み
〉
に
立
脚
す
る
も
の
で
す
が
、
他
者
と
共
有
さ
れ
る
こ
と

は
前
提
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。[

２４]

　

対
照
的
な
作
品
に
、
同
時
期
の
一
九
八
〇
年
に
設
置
さ
れ
た
佐
藤
忠
良
の
彫
刻
が
あ
り
ま

す
。[

図
１０] 

赤
い
御
影
石
に
よ
る
こ
の
台
座
の
形
式
は
佐
藤
の
野
外
彫
刻
に
よ
く
あ
る
タ
イ
プ
で

す
が
、そ
の
前
面
に
は
寄
贈
者
で
あ
る
十
和
株
式
会
社（
現
・
ア
ス
テ
ィ
）の
社
長
の
揮
毫
で「
黎

明
」と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
彫
刻
は
一
九
七
七
年
の
第
四
十
一
回
新
制
作
展
に
出
品
さ
れ
た《
裸

の
リ
ン
》
な
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
は
背
面
の
方
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
こ
の
「
黎
明
」

と
は
何
な
の
か
。〈
設
置
者
の
望
み
〉
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が

彫
刻
の
タ
イ
ト
ル
な
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
は
確
定
で
き
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
表
示
は

過
渡
的
な
状
況
を
示
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

本
作
を
含
め
、
展
覧
会
に
出
品
す
る
作
品
に
対
し
て
は
、
佐
藤
は
モ
デ
ル
の
名
前
や
ポ
ー

ズ
な
ど
の
即
物
的
な
タ
イ
ト
ル
を
用
い
て
い
ま
す
が
、
野
外
彫
刻
に
対
し
て
は
、《
緑
の
風
》

（
一
九
七
七
年
）
や
《
早
蕨
》（
一
九
八
〇
年
）
と
い
っ
た
「
や
す
ら
ぎ
」
を
暗
示
す
る
タ
イ
ト

ル
を
用
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
手
と
い
う
奴
は
、
目
立
ち
た
が
り
屋
で
、
こ
っ
ち

が
ち
ょ
っ
と
気
を
許
す
と
、
一
人
歩
き
の
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
俗
な
彫
刻
に
な
っ
て
し
ま
う
」

[

２５] 

と
し
て
抑
制
的
な
ポ
ー
ズ
を
用
い
ま
す
が
、
野
外
彫
刻
で
は
そ
の
動
き
が
や
や
大
き
く
な

り
、
さ
ら
に
は
、《
サ
サ
ニ
シ
キ
》（
一
九
八
七
年
）
や
《
わ
か
ば
》（
一
九
九
二
年
）
の
よ
う

に
主
題
に
つ
な
が
る
持
物
を
導
入
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
佐
藤
が
好
ん
で
用
い
た
「
職
人
」
と
い
う
言
葉
と
の
関
連
が
深
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。「
職
人
」
と
い
う
言
葉
は
、展
覧
会
へ
の
出
品
作
品
よ
り
も
、野
外
彫
刻
や
肖
像
彫
刻
、

ト
ロ
フ
ィ
ー
や
メ
ダ
ル
と
い
っ
た
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ワ
ー
ク
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
す
。
こ
こ

に
は
、〈
彫
刻
家
の
望
み
〉
と
は
別
の
意
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

図 9　圓鍔勝三《朝》１９７９年　ＪＲ広島駅新幹線口図 10　佐藤忠良《裸のリン》１９７７年（１９８０年設置）　広島市西部埋立第五公園
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註１　

拙
稿
「
野
外
彫
刻
史
の
な
か
の
『
八
王
子
の
彫
刻
』」『
八
王
子
の
彫
刻
』（
東
京
造
形
大
学
研
究
報
別
冊
一
七
）　

二
〇
二
一
年　

一
二
一-

一
二
六
頁
、
同
「
第
一
回
宇
部
市
野
外

　
　

彫
刻
展
の
歴
史
的
位
置
」『
東
京
造
形
大
学
研
究
報
』
第
二
三
号　

二
〇
二
二
年　

一
〇
一-

一
一
五
頁

２　
『
シ
リ
ー
ズ·

近
代
日
本
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト 

銅
像
写
真
集 

偉
人
の
俤
』（
田
中
修
二 

監
修
）
ゆ
ま
に
書
房　

二
〇
〇
九
年
と
し
て
復
刻
さ
れ
て
い
る
。

３　

田
中
修
二
は
「
お
そ
ら
く
は
明
治
以
降
に
建
て
ら
れ
た
銅
像
が
少
な
く
と
も
一
〇
〇
〇
作
品
く
ら
い
は
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
の
七
～
八
割
が
こ
の
と
き
失
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
」

　
　

と
述
べ
て
い
る
。『
近
代
日
本
彫
刻
史
』
国
書
刊
行
会　

二
〇
一
八
年　

五
三
七
頁

４　

高
木
茂
登
「
宮
本
瓦
全
の
研
究
」『
比
治
山
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
三
号　

一
九
九
八
年　

四
三-

五
二
頁

５　

遠
山
公
一
「
台
座
考 

ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
現
代
へ
、
あ
る
い
は
現
代
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
へ
」『
西
洋
美
術
研
究
』
第
九
号　

二
〇
〇
三
年　

四
八-

四
九
頁

６　

こ
の
点
で
は
北
村
西
望
（1884-1987

）
が
興
味
深
い
。
広
島
市
に
一
九
七
五
年
に
設
置
さ
れ
た
《
聖
観
音
菩
薩
像
》
に
も
見
ら
れ
る
と
お
り
、
彼
は
自
作
の
銘
板
を
自
ら
揮
毫
す

　
　

る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
彫
刻
制
作
者
よ
り
も
題
字
揮
毫
者
の
方
が
社
会
的
に
評
価
さ
れ
た
と
い
う
事
情
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

７　

迫
内
祐
司
「
上
田
直
次
論
の
た
め
に
」『
彫
刻
家 

上
田
直
次·

薫 

作
品
と
あ
ゆ
み
』
国
書
刊
行
会　

二
〇
一
六
年　

一
六
四-

一
七
七
頁

８　

木
下
直
之
「
台
座
考—

建
築
家
と
記
念
碑
」『
銅
像
時
代 

も
う
ひ
と
つ
の
日
本
彫
刻
史
』
岩
波
書
店　

二
〇
一
四
年　

二
一
五-

二
七
七
頁
。
木
下
は
「
明
治
二
十
年
代
に
は
、
碑

　
　

や
標
に
銅
像
が
従
属
し
て
い
る
場
合
と
、
逆
に
銅
像
が
台
座
を
従
え
て
い
る
場
合
と
が
混
在
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
記
念
碑
（
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
）
は
建
築
家
と
彫
刻
家
の
境

　
　

界
的
な
仕
事
と
し
て
、
両
者
が
参
集
す
る
場
所
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

９　
『
シ
リ
ー
ズ·

近
代
日
本
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト 

銅
像
写
真
集 

偉
人
の
俤
〔
図
版
篇
〕』
二
一
二
頁
。
堀
江
は
東
京
美
術
学
校
卒
業
後
に
朝
倉
の
主
宰
し
た
東
台
彫
塑
会
に
参
加
す
る
な
ど
、

　
　

朝
倉
の
弟
子
と
い
え
る
彫
刻
家
で
あ
る
。

10　

味
日
本
株
式
会
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
ラ·

パ
ン
セ
（
瞑
想
）
の
像
」https://w

w
w

.ajinihon.co.jp/

ラ·

パ
ン
セ
（
瞑
想
）
の
像
（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
二
年
八
月
十
一
日
）。
同
ウ
ェ

　
　

ブ
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
一
年
一
月
に
開
催
さ
れ
た
新
制
作
展
に
際
し
て
広
島
を
訪
れ
た
柳
原
に
制
作
を
依
頼
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
広
島
で
は
、
戦
前
か
ら
長
く
続
い

　
　

て
い
た
小
中
学
校
教
員
の
た
め
の
美
術
講
習
会
に
、東
京
か
ら
新
制
作
協
会
の
作
家
が
指
導
に
招
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
高
木
茂
登「
遠
く
の
声—

芥
川
永
の
彫
刻
」『
比

パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
と
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
と
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
簡
単
に
触
れ
る
に
留
め
ま
す
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、美
術
の
動
向
と
し
て
、

強
い
主
題
性
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
広
島
で
い
え
ば
、一
九
九
九
年
八
月
に
行
わ
れ
た
ク
シ
ュ
シ
ト
フ
・
ウ
デ
ィ
チ
コ
（1943-

）

の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
す
。
背
景
に
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
を
規
定
す
る
の
は
公
共
空
間
に
設
置

さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
（
公
共
の
利
益
・
関
心
・
関
係
）
で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、「
病
、
性
、
労
働
、
死
、
老
い
、
人
種
、
文
化
、
余
暇
、
教
育
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
な
ど
」
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、

[

２６] 

こ
う
し
た
強
い
主
題
を
扱
う
ア
ー
ト
は
日
本
で
は
少
数
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

む
し
ろ
、
日
本
で
は
、
展
示
さ
れ
る
場
所
の
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
へ
の
彫
刻
家
の
意
識
の
高
ま
り
が
大
き
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。
広
島

市
立
大
学
の
主
催
で
行
わ
れ
た
歴
史
的
建
造
物
を
会
場
に
し
た
展
覧
会
に
は
、
そ
う
し
た
価
値
観
の
共
有
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
広

島
大
学
附
属
東
雲
中
学
校
や
日
本
通
運
海
運
支
店
倉
庫
、
旧
日
本
銀
行
広
島
支
店
と
い
っ
た
被
爆
建
造
物
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時

代
、
歴
史
的
建
造
物
で
実
施
さ
れ
る
展
覧
会
は
全
国
的
に
広
が
り
ま
す
が
、
広
島
の
場
合
、
戦
前
に
遡
る
建
造
物
が
極
め
て
少
な
い
と
い
う

特
殊
性
も
意
識
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

　

一
九
九
〇
年
代
末
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ま
ち
づ
く
り
三
法
」（
改
正
都
市
計
画
法
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
、
中
心
市
街
地
活
性
化
法
）

の
制
定
、
二
〇
〇
六
年
に
は
そ
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
の
た
め
の
「
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
」
の

枠
が
拡
大
さ
れ
る
な
ど
、
都
市
の
「
に
ぎ
わ
い
」
を
創
出
す
る
政
治
的
な
動
き
が
活
発
化
し
ま
す
。[

２７] 

そ
れ
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、

都
市
の
「
に
ぎ
わ
い
」
を
創
出
す
る
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
全
国
的
に
多
数
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
は
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
な
も
の
が
多
数
を
占
め
、
恒
久
性
を
志
向
す
る
以
前
の
野
外
彫
刻
と
は
異
質
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
そ
れ
を
「
公
共
空
間
の
美
術
」[

２８] 

と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
銅
像
以
降
の
歴
史
的
な
流
れ
と
つ
な
が
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
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治
山
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
三
八
号　

二
〇
〇
三
年　

七
五
頁

11　

柳
原
義
達
「
道
標
を
作
り
つ
づ
け
て
」『
孤
独
な
る
彫
刻—

造
形
へ
の
道
標
』
ア
ル
テ
ヴ
ァ
ン　

二
〇
二
〇
年　

一
四
九
頁

12　

拙
稿
「
彫
刻
に
と
っ
て
『
平
和
』
と
は
な
に
か
」（
展
覧
会
『AGAIN

-ST 

平
和
の
彫
刻
』
会
場
配
布
テ
キ
ス
ト
）　

二
〇
一
七
年

13　

ア
ン
リ·

フ
ォ
シ
ヨ
ン
（
辻
佐
保
子 

訳
）『
ロ
マ
ネ
ス
ク
彫
刻—

形
体
の
歴
史
を
求
め
て
』
中
央
公
論
社　

一
九
七
五
年　

四
〇-

四
一
頁

14　

黒
川
弘
毅
「
ブ
ー
ル
デ
ル·

イ
ン
パ
ク
ト—

清
水
多
嘉
示
と
モ
ニ
ュ
マ
ン
」『PU

BLIC D
EVICE—

彫
刻
の
象
徴
性
と
恒
久
性
』PU

BLIC D
EVICE 

組
織
員
会　

二
〇
二
一
年　

二
〇

　
　

-

三
三
頁

15　

本
郷
の
盟
友
と
呼
ぶ
べ
き
彫
刻
家
で
あ
る
山
内
壮
夫
（1907-1975

）
が
一
九
五
八
年
に
札
幌
市
に
設
置
し
た
《
希
望
》
は
、
造
形
的
な
解
釈
に
ち
が
い
は
あ
る
も
の
の
、
や
は
り

　
　
《
剣
を
持
つ
戦
士
》
の
ポ
ー
ズ
を
参
照
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

16　

平
瀬
礼
太
『
彫
刻
と
戦
争
の
近
代
』
吉
川
弘
文
堂　

二
〇
一
三
年　

五
〇-

五
六
頁

17　

柳
生
不
二
雄
「
戦
後
の
抽
象
彫
刻
と
野
外
彫
刻
に
つ
い
て
の
断
想—

一
九
五
〇
年
代
の
こ
と
ご
と—

」『
昆
野
恆
展
』
昆
野
恆
展
実
行
委
員
会　

一
九
九
五
年　

一
〇
六-

一
一
〇

　
　

頁

18　

黒
川
弘
毅·

田
中
修
二 

編
「
屋
外
彫
刻
調
査
保
存
研
究
会
の
歩
み
と
柳
生
不
二
雄
」『
屋
外
彫
刻
調
査
保
存
研
究
会
会
報
』
第
四
号　

二
〇
〇
八
年　

五
七
頁

19　

柳
生
不
二
雄
「
彫
刻
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
＝
広
島 

最
上
寿
之
の
『
テ
ク
テ
ク
テ
ク
テ
ク
』
と
比
治
山
芸
術
公
園
」『
三
彩
』
第
四
三
〇
号　

一
九
八
三
年
七
月
号　

六
六
頁
。
同
時

　
　

期
に
は
、
広
島
市
内
の
彫
刻
を
紹
介
す
る
高
木
茂
登
『
ひ
ろ
し
ま 

水
と
緑
と
彫
刻
』（
広
学
図
書
、
一
九
八
四
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
野
外
彫
刻
が
新
し
い
時
代
に
入
っ

　
　

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

20　

拙
稿
「
最
上
壽
之
の
彫
刻
の
タ
イ
ト
ル
―
連
想
と
逸
脱
の
造
形
」『Search & D

estroy

』
第
八
号　

東
京
造
形
大
学CSLAB　

二
〇
二
二
年
四
月　

一
四-

三
五
頁　

http://cs-lab.

　
　

zokei.ac.jp/new
s/

ア
ー
ト
ジ
ャ
ー
ナ
ル
「searchdestroy-

第8

号
」
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
二
年
八
月
十
一
日
）

21　

以
下
に
経
緯
に
関
す
る
広
島
市
役
所
提
出
の
資
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
コ 

ジ
ェ
「
広
島
の
公
共
彫
刻—

『
彫
刻
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
』
を
中
心
に
」
広
島
女
学
院
大
学
修
士
論

　
　

文　

六
三-

七
六
頁　

http://harp.lib.hiroshim
a-u.ac.jp/hju/m

etadata/10664

（
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
二
年
八
月
十
一
日
）

22　

三
上
満
良
「
佐
藤
忠
良
さ
ん
の
彫
刻
」『
佐
藤
忠
良
彫
刻
写
真
集 
全
野
外
作
品
』（
藤
田
観
龍 

編
）
本
の
泉
社　

二
〇
〇
三
年　

一
六
〇
頁

23　

石
川
哲
子
「
圓
鍔
勝
三
の
初
期
作
品
を
め
ぐ
っ
て—

《
星
羅
》
に
い
た
る
ま
で
」『
広
島
県
立
美
術
館
研
究
紀
要
』
第
一
一
号　

二
〇
〇
八
年　

四
頁

24　

こ
う
し
た
表
現
を「
単
純
明
快
な
解
釈
の
構
造
、一
義
的
な
理
解
の
仕
方
を
称
揚
」す
る「
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
美
術
」に
対
し
て
、「
形
式
と
内
容
が
複
雑
な
か
た
ち
で
接
続
」さ
れ
た「
ア

　
　

レ
ゴ
リ
カ
ル
な
美
術
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
杉
山
悦
子
「
語
り
え
ぬ
未
知
の
現
象 

ア
レ
ゴ
リ
ー
と
い
う
名
の
構
造
」『
視
る
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー 

一
九
九
五
：

　
　

絵
画·

彫
刻
の
現
在
』
セ
ゾ
ン
美
術
館　

一
九
九
五
年　

一
七-

二
四
頁

25　

佐
藤
忠
良
「
私
の
中
の
朝
倉
文
夫
像
」『
朝
倉
彫
塑
館
の
記
録
』
財
団
法
人
朝
倉
彫
塑
館　

一
九
八
六
年　

六
〇
頁

26　

柏
木
博
「
パ
ブ
リ
ッ
ク·

ア
ー
ト
は
な
に
を
気
づ
か
せ
る
か
」『
美
術
手
帖
』
第
六
三
七
号　

一
九
九
三
年
八
月
号　

六
四-

七
一
頁

27　

矢
作
弘·

瀬
田
史
彦 

編
『
中
心
市
街
地
活
性
化
三
法
改
正
と
ま
ち
づ
く
り
』
学
芸
出
版
社　

二
〇
〇
六
年

28　

拙
著
『
公
共
空
間
の
美
術
』
阿
部
出
版　

二
〇
一
六
年

※
本
稿
は
２
０
２
２
年
９
月
１
１
日
に
広
島
芸
術
学
会
第
３
６
回
総
会·

大
会
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
広
島
ま
ち
な
か
探
訪—

野
外
彫
刻
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
中
心
に—

』
で
の
発

表
原
稿
に
大
幅
な
加
筆
訂
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
註
は
す
べ
て
今
回
新
た
に
付
し
た
。

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
教
授
。
著
書
に
『
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
後
の
人
間
彫
刻
』（
阿
部
出
版
）
な
ど
。
２
０
２
２
年
度
内

に
編
著
書
と
し
て
『
橋
本
真
之
論
集
成
』（
美
学
出
版
）
と
『
わ
か
ら
な
い
彫
刻
１
』（
武
蔵
野
美
術
大
学
出
版
局
）
を
出
版
予
定
。
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遥
か
遠
く
の
点
と
の
繋
が
り

渡
辺
護

は
じ
め
に

今
年
制
作
し
た
「Fair Point

」
と
い
う
３
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
い
か
に
し
て
内
的
な
音
楽

を
呼
び
起
こ
す
事
が
出
来
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
時
に
出
て
き
た
作
品
で
あ
り
、
新
し
い
共
感
覚
に
接
続
す
る
為
の
装
置
と
し

て
制
作
し
た
。

こ
の
作
品
は
、
静
か
に
内
に
入
っ
て
行
く
、
内
側
に
耳
を
澄
ま
せ
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
形
容
詞
的
な
体
験
を
作
り
出
す
事
を
目
的
と

し
て
い
る
。

こ
れ
ら
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
の
制
作
と
並
行
し
て
、
２
０
２
０
年
の
初
め
頃
か
ら
、
オ
ー
デ
ィ
オ
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
並
び
に
ミ
ュ
ー
ジ

ッ
ク
ビ
デ
オ
作
品
を
制
作
す
る
活
動
を
活
発
化
さ
せ
て
行
っ
た
、
そ
れ
は
共
感
覚
、
な
ら
び
に
イ
メ
ー
ジ
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
思
考
し

て
い
た
時
に
、
振
り
降
り
て
き
た
機
会
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
活
動
の
ひ
と
つ
で
、
個
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
連
想
に
関
す

る
問
題
、
身
に
染
み
渡
っ
た
文
化
的
な
も
の
の
離
着
は
可
能
か
と
い
う
実
験
、
そ
し
て
存
在
し
な
い
共
感
覚
を
作
る
、
と
い
う
課
題
に
向
き

合
う
上
で
、
と
て
も
意
義
の
あ
る
制
作
活
動
に
思
え
た
。

Fair Point  (2022)
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こ
れ
ら
の
実
践
の
根
底
に
共
通
す
る
の
は
、
イ
メ
ー
ジ
に
纏
わ
る
知
覚
と
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
関
心
、
ま
た
は
そ
れ
ら

に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。

基
本
的
に
は
ど
の
実
践
も
、
知
覚
と
メ
デ
ィ
ア
の
ど
ち
ら
か
、
ま
た
は
両
方
の
問
題
を
内
包
す
る
形
で
行
わ
れ
て
お
り
、
特
に
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
ビ
デ
オ
の
制
作
な
ど
、
そ
の
都
度
関
わ
る
人
た
ち
の
事
も
含
め
る
と
、
更
に
多
く
の
領
域
、
分
野
を
行
き
来
し
な
が
ら
思
考
し
、
制
作
す

る
事
を
行
っ
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
あ
る
種
、
分
散
型
の
活
動
は
自
分
に
多
く
の
洞
察
を
与
え
て
く
れ
る
事
と
な
っ
た
。
そ
し
て
今
回
は
そ
れ
ら
の
洞
察
を
記
述
し
て

行
き
な
が
ら
、「M

ulti-disciplinary m
ental m

odel for art m
aking

」、
日
本
語
に
訳
す
と
「
領
域
横
断
型
メ
ン
タ
ル
モ
デ
ル
に
よ

る
芸
術
作
品
の
制
作
」
と
い
う
何
と
も
大
き
な
題
材
を
設
け
て
、
そ
こ
に
向
け
て
文
章
を
少
し
書
い
て
み
よ
う
と
思
う
。

主
に
、
僕
の
実
践
と
考
察
を
起
点
と
し
て
書
い
て
い
る
の
で
、
大
分
偏
っ
た
内
容
に
は
な
る
が
、
な
る
べ
く
多
く
の
点
を
含
め
繋
げ
て
行
く

事
で
、
広
義
で
の
領
域
横
断
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
洞
察
、
そ
し
て
願
わ
く
ば
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
と
い
う
領
域
を
再
考
す
る
き
っ
か
け

に
な
る
よ
う
な
内
容
に
な
れ
ば
良
い
な
と
思
う
。

イ
メ
ー
ジ
の
想
起(point)

点
を
繋
げ
る
と
い
う
事
に
つ
い
て
、
冒
頭
で
少
し
触
れ
た
の
で
、
そ
の
点
を
繋
げ
る
上
で
と
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
イ
メ
ー

ジ
の
想
起
と
い
う
現
象
か
ら
話
を
始
め
よ
う
と
思
う
。

上　Black Boboi - At last 6 falls MV (2021)
中　Bubble People - Infinite Functions MV (2020)
下　Bubble People - Coin Toss MV (2020)
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イ
メ
ー
ジ
の
想
起
と
い
う
の
は
、
自
ら
の
中
に
自
ら
が
生
み
出
す
絵
の
よ
う
な
も
の
で
、
極
め
て
個
人
的
な
現
象
で
あ
る
。

極
め
て
個
人
的
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
個
人
の
身
体
な
ら
び
に
知
覚
能
力
に
基
づ
く
経
験
、
ま
た
文
化
的
な
結
び
つ
き
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
形
成
さ
れ
て
い
く
。

し
か
し
、
極
め
て
個
人
的
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
時
に
会
話
を
し
た
り
、
時
間
と
空
間
、
体
験
を
共
有
し
た
り
す
る
事
で
、
他
者
と
イ
メ

ー
ジ
を
共
有
し
て
い
る
感
覚
と
い
う
の
が
強
く
生
ま
れ
る
時
が
あ
る
。

特
に
文
化
、
思
考
体
系
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
全
く
違
う
環
境
に
身
を
移
し
た
事
に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
の
想
起
に
お
け
る
前
提
条
件
の
違
い

が
あ
る
事
を
身
を
以
っ
て
認
識
し
た
上
で
、
こ
の
相
互
作
用
的
な
共
有
感
覚
を
体
験
す
る
と
い
う
事
は
、
様
々
な
文
化
的
背
景
が
入
り
乱
れ

る
環
境
に
い
る
自
分
に
と
っ
て
、
自
分
が
断
絶
さ
れ
た
個
で
は
な
く
、
緩
く
繋
が
り
あ
っ
た
状
態
に
あ
る
存
在
、
あ
る
種
の
大
き
な
共
同
体

の
一
部
と
し
て
の
意
識
を
強
く
持
つ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
共
有
感
覚
が
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
僕
ら
に
共
通
す
る
も
の
は
何
な
の
か
と
い
う
所
に
大
き

な
興
味
を
持
つ
事
と
な
っ
た
。

そ
の
共
同
体
と
し
て
の
自
分
達
に
共
通
し
て
存
在
す
る
も
の
に
目
を
向
け
る
為
に
は
、
明
確
に
共
通
し
て
い
る
も
の
を
手
掛
か
り
に
始
め
て

行
く
ほ
か
な
く
、
僕
の
場
合
は
、
そ
こ
で
知
覚
と
い
う
題
材
を
あ
る
種
、
無
意
識
的
に
選
択
す
る
事
と
な
っ
た
。

知
覚
と
い
う
題
材
は
多
く
の
哲
学
者
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
科
学
者
が
取
り
扱
っ
て
き
た
題
材
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
知
を
統
合
し
て
思
考
す

る
と
い
う
前
提
の
上
で
、
僕
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
哲
学
者
が
取
る
の
と
違
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
る
事
と
し
た
。
そ
の
上
で
何
を
以
て
、

自
分
の
提
示
す
る
内
容
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
な
い
と
言
い
切
れ
る
所
に
到
達
で
き
る
か
、
と
い
う
問
い
の
切
り
口
と
し
て
、
よ
り
体
験
に
基

づ
き
、
か
つ
自
分
の
そ
れ
ま
で
の
実
践
と
親
和
性
の
あ
る
「
共
感
覚
」
と
い
う
題
材
か
ら
取
り
組
む
事
に
な
る
。

共
感
覚(Synesthesia)

と
は
、
一
般
的
に
ひ
と
つ
の
感
覚
の

刺
激
に
よ
っ
て
、
別
の
感
覚
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
現
象
の
事
を

言
う
。
語
源
は
ギ
リ
シ
ャ
語
のSyn(

統
合)

とA
isthesis(

感
覚)

と
を
合
わ
せ
た
も
の
で
、
良
く
例
に
出
さ
れ
る
も
の

と
し
て
は
、
数
字
を
見
て
色
を
イ
メ
ー
ジ
す
るG

raphem
e-

color synesthesia

な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
タ
イ
プ
は
い

ま
分
か
っ
て
い
る
限
り
で
も
80
種
類
以
上
あ
り

[

1]

、
一
般
的

に
は
、
こ
れ
ら
の
能
力
を
持
っ
た
人
を
共
感
覚
者
と
呼
び
、
諸

説
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
万
人
に

こ
の
能
力
は
備
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
イ
メ
ー
ジ
の
想
起
と

い
う
の
は
、
正
に
こ
の
共
感
覚
と
と
て
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い

る
現
象
で
あ
る
。

共
感
覚
を
題
材
に
し
た
最
も
名
の
知
れ
た
作
家
で
あ
る
、
ワ
シ

リ
ー
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
、
作
曲
家
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・

ス
ク
リ
ャ
ー
ビ
ン
の
作
品
、
創
作
活
動
に
影
響
を
受
け
、
音
と

色
、
形
態
の
結
び
つ
き
を
題
材
に
し
た
絵
画
作
品
を
制
作
し
て

い
た
。[

2]

僕
は
、
彼
が
個
人
的
な
共
感
覚
体
験
を
た
だ
再
現
す
る
為
に
絵

Wassily Kandinsky’s Composition VII  (1913)
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画
作
品
を
作
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
絵
画
作
品
を
通
し
て
起
こ

り
得
る
、
共
感
覚
体
験
を
共
有
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
作
品
だ
け
で
な
く
、
多
く
の

著
作
も
残
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
も
読
み
取
る
事
が
出
来
る
。

そ
し
て
、
こ
の
個
人
的
な
体
験
、
感
覚
の
共
有
に
成
功
し
た
事
自

体
が
、
彼
の
綜
合
的
な
創
作
活
動
の
大
き
な
成
果
で
は
な
い
か
と

自
分
は
思
っ
て
い
る
。

結
び
つ
き(line)

同
じ
よ
う
な
知
覚
領
域
で
共
有
体
験
を
作
り
出
そ
う
す
る
現
代
美

術
作
家
の
ひ
と
り
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
タ
レ
ル
が
い
る
。

彼
の
観
念
的
な
説
明
が
一
切
不
要
な
知
覚
体
験
型
の
イ
ン
ス
タ
レ

ー
シ
ョ
ン
は
、
世
界
中
の
様
々
な
所
で
体
験
で
き
る
が
、
今
回
は

そ
の
中
の
“G

A
N

ZFELD
S

“
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
作
品
に
つ
い

て
触
れ
た
い
と
思
う
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
１
９
７
０
年
代
に
ア
メ
リ
カ
で
行
わ
れ
て
い

たG
anzfeld experim

ent

と
い
う
心
理
学
の
実
験
に
よ
っ
て

発
見
さ
れ
た
現
象
、G

anzfeld effect

に
基
づ
い
て
名
付
け
ら

れ
て
い
る
。

[

3]

こ
の
実
験
自
体
は
、
テ
レ
パ
シ
ー
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
超
能
力
を
測

定
す
る
為
の
実
験
と
し
て
、
実
験
心
理
学
の
領
域
で
行
わ
れ
て
い

た
も
の
だ
が
、
現
在
は
そ
の
測
定
方
法
な
ど
も
含
め
、
そ
の
実
験

結
果
な
ど
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
物
議
が
醸
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
実
験
の
是
非
は
別
と
し
て
、
こ
の
“G

A
N

ZFELD
S

“
と

い
う
シ
リ
ー
ズ
が
制
作
さ
れ
た
過
程
に
お
い
て
、
タ
レ
ル
が
学
部

時
代
に
専
攻
し
て
い
た
心
理
学
を
抜
き
に
し
て
語
る
事
は
出
来
な

い
だ
ろ
う
。
彼
の
作
品
は
、
こ
の
心
理
学
的
な
知
識
を
美
術
と
結

び
つ
け
た
事
に
よ
っ
て
、
視
覚
の
不
確
か
さ
を
作
品
体
験
を
通
じ

て
提
示
し
、
視
覚
芸
術
の
前
提
を
問
い
直
す
作
品
を
制
作
し
て
い

る
と
も
捉
え
ら
れ
る
と
思
う
。

こ
れ
は
、
タ
レ
ル
が
芸
術
と
い
う
領
域(field)

に
お
い
て
、
心

理
学
と
い
う
別
の
軸(point nor field)

を
持
つ
事
に
よ
っ
て
、

近
視
眼
的
に
な
り
過
ぎ
ず
、
時
に
は
俯
瞰
し
な
が
ら
、
実
践
を
行

っ
て
き
た
事
に
よ
っ
て
到
達
す
る
事
の
出
来
た
問
い
で
あ
る
と
言

え
る
。

James Turrell’s Breathing Light (Ganzfelds series) (2013)Ganzfeld experiment
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そ
し
て
こ
の
知
覚
領
域
に
お
け
る
彼
の
作
品
の
革
新
的
な
点
は
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
形
式
を
と
る
事
で
、
空
間
性
を
取
り
込
み
、

身
体
的
経
験
と
し
て
、
目
が
観
え
る
と
い
う
前
提
が
あ
れ
ば
、
文
化
的
な
背
景
な
ど
を
一
切
抜
き
に
し
て
、
同
時
に
多
く
の
人
が
同
じ
イ
メ

ー
ジ
を
共
有
す
る
事
が
で
き
る
体
験
を
作
成
し
た
と
い
う
点
に
あ
る
と
思
う
。

タ
レ
ル
の
立
て
た
問
い
は
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
共
感
覚
の
よ
う
な
内
的
で
抽
象
性
の
高
い
経
験
の
共
有
で
は
な
く
、
よ
り
具
体
性
の
高

い»

身
体
的
な
知
覚
で
あ
る
視
覚»
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
が
故
に
、
お
互
い
共
有
感
覚
を
重
視
し
た
作
家
で
あ
る
が
、
そ
の
扱
う
題
材

の
身
体
を
基
に
し
た
体
験
抽
象
度
が
異
な
り
、
そ
の
抽
象
度
に
比
例
し
て
正
確
な
共
有
体
験
を
作
り
出
す
難
易
度
が
上
が
っ
て
行
く
為
、
カ

ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
目
指
し
た
体
験
の
方
が
よ
り
共
有
さ
れ
ず
ら
い
と
い
う
点
は
あ
る
と
思
う
。
僕
が
目
指
し
て
い
る
点
と
い
う
の
は
、
こ

の
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
達
成
す
る
事
の
出
来
な
か
っ
た
次
元
で
の
共
有
体
験
な
の
だ
が
、
そ
の
上
で
い
く
つ
か
考
察
し
な
け
れ
ば
行
け
な

い
歴
史
的
出
来
事
が
あ
る
。

タ
レ
ル
の
参
照
し
たG

anzfeld experim
ent

を
始
め
と
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
の
発
達
と
共
に
、
１
９
５
０
年
代
以
降
ア
メ
リ
カ

を
中
心
に
知
覚
領
域
で
の
実
験
は
よ
り
勢
力
を
増
す
事
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
初
期
実
験
の
ひ
と
つ
と
し
て
、Sensoram

a

と
い
う
実
験

装
置
が
あ
る
。
こ
の
装
置
を
作
り
、
現
在
は
ア
イ
バ
ン
・
サ
ザ
ラ
ン
ド
と
同
じ
くV

irtual Reality(V
R)

の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
モ
ー
ト
ン
・ 

ヘ
イ
リ
ン
グ
は
、
元
は
映
画
製
作
者
で
あ
り
、
映
画
の
未
来 (Cinem

a of the future)

を
作
り
た
い
と
い
う
願
望
か

ら
、Sensoram

a

と
い
う
装
置
を
制
作
す
る
事
と
な
る
。
こ
れ
は
現
代
で
言
う
と
、
個
人
体
験
で
き
る4D

 Cinem
a

の
よ
う
な
も
の
で
、

コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
６
種
類
の
映
像
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
の
ひ
と
つ
は
モ
ー
タ
ー
バ
イ
ク
に
乗
っ
た
感
覚
を
持
た
せ
る
事
を
目
的

に
、 

3D
の
映
像
を
観
な
が
ら
、
シ
ー
ト
が
振
動
し
、
街
の
香
り
な
ど
も
出
て
く
る
装
置
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

Sensorama (1962)
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彼
が
１
９
５
５
年
に
書
い
た
論
文
”Cinem

a of the future

”
の
中
で
、sensoram

a

の
制
作
を
通
し
て
、
”being there

”(

そ
こ

に
い
る
事)

を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
事
が
見
て
取
れ
る
。[

4] 

こ
れ
は
現
在
に
お
け
る
没
入
感(im

m
ersion)

と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
て
、
VR
の
文
脈
な
ど
に
お
い
て
語
る
事
が
出
来
る
。
そ
れ
は
現

在
の
VR
が
目
指
し
、
あ
る
点
に
お
い
て
は
到
達
し
て
い
る
没
入
感
を
作
り
出
す
事
が
初
期
設
定
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
事
で
、
そ
の
起
点
が

映
画
、
ま
た
は
映
画
の
鑑
賞
体
験
に
あ
る
と
い
う
事
は
考
察
に
値
す
る
と
思
う
。

Sensoram
a

が
作
り
出
す
体
験
の
先
に
あ
る
”there

”(

そ
こ)

と
は
、「
主
体
の
な
い
存
在
」
で
あ
る
仮
想
環
境
の
事
を
指
し
て
い
る
の

は
言
う
ま
で
も
な
く
、
彼
の
装
置
と
い
う
の
は
、
そ
の
「
主
体
の
な
い
存
在
」
に
接
続
す
る
為
の
装
置
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヘ
イ
リ
ン
グ
の
映

画
製
作
者
で
あ
る
と
い
う
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、「
主
体
の
な
い
存
在
」
に
対
し
て
熱
狂
す
る
、
ま
た
は
没
入
す

る
と
い
う
映
画
体
験
が
作
り
出
す
も
の
と
同
じ
構
造
を
作
り
出
す
事
が
前
提
と
し
て
あ
る
。

し
か
し
、映
画
館
な
ど
に
お
け
る
映
画
の
鑑
賞
体
験
と
い
う
の
は
、身
体
的
な
没
入
感
が
高
く
な
い
為
、鑑
賞
者
自
身
と
対
象
と
し
て
の
「
主

体
の
な
い
存
在
」
は
乖
離
し
て
お
り
、
”being there
”(
そ
こ
に
い
る
事)

ま
で
は
到
達
で
き
な
い
。

そ
の
上
で
ヘ
イ
リ
ン
グ
が
、
”being there

”
体
験
を
作
り
出
す
上
で
取
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
の
は
、
様
々
な
感
覚
刺
激
に
相
関
性

を
持
た
せ
、
そ
れ
ら
を
同
時
に
刺
激
す
る
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
々
な
感
覚
を
同
時
に
刺
激
す
る
事
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
体
験
と
い

う
の
は
、
あ
る
種
の
幻
覚
で
あ
り
、
こ
の
幻
覚
的
体
験
が
目
指
し
て
い
る
の
は
「
共
有
可
能
な
仮
想
的
イ
メ
ー
ジ
の
解
像
度
を
上
げ
る
事
」

で
あ
る
。

こ
こ
に
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
や
僕
が
取
り
扱
っ
て
い
る
共
感
覚
体
験
が
目
指
す
点
と
の
大
き
な
相
違
点
が
あ
る
。

こ
の
ヘ
イ
リ
ン
グ
の
提
示
し
た
体
験
は
、
と
て
も
「
受
動
的
」
な
体
験
で
あ
る
。
も
う
少
し
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
例
を
挙
げ
る
と
、
ヘ
イ
リ

ン
グ
の
延
長
に
あ
る
VR
が
目
指
し
て
い
る
体
験
は
、
ソ
フ
ァ
ー
で
横
に
な
り
な
が
ら
、N
etflix

を
観
て
い
る
と
言
っ
た
状
態
と
ほ
ぼ
変
わ

り
の
な
い
体
験
で
あ
り
、
彼
の
目
指
し
た
世
界
は
、
そ
の
臨
場
感
を
上
げ
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
見
知
ら
ぬ
設
計
者
が
作
り
出
し
た
「
仮

想
的
イ
メ
ー
ジ
」
を
受
け
取
る
だ
け
の
体
験
で
あ
り
、
鑑
賞
者
が
主
体
に
な
る
事
は
な
い
。
そ
し
て
僕
が
目
指
し
て
い
る
体
験
と
い
う
の

は
、
個
々
人
が
各
々
の
経
験
に
基
づ
い
て»

結
び
つ
き»

を
作
り
出
す
、
共
感
覚
体
験
で
あ
り
、
よ
り
能
動
的
な
体
験
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
の
先
に
あ
る
も
の
が
、
共
有
感
覚
や
人
間
に
共
通
す
る
も
の
を
探
求
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
に
せ
よ
、
上
で
述
べ
た
共
感
覚
の
例
が
示
し

て
い
る
通
り
、
ひ
と
つ
の
現
象
に
は
様
々
な
タ
イ
プ
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
を
包
含
す
る
体
験
を
作
る
と
い
う
点
で
、
ヘ
イ
リ
ン
グ
、
ま
た
は

Sensoram
a

の
延
長
に
あ
る
VR
が
目
指
し
て
い
る
体
験
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
と
思
う
。

そ
の
上
で
、
VR
に
限
ら
ず
、
視
覚
芸
術
な
ど
に
お
い
て
も
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
”
見
る
”
と
い
う
行
為
を
紐
解
く
上
で
、「
視

覚
」
と
し
て
のvision

で
は
な
い
、
”
別
の
”vision

に
つ
い
て
言
及
し
た
い
と
思
う
。

振
り
降
り
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
、
媒
介
す
る
作
家
た
ち (plane)

こ
の»

別
の»vision

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
作
家
の
ひ
と
り
に
、ロ
ン
ド
ン
を
拠
点
と
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
リ
リ
ア
ン
・
リ
ン
が
い
る
。

少
し
彼
女
の
略
歴
に
触
れ
る
と
、
リ
ン
は
、
１
９
３
９
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
生
ま
れ
で
、
17
歳
の
時
に
パ
リ
に
移
り
、
そ
の
後
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大

学
で
考
古
学
を
、
エ
コ
ー
ル
・
デ
ュ
・
ル
ー
ブ
ル
で
美
術
史
を
学
ぶ
。
彼
女
は
18
歳
の
頃
か
ら
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
な
る
と
い
う
意
志
を
持

っ
て
い
た
も
の
の
、
実
践
的
な
美
術
は
学
校
で
学
ば
ず
、
様
々
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
の
交
流
を
重
ね
な
が
ら
、
独
学
で
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
や

彫
刻
な
ど
の
制
作
を
行
っ
て
い
く
事
と
な
る
。
彼
女
の
実
践
の
特
徴
と
し
て
、
そ
の
領
域
横
断
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
み

出
せ
る
問
い
の
柔
軟
性
と
い
う
の
が
あ
る
。
考
古
学
や
美
術
史
を
学
び
、
物
理
学
な
ど
の
科
学
に
も
興
味
を
持
っ
て
い
た
彼
女
は
、
あ
る
時
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期
か
ら
科
学
者
な
ど
と
共
同
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後N

A
SA

な
ど
の
大
き
な
研
究
機
関
と
共
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
行
っ
て
い
く
事
と
な
る
。

彼
女
は
現
在
に
至
る
ま
で
、
精
力
的
に
制
作
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
自
体
が
僕
に
と
っ
て
途
轍
も
な
く
強
い
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
と
な
っ
て
い
る
の
と
同
時
に
、
と
て
も
勇
気
付
け
ら
れ
る
存
在
で
も
あ
る
。

少
し
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
彼
女
は
あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
て
自
身
の
作
品
制
作
に
触
れ
た
際
に
、
こ
の
”
別
の
”vision

に
つ
い

て
触
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
彼
女
の
作
品
制
作
に
お
い
て
、
と
て
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
彼
女
の
キ
ャ
リ
ア
に
お
い
て
重
要
と
さ
れ
て
い
る
作
品

の
殆
ど
は
、
こ
のvision

に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
彼
女
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
触
れ
たvision

に
関
す
る
文
章
の
一
部
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
よ
う
と
思
う
。[

5]

「
私
は
視
覚(vision)

と
同
じ
よ
う
に
、ヴ
ィ
ジ
ョ
ン(vision)

を
見
ま
す
。
18
歳
の
時
に
、私
は
父
親
と
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。

私
の
父
親
は
良
く
旅
を
し
て
い
て
、
あ
る
夜
、
私
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
空
港
に
、
父
親
を
迎
え
に
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
飛
行
場
と
そ
の
向

こ
う
の
山
々
を
見
渡
す
大
き
な
板
ガ
ラ
ス
の
窓
が
あ
り
ま
し
た
。
夜
だ
っ
た
の
で
、
山
や
飛
行
場
に
は
明
か
り
が
灯
り
、
空
に
は
星
が
輝
い

て
い
ま
し
た
。
私
は
明
か
り
の
つ
い
た
部
屋
に
い
た
の
で
、
私
自
身
が
窓
に
映
り
込
み
、
そ
の
窓
に
映
る
私
の
イ
メ
ー
ジ
を
通
し
て
他
の
景

色
な
ど
が
全
て
重
な
っ
て
見
え
ま
し
た
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
通
し
て
、
私
は
自
分
自
身
が
”
透
明
”
で
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
私
に

と
っ
て
そ
れ
は
非
常
に
重
要
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン(vision)

で
、
完
全
に
現
実
の
も
の
で
し
た
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
見

る
こ
と
よ
り
も
知
覚
に
関
連
す
る
も
の
で
す
。

あ
な
た
は
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
出
来
て
も
、
も
し
か
す
る
と
、
あ
な
た
に
と
っ
て
何
の
意
味
も
持
た
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私

に
と
っ
て
そ
れ
は
と
て
も
重
要
な
出
来
事
で
し
た
。

そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
私
は
無
形
で
あ
る
自
分
自
身
を
見
た
か
ら
で
す
。
そ
の
事
を
き
っ
か
け
に
、
物
質
は
固
体
で
は
な
い
と
い
う
考

え
に
興
味
を
持
ち
始
め
、
そ
の
後
の
私
の
作
品
に
影
響
を
与
え
る
事
と
な
り
ま
し
た
。」

彼
女
が
言
っ
て
い
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン(vision)

と
い
う
の
は
、「
振
り
降
り
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
意
味
合
い
で
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
こ
の
振
り
降
り
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
は
、「
定
義
さ
れ
て
い
な
い
共
感
覚
」
で
あ
り
、
ま
だ
共
有
可
能
な
感
覚
で
は
な
い
。
故

に
幻
覚
的(hallucination)

な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
も
の
の
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
自
身
は
確
か
に
観
た
、
ま
た
は
感
じ
た
も
の
で
あ

り
、
本
人
に
と
っ
て
は
「
主
体
の
な
い
存
在
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
が
ヘ
イ
リ
ン
グ
のsensoram

a

や
VR
が
作
り
出
す
幻
覚

(hallucination)

と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

哲
学
者
の
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
マ
ス
ミ
はG

anzfeld experim
ent

の
実
験
結
果
を
参
照
し
な
が
ら
、»

自
然
な»

視
覚
と
い
う
の
は
、
決
し
て

純
粋
な
視
覚
な
ど
で
は
な
く
、
視
覚
は
常
に
他
の
感
覚
と
共
働
し
、
そ
こ
か
ら
絶
え
間
な
い
フ
ィ
ー
ド
を
受
け
取
り
、
聴
覚
、
触
覚
、
固

有
受
容
感
覚
な
ど
に
対
し
て
フ
ィ
ー
ド
し
て
い
る
。
と
い
う
視
覚
の
複
雑
性(m

ulti-m
odality)

を
提
示
し
た
上
で
、V

ision(

視
覚)

と

H
allucination(

振
り
降
り
て
く
る
イ
メ
ー
ジ)

と
い
う
の
は
、
同
じ
く
共
感
覚
の
創
造
物
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。[

6]

こ
れ
は
あ
く
ま
で
注
釈
だ
が
、
僕
は
上
で
触
れ
た
２
つ
の
差
別
化
を
図
る
為
に
、
マ
ス
ミ
の
記
述
し
て
い
る
”H

allucination

”
を
「
振

り
降
り
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
」
な
い
し
、「
定
義
さ
れ
て
い
な
い
共
感
覚
」
と
し
て
訳
す
る
事
と
し
た
。

要
す
る
に
、
最
も
原
初
的
な
も
の
で
あ
る
「
視
覚
」
を
読
み
解
こ
う
と
し
た
ら
、
そ
の
実
態
は
緩
や
か
に
繋
が
っ
て
い
る
、
共
生
関
係
の
上

に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
既
に
「
共
感
覚
的
」
で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
実
際
に
自
分
が
見
て
い
る
も
の
が 

” 

確
実
な
も
の
で
は
な
い 

” 

と
し
た
ら
、
何
を
信
じ
る
の
か
と
な
っ
た
際
に
、、
リ
ン
は
自
ら
の
「
振
り
降
り
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
」
で
あ

るvision

を
信
じ
た
と
い
う
事
で
あ
る
と
思
う
。

彼
女
は
、
彼
女
自
身
の
作
品
制
作
の
過
程
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
のvision(

振
り
降
り
て
く
る
イ
メ
ー
ジ)

を
解
体
し
た
り
、
再
構
築
し
た



8687

り
し
て
い
る
と
、
同
じ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
で
述
べ
て
お
り
、

そ
れ
は
、
彼
女
は
あ
る
種
の
媒
介
者
と
し
て
「
振
り
降
り
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
」
と
「
そ
れ
を
作
品
と
し
て
表
出
さ
せ
る
」
間
に
位
置
す
る
ア

ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
事
を
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

そ
し
て
、
同
じ
よ
う
な
「
振
り
降
り
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
て
のvision

に
言
及
し
て
い
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
、
音
楽
家
で
グ
ラ
フ
ィ

ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
立
花
ハ
ジ
メ
が
い
る
。

彼
は
、
ク
リ
エ
イ
タ
ー
は
皆
あ
る
種
の
超
能
力
者
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
超

能
力
の
内
容
を
彼
の
働
い
て
い
る
領
域
で
あ
る
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
そ
し
て
音
楽
に

関
す
る
ア
イ
デ
ア
がpop-up(

振
り
降
り
て
く
る)

す
る
事
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。[

7]

こ
こ
で
彼
が
言
及
し
て
い
る
超
能
力
は
、
遡
っ
て
み
る
と
正
にG

anzfeld 

experim
ent

が
見
つ
け
出
そ
う
と
し
た
事
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
れ
た

の
は
正
に
「
振
り
降
り
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
て
のvision

の
存
在
、
そ
し

て
そ
れ
ら
を
あ
る
一
定
の
立
場
に
置
い
て
確
立
さ
せ
る
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。

そ
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
立
花
の
言
っ
て
い
る
事
は
全
く
根
拠
の
な
い
、
あ
る
種

の
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
の
領
域
で
放
置
さ
れ
て
良
い
よ
う
な
内
容
で
は
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
え
て
く
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
振
り
降
り
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
て
のvision

が
、
立
花

の
言
う
通
り
、
も
し
自
ら
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
軸(point nor field)

ま
た
は

領
域(field)

に
よ
っ
て
、
知
覚
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の

軸
な
い
し
領
域
を
多
く
持
つ
事
で
、
よ
り
多
く
のvision

を
知
覚
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
が
生
ま
れ
る
。

そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
が
緩
や
か
に
繋
が
っ
て
い
る
、
共
生
関
係
の
上
で
成
り

立
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
触
れ
る
領
域
が
広
く
な
れ
ば
広
く
な
る
ほ
ど
、
広

Liliane Lijn’s Woman of War (1986)

立花ハジメ - TAIYO SUN (1986)



8889

い
世
界
に
つ
い
て
記
述
す
る
事
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
仮
説
も
そ
の
延
長
線
上
に
生
ま
れ
る
。

こ
れ
は
、
心
理
学
と
美
術
を
学
ん
だ
タ
レ
ル
、
法
律
と
美
術
を
学
ん
だ
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
考
古
学
と
美
術
史
を
学
ん
だ
リ
ン
、
音
楽
と

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
の
間
に
い
る
立
花
が
長
い
期
間
、
継
続
し
て
実
践
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
点
を
見
て
も
、
多
く
の
領
域
を
横
断
す

る
事
自
体
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
、
意
義
の
あ
る
探
求
を
続
け
ら
れ
る
ひ
と
つ
の
理
由
の
よ
う
に
自
分
は
思
え
て
な
ら
な
い
。

*

考
察
す
る
対
象
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト (field)

そ
の
上
で
、
僕
は
最
後
に
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
と
い
う
分
野
に
つ
い
て
少
し
言
及
し
た
い
。

メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
は
、
一
般
的
に
は
ヴ
ィ
デ
オ
・
ア
ー
ト
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ア
ー
ト
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク
・
ア
ー
ト
な
ど
か
ら
発
展

し
た
ア
ー
ト
形
式
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
を
用
い
た
ア
ー
ト
、
サ
イ
エ
ン
ス
と
ア
ー
ト
の
組
み
合
わ
せ
、
ま
た
は
そ
の»

中
間»

に
位
置

す
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、A

rs Electronica

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
の
中
に
は
科
学
技
術
の
進
歩
を
提
示
す
る
学
際
的
な
メ
デ
ィ
ア
・

ア
ー
ト
と
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
を
用
い
る
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
、
そ
し
て
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
自
ら

の
美
学
に
基
づ
い
て
自
己
表
現
の
延
長
と
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
を
用
い
る
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
な
ど
、
内
側
で
複
雑
化
し
て
い
る
と
い

う
現
状
が
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
分
岐
し
て
い
る
が
故
に
現
代
美
術

の
世
界
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
と
い
う
の
は
、
ま
だ
ひ

と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
な

い
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
分
離
し
た
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
よ
う
な
感
覚
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
は
、
中
間
・
ま
た
は
媒
介
を
意
味

す
る
、m

edium

の 

複
数
形
メ
デ
ィ
アm

edia

を
語
源
と
し
た

「
メ
デ
ィ
ア
」 

と
、 

芸
術
の
「
ア
ー
ト
」 

を
組
み
合
わ
せ
た
、 

中
間

に
位
置
す
る
芸
術
、
ま
た
は
媒
介
の
芸
術
と
い
う
の
が
、
日
本
語

の
直
訳
的
な
意
味
合
い
で
あ
る
。
そ
れ
が
現
代
の
メ
デ
ィ
ア
の
持

つ
意
味
合
い
に
引
っ
張
ら
れ
、
現
在
の
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク
・
ア

ー
ト
の
延
長
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
強
く
持
つ
事
と
な
っ
た
の
だ

と
思
う
。。

し
か
し
、
近
年
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
の
発
展
を
鑑
み
な
が
ら
、

も
う
一
度
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
の
立
ち
位
置
を
再
考
し
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
技
術
を
用
い
た
ア
ー
ト
と
別
の
領
域
を
組
み
合
わ
せ
る
領

域
と
し
て
捉
え
る
事
で
、
美
術
と
い
う
領
域
に
お
い
て
、
新
た
に

マ
ッ
ピ
ン
グ
し
て
行
く
事
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ryoji Ikeda - data.flux [LED version] (2021)
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現
在
の
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
の
分
野
で
活
動
し
て
い
る
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
た
ち
も
、
基
本
的
に
は
領
域
横
断
型
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
作
家

が
多
く
、
こ
の
定
義
を
拡
げ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
か
ら
溢
れ
る
作
家

と
い
う
の
は
出
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

例
え
ば
、
現
代
美
術
の
領
域
で
も
近
年
め
ざ
ま
し
い
活
動
を
行
っ
て

い
る
池
田
亮
司
な
ど
も
「
数
学
的
美
学
」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
、

美
術
と
数
学
、
ま
た
は
計
算
機
科
学
を
結
び
つ
け
、
そ
の
中
間
に
位

置
す
る
存
在
で
あ
り
、
彼
の
作
品
形
式
も
、
視
覚
芸
術
と
音
楽
の
間

を
行
き
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
池
田
亮
司
を
筆
頭
に
、
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
の
中
で
注

目
さ
れ
て
い
る
オ
ー
デ
ィ
オ
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル(A

/V
)

の
領
域
に
お
い

て
も
、
既
に
名
前
か
ら
し
て
組
み
合
わ
さ
っ
た
も
の
で
あ
る
の
が
分

か
る
通
り
、
多
く
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
か
な
り
領
域
横
断
的
な
活
動

を
行
っ
て
い
る
。

日
本
に
も
馴
染
み
の
深
い
作
家
で
言
う
と
、
ア
ル
カ
や
ビ
ョ
ー
ク
の

ア
ー
ト
ワ
ー
ク
や

MV
を
制
作
し
て
い
る
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
の
ジ
ェ
シ
ー
・
カ
ン
ダ
は
ド
ゥ
ー
ン
・
カ
ン
ダ
と
し
て
音
楽
活

動
を
行
っ
て
お
り
、

K
ode9

が
主
宰
す
るhyperdub

か
ら
近
年
音
楽
を
リ
リ
ー
ス
し

た
ロ
ー
レ
ン
ス
・
レ
ッ
ク
は
、
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と

し
て
世
界
中
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
で
積
極
的
に
展
示
活
動
を
行

い
な
が
ら
、
ロ
イ
ヤ
ル
カ
レ
ッ
ジ
オ
ブ
ア
ー
ト
の
博
士
課
程
に
て
機

械
学
習
に
関
す
る
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

度
々
引
用
す
る
が
、G

anzfeld experim
ent

か
ら
学
ん
だ
事
は
、

最
も
単
純
化
し
た
も
の
に
も
複
雑
性
は
孕
ん
で
い
る
と
い
う
事
で
あ

る
。

し
か
し
、
歴
史
を
見
て
い
く
と
、
人
類
は
文
化
な
ど
を
進
め
て
い
く

過
程
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
分
類
を
し
て
い
き
た
が
る
習
性

が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
や
領
域
は
細
分
化
し
て
行
き
、

全
体
の
シ
ス
テ
ム
が
よ
り
複
雑
化
し
て
行
く
と
い
う
傾
向
が
常
に
あ

る
と
思
う
。

そ
の
事
自
体
は
あ
ま
り
問
題
な
い
よ
う
に
感
じ
る
が
、
多
く
の
場

合
、
分
類
の
結
果
と
し
て
一
定
の
分
野
が
確
立
す
る
と
、
そ
の
分
野

Jesse Kanda’s artwork for Arca’s “Mutant” (2015)Laurence Lek’s Nøtel (2019)
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の
周
辺
に
あ
るsym

biosis(

共
生
関
係)

的
な
繋
が
り
を
無
視
し
、
排
他
的
に
な
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。

そ
の
世
界
に
留
ま
り
た
い
人
は
別
と
し
て
、
広
い
世
界
を
記
述
す
る
事
を
目
的
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
興
味
を
持
っ
た
人
々
が
、
そ
の

犠
牲
に
な
る
の
は
あ
ま
り
に
勿
体
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
し
て
、
ど
の
領
域
も
元
は
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
柔
軟
性
の
あ
る
実
験
精
神
が
残
っ
て
い
る
領
域
に
こ
そ
、
新
し
い
領
域
と
し
て
の
可

能
性
が
残
っ
て
お
り
、
面
白
い
も
の
が
あ
る
と
自
分
は
思
っ
て
い
る
。

そ
の
実
験
精
神
を
持
っ
た
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
を
用
い
た
ア
ー
ト
と
何
か
を
結
び
つ
け
、
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
働
く

場
と
し
て
の
、
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
と
い
う
領
域
が
あ
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
僕
の
意
見
で
あ
る
。

遥
か
遠
く
の
点 (back to the point nor field)

大
分
長
々
と
書
い
て
し
ま
っ
た
が
、
僕
が
こ
の
寄
稿
文
を
通
し
て
話
し
た
か
っ
た
の
は
「
領
域
横
断
型
の
芸
術
作
品
制
作
」
に
つ
い
て
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
直
接
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
よ
り
、
様
々
な
点
を
含
め
る
事
で
、
最
終
的
に
領
域
横
断
型
の
内
容
に
な
る
事
を
望
ん
だ
の

だ
が
、
そ
れ
が
到
達
出
来
た
だ
ろ
う
か
。。

多
く
の
点
を
含
み
過
ぎ
て
、
も
し
か
す
る
と
散
文
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
、
こ
こ
ま
で
書
い
て
少
し
反
省
し
て
い
る
。

し
か
し
、
世
界
は
時
間
の
経
過
と
と
も
に
複
雑
化
し
て
い
る
事
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
は
美
術
や
科
学
、
そ
し
て
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
も

起
こ
っ
て
い
る
事
は
、
こ
の
読
者
の
多
く
の
人
が
実
感
し
て
い
る
事
で
あ
る
と
思
う
。

そ
し
て
複
雑
化
し
た
世
界
を
読
み
解
い
て
い
く
上
で
、
そ
れ
が
現
代
の
文
脈
に
お
い
て
、
全
く
価
値
を
持
た
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
り
、

常
軌
を
逸
脱
し
た
領
域
横
断
だ
と
し
て
も
、
そ
の
新
た
な
点
と
点
の
繋
が
り
に
こ
そ
、
未
だ
記
述
さ
れ
て
い
な
い
新
し
い
領
域
と
し
て
の
可

能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

て

Sensoram
a

を
作
っ
た
モ
ー
ト
ン
・ 

ヘ
イ
リ
ン
グ
が
、
当
初
ハ
リ
ウ
ッ
ド
か
ら
資
金
を
調
達
で
き
な
か
っ
た
の
に
、
結
果
と
し
て
彼
の
”

Future of the cinem
a

”
は
4D Cinem

a

と
し
て(

完
全
で
は
な
い
も
の
の)

実
現
し
た
よ
う
に
、
美
術
の
世
界
に
お
い
て
も
、
美
術
の

教
育
だ
け
を
受
け
る
事
よ
り
、
別
の
分
野
も
含
め
た
様
々
な
分
野
の
教
育
を
受
け
、
そ
の
統
合
と
し
て
芸
術
作
品
の
制
作
を
行
う
作
家
が
、

文
脈
に
お
い
て
多
く
の
価
値
を
作
り
出
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
事
を
忘
れ
な
い
で
お
き
た
い
。

そ
し
て
現
代
に
お
い
て
、
全
く
別
の
領
域
で
知
識
を
得
な
が
ら
、
美
術
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
作
家
た
ち
が
、
時
代
や
領
域
こ
そ
違
え
ど
、

他
に
も
似
た
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
っ
た
作
家
が
多
く
い
た
と
い
う
事
を
思
い
出
す
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
良
い
な
と
思
う
。

念
の
為
書
い
て
お
く
が
、
当
然
こ
れ
は
美
術
教
育
だ
け
を
受
け
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
否
定
し
て
い
る
訳
で
は
全
く
な
い
。
こ
れ
は
鋭
敏
な
包

丁
に
な
る
か
、
ス
イ
ス
ア
ー
ミ
ー
ナ
イ
フ
に
な
る
か
の
違
い
の
よ
う
な
も
の
で
、
ど
ち
ら
が
良
い
と
い
う
話
し
で
は
一
切
な
い
と
い
う
事
だ

け
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

た
だ
単
純
に
ス
イ
ス
ア
ー
ミ
ー
ナ
イ
フ
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
人
が
、
排
他
的
な
分
野
の
影
響
を
受
け
て
、
多
く
の
用
途
を
持
て
な
い
世
界

に
は
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
だ
け
の
話
で
あ
る
。

最
後
に
、
立
花
ハ
ジ
メ
が
９
２
年
に
言
っ
て
い
た
、「ape-M

A
N

」
と
い
う
概
念
を
紹
介
し
よ
う
と
思
う
。
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「ape-M
A

N

」
と
は
、art, pop, electronics

の
頭
文
字
を
取
っ
た
も
の
で(

後
か
ら
気
付
い
た
そ
う
だ
が)

、
こ
れ
ら
３
つ
の
洗
礼
を
受

け
た
人
類
の
事
を
指
す
言
葉
と
し
て
、
彼
が
作
っ
た
も
の
だ
そ
う
だ
。

こ
れ
は
９
２
年
の
彼
の
個
展
の
タ
イ
ト
ル
と
も
な
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
見
る
と
「ape-M

A
N

」
は
そ
の
時
代
の
古
典
を
残

そ
う
と
し
て
、
彼
が
行
っ
た
実
践
の
軌
跡
で
あ
る
。[

8]

そ
し
て
そ
れ
か
ら

３０
年
経
っ
た
今
、
現
代
美
術
の
領
域
を
見
渡
し
て
み
る
と
、art, pop, electronics

の
要
素
を
持
ち
得
て
い
な
い
作
品

を
見
つ
け
る
方
が
困
難
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

彼
が
言
っ
て
い
る
「ape-M

A
N

」
と
は
、
そ
れ
ら
の
要
素
を
使
っ
て
作
品
を
作
る
人
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
洗
礼
を
受
け
、
そ
し
て
そ
れ

ら
の
知
を
統
合
さ
せ
た
存
在
と
し
て
、
作
品
を
作
る
人
の
事
を
指
し
て
お
り
、
こ
れ
は
統
合
と
し
て
の
作
家
と
い
う
風
に
捉
え
ら
れ
る
。
正

に
、
ス
イ
ス
ア
ー
ミ
ー
ナ
イ
フ
の
よ
う
な
作
家
の
事
で
あ
る
。

そ
し
て
美
術
と
い
う
領
域
に
お
い
て
も
、
領
域
横
断
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
っ
て
い
た
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
、

芸
術
学
は
、
遂
に
は
芸
術
の
限
界
を
は
る
か
に
越
え
て
、《
人
間
的
な
も
の
》 

と
《
神
的
な
も
の
》
と
の
《
統
一
》
の
世
界
に
も
広
が
る
包

括
的
な
綜
合
に
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
。[

9] 

神
智
学
に
傾
倒
し
て
い
た
彼
が
故
の
文
章
で
は
あ
る
が
、
彼
の
行
っ
て
い
たBauhaus

で
の
活
動
な
ど
は
ま
さ
に
こ

の
綜
合
、
統
合
へ
と
向
か
う
手
続
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。

現
代
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
が
複
雑
に
結
び
つ
き
あ
っ
た
世
界
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
自
身
が
自
ら
を
統
合
と
し
て
の

作
家
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
点
の
結
び
つ
き
を
見
て
い
き
、
働
い
て
い
く
事
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
上
で
、
こ
の
統
合
と
し
て
の
作
家
が
働
く

領
域
も
、
あ
ら
ゆ
る
点
を
結
び
つ
け
ら
れ
る
場
と
し
て
、
同
時
に
拡
が
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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西
田
秀
穂
訳). 1959.

渡
辺 

護 (

ア
ー
テ
ィ
ス
ト)

１
９
９
２
年
東
京
都
生
ま
れ
。
ロ
ン
ド
ン
在
住
。
英
国
ブ
リ
ス
ト
ル
大
学
大
学
院
後
期
博
士
課
程
在
籍
。

イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
彫
刻
、
音
響
作
品
、
平
面
作
品
、
オ
ー
デ
ィ
オ
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
様
々
な
表
現
方
法
で
作
品
の
制
作
、 

発
表
を
行
っ
て
い
る
。

http://m
am

oruw
atanabe.com

も
う
既
に
殆
ど
の
作
家
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
過
程
の
段
階
で
芸
術
作
品
の
制
作
に
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
技
術
を
用
い
て
い
る
事
自
体
を
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
の
定
義
に
含
め
る
の
は
、
も
う
前
時
代
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
上
で
少
し
大
袈
裟
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
の
ア
ー
ト
が
向
か
う
方
向
と
い
う
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
が
向
か
っ
て
行
く
方

向
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
の
も
と
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
を
用
い
る
事
を
前
提
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
遠
く
の
点

を
繋
げ
て
芸
術
作
品
を
制
作
す
る
事
が
出
来
る
か
、
と
い
う
所
に
僕
は
現
代
に
お
け
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら

な
い
。

そ
の
繋
が
り
の
中
に
、
未
だ
誰
も
記
述
し
て
い
な
い
世
界
を
見
出
せ
る
可
能
性
が
あ
り
、
僕
は
そ
こ
に
ア
ー
ト
と
い
う
他
の
領
域
に
比
べ
て
、

多
く
の
点
を
内
包
で
き
る
余
白
を
持
っ
た
領
域
の
面
白
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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連
載
：
制
作
メ
モ
よ
り
／
V
o
l
.
3
_

C
S
L
A
B
の
研
究
成
果
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
・
・
・

う
ら
あ
や
か

　

C
S
L
A
B
に
通
い
始
め
て
2
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。（「
働
く
」
と
い
う
の
は
大
学
と
の
契
約
の
話
で
し
か
な
い
）
こ
こ
に
い

る
と
脳
の
大
部
分
を
C
S
L
A
B
に
接
続
し
て
し
ま
う
。
自
分
の
制
作
と
の
ス
イ
ッ
チ
が
切
り
替
わ
ら
な
い
！
と
悩
む
日
も
あ
る
が
、
そ

も
そ
も
、
身
を
置
い
て
い
る
状
況
に
対
し
て
応
答
す
る
形
で
作
品
制
作
を
行
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
仕
方
の
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

C
S
L
A
B
の
授
業
「
知
の
漂
流
教
室
」
で
は
学
生
が
自
分
た
ち
で
授
業
時
間
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
、「
何
か
」
を
学
ぶ
た
め
の
場
を
組

み
立
て
る
。
そ
れ
自
体
が
学
び
で
あ
る
。
私
た
ち
ス
タ
ッ
フ
は
そ
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
。
持
っ
て
い
る
技
術
を
シ
ェ
ア
し
、
ポ
ケ
ッ
ト
の
中

身
を
見
せ
合
う
こ
と
か
ら
授
業
が
始
ま
る
が
、
私
は
一
体
な
ん
の
技
術
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
。
作
品
を
作
る
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
、

こ
れ
は
ど
う
い
う
技
術
な
ん
だ
ろ
う
。
ふ
と
、
私
に
は
な
ん
の
技
術
も
な
い
気
が
す
る
。
作
品
制
作
を
す
る
過
程
に
付
き
合
っ
て
も
ら
う
と

し
て
、
そ
の
過
程
に
は
運
動
神
経
的
に
身
体
化
さ
れ
た
物
事
の
判
断
の
蓄
積
を
公
開
す
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
「
技
術
」
で
あ
る
か
は
怪
し
い

と
こ
ろ
だ
。
自
分
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
ば
か
り
で
、
作
品
も
そ
う
だ
・
・
・
。

　

学
生
に
対
し
て
自
分
た
ち
で
「
学
校
を
す
る
」
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
い
う
―
―
授
業
を
す
る
と
か
学
ぶ
と
か
、
そ
の
言
い
方
で
は
何
か
お

さ
ま
り
が
悪
い
よ
う
に
最
近
は
思
え
る
の
で
、
仮
に
で
は
あ
る
が
こ
の
状
況
の
こ
と
を
言
い
表
す
語
と
し
て
「
学
校
を
す
る
」
と
い
う
ふ
う

に
学
び
の
場
を
動
詞
化
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
―
―
時
に
、・
・
・
・
・
・
・（
日
記
よ
り
／
2
0
2
1
年
3
月
）

＊
＊
＊

　

こ
こ
で
働
き
始
め
て
丸
3
年
が
た
っ
た
。
非
常
勤
職
員
の
任
期
は
基
本
３
年
間
な
の
で
、
私
が
C
S
L
A
B
の
管
理
人
と
し
て
活
動
す

る
の
は
こ
の
3
月
で
お
し
ま
い
だ
。

　

ぼ
ん
や
り
と
、
任
期
終
了
に
あ
た
っ
て
、
何
か
研
究
成
果
み
た
い
な
も
の
を
出
せ
た
ら
と
考
え
て
い
る
。
管
理
人
と
し
て
関
わ
る
期
間
中

に
考
え
た
こ
と
を
使
っ
て
、C
S
L
A
B
が「
今
後
も
使
え
る
も
の
」を
作
品
の
形
で
残
せ
た
ら
。
荷
物
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
方
が
い
い
。

　

最
初
の
ア
イ
デ
ア
は
「
C
S
L
A
B
が
引
っ
越
す
と
き
に
持
ち
出
す
も
の
ご
と
の
リ
ス
ト
」。

　

こ
の
住
所
に
縛
ら
れ
ず
と
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
と
で
も
、
ま
た
ひ
と
り
で
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
自
由
に
な
ん
で
も
や
る
こ
と
が
で
き

る
。
2
0
2
2
年
現
在
の
C
S
L
A
B
は
元
食
堂
の
丸
い
建
物
、
9
号
館
の
建
物
ご
と
C
S
L
A
B
と
読
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
い
つ
か

引
っ
越
す
時
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き
に
、
何
を
持
っ
て
い
け
ば
C
S
L
A
B
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
れ
は
や
り
あ
ぐ

ね
て
い
る
C
S
L
A
B
全
体
の
ア
ー
カ
イ
ブ
制
作
に
も
繋
が
る
こ
と
だ
。
年
度
末
に
作
る
よ
う
な
「
V
S
」
で
な
く
。
例
え
ば
B
ゼ
ミ
の

本
「
B
ゼ
ミ　
「
新
し
い
表
現
の
学
習
」
の
歴
史 

1
9
6
7
-
2
0
0
4
」（
B
ゼ
ミ 

L
e
a
r
n
i
n
g 

S
y
s
t
e
m 

編
）
の
よ
う

な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
編
纂
し
た
書
籍
の
よ
う
な
形
も
想
像
し
た
り
す
る
。
ま
あ
私
の
在
籍
中
に
は
叶
わ
な
さ
そ
う
だ
。
で
も
、
い
つ
か
の
管

理
人
（
管
理
人
シ
ス
テ
ム
が
い
つ
ま
で
続
く
か
も
不
明
だ
）
が
ま
と
め
て
み
よ
う
と
な
っ
た
と
き
に
、
途
中
ま
で
、
あ
る
い
は
あ
る
部
分
的

に
で
も
資
料
が
作
れ
て
い
た
ら
、
役
に
た
つ
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
他
の
大
学
な
ど
で
C
S
L
A
B
の
よ
う
な
場
所
を
作
る
こ
と
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に
な
っ
た
と
き
に
、
参
照
し
て
こ
の
結
ん
で
は
解
け
て
ゆ
く
よ
う
な
学
び
の
技
術
を
パ
ス
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
C
S
L
A
B
を
こ
の

場
所
で
起
き
る
こ
と
以
上
に
ど
こ
か
遠
く
ま
で
運
べ
る
よ
う
に
し
て
み
た
い
欲
望
を
、
私
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　

二
つ
目
の
ア
イ
デ
ア
は
一
つ
目
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
、「
C
S
L
A
B
に
問
い
を
た
て
る
」。

　

b
l
a
n 

C
l
a
s
s
の
小
林
晴
夫
さ
ん
と
今
進
め
て
い
る
「
企
み
の
練
習
」
は
、
自
分
も
含
め
た
こ
の
世
の
中
に
必
要
な
も
の
を
考

え
模
索
し
て
「
企
む
」
た
め
に
、
⑴
日
記
を
書
い
て
、
自
分
の
考
え
に
気
づ
く
。
⑵
そ
こ
か
ら
一
生
使
え
る
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
考
え
る
。

⑶
そ
れ
を
他
人
に
伝
え
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
を
作
り
、
z
i
n
e
に
す
る
、
と
い
う
盛
り
だ
く
さ
ん
の
内
容
だ
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
も
、
そ
の
日

記
と
同
じ
流
れ
で
書
い
て
い
た
り
す
る
。
日
記
は
あ
と
で
参
加
者
で
見
せ
合
う
予
定
だ
。
書
く
の
が
す
ご
く
楽
し
く
て
、「
企
み
」
と
い
う

ア
イ
デ
ア
と
「
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
」
を
作
る
と
い
う
目
的
に
よ
る
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
お
か
げ
で
「
日
記
」
に
ハ
リ
が
出
る
。
た
だ
日
々
を

書
き
連
ね
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
日
々
の
中
か
ら
何
か
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
こ
の
「
C
S
L
A
B
に
問
い
を
立
て
る
」

と
い
う
の
は
、「
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
中
で
思
い
つ
い
た
こ
と
だ
。

自
分
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
と
い
う
の
は
、「
モ
ッ
ト
ー
」
と
か
「
信
念
」
と
か
で
は
な
く
、
命
題
的
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
？

ス
ロ
ー
ガ
ン
や
「
め
あ
て
」
や
合
言
葉
で
な
く
、
そ
れ
は
な
ん
な
の
だ
と
問
い
続
け
ら
れ
る
よ
う
な
命
題
を
、
作
る
こ
と
が
で
き
る

か
？
・
・
・
・
・
・
・（
日
記
よ
り
／
2
0
2
2
年
9
月
）

　
「
知
の
漂
流
教
室
」
で
は
受
講
者
が
自
分
た
ち
で
授
業
を
作
り
、
評
価
基
準
も
自
分
た
ち
で
話
し
合
っ
て
作
り
、
実
際
に
成
績
を
自
分
た

ち
で
付
け
合
う
（
私
た
ち
C
S
L
A
B
管
理
人
は
、
そ
の
サ
ポ
ー
ト
を
す
る
）。
し
か
し
、
た
だ
た
だ
任
せ
て
お
く
と
ほ
ぼ
1
0
0
%
「
み

ん
な
で
で
き
る
何
か
」
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
走
り
出
す
ま
で
に
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
か
な
り
重
要
に
な
っ
て
く

る
。
こ
の
「
フ
ァ
シ
リ
」
の
仕
方
が
だ
ん
だ
ん
と
わ
か
っ
て
き
た
の
だ
け
ど
、
な
ん
と
な
く
上
手
く
や
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
て
、
そ

れ
は
な
ん
な
の
だ
ろ
う
と
、「
企
み
の
練
習
」
の
日
記
の
中
で
考
え
て
い
た
り
す
る
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
自
分
の
C
S
L
A
B
で
の
振
る
舞

い
を
技
術
化
し
て
、人
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
で
、そ
こ
で
使
え
そ
う
な
ア
イ
デ
ア
が「
C
S
L
A
B
に
問
い
を
立
て
る
」

な
の
だ
。

　

C
S
L
A
B
で
自
分
の
役
割
の
こ
と
を
、「
管
理
人
」
と
か
「
ス
タ
ッ
フ
」
と
か
い
っ
て
い
る
が
、「
研
究
員
」
で
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

こ
れ
ま
で
の
歴
代
の
管
理
人
た
ち
や
、
ラ
ボ
の
参
加
メ
ン
バ
ー
た
ち
も
考
え
た
こ
と
が
あ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。「
研
究
員
」
が
定

着
し
な
い
の
に
は
理
由
が
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
、「
何
を
研
究
し
て
い
る
の
か
」
が
明
ら
か
で
な
い
し
、「
研
究
」
と
い
う
ほ
ど
積
み
重
な
っ

て
い
く
も
の
じ
ゃ
な
い
こ
と
が
日
々
行
わ
れ
て
い
る
感
触
が
強
い
か
ら
な
の
で
は
と
睨
ん
で
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
最
近
は
「
ラ
ボ
メ
ン
」
と

か
い
う
の
も
や
め
よ
う
と
い
う
話
が
出
る
。
内
外
が
で
き
て
し
ま
う
か
ら
と
い
う
理
由
だ
。
こ
れ
も
友
人
関
係
的
な
つ
な
が
り
の
中
に
置
け

る
「
内
外
問
題
」
で
、
人
が
集
ま
れ
ば
二
言
目
に
は
「
内
輪
」
で
あ
る
こ
と
を
問
題
化
す
る
人
が
い
る
。
ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
で
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も
ま
あ
気
に
す
る
の
も
仕
方
な
い
。
と
は
い
え
、
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
れ
ば
解
決
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
う
。

（
順
番
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
だ
け
れ
ど
、
制
作
メ
モ
な
の
で
問
題
な
い
）

　

そ
の
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
、
共
通
で
考
え
ら
れ
る
「
問
い
」
だ
。

　

C
S
L
A
B
は
車
座
に
な
っ
て
話
す
状
態
や
、
ま
た
中
心
を
持
た
ず
上
下
な
く
交
流
す
る
あ
り
方
を
「
ド
ー
ナ
ツ
」
の
モ
チ
ー
フ
で
表

現
し
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
ア
イ
コ
ン
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
人
の
関
係
性
の
話
を
持
ち
出
し
て
い
た
が
、
本
当
は
、「
問
い
」

が
真
ん
中
に
あ
る
こ
と
で
真
に
中
心
が
空
洞
化
す
る
の
で
は
な
い
か
。
多
く
の
人
が
参
画
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
（
多
く
な
く
た
っ
て

い
い
け
ど
）。
そ
れ
に
、
何
を
し
て
い
る
の
か
立
ち
戻
り
や
す
く
な
る
の
で
は
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
。
で
き
る
こ

と
か
ら
や
る
の
で
な
く
、
自
分
を
問
い
の
中
で
駆
動
さ
せ
る
様
に
し
て
ア
イ
デ
ア
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
？

　

で
は
、
何
を
「
問
い
」
と
し
て
立
て
る
の
か
。
問
い
自
体
は
全
く
思
い
つ
か
な
い
が
、
そ
の
問
い
に
必
要
な
要
素
は
い
く
つ
か
あ
る
。

　

第
一
に
、
時
代
が
多
少
変
わ
っ
て
も
、
正
し
さ
が
更
新
さ
れ
て
も
使
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

第
二
に
、
問
い
は
定
義
で
も
あ
る
こ
と
。
C
S
L
A
B
で
行
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
、
こ
の
問
い
＝
定
義
を
検
証
す
る
こ
と
と
し
て

説
明
が
つ
く
よ
う
な
こ
と
。

　

第
三
に
、
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
ら
な
い
よ
う
、
よ
く
わ
か
る
文
言
で
あ
る
こ
と
。

現
在
、C
S
L
A
B
の
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、誰
で
も
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
学
生
主
体
の
学
び
の
実
験
場
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
。
そ
の
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
は
別
の
、
何
か
一
つ
の
ヒ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
問
い
」
を
立
て
る
。
そ
の
問
い
を
私
の

研
究
成
果
と
し
て
、
三
月
に
展
示
し
た
い
。
S
&
D
の
企
画
者
で
あ
る
沖
さ
ん
も
誘
っ
て
。
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
日
記
を
書
い
て
企
み
を

続
け
よ
う
。

う
ら
あ
や
か   

A
y
a
k
a     

U
R
A

1
9
9
2
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
、
在
住
。
2
0
1
5
年
武
蔵
野
美
術
大
学
油
絵
学
科
油
画
専
攻
卒
業
。
2
0
1
9
年
か
ら
C
S
L
A
B
管
理
人
。
参
加
を
伴
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
作

品
を
多
く
制
作
。
最
近
の
主
な
発
表
に
「
国
際
芸
術
祭
あ
い
ち
2
0
2
2
」
な
ど
。
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現
代
ア
ー
ト
で
、世
界
で
最
も
影
響
力
が
あ
っ
て
、ド
イ
ツ
で
5
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
る
国
際
展
ド
ク
メ
ン
タ
の
今
年
の
ア
ー
テ
ィ
ス
テ
ィ
ッ

ク
・
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
担
っ
た
の
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
ル
ア
ン
ル
パ
。
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
噴
出
し

た
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
立
ち
向
か
っ
て
役
割
を
全
う
し
た
の
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
。
ま
た
同
時
に
、
西
洋
を
中
心
に
考
え
ら
れ
て
き
た
文
化
の

枠
組
み
を
大
き
く
変
え
た
と
言
え
る
。

彼
ら
が
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
中
心
に
す
え
た
の
は
、
ル
ン
ブ
ンLunbung

で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
「
米
倉
」
の
こ
と
。
さ

ら
に
ル
ア
ン
ル
パ
が
言
う
に
は
、「
友
情
、
共
に
働
く
こ
と
、
も
の
を
共
有
す
る
こ
と
、
グ
ル
ー
プ
の
誰
も
の
面
倒
を
み
る
」
を
意
味
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
世
界
の
ア
ー
ト
シ
ー
ン
の
ど
真
ん
中
に
据
え
ら
れ
た
た
の
は
、
美
術
史
の
な
か
で
も
画
期

的
な
も
の
で
、
昔
の
言
葉
で
言
え
ば
「
大
変
革
」
で
あ
り
、
今
風
に
言
え
ば
「
ゲ
ー
ム
チ
ェ
ン
ジ
」
だ
。

一
方
で
大
学
の
こ
の
数
年
の
標
語
が
「
だ
れ
か
で
終
わ
る
な
」
と
い
う
の
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
め
ぐ
る
収
賄
で
摘
発
さ
れ
て
い
る
広
告
代

理
店
の
人
材
募
集
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
み
た
い
で
、
そ
う
い
う
経
済
性
を
表
し
た
も
の
。

他
方
で
、
C
S
L
A
B
は
、
最
初
か
ら
ル
ン
ブ
ン
だ
っ
た
。

２
０
２
２
年
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月
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日
発
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