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芸
術
療
法
の
生
み
の
親
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ヒ
ル
と
い
う
画
家
に
つ
い
て

川
田 
都
樹
子

　

は
じ
め
に

　
「
芸
術
療
法
な
ん
て
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
、
父
の
話
し
は
し
た
く
な
い
。」—

—

今
は
老
人
用
ケ
ア
ホ
ー
ム
で

過
ご
し
て
い
る
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
著
名
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ヒ
ル
（Anthony H

ill, 
1930

- 

）
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
申
し
込
ん
だ
が
、
に
べ
も
な
く
断
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
二
〇
一
六
年
の

秋
の
こ
と
で
あ
る
。
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ヒ
ル
と
い
え
ば
、
二
〇
世
紀
後
半
、
ロ
ン
ド
ン
の
ア
ー
ト
シ
ー
ン
で
、

厳
格
な
構
成
主
義
と
独
自
の
数
学
理
論
に
基
づ
く
幾
何
学
的
な
レ
リ
ー
フ
で
大
い
に
活
躍
し
た
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
で
あ
り
、
テ
イ
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
も
多
数
の
作
品
が
収
蔵
・
展
示
さ
れ
て
い
る
（
１
）。
そ
し
て
、「
芸

術
療
法
の
生
み
の
親
」
と
し
て
、
し
ば
し
ば
名
前
が
挙
が
る
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ヒ
ル
（Adrian Keith 

G
raham

 H
ill, 1895 -1977

／
以
下
、
本
稿
で
は
エ
イ
ド
リ
ア
ン
と
称
す
る)

は
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
の
実

の
父
親
な
の
で
あ
る
。

　

ア
ン
ソ
ニ
ー
の
元
教
え
子
で
仕
事
上
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
あ
る
と
い
う
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
マ
ー
ク
・
ト
ム

ソ
ン
（M

ark Thom
son, 

ヒ
ル
家
に
は
跡
取
り
が
い
な
い
た
め
現
在
は
管
財
後
見
人
で
も
あ
る
）
が
、

ア
ン
ソ
ニ
ー
に
代
わ
っ
て
自
宅
で
取
材
に
応
じ
て
く
れ
た
。「
ご
め
ん
な
さ
い
ね
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
は
お
父

さ
ん
と
の
関
係
が
良
く
な
か
っ
た
よ
う
で
、
僕
に
も
あ
ま
り
多
く
を
語
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で

す
。」
ト
ム
ソ
ン
の
自
室
に
飾
ら
れ
て
い
る
ア
ン
ソ
ニ
ー
の
硬
質
な
幾
何
学
レ
リ
ー
フ
と
、
倉
庫
に
残
っ

て
い
た
と
い
う
そ
の
父
エ
イ
ド
リ
ア
ン
の
数
々
の
風
景
画
を
眺
め
な
が
ら
、
こ
の
父
子
の
作
風
が
あ
ま
り

に
も
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
た
。

　

エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ヒ
ル
の
写
実
的
な
風
景
素
描
は
ど
れ
も
、
素
早
い
ペ
ン
の
動
き
が
極
め
て
的
確
に
対

象
の
形
態
を
捉
え
て
お
り
、
し
か
も
よ
ど
み
な
く
一
気
に
仕
上
げ
ら
れ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
正
確
な

描
線
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
軽
や
か
に
、
一
発
で
対
象
の
輪
郭
を
描
き
切
っ
て
い
る
。
た
め
ら
い
線
や
描

き
な
お
し
や
、
修
正
の
た
め
に
消
し
た
跡
な
ど
も
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
未
完
成
の
作
品
で
さ
え
、
構
図
を

取
る
た
め
の
線
や
試
し
描
き
の
線
す
ら
あ
ま
り
無
い
。
実
際
の
風
景
を
撮
影
し
た
写
真
が
あ
れ
ば
見
比
べ

た
い
も
の
だ
、
と
思
っ
た
。
ま
る
で
写
真
を
下
に
敷
い
て
ト
レ
ー
ス
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
ほ
ど

に
、
き
っ
と
ぴ
っ
た
り
と
実
景
と
一
致
す
る
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
ト
レ
ー
ス
し
た
の
で
は
、
こ
の
軽
や

か
な
ペ
ン
の
動
き
に
よ
る
伸
び
や
か
な
描
線
は
得
ら
れ
ま
い
。
目
と
手
を
鍛
え
ぬ
い
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
の
「
イ
ラ
ス
ト
」
だ
、と
、そ
う
感
じ
た
。
技
量
の
高
さ
は
申
し
分
な
い
。
だ
が
、実
の
と
こ
ろ
「
お

上
手
」
す
ぎ
て
、
画
家
個
人
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
、
あ
る
い
は
独
自
の
魅
力
や
輝
き
と
い
っ
た
も
の
に
は

欠
け
る
よ
う
な
印
象
が
否
め
な
い
の
で
あ
る
。

　

調
べ
て
い
く
う
ち
に
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
に
は
、
三
つ
の
異
な
る
顔
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
の
一

つ
は
、
先
に
も
述
べ
た
「
芸
術
療
法
の
生
み
の
親
」
で
あ
る
。「
芸
術
療
法
」
と
称
さ
れ
る
一
種
の
医
療

行
為
は
、
精
神
科
医
で
も
な
く
心
理
学
者
で
も
な
く
、
臨
床
や
福
祉
の
施
設
関
係
者
で
さ
え
な
く
、
エ
イ

ド
リ
ア
ン
・
ヒ
ル
と
い
う
ひ
と
り
の
画
家
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
現
在
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
「
芸
術
療
法
」
は
、
一
般
に
、
治
療
者
（
セ
ラ
ピ
ス
ト
）
が
患
者
（
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
）
に

表
現
行
為
、
例
え
ば
描
画
を
行
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
上
手
下
手
は
全
く
問
わ
ず
、
当
然
な
が

ら
制
作
物
の
芸
術
的
価
値
云
々
も
普
通
は
問
題
に
し
な
い
。
患
者
の
「
病
」
の
治
癒
が
最
終
目
標
な
の
で

あ
っ
て
、「
芸
術
」
は
そ
の
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
、エ
イ
ド
リ
ア
ン
の
よ
う
な
「
お
上
手
」

な
画
家
が
関
与
す
る
余
地
な
ど
あ
り
そ
う
に
思
え
な
い
。
い
っ
た
い
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
い
か
に
、
ま
た

（
１
）

テ
イ
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ｈ
Ｐ
で
作
品
画
像
が
公

開
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
：https://w

w
w.tate.org.uk/art/

artw
orks/hill-relief-construction-

octagonal-t14965

（2019.11.25.)

作
品
画
像
へ
の
リ
ン
ク
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
左
記

の
と
お
り
。
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な
ぜ
、「
芸
術
療
法
の
生
み
の
親
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
ま
た
別
の
顔
と
し
て
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ヒ
ル
と
い
う
画
家
は
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
テ
レ
ビ
の
か
つ
て
の

人
気
番
組
「
ス
ケ
ッ
チ
・
ク
ラ
ブ
」
の
キ
ャ
ス
タ
ー
と
し
て
も
有
名
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
い
わ
ゆ
る
日

曜
画
家
と
称
さ
れ
る
ア
マ
チ
ュ
ア
の
ス
ケ
ッ
チ
愛
好
家
数
の
増
大
に
、
彼
は
大
い
に
寄
与
し
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
一
九
五
◯
年
代
か
ら
六
◯
年
代
に
放
映
さ
れ
た
エ
イ
ド
リ
ア
ン
の
番
組
は
、い
わ
ゆ
る「
ハ
ウ
ツ
ー

も
の
」
と
言
う
べ
き
実
践
実
習
型
の
教
育
番
組
で
あ
り
、
彼
が
テ
レ
ビ
画
面
上
で
、
あ
っ
と
い
う
間
に
も

の
の
見
事
に
描
い
て
見
せ
る
「
お
手
本
」
の
通
り
に
視
聴
者
が
模
倣
す
れ
ば
、「
誰
で
も
容
易
に
」
お
上

手
な
写
実
絵
画
が
描
け
て
し
ま
う
、
と
い
う
シ
ロ
モ
ノ
で
あ
る
。
加
え
て
、
彼
は
、
番
組
に
関
連
付
け
ら

れ
た
夥
し
い
数
の
「
ハ
ウ
ツ
ー
本
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
本
）」
を
初
心
者
向
け
に
執
筆
し
出
版
し
て
い
る
。
良

く
言
え
ば
趣
味
と
し
て
の
美
術
の
普
及
に
貢
献
し
た
の
で
あ
り
、
悪
く
言
え
ば
芸
術
の
「
卑
俗
化
」「
大

衆
化
」
に
与
し
た
「
タ
レ
ン
ト
」
な
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
息
子
の
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ヒ
ル
は
、
先
鋭
的
か
つ
難
解
な
幾
何
学
的
抽
象
を
、
数
学
者
ら
と
の
協

働
に
よ
っ
て
洗
練
さ
せ
て
い
っ
た
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
デ
ィ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
ん
な
息
子
の
目
か
ら
見
た
父

の
芸
術
に
対
す
る
姿
勢
が
許
し
が
た
い
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

だ
が
こ
こ
で
、忘
れ
て
な
ら
な
い
エ
イ
ド
リ
ア
ン
の
も
う
一
つ
の
顔
に
つ
い
て
語
っ
て
い
こ
う
。
実
は
、

エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
若
い
日
に
、
世
界
初
の
公
式
な
「
従
軍
画
家
」
と
な
っ
た
人
物
で
も
あ
る
の
だ
。
ロ
ン

ド
ン
の
帝
国
戦
争
博
物
館
（Im

perial W
ar M

useum

、
以
下
Ｉ
Ｗ
Ｍ
）
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中

に
彼
が
描
い
た
一
九
〇
点
余
の
貴
重
な
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
実
の
と
こ
ろ
、
後

の
彼
の
芸
術
家
人
生
を
決
す
る
の
は
、
こ
の
「
従
軍
画
家
」
と
し
て
過
ご
し
た
経
験
と
、
そ
の
「
タ
イ
ミ

ン
グ
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

世
界
初
の
公
式
従
軍
画
家

　

第
一
次
世
界
大
戦
前
の
一
九
一
二
年
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
セ
ン

ト
・
ジ
ョ
ン
ズ
・
ウ
ッ
ド
美
術
学
校
で
学
ぶ
画
学
生
で
あ
っ
た
が
、
一
九
一
四
年
一
一
月
、
一
九
歳
の
時

に
、
二
歳
上
の
兄
セ
ド
リ
ッ
ク
（Cedric Lloyd G

raham
 H

ill,1893-1916

）
の
後
を
追
う
よ
う
に

イ
ギ
リ
ス
陸
軍
名
誉
砲
兵
中
隊
（H

onourable Artillery Com
pany, 

以
下
Ｈ
Ａ
Ｃ
）
に
入
隊
し
た
。

そ
し
て
一
年
半
の
訓
練
期
間
を
経
た
一
九
一
六
年
七
月
、
彼
は
二
一
歳
で
、
西
部
戦
線
に
伍
長
（
最
下
級

の
下
士
官
）
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
と
い
え
ば
、
カ
メ
ラ
技
術
の
向
上
に
よ
っ
て
幾
多
の
戦
場
記
録
写
真
が
残
さ
れ
た
こ

と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、（
昨
今
の
デ
ジ
タ
ル
写
真
と
は
違
っ
て
）
当
時
は
現
像
に
時
間
も
設
備
も
要

し
た
た
め
、
当
然
な
が
ら
写
真
は
戦
闘
中
の
最
前
線
で
は
役
に
立
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
砲

撃
目
標
ま
で
の
距
離
や
角
度
、
地
形
や
敵
陣
の
状
況
な
ど
を
知
る
べ
く
、
目
視
、
双
眼
鏡
、
望
遠
鏡
で
情

報
を
収
集
す
れ
ば
、
そ
れ
を
可
視
化
し
う
る
の
は
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
の
ス
ケ
ッ
チ
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
軍

の
次
な
る
戦
略
を
決
す
る
唯
一
の
情
報
源
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ス
ケ
ッ
チ
は
将
校
ク
ラ
ス
以

上
の
兵
士
に
の
み
許
さ
れ
て
お
り
、
下
士
官
は
い
か
な
る
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
も
（
写
真
撮
影
も
）
禁
じ
ら
れ

て
い
た
と
い
う
。
敵
の
手
に
渡
れ
ば
重
大
な
情
報
漏
洩
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
だ
。
だ
が
、
エ
イ
ド
リ
ア

ン
の
特
異
な
技
能
、ド
ロ
ー
イ
ン
グ
の
類
ま
れ
な
る
正
確
さ
と
ス
ピ
ー
ド
は
、す
ぐ
に
上
官
の
目
に
留
ま
っ

た
よ
う
だ
。
戦
地
に
赴
任
し
た
一
ヵ
月
後
に
は
、
偵
察
（
と
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
記
録
）
の
任
を
負
っ
て
、

彼
は
軍
曹
に
昇
格
さ
せ
ら
れ
、「
正
確
な
」
ス
ケ
ッ
チ
が
そ
の
使
命
と
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
「
公

式
従
軍
画
家
」
と
い
う
ポ
ス
ト
自
体
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
こ
の

特
別
待
遇
と
そ
の
栄
誉
を
心
か
ら
喜
び
ま
た
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
世
界
大
戦
の
記
録
ア
ー
カ
イ

ヴ
が
あ
る
リ
ー
ズ
大
学
リ
ド
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
彼
が
戦
地
か
ら
両
親
に
宛
て
て
し
ば
し
ば
書
き

送
っ
た
手
紙
が
残
さ
れ
て
お
り
、
嬉
々
と
し
て
任
務
を
こ
な
す
彼
の
様
子
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来

る
。
そ
の
中
の
一
通
に
、
現
地
の
将
校
（
手
紙
を
査
読
す
る
検
査
員
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
）
に
よ
っ

て
「
あ
な
た
の
ご
子
息
は
隊
に
と
っ
て
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
貴
重
な
人
材
で
す
」
と
の
コ
メ
ン
ト
が
書
き

添
え
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
「
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
（invaluable

）」
の
語
に
は
三
本
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も
下
線
が
施
さ
れ
て
い
る
の
だ
（
２
）。

　

エ
イ
ド
リ
ア
ン
に
は
自
分
で
題
材
を
選
ぶ
自
由
が
許
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
隊
が
野
営
地
に
駐
留
し
て

い
た
時
期
に
は
、
美
し
い
森
の
木
々
と
風
景
、
現
地
の
村
人
ら
の
暮
ら
し
、
野
営
地
で
の
戦
友
た
ち
の
生

活
な
ど
、
何
気
な
い
ス
ナ
ッ
プ
・
シ
ョ
ッ
ト
の
よ
う
な
場
面
が
次
々
と
端
正
な
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
で
残
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ら
も
ま
た
今
で
は
貴
重
な
現
場
記
録
と
し
て
、
リ
ド
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
Ｉ
Ｗ
Ｍ
に
収

蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
一
九
一
六
年
十
一
月
に
な
る
と
、
彼
も
い
よ
い
よ
激
し
い
戦
闘
に
巻
き
込
ま
れ
て
い

く
。
第
一
次
大
戦
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
研
究
を
専
門
と
す
る
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド(D

r. Juliet 
M

acdonald)

に
よ
れ
ば
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
が
参
与
し
た
の
は
、
西
部
戦
線
の
中
で
も
熾
烈
を
極
め
た
ソ

ン
ム
地
域
の
ハ
メ
ル
や
ボ
ー
ク
ー
ル
、ポ
ジ
エ
ー
ル
と
い
っ
た
地
で
あ
っ
た
と
い
う
（
３
）。
い
わ
ゆ
る
「
ソ

ン
ム
の
戦
い
」
と
は
、
一
九
一
六
年
七
月
か
ら
十
一
月
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
北
部
を
流
れ
る
ソ
ン
ム
河
畔
で

展
開
さ
れ
た
、
第
一
次
世
界
大
戦
最
大
の
激
戦
地
区
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
連
合
国
軍
と
、

ド
イ
ツ
軍
合
わ
せ
て
百
万
人
以
上
が
戦
死
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
様
々
な
大
量
殺
戮
兵
器
、
例
え
ば
軽

機
関
銃
や
タ
ン
ク
（
戦
車
）、
あ
る
い
は
マ
ス
タ
ー
ド
ガ
ス
（
毒
ガ
ス
）
も
実
戦
投
入
さ
れ
、
長
期
に
わ

た
る
塹
壕
で
の
に
ら
み
合
い
の
末
、
双
方
と
も
互
い
の
顔
を
見
な
い
ま
ま
砲
撃
や
化
学
兵
器
で
殺
し
合
う

と
い
う
陰
惨
な
戦
場
だ
っ
た
。
同
じ
ソ
ン
ム
地
域
に
一
足
早
く
派
兵
さ
れ
て
い
た
兄
セ
ド
リ
ッ
ク
も
、
エ

イ
ド
リ
ア
ン
が
現
地
入
り
し
た
こ
ろ
に
は
、
ア
ン
ク
ル
川
上
流
の
ヴ
ァ
ル
ラ
ン
ク
ー
ル
で
す
で
に
戦
死
し

て
お
り
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
そ
の
訃
報
を
現
地
で
知
ら
さ
れ
た
と
い
う
。

　

例
え
ば
、現
在
Ｉ
Ｗ
Ｍ
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る〈
ポ
ジ
エ
ー
ル
、あ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
兵
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
〉

【
図
１
】は
、こ
の
時
期
に
エ
イ
ド
リ
ア
ン
が
目
に
し
た
光
景
で
あ
る
。
ソ
ン
ム
地
域
の
小
さ
な
村
ポ
ジ
エ
ー

ル
で
は
、七
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（
イ
ギ
リ
ス
領
）
軍
が
北
方
へ
の
進
撃
を
敢
行
し
、

行
方
不
明
七
千
名
を
含
む
二
万
三
千
余
名
の
犠
牲
者
を
出
し
た
。
エ
イ
ド
リ
ア
ン
が
こ
の
地
に
到
着
し
た

の
は
お
そ
ら
く
十
一
月
以
降
だ
ろ
う
。
戦
闘
跡
の
荒
廃
し
た
大
地
、
画
面
中
央
の
盛
土
（
崩
壊
し
た
建
物

の
残
骸
だ
ろ
う
か
）、
そ
の
頂
上
に
は
サ
ー
ベ
ル
が
一
本
突
き
立
て
ら
れ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
の
帽
子

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
仰
向
き
に
横
た
わ
る
一
体
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
兵
の
死
体
。
よ
く
見
る
と
、

周
囲
に
黒
い
点
々
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
収
蔵
庫
を
案
内
し
て
く
れ
た
Ｉ
Ｗ
Ｍ
の
ア
ー
ト
部
門
キ
ュ

レ
イ
タ
ー
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
・
ウ
ォ
ル
ト
ン
（D

r. Alexandra W
alton

）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
黒
点

は
お
そ
ら
く
蠅
だ
と
い
う
。
ゆ
る
や
か
に
薄
塗
り
さ
れ
た
空
、
そ
こ
を
流
れ
る
雲
の
静
け
さ
と
、
陰
惨
な

死
の「
塊
」と
化
し
た
土
山
と
死
体
の
、素
早
く
く
っ
き
り
走
る
線
描
に
よ
る
細
密
描
写
が
好
対
照
を
な
す
。

こ
ん
な
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
場
面
を
描
き
な
が
ら
も
な
お
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
の
「
上
手
さ
」
が
際
立
つ
作
品

で
あ
る
。
筆
者
が
Ｉ
Ｗ
Ｍ
で
閲
覧
し
た
こ
の
作
品
は
紙
に
イ
ン
ク
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

は
再
制
作
さ
れ
た
も
の
で
、
元
に
な
っ
た
鉛
筆
原
画
は
リ
ー
ズ
大
学
の
リ
ド
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
る
。

そ
ち
ら
を
実
見
し
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
現
場
で
実
景
を
前
に
即
興
的
に
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
た
鉛
筆

画
で
は
、
蠅
を
表
す
黒
い
点
々
は
、
鉛
筆
で
い
ち
い
ち
突
き
刺
す
よ
う
な
強
さ
で
画
面
に
刻
み
付
け
ら
れ

て
い
る
と
い
う
（
４
）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
悲
惨
な
死
の
現

場
を
目
の
当
た
り
に
し
、
し
か
も
そ
れ
を
克
明
に
記
録
す
る
と
い
う
過
酷
な
任
務
は
延
々
と
続
く
。
折
り

重
な
っ
た
死
体
群
の
向
こ
う
で
今
ま
さ
に
砲
弾
が
炸
裂
し
て
い
る
と
い
っ
た
壮
絶
な
シ
ー
ン
も
あ
る
。
後

年
の
彼
自
身
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
彼
は
い
つ
も
ス
ケ
ッ
チ
道
具
を
首
か
ら
ぶ
ら
下
げ
、
両
手
と
両
膝
で
短

い
突
進
を
繰
り
返
し
な
が
ら
進
み
、
対
象
に
十
分
に
近
づ
い
た
と
こ
ろ
で
、
地
面
に
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を

置
い
て
腹
ば
い
に
な
り
ス
ケ
ッ
チ
を
完
成
さ
せ
た
。
砲
弾
が
近
く
で
破
裂
し
た
り
爆
音
が
轟
い
た
り
し
た

と
き
に
は
、
前
の
砲
撃
で
地
面
に
あ
い
た
穴
に
飛
び
込
み
、
ま
た
そ
こ
か
ら
飛
び
出
し
な
が
ら
、
自
陣
ま

で
な
ん
と
か
這
い
戻
っ
た
と
い
う
（
５
）。
こ
う
し
て
戦
闘
の
現
場
で
描
い
た
鉛
筆
ス
ケ
ッ
チ
を
元
に
、
兵

員
用
宿
舎
に
戻
っ
て
か
ら
、
サ
イ
ズ
を
大
き
く
し
イ
ン
ク
を
用
い
て
再
制
作
し
て
、
そ
れ
を
Ｈ
Ａ
Ｃ
の
司

令
官
に
提
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
兄
セ
ド
リ
ッ
ク
は
、
そ
の
後
も
遺
骨
等
は
拾
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
個
人
墓
は
無
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
オ
ー
ト
ゥ
イ
ル
の
共
同
記
念
碑
「
テ
ィ
プ
ヴ
ァ
ル
・
メ
モ
リ
ア
ル
」
に
今
も
名
前
が
刻
ま
れ

（
２
）

A
drian H

ill, letter, 11 A
ugust 1916, 

in the Liddle C
ollection at Special 

Collections, Leeds U
niversity Library.

（
３
）

Juliet M
acdonald, "D

raw
ing on the 

Front Line", in: Peter Liddle(ed), 
Britain and a W

idening W
ar, 1915-

1916: From
 Gallipoli to the Som

e, Pen 
and Sw

ord (Kindle), N
orth Yorkshire, 

2016, p.307.

【
図
１
】

（
４
）

Ibid., p.308.

Adrian H
ill 

〈Pozières : An Australian 
Episode

〉 1916, 
w

atercolor and ink on paper, 27.9 

×

38.1 cm
, IW

M
 London

http://w
w

w
.iw

m
.org.uk/collections/

item
/object/12872

（2019.11.25

）

（
５
）

A
drian H

ill, "A
n A

rtist in W
ar and 

Peace", in The G
raphic, 15 N

ovem
ber 

1930, p. 303.
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て
い
る
だ
け
で
あ
る（
６
）。累
々
と
連
な
る
死
体
を
目
し
な
が
ら
、エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
兄
を
思
っ
た
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
我
が
身
に
迫
り
く
る
死
の
瞬
間
を
思
っ
た
ろ
う
か
。

　

エ
イ
ド
リ
ア
ン
に
と
っ
て
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
は
二
重
の
意
味
で
「
命
綱
」
だ
っ
た
よ
う
だ
。
軍
の
大
役

を
こ
な
し
て
い
る
と
い
う
自
負
と
誇
り
、
そ
し
て
大
好
き
な
絵
を
描
い
て
い
ら
れ
る
こ
と
の
喜
び
が
彼
を

精
神
的
に
支
え
続
け
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
ま
た
、
い
っ
ぽ
う
で
軍
に
と
っ
て
も
彼
は
「
守
る

べ
き
特
殊
技
能
」
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
一
九
一
七
年
に
、
兄
が
戦
死
し
た
ア
ン
ク
ル
川
付
近
の
陣
営
か

ら
両
親
に
宛
て
た
手
紙
で
、
自
分
は
特
別
に
監
視
兵
を
配
し
た
「
贅
沢
な
待
避
壕
」
で
イ
ン
ク
画
へ
の
再

制
作
を
し
て
い
る
の
で
安
全
だ
、
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
７
）。
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
言
葉
を
借
り
る
な

ら
、「
自
分
は
絵
を
描
い
て
い
る
限
り
は
戦
争
と
で
も
渡
り
合
っ
て
い
け
る
の
だ
と
い
う
自
信
（
８
）」
を
、

こ
う
し
て
彼
は
強
く
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
一
九
一
七
年
の
春
先
ご
ろ
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
で
は
、
国
立
の
戦
争
博
物
館
の
設
立
構
想
が
進
ん

で
い
た
。
こ
れ
が
後
の
Ｉ
Ｗ
Ｍ
で
あ
る
。
軍
の
功
績
を
収
集
保
存
し
、
出
版
物
や
地
図
や
写
真
等
々
を
一

カ
所
に
集
め
て
展
示
す
る
こ
と
で
、
長
引
く
戦
争
の
な
か
に
あ
っ
て
国
民
の
士
気
を
高
め
、
ま
た
将
来
の

記
念
に
し
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。
エ
イ
ド
リ
ア
ン
が
Ｈ
Ａ
Ｃ
司
令
官
に
提
出
し
て
い
た
イ
ン
ク
画
は
、
こ

の
博
物
館
構
想
と
す
ぐ
に
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
ん
な
折
、
彼
は

軽
度
の
負
傷
を
理
由
に
一
時
帰
国
を
許
可
さ
れ
、
新
博
物
館
の
役
員
た
ち
に
直
接
、
自
作
の
ド
ロ
ー
イ
ン

グ
を
進
呈
す
る
機
会
を
得
る
。
当
時
の
Ｉ
Ｗ
Ｍ
館
長
は
そ
の
出
来
の
良
さ
に
驚
き
、
ソ
ン
ム
に
い
た
Ｈ
Ａ

Ｃ
司
令
官
に
、
こ
ん
な
手
紙
を
出
し
て
い
る
。

 

　

我
々
は
本
日
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
の
兵
士
で
あ
る
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ヒ
ル
に
よ
っ
て
戦
地
で
描
か
れ
た 

 

八
枚
の
素
晴
ら
し
い
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
受
け
取
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
私
が
か
つ
て
見
出
し
た
戦 

 

争
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
群
の
中
で
も
ず
ば
抜
け
て
い
る
。
こ
の
芸
術
家
が
、
我
々
の
必
要
と
し
て
い 

 

る
仕
事
を
す
る
の
に
誰
よ
り
も
相
応
し
い
と
私
は
思
う
（
９
）。

　

こ
う
し
て
、エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
、一
九
一
七
年
十
二
月
二
十
七
日
付
で
Ｉ
Ｗ
Ｍ
の
戦
争
記
念
物
セ
ク
シ
ョ

ン
（the W

ar Trophies Section

、
以
下
Ｗ
Ｔ
Ｓ
）
か
ら
、
公
式
に
「
従
軍
画
家
」
と
し
て
の
特
命
を

受
け
、
同
時
に
少
尉
に
昇
格
と
な
っ
た
。
ま
た
、
通
行
許
可
書
が
発
行
さ
れ
、
そ
こ
に
は
、
彼
が
Ｉ
Ｗ
Ｍ

の
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
、
第
三
陸
軍
に
統
率
さ
れ
て
い
る
地
区
で
の
絵
画
制
作
と
ス
ケ
ッ
チ
を
許
可
さ

れ
た
者
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
た
。

　

当
初
は
、
描
く
内
容
は
彼
の
自
由
で
あ
っ
た
と
い
い
、
ど
ん
な
内
容
で
あ
れ
全
て
が
貴
重
な
「
記
録
」

と
し
て
Ｉ
Ｗ
Ｍ
に
収
め
ら
れ
た
。
も
と
よ
り
森
の
木
々
や
村
落
の
建
物
が
あ
る
風
景
を
好
ん
だ
彼
に
と
っ

て
、
そ
れ
ら
が
戦
争
で
受
け
た
損
傷
を
描
く
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
一
九
一
八
年
六
月

ご
ろ
か
ら
、
Ｉ
Ｗ
Ｍ
の
キ
ュ
レ
イ
タ
ー
か
ら
以
下
の
よ
う
な
指
示
書
が
届
く
よ
う
に
な
る
。

 

前
線
の
背
後
の
町
や
土
地
を
、
そ
の
前
線
が
は
っ
き
り
と
英
国
陸
軍
だ
と
分
か
る
よ
う
に
描
く 

 

こ
と
。
…
我
々
の
前
線
と
、
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
ベ
ル
ギ
ー
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
る
前 

 

線
と
の
間
の
連
携
の
要
点
を
、
異
国
籍
同
士
の
協
力
を
明
示
し
て
描
く
こ
と
。
…
有
色
人
種
部 

 

隊
の
労
働
や
土
木
工
事
を
、
中
国
人
等
々
だ
と
識
別
で
き
る
服
装
で
描
く
こ
と
。
…
戦
車
司
令 

 

部
を
、〔
戦
車
が
〕
集
結
し
て
い
る
様
子
が
分
か
る
よ
う
に
描
く
こ
と
（　

　10
）。

 

こ
れ
以
後
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
、「
広
範
囲
に
わ
た
る
戦
争
の
視
覚
的
記
録
を
構
築
す
る
」
と
い
う
Ｗ
Ｔ

Ｓ
の
収
集
ポ
リ
シ
ー
に
応
じ
る
形
で
の
「
記
録
」
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
る
。
Ｗ
Ｔ
Ｓ
は
と
に
か
く
何
で

も
「
記
録
」
と
し
て
収
集
し
た
。
戦
場
で
拾
い
集
め
ら
れ
た
砲
弾
、
軍
服
、
記
章
、
銃
器
、
装
備
品
、
大

砲
な
ど
の
実
物
や
、
シ
ラ
ミ
駆
除
薬
の
瓶
ま
で
収
集
の
対
象
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
現
在
の
Ｉ
Ｗ
Ｍ
の
戦
争

（
７
）

A
drian H

ill, letter, 27 January 1917, 
Liddle Collection.

（
６
）

Every O
ne Rem

enbered
http://w

w
w

.everym
anrem

em
bered.

o
rg/p

ro
files/so

ld
ier/7

9
1

8
0

4
/ 

(2016.10.10.)

（
９
）

M
artin C

onw
ay, letter to Field 

M
arshal Sir D

ouglas H
aig, 1 O

ctober 
1917. IW

M
, A

drian H
ill w

ar artist 
archive, ART/ W

A1/ 084.

（
８
）

J. M
acdonald, ibid., p.310.

（
10
）

C
harles John Ffoulkes, letter to 

A
drian H

ill, 14 June 1918, IW
M

　

D
ep.of Art file 74/3 part

Ⅱ
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展
示
品
を
形
成
し
て
い
る
。「
公
式
従
軍
画
家
」の
描
く「
記
録
画
」と
は
、そ
の
類
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
彼
に
続
い
て
他
に
も
Ｗ
Ｔ
Ｓ
公
認
の
「
従
軍
画
家
」
が
任
命
さ
れ
同
様
の
仕
事
を
し
は
じ

め
た
が
、
し
か
し
、
特
に
戦
闘
の
現
況
を
伝
え
る
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
で
は
エ
イ
ド
リ
ア
ン
に
比
肩
す
る
者

は
現
れ
な
か
っ
た
。
た
い
て
い
は
陣
後
か
ら
の
眺
め
に
終
始
し
て
い
て
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
の
よ
う
に
命

を
賭
し
て
最
前
線
に
飛
び
出
し
て
い
く
よ
う
な
画
家
は
他
に
現
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

一
九
一
八
年
四
月
か
ら
七
月
と
い
う
、
ド
イ
ツ
軍
が
フ
ラ
ン
ス
に
進
軍
中
で
あ
っ
た
過
酷
な
時
期
に
も
、

戦
地
に
残
っ
て
任
務
に
あ
た
っ
た
従
軍
画
家
は
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
た
だ
一
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。

軍
隊
の
「
前
衛
」
か
、
芸
術
の
「
前
衛
」
か

　

こ
こ
で
、
画
家
と
し
て
の
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ヒ
ル
が
生
き
た
時
代
の
美
術
界
の
状
況
を
把
握
し
て
お
こ

う
。
と
い
う
の
も
、
特
に
一
九
一
〇
年
代
か
ら
の
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
ン
ド
ン
の
美
術
界
は
、
ち
ょ
う
ど
パ
リ

か
ら
押
し
寄
せ
て
き
た
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
の
激
流
に
翻
弄
さ
れ
る
大
き
な
変
動
の
時
期
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
で
言
う
「
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
」
と
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
フ
ラ
ン
ス
、
パ
リ
で
誕
生
し
た
印
象

派
に
端
を
発
し
て
第
二
次
大
戦
ま
で
に
次
々
と
現
れ
た
新
し
い
美
術
の
諸
流
派
・
諸
動
向
を
総
括
的
に
指

す
も
の
と
す
る
。
そ
れ
は
、
反
自
然
主
義
的
傾
向
を
強
め
な
が
ら
（
す
な
わ
ち
写
実
性
を
捨
て
て
）、
次
々

と
新
し
い
表
現
、新
し
い
形
式
を
発
明
し
て
い
く「
前
衛
芸
術（
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
）」の
推
進
力
に
よ
っ

て
常
に
「
最
先
端
の
ス
タ
イ
ル
」
が
刷
新
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
美
術
界
だ
っ
た
と
言
え
る
。

　

ち
な
み
に
、
パ
リ
か
ら
ロ
ン
ド
ン
に
印
象
派
が
入
っ
て
き
た
時
期
は
非
常
に
早
く
、
一
八
七
〇
年
の
普

仏
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ
て
印
象
派
の
画
家
、モ
ネ（Claude M

onet,1840-1926
）や
ピ
サ
ロ（Cam

ille 
Pissarro,1830

-1903

）
が
ロ
ン
ド
ン
に
一
時
的
に
移
り
住
み
、
彼
ら
の
画
商
で
あ
っ
た
デ
ュ
ラ
ン
＝

リ
ュ
エ
ル
（Paul D

urand-Ruel,1831-1922

）
も
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
と
も
に
パ
リ
か
ら
ロ
ン

ド
ン
に
引
っ
越
し
て
画
廊
を
開
設
し
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
画
家
の
中
に
は
、
こ
の
新
し
い
パ
リ
の
美
術

に
い
ち
早
く
注
目
す
る
者
た
ち
が
大
勢
い
た
。
と
は
い
え
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
伝
統
を

重
ん
じ
る
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
力
が
強
く
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
印
象
派
と
し
て
活
躍
し
始
め
る
の
は

一
八
八
〇
年
代
半
ば
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
と
お
り
モ
ネ
に
代
表
さ
れ
る
印
象
派
は
、

画
材
を
屋
外
に
持
ち
出
し
、
実
景
を
前
に
し
て
「
そ
の
一
瞬
の
印
象
」
を
捉
え
、
素
早
く
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス

に
筆
で
色
を
置
き
な
が
ら
直
接
画
面
を
仕
上
げ
て
い
く
。
そ
れ
以
前
の
自
然
主
義
的
写
実
絵
画
は
、
ア
ト

リ
エ
の
中
で
、
ま
ず
構
図
を
決
め
、
そ
こ
に
輪
郭
線
を
正
確
に
描
い
て
か
ら
、
形
態
に
沿
っ
て
光
と
影
を

丁
寧
に
ペ
イ
ン
ト
し
な
が
ら
立
体
感
を
出
し
て
い
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
パ
リ
印
象

派
の
画
家
た
ち
の
作
品
は
、
輪
郭
線
は
曖
昧
で
、
荒
々
し
い
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ス
ト
ロ
ー
ク
に
よ
る
色
の
斑

点
で
画
面
が
覆
わ
れ
て
お
り
、
当
時
の
人
々
に
は
未
完
成
品
に
さ
え
思
え
た
。
そ
う
、
当
初
の
印
象
派
は

「
前

　
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド

衛
芸
術
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ロ
ン
ド
ン
で
印
象
派
を
掲
げ
る
イ
ギ
リ
ス
人
画
家
た
ち
が
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・
ア
ー
ト
・
ク

ラ
ブ
（
以
下
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｃ
）
を
結
成
し
た
の
は
一
八
八
六
年
の
こ
と
だ
。
一
八
九
〇
年
代
に
な
る
と
彼
ら

が
美
術
学
校
の
教
師
を
務
め
る
よ
う
に
な
り
、カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
印
象
派
の
技
法
を
教
え
は
じ
め
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｃ
の
作
品
は
、
パ
リ
の
印
象
派
に
比
べ
る
と
非
常
に
保
守
的
に
見
え
る
。

と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
ロ
イ
ヤ
ル
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
伝
統
的
な
描
き
方
、
す
な
わ
ち
、
正
確
で
客
観
的
な

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
よ
る
モ
チ
ー
フ
の
形
態
の
描
出
を
捨
て
る
こ
と
な
く
、
そ
の
上
か
ら
印
象
派
風
の
荒
い

ブ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ス
ト
ロ
ー
ク
で
色
彩
を
載
せ
て
い
く
と
い
う
、
新
旧
の
技
法
を
折
衷
さ
せ
た
ス
タ
イ
ル

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
サ
ー
ジ
ェ
ン
ト（John Singer Sargent,1856-1925

）や
ト
ン
ク
ス（H

enry 
Tonks,1862-1937

）
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
だ
が
、「
印
象
派
」
を
名
乗
る
か
ら
に
は
「
あ
る
瞬
間
の

印
象
」で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
た
め
、Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｃ
で
も
制
作
に
は
ス
ピ
ー
ド
が
要
求
さ
れ
る
。や
が
て
、

一
九
一
〇
年
代
ま
で
に
は
、
こ
の
技
法
は
も
は
や
先
鋭
的
な
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
な
ど
で
は
な
く
、
英
国

全
土
の
美
術
学
校
の
教
育
課
程
に
定
着
し
て
凡
庸
な
ス
タ
イ
ル
と
な
っ
て
い
た
。
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エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ヒ
ル
が
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
一
九
一
二
年
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
、
ロ
ン
ド
ン
の

セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ン
ズ
・
ウ
ッ
ド
美
術
学
校
で
受
け
た
教
育
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
路
線
上
に
あ
っ
た
も
の
と

推
測
で
き
る
。
対
象
物
の
形
態
を
瞬
時
に
と
ら
え
、
そ
の
場
で
正
確
な
輪
郭
線
で
描
き
き
る
と
い
う
、
軍

隊
で
注
目
を
集
め
た
彼
の
技
術
は
（
も
ち
ろ
ん
彼
自
身
の
並
外
れ
た
才
能
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の

の
）、
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
に
特
有
の
美
術
教
育
に
よ
っ
て
磨
か
れ
た
面
も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
戦
場

は
彩
色
画
材
が
不
十
分
な
環
境
で
あ
っ
た
た
め
か
、
ほ
ぼ
モ
ノ
ク
ロ
に
近
い
線
描
を
メ
イ
ン
と
す
る
も
の

が
多
い
の
だ
が
、
戦
後
、
彼
が
帰
国
し
て
間
も
な
い
頃
の
作
品
【
図
２
】
に
は
、
印
象
派
風
の
素
早
く
荒

い
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ス
ト
ロ
ー
ク
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
終
戦
後
、
一
九
一
九
年
か
ら

一
九
二
〇
年
ま
で
ロ
イ
ヤ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
・
オ
ブ
・
ア
ー
ト
で
学
び
な
お
し
た
（
そ
の
理
由
は
後
述
す
る
）

の
だ
っ
た
が
、
卒
業
後
に
大
き
な
作
風
の
変
化
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
推
測
し
て
、
そ
こ
で
受
け
な
お

し
た
美
術
教
育
も
お
そ
ら
く
依
然
と
し
て
こ
の
路
線
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

一
方
、
ロ
ン
ド
ン
美
術
界
の
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
、
そ
の
最
前
衛
は
と
言
え
ば
、
一
九
一
〇
年
と

一
九
一
二
年
に
批
評
家
で
画
家
で
も
あ
る
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ラ
イ
（Roger Eliot Fry, 1866 -1934

）

が
二
回
の
「
ポ
ス
ト
印
象
派
展
」
を
グ
ラ
フ
ト
ン
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
し
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｃ
は
も
と
よ
り
印

象
派
自
体
を
、
す
っ
か
り
「
時
代
遅
れ
」
の
位
置
に
引
き
下
げ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
展
覧
会
で
は
、

見
た
通
り
の
「
印
象
」
を
描
き
と
ど
め
る
印
象
派
に
対
す
る
、「
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
」
と
し
て
、
セ
ザ
ン

ヌ
（Paul Cézanne, 1839-1906

）
を
先
駆
者
と
す
る
デ
フ
ォ
ル
メ
が
奨
励
さ
れ
、
現
実
界
で
見
え

た
ま
ま
の
形
や
色
と
は
程
遠
い
形
態
と
色
彩
で
、
画
家
が
主
体
的
・
積
極
的
に
画
面
を
大
胆
自
在
に
構

成
し
て
い
く
こ
と
が
称
揚
さ
れ
た
。
パ
リ
か
ら
は
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
ピ
カ
ソ
（Pablo Picasso, 1881-

1973

）
や
ブ
ラ
ッ
ク
（G

eorges Braque, 1882 -1963

）、
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ス
ム
の
マ
テ
ィ
ス
（H

enri 
M

atisse, 1869-1954

）
や
ド
ラ
ン
（Andre D

erain, 1880-1954

）
ら
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

た
。
前
衛
を
目
指
す
イ
ギ
リ
ス
人
画
家
た
ち
の
、
こ
れ
へ
の
反
応
は
素
早
か
っ
た
。
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ラ
イ

が
所
属
し
て
い
た
、
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
と
呼
ば
れ
る
知
識
人
仲
間
に
、
ヴ
ァ
ネ
ッ
サ
・
ベ

ル（Vanessa Bell, 1879-1961

）や
ダ
ン
カ
ン
・
グ
ラ
ン
ト(D

uncan G
rant, 1885

-1978) 

と
い
っ

た
画
家
が
い
た
が
、
彼
ら
は
こ
の
頃
か
ら
大
胆
な
デ
フ
ォ
ル
メ
と
抽
象
化
の
傾
向
を
見
せ
始
め
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
展
覧
会
の
影
響
で
、
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｃ
を
脱
退
し
て
（
つ
ま
り
印
象
派
を
捨
て
て
）「
ポ
ス
ト
印
象

派
」
を
掲
げ
る
画
家
た
ち
が
現
れ
、
一
九
一
一
年
に
は
カ
ム
デ
ン
・
タ
ウ
ン
・
グ
ル
ー
プ
が
結
成
さ
れ
た
。

一
九
一
二
年
の
第
二
回「
ポ
ス
ト
印
象
派
展
」に
は
、イ
ギ
リ
ス
人
画
家
の
部
も
設
け
ら
れ
、こ
う
し
た「
最

前
線
」
の
作
品
群
が
大
々
的
に
発
表
さ
れ
た
。
翌
一
九
一
三
年
に
は
、
彼
ら
は
ロ
ン
ド
ン
・
グ
ル
ー
プ
と

し
て
ま
と
ま
り
、
最
新
の
展
覧
会
を
毎
年
開
催
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
一
九
一
四
年
に
な
る

と
、そ
の
中
か
ら
ウ
ィ
ン
ダ
ム
・
ル
イ
ス（W

yndham
 Lew

is, 1882
-1957

）が
中
心
と
な
っ
て
ヴ
ォ
ー

テ
ィ
シ
ズ
ム
が
誕
生
す
る
。
ヴ
ォ
ー
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
形
態
分
割
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
イ

タ
リ
ア
未
来
派
の
影
響
も
受
け
て
、機
械
文
明
社
会
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
バ
イ
オ
レ
ン
ス
の
描
出
を
目
指
し
、

ま
す
ま
す
画
面
は
過
激
な
デ
ザ
イ
ン
へ
と
向
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
の
頃
、
つ
ま
り
第
一
次
世
界
大
戦
直
前
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ヒ
ル
は
、
美
術
学
校
に
入
っ
た
ば
か
り

の
ま
だ
十
代
の
画
学
生
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
前
衛
美
術
の
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
に
参
画
す
る
よ
う
な
機
会

は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
前
衛
美
術
と
は
無
縁
な
ま
ま
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
兵
士

と
し
て
、
ま
た
従
軍
画
家
と
し
て
、
す
っ
か
り
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
が
戦
場
に
い
た
間
、
前
衛
美
術
を
牽
引
し
て
い
く
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ラ
イ
を

は
じ
め
と
す
る
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
多
く
は
、
反
戦
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
、
良
心
的

兵
役
拒
否
の
姿
勢
を
と
り
つ
つ
、ロ
ン
ド
ン
に
と
ど
ま
っ
て
前
衛
路
線
を
ま
す
ま
す
推
し
進
め
て
い
っ
た
。

エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
、
西
部
戦
線
の
真
の
前、

衛、

に
い
た
せ
い
で
、
こ
の
美
術
界
の
前、

衛、

に
は
完
全
に
置
き
去

り
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

戦
争
絵
画
は
「
芸
術
」
か
「
記
録
」
か
。

　

ヒ
ル
の
後
、
他
に
も
多
く
の
芸
術
家
た
ち
が
戦
争
を
描
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
美
術
界
全
体
と
第
一
次

【
図
２
】

A
drian H

ill 

〈K
ing's Lynn M

arket 
Square

〉 c.1920, 
w

atercolor and ink on paper, 49.5

× 
65.0cm

, Private Collection

http://w
w

w
.altusarts.com
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riginal_
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o

lo
u
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A

n
d

_
Prints&

ln=Antiques (2019.11.25)
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世
界
大
戦
と
の
関
係
も
こ
こ
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　

エ
イ
ド
リ
ア
ン
が
西
部
戦
線
で
戦
争
画
家
と
し
て
活
躍
中
の
一
九
一
八
年
二
月
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
戦

時
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
美
術
を
つ
か
さ
ど
る
英
国
情
報
局
が
「
情
報
省
」
に
格
上
げ
さ
れ
、
そ
の
中
に
英

国
戦
争
記
念
委
員
会
（British W

ar M
em

orials Com
m

ittee

、
以
下
Ｂ
Ｗ
Ｍ
Ｃ
）
が
設
立
さ
れ
た
。

Ｂ
Ｗ
Ｍ
Ｃ
は
、
戦
時
の
み
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
単
な
る
戦
闘
記
録
と
し
て
で

も
な
く
、
文
化
的
に
価
値
の
高
い
芸
術
作
品
の
恒
久
的
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
構
築
し
て
後
世
に
残
す
こ
と

を
目
指
し
た
。
そ
の
た
め
、
委
員
は
政
治
家
だ
け
で
な
く
、
美
術
専
門
雑
誌
の
編
集
長
、
美
術
館
の
学
芸

員
、
美
術
批
評
家
、
美
術
史
学
者
と
い
っ
た
専
門
家
が
名
を
連
ね
た
。
こ
れ
は
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
を
公
式

任
命
し
た
Ｉ
Ｗ
Ｍ
と
は
ま
た
別
の
組
織
で
あ
る
。
こ
の
委
員
会
で
も
独
自
に
公
式
戦
争
画
家
を
「
優
れ
た

芸
術
家
」
の
中
か
ら
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
す
で
に
「
大
御
所
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｃ
の
サ
ー

ジ
ェ
ン
ト
【
図
３
】
や
ト
ン
ク
ス
ら
、そ
し
て
、当
時
世
間
を
沸
か
せ
て
い
た
若
手
前
衛
芸
術
家
た
ち
（
と
言
っ

て
も
皆
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
よ
り
は
年
上
で
あ
る
）
の
ウ
ィ
ン
ダ
ム
・
ル
イ
ス
【
図
４
】
やC.R.W

.

ネ
ヴ
ィ

ン
ソ
ン
（Christopher Richard W

ynne N
evinson,1889-1964

）、
ポ
ー
ル
・
ナ
ッ
シ
ュ
（Paul 

N
ash, 1889-1946

）【
図
５
】
と
ジ
ョ
ン
・
ナ
ッ
シ
ュ
（John N

orthcote N
ash, 1893-1977

）

の
兄
弟
、
等
々
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｂ
Ｗ
Ｍ
Ｃ
が
収
集
す
る
芸
術
作
品
を
収
蔵
・
展
示
す
る
大
規
模
な
「
戦

争
記
念
館
」
の
建
造
計
画
も
持
ち
上
が
り
、
そ
の
建
物
に
合
わ
せ
て
、
予
め
サ
イ
ズ
を
決
め
た
う
え
で
画

家
に
制
作
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
サ
イ
ズ
は
、
ロ
ン
ド
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
所
蔵
の

初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
で
あ
る
ウ
ッ
チ
ェ
ロ
（Paolo U

ccello, 1397-1475

）
の
〈
サ
ン
・
ロ
マ
ー

ノ
の
戦
い
〉（c.1438-1440

）
の
大
き
さ
、
す
な
わ
ち182.8 

× 317.5 cm

が
戦
闘
シ
ー
ン
に
最
も

相
応
し
い
と
の
見
解
か
ら
、
こ
れ
を
基
準
と
す
る
大
き
な
画
面
で
統
一
し
よ
う
と
決
ま
っ
た
と
い
う
（
縦

寸
の
み
揃
え
た
少
し
幅
の
狭
い
も
の
も
許
容
さ
れ
て
い
る
）。
ま
た
、
記
念
館
の
中
央
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
掛

け
る
た
め
の
、
さ
ら
に
巨
大
な
「
ス
ー
パ
ー
絵
画
」
と
称
さ
れ
る
油
彩
画
も
サ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
含
め
４
名

の
「
大
家
」
に
発
注
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（　

　11
）。

　

当
然
な
が
ら
こ
う
し
た
大
作
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ベ
ル
ギ
ー
の
激
戦
地
現
場
で
制
作
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
画
家
た
ち
は
「
ス
ケ
ッ
チ
旅
行
」
と
し
て
戦
地
に
赴
き
、
イ
ギ
リ
ス
本
国
の
自
分
の
ア
ト
リ
エ
に

ス
ケ
ッ
チ
を
持
ち
帰
っ
て
大
き
な
油
彩
画
制
作
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。
Ｎ
Ｅ
Ａ
Ｃ
の
画
家
た
ち
の
作

品
に
関
し
て
は
、
印
象
を
そ
の
場
で
描
き
と
め
る
印
象
派
の
瞬
時
性
は
当
然
損
な
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ

の
代
わ
り
に
、
パ
リ
印
象
派
に
は
な
い
、
美
術
史
的
伝
統
と
の
よ
り
濃
厚
な
接
続
が
試
み
ら
れ
、
そ
れ
が

ロ
ン
ド
ン
印
象
派
独
自
の
表
現
獲
得
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
の
参
照
は
ウ
ッ

チ
ェ
ロ
作
品
の
サ
イ
ズ
と
の
関
わ
り
だ
け
で
な
く
、
サ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
〈
毒
ガ
ス
を
浴
び
て
〉
が
、
ピ
ー

テ
ル
・
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
（Pieter Brueghel the Elder, 1525-1569

）
の
〈
盲
人
の
寓
話
（
盲
人
が

盲
人
を
手
引
き
す
る
）〉（1568

）
を
参
照
し
た
も
の
だ
と
い
う
の
は
す
ぐ
に
分
か
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

ポ
ス
ト
印
象
派
の
若
手
画
家
た
ち
の
作
品
は
、
す
で
に
写
実
と
は
程
遠
く
、
大
胆
な
構
図
構
成
と
デ
フ
ォ

ル
メ
に
よ
っ
て
そ
の
画
面
が
作
り
こ
ま
れ
、
細
部
を
廃
し
た
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
抽
象
化
を
実
現
さ
せ
て

い
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
作
品
も
、
Ｂ
Ｗ
Ｍ
Ｃ
の
狙
い
通
り
、
英
国
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
の
最
高
傑
作
と
な
っ

て
い
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

Ｂ
Ｗ
Ｍ
Ｃ
は
、
い
わ
ゆ
る
大
家
の
作
品
は
一
点
を
三
〇
〇
ポ
ン
ド
で
発
注
し
て
買
上
げ
、
若
手
画
家
た

ち
は
年
間
三
〇
〇
ポ
ン
ド
で
雇
用
す
る
形
を
と
っ
た
。
さ
ら
に
、
画
家
た
ち
に
制
作
の
た
め
の
材
料
と
場

所
と
時
間
を
与
え
る
こ
と
も
彼
ら
は
忘
れ
な
か
っ
た
。
特
に
若
手
画
家
た
ち
は
、
Ｉ
Ｗ
Ｍ
か
ら
も
す
で
に

戦
争
画
家
と
し
て
任
命
さ
れ
戦
地
に
い
る
者
も
多
か
っ
た
た
め
、
Ｂ
Ｗ
Ｍ
Ｃ
は
、
自
分
た
ち
が
指
名
し
た

若
手
画
家
た
ち
を
戦
線
か
ら
解
放
し
て
帰
国
さ
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
書
を
提
出
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ヒ
ル
は
、
Ｂ
Ｗ
Ｍ
Ｃ
の
眼
中
に
無
い
。
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
、
Ｂ
Ｗ
Ｍ
Ｃ

の
芸
術
家
リ
ス
ト
に
名
が
挙
が
る
に
は
、
未
だ
あ
ま
り
に
若
く
、
美
術
界
で
は
全
く
無
名
の
存
在
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
「
最
初
」
の
、
し
か
も
「
最
年
少
」
の
公
式
従
軍
画
家
で

あ
り
、
軍
の
戦
略
会
議
の
た
め
の
資
料
と
し
て
、
ま
た
Ｉ
Ｗ
Ｍ
の
記
録
収
集
に
と
っ
て
は
、
そ
の
正
確
な

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
が
非
常
に
重
宝
が
ら
れ
た
の
だ
っ
た
が
、
芸
術
と
し
て
の
価
値
を
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は

（
11
）

M
eirion H

arries, Susie H
arries, The 

W
ar Artists: British O

fficial W
ar Art 

of the Tw
entieth Century, M

ichael 
Joseph; Im

perial W
ar M

useum
; Tate 

G
allery ,London, 1983, pp.124-128.

【
図
３
】

【
図
４
】

【
図
５
】

John Singer Sargent 〈Gassed〉 1919,  
oil on canvas, 231.0×611.0cm, IWM London
https://www.iwm.org.uk/collections/item/
object/23722 (2019.11.25)

Wyndham Lewis 〈Battery Shelled〉 1919,
oil on canvas, 182.8 ｘ ×317.5cm,  IWM London
https://www.iwm.org.uk/collections/item/
object/16688（2019.11.25.)

Paul Nash 〈The Menin Road〉 1919, 
oil on canvas, 182.8×317.5cm, IWM London
https://www.iwm.org.uk/collections/item/
object/20087（2019.11.25.)
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な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
休
戦
協
定
（
一
九
一
八
年
一
一
月
）
以
後
も
数
か
月
は
戦
闘
状
態
が
続

い
た
た
め
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
「
唯
一
最
後
ま
で
戦
地
に
い
た
公
式
従
軍
画
家
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

国
家
か
ら
の
依
頼
で
大
き
な
油、

、

、
彩
画
を
描
い
て
い
る
画
家
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は

も
し
か
す
る
と
知
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
戦
中
に
帰
国
し
て
の
制
作
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
エ
イ

ド
リ
ア
ン
は
夜
間
な
ど
時
間
を
見
つ
け
て
は
、
野
営
テ
ン
ト
や
兵
員
宿
舎
で
油
彩
画
の
制
作
も
試
み
て
い

た
よ
う
だ
。
戦
闘
中
に
描
い
た
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
拡
大
し
て
油
彩
に
描
き
な
お
す
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、

Ｂ
Ｗ
Ｍ
Ｃ
指
名
画
家
た
ち
の
よ
う
な
油
彩
制
作
の
た
め
の
補
償
も
援
助
も
な
い
状
態
で
、
し
か
も
戦
地
で

描
く
の
で
あ
る
か
ら
、
作
品
は
ポ
ー
タ
ブ
ル
な
サ
イ
ズ
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
し
か
も
十
分
な
制
作
時
間

も
確
保
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

だ
が
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
、
戦
時
に
大
金
を
芸
術
に
投
じ
す
ぎ
だ
と
の
理
由
か
ら
、
Ｂ
Ｗ
Ｍ
Ｃ
は
政

府
内
で
強
い
反
発
に
あ
い
、「
戦
争
記
念
館
計
画
」
も
ろ
と
も
頓
挫
し
て
し
ま
う
。
も
と
も
と
エ
イ
ド
リ

ア
ン
を
雇
用
し
て
い
た
Ｉ
Ｗ
Ｍ
の
「
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
収
集
」
の
方
針
と
、Ｂ
Ｗ
Ｍ
Ｃ
の
「
芸
術
至
上
主
義
」

は
、
方
向
性
の
違
い
か
ら
反
目
し
あ
っ
て
い
た
た
め
、
芸
術
家
を
奪
い
合
う
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
た
の

だ
っ
た
が
、
Ｂ
Ｗ
Ｍ
Ｃ
が
解
散
し
た
あ
と
、
そ
の
全
権
は
、
収
集
し
た
芸
術
作
品
と
と
も
に
Ｉ
Ｗ
Ｍ
に
移

譲
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
業
務
移
行
を
行
う
た
め
に
、
Ｂ
Ｗ
Ｍ
Ｃ
で
委
員
長
を
務
め
て
い
た
ア
ル

フ
レ
ッ
ド
・
ヨ
ッ
ク
ニ
ー
（Alfred Yockney, 1878-1963
）
が
一
九
一
九
年
一
月
に
Ｉ
Ｗ
Ｍ
に
移
籍

し
た
。The Art Journal 

の
編
集
長
も
務
め
た
こ
の
美
術
界
の
重
鎮
が
Ｉ
Ｗ
Ｍ
の
所
属
に
な
っ
て
間
も

な
い
頃
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
（
お
そ
ら
く
こ
れ
を
好
機
だ
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
）、
戦
地
で
描
い
た
油
彩

画
二
点
を
「
見
本
」
と
し
て
Ｉ
Ｗ
Ｍ
に
送
り
届
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ヨ
ッ
ク
ニ
ー
か
ら
戦
地
に
届
い

た
返
信
は
実
に
冷
た
い
も
の
だ
っ
た
。「
委
員
会
は
あ
な
た
の
油
彩
画
に
好
意
的
な
印
象
を
持
て
な
か
っ

た
」
そ
し
て
「
あ
な
た
は
将
来
的
に
も
記
録
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
だ
け
を
続
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
（　

　 12
）」。

　

エ
イ
ド
リ
ア
ン
が
兵
役
を
終
え
て
よ
う
や
く
帰
国
し
た
の
は
、
そ
の
年
の
三
月
。
お
り
し
も
、
事
後
の

「
記
録
」
に
は
、ど
ん
な
写
実
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
よ
り
も
正
確
な
「
写
真
」
が
重
用
さ
れ
は
じ
め
、記
録
ド
ロ
ー

イ
ン
グ
自
体
が
無
用
の
長
物
と
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
、
す
ぐ
に
国
立
美
術
学
校
で
あ
る

ロ
イ
ヤ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
・
オ
ブ
・
ア
ー
ト
に
入
学
し
な
お
す
。
記
録
者
と
し
て
で
は
な
く
、
プ
ロ
の
芸
術

家
と
し
て
身
を
立
て
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
当
時
の
ロ
イ
ヤ
ル
・
カ
レ
ッ
ジ
・
オ
ブ
・
ア
ー
ト

は
、先
鋭
的
な
芸
術
家
の
輩
出
よ
り
む
し
ろ
美
術
教
師
の
養
成
に
力
を
入
れ
て
い
た
（　

　13
）。
こ
れ
が
後
の
、

彼
の
「
芸
術
療
法
」
や
「
Ｂ
Ｂ
Ｃ
タ
レ
ン
ト
画
家
」
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
に
つ
な
が
っ
て
い
く
わ
け
だ
が
、

と
に
か
く
も
、
こ
こ
で
の
学
び
で
は
、
従
軍
時
代
の
ブ
ラ
ン
ク
を
埋
め
て
「
前
衛
芸
術
」
に
追
い
つ
く
こ

と
は
つ
い
に
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　

卒
業
後
、
彼
は
ロ
ン
ド
ン
の
ホ
ー
ン
ジ
ー
美
術
学
校
と
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
美
術
学
校
で
教
鞭
を
執

り
つ
つ
、
様
々
な
美
術
家
協
会
に
名
を
連
ね
て
い
く
。
一
九
二
六
年
に
Ｒ
Ｂ
Ａ
（The Royal Society 

of British Artists

）、
二
八
年
に
Ｒ
Ｉ
（The Royal Institute of Painters in W

ater Colours

）、

二
九
年
にRO

I

（The Royal Institute of O
il Painters

）、
三
一
年
に
Ｓ
Ｇ
Ｆ
Ａ
（The Society 

of G
raphic Art

）
…
。
ま
る
で
所
属
協
会
の
略
号
の
羅
列
が
芸
術
家
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
と
い
わ

ん
ば
か
り
で
あ
る
。

　

Ｉ
Ｗ
Ｍ
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ヒ
ル
の
作
品
の
う
ち
、
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
に
油
彩
で
描
か

れ
た
「
絵
画
」
は
、
た
っ
た
一
点
し
か
な
い
。〈
ガ
ヴ
レ
ル
の
塹
壕
の
中
〉【
図
６
】
と
題
さ
れ
た
そ
の
制

作
年
は
一
九
二
七
年
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
一
七
年
、
従
軍
時
代
に
現
地
で
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
（
も
ち

ろ
ん
Ｉ
Ｗ
Ｍ
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
）【
図
７
】
を
、
一
〇
年
後
に
、
自
分
で
大
き
く
油
彩
で
描
き
な
お
し

た
も
の
だ
。
そ
れ
は
、
館
や
国
に
よ
っ
て
買
い
上
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
画
家
本
人
か
ら
の
寄
贈
で

あ
る
旨
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
。
が
、
そ
れ
は
Ｉ
Ｗ
Ｍ
の
収
蔵
庫
に
ず
っ
と
保
管
さ
れ
た
ま
ま
、
現
在
ま

で
お
そ
ら
く
滅
多
に
（
も
し
か
す
る
と
全
く
）
展
覧
会
場
に
は
飾
ら
れ
ず
、
ま
た
、
後
年
に
Ｉ
Ｗ
Ｍ
か
ら

出
版
さ
れ
た
数
々
の
戦
争
美
術
の
図
録
や
解
説
本
に
も
今
ま
で
一
度
た
り
と
も
掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
な

い
。

（
12
）

A
lfred Yockney, letter to A

drian 
H

ill, 27 February, IW
M

 D
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file:74/3 part 
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（
13
）

R
oyal C

ollege of A
rt, R

ob
ert 

U
pstone on Teaching Art for M

odern 
Tim

es:175 Years of D
esign at the RCA

h
ttp

s://w
w

w
.rca.ac.u

k/m
o

re/
ab

o
u

t-rca/o
u

r-h
isto

ry/1
7

5
th

-
anniversary/175th-anniversary-
interview

-series-part3/ (2016.10.10)

【
図
６
】

【
図
７
】

Adrian Hill 〈Interior Of A Dug-out At 
Gavrelle〉 1927, oil on canvas, 55.2×
72.3cm, IWM London
https://www.iwm.org.uk/collections/
item/object/13009（2019.11.25.)

Adrian Hill 〈The Interior Of A Dug-out : 
Gavrelle〉 1917, ink and wash on paper, 
30.4×43.1cm, IWM London
https://www.iwm.org.uk/collections/item/
object/12889（2019.11.25.)
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芸
術
療
法
の
生
み
の
親
？

　

と
こ
ろ
で
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
パ
リ
か
ら
ロ
ン
ド
ン
に
本
格
的
に
移
入
さ
れ
た
の
は
一
九
三
五
年

で
あ
る
。イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ガ
ス
コ
イ
ン(D

avid G
ascoyne, 1916-2001)

に
よ
る「
第

一
次
イ
ギ
リ
ス
・
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言
」
に
応
じ
て
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
イ
ギ
リ
ス
支
部
が
結

成
さ
れ
、
翌
一
九
三
六
年
に
は
ロ
ン
ド
ン
の
バ
ー
リ
ン
ト
ン
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
「
第
一
回
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
国
際
展
」
が
開
催
さ
れ
た
。
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
、
そ
の
正
式
な
メ
ン
バ
ー
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、

フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
論
を
基
盤
と
し
て
人
間
の
深
層
に
あ
る
心
理
を
表
出
す
る
と
い
う
当
時
の
シ
ュ
ル
レ

ア
リ
ス
ト
ら
の
主
張
は
、
従
来
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
ら
の
前
衛
に
み
ら
れ
た
フ
ォ
ル
ム
の
描
出
方
法
の
刷
新
で

は
な
く
、
主
題
内
容
に
お
け
る
新
傾
向
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
た
め
か
、
比
較
的
保
守
派
の
ま
ま
で

い
た
エ
イ
ド
リ
ア
ン
の
画
面
に
も
、
そ
の
影
響
が
表
れ
始
め
る
。

　

そ
ん
な
時
期
、第
二
次
世
界
大
戦
も
目
前
に
迫
っ
た
一
九
三
八
年
に
、彼
は
肺
結
核
の
た
め
ミ
ッ
ド
ハ
ー

ス
ト
に
あ
る
キ
ン
グ
・
エ
ド
ワ
ー
ド
七
世
療
養
所
で
長
期
の
入
院
治
療
が
必
要
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
美

術
教
師
の
職
は
辞
す
他
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
場
所
で
「
芸
術
療
法
」
が
生
み
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
だ
。
た
だ
し
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ヒ
ル
の
芸
術
療
法
は
、
決
し
て
「
医
療
行
為
」（
セ
ラ
ピ
ー
）
と

し
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。　
　

　

最
初
は
、
長
期
入
院
の
退
屈
し
の
ぎ
に
、
彼
が
個
人
的
に
ベ
ッ
ド
で
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
し
た
と
い
う
だ

け
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
手
術
後
で
横
臥
姿
勢
か
ら
動
け
な
い
ま
ま
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
の
シ
ク
ラ
メ
ン
の
鉢
を

た
だ
ず
っ
と
見
続
け
る
し
か
な
か
っ
た
と
き
、
座
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
そ
の
花
を
描
こ
う
と
決
意
し
た

こ
と
に
始
ま
る
。
完
成
し
た
そ
の
水
彩
と
ク
レ
ヨ
ン
に
よ
る
絵
は
、
自
然
主
義
の
写
実
で
は
な
い
。
実
景

を
写
生
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。【
図
８
】
と
い
う
の
も
、
よ
う
や
く
動
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き

花
は
枯
れ
て
無
く
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
画
面
に
描
か
れ
た
の
は
、
じ
っ
と
凝
視
す
る
自
分
自
身
の
異

様
な
目
と
、
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
シ
ク
ラ
メ
ン
、
想
念
の
流
れ
の
可
視
化
な
の
か
曲
線
的
に
流
れ
る
ス
ト

ラ
イ
プ
を
は
じ
め
全
体
に
捻
じ
曲
げ
ら
れ
た
よ
う
な
空
間
。
す
べ
て
が
記
憶
に
よ
る
心
象
風
景
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
戯
画
っ
ぽ
く
説
明
的
な
イ
ラ
ス
ト
と

い
う
べ
き
安
直
な
デ
ザ
イ
ン
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。
と
は
い
え
、こ
う
し
た
気
軽
で
没
頭
で
き
る「
手

作
業
」
と
し
て
の
制
作
の
お
か
げ
で
、退
屈
き
わ
ま
り
な
い
入
院
生
活
が
精
神
的
に
救
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

退
院
後
も
外
来
通
院
し
て
い
た
彼
は
、
医
師
か
ら
「
励
ま
し
て
や
っ
て
ほ
し
い
」
と
、
あ
る
入
院
患
者

を
紹
介
さ
れ
、
美、

術、

教、

師、

と、

し、

て、

絵
を
教
え
に
行
き
始
め
る
。
テ
レ
ビ
な
ど
無
い
時
代
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
「
病
室
で
の
娯
楽
」
は
み
る
み
る
広
が
り
、
教
授
法
に
長
け
た
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
、
手
押
し
車
に
画
材

を
乗
せ
て
病
室
か
ら
病
室
へ
と
手
ほ
ど
き
し
て
回
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
不、

思、

議、

な、

こ、

と、

に、

描
画

行
為
が
患
者
の
回
復
を
早
め
る
こ
と
に
医
師
た
ち
が
気
づ
き
は
じ
め
た
の
だ
っ
た
（　

　14
）。「
憂
さ
晴
ら
し
」

と
し
て
の
「
趣
味
の
美
術
教
室
」
あ
る
い
は
「
描
画
ご
っ
こ
」
が
、
結
果
的
に
治
療
を
補
佐
す
る
も
の
だ

と
分
か
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
偶
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
療
養
所
で
は
、
一
九
三
九
年
か
ら
「
作
業
療
法(O

ccupational 
Therapy) 

」
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
一
九
四
一
年
頃
に
は
、
負
傷
兵
に
、
実
用
品
の
工
作
を
さ
せ

て
効
果
を
あ
げ
始
め
て
い
た
。
そ
の
作
業
療
法
士
か
ら
、
実
用
品
に
無
関
心
な
患
者
に
絵
を
や
ら
せ
て
は

ど
う
か
と
相
談
さ
れ
て
試
み
始
め
る
。
そ
の
頃
か
ら
、エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
自
分
の
活
動
を「
芸
術
療
法（Art 

Therapy

）」
と
呼
び
始
め
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
傷
病
兵
は
す
ぐ
に
完
治
し
て
戦
場
に
戻
っ
て
し

ま
う
（　

　 15
）。
エ
イ
ド
リ
ア
ン
の
「
美
術
教
室
」
は
、
本
人
が
「
上
手
く
」
描
け
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に

練
習
の
時
間
が
必
要
な
「
絵
画
教
室
」
な
の
だ
か
ら
、
や
は
り
長
期
療
養
の
結
核
患
者
向
き
で
あ
る
よ
う

だ
。
そ
も
そ
も
エ
イ
ド
リ
ア
ン
本
人
は
、
自
在
に
描
画
す
る
ス
キ
ル
を
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
好
き
な

も
の
を
好
き
な
だ
け
存
分
に
描
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ス
ト
レ
ス
の
発
散
に
な
っ
た
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
絵
心
の
な
い
患
者
た
ち
が
そ
う
な
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
最
小
限
の
基
礎
、「
シ
ン

プ
ル
な
遠
近
法
」
や
「
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
簡
単
な
原
則
」
は
学
ぶ
必
要
が
あ
る
（　

　 16
）。
そ
れ
は
、
美

術
教
師
で
あ
っ
た
エ
イ
ド
リ
ア
ン
に
と
っ
て
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

【
図
８
】

（
14
）

A
drian H

ill, A
rt Versus Illness; A 

Story O
f Art Therapy, G

eorge Allen &
 

U
nw

in, London, 1945, pp.13-29.

Adrian H
ill  〈Abstract still life

〉 1938,  
w

atercolour and crayon, 29.0

× 
22.0cm

, Private Collection

https://w
w

w
.invaluable.com

/auction-
lot/adrian-hill-british-1895-1977-
abstract-still-27-c-49eb21bfff#

（2019.11.25.)

（
15
）

Ibid., p.26.

（
16
）

Ibid.,p.38.
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や
が
て
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
自
分
の
「
芸
術
療
法
」
を
組
織
化
し
普
及
す
る
こ
と
に
専
心
し
は
じ
め

る
。
元
々
美
術
に
全
く
無
関
心
だ
っ
た
患
者
た
ち
に
「
美
術
」
の
「
楽
し
み
」
を
分
か
ら
せ
る
こ
と
、
そ

れ
が
最
初
の
仕
事
と
な
る
。
い
き
な
り
無
関
心
な
人
間
に
絵
を
描
か
せ
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
「
鑑
賞
」

の
楽
し
み
を
伝
え
る
べ
く
、
彼
は
複
製
写、

、真
の
力
を
借
り
は
じ
め
た
。「
名
画
」
の
複
製
写
真
を
用
い
た

レ
ク
チ
ャ
ー
と
、
病
室
や
病
院
内
の
壁
面
へ
の
名
画
の
複
製
写
真
の
展
示
で
あ
る
。
こ
の
「
治
療
に
役
立

つ
美
術
教
育
」
に
、
賛
同
し
協
力
を
申
し
出
て
来
た
の
が
イ
ギ
リ
ス
赤
十
字
社
だ
っ
た
。
そ
の
働
き
で
、

一
九
四
三
年
に
は
「
名
画
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
が
発
足
す
る
。
赤
十
字
社
の
職
員
が
簡
単
な
解
説
を
行
う
講

師
と
な
り
、
定
期
的
に
複
製
画
を
持
っ
て
病
院
を
巡
回
す
る
の
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
館

長
や
コ
ー
ト
ル
ー
ド
研
究
所
長
等
々
が
複
製
写
真
の
提
供
を
申
し
出
た
。
や
が
て
病
院
の
壁
面
に
は
中
身

を
交
換
で
き
る
一
定
の
大
き
さ
の
フ
レ
ー
ム
が
設
置
さ
れ
、
中
の
写
真
が
赤
十
字
の
職
員
に
よ
っ
て
定
期

的
に
交
換
さ
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
一
九
五
〇
年
ま
で
に
は
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
病
院
が
一
九
五
棟
に
も
な
っ
た
と
い
う
（　

　17
）。
い
わ
ゆ
る
鑑
賞
教
育
か
ら
入
り
、
美
術
に
関

心
を
持
た
せ
、
制
作
に
向
か
わ
せ
る
と
い
う
こ
の
方
法
は
、
現
在
我
々
が
知
る
「
芸
術
療
法
」
と
は
全
く

か
け
離
れ
て
お
り
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
「
美
術
教
育
」
そ
の
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
が
患
者
に
提
示
し
た
「
名
画
」
が
、
伝
統
的
・
美
術
史
的
な
写
実
絵
画
で

は
な
く
、モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
が
多
か
っ
た
こ
と
は
留
意
す
べ
き
点
だ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
美
術
に
関
心
を
持
っ

て
こ
な
か
っ
た
患
者
の
場
合
、
抽
象
的
な
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
よ
り
も
写
実
絵
画
の
ほ
う
が
「
分
か
り
や
す

い
」
し
「
親
し
み
や
す
い
」
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
あ
え
て
そ
う
し
な
か
っ
た
。
む
し

ろ
、
カ
メ
ラ
の
発
明
が
写
実
絵
画
を
枯
渇
さ
せ
た
さ
ま
を
語
り
（
そ
れ
は
彼
が
身
を
持
っ
て
思
い
知
ら
さ

れ
た
こ
と
だ
っ
た
）、「
自
然
に
対
し
て
忠
実
で
あ
る
こ
と
」
は
、
も
は
や
唯
一
の
価
値
で
は
な
い
と
強
調

す
る
の
で
あ
る
（　

　18
）。
さ
ら
に
、
今
や
抽
象
が
当
た
り
前
の
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
の
時
代
で
あ
り
、
目
に

見
え
る
物
を
歪
め
て
描
く
の
が
「
こ
の
時
代
の
特
質
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
患
者
も
、
自
分
が
下
手
だ
か

ら
だ
と
か
、
神
経
症
の
せ
い
で
歪
む
の
だ
と
か
と
考
え
る
必
要
は
全
く
無
い
、
好
き
に
描
け
ば
良
い
の
だ
、

と
伝
道
し
て
歩
い
た
の
だ
っ
た
（　

　19
）。（
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
前
衛
作
家
ら
の
デ
フ
ォ
ル
メ
を
、
素
人
描
画
の

歪
み
と
同
一
視
す
る
か
の
よ
う
な
語
り
は
い
か
が
な
も
の
か
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
。）

　

エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
、
新
聞
や
雑
誌
に
し
ば
し
ば
記
事
を
送
り
、
病
院
内
で
大
々
的
な
展
覧
会
を
開
催
し
、

あ
る
い
は
病
院
・
療
養
所
な
ど
施
設
対
抗
の
コ
ン
ペ
を
立
ち
上
げ
る
な
ど
、
広
報
普
及
活
動
に
も
余
念
が

な
か
っ
た
。す
ぐ
に
大
き
な
話
題
と
な
っ
て
人
々
の
期
待
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
、ま
た
こ
の
経
緯
は
様
々

な
事
例
作
品
と
と
も
に
二
冊
の
著
書
に
ま
と
め
ら
れ
出
版
さ
れ
た
。

　

美
術
専
門
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
は
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
自
身
の
作
品
は
酷
評
さ
れ
る
か
無
視
さ
れ
る
ば

か
り
で
、
相
変
わ
ら
ず
芸
術
家
と
し
て
の
評
価
は
得
ら
れ
ぬ
ま
ま
だ
っ
た
（　

　20
）
も
の
の
、
彼
の
働
き

か
け
に
よ
っ
て
、
一
九
六
四
年
に
は
、
英
国
芸
術
療
法
士
協
会
（the British Association of Art 

Therapists

、
以
下
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｔ
）
の
設
立
が
か
な
い
、
彼
は
ま
ず
副
会
長
と
な
り
、
の
ち
に
は
会
長
に
就

任
し
、
一
九
七
七
年
に
生
涯
を
閉
じ
る
ま
で
、
役
員
と
し
て
の
地
位
を
維
持
し
た
の
だ
っ
た
（　

　 21
）。

Ｂ
Ｂ
Ｃ
テ
レ
ビ
の
タ
レ
ン
ト
画
家

　

こ
う
し
て
経
緯
を
見
て
く
る
と
、エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ヒ
ル
が
Ｂ
Ｂ
Ｃ
放
送
の
大
衆
向
け
テ
レ
ビ
番
組
「
ス

ケ
ッ
チ
・
ク
ラ
ブ
」
の
タ
レ
ン
ト
画
家
に
な
っ
た
の
は
、
彼
が
病
室
で
行
っ
て
い
た
描
画
指
導
を
テ
レ
ビ

電
波
に
乗
せ
た
だ
け
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、
一
九
五
五
年
に
始
ま
り
一
九
六
二
年
ま
で
継
続

さ
れ
る
人
気
番
組
と
な
っ
た
。
一
〇
代
の
子
供
向
け
と
し
て
放
映
さ
れ
て
は
い
た
が
、
大
人
の
フ
ァ
ン
も

多
か
っ
た
と
い
う
。
午
後
五
時
半
か
ら
六
時
ま
で
の
三
〇
分
間
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
間
に
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン

は
毎
回
三
〜
四
枚
の
作
品
を
仕
上
げ
て
見
せ
た
。
主
に
木
炭
画
に
よ
る
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
ハ
イ
ラ
イ
ト
を

入
れ
て
仕
上
げ
る
形
だ
っ
た
と
い
う
（　

　 22
）。
た
だ
、
番
組
は
健
康
な
一
般
人
に
向
け
た
明
ら
か
な
「
教

育
番
組
」
で
あ
っ
て
、「
セ
ラ
ピ
ー
（
治
療
）」
的
な
要
素
は
微
塵
も
感
じ
さ
せ
な
い
。【
図
９
】

　
「
芸
術
療
法
」
で
す
っ
か
り
時
の
人
と
な
っ
て
い
た
エ
イ
ド
リ
ア
ン
に
テ
レ
ビ
局
が
目
を
付
け
た
こ
と

（
17
）
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）
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A
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が
事
の
始
ま
り
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
実
は
エ
イ
ド
リ
ア
ン
が
こ
の
方
面
に
傾
倒
し
始
め
た
の
に
は
別

の
事
情
が
あ
っ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
娯
楽
と
し
て
の
テ
レ
ビ
の
急
速
な
普
及
に
よ
っ
て
、
長
期
入
院
患
者
に
芸
術

に
よ
る
「
暇
つ
ぶ
し
」
が
不
要
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
記
録
ス
ケ
ッ
チ
制
作
者
の
役
目
を
写
真
に
奪
わ

れ
た
彼
が
、
名
画
の
複
製
写、

、真
で
「
芸
術
療
法
」
に
向
か
っ
た
よ
う
に
、
病
室
で
の
気
晴
ら
し
の
役
目
を

テ
レ
ビ
に
奪
わ
れ
た
彼
が
、
今
度
は
テ
レ
ビ
出
演
に
よ
っ
て
「
絵
画
教
室
」
を
続
行
し
た
わ
け
だ
。
な
ん

と
も
皮
肉
な
話
し
で
あ
る
。
彼
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
、
そ
の
時
代
の
転
換
に
翻
弄
さ
れ
続
け
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
は
、「
芸
術
療
法
」
自
体
の
様
変
わ
り

で
あ
っ
た
ろ
う
。
す
で
に
一
九
四
〇
年
の
イ
ギ
リ
ス
医
療
雑
誌
に
は
、
ユ
ン
グ
派
の
精
神
科
医
が
患
者
の

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
分
析
的
に
解
釈
し
、
そ
れ
を
治
療
に
活
か
し
て
成
果
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
が
大
き
く

紹
介
さ
れ
て
お
り
（　

　 23
）、
ま
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ナ
ウ
ム
ブ
ル
ク
（M

argaret N
aum

burg, 1890-
1983

）
が
臨
床
心
理
学
ベ
ー
ス
の
「
芸
術
療
法
」
を
始
動
さ
せ
て
い
た
。

　

エ
イ
ド
リ
ア
ン
も
こ
う
し
た
動
向
に
は
早
く
か
ら
気
づ
い
て
い
た
ら
し
く
、
一
九
五
一
年
の
著
作
の
な

か
で
「
患
者
の
作
品
は
美
的
な
基
準
で
だ
け
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
心
理
学
的
な
診
断
の
た

め
の
意
義
な
ど
ま
ず
無
い
と
私
は
確
信
し
て
い
る
」
と
語
り
、
病
に
苦
し
ん
で
い
る
の
は
「
患
者
」
で
あ

る
か
か
ぎ
り
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
訴
え
が
描
画
に
現
れ
る
の
も
当
然
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る

が
、そ
れ
を
価
値
基
準
に
し
て
作
品
を
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
、と
強
く
主
張
し
て
い
た
（　

　 24
）。
し
か
し
、

彼
が
役
員
を
務
め
る
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｔ
の
内
部
で
も
、
そ
の
設
立
当
初
か
ら
精
神
科
医
療
や
臨
床
心
理
学
に
立
脚

す
る
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
「
ア
ー
ト
」
よ
り
も
「
セ
ラ
ピ
ー
」
に
重
点
を
置
く
者
た
ち
が
エ
イ
ド
リ
ア
ン

ら
美
術
家
／
美
術
教
師
陣
と
こ
と
ご
と
く
対
立
し
て
い
た
。
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｔ
で
は
、
そ
の
学
術
的
な
研
究
の
進

展
と
と
も
に
、
実
践
者
す
な
わ
ち
芸
術
療
法
士
の
地
位
と
待
遇
の
向
上
を
目
指
し
、
国
家
資
格
化
に
向
け

て
動
い
て
い
た
た
め
、実
践
に
は
明
確
な
「
治
療
効
果
」
が
エ
ビ
デ
ン
ス
と
し
て
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
（　

　 25
）。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｔ
内
で
、
す
っ
か
り
発
言
力
も

統
率
力
も
無
い
、
名
ば
か
り
の
役
員
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
芸
術
療
法
」
の
世

界
に
、
も
う
彼
の
居
場
所
は
無
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

結
核
を
患
う
よ
り
前
の
一
九
三
六
年
、
美
術
教
師
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
ヒ
ル
は
、
一
冊
の
美
術
教
本
を
出

版
し
て
い
る
。O

n D
raw

ing And Painting Trees 

と
題
さ
れ
た
そ
れ
（　

　 26
）
は
、
五
〇
年
代
・
六
〇

年
代
に
Ｂ
Ｂ
Ｃ
関
連
書
籍
と
し
て
次
々
と
出
版
し
た
薄
っ
ぺ
ら
な
大
衆
本
と
は
少
々
趣
き
を
異
に
し
て
い

る
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
影
響
も
未
だ
感
じ
さ
せ
な
い
。
第
一
章
に
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
の
美
術
史
上
の

名
画
に
見
ら
れ
る
樹
木
の
描
き
方
の
解
説
を
配
し
、
印
象
派
、
ゴ
ッ
ホ
と
い
っ
た
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
の
作

中
に
描
か
れ
た
木
の
描
き
方
の
紹
介
、
そ
し
て
従
軍
時
代
か
ら
森
の
木
々
を
特
に
好
ん
で
描
い
た
彼
ら
し

く
、油
彩
で
、水
彩
で
、木
を
描
く
際
の
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
や
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
つ
ぶ
さ
に
語
り
あ
げ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
は
、
彼
が
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
美
術
学
校
の
学
生
向
け
に
執
筆
し
た
教
科
書
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
扉
に
は
、
こ
ん
な
献
辞
が
書
か
れ
て
い
る
。

 

私
の
小
さ
な
息
子
ア
ン
ソ
ニ
ー
に
。

 

彼
の
木
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
は
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
な
ん
て
も
ん
じ
ゃ
な
い
！　

 

　

当
時
六
歳
だ
っ
た
そ
の
ア
ン
ソ
ニ
ー
が
、「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
だ
と
言
い
、「
父
の
話
し
は
し
た
く
な
い
」

と
言
う
の
は
、ち
ょ
う
ど
そ
れ
か
ら
八
〇
年
後
の
こ
と
に
な
る
。
最
後
ま
で
前
衛
芸
術
に
は
手
が
届
か
ず
、

「
芸
術
家
」
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
作
品
を
世
に
残
す
こ
と
も
な
く
、「
芸
術
療
法
の
生
み
の
親
」
と
は

名
ば
か
り
で
、
今
と
な
っ
て
は
「
芸
術
療
法
士
」
だ
っ
た
と
も
言
い
難
い
父
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
。
し
か
も

(

23)
W

alter Langdon-Erow
n, M

.D
.,"A

 Key 
To Psychic Conflicts," in: The British 
M

edical Journal, M
ay 18, 1940, 

pp.822-823.

(

24)
A

drian H
ill, Painting O

ut Illness, 
op.cit., pp.75-76.

(

25)
D

. W
aller, op.cit., pp.45ff

(

26)
Adrian H

ill, O
n D

raw
ing And Painting 

Trees, Sir Isaac Pitm
an &

 Sons, LTD
., 

London, 1936,
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最
後
に
は
低
俗
と
の
誹
り
も
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
「
テ
レ
ビ
・
タ
レ
ン
ト
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
父

親
。
そ
れ
は
、
前
衛
芸
術
家
と
し
て
の
輝
か
し
い
業
績
を
誇
る
ア
ン
ソ
ニ
ー
に
と
っ
て
、
そ
の
息
子
で
あ

る
こ
と
を
秘
め
た
い
ほ
ど
ま
で
忌
む
べ
き
存
在
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
ん
な
父
へ
の
憎
悪

こ
そ
が
、
ア
ン
ソ
ニ
ー
が
前
衛
を
極
め
る
た
め
の
発
条
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
も
し
も
従
軍
画
家
に
な
ぞ
な
ら
な
け
れ
ば
、
否
、
戦
争
が
あ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
起
こ
ら
な
け

れ
ば
、
エ
イ
ド
リ
ア
ン
の
才
能
も
、
も
っ
と
別
様
に
開
花
し
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
息
子
に
愛
さ
れ

尊
敬
さ
れ
る
父
に
な
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
、
そ
ん
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
そ
う

い
え
ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
エ
イ
ド
リ
ア
ン
が
戦
地
か
ら
帰
国
し
た
の
が
一
九
一
九
年
。
今
年

は
ち
ょ
う
ど
百
年
目
に
あ
た
る
。）

本
研
究
は
、JSPS 

科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
課

題
番
号
：25284046

）「
芸
術
学
と
芸
術
療

法
の
共
有
基
盤
形
成
に
向
け
た
学
際
的
研
究
」

（
代
表
：
川
田
都
樹
子
）
に
よ
る
も
の
で
す
。

藤
枝
批
評
に
お
け
る
「
造
形
」
と
「
反
造
形
」
の
超
克
―
―
「
根
源
的
な
も
の
」

へ
の
志
向

要 

真
理
子

は
じ
め
に

　

衒
学
的
な
言
い
回
し
や
個
人
的
な
感
傷
な
ど
を
忌
み
嫌
い
、
作
品
を
精
査
し
た
う
え
で
批
評
を
行
う
美

術
批
評
家
藤
枝
晃
雄
（1936-2018

）
の
厳
格
な
態
度
は
、
し
ば
し
ば
「
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
」
と
呼
ば

れ
て
き
た
。
実
際
、
主
著
『
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
』
を
始
め
と
す
る
批
評
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
不
要

な
形
容
詞
は
一
切
用
い
ら
れ
ず
、
作
品
を
記
述
す
る
た
め
の
言
葉
が
吟
味
さ
れ
て
い
る
。
藤
枝
は
、
よ
く

あ
る
既
存
の
作
品
と
の
「
皮
相
な
類
似
の
指
摘
」
を
よ
し
と
せ
ず
、
単
体
と
し
て
の
作
品
に
注
視
し
比
較

対
象
と
の
「
相
違
を
み
と
ど
け
る
」（
１
）。
彼
は
精
神
分
析
的
な
解
釈
の
可
能
性
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

か
ら
の
影
響
を
事
実
と
し
て
は
扱
う
が
、
作
家
の
個
人
的
な
性
向
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
を
目
的
と
は
し
な

か
っ
た
し
、
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
に
追
随
す
る
こ
と
も
な
く
、
形
態
的
な
特
徴
か
ら
安
易
に
作
品
を
分
類
す
る

こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
藤
枝
の
批
評
家
と
し
て
の
経
歴
に
お
い
て
、
児
童
画
や
日
曜
画
家
に
関
す

る
言
及
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
―
―
マ
リ
ー
・
ロ
ー
ラ
ン
サ
ン
や
ラ
ウ
ル
・
デ
ュ
フ
ィ

を
批
判
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
―
―
当
時
、
伝
統
的
な
美
術
史
学
の
範
疇
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ア
メ
リ

（
１
）

藤
枝
晃
雄
『
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
』
東
信

堂
、
二
〇
〇
七
年
、p.433
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カ
ン
・
ナ
イ
ー
ヴ
や
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
の
作
品
を
彼
は
否
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

そ
れ
ら
の
特
性
を
「
造
形
的
」
と
「
反
造
形
的
」
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
位
置
づ
け
、
肯
定
的
に
論
じ
る
こ

と
さ
え
あ
っ
た
の
だ
。
時
折
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
傾
向
を
見
せ
る
氏
に
あ
っ
て
こ
れ
ら
の
態
度
は
い
さ
さ

か
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、藤
枝
が「
芸
術
に
お
け
る
形
式
的
と
は
無
関
係
で
非
正
統
的
」と
表
現
し
た「
生
の
芸
術
」（
２
）

や
「
未
知
な
る
分
野
」（
３
）
と
述
べ
た
ア
メ
リ
カ
の
素
朴
芸
術
を
題
材
と
し
て
二
〇
世
紀
に
発
表
さ
れ
た

さ
ま
ざ
ま
な
批
評
や
論
説
を
取
り
上
げ
る
。
次
い
で
、
そ
う
し
た
芸
術
に
対
す
る
藤
枝
自
身
の
態
度
を
検

討
し
、
そ
こ
か
ら
、
藤
枝
晃
雄
の
芸
術
観
の
深
奥
へ
と
考
察
を
進
め
て
み
た
い
（
４
）。

１
．「
生
ま
の
芸
術
」
へ
の
言
及
―
―
ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

　

藤
枝
が
「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
」
を
取
り
上
げ
た
論
説
と
い
え
ば
、
一
九
六
八
年
の
『
美
術
手
帖
』

特
集
企
画
「
現
代
美
術
の
巨
匠
」
が
思
い
浮
か
ぶ
。
こ
の
企
画
に
お
い
て
は
、
毎
月
、
藤
枝
、
宮
川
淳
、

東
野
芳
明
の
三
人
の
批
評
家
に
よ
っ
て
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
欧
米
の
作
家
が
一
人
ず
つ
取
り
上
げ
ら

れ
、
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
た
。
シ
リ
ー
ズ
初
回
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ

ロ
ッ
ク
で
あ
り
、
ロ
バ
ー
ト
・
ラ
ウ
シ
ェ
ン
バ
ー
グ
、
そ
し
て
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
こ
れ
に
続
い

た
。
雑
誌
刊
行
時
、
三
人
の
ア
メ
リ
カ
の
作
家
は
い
ず
れ
も
、
自
然
模
倣
（
再
現
描
写
）
の
伝
統
は
言
う

ま
で
も
な
く
、
印
象
派
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
の
文
脈
か
ら
も
大
き
く
逸
脱
し
た
新
し

い
表
現
の
典
型
と
し
て
日
本
で
も
周
知
さ
れ
始
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
四
人
目
に
登
場
し
た
の

が
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
（Jean D

ubuffet, 1901-1985

）
で
あ
っ
た
の
だ
。

特
集
号
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
は
、
た
と
え
藤
枝
が
自
ら
の
当
該
企
画
へ
の
関
与
を
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
犠

牲
」
と
称
し
て
い
た
に
せ
よ
（
５
）、『
美
術
手
帖
』
側
の
何
か
の
新
し
い
芸
術
の
地
平
を
提
供
し
よ
う
と
す

る
企
図
を
感
じ
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
四
人
目
に
ア
メ
リ
カ
の
作
家
で
は
な
い
、
し
か
も
デ
ュ
ビ
ュ
ッ

フ
ェ
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
芸
術
そ
の
も
の
の
意
義
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
い
る
と
も
思
わ
せ
る
。

（
２
）

藤
枝
「
現
代
美
術
の
巨
匠
・
４　

デ
ュ
ビ
ュ
ッ

フ
ェ
」『
美
術
手
帖
』、
二
九
六
号
、
一
九
六
八

年
四
月
、p.61. 

（
３
）

藤
枝
「
知
ら
れ
ざ
る
国
民
絵
画
」『
み
づ
ゑ
』、

一
九
七
〇
年
一
一
月
、
七
九
〇
号
、p.30. 

（
４
）

「
根
源
的
な
も
の
」
と
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｃ

　

・
ホ
ッ
ブ
ス
が
、「
ア
メ
リ
カ
現
代
美
術
の

巨
匠
た
ち
―
―
抽
象
表
現
主
義
の
形
成
期
」
展

に
寄
せ
た
論
稿
の
な
か
で
用
い
ら
れ
た
言
葉

で
あ
り
、
藤
枝
と
の
対
談
に
お
い
て
も
キ
ー

ワ
ー
ド
の
一
つ
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
藤

枝
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
後
の
芸
術
』
東
京
書
籍
、

二
〇
一
七
年
、pp.525-541. 

（
５
）

当
該
企
画
へ
の
参
加
に
関
し
て
は
、
以
下
に
言

及
が
あ
る
。「
抵
抗
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
―
―

藤
枝
晃
雄
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
」（
聞
き
手　

上
田

高
広
）

『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
後
の
芸
術
』、
二
〇
一
七
年
、

p.105.

デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
ア
ー
ト
の
射
程
範
囲
は
反
芸
術
を
謳
う
ダ
ダ
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
も
重
な
っ
て

い
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
ら
よ
り
ず
っ
と
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

振
り
返
れ
ば
、
一
九
五
一
年
の
「
サ
ロ
ン
・
ド
・
メ
東
京
」
と
呼
ば
れ
た
展
覧
会
で
は
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ

フ
ェ
の
作
品
は
フ
ラ
ン
ス
戦
後
美
術
の
一
傾
向
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
一
九
五
六
年

の
一
一
月
、
東
京
・
高
島
屋
百
貨
店
の
美
術
画
廊
で
開
催
さ
れ
た
大
規
模
な
展
覧
会
「
世
界
・
今
日
の
美

術
に
お
い
て
、
彼
は
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
を
代
表
す
る
作
家
と
し
て
分
類
さ
れ
話
題
を
呼
ぶ
。
そ
の
の
ち

一
九
五
〇
年
代
の
前
半
に
か
け
て
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
は
、
植
村
鷹
千
代
（1911-1998

）
の
よ
う
な
批
評

家
か
ら
「
実
存
主
義
的
芸
術
家
」
と
み
な
さ
れ
た
。
植
村
は
、デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
作
風
を
「
稚
拙
主
義
」

で
「
自
虐
的
」
と
け
な
す
反
面
、
そ
の
「
原
始
的
稚
拙
さ
」
に
よ
っ
て
強
く
示
さ
れ
る
の
が
「
人
間
や
も

の
の
実
在
の
力
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
彼
が
「
実
存
主
義
」
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
と
し
た
。
と

は
い
え
、
植
村
は
「
彼
〔
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
〕
の
作
品
を
た
く
さ
ん
見
て
い
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、「
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
の
傾
向
芸
術
の
場
に
通
じ
て
い
る
」
と
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
作
品
【
図
１
】
に
対
す
る
態
度

を
留
保
し
て
い
た
（
６
）（〔
〕
は
筆
者
に
よ
る
挿
入
）。

　

そ
う
し
た
作
品
【
図
２
】
の
「
原
始
的
」
な
性
質
が
、
一
九
四
五
年
に
提
示
し
た
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の

造
語
「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
評
価
さ
れ
た
の
は
、
詩
人
で
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

の
紹
介
者
で
も
あ
る
瀧
口
修
造
（1903-1979

）
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
日
本
で
「
ア
ー
ル
・

ブ
リ
ュ
ッ
ト
」
が
ア
ー
ト
・
ワ
ー
ル
ド
の
な
か
に
肯
定
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
瀧
口
に

負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
彼
は
、『
美
術
手
帖
』
の
一
九
五
四
年
一
〇
月
号
で
、「
ラ
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
」
と

フ
ラ
ン
ス
語
の
発
音
で
カ
タ
カ
ナ
表
記
し
、
そ
の
目
的
を
「
芸、

術、

に、

お、

け、

る、

初、

発、

的、

な、

要、

素、

、
現
存
在
的

な
生
命
力
を
探
そ
う
と
す
る
こ
と
」
と
規
定
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
。「
ラ
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
に
つ

い
て
は
い
ま
急
に
妥
当
な
訳
語
が
み
つ
か
ら
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
成
心
の
な
い
、
美
的

教
養
の
上
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
な
い
芸
術
の
意
味
で
あ
ろ
う
」（
７
）。
そ
れ
か
ら
七
年
後
、
一
九
六
一

年
の
『
美
術
手
帖
』
に
掲
載
さ
れ
た
彼
と
大
岡
信
と
の
対
談
記
録
で
は
「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
」
が
用

（
６
）

植
村
鷹
千
代
「
ハ
ム
と
男
」『
美
術
手
帖
』、

一
九
五
二
年
五
月
、
五
六
号
、pp. 26–27.　
日

本
の
美
術
界
に
お
い
て
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
と

彼
の
提
唱
し
た
「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
」
の

受
容
に
タ
イ
ム
ラ
グ
が
あ
っ
た
。
デ
ュ
ビ
ュ
ッ

フ
ェ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
美
術
界
よ
り
も
む
し

ろ
医
学
界
で
受
け
入
れ
の
素
地
が
で
き
て
い
た
。

【
図
１
】

ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
、《
ハ
ム
と
男
（L

’

hom
m

e au jam
bon

）》、
一
九
四
四
年
、92

× 
73 cm

、『
美
術
手
帖
』、
一
九
五
二
年
五
月
号

【
図
２
】

ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
、《
二
重
画
像

（D
ouble self-portrait

）》、
一
九
四
四
年
、

『
美
術
手
帖
』
一
九
五
一
年
四
月
号

（
７
）

瀧
口
修
造
、「〈
現
代
作
家
〉
ジ
ャ
ン
・
デ
ュ

ビ
ュ
ッ
フ
ェ
」『
美
術
手
帖
』
一
九
五
四
年

一
〇
月
号
、p.32
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い
ら
れ
て
お
り
（
８
）、
そ
の
こ
と
か
ら
数
年
の
間
に
こ
の
表
記
が
「
妥
当
な
訳
語
」
と
し
て
使
わ
れ
始
め

た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
な
お
、
後
述
す
る
が
、「
生
ま
の
芸
術
」
は
一
九
六
六
年
「
み
づ
ゑ
」
九
月
号
で

東
野
芳
明
が
用
い
た
訳
語
で
あ
る
（
９
）。

　

と
こ
ろ
で
、
藤
枝
よ
り
上
の
世
代
の
批
評
家
た
ち
が
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
や
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
の

解
釈
を
め
ぐ
っ
て
試
行
錯
誤
す
る
一
方
で
、藤
枝
自
身
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
見
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
九
六
八
年
の
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
特
集
号
で
藤
枝
・
宮
川
・
東
野
が
採
用
し
た
の
は
、
上
述
の
「
生
ま
の

芸
術
」
で
あ
っ
た
。
一
九
六
八
年
の
藤
枝
の
論
説
に
お
い
て
は
、「『
生
ま
の
芸
術
』
は
狂
人
ば
か
り
で
な

く
、
文、

明、

の、

手、

あ、

か、

が、

つ、

い、

て、

い、

る、

こ、

と、

の、

少、

な、

い、

人、

た、

ち、

の
作
品
を
含
む
も
の
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て

い
る
（　

　10
）（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
挿
入
）。
周
知
の
と
お
り
、「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
」
と
は
デ
ュ
ビ
ュ
ッ

フ
ェ
が
収
集
し
た
子
ど
も
や
精
神
病
患
者
、
囚
人
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
や
落
書
き
な
ど
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

呼
称
で
あ
り
、
も
と
も
と
差
別
的
な
含
み
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
は
、
一
九
四
六
年
に

開
催
さ
れ
た
自
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
に
寄
稿
し
た
論
考
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
た
。

 

〔「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
」
と
は
、〕
芸
術
文
化
で
汚
さ
れ
て
い
な
い
人
た
ち
に
よ
り
作
ら
れ  

 

…
…
た
作
品
の
こ
と
で
あ
る
。
作
り
手
は
主
題
、
素
材
の
選
択
、
置
換
の
方
法
、
リ
ズ
ム
、 

 
 

書
法
な
ど
に
関
し
て
全
て
を
、
自
分
自
身
の
源
か
ら
引
き
出
し
て
く
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の  

 

は
、
全
く
自
ら
の
衝
動
に
従
っ
て
行
動
す
る
作
り
手
に
よ
っ
て
、
全
て
の
面
に
お
い 

て
完
全
に 

 

再
発
明
さ
れ
た
、
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
純
粋
な
芸
術
的
行
為
で
あ
る
（〔
〕、
傍
点
は
筆
者
に
よ 

 

る
挿
入
）（　
　11
）。

デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
は
、「
未
加
工
の
」「
生
の
ま
ま
の
」
と
い
う
意
味
の
「brut

」
を
形
容
詞
と
し
て
用
い

る
こ
と
で
既
成
の
文
化
観
に
抗
い
、
伝
統
的
な
西
洋
美
術
史
の
範
疇
で
は
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
自
ら

（
８
）

対
談
：
滝
口
修
造
・
大
岡
信
「
●
作
家
研
究
●

ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
芸
術　

既
成
の

美
学
を
こ
ば
む
『
生き

』
の
芸
術
」、『
美
術
手
帖
』、

一
九
六
一
年
一
一
月
、
一
九
六
号
、pp.65-

84.

（
９
）

東
野
芳
明
、「
ル
ソ
ー
伝
説
の
真
偽
」、『
み
づ

ゑ
』、
一
九
六
六
年
九
月
、
七
四
〇
号
、p.83

。

な
お
、一
九
六
八
年
七
月
『
芸
術
新
潮
』
で
は
、

東
野
が
「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
協
会
」
で
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
間
近
で
見
た
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、「
文
明
的
芸
術
」
と
比
し

て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
見
ら
れ
る
の
は
、「
自
分

自
身
の
衝
動
か
ら
の
み
は
じ
め
て
、
す
べ
て
が

ま
っ
た
く
再
発
明
さ
れ
た
、
完
全
に
純
粋
で
生

の
芸
術
的
行
為
で
あ
る
」（「
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ

の
『
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
』
館
」pp.65-

67

）。

（
10
）

藤
枝
晃
雄
、
前
掲
書
、
一
九
六
八
年
、p.61.

（
11
）

D
ubuffet, Jean. ‘A

rt Brut Preferred 
to the Cultural A

rts’, trans. Joachim
 

N
eugroschel, essay by M

ildred 
G

rim
cher, Jean D

ubuffet: tow
ard an 

alternative reality, Pace Publications, 
Abbeville Press,  1987, p.104; 

佐
々
木

千
恵
「
ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
と
〈
生
の

芸
術
〉（
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
）」『
ジ
ャ
ン
・

デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
展
』
カ
タ
ロ
グ
、
一
九
九
七

年
、p. 206. 

が
収
集
し
た
非
西
洋
美
術
資
料
を
「
ア
ー
ト
」
の
文
脈
に
位
置
づ
け
、
こ
れ
を
肯
定
的
に
評
価
し
た
の
で

あ
る
。「
ブ
リ
ュ
ッ
ト
」
は
「
ほ
と
ん
ど
加
糖
さ
れ
て
い
な
い
」「
無
添
加
」
の
辛
口
ワ
イ
ン
を
表
す
言
葉

で
あ
る
。
藤
枝
も
ま
た
、「
文、

明、

の、

手、

あ、

か、

が、

つ、

い、

て、

い、

る、

こ、

と、

の、

少、

な、

い、

人、

た、

ち、

」
と
書
い
て
お
り
、

こ
の
表
現
か
ら
藤
枝
が
「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
」
の
原
義
に
忠
実
に
訳
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、一
九
六
八
年
の
彼
の
論
説
か
ら
は
、上
の
世
代
の
批
評
家
た
ち
と
は
異
な
る「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ

ト
」
理
解
が
見
い
だ
せ
る
。
と
い
う
の
も
、従
来
の
解
釈
と
同
じ
く
「
生
の
芸
術
」
は
「
非
正
統
的
」
で
「
非

文
明
国
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
藤
枝
の
論
説
の
な
か
に
は
、
さ
き
に
植
村
が
技
量
的
に

未
熟
と
い
う
点
で
「
稚
拙
」
と
関
連
付
け
た
「
原
始
的
（prim
itive

）」
と
い
う
言
葉
も
、
瀧
口
が
使
用

し
た
「
初
発
的
」
と
い
う
言
葉
も
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
た
の
が
「
自
発
的
」

で
あ
り
、
こ
の
語
は
「
生
ま
の
芸
術
」
に
関
し
て
「
独
創
的
」
と
い
う
評
価
に
結
び
つ
い
て
い
く
。

　

モ
ダ
ン
ア
ー
ト
に
お
け
る
原
始
性
の
発
見
は
、
た
と
え
ば
、
ポ
ー
ル
・
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
が
楽
園
の
象
徴

と
し
て
タ
ヒ
チ
を
描
き
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ラ
ッ
ク
や
ア
ン
リ
・
マ
テ
ィ
ス
が
黒
人
美
術
（art negro

）

に
着
想
の
源
泉
を
見
出
し
た
よ
う
に
、
近
代
文
明
の
な
か
で
失
わ
れ
た
自
然
や
無
垢
な
る
も
の
へ
の
憧
憬

へ
と
結
び
付
け
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
の
発
見
は
同
時
に
、
社
会
進
化
論
や
人
類
学
的
な
解
釈
か
ら
「
原
始

性
」
を
基
点
と
し
た
序
列
化
に
通
じ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
、
一
九
三
八
年
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
優
生
学

的
世
界
観
を
呈
示
し
た
ナ
チ
ス
政
府
主
催
の
《
退
廃
芸
術
展
》
を
思
想
的
に
後
押
し
す
る
こ
と
に
も
な
っ

た
の
だ
。
藤
枝
よ
り
一
世
代
上
の
批
評
家
で
あ
る
植
村
鷹
千
代
が
「
原プ

リ
ミ
テ
ィ
ヴ

始
的
」
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
捉
え
て

い
た
の
も
、
当
時
の
社
会
状
況
と
大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

２
．
ア
メ
リ
カ
ン
・
ナ
イ
ー
ヴ
の
作
品
分
析
―
―
「
素
朴
さ
」
の
意
義

　

二
〇
世
紀
後
半
に
問
題
化
さ
れ
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
水
脈
は
、デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
「
ア
ー
ル
・

ブ
リ
ュ
ッ
ト
」
以
前
、
一
九
世
紀
の
「
ナ
イ
ー
ヴ
・
ア
ー
ト
」
の
な
か
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
潮
流
が
日
本
国
内
で
「
素
朴
派
」
と
訳
さ
れ
た
の
は
、そ
の
代
名
詞
と
な
る
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
ア
ン
リ
・
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受
け
て
い
な
い
非
職
業
画
家
に
よ
る
民
衆
芸
術
の
こ
と
で
あ
り
、
ル
ソ
ー
ら
素
朴
派
の
支
流
と
み
な
さ
れ

る
だ
け
で
な
く
、「
素
朴
さ
」
が
特
徴
と
さ
れ
る
、
前
章
の
「
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
」
と
多
く
の
共
通

点
を
も
っ
て
い
た
。

　

藤
枝
は
、
こ
の
特
集
号
に
論
考
「
知
ら
れ
ざ
る
国
民
絵
画
」
を
寄
せ
、
そ
の
な
か
で
、
素
朴
芸
術
と
こ

れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
台
頭
し
て
き
た
反
伝
統
主
義
的
な
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
と
の
表
現
の
類
似
性
に
由
来
す
る

「
素
朴
さ
」
と
「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
」
を
同
一
視
す
る
よ
う
な
流
行
り
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
批
判
し
た
。「
よ
く

な
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
〔
ナ
イ
ー
ヴ
・
ア
ー
ト
〕
と
現
代
芸
術
と
の
つ
な
が
り
を
た
ず
ね
よ
う
と
す
る

の
は
、
ル
ソ
ー
の
教
訓
に
準
じ
す
ぎ
よ
う
」（　
　16
）（〔
〕
は
筆
者
に
よ
る
挿
入
）。
こ
の
頃
に
は
、
構
造
主

義
思
想
の
浸
透
に
よ
り
「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
」
は
他
者
観
の
一
つ
と
し
て
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
う

し
た
状
況
は
来
た
る
八
◯
年
代
の
議
論
を
用
意
し
た
（　

　17
）。

　

プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
文
脈
に
裏
打
ち
さ
れ
た
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
と
無
垢
な
る
も
の
と
の
邂
逅
は
、
素

朴
芸
術
や
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
が
称
賛
と
侮
蔑
の
両
局
面
の
感
情
を
喚
起
さ
せ
る
の
と
同
時
に
、
そ
れ

ら
が
無
垢
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
通
念
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
藤
枝

に
よ
れ
ば
、「
素
朴
芸
術
の
評
価
に
急
な
人
た
ち
は
、［
ル
ソ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
］
素
朴
芸
術
家
た
ち

が
独
学
で
あ
り
、
他
の
職
業
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
力
説
す
る
」（　
　18
）（［
］
は
藤
枝
に
よ
る
挿
入
）。

た
し
か
に
、
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
は
パ
リ
市
税
関
の
下
級
官
僚
で
あ
っ
た
し
、
ル
イ
・
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
は
郵

便
局
員
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ナ
イ
ー
ヴ
と
呼
ば
れ
た
作
家
た
ち
も
ま
た
、
た
と
え
ば
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
S
・
ラ
リ
ー
【
図
４
】
が
船
員
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
画
業
と
は
別
の
職
業
に
従
事
し
て
い
た
。

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
少
な
く
と
も
彼
ら
の
作
品
は
、
正
規
の
学
校
美
術
教
育

を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
伝
統
を
主
流
と
す
る
美
術
史
の
変
種
と
し
て
扱
わ
れ

た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
素
朴
派
」の
根
拠
を
作
家
の
社
会
的
属
性
や
経
歴
の
う
ち
に
見
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
藤
枝
の
論
考
は
、
こ
の
疑
問
に
対
す
る
一
つ

（
14
）

「
素
朴
」
が
否
定
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
例
と
し
て
以
下
が
あ
る
。
宮
崎
市
定
『
東
洋

に
於
け
る
素
朴
主
義
の
民
族
と
文
明
主
義
の
社

会
』
冨
山
房
、
一
九
四
〇
年

（
15
）

東
野
「
ル
ソ
ー
伝
説
の
真
偽
」、
前
掲
書
、

一
九
六
六
年
九
月
、p.83. 

（
13
）

「
素
朴
」
は
、
古
く
は
中
国
の
老
荘
思
想
の
な

か
で
そ
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る
概
念
で
あ
り
、

日
本
で
も
そ
う
し
た
用
法
で
使
わ
れ
て
い
た
。

「naïve

」
の
訳
語
と
し
て
は
、
一
九
二
〇
年

代
に
シ
ラ
ー
の
日
本
語
訳
『
素
朴
文
学
と
情
感

文
学
』
の
な
か
に
登
場
す
る
。

ル
ソ
ー
【
図
３
】
に
関
す
る
翻
訳
や
論
説
が
日
本
語
で
刊
行
さ
れ
た
一
九
四
〇
年
代
の
こ
と
と
推
測
で
き

る
（　

　12
）。
中
国
語
で
は
「
あ
り
の
ま
ま
の
」
と
い
う
意
味
を
原
義
と
す
る
「
素
」
が
日
本
に
伝
来
し
、「
朴
」

と
組
合
せ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
が
（　

　13
）、
ナ
イ
ー
ヴ
・
ア
ー
ト
が
受
容
さ
れ
た
頃
の

日
本
で
は
「
素
朴
」
は
「
野
蛮
人
の
性
質
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
向
き
も
あ
る
（　

　14
）。
素
朴
派
の
芸
術
は
、

一
九
五
〇
年
代
に
文
学
者
や
芸
術
家
、
美
術
批
評
家
た
ち
に
言
及
さ
れ
、
一
九
五
九
年
二
月
に
『
美
術
手

帖
』、
一
九
六
六
年
九
月
に
『
み
づ
ゑ
』、
同
年
一
〇
月
に
は
『
三
彩
』
で
「
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
」
の
特
集

が
組
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
二
つ
の
雑
誌
で
上
述
の
企
画
が
立
案
さ
れ
た
背
景
に
は
、
同

年
九
月
の
池
袋
西
武
美
術
館
に
お
け
る
「
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
展
」
の
開
催
が
あ
っ
た
。
な
か
で
も
『
み
づ

ゑ
』
九
月
号
で
は
「
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
と
素
朴
派
」
と
い
う
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
の
名
前
と
「
素
朴
派
」
を

併
記
し
た
タ
イ
ト
ル
が
掲
げ
ら
れ
、そ
こ
に
、宮
川
淳
、東
野
芳
明
、岡
田
隆
彦
ら
の
論
稿
が
寄
せ
ら
れ
た
。

先
述
し
た
と
お
り
、
東
野
に
よ
っ
て
「
生
ま
の
芸
術
」
の
表
記
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
同
号
に
所
収
さ
れ

た
小
論
「
ル
ソ
ー
伝
説
の
真
偽
」
に
お
い
て
で
あ
り
、こ
こ
で
東
野
は
、素
朴
な
芸
術
を
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ

ト
と
照
応
さ
せ
つ
つ
、「
素
朴
派
」、「
子
供
」、「
原
始
人
」
に
つ
い
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
書
き
連
ね
た
。

 

素
朴
派
と
し
て
一
括
に
さ
れ
る
画
家
た
ち
に
つ
い
て
も
、
し
ば
し
ば
子
供
の
よ
う
に
純
粋
な
眼 

 

と
か
、
原
始
人
の
よ
う
に
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
心
、
と
か
軽
々
し
く
い
わ
れ
る
こ
と
が 

 

あ
る
が
、
そ
う
い
う
連
中
は
一
体
、
素
朴
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う 

 

か
。
子
供
が
、
邪
悪
で
陰
湿
で
じ
つ
に
狡
猾
な
動
物
で
あ
る
こ
と
は
（
中
略
）
明
白
な
こ
と
だ 

 

し
、
原
始
人
は
獰
猛
で
残
忍
で
あ
る
（　

　15
）。

東
野
の
言
葉
ど
お
り
、
素
朴
派
は
「
原
始
性
」
の
両
義
的
な
意
味
を
そ
の
ま
ま
担
わ
さ
れ
て
い
た
。

　

か
く
し
て
、「
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
展
」
か
ら
四
年
後
に
『
み
づ
ゑ
』
で
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ナ
イ
ー
ヴ
」

が
特
集
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
世
紀
半
ば
の
北
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
興
隆
し
た
、
美
術
の
専
門
教
育
を

（
12
）

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ウ
ー
デ
の『
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
』

の
日
本
語
訳
が
出
版
さ
れ
た
の
が
一
九
四
三

年
、
美
術
史
家
森
口
多
里
（1892

〜1984

）

の
論
説
「
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
の
ア
ル
カ
イ
ス

ム
」（『
近
代
美
術
』
所
収
）
が
発
表
さ
れ
た
の

が
一
九
四
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。

【
図
３
】

ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
、《
戦
争
（La guerre

）》、

一
八
九
四
年
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
油
彩
、114

× 
195 cm

、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
、
パ
リ 

（
16
）

藤
枝
、「
知
ら
れ
ざ
る
国
民
絵
画
」、『
み
づ
ゑ
』、

一
九
七
〇
年
七
月
、p.30. 

（
17
）

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ル
ー
ビ
ン
が
一
九
八
四
年
か
ら

八
五
年
に
か
け
て
開
催
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近

代
美
術
館
（
Ｍ
Ｏ
Ｍ
Ａ
）
の
「
二
◯
世
紀
美
術

に
お
け
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
」
展
が
西
洋

中
心
主
義
的
な
美
術
史
観
を
提
示
し
て
い
る
と

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
が
批
判
し
た
こ

と
に
端
を
発
す
る
。

（
18
）

藤
枝
、
前
掲
書
、
一
九
七
〇
年
、p.27. 

【
図
４
】

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｓ
・
ラ
リ
ー
、《
冷
た
い
見
張

り
（Chilly O

bservation

）》、一
八
八
九
年
、

カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
油
彩
、75.7

×111.4 cm

、

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館



37 36

の
答
え
を
提
示
す
る
。
彼
は
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ナ
イ
ー
ヴ
の
素
朴
さ
を
素
朴
芸
術
一
般
の
特
性
と
は
せ
ず
、

ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
の
系
譜
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
特
集
号
の
論
題
が
「
民
族
芸
術
」
で

は
な
く
「
国
民
絵
画
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、彼
が
「
原
始
」
や
「
未
開
」
と
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
ン
・

ナ
イ
ー
ヴ
に
対
す
る
あ
り
き
た
り
な
解
釈
を
退
け
、
む
し
ろ
そ
こ
に
先
住
民
に
加
え
て
移
民
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
て
き
た
混
成
的
な
ア
メ
リ
カ
文
化
の
発
露
を
見
よ
う
と
し
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
最
も
古
い
地
域
で
あ
る
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
そ
の
名
の
通
り
イ
ギ
リ
ス（
と

り
わ
け
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
地
方
）
か
ら
の
入
植
者
が
中
心
と
な
っ
て
開
拓
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
地
方
に
根
付
い
た
様
式
に
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
伝
統
の
影
響
が
見
ら
れ
る
の
は
当
然
の

こ
と
と
言
っ
て
よ
い
。「
ア
メ
リ
カ
の
素
朴
芸
術
の
独
自
性
は
、
歴
史
的
、
社
会
的
、
地
理
的
な
関
心
を

別
に
す
れ
ば
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
芸
術
と
は
無
縁
な
地
点
か
ら
た
ち
現
れ
た
の
で
は
な
い
」（　
　19
）。

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ナ
イ
ー
ヴ
の
な
か
に
は
、
新
古
典
主
義
を
手
本
と
し
た
ジ
ョ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ダ

リ
ン
の
絵
画
【
図
５
】
の
よ
う
に
、
素
朴
な
芸
術
に
分
類
さ
れ
な
が
ら
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
芸
術
と
区
別
し

が
た
い
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
代
表
と
し
て
、
ル
ー
フ
ァ
ス
・
ハ
サ
ウ
ェ
イ
の
よ
う
な
画

家
の
手
に
な
る
作
品
【
図
６
】
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ハ
サ
フ
ェ
イ
も
ま
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
肖
像
画
の
様
式

を
模
倣
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
地
方
性
が
強
調
さ
れ
て
民
俗
芸
術
（Folk art

）
に
分
類
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ン
も
ハ
サ
ウ
ェ
イ
も
職
業
画
家
で
あ
り
、
彼
ら
が
古
典
技
法
を
習
得
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
素
朴
芸
術
が
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
る
と
技
巧
的
な
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
切

り
離
さ
れ
て
、
後
者
の
作
品
が
備
え
る
と
こ
ろ
の
「
素
朴
さ
は
拙
劣
さ
と
同
義
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

だ
と
い
う
。（　
　20
）

　

こ
の
よ
う
に
、
藤
枝
が
示
唆
す
る
一
七
世
紀
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
絵
画
の
基
底
を
成
す
「
文
化
の

源
流
」
と
は
、
一
方
で
は
、「
ヴ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
の
流
れ
を
く
む
貴
族
的
肖
像
画
」
と
い
っ
た
ア
カ
デ
ミ
ー

の
主
題
や
描
画
法
を
、他
方
で
は
、「
非
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
で
「
平
面
的
で
線
的
」
と
い
っ
た
「
ゴ
シ
ッ

ク
」的
な
視
覚
的
性
質
を
有
す
る
と
い
っ
た
具
合
に（　
　21
）、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
素
朴
な
イ
ー

ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
の
伝
統
の
二
つ
の
側
面
か
ら
の
影
響
を
映
し
出
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
ン
・

ナ
イ
ー
ヴ
に
関
す
る
考
察
の
な
か
で
、
藤
枝
の
注
意
は
形
式
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
視
覚
性

と
精
神
性
を
往
還
す
る
。
重
要
な
の
は
、
彼
の
注
目
す
る
精
神
性
が
、
精
神
分
析
に
お
け
る
個
人
の
病
理

や
性
癖
に
関
わ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
個
人
を
超
え
た
根
源
的
な
も
の
を
示
唆
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
先

述
し
た
一
九
六
六
年
の
評
論
「
ア
ン
リ
・
ル
ソ
ー
と
素
朴
派
」
に
お
い
て
、
宮
川
淳
は
素
朴
芸
術
を
論
じ

る
際
、
作
品
の
起
源
と
な
る
個
人
的
な
性
癖
や
抑
圧
さ
れ
た
欲
望
、
本
能
を
重
視
し
て
い
た
。「
素
朴
画

家
の
魅
力
も
限
界
も
そ
こ
［
な
ん
ら
か
の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
］
に
由
来
す
る
」（［
］
は
宮
川
に
よ
る
挿
入
）

（　
　22
）。
こ
れ
に
対
し
て
、「
知
ら
れ
ざ
る
国
民
絵
画
」
で
藤
枝
が
言
及
し
た
の
が
「
ゴ
シ
ッ
ク
」
や
「
ピ
ュ
ー

リ
タ
ニ
ズ
ム
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
態
度
に
は
二
〇
世
紀
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
批
評
に
先
行
す
る
ア

ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル
の
様
式
論
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
な
に
よ
り
も
根
源
的
な
精
神
性
へ
の
関
心
が
う
か

が
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
「
精
神
性
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
素
朴
芸

術
に
関
す
る
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、別
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
解
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
３
．
根
源
的
な
も
の
へ
の
志
向
―
―
「
造
形
」
と
「
反
造
形
」
の
は
ざ
ま
で

　

前
節
ま
で
の
素
朴
芸
術
の
批
評
に
関
す
る
考
察
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
藤
枝
の
「
精
神
性
」

へ
の
関
心
は
、彼
が
武
蔵
野
美
術
大
学
を
定
年
退
職
す
る
年
に
企
画
し
た
二
〇
〇
六
年
七
月
の
展
覧
会「
見

る
こ
と
／
作
る
こ
と
の
持
続
」
の
図
録
序
文
に
お
い
て
も
う
か
が
え
る
（　

　23
）。
こ
の
展
覧
会
で
展
示
さ

れ
た
作
品
は
、
当
然
な
が
ら
素
朴
芸
術
と
は
異
な
る
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
前
節
ま
で
の
批
評
に

も
通
底
す
る
姿
勢
を
図
録
序
文
の
な
か
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　 

前
者
〔
構
成
的
抽
象
〕
は
、
色
と
形
の
関
係
に
よ
る
構
成
と
統
一
を
求
め
る
。
い
わ
ゆ
る
造
形 

 

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
予
定
調
和
的
に
制
作
さ
れ
る
場
合
は
合
理
性
と
い
う
語
が
適
用
で 

 

き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
来
的
に
は
精
神
性
が
終
局
的
な
目
標
と
な
る
。
そ
れ
が
実
現
さ
れ 

（
19
）

藤
枝
、
前
掲
書
、
一
九
七
〇
年
、p.27. 

【
図
５
】

ジ
ョ
ン
・
ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ン
、《
カ
ル
タ
ゴ
の
廃

墟
の
マ
リ
ウ
ス
（Caius M

arius Am
id the 

Ruins of Carthage

）》、
一
八
〇
七
年
、
板

に
油
彩
、220.98

×173.99cm

、
デ
・
ヤ
ン

グ
美
術
館
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

ル
ー
フ
ァ
ス
・
ハ
サ
ウ
ェ
イ
、《
淑
女
と
ペ
ッ

ト
（Lady w

ith H
er Pets

）》、一
七
九
〇
年
、

カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
油
彩
、86.6 

× 81.3cm

、

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

【
図
６
】

（
20
）

藤
枝
、
前
掲
書
、
一
九
七
〇
年
、p.27. 

（
21
）

藤
枝
、
前
掲
書
、
一
九
七
〇
年
、p.26. 

（
22
）

宮
川
淳
、「
素
朴
画
家
た
ち
―
―
あ
る
い
は
顔

に
つ
い
て
―
―
」、『
み
づ
ゑ
』、
一
九
六
六
年

九
月
、
七
四
〇
号
、p.72.　
「
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ

ン
」
は
、
精
神
病
者
の
芸
術
に
特
有
と
さ
れ
る

「
空
間
恐
怖
」
と
結
び
付
け
ら
れ
、
空
間
を
モ

テ
ィ
ー
フ
や
文
様
で
充
填
す
る
作
品
の
動
機
と

み
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

（
23
）

展
覧
会
「
見
る
こ
と
／
作
る
こ
と
の
持
続
」
は
、

藤
枝
晃
雄
の
退
職
年
度
の
二
〇
〇
六
年
に
彼
自

身
が
企
画
し
た
。
同
展
覧
会
は
、
六
月
二
九
日

か
ら
七
月
二
九
日
約
一
ヶ
月
に
及
ぶ
会
期
で
、

武
蔵
野
美
術
大
学
美
術
資
料
図
書
館
に
お
い
て

開
催
さ
れ
た
。
選
出
さ
れ
た
作
家
は
、
同
大
学

卒
業
生
依
田
寿
久
・
依
田
順
子
・
中
村
功
・
根

岸
芳
郎
・
加
藤
勇
・
吉
川
民
仁
・
岸
本
吉
弘
の

七
名
で
あ
っ
た
。
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た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
そ
の
目
標
へ
の
努
力
は
そ
の
後
も
ず
っ
と
継
続
す
る
。
こ
の
継
続 

 

の
う
ち
に
後
者
は
、
色
、
形
、
関
係
を
依
然
と
し
て
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
不
問
に
す
る
場 

 
面
〔
非
構
成
的
抽
象
〕
が
現
れ
る
。
こ
こ
で
造
形
と
言
う
語
は
、
不
適
当
で
あ
る
（〔
〕 

 
 

は
筆
者
に
よ
る
挿
入
）（　
　24
）。

　

藤
枝
は
「
精
神
性
」
を
造
形
主
義
が
全
う
す
べ
き
テ
ロ
ス
と
し
て
扱
い
、
造
形
を
構
成
的
抽
象
と
非
構

成
的
抽
象
の
二
つ
の
局
面
か
ら
捉
え
て
い
る
。
最
初
の
造
形
は
、
ピ
エ
ト
・
モ
ン
ド
リ
ア
ン
や
テ
オ
・
フ
ァ

ン
・
ド
ゥ
ー
ス
ブ
ル
フ
ら
の
抽
象
表
現
を
指
し
て
い
る
。「
抽
象
」と
い
う
語
は
、辞
書
的
に
は「
象か

た
ちを

抽ひ

く
」

と
い
う
意
味
を
も
ち
、
そ
こ
か
ら
、
抽
象
表
現
と
は
要
素
を
選
び
出
す
入
念
に
考
え
抜
か
れ
た
行
為
を
連

想
さ
せ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
具
体
的
な
完
成
図
を
想
定
し
そ
れ
に
向
か
っ
て
制
作
す
る
の
で
あ
れ
ば
で
き
あ

が
っ
た
表
現
は
、「
予
定
調
和
的
」
で
「
合
理
」
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
抽
象

を
指
し
て
藤
枝
は
、「
安
楽
で
感
覚
的
な
調
和
と
均
整
の
取
れ
た
表
現
」（　
　25
）
で
あ
る
と
含
み
の
あ
る
言

い
方
を
す
る
。
つ
ま
り
、
新
し
い
抽
象
の
試
み
を
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
し
て
そ
こ
に
現
れ
た
造
形
が
一
般
化

さ
れ
て
し
ま
う
と
、
造
形
は
安
易
な
シ
ス
テ
ム
化
を
招
く
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
だ
。
藤
枝
が
嫌
悪
す
る

の
は
、
こ
の
一
般
化
さ
れ
た
造
形
の
方
で
あ
る
。
一
般
化
さ
れ
た
造
形
（　

　26
）
は
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
（　

　27
）

や
ド
ゥ
ー
ス
ブ
ル
フ
ら
目
指
し
た
普
遍
的
な
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
数
学
的
定
式
や
基
準
を

有
し
て
お
り
、
絵
画
の
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
デ
ザ
イ
ン
や
建
築
に
も
応
用
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
も
う
一
つ
の
造
形
が
「
反
造
形
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
色
、形
、関
係
」
を
「
不

問
に
す
る
」
抽
象
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
色
と
形
の
関
係
に
よ
る
構
成
と
統
一
を
求
め
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
藤
枝
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
反
造
形
」
と
は
―
―
た
と
え
ば
絵
画
空
間
が
―
―
「
内
側
か
ら
崩

壊
す
る
局
面
」
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
絵
画
は
、
た
と
え
「
反
造
形
」
と
い
う
極
限
に
至
る
瞬
間
に
事

物
と
な
る
に
せ
よ
、
そ
の
直
前
ま
で
絵
画
た
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、「
造
形
」
と
「
反

造
形
」
は
、
精
神
性
と
い
う
終
局
的
な
目
標
へ
と
向
け
ら
れ
た
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
の
な
か
で
連
続
性
が
あ

る
以
上
、
差
異
が
際
立
つ
と
は
い
え
同
一
の
類
概
念
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
両
局
の
は
ざ
ま

の
あ
る
場
面
で
、
ポ
ロ
ッ
ク
や
バ
ー
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
、
モ
ー
リ
ス
・
ル
イ
ス
の
よ
う
な
作
品
が
生

ま
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
生
の
芸
術
【
図
７
】
は
、こ
の
造
形
概
念
の
範
疇
に
は
な
い
。

 

ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
集
合
の
芸
術
、
す
な
わ
ち
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
は
、
そ
の
先 

 

駆
に
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ロ
ダ
ン
が
い
る
な
ど
と
、
い
ま
や
制
作
方
法
と
し
て
拡
大
適
用
さ
れ
て 

 

い
る
が
、
そ
れ
は
キ
ュ
ビ
ス
ム
、
ダ
ダ
…
…
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
同
一
視
さ
れ 

 

る
こ
と
の
拒
否
に
よ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
な
ど
と
は
決
し
て
無
関
係
で
は
な
く
、
そ 

 

れ
ら
な
し
で
は
生
じ
な
か
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
造、

形、

的、

、
反、

造、

形、

的、

な、

側、

面、

を、

超、

え、

る、

生、 
 

の、

芸、

術、

の、

表、

現、

と、

密、

着、

し、

て、

い、

る、

。
そ
の
た
め
に
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
は
絵
画
を
否
定
す
る
の 

 

で
は
な
く
、
逆
に
絵
画
の
限
界
に
望
む
こ
と
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。（　
　28
）（
傍
点
は
筆
者
に  

 

よ
る
挿
入
）

ま
ち
が
い
な
く
藤
枝
は
、一
九
五
◯
年
代
前
半
の
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
作
品
に
顕
著
な
物
質
性
に
注
目
し
た
。

と
は
い
え
、

 

・
・
・
・
・
・
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
は
、
限
界
の
絵
画
に
十
二
分
に
挑
戦
し
そ
れ
を
感
得
さ
せ
た
わ
け
で  

 

は
な
い
。

 

絵
画
に
現
実
物
が
導
入
さ
れ
る
と
い
う
点
で
過
去
の
絵
画
性
は
超
え
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い 

 
 

が
、
絵
画
の
実
体
を
築
く
空
間
的
な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
う
絵
画
の
内
的
な
問
題
が
解
決
さ 

 

れ
た
わ
け
で
は
な
い
（　

　29
）。

そ
の
た
め
、彼
の
後
年
の
彫
刻
作
品
は
、「
生
の
芸
術
の
イ
メ
ー
ジ
が
骨
抜
き
に
さ
れ
た
造
形
物
と
な
っ
た
」

の
で
あ
る
（　

　30
）。
究
極
の
目
標
に
掲
げ
ら
れ
た
「
精
神
性
」
は
、
画
家
が
そ
の
追
究
を
深
化
さ
せ
た
と

（
24
）

藤
枝
、
序
文
『
見
る
こ
と
／
作
る
こ
と
の
持
続

　

後
期
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
美
術
』
二
〇
〇
六
年
、 

pp.3-4. 

（
25
）

藤
枝
、「
二
つ
の
抽
象
」（19

）、『
モ
ダ
ニ
ズ

ム
以
後
の
芸
術
』、
二
〇
一
七
年
、p.34. 

（
26
）

前
掲
書
、
二
〇
一
七
年
、p.14. 

一
般
化
さ
れ

た
造
形
の
例
と
し
て
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
構
成
が

挙
げ
ら
れ
る
。

（
27
）

前
掲
書
、
二
〇
一
七
年
、p.37.　

モ
ン
ド
リ

ア
ン
に
対
す
る
藤
枝
の
評
価
は
作
品
に
よ
っ
て

分
か
れ
る
。
た
し
か
に
《
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ブ

ギ
・
ウ
ギ
》
な
ど
は
評
価
さ
れ
て
い
た
が
、
著

者
の
記
憶
で
は
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
初
期
の
抽

象
画
で
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
一
蹴
さ
れ
た
も
の

の
な
か
に
、
現
実
の
静
物
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
観

察
か
ら
出
発
し
て
、
モ
テ
ィ
ー
フ
の
形
態
を
面

と
線
に
解
体
し
て
い
く
描
画
法
で
制
作
さ
れ
た

も
の
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン

は
、「
造
形
へ
の
志
向
を
堅
牢
な
も
の
に
す
る

た
め
、
方
法
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、

マ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
に
見
ら
れ
る
感
覚
へ
の
依
存
を

斥
け
よ
う
と
し
た
」の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、

モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
絵
画
は
、「
抽
象
的
な
形
体

と
半
ば
非
個
性
的
な
色
彩
を
も
っ
て
い
る
が
ゆ

え
に
、
シ
ス
テ
ム
化
で
き
る
も
の
で
あ
る
」。

（
28
）

藤
枝
、「
現
代
彫
刻
考
（1998

）」
前
掲
書
、

二
〇
一
七
年
、p.72. 

（
30
）

前
掲
書
、
二
〇
一
七
年
、p.72. 

（
29
）

前
掲
書
、
二
〇
一
七
年
、p.72.　

ま
た
、
別

の
批
評
に
お
い
て
、
モ
ー
リ
ス
・
ル
イ
ス
と

の
比
較
を
通
じ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。「
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
作
品
は
絵
画
の
限

界
の
極
限
を
表
わ
す
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
な

お
も
平
面
に
終
始
し
て
い
る
が
、
絵
具
と
は
異

な
り
非
中
性
的
な
物
質
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
絵

画
で
あ
り
、表
現
な
の
で
あ
る
」、さ
ら
に
「〔
空

間
上
の
問
題
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
〕
デ
ュ

ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
絵
画
は
『
物
体
の
絵
画
化
』
で

あ
る
。
こ
の
限
り
で
、
彼
は
平
面
の
な
か
に
い

る
が
、
他
方
、
い
わ
ゆ
る
オ
ブ
ジ
ェ
へ
と
や
す

や
す
と
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
」（
藤
枝
「
偏

見
の
不
在
―
―
批
評
に
お
け
る『
相
対
主
義
的
』

あ
る
い
は
『
帝
国
主
義
的
』
傾
向
に
つ
い
て

（1974

）」、
前
掲
書
、
二
〇
一
七
年
、p.140

）。

【
図
７
】

ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
、《
コ
ー
ト
を
着

た
男
》、
新
聞
紙
の
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
、

一
九
五
四
年
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き 
〝
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
〟
と
強
く
結
合
す
る
の
だ
が
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
よ
う
に
追
究
が
継
続
さ
れ

な
け
れ
ば
、
そ
の
営
み
が
途
切
れ
た
時
点
で
作
品
は
目
標
を
失
う
。
限
界
へ
の
挑
戦
は
、
一
つ
の
作
品
制

作
の
過
程
の
み
な
ら
ず
、
制
作
の
継
続
が
前
提
と
な
る
。

　

こ
の
と
き
、
画
家
が
継
続
し
て
取
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
「
絵
画
の
内
的
な
問
題
」
と
い
う
の
は
、
帰
す

る
と
こ
ろ
、
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と
平
面
性
に
象
徴
さ
れ
る
絵
画
空
間
に
集
中
す
る
。
再
現
描
写
を
目
的
と

す
る
画
面
で
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
が
成
立
す
る
の
は
、
伝
統
的
に
は
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
お
か
げ
で
あ
っ

て
、
一
点
に
収
束
す
る
中
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
絵
画
空
間
が
こ
の
一
点
を
中
心
と

し
て
組
織
さ
れ
、
触
知
的
な
形
体
と
距
離
を
再
現
す
る
こ
と
が
絵
画
の
目
的
と
な
っ
て
以
来
、
画
面
の
縁

を
規
定
す
る
枠
は
絵
画
の
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
、
再
現
を
目
的
と
し
な
い

絵
画
の
登
場
に
よ
っ
て
中
心
が
消
失
し
て
も
、
あ
る
い
は
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
よ
う
に
「
現
実
物
が
導
入

さ
れ
る
」
こ
と
で
、
作
品
内
部
の
秩
序
が
乱
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
代
わ
る
別

種
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
が
機
能
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
も
と
よ
り
絵
画
が
物
体
で
あ
る
以
上
現
実
空
間

と
絵
画
空
間
を
分
断
す
る
枠
は
残
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
、
作
家
に
お
け
る
絵
画
の

リ
ア
リ
テ
ィ
（
迫
真
性
／
実
在
性
）
に
も
関
連
す
る
。
藤
枝
に
あ
っ
て
は
、「
精
神
性
」
と
〝
フ
ォ
ー
マ

ル
な
も
の
〟
と
の
結
合
も
ま
た
、
作
家
と
こ
う
し
た
「
絵
画
の
内
的
な
問
題
」
と
の
葛
藤
に
委
ね
ら
れ
て

い
た
。

　

そ
こ
で
改
め
て
問
う
。
画
家
が
目
指
す
「
精
神
性
」
と
は
何
か
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
を
ニ
ュ
ー
マ
ン
の

「
崇
高
」、
ポ
ロ
ッ
ク
の
「
自
然
」
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
極
め
て
単
純
で
あ
る
が
、
こ
の
「
崇
高
」
と
い
っ

た
感
情
が
〝
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
〟
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
を
示
す
の
は
簡
単
で
は
な
い
。

ま
し
て
や
個
々
の
作
家
が
目
指
す
精
神
性
の
先
に
藤
枝
が
着
目
す
る
「
根
源
的
な
も
の
」
と
は
何
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

藤
枝
は
、
一
九
七
八
年
に
行
わ
れ
た
美
術
史
家
ロ
バ
ー
ト
・
Ｃ
・
ホ
ッ
ブ
ス
（Robert Carleton 

H
obbs,1946-

）
と
の
対
談
後
記
で
、「
根
源
的
」
と
形
容
さ
れ
た
精
神
性
に
留
意
し
て
い
る
（　

　31
）。
ホ
ッ

ブ
ス
は
同
年
、
東
京
・
池
袋
に
あ
っ
た
西
武
美
術
館
で
「
抽
象
表
現
主
義
の
形
成
期
」
と
題
し
た
展
覧
会

を
組
織
し
た
際
、
彼
が
ゲ
イ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ン
と
共
同
で
編
集
し
た
英
語
版
図
録
に
論
文
「
初
期
抽
象
表
現

主
義
」（　
　32
）
を
掲
載
し
た
。
そ
こ
で
は
、
二
一
世
紀
の
現
在
で
は
す
で
に
常
識
と
な
っ
て
い
る
、
キ
ュ

ビ
ス
ム
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
精
神
分
析
、
さ
ら
に
は
一
九
四
〇
年
代
に
注
目
さ
れ
た
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ

な
る
も
の
の
ア
メ
リ
カ
抽
象
表
現
主
義
の
形
成
期
に
与
え
た
影
響
が
論
じ
ら
れ
た
。当
時
は
ク
レ
メ
ン
ト
・

グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
を
中
心
と
し
た
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
や
ハ
ロ
ル
ド
・
ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
の

ア
ク
シ
ョ
ン
に
注
視
す
る
見
方
に
よ
っ
て
抽
象
表
現
主
義
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
主
流
で
あ
っ
た
の
で
、

ホ
ッ
ブ
ス
は
そ
れ
と
は
別
の
方
向
性
を
探
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（　

　33
）。

　

実
際
に
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
図
録
論
文
に
お
い
て
、
藤
枝
と
の
対
談
時
に
用
い
ら
れ
た
「
根
源
的
」
に
相
当

す
る
（
と
思
わ
れ
る
）
言
葉
が
見
つ
か
る
の
は
一
箇
所
の
み
で
あ
る
。
対
談
で
は
、「prim

itive

」
の
言

い
換
え
と
し
て
何
回
か
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
ユ
ン
グ
的
な
「prim

ordial

」
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
（　

　34
）。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
個
人
的
無
意
識
の
根
源
に
あ
る
「
普
遍
的
（
あ
る
い
は
集
合
的
）

無
意
識
」
と
い
う
「
人
類
最
古
の
、
最
も
普
遍
的
な
表
象
諸
形
式
」
を
意
味
し
て
い
る
（　

　35
）。

 

バ
ー
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
《
異
教
的
空
虚
（1946

）》【
図
８
】
は
、
お
そ
ら
く
は
繁
殖
力  

 

の
あ
る
生
殖
の
イ
メ
ー
ジ
と
原
始
の
元
型
（archetypes

）
と
の
バ
イ
オ
モ
ル
フ
ィ
ッ
ク
な
合
成

　
　
　
　

物
で
あ
る
、
儀
式
的
な
槍
と
小
さ
な
鞭
毛
を
囲
い
込
ん
だ
黒
い
ア
メ
ー
バ
の
よ
う
な
形
態
と
し

　
　
　
　

て
無
意
識
の
世
界
を
適
切
に
象
徴
し
て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ジ
オ
テ
ス
【
図
９
】
は
彼
の

　
　
　
　

内
的
世
界
か
ら
原
初
的
な
（prim

ordial

）
水
槽
へ
と
変
化
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（　

　36
）。

た
し
か
に
、
抽
象
表
現
主
義
者
た
ち
は
、
ユ
ン
グ
や
フ
ロ
イ
ト
の
心
理
学
に
関
心
を
も
ち
、
神
話
を
題

材
に
し
て
制
作
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
作
品
に
は
、《
原
初
の
光
（prim

ordial light

）

（
31
）

「
個
人
的
な
あ
ま
り
に
普
遍
的
な
業
も
の

（1978

）」
前
掲
書
、
二
〇
一
七
年
、p.540. 

（
32
）

 R
obert C

arleton H
obbs, ‘Early 

A
bstract Expressionism

: A
 Concern 

w
ith the U

nknow
n W

ithin’, A
bstract 

Expressionism
, the form

ative years, 
Cornel U

niversity Press, 1978.

ヴ
ァ
ー

ジ
ニ
ア
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ズ
大
学
教
授
の
ロ

バ
ー
ト
・
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
当
時
、
コ
ー
ネ
ル
大

学
の
准
教
授
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
ロ
バ
ー
ト
・

ス
ミ
ッ
ソ
ン
の
作
品
が
出
展
さ
れ
た1982

年

の
ヴ
ェ
ニ
ス
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
合
衆
国
コ
ミ
ッ

シ
ョ
ナ
ー
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。

（
33
）

前
掲
書
、
二
〇
一
七
年
、p.525.　

ホ
ッ
ブ
ス

は
、
自
著
の
な
か
で
「
根
本
的
に
は
、
抽
象
表

現
主
義
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
の
始
祖
と

し
て
み
な
さ
れ
得
る
」
と
述
べ
て
い
る
（ibid., 

1978, p.14

）。

（
34
）

 H
obbs, ibid., 1978, p.11.

（
35
）

ユ
ン
グ
／
高
橋
義
孝
訳
『
無
意
識
の
心
理
』
人

文
書
院
、
一
九
七
九
年
、p.108.
ユ
ン
グ
は

こ
の
「
普
遍
的
な
表
象
諸
形
式
」
を
「
感
情
」

や
「
観
念
」
と
も
言
い
換
え
て
い
る
。

【
図
８
】

バ
ー
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
、《
異
教
的
空
虚

（Pagan Void

）》、
一
九
四
六
年
、
カ
ン
ヴ
ァ

ス
に
油
彩
、83.8 

× 96.5 cm

、ワ
シ
ン
ト
ン
・

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー

【
図
９
】

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ジ
オ
テ
ス
、《
緑
の
か
た
ち

（G
reen Form

）》、
一
九
四
五
〜
四
六
年
、
カ

ン
ヴ
ァ
ス
に
油
彩
、102.2 

× 122.4 cm

、

ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
美
術
館
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

（
36
）

 H
obbs, ibid., 1978, p.11
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（1954

）》【
図 

10
】
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
の
も
あ
る
。
だ
が
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
、
抽
象
表
現
主
義
の
作
品

に
残
さ
れ
た
画
家
た
ち
の
痕
跡
か
ら
彼
ら
の
個
人
的
な
内
面
を
探
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
て
、
彼
は
作
品
の
見
え
方
（vision

）
に
注
目
し
、
そ
れ
が
画
家
の
画
面
空
間
の
生
成
と
ど
の
よ
う

に
関
わ
り
、「
根
源
的
な
も
の
」
を
ど
の
よ
う
に
表
象
し
て
い
る
か
を
見
よ
う
と
し
た
の
だ
（　

　37
）。
そ
の

と
き
に
ホ
ッ
ブ
ス
が
用
い
た
の
が
「
周
辺
視
（peripheral vision

）」
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
。
一
点

に
収
束
し
な
い
周
辺
視
は
、「
焦
点
か
ら
焦
点
へ
と
見
る
者
〔
の
注
目
〕
が
移
行
す
る
間
、
そ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
が
ぼ
や
け
て
そ
れ
に
よ
っ
て
周
辺
的
と
な
る
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
瞬
間
が
生
じ
」
た
り
、「
大
き
な
カ
ン

ヴ
ァ
ス
の
前
に
立
つ
と
き
に
生
じ
、全
視
野
が
ぼ
や
け
」た
り
す
る（　
　38
）。藤
枝
も
ま
た
、絵
画
の
枠
が
あ
っ

て
も
、「
そ
の
〔
絵
画
の
〕
全
体
的
な
存
在
様
態
が
希
薄
と
な
る
」
状
況
を
、
個
別
の
作
品
批
評
の
中
で

記
述
し
て
い
る
（〔
〕
は
筆
者
に
よ
る
挿
入
）。

　

た
と
え
ば
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
絵
画
は
、
オ
ー
ル
オ
ー
ヴ
ァ
な
表
現
と
拡
張
性
に
よ
っ
て
「
造
形
的
な
イ

リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
、（
中
略
）
物
体
と
し
て
の
平
面
に
接
近
し
て
い
る
」。
そ
れ

は
絵
画
で
あ
る
以
上
、「
単
な
る
壁
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、「
見
え
て
く
る
視
野
の
み
が

表
現
で
あ
る
と
い
う
特
殊
な
壁
な
の
で
あ
る
」（　
　39
）。
後
半
の
「
見
え
て
く
る
視
野
の
み
が
表
現
で
あ
る
」

と
い
う
記
述
は
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
画
面
の
な
か
で
絵
画
全
体
を
統
括
す
る
枠
の
機
能
が
衰
微
し
て
い
く
こ
と

を
強
く
連
想
さ
せ
る
。
他
方
、
こ
の
視
野
は
カ
ン
ヴ
ァ
ス
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
る
と
は
い
え
、
網
膜
上
で

受
容
さ
れ
た
像
の
再
現
で
は
決
し
て
な
い
。

　
「
周
辺
視
」
で
は
、
主
体
の
積
極
的
な
「
見
る
」
行
為
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、「
見
え
る
」
と
い
う
状
態

が
強
調
さ
れ
る
。
ポ
ロ
ッ
ク
や
抽
象
表
現
主
義
の
画
家
た
ち
の
場
合
、
こ
の
視
覚
は
目
的
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
結
果
と
し
て
周
辺
視
と
結
び
つ
い
た
空
間
が
出
来
上
が
っ
た
の
だ
と
言
う
。
藤
枝
の
関
心
は
こ

の
シ
ス
テ
ム
の
分
析
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
個
別
の
作
品
が
備
え
る
空
間
の
解
明
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

結
び
に
代
え
て

　
「
生
ま
の
芸
術
」
か
ら
始
ま
っ
た
「
根
源
的
な
も
の
」
を
め
ぐ
る
一
連
の
考
察
は
、
視
覚
性
と
精
神
性

を
往
還
す
る
藤
枝
の
態
度
へ
と
向
か
い
、最
終
的
に
は
い
ず
れ
を
も
取
り
込
ん
だ
「
空
間
」
で
逗
留
す
る
。

藤
枝
の
ユ
ン
グ
へ
の
言
及
は
性
格
診
断
や
夢
分
析
で
は
な
く
普
遍
な
る
も
の
の
考
え
の
一
つ
と
し
て
の

「
根
源
的
な
も
の
（prim

ordial

）」
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
普
遍
な
る
も
の
は
、
藤
枝
い
わ
く
、
自

ら
の
主
体
を
放
棄
し
た
、
マ
ラ
ル
メ
の
「
純
粋
観
念
」
や
「
永
遠
性
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
根
源
的
な

精
神
性
な
の
で
あ
っ
て
、
ユ
ン
グ
の
術
語
を
用
い
る
な
ら
、「
元
型
」
と
呼
ば
れ
る
あ
ら
ゆ
る
情
動
の
源

泉
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
フ
ロ
イ
ト
的
な
意
識
下
の
領
域
で
は
な
く
心
理
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
い
し
構
造

で
あ
る
。
こ
の
元
型
は
神
話
的
な
要
因
を
有
し
、
ポ
ロ
ッ
ク
は
も
ち
ろ
ん
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
や
ゴ
ッ
ト
リ
ー

プ
ら
抽
象
表
現
主
義
の
作
家
の
な
か
で
（
あ
る
い
は
抽
象
表
現
主
義
の
作
家
に
限
ら
ず
）、
ユ
ン
グ
や
神

話
的
表
象
を
追
究
し
た
者
も
少
な
く
な
い
。
一
九
三
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
地
方
主
義
を
批
判
す
る
次
世
代

の
芸
術
家
た
ち
に
と
っ
て
は
、「
根
源
的
な
も
の
」
へ
の
志
向
こ
そ
が
ア
メ
リ
カ
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
彼
ら
の
制
作
は
、「
原
初
的
／
根
源
的
」
と
い
う
点
で
、
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
や
原
始

美
術
と
の
影
響
関
係
を
指
摘
さ
れ
る
も
の
の
、
藤
枝
の
示
し
た
「
絵
画
の
内
的
問
題
」
へ
の
取
組
み
、
継

続
す
る
努
力
と
い
う
点
で
別
種
の
も
の
と
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代
に
執
筆
さ
れ
た
藤
枝
の
初
期
の
批
評
の
捉
え
直
し
か
ら
出
発

し
た
た
め
、
過
去
に
言
い
尽
く
さ
れ
た
感
の
あ
る
議
論
を
も
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
が
、
彼
が
「
根
源
的
な

も
の
」
の
現
れ
と
し
て
こ
れ
と
と
も
に
提
起
し
た
「
空
間
視
覚
」
の
問
題
は
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
、
人

間
に
視
覚
が
あ
る
限
り
、
そ
の
時
代
の
芸
術
制
作
が
孕
む
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
（　

　40
）。
視
覚
芸
術

と
は
常
に
こ
れ
を
見
る
者
の
視
覚
の
変
容
を
も
た
ら
す
、
あ
る
い
は
も
た
ら
そ
う
と
す
る
。
一
九
七
八
年

に
、
藤
枝
が
ア
メ
リ
カ
抽
象
表
現
主
義
の
画
家
た
ち
の
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
や
「
主
体
な
き
主
体
」
に
言

及
し
た
の
も
こ
の
視
覚
を
め
ぐ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
（　

　41
）。
藤
枝
の
「
視ヴ

ィ
ジ
ョ
ン覚

」
を
め
ぐ
る
逡
巡
に
は
、

結
果
と
し
て
現
れ
た
多
様
な
空
間
と
対
峙
し
て
き
た
批
評
の
実
践
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
（　

　42
）。 

【
図
10
】

バ
ー
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
《
原
初
の
光

（Prim
ordial Light

）》、
一
九
五
四
年
、
カ

ン
ヴ
ァ
ス
に
油
彩
、243.8 

× 127 cm

、
メ

ニ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン

（
37
）

彼
は
「
根
源
的
な
も
の
」
の
表
象
を
「
イ
ン
ス

ケ
ー
プ
（inscape

）」
と
呼
ん
だ
。
直
訳
す
れ

ば
、「
内
な
る
情
景
」
と
な
る
こ
の
語
は
、
イ

ギ
リ
ス
の
詩
人
で
聖
職
者
の
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
マ

ン
リ
ー
・
ホ
プ
キ
ン
ス
（G

erard M
anley 

H
opkins, 1844-1889

）
に
よ
る
造
語
で
あ

る
。「
ホ
プ
キ
ン
ス
は
、
内
奥
を
示
す
と
同
時

に
風
景
や
芸
術
作
品
の
言
い
表
せ
な
い
詩
的
な

質
を
規
定
す
る
た
め
に
『
イ
ン
ス
ケ
ー
プ
』
を

用
い
た
。
ホ
プ
キ
ン
ス
に
と
っ
て
何
か
あ
る
も

の
の
『
イ
ン
ス
ケ
ー
プ
』
は
あ
る
も
の
そ
の
も

の
を
意
味
す
る
。『
イ
ン
ス
ケ
ー
プ
』
は
偉
大

な
作
家
の
唯
一
性
、
他
と
断
絶
す
る
た
め
の
―

―
し
た
が
っ
て
本
質
―
―
、
そ
し
て
必
須
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
見
る
も
の
に
呈
示
す
る

た
め
の
能
力
を
表
示
す
る
（
中
略
）
絵
画
の
場

合
、
隠
さ
れ
た
意
味
を
見
つ
け
よ
う
と
感
覚
で

き
る
表
面
を
手
放
そ
う
と
す
る
観
者
が
、
眼
前

の
も
の
す
べ
て
を
見
る
こ
と
の
歓
び
に
よ
っ
て

思
い
と
ど
ま
る
よ
う
に
、『
イ
ン
ス
ケ
ー
プ
』は
、

偉
大
な
構
図
の
な
か
の
繊
細
な
色
彩
と
調
和
の

と
れ
た
形
態
へ
の
明
白
な
気
付
き
と
楽
し
み
を

明
確
に
す
る
の
だ
。」（H

obbs, ibid.,1978, 
p.19

）。

（
38
）

 H
obbs, ibid.,1978, p.21. 

（
39
）

藤
枝
、
前
掲
書
、
二
〇
〇
七
年
、pp.163-

164. 

（
42
）

作
家
が
芸
術
と
し
て
見
る
者
に
伝
え
よ
う
と
す

る
表
現
内
容
は
、
個
人
的
な
感
情
や
感
覚
、
た

と
え
ば
安
直
な
戦
争
批
判
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど

で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
ら
は
言
語
メ
デ
ィ
ア

で
送
信
さ
れ
る
べ
き
内
容
だ
か
ら
で
あ
る
。
藤

枝
が
希
求
す
る
「
普
遍
的
な
感
情
」
に
は
、
ア

ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル
の
「
芸
術
意
思
」
な
ど
の

概
念
と
の
親
和
性
も
認
め
ら
れ
る
。

（
40
）

藤
枝
は
「
イ
ン
タ
ー
メ
デ
ィ
ア
」
で
あ
っ
て
も

そ
の
中
に
視
覚
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

「
ま
っ
た
く
違
っ
た
何
か
視
覚
に
関
す
る
も
の

が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
」
の
可
能
性
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
る
。

座
談
会
「
非
芸
術
化
過
程
の
芸
術　

現
代
社
会

と
芸
術
の
位
置
」
岡
田
隆
彦
・
中
原
佑
介
・
藤

枝
晃
雄
『
Ｓ
Ｄ
』
一
九
六
九
年
七
月
、pp.92-

99.

（
41
）

藤
枝
、
前
掲
書
、
二
〇
一
七
年
、pp.532-

533. 
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美
し
い
無
意
味
―beautiful nonsence

市
川 

和
英

　

私
が
苦
情
を
言
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
の
奇
怪
な
傑
作
を
書
い
た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
に
対
し

て
で
、
丹
念
な
説
明
が
な
け
れ
ば
、
延
々
と
続
い
た
大
作
も
美
し
い
無
意
味
（
実
際
、
作
者
の
よ
う
な
や

さ
し
い
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
声
で
朗
読
す
る
と
非
常
に
美
し
い
―
ジ
ョ
イ
ス
は
あ
れ
を
も
っ
と
レ
コ
ー
ド
に

と
っ
て
お
い
て
く
れ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
！
）
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
本
を
書
い
た
か
ら
だ
。（
１
）　

　

Ｔ･

Ｓ･

エ
リ
オ
ッ
ト（1888

〜1965

年
）本
人
の
詩
作
に
も
通
じ
る
こ
の
対
義
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
、

「
美
し
い
ん
だ
け
ど
、
意
味
が
分
か
ら
ん
？
」
と
で
も
な
ろ
う
か
。
冒
頭
の
引
用
は
、1956

年
に
ア
メ

リ
カ
の
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
で
行
わ
れ
た
講
演
で
語
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
が
、岩
波
文
庫
の『
文
芸
批
評
論
』（
矢

本
貞
幹 

訳
）
の
中
に
『
批
評
の
限
界
』
と
し
て
納
め
ら
れ
て
い
る
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
（1882

〜1941

年
）
の
奇
作
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ
イ
ク
』（1939

年
）
を
評
し
た
中
の
一
節
で
あ
る
。

　

エ
リ
オ
ッ
ト
は
続
け
て
こ
う
述
べ
る
、「
だ
が
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ
イ
ク
』
の
出
し
た
謎
は
、
説

明
を
理
解
だ
と
ま
ち
が
え
る
あ
の
今
日
よ
く
起
こ
っ
て
い
る
誤
り
を
強
め
は
し
な
い
か
と
思
う
」。
さ
ら

に
、「
こ
う
い
う
本
は
一
冊
で
た
く
さ
ん
だ
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
ジ
ョ
イ
ス
の
こ
の
作

品
を
否
定
も
肯
定
も
し
な
い
。
思
う
に
、〈
無
意
味
〉
で
あ
る
こ
と
の
〈
意
味
〉
を
肯
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
に
、
説
明
不
可
能
な
も
の
と
し
て
の
創
作
の
本
質
的
価
値
な
ど
も
。

（
１
）

Ｔ･

Ｓ･

エ
リ
オ
ッ
ト
『
批
評
の
限
界
』
矢
本

貞
幹 

訳 

岩
波
文
庫
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『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ
イ
ク
』
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
脈
絡
の
な
い
文
学
が
、「
一
冊
」
で
い
い
か

ら
存
在
す
る
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
意
味
に
よ
っ
て
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
た
言
葉
の
流
通
構
造
（
分
子

結
合
）
を
い
や
お
う
も
な
く
解
体
し
、
結
果
純
粋
と
い
う
ミ
デ
ィ
ア
ム
（
言
葉
）
の
現
前
を
露
わ
に
す
る

こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
「
表
現
の
た
め
の
表
現
に
還
元
さ
れ
」（
２
）、
表
現
す
る
も
の
よ
り
表
現
自
体
が

重
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

ジ
ョ
イ
ス
と
共
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
、
文
学
、
批
評
の
牽
引
者
と
さ
れ
る
エ
リ
オ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
は
文
学
に
限
ら
ず
美
術
、
音
楽
に
お
い
て
も
「
そ
の
ミ
デ
イ
ア
ム
に
起
こ
っ
た
」（
３
） 

同
様
の
事
態
な

の
で
あ
る
。「
説
明
を
理
解
だ
と
ま
ち
が
え
る
」
と
は
、
代
表
作
『
荒
地
』
に
お
い
て
注
釈
（
説
明
）
を

加
え
た
本
人
が
述
べ
る
と
い
う
の
も
妙
な
感
じ
も
す
る
が
（
実
際
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
罪
を
弁
明
し

て
い
る
）、『
荒
地
』
の
出
版
（1922
年
）
と
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
の
『
シ
ュ
ル 

レ
ア
リ
ズ
ム
宣
言
』

（1924

年
）
の
出
版
、さ
ら
に
当
時
ス
イ
ス 
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
な
ど
で
発
生
し
て
い
た
ダ
ダ
の
運
動
（1916

年
）
な
ど
も
含
め
、
時
代
は
芸
術
分
野
に
お
け
る
既
製
概
念
の
解
体
、
再
構
築
へ
と
向
か
っ
て
い
た
。

　

エ
リ
オ
ッ
ト
の
代
表
作
「『
荒
地
』
ま
で
の
詩
風
は
、
サ
ン
ボ
リ
ス
ト
の
影
響
の
み
な
ら
ず
、
第
一
次

世
界
大
戦
の
前
後
に
発
達
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
風
と
し
て
の
ダ
ダ
や
超
現
実
的
な
手
法
を
か
く
し
も
っ
て

い
た
」（
西
脇
順
三
郎
）
と
さ
れ
。（
４
）
既
製
概
念
の
解
体
と
は
、還
元
す
れ
ば
「
慣
習
的
な
意
味
」
の
解
体
・

無
化
で
あ
り
、
再
構
築
と
は
そ
れ
ら
の
断
片
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
、
オ
ー
ト
マ
チ
ズ
ム
（
自
動
筆
記
）
よ
っ
て

で
あ
り
、「
過
激
な
並
置
」
と
と
も
に
目
論
ま
れ
て
い
る
の
は
、
新
し
い
「
意
味
」
と
「
反
意
味
」
の
創

造
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（
５
）
そ
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
の
中
で
「
無
意
味
（nonscence)

」
と
い
う
〈
意

味
〉
は
捉
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　

人
は
〈
意
味
〉
を
分
か
ろ
う
と
し
て
、〈
質
〉
を
分
か
ろ
う
と
し
な
い
。「
意
味
が
分
か
ら
ん
」
と
い
う

と
き
の
自
閉
状
態
は
、
対
象
自
体
の
問
題
で
は
な
く
本
人
の
経
験
と
知
識
、
そ
し
て
興
味
の
範
囲
外
に
あ

（
２
）

ク
レ
メ
ン
ト
・
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
批
評
選
集『
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
キ
ッ
チ
ュ
』
藤
枝
晃
雄 

編
訳 

勁
草
書
房

（
３
）

前
掲
書 

ク
レ
メ
ン
ト
・
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
『
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
キ
ッ
チ
ュ
』

（
４
）

西
脇
順
三
郎 『T.S.ELIO

T

』
研
究
社 1956

（
５
）

『
荒
地
』
訳
者 

岩
崎
宗
治
（
岩
波
文
庫
）
の
解

説 P302 

解
説
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
の

部
分
は
、
ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
の
『
ハ
プ
ニ

ン
グ
―
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
併
置
の
芸
術
』（
高
橋

康
也 

編
訳 

竹
内
書
店 1971

年
）の
中
の
、「
こ

れ
ら
す
べ
て
の
芸
術
に
お
け
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
的
伝
統
は
、
あ
り
き
た
り
の
意
味
を
破
壊

し
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
併
置
を
通
じ
て
新
し
い
意

味
な
い
し
反
意
味
を
創
造
す
る（《
コ
ラ
ー
ジ
ュ

の
原
理
》）
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
、
結
ば

れ
て
い
る
」
と
い
う
箇
所
で
、ハ
ー
ヴ
ィ
・
コ
ッ

ク
ス
の
『
愚
者
の
饗
宴
』
の
中
か
ら
の
引
用
で

あ
る
。
ソ
ン
タ
グ
は
さ
ら
に
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン

の
『
マ
ル
ド
ロ
ー
ル
の
歌
』
に
あ
る
「
解
剖
台

の
上
で
の
ミ
シ
ン
と
こ
う
も
り
が
さ
と
の
思
い

が
け
な
い
出
逢
い
」
と
い
う
一
節
を
引
用
し
つ

つ
、「
こ
ん
な
風
に
理
解
さ
れ
た
芸
術
が
、
攻

撃
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
何
よ
り
も
媒
体
そ
の
も

の
に
対
す
る
攻
撃
に
よ
っ
て
―
生
気
を
与
え
ら

れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
ま

さ
に
、
ダ
ダ
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
と
モ
ダ
ニ

ズ
ム
と
の
ナ
イ
ー
ブ
な
関
係
を
言
い
当
て
て
は

い
ま
い
か
。

る
こ
と
の
不
安
か
ら
く
る
現
前
の
拒
否
で
も
あ
る
。〈
意
味
（
既
製
概
念
）〉
の
リ
セ
ッ
ト
は
、
モ
ダ
ニ

ズ
ム
に
と
っ
て
葛
藤
の
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
で
も
あ
り
、
そ
の
深
層
に
「
表
現
と
は
？
芸
術
と
は
？
」
と

い
う
不
断
の
問
い
か
け
が
存
在
し
て
い
る
。
今
と
な
っ
て
は
、
抽
象
画
は
あ
た
り
前
の
よ
う
に
目
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
描
き
手
は
一
体
何
を
顕
わ
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
探
れ
ば
、
極
め

て
技
術
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
趣
味
的
な
美
し
さ
や
、
個
人
的
な
こ
だ
わ
り
へ
の
指
摘
に
反
応
し
た

り
す
る
。
結
局
、
そ
う
い
っ
た
表
層
的
な
こ
と
を
有
〝 

意
味 

〟
と
し
て
語
る
の
で
あ
る
。

　

世
の
中
に
は
セ
ン
ス
の
い
い
人
間
は
ご
万
と
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
美
術
・
芸
術
分
野
だ
け
に
と
ど

ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
商
業
分
野
に
お
い
て
は
、
巨
額
な
金
が
動
い
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
才
能
が
集
ま
っ

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
「
ク
リ
エ
イ
タ
ー
」、「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
」
と
称
す

る
連
中
に
は
「
真
の
才
能
を
持
っ
た
者
が
何
人
か
い
る
た
め
、
そ
の
影
響
は
却
っ
て
い
っ
そ
う
有
害
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
芸
術
を
あ
れ
ほ
ど
横
道
へ
と
そ
れ
さ
せ
る
た
め
に
は
、
―
と
り
わ
け
―
才
能
が
必

要
で
あ
っ
た
」（
６
）と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
商
業
分
野
に
お
い
て
セ
ン
ス
の
良
さ
は
、分
か
り
や
す
い
。

デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
ス
ペ
ー
ス（
空
間
）か
ら
、で
き
る
限
り
日
常
に
引
き
戻
さ
れ
る
物
体（
名
、イ
メ
ー
ジ
）

を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
低
級
な「
ア
ー
ト（
芸
事
）」は〈
意
味
〉の
中
に
あ
り
続
け
る
。「
針
が
ね
ア
ー

ト
」「
消
し
ゴ
ム
ア
ー
ト
」「
押
し
花
ア
ー
ト
」「
な
ん
で
も
ア
ー
ト
」。「
ア
ー
ト
」
―
日
本
語
の
芸
術
と

い
う
単
語
は
使
わ
な
い
―
は
生
活
に
密
着
し
た
固
有
名
詞
と
共
に
、
そ
の
〈
意
味
〉
さ
れ
る
範
囲
内
で

安
定
的
に
消
費
さ
れ
る
。
商
業
的
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
空
間
に
は
、
生
活
す
る
た
め
の
家
具
や
物
体
は

落
と
し
込
ま
れ
な
い
。〝 

生
活
臭
く
な
い 

〟
空
間
と
で
も
い
お
う
か
、
床
、
壁
の
隅
は
家
具
や
日
用
雑

貨
品
、
延
長
コ
ー
ド
で
遮
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
住
宅
で
も
商
業
施
設
や
オ
フ
ィ
ス
で
も

人
と
物
で
溢
れ
ん
ば
か
り
に
賑
わ
っ
て
い
る
状
態
の
ア
ナ
ー
キ
ー
さ
は
デ
ザ
イ
ン
上
前
提
と
さ
れ
て
い

な
い
の
だ
。
ま
し
て
や
、
書
類
で
山
積
み
に
さ
れ
た
壁
に
よ
る
〝 

隠
れ
場
所 

〟
と
し
て
の
デ
ス
ク
な

ど
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
不
純
、
不
確
定
な
要
素
を
極
力
排
除
し
て
い
く
こ
と
で
成
り

立
っ
て
い
る
ミ
ニ
マ
ル
で
無
菌
状
態
の
空
間
、あ
ら
ゆ
る
手
垢
の
付
い
た
関
係
性
、目
的
性
、主
題
性
（
思

（
６
）

前
掲
書 

ク
レ
メ
ン
ト
・
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
『
さ

ら
に
新
た
な
ラ
オ
コ
ン
に
向
か
っ
て
』
グ
リ
ー

ン
バ
ー
グ
が
「
真
の
才
能
」
と
し
て
皮
肉
を
込

め
て
候
補
に
上
げ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
画
家

で
あ
る
。

ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ワ
ッ
ツ（G

eorge 
Frederic W

atts

）(1817

〜1904

年)

イ

ギ
リ
ス
の
画
家
・
彫
刻
家
。
愛
と
生
、死
を
テ
ー

マ
に
寓
意
画
を
描
き
、
多
く
の
肖
像
画
も
残
し

た
。

ジ
ャ
ン=

レ
オ
ン
・
ジ
ェ
ロ
ー
ム（Jean-Léon 

G
érôm

e, 1824

〜1904

年
）
フ
ラ
ン
ス
の

画
家
・
彫
刻
家
。
歴
史
や
東
方
（
オ
リ
エ
ン
ト

地
域
）
の
描
写
を
得
意
と
し
た
。

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
レ
イ
ト
ン 

（Frederic 
Leighton,1830

〜1896

年
）
イ
ギ
リ
ス
の

画
家
・
彫
刻
家
。
歴
史
、
聖
書
、
古
典
的
題
材

が
ほ
と
ん
ど
。

ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
モ
ロ
ー
（G

ustave 
M

oreau, 1826

〜1898

年
）
フ
ラ
ン
ス
象

徴
主
義
の
画
家
。
聖
書
や
神
話
を
題
材
と
し
た

幻
想
的
な
作
風
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想
）、
個
性
か
ら
可
能
な
限
り
自
由
に
な
る
こ
と
。
つ
ま
り
、
デ
ザ
イ
ン
の
世
界
で
も
直
観
的
に
ミ
ニ
マ

リ
ズ
ム
ま
で
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
果
実
が
様
式
（
モ
ー
ド
）
と
し
て
の
み
再
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
だ
ろ
う
。
彼
我
の
決
定
的
な
違
い
は
、
商
業
デ
ザ
イ
ン
の
世
界
で
は
そ
の
成
果
は
自
己
言
及
性
と
い
う

作
物
そ
の
も
の
と
し
て
自
律
し
た
、自
己
批
判
的
純
粋
化
の
中
に
留
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
言
及
性
は
そ
の
ま
ま
〝 

商
品 

〟、も
し
く
は
趣
味
と
し
て
消
費
さ
れ
る
円
環
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

大
量
生
産
品
（
不
完
全
な
も
の
）
が
あ
る
限
り
そ
の
才
能
の
使
途
は
無
限
に
広
が
る
。
人
々
を
途
方
に
暮

れ
さ
せ
な
い
た
め
に
、
ヒ
マ
な
時
に
自
立
的
な
人
間
を
志
向
さ
せ
な
い
た
め
に
、
懐
疑
的
ス
ト
レ
ス
が
共

同
体
の
崩
壊
を
促
さ
な
い
よ
う
に
共
通
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
娯
楽
仕
様
書
に
少
し
づ
つ
書
き
加
え

て
い
く
の
だ
。
し
か
し
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
人
間
の
生
存
自
体
に
は
本
来
必
要

の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。「
Ａ
Ｉ
」、「
５
Ｇ
」、「
８
Ｋ]

、「
Ａ
Ｒ
」、「
Ｖ
Ｒ
」、「IoT

」、

「
…
」、
こ
れ
ら
の
技
術
は
国
家
間
に
お
け
る
経
済
的
覇
権
に
密
接
で
あ
り
、
視
覚
分
野
に
お
け
る
文
化
戦

略
に
落
と
し
込
ま
れ
、
教
育
段
階
か
ら
凌
ぎ
を
け
ず
る
こ
と
に
な
る
。
子
供
た
ち
は
人
生
の
〝 

負
け
組 

〟

に
な
ら
な
い
た
め
に
、
野
山
や
海
を
前
に
し
て
妄
想
に
ふ
け
っ
て
い
る
暇
は
な
い
。

　

ス
マ
ホ
一
つ
あ
れ
ば
映
画
が
作
れ
る
と
か
、
動
画
が
編
集
で
き
る
と
か
、
作
曲
で
き
る
と
か
、
世
界
中

の
人
間
が
や
り
出
し
た
と
し
て
も
、あ
た
り
ま
え
で
は
あ
る
が
芸
術
と
は
無
縁
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

彼
、
彼
女
た
ち
も
ま
ん
ざ
ら
向
上
心
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
厭
き
な
い
た
め
に
、
そ
こ
そ
こ
の
ク
ォ
リ

テ
ィ
（
質
）
に
向
か
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
で
あ
る
。
ぼ
く
、
わ
た
し
で
も
〝 

こ
ん
な
に
で

き
ま
す
よ
！ 

〟
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
優
れ
た
作
物
の
結
果
（
お
手
本
）
は
ス
マ
ホ
で
瞬

時
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、し
か
し
何
故
に
優
れ
て
い
る
の
か
は
ス
マ
ホ
で
も
瞬
時
に
は
分
か
ら
な
い
。

分
か
ら
な
い
は
、〝 

分
か
り
た
く
な
い
＝
理
解
し
な
く
て
も
い
い 

〟
と
同
義
語
と
な
っ
て
お
り
、
分
か

ら
な
く
と
も
途
方
に
暮
れ
る
こ
と
は
な
い
。
次
々
と
ス
ペ
ッ
ク
は
向
上
し
、
そ
れ
ら
を
追
っ
か
け
る
だ
け

で
小
さ
な
共
同
体
に
お
い
て
優
越
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
以
外
に
何
が
必
要
だ
と
言
う
の
か
？

か
く
し
て
、
大
衆
社
会
化
状
況
と
タ
コ
つ
ぼ
文
化
（
こ
の
懐
か
し
い
言
葉
）
と
い
う
段
階
が
液
晶
画
面
の

ア
ル
ノ
ル
ト
・
ベ
ッ
ク
リ
ン
（Arnold 

Böcklin, 1827

〜1901

年
）
ス
イ
ス
出
身
。

文
学
、
神
話
、
聖
書
な
ど
を
題
材
と
す
る
象
徴

主
義
の
画
家
。

※
以
上
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア 

よ
り
。

筆
者
は
絵
画
（
美
術
）
か
ら
商
業
デ
ザ
イ
ン
の

領
域
に
越
境
し
た
か
た
ち
で
引
用
し
た
が
、
グ

リ
ー
ン
バ
ー
グ
が
本
稿
を
発
表
し
て
か
ら80

年
を
経
て
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
全
盛
の
時
代
と

な
っ
た
現
代
、美
術
（
芸
術
）
そ
の
も
の
を
「
横

道
」
に
そ
れ
さ
せ
る
も
の
は
、
美
術
以
外
の
分

野
の
方
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
実
感
と
な
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
メ
デ
ィ
ア
の
専
制

は
ネ
ッ
ト
上
も
含
め80

年
前
と
は
様
相
が
大

き
く
違
っ
て
お
り
、
優
れ
た
も
の
、
超
越
的
な

も
の
を
見
出
す
と
い
う
よ
り
は
、
優
れ
た
も
の

と
し
て
“
仕
立
て
上
げ
る
”
と
い
う
立
場
を

鮮
明
に
し
つ
つ
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
ア
イ

ド
ル
、
売
り
逃
げ
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
、
こ

れ
ら
は
イ
ン
チ
キ
で
あ
っ
て
も
、
だ
ま
し
た
も

の
勝
ち
で
あ
っ
て
、
だ
ま
さ
れ
た
方
が
悪
い
と

い
う
“
正
論
”
が
ま
か
り
通
る
背
景
と
な
っ

て
い
る
。

中
で
完
成
す
る
。
ま
さ
に
、「
Ｉ
Ｔ
」
革
命
に
よ
っ
て
。
し
か
し
、「
大
衆
に
は
、
賞
賛
と
驚
異
の
対
象
を

あ
て
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
だ
。（
７
）　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
ス
ポ
ー
ツ
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点
と

し
て
目
的
化
さ
れ
、
金
メ
ダ
ル
数
が
国
民
の
慰
め
に
な
る
。
天
皇
家
に
ま
つ
わ
る
儀
式
の
数
々
な
ど
、
こ

と
さ
ら
「
荘
厳
に
」（
８
）
に
権
威
付
け
よ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
国
内
の
一
般
家
庭
の
み
な

ら
ず
、
世
界
中
の
テ
レ
ビ
に
晒
さ
れ
る
。
秘
義
に
い
そ
し
む
姿
を
隠
蔽
す
る
よ
り
、
オ
ー
プ
ン
に
し
た
方

が
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
維
持
と
し
て
は
、
よ
り
効
果
的
で
あ
る
と
分
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
情
況
、
時
代
の
諸
相
そ
の
も
の
を
キ
ッ
チ
ュ
（
ド
イ
ツ
語
、
俗
悪
な
も
の
）
と
言
わ
ず
し
て
、

何
を
美
術
、
芸
術
と
し
て
語
る
こ
と
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
も
し
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
が
芸
術
の
過
程
を
模
倣
す
る
と
す
れ
ば
、
キ
ッ
チ
ュ
は
芸
術
の
結
果
を
模

倣
す
る
」（
９
）

や
が
て
、Ａ
Ｉ
搭
載
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
「
ア
ー
ト
」
と
「
デ
ザ
イ
ン
」
の
全
て
を
や
っ
て
く
れ
る
は
ず
だ
。

　

エ
リ
オ
ッ
ト
の
「
美
し
い
無
意
味
」
と
い
う
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
、
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
の
『
ア
ヴ
ァ
ン

ギ
ャ
ル
ド
と
キ
ッ
チ
ュ
』
を
あ
ら
た
め
て
読
み
返
し
て
み
た
。
ご
存
知
の
と
お
り
、
こ
の1939

年
に
書

か
れ
た
論
文
の
出
だ
し
に
、
Ｔ･

Ｓ･

エ
リ
オ
ッ
ト
の
名
前
が
通
俗
的
な
詩
歌
と
の
対
比
で
登
場
す
る
。

こ
の
ハ
イ
と
ロ
ウ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
同
居
す
る
こ
と
の
、
現
代
性
の
象
徴
と
し
て
エ
リ
オ
ッ
ト
を
（
ジ
ョ
イ

ス
の
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ
イ
ク
』
も
）
持
ち
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
無
論
、
ハ
イ
カ
ル
チ
ャ
ー
側
の
旗

手
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
、
文
化
史
の
み
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ン
ド
哲
学
の
知
識
な
ど
も
総

動
員
し
て
そ
の
詩
作
を
展
開
し
た
エ
リ
オ
ッ
ト
の
、
批
評
精
神
を
も
前
提
と
し
た
言
及
で
あ
る
。
や
が
て

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
担
い
手
で
あ
る
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
を
、
キ
ッ
チ
ュ
と
の
比
較
に
お
い
て
展
開
し
て
い
く

こ
の
論
考
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
核
心
が
「
ミ
デ
ィ
ア
ム
（
媒
材
）」
の
自
律
性
と
純
粋
化
に
あ
る
こ
と
を

（
７
）

前
掲
書 

ク
レ
メ
ン
ト
・
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
『
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
キ
ッ
チ
ュ
』

（
８
）

前
掲
書

（
９
）

前
掲
書
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明
ら
か
に
し
て
い
く
。
し
か
も
、
そ
の
キ
ッ
チ
ュ
の
事
例
を
あ
げ
て
批
判
（
断
罪
）
し
て
い
く
そ
の
筆
致

が
明
快
で
小
気
味
良
く
、
現
代
に
お
い
て
も80

年
前
に
書
か
れ
た
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
色
あ
せ
た
と
こ

ろ
が
な
い
。
ち
な
み
に
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ
イ
ク
』
は1939

年
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
ロ
ン
ド
ン

で
出
版
さ
れ
て
い
る
。『
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
キ
ッ
チ
ュ
』
の
初
出
年
と
同
じ
で
あ
る
。
同
時
代
的
な
、

何
ら
か
の
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
に
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。（　
　10
）

　

グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
定
義
は
、「
芸
術
へ
の
反
措
定
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、

芸
術
と
し
て
の
芸
術
の
急
進
性
を
探
求
す
る
と
い
う
意
味
で
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
で
あ
る
」（
藤
枝
晃

雄
）（　
　11
）　

と
さ
れ
る
よ
う
に
、あ
く
ま
で
も
芸
術
の
担
い
手
と
し
て
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
で
あ
っ
て
、

決
し
て
死
語
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
急
新
性
の
象
徴
と
し
て
グ
リ
ー

ン
バ
ー
グ
は
ジ
ョ
イ
ス
に
反
応
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

せ
っ
か
く
な
の
で
、
エ
リ
オ
ッ
ト
が
「
一
冊
で
た
く
さ
ん
だ
」
と
評
し
た
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ
イ

ク
』
の
、
そ
の
「
美
し
い
無
意
味
」
を
少
し
だ
け
味
わ
っ
て
み
る
の
も
一
興
か
と
思
う
。
以
下
に
、
出
だ

し
の
一
部
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
ご
存
知
の
方
は
読
み
飛
ば
さ
れ
た
し
。
翻
訳
は
、
訳
書
の
序
文
を

書
い
て
い
る
大
江
健
三
郎
に
、
存
命
中
の
「
有
資
格
者
」
は
こ
の
人
ひ
と
り
と
言
わ
し
め
た
柳
瀬
尚
紀
。

　
「
川せ

ん
そ
う走

、
イ
ブ
と
ア
ダ
ム
礼れ

い
は
い
て
い

盃
亭
を
過す

ぎ
、
く
寝ね

る
岸き

し
べ辺

か
ら
輪わ

ん
曲き

ょ
くす

る
湾わ

ん

へ
、
今こ

ん

も
度ど

う失
せ
ぬ
巡め

ぐ

り
路み

ち

媚ビ
コ
ウ行

し
、
巡め

ぐ

り
戻も

ど

る
は
栄え

い
ち
し
い
い
い

地
四
囲
委
蛇
た
る
ホ
ウ
ス
城じ

ょ
うと

そ
の
周し

ゅ
う
え
ん円

。

　

サ
ー
・
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
、
か
の
恋こ

い

の
伶れ

い
じ
ん人

が
、
短た

ん
ち
ょ
う潮

の
海う

み

を
越
え
、
…
（
以
下
略
）」（　
　12
）

　

イ
ギ
リ
ス
文
学
に
無
知
な
ぼ
く
の
頭
に
、
残
念
な
が
ら
象
徴
さ
れ
て
い
る
か
も
？
し
れ
な
い
意
味
は
ほ

ぼ
理
解
で
き
な
い
。
そ
の
代
り
日
本
語
の
音
を
追
っ
か
け
て
い
く
と
、
訳
者
の
企
図
か
も
し
れ
な
い
が
自

分
が
活
弁
師
に
な
っ
た
よ
う
な
気
分
に
な
っ
て
く
る
。
言
葉
そ
の
も
の
が
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う

な
も
の
だ
け
が
高
速
で
通
り
過
ぎ
て
い
く
、
そ
ん
な
感
じ
で
充
分
楽
し
め
る
。

（
10
）

前
掲
書
「
…
ジ
ッ
ド
の
最
も
野
心
的
な
本
が
小

説
の
書
き
方
に
つ
い
て
の
小
説
で
あ
り
、
ジ
ョ

イ
ス
の
「
ユ
リ
シ
ー
ズ
」
と
「
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・

ウ
ェ
イ
ク
」
で
は
、
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
批
評
家

の
言
う
よ
う
に
、
と
り
わ
け
経
験
が
表
現
の
た

め
の
表
現
に
還
元
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
表
現
の

方
が
表
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
よ
り
も
重
要
に

な
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
こ
と
は
意
義
深
い
」

（
11
）

前
掲
書　

翻
訳
者
あ
と
が
き
（
藤
枝
晃
雄
）

（
12
）

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・ 

ジ
ョ
イ
ス
『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・

ウ
ェ
イ
ク 

Ⅰ
』
柳
瀬
尚
紀 

訳　

河
出
文
庫

英
文
は
以
下
に
。

　

riverrun,past Eve and Adam
's,from

 sw
erve of shore to bend of bay,brings us by a 

com
m

odius vicus of recirculation back to H
ow

th Castle and Environs. 

　

Sir Tristram
,violer d'am

ores,fr'over the short sea,

…
（
以
下
略
）

　

ち
な
み
に
、「
作
者
の
よ
う
な
や
さ
し
い
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
声
で
朗
読
す
る
と
非
常
に
美
し
い
―
ジ
ョ

イ
ス
は
あ
れ
を
も
っ
と
レ
コ
ー
ド
に
と
っ
て
お
い
て
く
れ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
！
」
と
エ
リ
オ
ッ
ト
に
言

わ
し
め
た
、
ジ
ョ
イ
ス
（
ら
し
き
？
）
音
源
が You Tube 

に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
。
興
味
の
あ
る
方
は

聞
か
れ
た
し
。（　
　13
）

　
〝 

美
し
く 

〟
も
な
く
、
か
つ
恣
意
的
に
こ
じ
付
け
た
〝 

無
意
味 

〟
な
駄
文
を
最
後
ま
で
お
読
み
い
た

だ
い
た
こ
と
に
感
謝
し
、『
フ
ィ
ネ
ガ
ン
ズ
・
ウ
ェ
イ
ク
』
の
「
美
し
い
無
意
味
」
の
エ
リ
オ
ッ
ト
的
「
意

味
」
を
か
み
し
め
つ
つ
筆
を
置
き
た
い
。

（
13
）

h
ttp

s://w
w

w
.y

o
u

tu
b

e
.c

o
m

/
w

atch?v=M
8kFqiv8Vw

w
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制
作
ノ
ー
ト
抜
粋　
　

―
追
想
―

大
塚 
新
太
郎

　

藤
枝
さ
ん
（
以
下
Ｆ
）
は
私
が
学
生
の
時
、
講
義
で
よ
く
「
質
」
と
言
う
事
を
語
っ
て
い
た
。
謎
の

よ
う
な
「
質
」
の
言
葉
に
「
質
」
と
は
何
の
こ
と
か
と
講
義
の
終
了
時
に
問
う
た
。
す
る
と
Ｆ
は
「
作

品
に
は
質
が
あ
り
ま
す
。
質
は
視
覚
的
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
り
ま
す
。
質
が
あ
る
作
品
と
質
が
無

い
作
品
が
あ
り
、
質
の
無
い
作
品
は
厳
密
に
は
作
品
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
言
わ
れ
た
。「
質
」
は
既
に

作
品
に
内
在
さ
れ
、
見
れ
ば
わ
か
る
も
の
な
の
だ
と
、
納
得
し
よ
う
と
し
た
が
解
せ
な
か
っ
た
。
い
ま
だ

に
自
問
・
内
省
す
る
重
要
な
問
い
で
あ
る
。

　

ま
た
Ｆ
は
よ
く
現
役
の
作
家
を
招
聘
し
講
座
を
設
け
て
く
れ
た
。当
時
隆
盛
を
極
め
て
い
た「
モ
ノ
派
」

の
李
さ
ん
や
、
ハ
ン
ス
・
ホ
フ
マ
ン
の
「
プ
ッ
シ
ュ
・
ア
ン
ド
・
プ
ル
」
を
丁
寧
に
乾
い
た
感
性
で
語
っ

て
く
だ
さ
っ
た
ジ
ョ
セ
フ
・
ラ
ブ
さ
ん
等
々
。

　

学
生
当
時
、
担
任
だ
っ
た
彫
刻
家
の
井
上
武
吉
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
て
国
分
寺
の
居
酒
屋
へ
行
っ
た
折
、

た
ま
た
ま
Ｆ
と
同
席
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
真
剣
で
時
に
辛
辣
な
言
葉
の
溢
れ
る
講
義
や
論
説
と

そ
の
酒
席
で
の
話
の
落
差
に
衝
撃
を
受
け
た
も
の
だ
っ
た
。
時
を
経
て
お
会
い
す
る
Ｆ
は
変
わ
る
こ
と

の
無
い
落
差
の
人
だ
っ
た
。

　
「
作
物
」
こ
れ
を
「
サ
ク
ブ
ツ
」
と
Ｆ
は
読
ん
だ
。
作
品
と
「
作
物
」
は
異
な
る
も
の
だ
。「
作
物
」

を
制
作
す
る
こ
と
は
感
性
と
悟
性
の
間
で
思
考
す
る
事
。
い
や
制
作
は
物
と
向
き
合
っ
て
思
索
す
る
こ
と

で
、
結
果
出
て
く
る
も
の
が
「
作
物
」。
そ
れ
が
作
品
た
り
う
る
か
ど
う
か
、「
質
」
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。

思
索
は
言
語
で
あ
る
。
し
か
し
決
し
て
言
語
に
規
定
さ
れ
て
な
ら
ず
、
ま
た
感
覚
の
恣
意
性
に
委
ね
て
も

な
ら
な
い
。
後
天
的
経
験
の
積
み
重
ね
が
蓋
然
性
に
身
を
任
せ
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
分
析
と
記
述

の
差
異
を
見
極
め
な
が
ら
視
覚
的
に
事
物
と
関
わ
る
。
制
作
は
事
物
と
の
関
わ
り
方
で
あ
る
か
ら
私
の
ど

の
層
と
対
峙
さ
せ
、
進
む
か
が
問
題
で
あ
る
。
言
語
で
意
味
や
位
置
づ
け
を
座
標
の
中
に
定
位
さ
せ
よ
う

と
す
る
と
、
様
々
な
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
が
指
か
ら
砂
が
こ
ぼ
れ
る
よ
う
に
す
り
抜
け
て
ゆ
く
。
ク
ロ
ー

ド
・
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
が
言
っ
た
『
優
れ
た
作
品
に
は
コ
ー
ド
が
あ
る
。
し
か
し
コ
ー
ド
か
ら
作
品
は
生
ま

れ
な
い
。』
と
。
コ
ー
ド
は
言
語
的
で
構
造
的
で
あ
る
。

　

空
間
に
「
あ
る
量
」
を
滑
り
込
ま
せ
る
こ
と
が
彫
刻
で
あ
る
時
、
空
間
と
入
れ
替
わ
っ
た
「
あ
る
量
」

の
構
造
を
考
え
る
。
そ
の
構
造
に
想
い
を
巡
ら
せ
る
試
行
錯
誤
は
制
作
で
あ
り
思
索
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ

じ
加
減
が
難
し
く
、
ど
こ
ま
で
も
言
語
的
に
構
造
的
に
つ
め
て
い
っ
て
も
果
て
し
な
い
。
言
語
に
取
り
込

ま
れ
る
と
志
向
性
す
ら
限
定
さ
れ
予
定
調
和
の
精
度
を
欠
い
た
結
果
が
現
出
す
る
。
コ
ー
ド
か
ら
外
れ
て

は
い
け
な
い
が
、
コ
ー
ド
を
妄
信
し
て
も
い
け
な
い
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
。
精
度
を
持
っ
た
恣
意
性
の
よ

う
な
も
の
が
ど
う
も
作
用
し
て
い
る
。
Ｆ
も
批
評
や
理
論
と「
作
物
」に
向
か
う
実
践
を
厳
し
く
分
け
て
、

何
度
も
「
作
家
は
物
を
作
り
、
そ
し
て
思
考
し
な
さ
い
。」
と
説
い
て
く
れ
た
。

　

作
家
は
「
作
物
」
を
作
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
、
表
現
者
た
り
う
る
。「
作
物
」
に
質
が
内
在
す
る
時

の
み
そ
れ
が
可
能
と
な
る
。「
作
物
」
は
物
質
と
制
作
者
の
関
わ
り
か
ら
発
生
す
る
。
た
だ
時
間
を
弄
す

れ
ば
物
体
は
現
出
す
る
が
、
そ
れ
が
表
現
た
り
え
て
い
る
か
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
制
作
者

の
言
語
的
な
構
造
が
無
け
れ
ば
構
築
さ
れ
て
い
か
な
い
。
こ
れ
は
あ
る
種
、
思
索
は
言
語
的
構
造
で
あ
る

と
い
う
前
提
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
「
作
物
」
の
偶
然
を
も
発
見
す
る
の
は
構
造
が
あ
る
か
ら
で
、
偶
然
性

を
発
見
す
る
構
造
が
無
け
れ
ば
偶
然
は
そ
の
ま
ま
見
過
ご
さ
れ
て
過
ぎ
て
い
く
。
し
か
し
す
ぐ
れ
た
作
品
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を
い
く
ら
構
造
的
に
分
解
し
て
も
そ
こ
に
表
現
は
存
在
し
な
い
。
言
語
的
構
造
・
形
式
に
支
え
ら
れ
た
制

作
者
と
物
質
の
関
わ
り
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
様
々
な
言
葉
に
よ
る
解
析
は
作
家
に
と
っ
て
足
枷
で
し
か
な

い
側
面
が
強
い
。
コ
ー
ド
に
絡
み
取
ら
れ
て
身
動
き
が
で
き
な
い
息
苦
し
さ
は
「
作
物
」
に
は
な
ん
ら
反

映
は
し
な
い
。

　
『
制
作
と
批
評
と
の
関
係
の
一
形
式
が
存
在
し
得
た
時
代
の
こ
と
を
回
顧
的
に
語
る
と
す
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
語
り
自
体
、
思
考
の
老
化
の
刻
印
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
は
言
え
、
こ

の
制
作
と
批
評
と
の
関
係
の
一
つ
の
型
が
存
在
し
た
こ
と
自
体
は
否
定
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
。』（
１
）

松
浦
氏
の
論
述
の
本
意
か
ら
逸
脱
し
て
一
つ
の
ワ
ー
ド
を
掬
う
。「
思
考
の
老
化
」
は
あ
る
の
か
。
思
考

の
老
化
に
先
ん
じ
て
、
言ラ

ン
グ語

が
加
速
度
的
に
崩
壊
し
て
い
っ
て
い
る
。
言
語
が
意
味
す
ら
手
放
す
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
ほ
ど
、
浮
薄
な
存
在
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
さ
き
事
物
の
物
質
性
や
メ
デ
ィ

ウ
ム
さ
え
崩
壊
す
る
、
い
や
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
よ
う
に
内
側
に
真
空
を
志
向
す
る
ご
と
く
内
屈
し
て
し

ま
い
そ
う
な
予
感
す
ら
す
る
。「
思
考
」
す
る
こ
と
す
ら
放
棄
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

奇
し
く
も
、『
芸
術
の
前

ア
バ
ン
・
ギ
ャ
ル
ド

衛
の
時
代
』（
２
）
で
あ
っ
た
一
九
二
◯
年
代
か
ら
一
◯
◯
年
を
迎
え
る
。

『
模
写
と
外
面
的
な
連
続
性
に
か
わ
っ
て
、
構
造
、
又
は
抽
象
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
生
じ
て
き
た
の
で

あ
る
。』（
３
）

一
九
二
◯
年
代
の
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
周
辺
に
生
起
し
た
様
々
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
知
性
。

一
◯
◯
年
を
経
て
一
九
二
◯
年
代
と
は
対
照
的
な
状
況
の
現
在
に
唖
然
と
し
つ
つ
、
知
の
可
能
性
を
探
れ

る
だ
ろ
う
か
。

（
１
）

モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
後
の
芸
術:

藤
枝
晃
雄
、『
種

子
と
成
果
』p.380 

松
浦
寿
夫

（
２
）

『
抽
象
と
コ
ラ
ー
ジ
ュ
』
多
木
浩
二　

現
代
思

想　

増
刊
号
：1920

年
代
の
光
と
影　
　

1979

年

（
３
）

（
２
）
に
同
じ

『
風
景
は
垂
直
に
や
っ
て
く
る
』
田
中
信
太
郎
（
以
下
Ｔ
）

風
景
、
い
や
視
野
は
確
か
に
垂
直
に
や
っ
て
く
る
。

水
平
に
広
が
る
野
原
も
限
り
な
く
続
い
て
見
え
る
水
平
線
す
ら
垂
直
に
や
っ
て
く
る
。

Ｆ
の
元
気
な
肉
声
を
聞
い
た
の
は
Ｔ
の
携
帯
電
話
を
通
し
て
だ
っ
た
。

嬉
し
そ
う
な
、
人
懐
っ
こ
い
よ
う
な
張
り
の
あ
る
声
が
携
帯
電
話
か
ら
周
り
に
漏
れ
た
。

Ｔ
は
視
覚
的
な
彫
刻
家
だ
っ
た
。
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
名
人
、
い
や
詩
人
で
あ
っ
た
。

言
葉
や
行
間
に
意
味
や
無
意
味
が
ド
ラ
イ
な
空
間
と
な
っ
て
立
ち
現
れ
る
。

『
北
園
克
衛
は
と
に
か
く
人
間
く
さ
い
こ
と
が
嫌
い
だ
っ
た
の
だ
』（
４
）

松
岡
の
こ
の
言
は
本
質
的
な
こ
と
だ
と
思
う
。

桑
山
忠
明
の
言
う
『
ア
ー
テ
ィ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
も
の
へ
の
志
向
』
と
重
な
る

Ｔ
の
詩
編
と
北
園
の
詩
編
・
詩
論
と
の
レ
ゾ
ナ
ン
ス
。

『
意
味
の
有
る
所
に
、
意
味
な
ど
無
い
。
意
味
の
無
い
所
に
、
意
味
は
生
ま
れ
る
。』（
５
）

　

藤
枝
さ
ん
、
田
中
さ
ん
が
続
い
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
は
奇
し
く
も
時
代
や
状
況
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
大
き

く
変
わ
る
時
と
重
な
っ
た
。

偶
然
で
は
な
い
、
何
か
示
唆
的
な
も
の
を
感
じ
る
。

（
４
）

現
代
詩
手
帖　

1990

年　

11

月
号
、『
ぼ
く

の
歴
史
は
引
算
だ
っ
た
』
松
岡
正
剛

（
５
）

饒
舌
と
沈
黙
の
カ
ノ
ン
：
田
中
信
太
郎
展　

：

国
立
国
際
美
術
館　

カ
タ
ロ
グ　

2001

年
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ベ
ク
ト
ル
／
水
面
／
ド
ー
ナ
ツ
の
穴
／
風
向
／
重
奏

牛
膓
達
夫

□
タ
イ
ト
ル
の
言
葉
は
、
方
向
／
拡
が
り
／
空
間
／
流
れ
／
組
み
合
わ
せ
、
を
意
味
す
る
過
去
の
作
品
名
、

展
覧
会
名
な
ど
に
使
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。

□
見
た
い
イ
メ
ー
ジ
を
言
葉
に
置
き
換
え
た
だ
け
で
、
そ
こ
に
何
か
を
暗
示
し
た
り
、
指
し
示
す
も
の
は

何
も
な
い
。
た
だ
見
た
い
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
あ
る
。

「
私
が
試
み
て
き
た
の
は
あ
る
作
品
が
存
在
す
る
と
き
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う

初
歩
的
な
記
述
や
見
方
で
あ
り
、
そ
の
作
品
の
内
的
、
と
き
に
は
外
的
な
関
係
の
追
求
で
あ
る
。」

藤
枝
晃
雄
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
後
の
芸
術
』
東
京
書
籍
、
二
○
一
七
年
６
２
４
頁

□
で
き
る
か
ぎ
り
初、

、

、

、

歩
的
な
要
素
で
空
間
に
関
与
し
た
い
と
思
う
。

「重奏」2017 年　gallery21yo-j ／東京 　撮影：加藤 健
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「3c4cv」2017 年　gallery21yo-j ／東京 　撮影：加藤 健

「Tombo」2017 年　gallery21yo-j ／東京

「ピカモン 2017」2017 年　gallery21yo-j ／東京

　撮影：加藤 健

　撮影：加藤 健
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楠
本
正
明
と
ス
ピ
ノ
ザ

杣
木
浩
一

１
９
７
９
年
だ
っ
た
か
成
田
克
彦
と
銀
座
の
康
画
廊
で
観
た
マ
ッ
ク
ラ
ッ
ケ
ン
、
ス
カ
イ
ブ
ル
ー
の
鏡
面

キ
ュ
ー
ブ
と
、
楠
本
正
明
、
薄
い
菱
形
断
面
で
朱
彩
色
の
立
柱
作
品
は
共
に
鮮
烈
で
あ
っ
た
。
１
９
８
６

年
に
郭
仁
植
を
府
中
の
病
院
に
見
舞
っ
た
折
り
、
広
い
中
庭
に
見
覚
え
の
あ
る
楠
本
の
立
柱
作
品
が
林
立

し
て
い
た
。

私
の
ス
ピ
ノ
ザ
魅
了
の
き
っ
か
け
は
、
Ａ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
．
２
０
０
８
年
１
２
月
８
日
、
楠
本
正
明
の
講
義
『
二

つ
の
前
提
』
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

※
「
自
然
が
作
り
出
す
形
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
大
事
に
し
な
い
と
い
け
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
に
は
徹

底
し
て
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
探
す
。
形
の
。
だ
か
ら
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
の
中
か
ら
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
を

超
え
て
い
き
た
い
。
デ
ッ
サ
ン
な
ん
か
は
も
う
何
百
枚
描
い
た
か
わ
か
ら
な
い
。
と
い
う
か
形
を
作
っ
て

さ
、
そ
れ
で
気
に
入
れ
ば
、
ま
あ
ま
あ
だ
。「
自
由
」
に
な
る
。

　
※
①
「
良
さ
に
つ
い
て
」
ｏ
ｎ　
ａ
ｒ
ｔ　
ｑ
ｕ
ａ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ

※
エ
チ
カ
第
一
部
定
義
１
「
自
己
原
因
と
は
そ
の
本
質
が
存
在
を
含
む
も
の
、
あ
る
い
は
、
そ
の
本
性
が

存
在
す
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
。」

※
エ
チ
カ
第
一
部
定
義
３
「
実
体
と
は
、
そ
れ
自
身
の
内
に
在
り
、
か
つ
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら

※
は
楠
本
正
明
の
Ａ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
講
義
録
に

よ
る
。

各
図
版
、
杣
木
浩
一
「
無
題
」
合
板
躯

体
に
ウ
レ
タ
ン
吹
き
付
け
研
磨

れ
る
も
の
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
概
念
を
形
成
す
る
の
に
、
他
の
も
の
の
概
念
を
必
要
と
し
な
い
も
の
、

と
解
す
る
。」

※
エ
チ
カ
第
一
部
定
理
７
「
実
体
の
本
性
に
は
、
存
在
す
る
こ
と
、
が
属
す
る
。」

※
莫
大
な
富
を
背
景
に
し
た
宮
廷
美
術
や
、
膨
大
な
量
の
宗
教
の
な
か
の
優
れ
た
作
品
の
質
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
私
は
１
７
世
紀
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
が
実
践
し
た
権
力
の
定
め
た
道
徳
や
、
宗
教
の
戒

律
に
よ
る
善
悪
の
す
べ
て
を
否
定
し
て
、
人
間
の
本
性
で
あ
る
思
惟
を
徹
底
し
て
得
ら
れ
る
自
由
と
喜
び

の
中
に
近
代
美
術
を
推
し
進
め
た
実
体(

ｓ
ｕ
ｂ
ｓ
ｔ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
＝
下
で
支
え
る)

を
見
る
。

※
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
「
身
体
は
私
た
ち
が
そ
れ
に
つ
い
て
持
つ
認
識
を
超
え
て
お
り
同
時
に
、
思
惟
も

ま
た
私
た
ち
が
そ
れ
に
つ
い
て
持
つ
意
識
を
超
え
て
い
る
。」

※
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
「
神
は
意
志
で
は
な
い
。
全
エ
チ
カ
は
当
為(

成
す
べ
き
事)

の
理
論
で
あ
り
モ
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ラ
ル
と
は
反
対
に
、
ま
さ
に
力
能
＝
成
し
う
る
事
の
理
論
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。」

※
②
言
葉
と
美
術　

[

ａ
制
度: 

北
斎
と
シ
ー
ボ
ル
ト
、
岡
倉
天
心
か
ら
藝
大
ま
で
。
ｂ.

教
育: 

木
に

竹
を
接
い
だ
大
学
制
度(Reischauer)

の
美
術
教
育
。
ｃ.

美
術
史: 

表
層
の
現
れ
の
結
果
説
明
に
終
る

美
術
史
。
ｄ.
批
評: 

オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
な
い
言
説
＝
思
想
の
な
い
我
々
の
現
実
。　

※
③
抽
象
と
抽
象
美
術　
『
二
つ
の
前
提
』
か
ら
考
え
る
我
々
の
位
相
と
な
し
う
る
事
』

楠
本
正
明
は
１
９
６
１
年
渡
米
し
作
家
活
動
を
続
け
て
６
９
年
帰
国
。ト
ー
マ
ス
・
ヘ
ス
に
よ
る
バ
ー
ネ
ッ

ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
回
顧
展
図
録
に
見
た
、ス
ピ
ノ
ザ
の
「
直
感
」
が
『
エ
チ
カ
』
へ
の
契
機
だ
っ
た
と
い
う
。

 

２
０
１
１
年
３
月
１
１
日
の
東
北
巨
大
地
震
の
大
津
波
で
福
島
原
発
が
大
爆
発
す
る
。
原
発
利
権
独
占

族
は
放
置
し
た
ま
ま
で
棄
民
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
代
の
利
権
で
済
む
話
で
は
な
い
。「
水
俣
」
を
忘

れ
、
こ
れ
か
ら
生
命
体D

N
A

に
奇
形
が
迫
る
史
上
桁
違
い
の
犯
罪
な
の
で
あ
る
。
こ
の
崩
壊
日
本
が
、

１
６
７
２
年
ヤ
ン
・
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
兄
弟
惨
殺
で
新
興
自
由
貿
易
の
共
和
派
が
崩
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
イ

ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
に
舵
を
き
る
世
界
植
民
地
支
配
に
反
射
す
る
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
系
マ
ラ
ー
ノ
の
ユ
ダ
ヤ
人
ス
ピ
ノ
ザ
の
生
家
は
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
家
に
近
い
貿
易
商
で
、
画

家
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
と
同
い
年
だ
か
ら
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
全
盛
の
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
の
時
代
に
生
き

た
。「
天
文
学
者
」
の
モ
デ
ル
が
ス
ピ
ノ
ザ
で
は
な
い
か
と
す
る
ジ
ャ
ン
＝
ク
レ
・
マ
ル
タ
ン
の
説
も
あ

る
。
１
６
５
６
年
ユ
ダ
ヤ
教
会
を
大
破
門
さ
れ(

お
も
に
無
神
論
か
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン)

『
弁
明
書
』。
刃

物
で
切
ら
れ
る
。
１
６
６
１
年
『
神
・
人
間
お
よ
び
人
間
の
幸
福
に
関
す
る
短
論
文
』『
知
性
改
善
論
』
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『
エ
チ
カ
』
執
筆
開
始
。
１
６
６
３
年
『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』
１
６
６
５
年
『
神
学
政
治
論
』
禁
書
。

１
６
７
５
年
『
国
家
論
』
１
６
７
７
年
病
死(

４
４
才)

。『
エ
チ
カ
』『
知
性
改
善
論
』『
書
簡
遺
稿
集
』

出
版
。
１
６
７
８
年
禁
書
。

１
６
５
６
年
８
月
ス
ピ
ノ
ザ
暗
殺
未
遂
の
日
、
名
医
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
フ
ァ
ン
・
ロ
ー
ン
を
訪
ね
、
胸
の
傷

を
焼
鏝
治
療
し
ブ
ラ
ン
デ
ー
を
処
方
ユ
ダ
ヤ
教
会
破
門
の
蒼
白
と
震
え
が
お
さ
ま
る
。

１
６
６
９
年
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
死
す
。
フ
ァ
ン
・
ロ
ー
ン
は
崇
拝
し
た
友
を
失
い
、
鬱
病
に
な
る
。
外
交
官

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
ホ
イ
ヘ
ン
ス
が
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
対
話
を
勧
め
た
。「
・
・
あ
な
た
は
人
間
の
肉
体
の

世
話
を
す
る
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
肉
体
に
非
常
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
す
人
間
の
精
神
に
つ

い
て
、
あ
な
た
は
何
を
学
ば
れ
ま
し
た
か
・
・
。」
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
へ
の
思
慕
と
、
そ
し
て
父
へ
の
強
い

憎
し
み
が
あ
っ
た
。
１
５
才
だ
っ
た
血
気
は
や
る
父
は
祖
父
に
ス
ペ
イ
ン
船
夜
襲
を
任
さ
れ
た
が
、
気
づ

い
た
敵
の
発
砲
に
気
絶
し
て
し
ま
う
。
父
は
以
後
、
臆
病
者
と
し
て
世
間
を
呪
い
、
幼
い
フ
ァ
ン
・
ロ
ー

ン
兄
弟
が
船
の
模
型
を
完
成
す
る
の
を
待
っ
て
叩
き
壊
し
た
。オ
ラ
ン
ダ
独
立
を
戦
っ
た
英
雄
的
祖
父
と
、

包
囲
さ
れ
て
飢
え
と
恐
怖
の
瞬
間
に
藁
の
上
で
父
を
出
産
し
た
祖
母
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
気
を
失
う
父
の
心

の
中
で
祖
母
が
祖
父
を
全
く
卑
劣
に
打
ち
破
っ
た
と
い
う
。「
そ
れ
を
全
部
書
い
て
・
・
発
狂
し
な
い
う

ち
に
、
そ
れ
を
取
り
除
い
て
し
ま
い
な
さ
い
。」
効
き
目
が
現
れ
、「
私
は
こ
の
年
に
な
り
全
く
思
い
が
け

ず
一
冊
の
書
物
の
父
親
に
な
っ
た
。」
フ
ロ
イ
ト
を
３
０
０
年
さ
か
の
ぼ
る
精
神
分
析
か
。
フ
ァ
ン
・
ロ
ー

ン
自
伝
に
見
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
療
法
だ
。
こ
の
手
記
『
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
生
涯
と
時
代
』
は
、
９
代
目
の
子

孫
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ウ
ィ
レ
ム
・
フ
ァ
ン
・
ロ
ー
ン
に
よ
り
１
９
３
２
年
、
ド
イ
ツ
語
訳
で
世
に
で
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
関
す
る
第
一
級
の
評
伝
で
も
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
執
筆
の
息
抜
き
に
蜘
蛛
に
蠅
を
放
り
勝
負
を
楽
し
ん
だ
。
友
人
か
ら
の
年
金
と
、
先
端
光
学

の
望
遠
鏡
、
顕
微
鏡
の
レ
ン
ズ
研
磨
業
。
画
家
の
家
主
か
ら
デ
ッ
サ
ン
を
習
い
名
士
の
肖
像
画
を
描
い
て

収
入
の
足
し
と
し
た
。

Ⅰ
６
７
３
年
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
哲
学
正
教
授
の
招
聘
を
断
る
。
哲
学
神
学
教
授
フ
ァ
ブ
リ
ツ
ィ
ス
宛

て
の
返
書
で
「
・
・
青
年
の
教
育
に
携
る
こ
と
は
自
然
的
真
理
の
探
求
を
続
け
る
妨
げ
に
な
る
だ
ろ
う
。

私
は
公
開
の
講
義
を
し
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
。・
・
」
し
か
し
本
音
は
「
・
・
宗
教
を
混
乱
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
な
い
た
め
に
は
、
あ
な
た
の
お
っ
し
ゃ
る
哲
学
す
る
自
由
を
、
ど
の
程
度
制

限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
、
私
に
は
わ
か
り
か
ね
ま
す
。」
オ
ラ
ン
ダ
の
凄
ま
じ
い
宗
教
間
の
軋
轢
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で
の
選
択
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
出
版
に
際
し
て
も
自
ら
の
名
は
用
心
し
て
伏
せ
た
。

燃
や
し
た
と
言
わ
れ
る
『
虹
の
代
数
学
的
計
算
』、『
機
会
の
計
算
』。
ひ
た
す
ら
人
間
の
幸
と
解
放
の
た

め
に
神
学
・
政
治
の
迷
信
批
判
を
す
る
。

「
・
・
・
創
世
記
９
章
１
３
節
に
は
神
が
ノ
ア
に
向
か
っ
て
“
我
が
虹
を
雲
の
中
に
起
こ
さ
ん
”
と
言
っ

て
い
る
が
、
神
の
こ
の
行
い
も
た
し
か
に
太
陽
の
光
線
が
雨
滴
の
中
で
蒙
る
屈
折
と
反
射
以
外
の
何
も
の

で
も
な
い
・
・
」『
神
学
政
治
論
』
６
章
。
虹
と
は
ま
さ
に
、
光
＝
神
＝
自
然
が
、
無
限
雨
滴
＝
無
限
レ

ン
ズ
の
ス
ク
リ
ー
ン
で
織
り
な
す
色
彩
現
象
で
あ
ろ
う
。

参
考　

楠
本
正
明『
二
つ
の
前
提
』Ａ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
２
０
０
６
。
バ
ー
ネ
ッ
ト 

ニ
ュ
ー
マ
ン
・
市
川
佳
子
訳『
崇

高
は
今
』
タ
イ
ガ
ー
ス
・
ア
イ
１
９
４
８
。
清
水
禮
子
『
破
門
の
哲
学
』
み
す
ず
書
房 

１
９
７
８
。
リ
ュ

カ
ス
／
コ
レ
ル
ス
・
渡
辺
義
雄
訳
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
生
涯
と
精
神
』
学
樹
書
院
１
９
９
６
。
田
島
正
樹
『
ス

ピ
ノ
ザ
と
い
う
暗
号
』
青
弓
社 

２
０
０
１
。
國
分
功
一
郎
『
ス
ピ
ノ
ザ　

エ
チ
カ
「
自
由
」
に
生
き
る

と
は
何
か
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
２
０
１
８
。

他
者
性
の
契
機

髙
木　
修

藤
枝
晃
雄
の
言
説
が
わ
れ
わ
れ
を
魅
了
す
る
の
は
、〈
批
判
〉
と
い
う
風
（
ニ
ー
チ
ェ
）
を
吹
き
込
ん
だ
か

ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

Untitled 2000 年制作　横須賀美術館
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「
軽
さ
と
は
、
芸
術
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
、
力
を
込
め
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
も
息
苦
し
く
あ
っ

て
は
な
ら
ず
、
風
通
し
が
よ
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
も
の
で
す
。」
藤
枝
晃
雄
（
ア
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
２
号

一
九
八
三
）

Untitled 2019 年　横須賀美術館

演
出
家
の
岡
本
章
は
「
能
を
現
代
に
活
か
す —

 —
 

研
究
と
実
践
」
明
治
学
院
大
学
最
終
講
義
の
な
か
で
能

役
者
観
世
寿
夫
が
か
つ
て
語
っ
た
よ
う
な
「
た
だ
立
っ
て
い
る
だ
け
で
ひ
と
つ
の
宇
宙
を
象
り
得
る
存
在

感
」
を
引
用
し
て
い
る
。

Untitled 2019 年　横須賀美術館
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一
枚
の
板
で
も
開
か
れ
た
空
間
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
。
髙
木
修
（『
美
術
手
帖
』
６
月
号1

九
八
五
）

Untitled 2019 年　横須賀美術館

境
界
と
空
間

前
田
一
澄

　

境
界

　

若
い
頃
、
石
膏
デ
ッ
サ
ン
を
や
っ
て
い
た
時
に
木
炭
紙
が
な
く
な
り
、
紙
の
裏
面
を
使
っ
て
デ
ッ
サ
ン

を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
木
炭
紙
の
裏
面
は
と
て
も
目
が
荒
く
起
伏
が
激
し
か
っ
た
。
そ
の
せ
い
で
木
炭

が
表
面
を
走
る
と
、
凹
ん
だ
所
は
白
の
ま
ま
で
残
り
軽
く
指
で
押
す
と
、
ぼ
け
た
感
じ
で
フ
ワ
リ
と
し
た

色
調
が
出
せ
た
。
そ
の
色
調
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、や
っ
た
こ
と
の
な
い
バ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る
余
白
（
空
間
）

の
方
か
ら
木
炭
を
入
れ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
形
と
バ
ッ
ク
の
あ
い
だ
に
あ
る
「
境
界
」
の
登
場
は
新
鮮

だ
っ
た
。
境
界
の
内
側
と
外
側
に
出
来
る
両
者
を
交
互
に
見
比
べ
な
が
ら
、
曖
昧
な
感
覚
に
身
を
任
せ
進

め
て
い
っ
た
。
木
炭
紙
の
裏
側
で
生
ま
れ
た
色
調
が
、
空
間
の
色
と
質
感
に
マ
ッ
チ
し
て
い
る
の
が
感
じ

ら
れ
た
。
石
膏
の
形
だ
け
を
描
き
進
め
る
の
で
は
な
く
、
形
と
空
間
の
色
調
の
違
い
を
見
な
が
ら
同
時
に

描
き
進
め
る
こ
の
や
り
方
は
、い
ま
ま
で
に
な
い
空
間
の
捉
え
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
見
方
が
な
か
っ
た
ら
、

「
全
光
」
と
よ
ば
れ
る
石
膏
像
の
光
の
当
た
っ
た
方
向
か
ら
描
く
、
あ
の
難
し
い
石
膏
デ
ッ
サ
ン
の
空
間

の
捉
え
方
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。ハ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
ほ
ど
の
影
の
少
な
い
全
光
の
中
で
、

光
に
囲
ま
れ
た
形
は
空
間
の
暗
さ
を
拾
い
上
げ
、
希
薄
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
微
妙
な
物
の
存
在
に
近
づ
け

る
感
じ
が
し
た
。
そ
れ
は
二
次
元
平
面
に
お
い
て
「
境
界
」
を
あ
い
だ
に
、
隣
接
す
る
物
が
ふ
た
つ
の
関
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係
を
造
り
上
げ
て
い
く
「
互
い
に
在
る
」
と
感
じ
る
見
方
だ
っ
た
。

　

ジ
オ
ッ
ト

　

ジ
オ
ッ
ト
・
デ
ィ
・
ボ
ン
ド
ー
ネ
（1267

頃
ー1337

）
の
画
集
を
見
て
い
た
時
に
、《
泉
の
奇
蹟
》【
図

１
】を
何
気
な
く
上
下
逆
さ
ま
に
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
見
た
の
は「
消
え
た
山
塊
の
絵
」だ
っ
た
。

ジ
オ
ッ
ト
の
強
い
フ
ォ
ル
ム
で
あ
る
彫
刻
的
量
塊
性
は
、
ど
こ
に
消
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
？　

そ
び

え
る
山
塊
の
上
昇
の
力
や
、
脱
落
す
る
衣
の
襞
や
、
下
降
す
る
紐
も
効
果
は
消
え
失
せ
、
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ

ン
に
よ
る
奥
行
き
は
な
く
な
り
、
ジ
オ
ッ
ト
の
量
塊
は
す
べ
て
厚
み
を
な
く
し
た
単
な
る
形
に
変
わ
っ
て

し
ま
っ
て
い
た
。
形
は
均
一
に
表
面
に
留
ま
り
、
そ
れ
は
貼
り
付
け
ら
れ
た
切
り
紙
に
変
わ
り
、
紙
片
が

画
面
全
体
を
埋
め
尽
く
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
眼
に
入
っ
て
き
た
も
の
は
、
形
を
振
り
分
け
る

「
境
界
」
の
有
り
様
だ
っ
た
。
ジ
オ
ッ
ト
の
境
界
は
、
光
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
生
か
し
た
境
界
間
際
の
集

中
力
に
あ
る
。
ジ
オ
ッ
ト
の
強
い
境
界
の
形
と
形
の
せ
め
ぎ
合
い
は
、
連
な
り
合
い
、
結
び
つ
い
て
、
互

い
に
対
等
の
価
値
を
も
た
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
ジ
オ
ッ
ト
の
絵
画
が
一
挙
に
「
平
面
化
」
さ

れ
る
面
白
さ
が
あ
っ
た
。
境
界
が
シ
ル
エ
ッ
ト
を
強
調
し
、硬
質
な
形
が
並
列
す
る
画
面
の
出
現
で
あ
る
。

重
力
方
向
の
解
放
に
よ
っ
て
ジ
オ
ッ
ト
の
絵
画
が
見
せ
て
く
れ
た
の
は
、
画
面
全
体
に
形
が
充
満
し
た
余

白
の
入
り
込
む
余
地
の
な
い
、
平
面
化
さ
れ
た
一
枚
の
絵
画
だ
っ
た
。
ジ
オ
ッ
ト
の
絵
は
、
貼
り
つ
め
ら

れ
た
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
原
理
を
備
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。

　

重
切
と
い
う
方
法

　

最
近
、
私
は
「
重
切
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
作
品
を
発
表
し
始
め
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン

の
『
美
術
史
の
基
礎
概
念
』（
１
）
に
出
て
く
る
言
葉
だ
が
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は
線
的
な
も
の
と
絵
画
的
な

（
１
）

『
美
術
史
の
基
礎
概
念
』
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ

ル
フ
リ
ン
（1864-1945

）
梅
津
忠
雄
訳　

慶

応
義
塾
大
学
出
版
会
株
式
会
社 

二
〇
〇
〇

p.39.

ジ
オ
ッ
ト
・
デ
ィ
・
ボ
ン
ド
ー
ネ
《
泉
の
奇

蹟
》
一
二
九
六
〜
九
九
年
頃　

フ
レ
ス
コ　

270x200cm

【
図
１
】

も
の
の
中
で
、
隠
蔽
や
重
切
（
じ
ゅ
う
せ
つ
）
と
い
う
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
。
梅
津
忠
雄
の
訳
注
に
よ
る

と
「
重
切
」
と
は
英
語
の　

overlap　

に
当
た
る
。「
隠
蔽
」
で
は
前
後
に
置
か
れ
た
事
物
が
完
全
に
重

な
り
合
う
の
に
対
し
て
、
重
切
で
は
そ
れ
ら
が
脇
に
ず
ら
し
て
置
か
れ
、
後
の
事
物
が
前
の
事
物
の
陰
に

部
分
的
に
み
え
る
。」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
ジ
オ
ッ
ト
に
も
見
ら
れ
る
前
後
関
係
を
作
り
出
す
遠
近
法
で

も
あ
る
が
、
前
記
の
《
泉
の
奇
蹟
》
で
も
ジ
オ
ッ
ト
の
「
重
切
」
は
平
面
性
を
強
調
さ
せ
て
い
る
。「
面
」

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
「
視
」
の
問
題
か
ら
始
ま
り
、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
が
語
る
正
面

か
ら
の
「
層
」
と
し
て
視
る
事
の
問
題
に
受
け
継
が
れ
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
も
こ
れ
ら
の
思
想
の
延
長
上
に

あ
る
。
層
と
し
て
見
ら
れ
る
正
面
視
の
問
題
は
、
そ
の
後
コ
ラ
ー
ジ
ュ
か
ら
レ
リ
ー
フ
へ
と
展
開
さ
れ
て

い
く
段
階
で
、
作
家
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
を
も
っ
て
、
立
体
作
品
あ
る
い
は
彫
刻
作
品
を
造
っ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

　

面
の
「
縁
」
を
現
実
空
間
で
境
界
と
考
え
て
み
る
。
三
次
元
に
お
い
て
、
ふ
た
つ
の
形
が
互
い
に
そ
の

縁
を
共
有
し
て
併
置
さ
れ
る
場
合
に
、正
面
視
に
お
い
て
平
面
化
が
発
生
す
る
。
も
し
ふ
た
つ
の
形
が「
厚

み
」
を
持
っ
て
重
な
っ
た
り
、
ず
ら
し
て
置
か
れ
る
と
き
、
縁
の
関
係
は
実
在
の
空
間
の
な
か
で
前
後
の

「
距
離
」
を
造
り
出
す
。
空
間
は
形
に
対
し
て
、
や
は
り
そ
れ
は
形
で
あ
る
。
空
間
と
形
の
あ
い
だ
に
は

両
者
に
関
わ
る
現
実
の
境
界
が
あ
り
境
界
が
何
に
寄
り
添
う
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
品
の
空
間
の
現
れ
に

作
用
し
て
い
く
も
の
と
な
る
。
三
次
元
に
お
い
て
空
間
と
な
る
こ
の
「
現
実
の
余
白
」
は
見
る
と
い
う
よ

り
、
感
じ
と
る
場
合
が
多
い
。
視
と
と
も
に
全
体
の
形
と
空
間
を
体
感
す
る
。
あ
る
い
は
体
感
し
た
も
の

を
視
に
還
す
と
も
言
え
よ
う
か
。
も
と
も
と
「
重
切
」
と
は
二
次
元
の
絵
画
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
が
、
現

実
空
間
の
な
か
で
立
体
化
し
て
厚
み
を
持
っ
た
場
合
、「
面
」
は
「
重
切
」
を
再
編
成
さ
せ
始
め
る
。

　

自
分
の
仕
事
の
話
に
戻
し
て
み
る
。
か
ね
て
か
ら
の
念
願
で
あ
っ
た
立
体
に
「
複
数
の
色
彩
」
を
導
入

す
る
こ
と
は
難
解
で
あ
り
、
空
間
と
形
と
色
彩
を
ひ
と
つ
の
構
造
体
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ

た
。
作
品
を
ひ
と
つ
の
構
造
体
と
し
て
成
立
さ
せ
る
に
は
、
投
入
す
る
「
要
素
」
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て

機
能
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
使
用
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
は
意
識
の
も
と
で
対
象
化
さ
れ
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
空
間
は
、
要
素
を
総
括
す
る
全
て
の
統
合
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
最
後
に
審
判
を
下
す
こ

と
に
な
る
。
コ
ラ
ー
ジ
ュ
を
経
、
レ
リ
ー
フ
を
契
機
と
し
て
現
実
空
間
の
な
か
に
立
体
と
し
て
形
を
「
置

く
」
こ
と
を
見
つ
け
た
の
は
、
現
実
空
間
の
強
い
魅
力
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
問
題
は
色
彩
だ
っ
た
。
私
が

胡
粉
と
い
う
絵
画
の
下
地
を
手
放
さ
な
か
っ
た
の
は
、
い
つ
の
日
か
の
色
彩
導
入
へ
の
期
待
の
た
め
だ
っ

た
が
、
実
際
に
そ
こ
に
行
き
着
く
ま
で
に
は
随
分
と
時
間
が
か
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

　

糸
口
は
、二
〇
一
四
年
の
個
展
「
空
間
の
喩
え
１
」
に
並
べ
た
う
ち
の
一
点
か
ら
始
め
ら
れ
た
。【
図
２
】

　

結
論
か
ら
言
う
と
、
そ
れ
は
前
記
で
書
い
た
形
態
を
ズ
ラ
し
て
重
ね
る
「
重
切
」
と
い
う
方
法
を
使
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
色
彩
導
入
の
契
機
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
内
容
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

─
─
私
は
矩
形
の
分
割
か
ら
形
態
を
立
ち
上
げ
る
。
分
割
図
を
正
面
図
と
し
て
使
い
、
そ
れ
に
深
さ
を
与

え
る
こ
と
で
手
前
に
突
出
す
る
「
レ
リ
ー
フ
」
を
制
作
し
て
来
た
。
あ
る
時
、
ふ
と
正
面
図
を
側
面
図
に

変
換
し
て
使
っ
て
み
た
。
す
る
と
空
間
の
構
造
が
こ
れ
ま
で
と
全
く
違
っ
た
現
れ
を
見
せ
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
ま
で
連
結
し
た
繋
が
り
と
し
て
並
列
さ
せ
て
い
た
分
割
の
境
界
線
は
、
形
を
現
実
の
中
に
切
り

離
す
こ
と
に
な
り
、
物
と
し
て
重
ね
る
構
造
と
な
っ
た
。
作
品
の
正
面
視
が
、
変
換
に
よ
っ
て
一
挙
に
様

変
わ
り
を
し
た
。
こ
の
二
つ
の
構
造
体
の
現
れ
を
見
比
べ
る
と
、
明
ら
か
に
後
者
の
ほ
う
が
彫
刻
的
な
姿

を
表
わ
し
、
空
間
が
活
性
化
し
て
い
た
。
想
定
通
り
平
行
移
動
し
た
も
の
よ
り
、
視
点
を
転
換
さ
せ
た
物

の
方
が「
原
形
」か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
い
た
の
だ
。
形
態
と
視
の
関
係
を
想
定
外
の
地
点
に
お
く
事
に
よ
っ

て
あ
た
ら
し
い
地
平
が
見
え
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。こ
こ
に
二
次
元
と
三
次
元
の
視
点
の
可
能
性
の
違
い
が
、

あ
る
い
は
絵
画
と
彫
刻
の
違
い
が
あ
き
ら
か
に
見
て
取
れ
た
。
し
か
し
何
よ
り
も
こ
こ
で
得
ら
れ
た
も
の

は
、
前
後
に
積
み
重
ね
ら
れ
個
別
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
形
態
に
色
彩
を
使
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
描
か
れ
た
境
界
で
な
く
現
物
が
つ
く
る
境
界
を
制
作
要
素
と
し
て
扱
う

事
で
、
立
体
化
さ
れ
た
「
重
切
」
は
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
い
う
「
も
つ
れ
」
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。
立
体
に
色
彩
を
使
う
事
の
可
能
性
が
こ
の
「
重
切
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
が
言
え
る
。

前
田
一
澄
《
空
間
の
喩
え
１
ー
ⅳ 

》

二
〇
一
四
年　

秋
山
画
廊　

ア
ク
リ
ル
、胡
粉
、

合
板　

40.1x84.5x20.6cm

【
図
２
】

　

ブ
ラ
ッ
ク

　

二
〇
一
八
年
の
春
、
私
は
一
〇
月
に
開
か
れ
る
「
空
間
の
喩
え
Ⅲ
」
の
個
展
準
備
を
し
て
い
た
。（
こ

の
個
展
は
秋
山
画
廊
の
秋
山
田
津
子
さ
ん
の
病
、そ
し
て
急
逝
に
伴
い
中
断
と
な
る
）
私
は
こ
の
時
期
に
、

パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク 

汐
留
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
『
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ラ
ッ
ク
展　

絵
画
か
ら
立
体
へ
の
変
容
─

─
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
シ
ス
』（
二
〇
一
八
年
四
月
二
八
日
ー
六
月
二
四
日
）
を
見
る
機
会
が
あ
っ
た
。
ブ

ラ
ッ
ク（1882-1963

） 

は
晩
年
に
彫
刻
を
や
っ
て
い
る
。そ
の
展
覧
会
で
何
よ
り
驚
か
さ
れ
た
の
は
、「
ズ

ラ
し
て
重
ね
る
」
と
い
う
今
ま
さ
に
私
が
や
っ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
「
方
法
」
で
造
る
ブ
ラ
ッ
ク
の
作
品

を
見
た
こ
と
だ
っ
た
。【
図
３
】、【
図
４
】　　
　
　

　

セ
ザ
ン
ヌ
か
ら
キ
ュ
ビ
ズ
ム
を
経
て
彫
刻
に
向
か
う
ブ
ラ
ッ
ク
の
面
の
扱
い
は
、
絵
画
の
中
に
側
面
を

正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
側
面
の
厚
み
は
、
正
面
か
ら
見
て
前
後
の
距
離
を
生
み
だ
し
て
い

て
、
絵
画
を
立
体
に
移
行
さ
せ
る
手
段
と
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
が
選
ん
だ
の
が
「
重
切
」
と
い
う
方
法
だ
と
し

か
言
い
よ
う
が
無
い
も
の
で
あ
っ
た
。
分
割
さ
れ
た
薄
い
量
塊
を
ひ
と
つ
の
全
体
に
統
合
す
る
ブ
ラ
ッ
ク

の
作
品
は
、
ス
ラ
イ
ス
し
た
形
と
形
の
あ
い
だ
に
現
実
空
間
の
薄
い
層
を
抱
え
込
み
、
取
り
込
ま
れ
た
空

間
が
展
示
室
の
空
間
の
な
か
に
快
く
浸
透
し
て
「
拡
が
り
」
を
見
せ
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
た
。
ガ
ラ
ス

や
陶
器
、
金
属
、
鉱
物
な
ど
の
色
彩
豊
か
な
材
質
た
ち
が
、「
形
の
も
つ
れ
」
を
と
て
も
軽
げ
に
見
せ
る

こ
と
に
役
立
っ
て
い
た
。「
彫
刻
を
や
り
た
か
っ
た
」
と
、
ブ
ラ
ッ
ク
は
言
う
。
彼
の
彫
刻
は
、
具
体
性

を
持
っ
た
パ
ピ
エ
・
コ
レ
に
重
切
法
を
取
り
入
れ
、
そ
れ
は
背
景
を
持
た
な
い
「
立
つ
レ
リ
ー
フ
」（
２
）

と
し
て
現
実
空
間
の
中
に
存
立
し
て
い
た
の
だ
。

　

ブ
ラ
ッ
ク
は
、
早
い
時
期
か
ら
「
そ
れ
自
体
」
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。「
画
家
の
言
葉
」

一
九
〇
八
ー
九
年
（
３
）
の
中
で
言
う
。「
私
は
、
完
全
無
欠
な
存
在
を
顕
現
さ
せ
た
い
と
欲
し
て
い
る
」。

「
絵
画
の
思
想
」
一
九
一
七
年
で
は
、「
パ
ピ
エ
コ
レ
の
実
物
の
率
直
さ
」
を
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ラ
ッ
ク
《
三
つ
の
恩
恵
（
三

美
神
）》
一
九
六
一
〜
六
三　

ブ
ロ
ー
チ 

金
、

ダ
イ
ア
モ
ン
ド

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ラ
ッ
ク
《
セ
フ
ァ
レ
》

一
九
六
二 / 

二
〇
〇
七
年　

ガ
ラ
ス
彫
刻　

38x34.5cm

【
図
３
】

【
図
４
】

（
２
）

参
考
資
料　
『
近
代
彫
刻
ー
オ
ブ
ジ
ェ
の
時
代

展
』
横
浜
美
術
館　

二
〇
〇
一
年　

展
覧
会
カ

タ
ロ
グ　

中
村
尚
明

（
３
）

『
キ
ュ
ビ
ス
ム
』
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｆ
・
フ
ラ

イ
著　

八
重
樫
春
樹
訳　

美
術
出
版
社　

一
九
七
三
年
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て
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｆ
・
フ
ラ
イ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
説
す
る
。「
ブ
ラ
ッ
ク
は
、
芸
術
と
し
て
も
は
や

イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ス
テ
ィ
ク
的
手
段
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
そ
し
て
文
字
通
り
具
体
的
な
実
在
そ

れ
自
体
、
パ
ピ
エ
・
コ
レ
が
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
概
念
的
自
由
を
強
調
し
て
い
る
」
と
。
こ
の
言
葉
は
、

一
九
三
◯
年
の
ド
ゥ
ー
ス
ブ
ル
フ
の
具
体
美
術
宣
言
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ア
ー
ト
を
先
取
り
し
て
い
る
。
量

塊
性
よ
り
正
面
性
を
重
ん
じ
た
視
覚
の
人
ブ
ラ
ッ
ク
の
憧
れ
た
彫
刻
と
は
、
重
力
と
そ
の
抵
抗
力
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
八
見
と
い
う
多
く
の
情
報
量
を
も
つ
彫
刻
へ
向
か
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
絵
画
空
間

に
彫
刻
を
持
ち
込
む
の
で
は
な
く
、
現
実
空
間
に
絵
画
を
持
ち
込
む
、
こ
れ
は
「
抽
象
」
発
生
の
キ
ー
概

念
で
あ
る
。

　

三
次
元
の
構
造
体
の
な
か
で
物
ど
う
し
の
境
界
が
層
と
し
て
距
離
を
つ
く
り
、
物
が
在
る
と
い
う
こ
と

の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
表
現
す
る
。
現
実
空
間
の
中
で
境
界
が
機
能
し
形
態
や
色
彩
が
そ
れ
自
体
と
し
て
機
能

す
る
な
ら
、
ブ
ラ
ッ
ク
の
命
題
は
叶
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
存
立
」
こ
の
選
ば
れ
た
言
葉
に

向
か
う
ブ
ラ
ッ
ク
の
作
品
は
、
三
次
元
に
お
け
る
「
境
界
」
の
ひ
と
つ
の
あ
り
よ
う
を
提
示
し
て
い
た
。
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編
集
後
記

抽
象
を
や
り
た
い
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
意
志
に
、
大
い
に
賛
同
し
て
下
さ
っ
た
の
が
藤
枝
さ
ん
だ
っ
た
。

藤
枝
さ
ん
の
書
か
れ
た
著
作
の
数
々
が
、
そ
の
指
標
と
な
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

藤
枝
さ
ん
の
逝
去
に
際
し
、
多
く
の
共
著
・
共
訳
を
も
た
れ
た
川
田
都
樹
子
さ
ん
、
要
真
理
子
さ
ん
に
ご
寄
稿
い
た
だ
き
、
さ

さ
や
か
な
追
悼
の
冊
子
と
な
っ
た
。

『
著
者
は
本
書
が
多
く
の
人
た
ち
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
は
い
な
い
。
わ
ず
か
の
志
あ
る
人
た
ち
の
共
感
を
得
る
こ
と

を
望
む
ば
か
り
で
あ
る
。』（『
現
代
芸
術
の
彼
岸
』
藤
枝
晃
雄　

あ
と
が
き
に
か
え
て　

二
〇
〇
五
年
三
月
）

歯
ぎ
し
り
が
今
も
聞
こ
え
て
く
る
。（
ｍ
）
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