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佐
藤
雅
晴
作
品
に
内
在
す
る
思
想
的
背
景
の
解
明 

宇
都
宮　

壽

一
、
佐
藤
雅
晴
作
品
が
映
す
も
の「
四し

法ほ
う

印い
ん

」

佐
藤
雅
晴
（
一
九
七
三
│
二
〇
一
九
）
は
、
日
常
の
風
景
を
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
や
カ
メ

ラ
で
撮
影
し
た
後
、
パ
ソ
コ
ン
上
で
ペ
ン
ツ
ー
ル
を
用
い
て
慎
重
に
ト
レ
ー
ス
す
る

「
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
」
技
法
で
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
や
平
面
作
品
を
創
作
し
た
。
佐
藤
の
作

品
は
、
実
像
と
虚
像
が
入
り
混
じ
る
よ
う
な
画
面
を
特
徴
と
し
、
観
る
者
に
、
現
前
に

映
る
事
物
の
存
在
感
と
と
も
に
、
そ
の
逆
に
あ
た
る
不
確
か
さ
や
儚
さ
な
ど
を
感
じ
さ

せ
る
「
存
在
の
不
在
／
不
在
の
存
在
」
と
で
も
い
う
よ
う
な
独
特
の
世
界
観
を
持
つ
も

の
で
あ
る
。

佐
藤
の
作
品
は
、「
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
」
と
い
う
現
代
的
な
手
法
で
創
作
さ
れ
る
も
の

で
は
あ
る
が
、
作
品
に
映
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二
五
〇
〇
年
前
に
釈
迦
が
残
し
た
仏
教

教
理
の
基
礎
と
な
る
「
四
法
印
」、
つ
ま
り
、「
諸し

ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常じ
ょ
う

」、「
諸し

ょ

法ほ
う

無む

我が

」、「
一い

っ

切さ
い

皆か
い

苦く

」、「
涅ね

槃は
ん

寂じ
ゃ
く

静じ
ょ
う

」な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

何
故
な
ら
、
私
た
ち
が
佐
藤
の
作
品
と
対
峙
し
た
時
に
感
じ
る
「
実
像
と
虚
像
が
入

り
混
じ
る
よ
う
な
印
象
や
事
物
の
存
在
の
不
確
か
さ
、
儚
さ
」に
は
、「
諸
行
無
常
」（
こ

の
世
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
、
種
々
の
直
接
的
・
間
接
的
原
因
や
条
件
に
よ
っ
て
つ
く
り

だ
さ
れ
た
も
の
で
、
絶
え
ず
変
化
し
続
け
、
決
し
て
永
遠
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
）
や

「
諸
法
無
我
」（
こ
の
世
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
、
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
不
変
の
実
体
で
あ
る
我
は
存
在
し
な
い
こ
と
）
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
と
と
も
に
感
じ
る
「
生
の
輝
き
」
に
は
、
こ
の
世
の
理

こ
と
わ
りで

あ
る
「
諸
行
無
常
」「
諸

法
無
我
」「
一
切
皆
苦
」（
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
や
現
象
、
経
験
は
、「
自
分
の
思
い

通
り
に
な
ら
な
い
」
＝
「
苦
」
で
あ
る
い
う
意
）
を
理
解
し
、
受
け
入
れ
、
煩
悩
と
い
う

炎
を
吹
き
消
し
、
心
が
安
定
し
た
、
悟
り
の
境
地
を
表
す
「
涅
槃
寂
静
」
を
映
す
も
の

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、佐
藤
の
代
表
作
を
辿
り
な
が
ら
、ロ
ト
ス
コ
ー
プ
と
い
う
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
の
分
野
で
派
生
し
た
手
法
を
使
い
な
が
ら
、
芸
術
作
品
と
し
て
成
立
さ
せ
、
釈
迦
が

説
い
た
こ
の
世
の
理
を
映
す
と
考
え
う
る
佐
藤
雅
晴
作
品
を
紐
解
き
、
そ
の
独
自
性
を

明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
美
術
界
に
残
し
た
足
跡
と
作
品
を
通
じ
て
社
会
に
与
え
た

影
響
を
検
証
し
て
み
た
い
。

二
、
佐
藤
雅
晴
の
略
歴

佐
藤
雅
晴
。
一
九
七
三
年
、
大
分
県
臼
杵
市
に
生
ま
れ
、
日
本
と
ド
イ
ツ
を
拠
点
に

活
躍
し
た
作
家
で
あ
る
。
幼
い
頃
か
ら
、
絵
を
描
く
の
が
得
意
だ
っ
た
佐
藤
は
、
中
学

生
に
な
る
と
、
美
術
科
と
音
楽
科
を
擁
す
る
大
分
県
立
芸
術
短
期
大
学
付
属
緑
丘
高
等

学
校
（
現
：
大
分
県
立
芸
術
緑
丘
高
等
学
校
）
に
進
学
す
べ
く
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
絵

の
訓
練
に
励
ん
だ
。
進
学
し
た
大
分
県
立
芸
術
短
期
大
学
付
属
緑
丘
高
等
学
校
で
は
、

授
業
の
七
割
が
美
術
に
あ
て
ら
れ
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
あ
っ
た
た
め
、
油
彩
画
、
日
本

画
、
彫
刻
、
デ
ザ
イ
ン
の
一
通
り
を
三
年
間
か
け
て
学
ん
だ
。

そ
の
後
、
東
京
藝
術
大
学
油
画
学
科
に
進
学
、
同
大
大
学
院
修
士
課
程
を
修
め
る
。

東
京
藝
術
大
学
在
学
中
は
、
受
験
に
向
け
、
鉛
筆
や
木
炭
、
油
絵
な
ど
、
朝
か
ら
晩
ま

で
、
日
々
描
い
て
き
た
た
め
、
大
学
入
学
後
は
、
絵
画
制
作
に
そ
れ
以
上
の
意
味
を
見

出
だ
せ
ず
、一
切
描
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、当
時
、コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
ア
ー

ト
や
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
傾
倒
し
て
い
た
。
同
大
修
士
課
程
終
了
後
は
、
さ
ら
な
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る
創
作
の
活
路
を
求
め
て
、
一
九
九
九
年
に
渡
独
し
た
。
以
後
十
年
に
も
及
ぶ
ド
イ
ツ

で
の
生
活
の
中
で
辿
り
つ
い
た
の
が
独
自
の
手
法
に
よ
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
制
作
で

あ
っ
た
。

佐
藤
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
、
実
写
映
像
を
忠
実
に
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

つ
く
ら
れ
る
。
身
近
な
人
々
や
身
の
周
り
の
風
景
を
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
、
パ
ソ

コ
ン
ソ
フ
ト
の
ペ
ン
ツ
ー
ル
を
用
い
て
、
一
筆
一
筆
描
い
て
い
く
。
油
彩
画
を
一
枚
完

成
さ
せ
る
以
上
の
膨
大
な
時
間
と
労
力
を
費
や
し
、
カ
メ
ラ
の
目
が
捉
え
た
日
常
を
た

だ
た
だ
ト
レ
ー
ス
し
、
何
百
も
の
コ
マ
を
つ
く
っ
て
仕
上
げ
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品

が
で
き
あ
が
る
。

二
〇
〇
九
年
に
は「
第
十
二
回
岡
本
太
郎
現
代
芸
術
賞
」で
特
別
賞
を
受
賞
。
二
〇
一
〇

年
に
帰
国
し
、
茨
城
県
を
拠
点
に
活
動
を
展
開
。
近
年
で
は
、
原
美
術
館
で
の
個
展

「
ハ
ラ
ド
キ
ュ
メ
ン
ツ 

10 

佐
藤
雅
晴
│
東
京
尾
行
」（
二
〇
一
六
）
の
ほ
か
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
・
シ
ド
ニ
ー
で
も
個
展
「
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ 
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｃ
Ｅ 

２
」（
二
〇
一
七
）

を
開
催
す
る
ほ
か
、
森
ア
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
の
「
Ｔ
Ｈ
Ｅ 

ド
ラ
え
も
ん

展 

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ 

２
０
１
７
」（
二
〇
一
七
）
や
「
森
美
術
館
十
五
周
年
記
念
展
六
本
木

ク
ロ
ッ
シ
ン
グ 

２
０
１
９
展
：
つ
な
い
で
み
る
」（
二
〇
一
九
）
な
ど
に
も
出
品
、
国

内
外
で
精
力
的
に
作
品
を
発
表
し
、
高
い
評
価
を
受
け
る
な
か
、
二
〇
一
九
年
三
月
、

四
十
五
歳
の
若
さ
で
惜
し
ま
れ
な
が
ら
亡
く
な
っ
た
。

三
、
佐
藤
雅
晴
の
作
品
分
析

㈠
《
東
京
尾
行
》

佐
藤
の
作
品
を
観
て
い
く
上
で
、
ま
ず
、《
東
京
尾
行
》を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
れ
は
、

佐
藤
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
佐
藤
雅
晴
作
品
が
映
す
「
四
法
印
」

の
世
界
観
を
最
も
鮮
明
に
映
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
東
京
尾
行
」
は
、
二
〇
一
五
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
実
像
と

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
合
わ
せ
ら
れ
た
作
品

で
あ
る
。
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
「
月
の
光
」
を

奏
で
る
ピ
ア
ノ
が
一
台
置
か
れ
た
空
間
に
、

十
二
種
類
の
映
像
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
モ
ニ

タ
ー
で
流
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
都
内
の
マ
ン
シ
ョ
ン
が
立
ち

並
ぶ
通
り
の
実
写
に
、
杖
を
つ
き
な
が
ら
歩

道
を
歩
く
白
髪
の
男
性
の
姿
が
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
化
さ
れ
、
男
性
が
画
面
右
側
か
ら
歩

を
進
め
た
の
ち
、
画
面
の
中
央
か
ら
少
し
左

に
あ
る
街
路
樹
の
陰
に
隠
れ
た
あ
と
、
姿
を

消
し
て
し
ま
う
も
の
。
老
舗
居
酒
屋
の
「
つ

く
志
」
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
が
並
ぶ
通
り

に
面
し
た
カ
フ
ェ
の
オ
ー
プ
ン
テ
ラ
ス
の
椅

子
に
腰
掛
け
る
グ
レ
ー
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
た

若
い
実
写
の
女
性
が
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化

さ
れ
た
コ
ー
ン
入
り
の
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
を

大
き
く
口
を
開
け
食
べ
る
様
子
を
映
し
た
も

の
。
人
気
の
な
い
公
園
の
実
写
映
像
に
、
人

の
乗
っ
て
い
な
い
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ

た
ブ
ラ
ン
コ
が
ず
っ
と
揺
れ
て
い
る
様
子
。

東
京
の
風
景
の
実
写
映
像
に
、
佐
藤
の
知
人

が
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
て
い
る
も
の
な

ど
で
あ
る
。

白
髪
の
男
性
は
実
在
す
る
存
在
な
の
か
、

上記２点「ハラドキュメンツ 10 佐藤雅晴－東京尾行」（原美術館、2016）展示風景
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そ
れ
と
も
、
街
路
樹
の
陰
に
隠
れ
て
姿
を
消
し
た
か
り
そ
め
の
存
在
な
の
か
。
健
康
的

な
若
い
女
性
が
味
わ
っ
て
い
る
の
は
、
本
当
に
冷
た
く
て
美
味
し
い
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム

な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
夏
の
日
差
し
の
中
、
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
を
味
わ
っ
た
記
憶
な
の

だ
ろ
う
か
。
公
園
で
揺
れ
る
ブ
ラ
ン
コ
は
、
つ
い
さ
っ
き
ま
で
誰
か
が
乗
っ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
何
か
の
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
佐
藤

の
作
品
を
観
る
者
は
、
そ
の
画
面
の
中
に
、
不
安
や
孤
独
、
人
の
温
も
り
、
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
、
儚
さ
、
不
穏
な
気
配
な
ど
、
様
々
な
も
の
を
想
起
さ
せ
ら
れ
、
思
い
を
巡
ら
さ

れ
る
。

こ
の
作
品
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
帰
国
後
の
二
〇
一
〇
年
に
発
見
さ
れ
治
療
を
受
け
た

癌
の
再
発
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
治
療
で
入
院
し
た
時
期
を
挟
ん
で
制
作
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
十
二
の
映
像
の
ひ
と
つ
に
、
薄
緑
色
の
カ
ー
テ
ン
の
前
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
、

青
緑
の
ガ
ラ
ス
の
花
瓶
と
そ
こ
に
生
け
ら
れ
た
紅べ

に

緋ひ

と
薄
桃
色
の
二
輪
の
ガ
ー
ベ
ラ
が

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
花
は
、
入
院
す
る
佐
藤
を
日
々
看

病
す
る
妻
が
生
け
た
も
の
で
あ
る
。
病
を
患
い
、
自
身
の
生
と
死
に
常
に
思
い
を
向
け

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
佐
藤
に
と
っ
て
、
日
常
の
何
気
な
い
風
景
の
中
に
映
さ
れ
た
人
々

の
姿
や
動
植
物
、
街
の
様
子
に
、
い
ず
れ
は
消
え
ゆ
く
自
分
自
身
と
万
物
の
常
な
ら
ざ

る
定
め
を
感
じ
な
が
ら
も
、
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
目
の
前
に
映
る
そ
の

姿
に
愛
お
し
い
ほ
ど
の
眼
差
し
を
注
い
だ
の
で
あ
る
。

佐
藤
の
そ
の
思
い
は
、
個
人
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
私
た
ち
誰
も
が
感
じ

て
い
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
佐
藤
の
作
品
を
観
る
者
は
、
そ
の
画
面
か
ら
、

こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
や
現
象
の
常
な
ら
ざ
る
も
の
を
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
れ
だ
け

で
は
終
わ
ら
ず
に
、
そ
の
中
に
、
煌
め
く
輝
き
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し

時
、
心
打
た
れ
る
の
だ
ろ
う
。

虚
実
の
狭
間
を
行
き
来
す
る
よ
う
な
十
二
の
映
像
と
奏
者
不
在
の
ピ
ア
ノ
が
奏
で
る

こ
の
空
間
に
は
、
佐
藤
の
生
へ
の
愛
お
し
い
ま
で
の
思
い
が
し
な
や
か
に
、
し
か
し
、

し
っ
か
り
と
映
さ
れ
て
い
る
。
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（
二
）《
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｕ
Ｍ
》

佐
藤
は
、
渡
独
し
た
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
の
二
年
間
、
ド
イ
ツ
の
国

立
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
ク
ン
ス
ト
ア
カ
デ
ミ
ー
に
ガ
ス
ト
シ
ュ
ラ
ー
（
研
究
生
）
と
し

て
在
籍
し
、
創
作
に
取
り
組
ん
だ
。
渡
独
後
二
年
で
ビ
ザ
が
切
れ
て
し
ま
う
が
、
ま
だ

何
も
つ
か
ん
で
い
な
い
状
態
で
日
本
に
帰
国
す
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
思
い
、
そ
れ

ま
で
世
話
に
な
っ
て
い
た
日
本
食
レ
ス
ト
ラ
ン
に
就
職
す
る
。
当
初
は
、
飲
食
業
を
し

な
が
ら
、
空
い
た
時
間
に
制
作
を
す
れ
ば
問
題
な
い
と
簡
単
に
考
え
て
い
た
が
、
朝
か

ら
厨
房
で
ラ
ン
チ
の
仕
込
み
、
混
雑
す
る
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
を
こ
な
し
、
休
憩
の
あ
と
、

夜
営
業
の
支
度
を
し
て
、
店
が
閉
店
す
る
ま
で
次
の
日
の
仕
込
み
と
オ
ー
ダ
ー
を
こ
な

す
。
疲
れ
切
っ
た
体
を
癒
す
た
め
に
、
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
帰
宅
す
る
の
は
夜
中
の
二
時

頃
。
そ
し
て
、
ま
た
、
同
じ
工
程
を
毎
日
繰
り
返
す
。
そ
ん
な
日
々
を
二
年
以
上
も
過

ご
し
て
い
く
う
ち
に
、
作
家
と
し
て
活
動
し
た
い
と
い
う
欲
求
も
薄
れ
て
い
く
。
し
か

し
、
佐
藤
の
中
で
何
か
を
創
り
出
し
た
い
と
い
う
思
い
が
消
え
て
し
ま
う
こ
と
は
な

か
っ（

註
１
）た

。

二
〇
〇
〇
年
前
後
か
ら
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
電
子
機
器
は
、
一
般
消
費
者
に
も
手
に

入
れ
や
す
い
価
格
に
な
っ
て
き
て
い
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
会

社
や
プ
ロ
の
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
で
は
な
い
一
般
ユ
ー
ザ
ー
の
中
に
も
、
パ

ソ
コ
ン
を
使
っ
て
、
自
主
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
く
る
動
き
が
出
始
め

て
い
た
。

二
〇
〇
三
年
頃
、
佐
藤
も
パ
ソ
コ
ン
を
購
入
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
で
様
々
な
情
報
を
見
て
い
く
中
で
、
そ
の
動
向
や
パ
ソ
コ
ン
の
ペ

ン
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使
っ
て
絵
を
描
く
方
法
を
知
る
。

大
学
在
籍
中
は
、
絵
を
描
く
こ
と
に
意
味
を
見
出
せ
な
か
っ
た
佐
藤

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
頃
に
は
、
そ
の
よ
う
な
意
識
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
佐
藤
が
、
パ
ソ
コ
ン
の
ペ
ン
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使
っ
て

絵
を
描
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
と
て
も
新
鮮
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。

デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
の
街
並
み
な
ど
、
日
頃
目
に
す
る
も
の
も
、
佐
藤
に
と
っ
て
凄

く
新
鮮
に
感
じ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
を
映
像
や
写
真
に
収
め
、
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
を

始
め
る
。
パ
ソ
コ
ン
で
制
作
す
る
も
の
が
、
絵
で
は
な
く
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た

の
は
、
好
き
な
絵
を
描
け
る
こ
と
に
加
え
て
、
以
前
か
ら
映
像
に
関
心
を
持
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
り
、
そ
の
両
方
が
一
遍
に
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
佐
藤
が
、
こ
の
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
と
い
う
手
法
を
使
お
う
と
考
え
た
の
に
は
、

次
の
よ
う
な
理
由
も
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
の
手
法
は
、
一
九
一
〇
年
代
に
未
熟
な
ア
ニ
メ
ー
タ
ー

で
も
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
動
画
制
作
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
フ
ラ
イ
シ
ャ
ー
兄

弟
の
兄
マ
ッ
ク
ス
が
発
明
し
、『
ポ
パ
イ
』の
制
作
な
ど
に
活
用
。
そ
の
後
、デ
ィ
ズ
ニ
ー

の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
も
利
用
さ
れ
る
な
ど
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
の
分
野
で
普
及

し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
の
手
法
は
、
ひ
と
つ
の
作
品
を
完
成
さ

せ
る
の
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
に
お
い
て
、
横
展
開
、
言
い

換
え
る
と
、
分
業
化
を
図
る
目
的
で
開
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

佐
藤
は
、
そ
の
「
分
業
化
」
を
自
身
の
一
日
の
生
活
の
中
に
取
り
入
れ
よ
う
と
考
え
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た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朝

か
ら
晩
に
か
け
て
は
、
日
本

食
レ
ス
ト
ラ
ン
で
仕
事
を
し
、

そ
の
仕
事
が
終
わ
っ
た
後
に
、

ロ
ト
ス
コ
ー
プ
の
作
業
を
一

定
量
行
う
。
そ
し
て
、
翌
日

は
、
ま
た
仕
事
に
出
か
け
、

帰
っ
て
か
ら
、
ロ
ト
ス
コ
ー

プ
の
作
業
を
す
る
。

佐
藤
に
と
っ
て
、
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
の
行
為
は
、
あ
る
意
味
、「
芸
術
作
品
の
創
作
」

と
い
う
よ
り
も
、「
作
業
」と
し
て
、
あ
ま
り
重
苦
し
く
考
え
ず
に
、
行
え
る
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
、
捉
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
創
作
意
欲
が
途
絶
え
そ
う
に

な
っ
て
い
た
佐
藤
に
、
再
び
創
作
の
灯
を
取
り
戻
さ
せ
る
た
め
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な（

註
２
） い

。

そ
う
し
て
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
る
な
か
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
に
か
け
て

制
作
し
た
映
像
作
品
が
、
ド
イ
ツ
語
で「
夢
」と
い
う
意
味
の《
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｕ
Ｍ
》で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
、
佐
藤
が
実
際
に
見
た
夢
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
つ
く

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
り
の
青
年
が
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
の
街
を
走
る
ト
ラ
ム

に
乗
っ
て
、
ラ
イ
ン
川
沿
い
に
そ
び
え
立
つ
高
さ
二
三
四
ｍ
の
ラ
イ
ン
タ
ワ
ー
と
思

わ
れ
る
建
物
に
向
か
う
。
高
速
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
展
望
台
ま
で
登
り
、
扉
が
開
く

と
、
眩
い
ほ
ど
の
陽
射
し
と
と
も
に
眼
前
に
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
の
街
並
み
が
開
け
る
。

デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
の
街
並
み
を
一
望
し
な
が
ら
、
青
年
は
上
着
の
右
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
取
り
出
し
、
眼
下
の
様
子
を
収
め
始
め
る
。
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
に
は
、

高
層
ビ
ル
や
片
側
三
車
線
の
道
路
を
行
き
交
う
何
台
も
の
車
、
公
園
の
上
を
飛
び
交
う

か
も
め
、
通
り
を
駆
け
る
白
い
犬
、
工
場
か
ら
流
れ
る
煙
、
ラ
イ
ン
川
の
川
原
を
歩
く

羊
の
群
れ
、
ラ
イ
ン
川
を
行
く
観
光
船
や
貨
物
船
な
ど
、
街
の
様
子
が
映
さ
れ
て
い
る
。

青
年
が
撮
影
を
し
て
い
る
と
、
突
然
オ
レ
ン
ジ
色
の
大
き
な
目
を
し
た
蝿
が
現
れ
、

展
望
台
の
ガ
ラ
ス
に
向
か
っ
て
何
度
も
ぶ
つ
か
っ
て
く
る
。
何
度
目
か
の
衝
突
で
、
分

厚
い
ガ
ラ
ス
に
ひ
び
が
入
り
、
ガ
ラ
ス
が
粉
々
に
砕
け
て
し
ま
う
。
ガ
ラ
ス
の
あ
っ
た

方
に
青
年
が
手
を
伸
ば
し
て
い
く
と
、
画
面
が
切
り
替
わ
り
、
乳
母
車
の
中
で
、
両
手

を
頬
の
あ
た
り
に
あ
げ
、
穏
や
か
な
顔
つ
き
で
眠
る
男
児
、
そ
し
て
、
そ
の
右
の
胸
元

に
は
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
大
き
な
目
を
し
た
蝿
が
前
脚
を
擦
り
合
わ
せ
な
が
ら
止
ま
っ
て

い
る
映
像
が
現
れ
る
。
画
面
は
次
第
に
ズ
ー
ム
ア
ウ
ト
し
て
い
き
、
ラ
イ
ン
川
に
か
か

る
橋
の
上
を
、
母
親
が
乳
母
車
を
押
し
て
い
く
シ
ー
ン
で
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
迎
え
る
。

《
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｕ
Ｍ
》に
つ
い
て
、
佐
藤
は
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

夢
と
い
う
も
の
は
私
た
ち
が
普
段
の
日
常
生
活
の
な
か
で
生
じ
た
無
意
識
の
反
映

だ
と
思
い
ま
す
。
夢
の
具
現
化
を
す
る
た
め
に
、
そ
の
影
響
の
元
で
あ
る
日
常
を
具

体
的
に
描
き
な
が
ら
、
そ
こ
に
夢
の
断
片
を
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
強
く

夢
の
世
界
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
ま
す
。
一
言
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
白
昼
夢

の
映
像
化
の
よ
う
な
も
の
で
す
。『
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｕ
Ｍ
』
は
そ
ん
な
夢
と
日
常
を
行
き
来

す
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で

（
註
３
）す

。

佐
藤
が
、
こ
の
作
品
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
生
計
を
立
て
て
い
き
つ
つ
も
、
創
作
活

動
を
主
と
し
な
い
飲
食
業
の
生
活
か
ら
何
と
か
脱
却
し
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
か

ら
だ
。
そ
の
た
め
、
こ
の
作
品
は
、
佐
藤
が
商
業
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
に
進
む
こ

と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
制
作
さ
れ
た
。
作
品
が
起
承
転
結
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
も
、

商
業
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
で
は
、
そ
う
い
っ
た
要
素
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
の
考
え

か
ら
で
あ
っ（

註
４
）た

。

佐
藤
は
、実
際
に
一
時
帰
国
し
、こ
の
作
品
を
日
本
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
手
が
け
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る
会
社
な
ど
に
持
ち
込
ん
で
見
て
も
ら
っ
て
い
る
。
だ
が
、
持
ち
込
ん
だ
先
の
反
応
は

芳
し
く
な
か
っ
た
。
佐
藤
は
商
業
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
向
け
に
と
思
い
制
作
し
た
が
、
彼

ら
に
は
、大
衆
受
け
す
る
も
の
と
は
全
く
思
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、佐
藤

の
知
り
合
い
の
紹
介
で
、
日
本
ホ
ー
ム
ズ
住
宅
展
示
場（
東
京
・
六
本
木
）を
会
場
に

開
催
さ
れ
た〝
団・Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｓ「
Ｔ
ｈ
ｅ 

Ｈ
ｏ
ｕ
ｓ
ｅ
展
│
現
代
ア
ー
ト
の
住
み
心
地
│
」〞

（
会
期
二
〇
〇
八
年
五
月
十
九
日
〜
五
月
二
十
九
日
）
に
《
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｕ
Ｍ
》
と
新
作
の
平

面
作
品
《
Ｏ
Ｃ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｕ
Ｓ
》、《
Ｓ
Ｕ
Ｐ
Ｐ
Ｌ
Ｅ
Ｍ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
》、《
Ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
》
の
三
点

を
出
品
す
る
機
会
を
得
る
。
そ
の
展
示
で
は
、
佐
藤
の
作
品
は
商
業
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

の
関
係
者
と
は
違
い
、
美
術
関
係
者
か
ら
関
心
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。

佐
藤
が
当
初
意
図
し
て
い
た
も
の
と
は
異
な
る
展
開
で
は
あ
っ
た
が
、《
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｕ
Ｍ
》

の
取
り
組
み
が
、
佐
藤
の
そ
の
後
の
創
作
活
動
に
大
き
な
転
機
を
も
た
ら
す
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

後
に
、
佐
藤
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
以
下
の
よ
う
に
答

え
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
商
業
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
コ
ン
セ
プ
ト
、
テ
ー
マ

が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
加
味
し
て
、
見
る
人
が
そ
こ
に
た
ど

り
着
く
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
ア
ー
ト
作
品
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
個

人
か
ら
色
々
な
人
に
向
け
て
発
信
す
る
も
の
な
の
で
、
商
業
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
よ

う
に
一
つ
の
方
向
性
に
縛
ら
れ
る
よ
う
に
制
作
し
て
し
ま
う
と
広
が
り
が
な
く
、
非

常
に
狭
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
作
品
の
中
で
は
、

色
々
な
解
釈
が
出
来
る
よ
う
に
、
理
屈
で
は
判
断
で
き
な
い
よ
う
な
感
じ
を
意
識
し

て
編
集
し
て
い
ま
す
。
そ
の
方
が
、
見
る
人
も
面
白
い
し
、
感
じ
て
く
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

（
註
５
）す

。

（
三
）《
Ｃ
ａ
ｌ
ｌ
》、《
Ｃ
ｏ
ｆ
ｆ
ｅ
ｅ
》、《
Ｈ
ａ
ｉ
ｒ
》

二
〇
〇
八
年
の
〝
団
・
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｓ
「
Ｔ
ｈ
ｅ 

Ｈ
ｏ
ｕ
ｓ
ｅ
展
│
現
代
ア
ー
ト
の
住
み
心

地
│
」〞の
翌
年
に
つ
く
ら
れ
た
の
が
、《
Ｃ
ａ
ｌ
ｌ
》、《
Ｃ
ｏ
ｆ
ｆ
ｅ
ｅ
》、《
Ｈ
ａ
ｉ
ｒ
》

な
ど
の
平
面
の
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
い
ず
れ
も
、
佐
藤
が
日
々
の
暮
ら

し
の
中
で
目
に
し
た
風
景
を
写
真
や
映
像
に
収
め
、
そ
れ
を
も
と
に
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
技

法
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
作
品
も
、
画
面
に
は
人
の
姿
は
見

ら
れ
ず
、
対
象
物
と
そ
の
空
間
だ
け
が
描
か
れ
て
い
る
。

《
Ｃ
ａ
ｌ
ｌ
》
│
ホ
テ
ル
の
関
係
者
用
の
通
路
だ
ろ
う
か
、
複
数
の
人
が
使
用
す
る

と
思
わ
れ
る
場
所
の
茶
色
い
壁
に
、
大
人
の
胸
元
ほ
ど
の
高
さ
で
取
り
付
け
ら
れ
た

プ
ッ
シ
ュ
式
の
ク
リ
ー
ム
色
の
固
定
電
話
。
そ
の
固
定
電
話
か
ら
受
話
器
が
外
れ
、
床

す
れ
す
れ
の
と
こ
ろ
で
宙
吊
り
に
な
っ
て
い
る
。
少
し
前
に
、
誰
か
が
受
話
器
を
握
り
、

通
話
を
し
て
い
た
の
か
。
そ
れ
と
も
、
何
ら
か
の
事
情
で
、
受
話
器
も
戻
さ
ず
、
慌
て

て
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
話
者
不
在
の
受
話
器
の
向
こ
う
側
に
は
、
返

事
を
待
つ
誰
か
が
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
こ
に
も
人
は
い
な
い
の
か
。

電
話
器
の
周
囲
の
壁
の
薄
明
る
さ
は
、
姿
を
消
し
た
話
者
の
人ひ

と
が
た形

の
よ
う
に
も
感
じ
さ

せ
る
か
。

《
Ｃ
ｏ
ｆ
ｆ
ｅ
ｅ
》
│
磨
り
ガ
ラ
ス
越
し
に
朝
日
が
差
し
込
む
室
内
。
テ
ー
ブ
ル
の

上
に
は
、
陶
器
の
白
い
カ
ッ
プ
が
横
倒
し
に
な
り
、
ソ
ー
サ
ー
と
テ
ー
ブ
ル
に
ミ
ル
ク

入
り
の
コ
ー
ヒ
ー
が
溢
れ
て
い
る
。
眩
い
ほ
ど
の
陽
光
に
溢
れ
た
戸
外
と
は
対
照
的
に

仄
暗
い
室
内
。
画
面
か
ら
は
、
室
内
に
は
そ
れ
以
外
の
も
の
は
何
も
見
当
た
ら
な
い
。

部
屋
の
主
は
、
こ
ぼ
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
も
片
付
け
ぬ
ま
ま
、
ど
こ
か
に
い
っ
て
し
ま
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

《
Ｈ
ａ
ｉ
ｒ
》
│
明
け
方
の
人
気
の
な
い
歩
道
の
オ
レ
ン
ジ
色
の
ポ
ー
ル
の
脇
に
、

優
に
人
一
人
分
は
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
腰
ほ
ど
の
長
さ
の
波
打
つ
よ
う
な
褐
色
の
髪

が
、
大
き
め
の
白
い
レ
ジ
袋
か
ら
地
面
に
は
み
出
し
、
歩
道
幅
の
半
分
を
塞
ぐ
よ
う
に
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し
て
転
が
っ
て
い
る
。
誰
か
が
使
っ
て
い
た
ウ
ィ
ッ
グ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
切
ら
れ

た
誰
か
の
髪
な
の
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
あ
ま
り
尋
常
な
落
と
し
物
と
は
思
え
な
い
。

こ
の
髪
は
誰
の
も
の
な
の
か
。
な
ぜ
、
こ
こ
に
放
置
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
持
ち
主

の
身
に
何
か
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

受
話
器
が
外
れ
た
電
話
、
こ
ぼ
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
、
捨
て
ら
れ
た
髪
、
ど
れ
も
、
そ
れ

だ
け
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
。
し
か
し
、
観
る
者
に
様
々
な
想
像
を

掻
き
立
て
さ
せ
る
。
佐
藤
の
作
品
に
は
、
そ
の
よ

う
に
観
る
者
に
自
然
と
物
語
を
紡
が
せ
て
し
ま
う

よ
う
な
不
思
議
な
力
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
ホ
ラ
ー
映
画
が
好
き
だ
っ

た
と
い
う
佐
藤
。
目
に
見
え
な
い
存
在
や
動
く
は

ず
の
な
い
も
の
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て

し
ま
う
な
ど
、そ
う
い
っ
た
も
の
に
関
心
を
示
し

た
と
い
う
。
単
純
に
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
や
コ
メ

デ
ィ
ー
、恋
愛
も
の
は
飽
き
て
し
ま
っ
て
見
ら
れ
な

か
っ
た（

註
６
）と

。
自
分
で
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が

で
き
る
映
画
や
本
な
ど
を
好
ん
だ
佐
藤
の
嗜
好
が
、

こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
作
と
も
、
不
可
解
な
情
景
に
、
不
穏
な
気
配
や
日
常

に
潜
む
不
気
味
さ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し

て
、
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
画
面
が
物

語
る
も
の
は
、
そ
の
場
所
に
た
し
か
に
人
が
い
た
事
実
で

あ
り
、し
か
し
、そ
こ
に
い
た
は
ず
の
人
も
、そ
の
場
か
ら

立
ち
去
り
、
い
ず
れ
は
消
え
て
な
く
な
る
、
常
な
ら
ぬ
も

の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

（
四
）《
ア
バ
タ
ー
11
》

《
ア
バ
タ
ー
11
》は
、
二
〇
〇
九
年
に
つ
く
ら
れ
た
十
一
種
類
の
実
写
映
像
を
も
と
に
、

《
東
京
尾
行
》
の
実
写
と
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
と
は
違
い
、
全

面
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
た
オ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
構
成
さ
れ
る

作
品
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
画
面
に
は
、
ひ
と
り
の
若
い
男
性
か
女
性
が
首
と
顔
だ
け

を
現
し
、
は
じ
め
は
向
こ
う
側
を
向
い
て
い
る
が
、
ゆ
っ
く
り
と
振
り
向
き
正
面
を
向

き
、
そ
し
て
、
ま
た
ゆ
っ
く
り
と
向
こ
う
側
に
顔
を
向
け
る
。
こ
の
動
き
が
繰
り
返
し

流
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
展
示
さ
れ
る
際
に
は
、
壁
面
に
十
一
台
の
同
じ

サ
イ
ズ
の
正
方
形
の
モ
ニ
タ
ー
が
並
び
、
十
一
の
画
面
が
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で

こ
の
動
き
を
繰
り
返
す
。
十
一
種
類
の
映
像
は
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

一
、　

床
に
寝
転
が
り
、
壁
か
ら
頭
だ
け
を
覗
か
せ
る
茶
褐
色
の
髪
を
し
た
男
性

二
、　

煉
瓦
ブ
ロ
ッ
ク
の
上
か
ら
顔
を
出
す
緑
が
か
っ
た
髪
の
男
性

三
、　

オ
レ
ン
ジ
色
の
ポ
ピ
ー
や
白
い
デ
イ
ジ
ー
が
ぎ
っ
し
り
と
咲
く
花
畑
の
中
か

ら
顔
を
覗
か
せ
る
ブ
ル
ー
グ
リ
ー
ン
の
瞳
の
金
髪
の
女
性

四
、　

石
畳
に
溜
ま
っ
た
雨
水
に
映
る
黒
い
ス
テ
ン
レ
ス
フ
レ
ー
ム
の
眼
鏡
を
か
け

た
黒
髪
の
男
性

五
、　

草
の
上
に
寝
転
が
り
、大
き
な
櫟く

ぬ
ぎ

の
幹
か
ら
顔
を
出
す
緑
が
か
っ
た
黒
髪
の
男
性

六
、　

浴
槽
の
中
か
ら
頭
を
出
す
茶
褐
色
の
髪
の
女
性

七
、　

雨
に
濡
れ
た
窓
ガ
ラ
ス
越
し
に
顔
を
見
せ
る
茶
色
い
瞳
の
女
性

八
、　

車
の
運
転
席
か
ら
後
部
座
席
を
振
り
返
る
金
色
の
短
髪
の
男
性

九
、　

ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
の
中
で
振
り
返
る
ス
キ
ン
ヘ
ッ
ド
の
男
性

十
、　

天
井
の
蛍
光
灯
が
明
滅
す
る
駐
車
場
に
寝
転
が
り
、
柱
か
ら
顔
を
出
す
茶
緑

の
髪
の
男
性

十
一
、
公
衆
電
話
ボ
ッ
ク
の
ガ
ラ
ス
窓
か
ら
顔
を
見
せ
る
栗
色
の
長
い
髪
の
女
性
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《
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｕ
Ｍ
》
の
発
表
以
降
、
佐
藤
は
、
商
業
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
起
承

転
結
を
持
つ
も
の
や
あ
る
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
作

品
を
観
る
者
が
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
解
釈
を
加
え
る
こ
と
や
想
像
を
広
げ
て
い
け
る
よ

う
な
、あ
る
意
味
、余
白
を
持
た
せ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、制
作
に
取
り
組
ん
で
い
た
。

こ
の
作
品
が
、
佐
藤
の
友
人
が
振
り
向
く
だ
け
と
い
う
単
純
な
動
作
の
も
の
に
な
っ
て

い
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
友
人
を
実
写
映
像
に
収
め
、
ペ
ン
タ
ブ
レ
ッ

ト
ツ
ー
ル
を
使
い
、
フ
ラ
ッ
ト
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
佐
藤
は
、
実
際
の
存

在
か
ら
架
空
の
も
の
に
姿
を
変
え
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
身
が
持
つ
イ
メ
ー
ジ
や
観
念

な
ど
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
、
よ
り
削
ぎ
落
と

さ
れ
た
も
の
に
し
て
い
こ
う
と
し（

註
７
）た

。

加
え
て
、
こ
の
作
品
の
制
作
に
あ
た
り
、
も

う
ひ
と
つ
、
佐
藤
が
試
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
映
像
作
品
を
ル
ー
プ
構
造
に
し
た
こ

と
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
画
面
の
中
に
、
ス
ト
ー

リ
ー
が
あ
り
そ
う
で
な
い
、
始
ま
り
と
終
わ
り

が
あ
る
よ
う
で
な
い
、
そ
う
い
っ
た
繰
り
返
し
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観
て
い
ら
れ
る
作
品
を
制
作
し
た
。
作
品
を
ル
ー
プ
構
造
に
し
た
の
も
、
以
下
の
《
Ｂ

Ｉ
Ｎ
Ｄ 
Ｄ
Ｒ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
》に
関
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
佐
藤
が
語
っ
て

い
る
よ
う
に
、
作
品
を
観
る
者
の
想
像
力
を
掻
き
立
た
せ
る
た
め
の
仕
掛
け
で
あ
っ
た
。

こ
の
作
品
は
、
映
像
作
品
で
す
が
、
絵
画
の
よ
う
に
存
在
す
る
こ
と
を
想
定
し
て

い
ま
す
。
絵
画
は
、
展
覧
会
の
展
示
室
な
ど
で
、
鑑
賞
者
を
待
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

で
も
、
映
画
の
場
合
は
、
開
演
時
間
に
合
わ
せ
て
観
客
が
席
に
座
り
、
幕
が
開
き
、

映
像
が
始
ま
り
ま
す
。
い
わ
ば
、
観
客
が
凄
く
受
身
な
状
況
で
作
品
鑑
賞
が
始
ま
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
映
画
や
映
像
作
品
で
起
承
転
結
の
あ
る
も
の
は
、
鑑
賞
時
間
や

環
境
に
制
約
が
発
生
し
ま
す
。
で
も
絵
画
は
、
空
間
に
お
い
て
あ
れ
ば
、
い
つ
で
も

鑑
賞
可
能
で
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
観
客
任
せ
な
の
で
、
対
象
と
し
て
自
立
し
て
い

る
存
在
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
絵
画
は
こ
れ
だ
け
長
い
歴
史
を
生
き
抜
い

て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
映
像
と
い
う
も
の

を
絵
画
の
よ
う
に
提
示
す
る
方
法
と
し
て
、
ル
ー
プ
を
選
ん
で
い
ま
す
。
ル
ー
プ
で

成
立
す
る
映
像
を
作
る
こ
と
を
前
提
に
、
い
ろ
い
ろ
な
テ
ー
マ
を
絡
め
な
が
ら
創
作

し
て
い
ま

（
註
８
）す

。

そ
の
意
味
で
は
、
私
も
佐
藤
の
目
論
見
に
ま
ん
ま
と
乗
せ
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い

だ
ろ
う
が
、
こ
の
作
品
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

展
示
空
間
に
並
ぶ
十
一
の
首
だ
け
の
映
像
は
、
日
本
人
で
あ
る
私
た
ち
に
は
、
一
瞬
、

時
代
劇
な
ど
で
目
に
す
る
生
首
を
連
想
さ
せ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
よ
う
に
人
物

を
描
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
立
ち
姿
や
椅
子
に
腰
掛
け
た
姿
を
描
い
た
肖
像
画
と
は
全

く
異
な
る
も
の
を
感
じ
る
。
首
か
ら
上
し
か
見
せ
て
い
な
い
た
め
、
観
る
者
は
、
普
段

は
自
然
と
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
首
か
ら
下
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、

そ
の
も
ど
か
し
さ
や
違
和
感
か
ら
、
目
に
映
る
顔
に
自
然
と
意
識
が
強
く
向
け
ら
れ
る
。

正
面
を
向
い
た
目
は
、
作
品
を
観
る
者
の
目
を
し
っ
か
り
と
捉
え
、
そ
し
て
ま
た
振
り

返
り
離
れ
て
い
く
。
被
写
体
で
あ
る
人
物
は
、
ど
れ
も
実
在
す
る
人
物
で
あ
る
が
、
ト

レ
ー
ス
し
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
、
ル
ー
プ
し
続
け
る
そ
の
姿
は
、
正
面
を
向
い

た
顔
が
「
存
在
」
を
、
振
り
返
っ
て
行
く
姿
が
「
不
在
」
を
、
つ
ま
り
、
万
物
の
常
な
ら

ざ
る
定
め
、「
諸
行
無
常
」で
あ
り
、「
諸
法
無
我
」で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る「
ア
バ
タ
ー
」

＝「
化
身
」の
よ
う
に
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
五
）《
Ｃ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
》

《
Ｃ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
》
は
、
二
〇
〇
九
年
に
制
作
さ
れ
た
ド
イ
ツ
編
と
二
〇
一
四
年

に
制
作
さ
れ
た
日
本
編
の
二
種
類
の
実
写
映
像
を
も
と
に
し
た
オ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
の
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
。
い
ず
れ
の
作
品
も
、
人
が
い
な
い
空
間
に
電
話
機
の
着
信
音
だ

け
が
鳴
り
響
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

元
々
、
佐
藤
は
、
人
が
不
在
の
場
所
で
電
話
が
鳴
る
と
い
う
情
景
を
作
品
に
取
り
入

れ
た
い
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
で
の
日
々
の
暮
ら
し
の
な
か

で
気
に
な
っ
た
場
所
な
ど
を
映
像
に
収
め
、
ト
レ
ー
ス
し
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
し
た

の
が
ド
イ
ツ
編
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
編
で
は
、
次
の
よ
う
な
、
十
二
種
類
の
映
像
が
繰
り
返
し
流
さ
れ
る
。
人
の

雑
踏
や
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
鳴
り
渡
る
駅
構
内
の
通
路
の
上
で
白
い
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
着

信
音
を
鳴
ら
し
て
い
る
も
の
。
暖
か
な
湯
気
が
立
ち
上
る
二
つ
の
白
い
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ

プ
や
ラ
イ
麦
パ
ン
と
ブ
レ
ッ
ド
ナ
イ
フ
を
乗
せ
た
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ド
な
ど
が
置
か

れ
た
木
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
で
黒
い
電
話
の
子
機
が
着
信
音
を
鳴
ら
し
て
い
る
も
の
。
蜂

の
羽
音
や
ヒ
バ
リ
の
さ
え
ず
り
が
聞
こ
え
る
穏
や
か
な
陽
の
差
す
草
む
ら
に
ノ
キ
ア
の

携
帯
電
話
が
「
森
の
く
ま
さ
ん
」
の
着
信
音
を
鳴
ら
し
て
い
る
も
の
。
向
こ
う
側
に
白

い
三
基
の
風
力
発
電
機
が
見
え
る
片
側
一
車
線
の
道
路
脇
に
設
置
さ
れ
た
非
常
用
電
話

が
着
信
音
を
鳴
ら
し
て
い
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。
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一
方
、
日
本
編
は
、
二
〇
一
四
年
に
開
催
さ
れ
た
「
Ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ 

ｏ
ｆ 

Ｅ
ｘ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
│

Ｐ
ｏ
ｓ
ｔ 

Ｆ
ｕ
ｋ
ｕ
ｓ
ｈ
ｉ
ｍ
ａ
」
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、

Ｆ
ｒ
ｉ
ｅ
ｄ
ｍ
ａ
ｎ 

Ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
ａ
）に
佐
藤
が
招
聘
さ
れ
た
際
に
、
主
催
者
か
ら
ド
イ

ツ
編
の
《
Ｃ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
》
の
よ
う
な
作
品
を
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
請
を
受
け

て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
作
品
の
舞
台
は
、
佐
藤
の
住
ん
で
い
る
取
手
周
辺
を
中

心
と
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
川
原
に
捨
て
ら
れ
た
廃
バ
ス
を
題
材
に
し
た
も
の
や
、

カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
の
無
人
の
部
屋
の
モ
ニ
タ
ー
に
「
君
が
代
」
が
流
れ
る
も
の
な
ど
、

展
覧
会
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
ポ
ス
ト
福
島
」
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
も
取
り

入
れ
、
制
作
さ
れ
て
い
る
。

日
本
編
で
は
、
ほ
か
に
も
、
ヒ
バ
リ
の
さ
え
ず
り
や
警
告
音
が
鳴
る
明
け
方
の
踏
切

横
の
ガ
ラ
ス
張
り
の
公
衆
電
話
ボ
ッ
ク
ス
内
の
グ
レ
ー
の
電
話
が
着
信
音
を
鳴
ら
し
て

い
る
も
の
。
昼
間
の
住
宅
地
を
走
る
電
車
の
長
椅
子
の
上
の
女
性
用
の
シ
ョ
ル
ダ
ー

バ
ッ
ク
か
ら
こ
ぼ
れ
出
た
赤
い
ｉ
Ｐ
ａ
ｄ
か
ら
Ｓ
ｋ
ｙ
ｐ
ｅ
の
着
信
音
が
流
れ
て
い
る

も
の
な
ど
、
全
部
で
十
二
種
類
の
映
像
が
繰
り
返
し
流
さ
れ
る
。

持
ち
主
不
在
で
鳴
り
続
け
る
携
帯
電
話
や
主
不
在
の
部
屋
に
鳴
り
続
け
る
固
定
電
話

は
、
人
の
移
ろ
い
ゆ
く
さ
ま
や
い
ず
れ
は
消
え
ゆ
く
人
間
の
定
め
を
暗
示
さ
せ
て
い
る

よ
う
に
も
、
逆
に
、
持
ち
主
不
在
の
携
帯
電
話
や
主
不
在
の
固
定
電
話
、
公
衆
電
話
に

鳴
り
続
け
る
着
信
音
は
、
物
体
と
し
て
は
消
え
て
し
ま
っ
た
誰
か
が
、
こ
の
世
に
つ
な

が
る
た
め
の
ア
ク
セ
ス
と
し
て
架
電
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

「
Ｃ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
」
に
は
、「
神
が
宣
言
（
ｃ
ａ
ｌ
ｌ
）
し
た
こ
と
」
と
い
う
語
源
か

ら
「
神
の
思
し
召
し
」、「
使
命
」、「
天
職
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
佐
藤
も
、
こ
の
作

品
の
制
作
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
こ
と
も
意
識
し
て
い
た
と
い（

註
９
）う

。
た
だ
、
無
人
の
空
間

に
鳴
り
響
く
電
話
の
着
信
音
を
映
し
た
映
像
で
は
あ
る
が
、
観
る
者
に
様
々
な
こ
と
に

思
い
を
巡
ら
せ
る
不
思
議
な
力
が
こ
の
作
品
に
も
内
在
さ
れ
て
い
る
。
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（
六
）《
Ｂ
Ｉ
Ｎ
Ｄ 

Ｄ
Ｒ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
》

《
Ｂ
Ｉ
Ｎ
Ｄ 

Ｄ
Ｒ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
》
は
、
二
〇
一
一
年
に
実
写
映
像
を
も
と
に
制
作
さ
れ
た

オ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
。
日
独
交
流
一
五
〇
周
年
に
際
し
、
若
手

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
そ
の
支
援
者
に
よ
る
グ
ル
ー
プ「
団
・
Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｓ
」と
ド
イ
ツ
大
使
館
、

東
京
ド
イ
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー
の
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
ド
イ
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー

（
東
京
）
で
二
〇
一
一
年
に
開
催
さ
れ
た
「
第
八
回 

団 

Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｓ 

│
Ｈ
ｉ
ｅ
ｒ
ｈ
ｅ
ｒ 

Ｄ
ｏ
ｒ
ｔ
ｈ
ｉ
ｎ
│ 

こ
ち
ら
へ
あ
ち
ら
へ
」で
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
、
佐
藤
の
作
品
の
中
で
は
唯
一
、
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
演
歌
が
使
わ
れ
た
も
の
で
、

長
山
洋
子
と
影
山
時
則
が
歌
う
夫
婦
演
歌
「
絆
」
が
流
れ
る
な
か
、
雨
が
降
る
取
手
市

の
情
景
を
舞
台
に
天
使
と
悪
魔
の
姿
を
し
た
男
女
が
織
り
な
す
メ
ロ
ド
ラ
マ
を
描
い
た

も
の
で
あ
る
。

画
面
に
は
、
高
速
道
路
と
一
般
道
が
並
行
す
る
風
景
や
捨
て
ら
れ
た
テ
レ
ビ
が
積
み

重
ね
ら
れ
て
い
る
空
き
地
、
捨
て
ら
れ
錆
び
た
車
が
生
い
茂
る
雑
草
の
中
に
あ
る
情
景

な
ど
、
い
ず
れ
も
雨
の
降
る
人
気
の
な
い
取
手
の
情
景
が
流
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、

左
右
に
田
ん
ぼ
が
広
が
る
道
に
止
ま
っ
た
白
い
セ
ダ
ン
の
前
方
座
席
に
座
る
天
使
と
悪

魔
の
姿
を
し
た
男
女
が
現
れ
る
。

佐
藤
は
、
こ
の
作
品
の
制
作
に
あ
た
り
、「
善
」と「
悪
」や「
光
」と「
影
」な
ど
、
私

た
ち
の
日
常
生
活
や
社
会
の
中
に
あ
る
、
相
反
す
る
物
事
の
存
在
を
題
材
に
し
よ
う
と

考
え
て
い
た
。

そ
の
佐
藤
が
、
モ
チ
ー
フ
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
が
、「
天
使
」と「
悪
魔
」で
あ
っ
た
。

天
使
の
腹
部
に
目
を
移
す
と
、
天
使
は
、
妊
娠
し
て
お
り
、
天
使
と
悪
魔
が
結
ば
れ
る

と
い
う
、
本
来
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
禁
断
の
恋
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
演
歌
を
使
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、Ｊ
│

Ｐ
Ｏ
Ｐ
や
テ
ク
ノ
ミ
ュ
ー

ジ
ッ
ク
、
現
代
音
楽
を
合
わ
せ
る
と
、
格
好
良
く
映
像
に
似
合
い
過
ぎ
て
し
ま
う
た
め
、

映
像
と
音
楽
の
関
係
に
相
反
す
る
も
の
を
つ
く
り
だ
せ
な
い
と
感
じ
た
こ
と
に
よ
る
も
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の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
歌
を
選
ん
だ
の
は
、
こ
の
歌
が
、
佐
藤
が
求
め
て
い
た

も
の
に
合
致
し
た
か
ら
だ
が
、
タ
イ
ト
ル
が
「
絆
」
で
あ
り
、「
繋
が
り
」
と
い
う
意
味

だ
け
で
な
く
、「
束
縛
」
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
言
葉
で
あ
る

こ
と
に
も
着
目
し
た
か
ら
で
あ

）
10

（
註

る
。

佐
藤
が
、
こ
の
作
品
の
制
作
に
取
り
掛
か
っ
た
の
は
、
東
日
本
大
地
震
が
起
こ
る
よ

り
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
制
作
を
進
め
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
東
日
本
大
地
震

に
被
災
す
る
。
さ
ら
に
、
作
品
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
「
第
八
回 

団 

Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｓ 

│

Ｈ
ｉ
ｅ
ｒ
ｈ
ｅ
ｒ 

Ｄ
ｏ
ｒ
ｔ
ｈ
ｉ
ｎ
│ 

こ
ち
ら
へ
あ
ち
ら
へ
」
の
テ
ー
マ
の
ひ
と

つ
が
「
震
災
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
前
述
の
相
反
す
る
も
の
と
い
う
構
想
に
加
え
て
、

東
日
本
大
震
災
や
そ
れ
に
伴
っ
て
発
生
し
た
福
島
原
発
事
故
が
顕
在
化
さ
せ
た
課
題
も

取
り
込
み
な
が
ら
、
制
作
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

佐
藤
は
、
こ
の
作
品
の
制
作
の
経い

き
さ
つ緯

に
つ
い
て
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

で
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

は
い
。
制
作
は
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
制
作
中
に
、
震
災
前
に
な
り
ま
す
が
、

癌
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
す
ぐ
に
手
術
を
し
た
の
で
す
が
、
こ
ん
な
大
病
を
わ

ず
ら
っ
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
の
で
、
人
は
い
つ
か
死
ぬ
ん
だ
と
い
う
の
を
リ
ア
ル

に
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
退
院
し
て
、
す
ぐ
に
震
災
が
あ
り
ま
し
た
。
震
災
で
は
、

多
く
の
人
々
の
命
が
、
自
然
の
力
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
く
の
を
見
て
い
ま
し
た
。

自
分
個
人
の
死
を
意
識
し
、
全
体
と
し
て
の
死
と
い
う
も
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、

そ
う
い
う
も
の
も
作
品
の
中
で
表
現
を
出
来
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
で
す
が
、
た

だ
悲
し
い
だ
け
の
表
現
で
は
、
な
ん
だ
か
や
り
き
れ
な
い
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
、
日
本
の
田
舎
に
悪
魔
と
天
使
が
い
る
と
い
う
す
こ
し
滑
稽
な
エ
ッ
セ
ン
ス
を

取
り
込
み
ま
し
た
。
本
当
に
悪
魔
の
よ
う
に
し
た
か
っ
た
ら
、
特
殊
メ
イ
ク
な
ど
し

て
強
調
で
き
ま
す
が
、
作
品
で
は
、
翼
と
角
で
の
み
表
現
し
て
い
て
、
コ
ス
プ
レ
し

て
い
る
と
い
う
か
、
重
い
印
象
に
な
ら
な
い
感
じ
で
描
い
て
い
ま
す
。
キ
ッ
チ
ュ
な

感
じ
の
ほ
う
が
、
逆
に
救
い
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ

）
11

（
註

て
。
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こ
の
作
品
の
全
て
の
場
面
に
は
、
雨
が
降
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
次
の
二
つ
の
理
由

か
ら
で
あ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
画
面
に
動
き
を
加
え
、
静
止
画
で
は
な
く
、
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
わ
か
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
出
品
す

る
展
覧
会
の
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
震
災
」
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
関
連
を

さ
せ
た
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
原
発
事
故
後
、
周
辺
の
住
民
が
、
雨
に
放
射
能
が

含
ま
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
、
雨
の
日
に
戸
外
に
出
る
こ
と
へ
不
安
を
覚
え
る
よ
う
に

な
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
に
、
雨
の
捉
え
方
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
ひ
と
つ
の
象

徴
と
し
て
取
り
入
れ
た
の
で
あ

）
12

（
註

る
。

佐
藤
は
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
前
述
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
以
下

の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。

風
景
の
中
に
は
、
震
災
前
と
震
災
後
が
混
ざ
っ
て
い
て
、
震
災
で
壊
れ
て
し
ま
っ

た
も
の
な
ど
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
但
し
、
直
接
的
に
被
害
を
伝
え
る
よ
う
な
報

道
的
な
写
真
は
絶
対
に
入
れ
た
く
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
ア
ー
ト
作
品
は
、
一
〇
年

後
、
一
〇
〇
年
後
、
二
〇
〇
年
後
の
人
々
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
媒
体

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
直
接
的
に
伝

え
る
の
で
は
な
く
、
震
災
に
よ
っ
て
あ
る
一
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
、
感
じ
て
い
る

こ
と
を
、
報
道
と
は
異
な
る
媒
体
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
、
作
品
に
接
し
た
人
に

伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
も
っ
と
広
が
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

こ
の
作
品
を
制
作
す
る
時
期
か
ら
、
佐
藤
の
関
心
や
課
題
感
は
、
日
常
の
何
気
な
い

情
景
の
中
に
感
じ
る
人
の
温
も
り
や
希
望
、
不
可
思
議
さ
や
狂
気
な
ど
の
こ
と
か
ら
、

よ
り
本
質
的
な
人
間
の
生
や
様
々
な
社
会
問
題
に
も
向
か
っ
て
い
っ
た
。《
Ｂ
Ｉ
Ｎ
Ｄ 

Ｄ
Ｒ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
》は
、
そ
の
大
き
な
転
換
点
と
も
呼
べ
る
重
要
な
作
品
な
の
で
あ
る
。

（
七
）《
９ 

ｈ
ｏ
ｌ
ｅ
ｓ
》

《
９ 

ｈ
ｏ
ｌ
ｅ
ｓ
》
は
、
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
三
年
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
実

写
映
像
を
も
と
に
し
た
オ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作

品
は
、
以
下
の
九
種
類
の
映
像
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

㈠　

ち
ゃ
ぶ
台
に
並
ん
で
座
り
、
湯
呑
を
手
に
テ
レ
ビ
を
見
る
老
夫
婦

㈡　

庭
の
芝
生
に
腰
掛
け
、
哺
乳
瓶
か
ら
ミ
ル
ク
を
飲
む
少
年

㈢　

ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
フ
ォ
ル
ダ
ー
か
ら
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
を
巻
き
取

る
男
性
の
両
の
手

㈣　

一
本
の
ひ
も
を
上
に
い
る
男
と
一
八
〇
度
ひ
っ
く
り
返
っ
て
下
に
い
る
同
じ
男

が
、
交
互
に
引
っ
張
り
合
う
も
の

㈤　

洗
面
台
の
鏡
の
前
で
薄
オ
レ
ン
ジ
色
の
タ
ン
ク
ト
ッ
プ
を
着
た
髪
の
長
い
若
い

女
性
が
、
左
手
に
ド
ラ
イ
ヤ
ー
を
持
ち
、
髪
に
温
風
を
あ
て
る
も
の

㈥　

大
人
一
人
が
屈
ん
で
や
っ
と
通
れ
る
く
ら
い
の
正
方
形
の
入
口
の
ガ
ラ
ス
の
扉

が
開
い
た
シ
ェ
ル
タ
ー
の
中
に
、
湯
気
を
立
て
る
カ
ッ
プ
う
ど
ん
や
半
分
開
い

た
折
り
た
た
み
式
の
携
帯
電
話
が
着
信
音
を
鳴
ら
し
、
転
が
っ
て
い
る
も
の

㈦　

五
階
建
て
の
古
び
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
階
の
薄
緑
色
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
扉
が

開
き
、
宙
に
浮
か
ん
だ
白
い
風
船
が
入
っ
て
い
き
、
最
上
階
に
か
ご
が
登
っ
た

後
、
ま
た
一
階
に
降
り
て
き
て
、
開
い
た
扉
か
ら
赤
い
ハ
ー
ト
型
の
風
船
が
出

て
い
く
様
子
が
繰
り
返
さ
れ
る
も
の

㈧　

川
原
の
土
手
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
つ
く
ら
れ
た
石
の
階
段
と
そ
の
両
脇
に
敷
き

詰
め
ら
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
の
上
に
、
雨
が
降
り
注
ぎ
、
そ
し
て
、
や
が
て
上
が
り
、

乾
い
て
い
く
様
子
を
映
し
た
も
の

㈨　

ス
ー
パ
ー
戦
隊
シ
リ
ー
ズ
の
ヒ
ー
ロ
ー
の
よ
う
な
格
好
を
し
た
人
が
、
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
の
上
に
仰
向
け
に
寝
転
が
り
、
首
を
立
て
に
振
り
な
が
ら
「
は
ー
い
、
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は
い
、は
い
、は
い
、は
い
、は
い
、」と
言
っ
た
後
、首
を
横
に
振
り
な
が
ら「
い

い
え
、い
い
え
、い
い
え
、い
い
え
、い
い
え
」と
言
い
、こ
れ
を
繰
り
返
す
も
の

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
、
そ
れ
ま
で
の
《
Ｃ
ａ
ｌ
ｌ
》、《
Ｃ
ｏ
ｆ
ｆ
ｅ
ｅ
》、

《
Ｈ
ａ
ｉ
ｒ
》、《
ア
バ
タ
ー
11
》、《
Ｃ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
》な
ど
と
は
趣
を
異
に
し
、
ユ
ー

モ
ラ
ス
に
思
え
る
場
面
な
ど
も
含
ん
で
い
る
。

佐
藤
の
友
人
の
話
に
よ
る
と
、
こ
の
作
品
の
制
作
に
あ
た
っ
て
、
佐
藤
は
、
人
や
哺

乳
動
物
の
体
に
あ
る
九
つ
の
穴
、
つ
ま
り
、
口
、
両
眼
、
両
耳
、
両
鼻
孔
、
尿
道
口
、

肛
門
の
総
称
で
あ
る「
九き

ゅ
う

竅き
ゅ
う

」に
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

「
九
竅
」
は
、
東
洋
医
学
で
は
、
五
臓
六
腑
の
経
絡
と
密
接
に
繋
が
り
、
老
廃
物
や

毒
素
を
排
出
す
る
働
き
を
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
目
か
ら
出
る
涙
、
風

邪
を
引
い
た
時
の
鼻
水
や
痰
、
あ
く
び
、
げ
っ
ぷ
、
お
な
ら
、
嘔
吐
、
下
痢
な
ど
も
、

異
物
や
老
廃
物
を
排
出
す
る
働
き
を
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
映
像
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
を
意
図
し
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

㈠　

テ
レ
ビ
や
時
折
老
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
が
相
手
の
横
顔
を
じ
っ
と
見
つ
め
る「
両
目
」

㈡　

ミ
ル
ク
を
飲
む「
口
」

㈢　
「
肛
門
」

㈣　
「
九
竅
」と「
五
臓
六
腑
」の
つ
な
が
り
を
表
す
比
喩
で
あ
ろ
う
か

㈤　

ド
ラ
イ
ヤ
ー
の
コ
ン
セ
ン
ト
を
差
し
込
む
コ
ン
セ
ン
ト
口
の
か
た
ち
が
「
両
鼻

孔
」の
よ
う
で
も
あ
り
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
か
ら
吹
き
出
す
温
風
は「
両
鼻
孔
」か
ら

出
る
鼻
息
の
喩
え
か

㈥　

カ
ッ
プ
う
ど
ん
の
出
汁
の
香
り
を
か
ぐ
「
両
鼻
孔
」
か
、
そ
れ
と
も
「
九
竅
」
か

ら
つ
な
が
る「
五
臓
六
腑
」の
中
か
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㈦　

白
い
風
船
を
吸
い
込
む「
口
」と
赤
い
ハ
ー
ト
型
の
風
船
を
出
す「
肛
門
」か

㈧　

尿
を
排
泄
す
る「
尿
道
口
」か

㈨　

二
十
世
紀
を
代
表
す
る
ド
イ
ツ
の
芸
術
家
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ボ
イ
ス
が
一
九
六
八
年
に

行
っ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス「
Ｊ
ａ 

Ｊ
ａ 

Ｊ
ａ 

Ｊ
ａ 

Ｊ
ａ
， Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ 

Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ 

Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ 
Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ 

Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ
」（
は
い
、
は
い
、
は
い
、
は
い
、
は
い
、
い
い
え
、

い
い
え
、
い
い
え
、
い
い
え
、
い
い
え
）へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ

佐
藤
は
、
二
〇
一
三
年
に
行
わ
れ
た
ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｙ 

α
Ｍ
（
東
京
・
東
神
田
）
で

の
展
示『
楽
園
創
造
パ
ラ
ダ
イ
ス)
芸
術
と
日
常
の
新
地
平
』の
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
の
中

で
、㈨
の
映
像
が
、ボ
イ
ス
の
「
Ｊ
ａ 

Ｊ
ａ 
Ｊ
ａ 

Ｊ
ａ 

Ｊ
ａ
， 

Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ 

Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ 

Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ 

Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ 

Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ
」
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
語
っ
て
い

）
13

（
註

る
。

ボ
イ
ス
の
こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
一
時
間
に
も
及
ん
で
、「
Ｊ
ａ 

Ｊ
ａ 

Ｊ
ａ 

Ｊ
ａ 

Ｊ
ａ
， 

Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ 

Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ 

Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ 

Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ 
Ｎ
ｅ
ｉ
ｎ
」
と
い
う
言
葉

が
、
繰
り
返
し
、
砕
け
た
雰
囲
気
の
中
で
続
け
ら
れ
る
。
佐
藤
が
、
こ
の
作
品
を
ボ
イ

ス
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
つ
く
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
だ
と
す
る
と
、
ボ
イ

ス
の
こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
、
そ
し
て
、
佐
藤
の
意
図
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

新
約
聖
書
の
マ
タ
イ
伝
五
章
三
七
節
に
次
の
一
文
が
あ
る
。「
あ
な
た
が
た
の
言
葉

は
、
た
だ
、『
然
り
、
然
り
』、『
否
、
否
』
で
あ
る
べ
き
だ
。
そ
れ
以
上
に
出
る
こ
と
は
、

悪
か
ら
来
る
の
で
あ
る
」、
つ
ま
り
、「
正
し
い
こ
と
に
は
正
し
い
と
言
う
。
間
違
っ
て

い
る
こ
と
に
は
間
違
っ
て
い
る
と
言
う
。
い
つ
も
、
真
実
を
語
り
な
さ
い
。
ど
ん
な
時

で
も
言
葉
に
偽
り
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
佐
藤
が
、
ボ
イ
ス
の

こ
の
作
品
か
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
汲
み
取
っ
た
の
だ
と
す
る
と
、
こ
の
㈨
に
は
、「
九

竅
」
と
「
五
臓
六
腑
」
の
相
互
の
つ
な
が
り
や
血
液
の
循
環
、
食
欲
や
睡
眠
欲
求
な
ど
、

人
体
が
元
来
備
え
て
い
る
働
き
に
素
直
に
従
っ
て
過
ご
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
を
込

め
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
作
品
は
、
佐
藤
が
二
〇
一
〇
年
に
癌
を
患
っ
た
経
験
か
ら
、
自
身
の
身
体
や
生

命
に
否
が
応
に
も
意
識
を
向
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
、

人
間
の
生
命
や
身
体
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

（
八
）《
ダ
テ
マ
キ
》

《
ダ
テ
マ
キ
》は
、
二
〇
一
三
年
に
実
写
映
像
を
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
七
種
類
の
オ
ー

ル
オ
ー
バ
ー
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
構
成
さ
れ
る
作
品
。
こ
の
作
品
は
、
福
島
県
い
わ

き
市
に
あ
る
老
舗
蒲
鉾
製
造
会
社
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
さ
れ
た
機
械
が
伊
達
巻
を

製
造
す
る
様
子
を
取
材
し
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

佐
藤
は
、
二
〇
一
〇
年
に
帰
国
し
た
後
、
茨
城
県
取
手
市
に
居
を
構
え
る
が
、
そ
の

直
後
か
ら
、
様
々
な
出
来
事
に
見
舞
わ
れ
る
。
ま
ず
、
二
〇
一
〇
年
に
癌
が
発
見
さ
れ
、

手
術
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
幸
い
に
も
、
腫
瘍
は
無
事
摘
出
さ
れ
、
転
移
も
見
ら
れ

ず
、
快
方
に
向
か
っ
た
。
翌
年
の
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
地
震
で
被
災
。

そ
の
翌
々
年
の
二
〇
一
三
年
に
は
、
佐
藤
と
同
じ
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
妻
が
く
も
膜

下
出
血
で
倒
れ
、
入
院
し
、
手
術
を
受
け
る
。
発
症
時
に
そ
ば
に
い
た
佐
藤
が
直
ぐ
に

対
応
し
た
こ
と
も
あ
り
、
無
事
回
復
す
る
。

未
曾
有
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
東
日
本
大
震
災
と
福
島
原
発
事
故
の
発
生
直
後
よ
り
、

被
災
地
の
状
況
を
心
配
し
、
気
に
か
け
て
き
た
佐
藤
で
あ
っ
た
が
、
自
身
の
制
作
や
汚

染
の
状
況
が
懸
念
さ
れ
、
な
か
な
か
現
地
に
向
か
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

自
身
や
妻
の
病
、
そ
し
て
、
妻
が
快
方
に
向
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に

背
中
を
押
し
て
も
ら
っ
た
よ
う
に
感
じ
、
佐
藤
は
福
島
行
き
を
決
め

）
14

（
註

る
。

佐
藤
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
知
っ
た
福
島
県
い
わ
き
市
の
あ
る
老
舗
蒲
鉾
製

造
会
社
を
取
材
す
る
。
こ
の
蒲
鉾
製
造
会
社
は
、
東
日
本
大
地
震
で
発
生
し
た
大
津
波
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の
被
害
を
受
け
、工
場
、社
屋
、従
業
員
を
失
い
、生
産
で
き
な
い
日
々
が
続
き
、取
引
先

も
激
減
し
た
。
し
か
し
、全
従
業
員
が
一
丸
と
な
っ
て
再
建
に
取
り
組
み
、震
災
か
ら

一
年
半
後
の
二
〇
一
二
年
九
月
に
本
社
工
場
を
新
築
し
、
本
格
的
に
操
業
を
再
開
し
た
。

も
と
も
と
、
福
島
県
い
わ
き
市
は
、
か
つ
て
「
板
蒲
鉾
」
の
生
産
量
日
本
一
に
な
っ

た
こ
と
が
あ
る
ほ
ど
の
一
大
蒲
鉾
生
産
地
で
あ
っ
た
。「
常
磐
も
の
」
と
言
わ
れ
る
上

質
な
水
産
物
を
生
か
し
て
多
く
の
水
産
関
係
企
業
が
立
地
し
て
い
た
。
な
か
で
も
、
佐

藤
が
取
材
し
た
老
舗
蒲
鉾
製
造
会
社
の
あ
る
薄
磯
地
区
は
「
蒲
鉾
通
り
」
と
呼
ば
れ
る

ほ
ど
、
蒲
鉾
屋
が
立
ち
並
ぶ
地
域
だ
っ
た
。「
悲
し
ん
で
ば
か
り
で
は
仕
方
が
な
い
！

私
た
ち
の
蒲
鉾
を
待
っ
て
い
る
人
に
届
け
た
い
」「
地
場
産
業
の
灯
を
途
絶
え
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
」
と
い
う
思
い
で
再
建
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
話
を
佐
藤
は
知
り
、
そ
の

会
社
を
一
目
見
て
み
た
い
と
思
い
、
そ
の
地
を
訪
れ
る
。

佐
藤
が
訪
れ
た
時
、ち
ょ
う
ど
、伊
達
巻
の
製
造
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、佐
藤
は
そ
の
様
子

に
、た
だ
機
械
が
何
か
を
生
み
出
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
も
の
を
感
じ
、こ
の
様
子
を
題

材
に
作
品
を
制
作
し
た
い
と
考
え

）
15

（
註

た
。
そ
う
し
て
、つ
く
ら
れ
た
の
が《
ダ
テ
マ
キ
》で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
、
穏
や
か
で
ゆ
っ
く
り
と
し
、
少
し
寂
し
げ
な
ピ
ア
ノ
の
音
源
が
流
さ

れ
る
空
間
に
、
七
つ
の
映
像
機
器
を
使
い
、
以
下
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
上
映
さ
れ
る
。

㈠　

鍋
状
の
器
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
卵
な
ど
の
素
材
を
、
先
端
に
三
本
の
棒
状
の
も

の
が
付
い
た
機
械
が
か
き
ま
ぜ
る
様
子

㈡　

銀
色
の
四
角
く
広
い
ト
レ
ー
の
中
に
、
ホ
ー
ス
の
よ
う
な
管
か
ら
、
よ
く
混
ぜ

ら
れ
た
液
状
の
素
材
が
流
さ
れ
る
様
子

㈢　

ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
の
上
を
流
れ
て
く
る
黒
く
四
角
い
ト
レ
ー
に
、
上
部
に
あ
る

黒
い
管
を
伝
っ
て
一
定
量
の
液
状
の
素
材
が
入
れ
ら
れ
る
様
子

㈣　

ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
の
上
を
流
れ
る
黒
い
ト
レ
ー
の
素
材
の
表
面
を
ト
レ
ー
の
内

面
と
同
じ
幅
の
白
い
シ
リ
コ
ン
で
で
き
た
よ
う
な
ヘ
ラ
が
平
ら
に
均
す
様
子

㈤　

ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
の
上
を
ひ
と
つ
ず
つ
流
れ
て
く
る
黒
い
ト
レ
ー
が
、
直
角
に

交
差
す
る
次
の
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
の
上
へ
押
し
出
さ
れ
る
様
子

㈥　

黒
い
ト
レ
ー
が
横
に
三
つ
並
ん
で
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
の
上
を
ゆ
っ
く
り
流
れ
、

焼
き
の
工
程
に
入
っ
て
い
く
様
子

㈦　

焼
き
の
工
程
を
経
た
横
に
三
つ
並
ん
だ
黒
い
ト
レ
ー
が
、
細
い
八
本
の
ベ
ル
ト

コ
ン
ベ
ア
の
上
を
流
れ
て
い
き
、
最
終
地
点
で
ア
ー
ム
状
の
も
の
で
下
か
ら
す

く
い
上
げ
ら
れ
一
八
〇
度
回
転
し
て
伊
達
巻
だ
け
が
次
の
黒
い
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ

ア
の
上
に
落
と
さ
れ
る
様
子
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二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
二
〇
一
四
年
三
月
に
、七
人
の
作
家
を
紹
介
し
たｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｙ 

α
Ｍ
の『
楽
園
創
造
パ
ラ
ダ
イ
ス
）芸
術
と
日
常
の
新
地
平
』の
五
人
目
の
作
家
と
し
て
、

佐
藤
が
選
ば
れ
、《
ダ
テ
マ
キ
》が
展
示
さ
れ
た
。
こ
の
企
画
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
中
に
、

佐
藤
は
以
下
の
文
章
を
記
し
て
い
る
。

歴
史
上
最
初
の
映
画
と
さ
れ
る
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
に
よ
る
「
工
場
の
出
口
」
は
、

従
業
員
た
ち
が
あ
る
工
場
の
出
入
り
口
か
ら
、
わ
ら
わ
ら
と
出
て
く
る
様
子
を
た
だ

撮
影
し
た
、
あ
る
な
ん
の
変
哲
も
な
い
日
常
の
光
景
が
記
録
さ
れ
た
も
の
だ
け
れ
ど

も
、
よ
く
見
る
と
、
工
場
か
ら
出
て
く
る
人
々
の
中
に
は
カ
メ
ラ
に
向
か
っ
て
微
笑

む
人
が
い
る
。
観
る
側
と
観
ら
れ
る
側
の
交
差
す
る
世
界
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は

フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

今
回
、
α
Ｍ
で
発
表
さ
れ
た
「
ダ
テ
マ
キ
」
は
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
虚
構

の
世
界
に〈
記
録
す
る
〉こ
と
を
意
識
的
に
取
り
入
れ
た
。

そ
し
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
回
転
さ
せ
る
と
、
ナ
ニ
か
が

ひ
ょ
こ
っ
と
顔
を
出
し
は
じ
め

）
16

（
註

た
。

ま
た
、
佐
藤
の
ｇ
ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｒ
ｙ 

α
Ｍ
で
の
展
示
を
知
ら
せ
る
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

に
は
、
以
下
の
テ
キ
ス
ト
が
記
さ
れ
た
画
像
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

①
パ
ソ
コ
ン
で
、
こ
の
文
章
を
入
力
す
る
。

②
フ
ォ
ト
シ
ョ
ッ
プ
を
使
っ
て
、
こ
の
文
章
を
ト
レ
ー
ス
す
る
。

③
プ
リ
ン
タ
ー
で
、
こ
の
文
章
を
出
力
す
る
。

④
出
力
さ
れ
た
こ
の
文
章
を
コ
ン
ビ
ニ
に
持
っ
て
行
く
。

⑤
コ
ン
ビ
ニ
の
コ
ピ
ー
機
で
、
こ
の
文
章
を
複
製
す
る
。

⑥
複
製
し
た
こ
の
文
章
を
自
宅
に
フ
ァ
ッ
ク
ス
す
る
。

⑦
自
宅
に
届
い
た
こ
の
文
章
を
デ
ジ
カ
メ
で
撮
影
す
る
。

⑧
撮
影
し
た
こ
の
文
章
を
α
Ｍ
に
メ
ー
ル
で
送
る
。

⑨
こ
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
に
、
こ
の
文
章
を
掲
載
す

）
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（
註

る
。

前
者
の
佐
藤
の
文
章
を
も
と
に
、
改
め
て
作
品
を
観
て
み
る
と
、《
ダ
テ
マ
キ
》
と

い
う
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
（
＝
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
に
は
、
地
震
に
よ
っ
て
発
生
し
た

大
津
波
に
よ
り
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
蒲
鉾
製
造
工
場
が
、
全
社
員
一
丸
と
な
っ
て

取
り
組
ん
だ
結
果
、
見
事
に
復
活
し
、
平
穏
な
日
常
を
取
り
戻
し
た
こ
と
（
＝
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
）
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
記
録
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
を
「
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」
と

置
き
直
し
て
観
て
み
る
と
、
静
か
な
ピ
ア
ノ
の
音
色
が
流
れ
る
な
か
、
た
だ
繰
り
返
し

動
き
続
け
る
機
械
の
様
子
は
、
何
事
も
な
い
平
穏
な
日
々
が
送
り
続
け
ら
れ
る
様
子
の

よ
う
に
も
、
は
た
ま
た
、
Ｓ
Ｆ
小
説
に
出
て
く
る
、
政
府
な
ど
に
よ
る
徹
底
的
な
管
理

下
に
置
か
れ
た
市
民
が
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
や
人
間
性
ま
で
も
否
定
さ
れ
て
し
ま
う

「
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
」
や
、
科
学
技
術
の
行
き
過
ぎ
た
利
用
や
過
信
か
ら
、
人
間
や
自
然

に
被
害
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
を
想
起
さ
せ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

後
者
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
は
、
佐
藤
が
行
っ
て
い
る
制
作
行
為

で
あ
る
「
ト
レ
ー
ス
」、
つ
ま
り
、
元
の
も
の
を
取
り
込
ん
で
、
そ
れ
を
な
ぞ
る
作
業

を
通
し
て
、
別
の
何
か
に
変
換
し
て
い
く
行
い
、
こ
の
こ
と
を
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
を
見

る
人
に
、
擬
似
的
に
追
体
験
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
に

佐
藤
は
、「
清
流
の
国
ぎ
ふ
芸
術
祭 

Ａ
ｒ
ｔ 

Ａ
ｗ
ａ
ｒ
ｄ 

Ｉ
Ｎ 

Ｔ
Ｈ
Ｅ 

Ｃ
Ｕ
Ｂ
Ｅ 

２
０
１
７
」の
展
示
の
際
の
資
料
の
中
に
以
下
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。

ぼ
く
に
と
っ
て
ト
レ
ー
ス
と
は
、
対
象
を「
自
分
の
中
に
取
り
込
む
」行
為
で
す
。

そ
れ
は
自
分
の
暮
ら
す
土
地
や
目
の
前
の
光
景
へ
の
理
解
を
深
め
、
関
係
を
結
ぶ
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行
為
と
も
言
え
ま
す
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
制
作
過
程
に
お
い
て
デ
ジ
タ
ル
機
器
を
活

用
し
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
膨
大
な
作
画
の
枚
数
を
こ
な
す
た
め
に
は
、
自
ら
の

身
体「
手
」を
つ
か
い
生
み
出
す
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で

）
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（
註

す
。

後
に
、《
東
京
尾
行
》（
二
〇
一
五
│
二
〇
一
六
年
）と《
福
島
尾
行
》（
二
〇
一
八
年
）

の「
尾
行
」シ
リ
ー
ズ
が
制
作
さ
れ
る
が
、《
ダ
テ
マ
キ
》は
、
こ
の「
尾
行
＝
ト
レ
ー
ス
」

と
い
う
行
為
の
意
味
、
さ
ら
に
は
、《
Ｂ
Ｉ
Ｎ
Ｄ 

Ｄ
Ｒ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
》
で
取
り
組
ん
だ
様
々

な
社
会
問
題
に
踏
み
込
ん
で
い
く
こ
と
と
な
る
作
品
で
も
あ
っ
た
。

（
九
）《
福
島
尾
行
》

《
福
島
尾
行
》
は
、
佐
藤
が
二
〇
一
八
年
に
福
島
の
被
災
地
を
取
材
し
、
そ
の
際
に

映
し
た
実
写
映
像
を
も
と
に
制
作
さ
れ
た
実
像
と
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
組
み
合
わ
せ
ら

れ
た
作
品
で
あ
る
。
佐
藤
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
癌
の
発
覚
か
ら
七
年
間
、
治
療
を
続
け

て
き
た
が
、
二
〇
一
六
年
の
年
末
に
医
師
か
ら
、
手
術
を
し
て
も
、
も
う
こ
れ
以
上
よ

く
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
自
身
の
身
体
の
限
界
を
感
じ
る

一
方
で
、
創
造
し
、
何
か
を
表
現
し
た
い
と
い
う
思
い
を
よ
り
一
層
強
く
持
つ
よ
う
に

な
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
東
日
本
大
震
災
と
福
島
原
発
事
故
で
不
通
と
な
っ
て
い
た

Ｊ
Ｒ
常
磐
線
富
岡（
福
島
県
富
岡
町
）│
竜
田（
同
楢
葉
町
）間
が
、
二
〇
一
七
年
十
月

に
約
六
年
七
カ
月
ぶ
り
に
運
転
を
再
開
し
た
こ
と
を
報
じ
る
新
聞
記
事
を
目
に
す
る
。

そ
の
記
事
に
は
、
再
開
式
で
、
富
岡
町
長
や
Ｊ
Ｒ
東
日
本
社
長
が
今
後
の
復
興
に
向
け

て
の
期
待
を
述
べ
る
様
子
や
、
町
民
の
喜
び
の
声
と
と
も
に
、
富
岡
駅
の
す
ぐ
横
に
大

量
に
積
ま
れ
た
除
染
に
伴
う
土
壌
や
廃
棄
物
を
詰
め
込
ん
だ
黒
い
フ
レ
コ
ン
バ
ッ
グ
の

様
子
が
映
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
情
景
を
目
に
し
た
佐
藤
は
、
福
島
の

現
状
を
自
身
の
目
で
見
、
感
じ
、
記
録
に
残
さ
ね
ば
と
強
く
思
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
、
佐
藤
が《
福
島
尾
行
》を
制
作
す
る
き
っ
か
け
で
あ
っ

）
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（
註

た
。

佐
藤
は
、
二
〇
一
七
年
か
ら
半
年
の
間
に
、
福
島
を
数
回
訪
れ
、
取
材
を
行
っ
た
。

当
時
、
原
発
事
故
か
ら
六
年
が
経
過
し
て
い
た
が
、
除
染
作
業
は
毎
日
行
わ
れ
、
一
日

に
二
〇
〇
〇
台
も
の
「
ペ
ー
ス
カ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
一
〇
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
が
、
フ
レ
コ

ン
バ
ッ
グ
を
大
量
に
積
ん
で
、
大
熊
町
と
双
葉
町
に
あ
る
「
中
間
貯
蔵
施
設
」
を
往
復

す
る
状
況
に
あ
っ
た
。
双
葉
町
や
大
熊
町
、
浪
江
町
、
富
岡
町
、
南
相
馬
市
な
ど
で
は
、

ま
だ
ま
だ
帰
還
困
難
区
域
が
広
が
っ
て
お
り
、
住
民
の
帰
還
率
も
低
く
、
事
故
前
の
穏

や
か
な
日
常
と
は
一
変
し
た
状
況
が
続
い
て
い
た
。
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《
福
島
尾
行
》
は
、
次
の
よ
う
な
三
十
の
場
面
が
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
の
「
月
の
光
」
を

無
音
で
奏
で
る
自
動
演
奏
ピ
ア
ノ
が
置
か
れ
た
空
間
に
、
繰
り
返
し
投
影
さ
れ
る
。
例

え
ば
、
大
津
波
の
力
で
捻
じ
曲
げ
ら
れ
た
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
。
海
岸
線
に
防
波
堤
を
築
く

工
事
を
し
て
い
る
様
子
。
海
辺
に
堆
く
積
み
上
げ
ら
れ
た
瓦
礫
の
山
の
上
に
小
さ
な
カ

ワ
セ
ミ
が
止
ま
り
、
そ
の
背
後
に
ゆ
っ
た
り
と
波
打
つ
太
平
洋
の
海
原
の
上
を
カ
モ
メ

が
飛
び
交
う
様
子
。
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
の
線
路
脇
に
堆
く
積
み
上
げ
ら
れ
た
黒
い
フ
レ
コ
ン

バ
ッ
グ
と
そ
こ
を
通
過
す
る
白
い
特
急
列
車
。
砂
浜
に
打
ち
捨
て
ら
れ
た
よ
う
に
転
が

る
黒
い
フ
レ
コ
ン
バ
ッ
グ
。
抜
け
る
よ
う
な
青
空
の
下
、
塩
害
で
葉
が
全
て
無
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
木
々
。
家
財
道
具
が
散
ら
ば
っ
た
ま
ま
住
人
不
在
と
な
っ
た
一
軒
家
。
無

人
の
校
庭
に
取
り
残
さ
れ
た
三
十
個
ほ
ど
の
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
の
入
っ
た
錆
び
た
鉄
か

ご
。
見
事
な
花
を
咲
か
せ
る
大
き
な
桜
の
木
と
ピ
ン
ク
色
の
屋
根
と
可
愛
ら
し
い
う
さ

ぎ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
描
か
れ
た
デ
ッ
キ
、
緑
色
の
柱
脚
、
黄
色
い
螺
旋
状
の
ス
ロ
ー

プ
の
つ
い
た
滑
り
台
が
あ
る
無
人
の
公
園
な
ど
で
あ
る
。

《
福
島
尾
行
》
は
、《
東
京
尾
行
》
と
同
じ
「
尾
行
」
と
い
う
言
葉
の
つ
い
た
タ
イ
ト
ル

の
作
品
で
あ
り
、
双
方
と
も
に
、
実
像
と
虚
像
が
交
錯
す
る
画
面
に
虚
実
の
狭
間
を
行

き
来
す
る
よ
う
な
不
思
議
な
思
い
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、《
東
京
尾
行
》

に
は
、
多
く
の
シ
ー
ン
に
人
の
姿
が
あ
る
こ
と
や
人
々
の
営
み
を
感
じ
さ
せ
る
情
景
が

映
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
全
体
的
に
、
生
活
感
を
感
じ
る
が
、《
福
島
尾
行
》に
は
、

そ
れ
が
感
じ
ら
れ
な
い
。

そ
れ
は
、《
福
島
尾
行
》
の
画
面
に
は
、
工
事
現
場
の
作
業
員
や
帰
還
困
難
区
域
に
つ

く
ら
れ
た
柵
の
近
く
に
立
つ
警
備
員
の
姿
以
外
、人
の
姿
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
か

ら
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
大
地
震
と
原
発
事
故

と
い
う
未
曾
有
の
災
害
に
よ
っ
て
、そ
こ
に
い
た
は
ず
の
人
々
、つ
ま
り
、こ
の
災
害
が

な
け
れ
ば
、続
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
人
々
の
暮
ら
し
が
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
、そ
の

悲
惨
な
事
実
が
、
人
物
不
在
の
画
面
を
通
し
て
映
し
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

《
福
島
尾
行
》

の
画
面
に
映
さ

れ
て
い
る
の

は
、
自
然
の
脅

威
や
原
発
事
故

に
よ
っ
て
姿
を

変
え
さ
せ
ら
れ

て
し
ま
っ
た
福

島
の
姿
で
あ
る
。

建
物
を
倒
壊
さ
せ
、
家
屋
を
押
し
流
し
、
人
々
の
命
を
一
瞬
に
し
て
奪
っ
た
大
地
震
と

大
津
波
、
人
々
の
日
々
の
暮
ら
し
を
奪
い
、
一
変
さ
せ
て
し
ま
っ
た
原
発
事
故
、
そ
の

こ
と
を
、
佐
藤
は
こ
の
作
品
の
制
作
を
通
し
て
記
録
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
も
う

ひ
と
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
画
面
の
中
に
人
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
も
、
本
来
で
あ

れ
ば
、
人
々
の
姿
や
暮
ら
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
、
私
た
ち
に
そ
の
こ
と

を
伝
え
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
で
も
、《
Ｂ
Ｉ
Ｎ
Ｄ 

Ｄ
Ｒ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
》や《
ダ
テ
マ
キ
》と
同

じ
よ
う
に
、
直
接
的
に
被
害
を
伝
え
る
報
道
的
な
や
り
方
で
は
な
く
、
ア
ー
ト
作
品
と

し
て
、
作
品
に
接
し
た
人
の
心
の
中
で
思
い
が
広
が
っ
て
い
く
よ
う
な
も
の
を
作
り
出

そ
う
と
し
た
の
で
あ

）
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（
註

る
。

《
福
島
尾
行
》
の
三
十
の
場
面
の
中
に
、
ひ
と
つ
だ
け
、
人
の
姿
が
映
っ
て
い
る
も

の
が
あ
る
。
夕
日
に
映
え
る
大
き
な
吊
り
橋
の
上
を
親
子
と
思
わ
れ
る
三
人
が
楽
し
そ

う
に
話
し
な
が
ら
歩
い
て
い
く
場
面
だ
。
佐
藤
が
こ
の
作
品
の
中
に
こ
の
場
面
を
取
り

入
れ
た
の
は
、
こ
の
親
子
の
姿
に
、
福
島
の
人
々
の
希
望
を
重
ね
よ
う
と
し
た
か
ら
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

《
福
島
尾
行
》
は
未
完
の
作
品
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
佐
藤
が
、
こ
の
作
品

を
最
低
で
も
一
年
以
上
か
け
て
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
よ
う
な
か
た
ち
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で
、
じ
っ
く
り
と
撮
影
し
て
描
き
た
か
っ
た
の
だ
が
、
病
気
の
進
行
か
ら
、
体
力
的
に

遠
出
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
こ
と
や
片
目
が
霞
み
出
し
、
ト
レ
ー
ス
作
業
が
困
難

に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
二
〇
一
八
年
九
月
に
、
医
師
か
ら
余
命
三
ヶ
月
の
宣
告
を

受
け
、
自
身
に
残
さ
れ
た
時
間
を
知
ら
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ
ま
で
取
材
し
た
映
像
を
も

と
に
、
何
と
か
生
き
て
い
る
間
に
編
集
を
完
了
さ
せ
よ
う
と
取
り
組
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
佐
藤
自
身
の
こ
の
作
品
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
記
し
て
、
こ
の
作
品
の
分
析

を
締
め
く
く
り
た
い
。

福
島
と
い
う
場
所
に
カ
メ
ラ
と
三
脚
を
持
ち
込
み
、
と
に
か
く
あ
り
ふ
れ
た
対
象

を
何
も
考
え
ず
撮
影
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
途
方
も
な
い
問
題
を
ぼ
く
た
ち
は

抱
え
て
い
る
ん
だ
と
ハ
ッ
キ
リ
理
解
で
き
る
場
所
も
撮
影
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
撮

影
と
作
業
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
癌
と
の
戦
い
が
軽
く
な
っ
て
く
る
の
が
わ
か
り
ま

し
た
。
福
島
へ
の
撮
影
旅
行
が
毎
月
の
楽
し
み
に
な
っ
た
頃
、
余
命
宣
告
さ
れ
作
業

中
止
に
な
り
ま
し
た
。

今
回
出
品
す
る「
福
島
尾
行
」の
尾
行
は
半
年
も
中
断
し
た
ま
ま
で
す
。
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で
も
、
福
島
で
続
く
問
題
は
終
わ
っ
て
は
い
な
い
し
、

ぼ
く
も
ま
だ
生
き
て
い
ま
す
。

富
岡
町
の
桜
並
木
で
い
ま
で
も
点
灯
し
て
い
る
黄
色
信
号
は
、

「
ま
だ
だ
よ
〜
」と
言
っ
て
る
気
が
し
ま

）
21

（
註

す
。

（
一
〇
）《
死
神
先
生
》

《
死
神
先
生
》
は
、
二
〇
一
九
年
に
つ
く
ら
れ
た
九
点
の
ア
ク
リ
ル
画
と
一
点
の
オ

ブ
ジ
ェ
ク
ト
で
構
成
さ
れ
た
シ
リ
ー
ズ
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
Ｋ
Ｅ
Ｎ 

Ｎ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｈ
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
（
東
京
・
新
宿
）
で
、
二
〇
一
九
年
二
月
十
五
日
〜
三
月
十
六

日
に
開
催
さ
れ
た
〝
佐
藤
雅
晴
に
よ
る
個
展
「
死
神
先
生
」〞
に
出
展
さ
れ
た
。
以
下
の

文
章
は
、
そ
の
個
展
へ
の
佐
藤
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
。

二
〇
一
八
年
九
月
、
も
う
八
年
近
く
闘
っ
て
い
る
癌
の
担
当
医
師
に
余
命
三
ヶ
月

と
宣
告
さ
れ
、
不
動
産
屋
か
ら
は
住
ん
で
い
る
家
を
老
朽
化
を
理
由
に
、
二
〇
一
九

年
三
月
ま
で
に
出
て
い
く
こ
と
を
要
求
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
新
た
に
発
表
す
る
平
面
作
品
は
、
ぼ
く
が
こ
れ
ま
で
発
表
し
て
き
た
映
像
作

品
の
制
作
方
法
と
あ
ま
り
変
化
は
な
く
、
モ
チ
ー
フ
を
写
真
撮
影
し
、
パ
ソ
コ
ン
で

形
を
ト
レ
ー
ス
し
、
木
製
パ
ネ
ル
に
ア
ク
リ
ル
絵
具
で
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
再
現
し
て

い
ま
す
。
デ
ジ
タ
ル
作
業
と
違
っ
て
、
絵
具
を
画
面
に
塗
る
生
理
的
な
感
覚
は
と
て

も
気
持
ち
が
い
い
も
の
で
す
。
制
作
途
中
の
絵
を
壁
に
か
け
て
鑑
賞
す
る
と
い
う
幸

せ
も
初
め
て
の
体
験
で
し
た
。

四
十
五
歳
に
し
て
こ
ん
な
新
鮮
な
思
い
で
、
絵
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
癌
の

お
か
げ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

余
命
宣
告
を
し
た
担
当
医
は
、
こ
れ
ま
で
ぼ
く
を
診
て
く
れ
た
医
師
と
は
大
き
く

か
け
離
れ
た
タ
イ
プ
で
、
診
療
の
時
は
ぼ
く
の
顔
を
見
な
い
ま
ま
パ
ソ
コ
ン
に
向

か
っ
て
話
す
よ
う
な
先
生
で
し
た
。

結
局
、
七
ヶ
月
の
抗
癌
剤
治
療
の
う
ち
、
回
転
椅
子
を
回
し
て
こ
ち
ら
の
方
を
向

い
て
目
を
見
て
話
し
た
の
は
、
抗
癌
治
療
が
全
く
効
果
が
な
い
の
で
、
緩
和
ケ
ア
に

移
動
し
て
も
ら
う
と
言
わ
れ
た
時
で
し
た
。

人
界
を
超
え
た
そ
の
顔
を
眺
め
な
が
ら
、
ぼ
く
は
初
め
か
ら
人
間
と
し
て
接
し
て

も
ら
え
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
気
付
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
直
後
に
死
神
先
生
と
い
う
あ
だ
名
を
思
い
つ
き
、
心
が
す
ご
く
楽

に
な
り
ま
し
た
。

死
神
先
生
か
ら
の
余
命
宣
告
は
罠
で
す
。
彼
が
言
っ
た
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
を
信
じ

て
、
た
だ
死
に
向
か
っ
て
時
を
過
ご
す
の
は
自
殺
行
為
で
す
。

三
ヶ
月
と
い
う
時
間
を
ど
う
過
ご
す
か
は
、
ぼ
く
の
自
由
で
す
。

誰
の
目
も
気
に
せ
ず
に
、
家
と
共
に
消
え
て
い
く
存
在
を
、
絵
に
し
た
い
と
思
い

ま
）
22

（
註

す
。

余
命
宣
告
を
受
け
な
が
ら
も
、《
福
島
尾
行
》
と
い
う
ア
ー
ト
作
品
を
通
し
て
、
人

類
が
抱
え
る
課
題
を
明
示
さ
せ
る
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
佐
藤
で
は
あ
っ
た
が
、
病
状
の
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進
行
に
よ
り
、
そ
の
後
、
映
像
制
作
を
続
け
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
佐
藤
は
、
手
を
止
め
る
こ
と
な
く
、
そ
の
状
態
で
も
可
能
な
方
法
を
考
え
、

ア
ク
リ
ル
絵
具
に
よ
る
平
面
作
品
の
制
作
に
取
り
組
ん
だ
。

活
動
範
囲
が
限
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
佐
藤
が
、
制
作
の
対
象
に
選
ん
だ
の
は
、

家
の
中
に
あ
る
段
ボ
ー
ル
箱
や
玄
関
の
チ
ャ
イ
ム
な
ど
、
日
々
の
生
活
の
中
で
目

に
す
る
、
あ
る
意
味
他
愛
の
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
佐
藤
は
、
そ
れ
ら
の

も
の
に
愛
お
し
む
よ
う
な
眼
差
し
を
向
け
、
丁
寧
に
一
筆
一
筆
、
描
い
て
い
っ
た
。

帰
国
し
た
二
〇
一
〇
年
か
ら
十
年
も
の
間
は
、
佐
藤
に
と
っ
て
常
に
病
と
の
戦

い
だ
っ
た
。
佐
藤
は
、
自
身
の
病
、
そ
し
て
、
死
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
い
状

態
に
あ
り
な
が
ら
も
、
決
し
て
、
逃
げ
る
こ
と
も
怯
む
こ
と
な
く
、
自
身
の
宿さ

だ

め命

を
受
け
入
れ
、
創
作
を
続
け
た
。
そ
し
て
、
四
十
五
年
の
生
涯
を
通
し
て
取
り
組

ん
だ
創
作
活
動
の
最
後
に
、
佐
藤
が
再
び
巡
り
会
っ
た
の
が
、
子
ど
も
の
頃
か
ら

親
し
み
、
大
学
受
験
に
向
け
て
は
、
朝
か
ら
晩
ま
で
握
っ
た
絵
筆
だ
っ
た
。

そ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
は
、
ひ
と
つ
の
作
品
が
完

成
す
る
ま
で
に
、
半
年
か
ら
一
年
ほ
ど
の
膨
大
な
時
間
を
費
や
す
も
の
で
あ
る
。

制
作
中
の
デ
ー
タ
は
パ
ソ
コ
ン
の
中
に
あ
る
た
め
、
作
品
が
完
成
す
る
ま
で
、
佐

藤
自
身
も
全
貌
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
佐
藤
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
制
作
は
、
実
写
映
像
に
対
し
て
ペ
ン
タ
ブ
レ
ッ
ト
ツ
ー
ル
を
使
い
、
平
面
化
さ

せ
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
、

実
像
を
虚
像
に
変
換
さ
せ
て
い
く
作
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
に

比
べ
て
、
絵
具
と
絵
筆
で
描
く
絵
は
、
随
分
と
素
朴
な
作
業
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
常
に
全
体
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
筆
を
加
え
る
た
び
に
、

完
成
に
向
か
う
様
子
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
十
年
間
、
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
い
、
膨
大
な
時
間
を
費
や
し
、
こ
の
世
の
理
や

社
会
的
な
課
題
な
ど
、
様
々
な
も
の
を
描
く
こ
と
に
取
り
組
ん
で
き
た
佐
藤
に

左上から
《ガイコツ》《チャイム》《コンセント》《スイッチ》
《ダンボール箱》《浴室》《夜空》《ヤモリ》
《階段》《now》
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と
っ
て
、
純
粋
に
目
の
前
に
あ
る
も
の
を
絵
筆
で
描
く
こ
と
は
、
至
高
の
喜
び
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
十
五
年
の
生
涯
を
芸
術
に
捧
げ
、
創
作
活
動
を
続
け
た
、
佐
藤
雅
晴
。
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
の
分
野
で
派
生
し
た
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
と
い
う
手
法
を
活
用
し
、
芸
術
作
品
と
し

て
成
立
さ
せ
、
そ
こ
に
こ
の
世
の
理
も
映
し
出
す
と
い
う
独
自
の
芸
術
世
界
を
築
き
上

げ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
人
類
が
抱
え
る
課
題
に
も
取
り
組
み
、

ア
ー
ト
の
力
で
そ
れ
を
伝
え
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

二
〇
一
九
年
三
月
九
日
、〝
佐
藤
雅
晴
に
よ
る
個
展「
死
神
先
生
」〞が
開
催
さ
れ
る
中
、

佐
藤
雅
晴
は
、
家
族
の
見
守
る
な
か
、
静
か
に
旅
立
っ
て
い
っ
た
。

四
、
佐
藤
雅
晴
作
品
の
独
自
性
│
「
尾
行
」

こ
こ
ま
で
、
佐
藤
の
代
表
作
品
を
見
て
き
た
。
佐
藤
自
身
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
「
平
面
作
品
と
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
の
両
方
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
取
り
組

み
た
い
」
と
語
っ
て
い
る

）
23

（
註

が
、
画
業
の
中
心
と
な
る
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
一
九
年
ま

で
の
二
〇
年
の
間
に
、
約
三
十
点
の
映
像
作
品
と
約
七
十
点
の
平
面
作
品
を
制
作
し
て

い
る
。
点
数
と
し
て
は
、平
面
作
品
が
、映
像
作
品
の
倍
以
上
に
な
る
が
、「
ハ
ラ
ド
キ
ュ

メ
ン
ツ 

10 

佐
藤
雅
晴
│

東
京
尾
行
」（
原
美
術
館
、
二
〇
一
六
）や「
Ｔ
Ｈ
Ｅ 
ド
ラ
え

も
ん
展 

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
２
０
１
７
」（
森
ア
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
七
）、

「
森
美
術
館 

15
周
年
記
念
展 

六
本
木
ク
ロ
ッ
シ
ン
グ
２
０
１
９
展
：
つ
な
い
で
み
る
」

（
二
〇
一
九
）
な
ど
、
近
年
の
展
覧
会
に
お
い
て
、
主
に
映
像
作
品
が
紹
介
さ
れ
て
き

た
こ
と
か
ら
、
一
般
的
に
は
、
映
像
作
家
と
し
て
の
印
象
の
方
が
強
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
佐
藤
の
創
作
活
動
を
特
徴
づ
け
る
「
映
像
作
家
」
と
し
て
の
側
面
を
も

う
一
段
掘
り
下
げ
て
、
考
察
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
一
口
に「
映
像
作
家
」ま
た
は「
映

像
を
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
創
作
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の
制
作
ス
タ
イ

ル
は
、
か
な
り
多
岐
に
わ
た
る
。
佐
藤
の
制
作
の
特
徴
を
理
解
し
て
い
く
た
め
に
も
、

こ
こ
で
何
人
か
の
代
表
的
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
つ
い
て
見
て
い
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
、
世
界
で
初
め
て
テ
レ
ビ
・
モ
ニ
タ
ー
を
用
い
た
作
品
を
発
表
し
、「
ヴ
ィ

デ
オ
・
ア
ー
ト
の
父
」と
呼
ば
れ
る
韓
国
出
身
の
ナ
ム
ジ
ュ
ン
・
パ
イ
ク（
一
九
三
二
│

二
〇
〇
六
）。
彼
は
、
大
規
模
な
テ
レ
ビ
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
衛
星
放
送
を
使
っ

た
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
双
方
向
通
信
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
、
そ
れ
ま
で
一
方
的
に
大
衆
に

与
え
ら
れ
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
テ
レ
ビ
を
人
間
の
表
現
の
手
段
へ
と
逆
転
さ
せ
、
先

駆
的
な
作
品
を
次
々
と
発
表
し
た
。

続
い
て
、南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
出
身
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ケ
ン
ト
リ
ッ
ジ（
一
九
五
五
│
）。

彼
は
、
木
炭
と
パ
ス
テ
ル
で
描
い
た
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
部
分
的
に
描
き
直
し
な
が
ら
、

変
化
さ
せ
て
い
く
「
動
く
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
」
と
も
呼
べ
る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
制
作
し
、

独
特
の
物
語
性
や
世
界
観
を
持
つ
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。

次
に
、
ス
イ
ス
出
身
の
ピ
ピ
ロ
ッ
テ
ィ
・
リ
ス
ト
（
一
九
六
二
│
）。
彼
女
は
、
身

体
や
女
性
、
自
然
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
な
ど
を
テ
ー
マ
に
、
心
地
よ
い
音
楽
と
鮮
や
か
な
映

像
に
よ
り
、
五
感
を
刺
激
す
る
映
像
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
展
開
し
て
い
る
。

日
本
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
も
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
、
名
画
や
歴
史
上
の
人
物
に
自
ら
が
扮
す
る
セ
ル
フ
ポ
ー
ト
レ
イ
ト
作
品

で
知
ら
れ
る
森
村
泰
昌
（
一
九
五
一
│
）。
彼
も
平
面
の
作
品
だ
け
で
は
な
く
、《
な
に

も
の
か
へ
の
レ
ク
イ
エ
ム
（
独
裁
者
を
笑
え
）》
の
よ
う
に
、
森
村
が
ヒ
ト
ラ
ー
に
扮
し
、

当
時
の
状
況
や
史
実
な
ど
に
独
自
の
解
釈
を
加
え
、
演
じ
た
も
の
を
映
像
作
品
と
し
て

発
表
し
た
も
の
な
ど
が
あ
る
。

次
に
、
石
田
尚
志
（
一
九
七
二
│
）。
彼
は
、
抽
象
的
な
線
を
少
し
ず
つ
描
い
て
は

コ
マ
単
位
で
撮
影
す
る「
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」と
い
う
手
法
を
用
い
て
、

映
像
作
品
や
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
、
ラ
イ
ブ
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
発
表
。
ま

た
、
同
手
法
で
制
作
し
た
映
像
を
使
い
、
展
示
空
間
の
中
に
増
殖
す
る
線
や
移
動
す
る
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点
と
い
っ
た
動
き
を
生
み
出
さ
せ
、
空
間
の
質
を
さ
ま
ざ
ま
に
変
容
さ
せ
る
イ
ン
ス
タ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
発
表
し
て
い
る
。

最
後
に
、
さ
わ
ひ
ら
き
（
一
九
七
七
│
）。
彼
は
、
多
数
の
模
型
の
飛
行
機
が
部
屋

を
飛
び
交
う
も
の
や
、
や
か
ん
や
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
用

品
に
足
が
生
え
、
部
屋
の
中
を
歩
き
始
め
る
も
の
な
ど
、
日
常
の
風
景
の
中
に
非
日
常

が
入
り
交
じ
る
独
特
の
世
界
観
を
持
つ
映
像
作
品
や
、
映
像
と
立
体
や
平
面
作
品
を
使

い
、
展
示
空
間
自
体
を
ひ
と
つ
の
作
品
と
し
て
構
築
し
て
い
く
よ
う
な
も
の
も
発
表
し

て
い
る
。

こ
の
六
名
を
見
た
だ
け
で
も
、表
現
ス
タ
イ
ル
は
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
六
名
と
比
べ
る
と
、
佐
藤
の
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
を
使
っ
た
制
作
ス
タ
イ

ル
は
、
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
の
作
品
が
、
空
間
を
演
出
す
る
イ

ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
な
も
の
や
物
語
性
を
有
す
る
映
像
作
品
な
ど
で
あ
る
の
に
比
べ
、

佐
藤
の
作
品
は
、
絵
画
的
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
佐
藤
の
作
品

は
、
時
間
軸
の
あ
る
映
像
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
の
場
面
か
ら
観
始
め
て
も
、
違
和

感
を
覚
え
る
こ
と
な
く
観
る
こ
と
が
で
き
る
上
、
い
つ
ま
で
も
観
て
い
た
く
な
る
よ
う

な
、
気
に
入
っ
た
絵
画
作
品
を
観
て
い
る
時
に
感
じ
る
の
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
を
覚
え

る
。で

は
、
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
自
体
は
、
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
佐
藤
と
同
じ
よ
う
に
、
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
の
分
野
で
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
を
活
用
し
て

い
る
作
家
は
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
は
、
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
の
起
こ
り
や
そ
の
後
の

活
用
事
例
を
見
て
み
た
い
。

ロ
ト
ス
コ
ー
プ
の
手
法
は
、「
三.

佐
藤
雅
晴
の
作
品
分
析
（《
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｕ
Ｍ
》」
で
見

て
き
た
よ
う
に
、
二
〇
世
紀
初
期
に
分
業
化
を
目
的
と
し
て
開
発
さ
れ
、
そ
の
後
、
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
の
分
野
で
普
及
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

近
年
で
は
、
映
画
『
ス
キ
ャ
ナ
ー
・
ダ
ー
ク
リ
ー
』（
キ
ア
ヌ
・
リ
ー
ブ
ス
主
演
、
リ

チ
ャ
ー
ド
・
リ
ン
ク
レ
イ
タ
ー
監
督
、
二
〇
〇
六
）や『
ア
ン
ダ
ン
〜
時
を
超
え
る
者
〜
』

（
ア
メ
リ
カ
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
シ
リ
ー
ズ
、
二
〇
一
九
│
）
で
も

利
用
さ
れ
る
ほ
か
、
日
本
で
も
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
シ
シ
ヤ
マ
ザ
キ（
一
九
八
九
│
）が
、

水
彩
画
風
の
手
描
き
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
独
自
の
表
現
手
法
を

確
立
し
、
Ｃ
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｌ
や
Ｐ
Ｒ
Ａ
Ｄ
Ａ
、
資
生
堂
の
ブ
ラ
ン
ド
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

イ
メ
ー
ジ
な
ど
を
手
が
け
る
な
ど
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
や
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の

分
野
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
の
分
野
で
世
界
的
に
高
い
評

価
を
得
て
い
る
事
例
は
、
佐
藤
以
外
で
は
目
に
す
る
こ
と
が
な
い
。

な
ぜ
、
佐
藤
以
外
に
、
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
の
分
野
で
、
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
を
使
っ
た
作

品
制
作
で
、
高
い
評
価
を
得
て
い
る
事
例
が
見
当
た
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

次
の
よ
う
な
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
の
技
術
は
、
日
進
月
歩
の
発
展
を
み
せ
て
い
る
。
近
年
で

は
、
人
間
や
動
物
な
ど
の
動
き
を
Ｉ
Ｔ
技
術
の
活
用
に
よ
り
、
精
巧
に
再
現
す
る
も
の

や
、
機
能
が
豊
富
で
扱
い
や
す
い
手
法
な
ど
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
人
体

の
関
節
な
ど
に
セ
ン
サ
ー
を
取
り
付
け
る
こ
と
で
動
き
を
記
録
し
、
そ
の
動
き
を
デ
ジ

タ
ル
デ
ー
タ
化
し
て
取
り
込
み
、
Ｃ
Ｇ
映
像
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
モ
ー

シ
ョ
ン
キ
ャ
プ
チ
ャ
ー
」
や
、
よ
り
手
軽
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
上
、
着
彩
や
便
利
な

パ
ー
ツ
な
ど
、
多
彩
な
機
能
を
備
え
た「
Ｃ
ｌ
ｉ
ｐ 

Ｓ
ｔ
ｕ
ｄ
ｉ
ｏ 

Ｐ
ａ
ｉ
ｎ
ｔ
」や

「
Ｈ
ａ
ｒ
ｍ
ｏ
ｎ
ｙ
」な
ど
の「
ペ
ン
タ
ブ
レ
ッ
ト
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」な
ど
で
あ
る
。

パ
ソ
コ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
だ
け
で
な
く
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
一
台
あ
れ
ば
、
誰
で

も
気
軽
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
描
け
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
た
め
、
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
の
分
野
で
創
作
を
す
る
者
の
中

に
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
活
用
を
考
え
る
者
が
い
た
と
し
て
も
、
取
り
込
ん
だ
映
像
を

コ
マ
送
り
し
な
が
ら
、
慎
重
に
ト
レ
ー
ス
し
、
制
作
す
る
と
い
う
、
膨
大
な
作
業
量
を

伴
う
「
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
」
の
手
法
を
敢
え
て
選
ぼ
う
と
す
る
者
は
、
そ
う
多
く
な
い
の
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、佐
藤
の
制
作
ス
タ
イ
ル
が
、フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
に
お
け
る
映
像

作
品
と
し
て
は
、
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
と
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

高
校
、
大
学
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
と
美
術
を
専
門
と
す
る
教
育
機
関
で
学
び
、
取
り
組

ん
で
き
た
佐
藤
で
あ
る
か
ら
、
ア
ー
ト
作
品
を
創
作
す
る
手
法
は
熟
知
し
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
創
作
に
あ
た
っ
て
は
、
絵
画
や
彫
刻
、
映
像
（
実
写
を
そ
の
ま
ま

使
う
も
の
の
よ
う
な
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
い
手
法
に
よ
る
も
の
）、イ
ン
ス
タ
レ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
も
選
択
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
技
術
を
活
用
す
る
と

し
て
も
、
先
程
触
れ
た
よ
う
に
、
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
よ
り
も
機
能
が
豊
富
で
扱
い
や
す
い

手
法
を
使
う
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
、
佐
藤
は
、
ロ
ト
ス
コ
ー
プ
を
活

用
し
た
制
作
ス
タ
イ
ル
を
取
り
続
け
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
理

由
に
よ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

佐
藤
が
、
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
「
尾
行
」
と
名
付
け
た
よ
う
に
、「
ト
レ
ー
ス
」
す
る

行
為
は
、
佐
藤
に
と
っ
て
、
目
の
前
の
情
景
や
人
物
な
ど
を
自
身
の
中
に
取
り
込
み
、

追
体
験
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
行
為
を
通
す
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
、

佐
藤
自
身
の
「
思
い
」
が
、
あ
た
か
も
佐
藤
の
「
分
身
」
と
で
も
い
う
よ
う
に
、
画
面
に

像
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。

ほ
か
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
技
法
の
方
が
、
よ
り
効
率
良
く
絵
を
描
く
こ
と
は
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
佐
藤
に
と
っ
て
は
、
こ
の
「
ト
レ
ー
ス
」
＝
「
尾
行
」
と
い
う
行
為

を
行
わ
な
い
こ
と
に
は
、
自
身
が
望
む
も
の
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
た

の
だ
ろ
う
。

五
、
佐
藤
雅
晴
が
描
い
た
も
の
│
「
生
へ
の
愛
し
み
」

最
後
に
、
佐
藤
雅
晴
作
品
に
映
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
察
を
し
て
み
た

い
。「
一
、
佐
藤
雅
晴
作
品
が
映
す
も
の
│
「
四
法
印
」」
に
お
い
て
、
佐
藤
雅
晴
作
品

に
映
さ
れ
た
も
の
は
仏
教
教
理
の
基
礎
と
な
る「
四
法
印
」、つ
ま
り
、「
諸
行
無
常
」、「
諸

法
無
我
」、「
一
切
皆
苦
」、「
涅
槃
寂
静
」な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
の
仮
説
を
唱
え
た
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
佐
藤
作
品
に
は
、
観
る
者
に
、
画
面
の
中
に
、
虚
実

が
入
り
交
じ
る
よ
う
な
不
思
議
な
感
覚
を
覚
え
さ
せ
る
特
徴
が
あ
る
。
特
に
、《
Ｃ
ａ

ｌ
ｌ
》や《
Ｃ
ｏ
ｆ
ｆ
ｅ
ｅ
》、《
Ｈ
ａ
ｉ
ｒ
》、《
Ｃ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ
》に
は
、
観
る
者
に

人
の
気
配
や
移
ろ
い
ゆ
く
さ
ま
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、《
東
京
尾
行
》

や
《
福
島
尾
行
》
に
は
、
実
写
の
中
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
入
り
交
じ
る
さ
ま
に
、
虚

実
が
交
錯
す
る
よ
う
な
思
い
を
抱
か
せ
る
。

こ
れ
は
、
誰
し
も
が
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
や
現
象
に
は
確
た
る
も
の
は
な
く
、

他
と
の
関
係
の
中
で
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
感
じ
て
い
る
た
め
、
そ
の
気
配
が
画
面
に
映
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
認
め
た
時
に
、
自
然
と
共
鳴
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
の
印
象
は
、
そ
れ
だ
け
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
観
る
者
に
生
の
煌
め

き
の
よ
う
な
も
の
も
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
佐
藤
の
作
品
に
佐
藤
の
思
い
が
、
強
く
、

そ
し
て
、
鮮
明
に
投
影
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
同
様
の
事
例
を
い
く
つ
か
見
て
お
き
た
い
。

例
え
ば
、ア
フ
リ
カ
の
部
族
の
仮
面
や
木
彫
物
な
ど
の
造
形
物
は
、ピ
カ
ソ
や
マ
テ
ィ

ス
な
ど
二
十
世
紀
を
代
表
す
る
作
家
た
ち
を
魅
了
し
た
。
こ
れ
は
、
彼
ら
の
造
形
物
は
、

現
代
人
に
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
に
激
し
く
破
壊
と
再
生
が
繰
り
返
さ
れ
る
部
族
民
の

生
と
死
を
司
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
美
と
し
て
の
強
度
と
純
度
が
備
え
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
の
作
品
の
中
に
も
、
人
間
が
持
つ
狂
気
と
理
性
の
激

し
い
せ
め
ぎ
あ
い
や
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
に
向
き
合
お
う
と
す
る
真
摯
で
切
実
な
る
思

い
が
、
観
る
者
に
強
く
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
も
多
く
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
作
り
手
の
思
い
が
、
造
形
物
や
作
品
に
あ
る
意
味
乗
り
移
る
よ
う
に
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し
て
、
込
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
を
観
る
者
の
心
を
打
つ
こ
と
が
あ
る
。

佐
藤
は
、
こ
の
世
の
あ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
移
ろ
い
ゆ
き
、
思
い
通
り
に
も
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
を
認
め
な
が
ら
も
、
だ
か
ら
こ
そ
、
今
あ
る
こ
の
時
、
今
を

生
き
る
も
の
た
ち
に
愛
お
し
い
ほ
ど
の
眼
差
し
を
向
け
、「
ト
レ
ー
ス
」
＝
「
尾
行
」
と

い
う
、
自
ら
の
身
体
を
使
い
、
膨
大
な
時
間
を
費
や
し
、
自
身
の
中
に
取
り
込
み
、
そ

の
行
為
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
の
「
思
い
」、
そ
し
て
、
自
身
の
「
分
身
」
を
画

面
の
中
に
像
と
し
て
結
ば
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、佐
藤
の
創
作
の
卓
越
性
は
、そ
の
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
、
人
類
が
抱
え
る
様
々
な
課
題
に
対
し
て
も
目
を
向
け
、
ア
ー
ト
の
力
を

通
じ
て
、
人
々
に
発
信
し
て
い
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
東
日
本
大
震
災
や

そ
れ
に
伴
っ
て
発
生
し
た
福
島
原
発
事
故
に
よ
っ
て
顕
在
化
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
取

り
組
ん
だ《
Ｂ
Ｉ
Ｎ
Ｄ 

Ｄ
Ｒ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
》や《
ダ
テ
マ
キ
》、《
Ｃ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ 

日
本
編
》、

《
福
島
尾
行
》に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

佐
藤
は
、《
Ｃ
ａ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ 

日
本
編
》
の
制
作
に
あ
た
り
、
展
覧
会
の
テ
ー
マ
で

あ
る
「
ポ
ス
ト
福
島
」
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
川
原
に
捨
て
ら
れ
た
廃
バ

ス
を
題
材
に
し
た
も
の
に
加
え
、
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
の
無
人
の
部
屋
の
モ
ニ
タ
ー
に

「
君
が
代
」
が
流
れ
る
様
子
を
選
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、「
ポ
ス
ト
福
島
」
と
い
う
展
覧

会
の
テ
ー
マ
に
対
し
て
、
福
島
原
発
事
故
の
こ
と
を
念
頭
に
置
く
だ
け
で
は
な
く
、
度

重
な
る
紛
争
や
戦
争
、
広
島
と
長
崎
の
原
爆
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
な
ど
、
科

学
技
術
の
進
歩
が
生
活
の
利
便
性
を
生
み
出
す
一
方
で
、
行
き
過
ぎ
た
利
用
や
過
信
な

ど
に
よ
っ
て
、
人
類
に
途
轍
も
な
い
不
幸
を
生
み
与
え
る
こ
と
な
ど
に
も
、
大
き
な
課

題
感
を
持
ち
、
取
り
組
ん
だ
結
果
で
あ
ろ
う
。

佐
藤
の
そ
う
い
っ
た
取
り
組
み
は
、
既
に
、「
震
災
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
第
八
回 

団 

Ｄ
Ａ
Ｎ
Ｓ 

│
Ｈ
ｉ
ｅ
ｒ
ｈ
ｅ
ｒ 

Ｄ
ｏ
ｒ
ｔ
ｈ
ｉ
ｎ
│ 

こ
ち
ら
へ
あ
ち
ら
へ
」（
ド

イ
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー
〔
東
京
〕、
二
〇
一
一
年
）
や
「
ポ
ス
ト
福
島
」
を
テ
ー
マ
と
し
た

「
Ｄ
ｕ
ａ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ 

ｏ
ｆ 

Ｅ
ｘ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｃ
ｅ
│
Ｐ
ｏ
ｓ
ｔ 

Ｆ
ｕ
ｋ
ｕ
ｓ
ｈ
ｉ
ｍ
ａ
」

（
Ｆ
ｒ
ｉ
ｅ
ｄ
ｍ
ａ
ｎ 

Ｂ
ｅ
ｎ
ｄ
ａ
〔
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
〕、
二
〇
一
四
年
）
に
お
い
て
、

作
品
の
発
表
と
い
う
か
た
ち
で
紹
介
さ
れ
て
き
た
。

東
日
本
大
震
災
と
福
島
原
発
事
故
か
ら
十
年
を
迎
え
る
本
年
、
佐
藤
の
関
係
者
の
話

に
よ
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
、「
ポ
ス
ト
福
島
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
展
覧
会
の
計

画
が
動
い
て
お
り
、
佐
藤
の
作
品
の
出
品
要
請
が
入
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

科
学
技
術
や
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
進
化
や
、
環
境
問
題
、
新
型
ウ
ィ
ル
ス
な
ど
の
衛
生

や
健
康
課
題
な
ど
、
多
く
の
課
題
を
抱
え
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
佐
藤
が
捉
え
た
視

点
、
つ
ま
り
、
こ
の
世
の
理
で
あ
る「
諸
行
無
常
」「
諸
法
無
我
」「
一
切
皆
苦
」を
理
解
し
、

受
け
入
れ
、
煩
悩
と
い
う
炎
を
吹
き
消
し
、
心
が
安
定
し
た
、
悟
り
の
境
地
を
表
す「
涅

槃
寂
静
」
を
得
ん
と
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
益
々
重
要
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

こ
れ
か
ら
も
、
佐
藤
の
足
跡
を
さ
ら
に
辿
っ
て
い
く
と
も
に
、
現
代
、
そ
し
て
、
未

来
の
社
会
に
活
か
す
佐
藤
雅
晴
作
品
の
意
義
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
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※
８
ペ
ー
ジ
の
「
ハ
ラ
ド
キ
ュ
メ
ン
ツ
10 

佐
藤
雅
晴
│
東
京
尾
行
」（
原
美
術
館
、
２
０
１
６
）
展
示

さ
れ
た《
東
京
尾
行
》は
原
美
術
館
蔵
、
そ
れ
以
外
の
作
品
は
、
全
て
個
人
蔵

（
註
１
） ART

 iT
 

佐
藤
雅
晴
メ
ー
ル
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
１
「
ハ
ラ
ド
キ
ュ
メ
ン
ツ 

10 

佐
藤
雅
晴 

東
京

尾
行
」﹇
原
美
術
館
﹈

（
註
２
） gallery α

M
 

楽
園
創
造 vol.5 

佐
藤
雅
晴
×
中
井
康
之
ト
ー
ク 

２
０
１
３
年
11
月
２
日

（
註
３
） web m

agazine “O
PEN

ERS” 

第
12
回 

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
家
・
佐
藤
雅
晴

（
註
４
） gallery α

M
 

楽
園
創
造 vol.5 
佐
藤
雅
晴
×
中
井
康
之
ト
ー
ク 

２
０
１
３
年
11
月
２
日

（
註
５
） DEPA

RT
U
RE

﹇W
orks

﹈バ
イ
ン
ド
・
ド
ラ
イ
ブ 

佐
藤
雅
晴

（
註
６
） DEPA

RT
U
RE

﹇W
orks

﹈バ
イ
ン
ド
・
ド
ラ
イ
ブ 

佐
藤
雅
晴

（
註
７
） gallery α

M
 

楽
園
創
造 vol.5 

佐
藤
雅
晴
×
中
井
康
之
ト
ー
ク 

２
０
１
３
年
11
月
２
日

（
註
８
） DEPA

RT
U
RE

﹇W
orks

﹈バ
イ
ン
ド
・
ド
ラ
イ
ブ 

佐
藤
雅
晴

（
註
９
） gallery α

M
 

楽
園
創
造 vol.5 

佐
藤
雅
晴
×
中
井
康
之
ト
ー
ク 
２
０
１
３
年
11
月
２
日

（
註
10
） DEPA

RT
U
RE

﹇W
orks

﹈バ
イ
ン
ド
・
ド
ラ
イ
ブ 

佐
藤
雅
晴

（
註
11
） DEPA

RT
U
RE

﹇W
orks

﹈バ
イ
ン
ド
・
ド
ラ
イ
ブ 

佐
藤
雅
晴

（
註
12
） DEPA

RT
U
RE

﹇W
orks

﹈バ
イ
ン
ド
・
ド
ラ
イ
ブ 

佐
藤
雅
晴

（
註
13
） gallery α

M
 

楽
園
創
造 vol.5 

佐
藤
雅
晴
×
中
井
康
之
ト
ー
ク 

２
０
１
３
年
11
月
２
日

（
註
14
） gallery α

M
 

楽
園
創
造 vol.5 

佐
藤
雅
晴
×
中
井
康
之
ト
ー
ク 

２
０
１
３
年
11
月
２
日

（
註
15
）gallery α

M
 

楽
園
創
造 vol.5 

佐
藤
雅
晴
×
中
井
康
之
ト
ー
ク 

２
０
１
３
年
11
月
２
日

（
註
16
） 『
楽
園
創
造（
パ
ラ
ダ
イ
ス
）│
芸
術
と
日
常
の
新
地
平
│
』パ
ン
フ
レ
ッ
ト 

２
０
１
３
年

 

武
蔵
野
美
術
大
学

（
註
17
） 〝『
楽
園
創
造（
パ
ラ
ダ
イ
ス
）│
芸
術
と
日
常
の
新
地
平
│
』vol.5 

佐
藤
雅
晴
〞プ
レ
ス
リ
リ
ー

ス 

２
０
１
３
年 

武
蔵
野
美
術
大
学

（
註
18
） 「
清
流
の
国
ぎ
ふ
芸
術
祭 A

rt A
w
ard IN

 T
H
E CU

BE 2017

」資
料

（
註
19
） ACT

 V
ol.1

「
霞
は
じ
め
て
た
な
び
く
」佐
藤
雅
晴
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

２
０
１
８
年
10
月
15
日

（
註
20
） DEPA
RT

U
RE

﹇W
orks

﹈バ
イ
ン
ド
・
ド
ラ
イ
ブ 

佐
藤
雅
晴

（
註
21
） 佐
藤
雅
晴 Facebook 

２
０
１
９
年
２
月
21
日 

投
稿

（
註
22
） 〝
佐
藤
雅
晴
に
よ
る
個
展「
死
神
先
生
」〞KEN

 N
A
K
A
H
A
SH

I

（
東
京
・
新
宿
）、

 

２
０
１
９
年
２
月
15
日
〜
３
月
16
日
）に
お
け
る
佐
藤
雅
晴
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト

（
註
23
） DEPA

RT
U
RE

﹇W
orks

﹈バ
イ
ン
ド
・
ド
ラ
イ
ブ 

佐
藤
雅
晴
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研
究
ノ
ー
ト　

福
田
平
八
郎
の
写
生
紹
介
│
昭
和
七
年
《
写
生
帖
》 

宗
像　

晋
作

は
じ
め
に
│
写
生
を
中
心
と
し
た
絵
画
資
料

大
分
県
出
身
の
日
本
画
家
・
福
田
平
八
郎
（
一
八
九
二
〜
一
九
七
四
）
は
、
大
正
期

か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
、
京
都
を
拠
点
に
、
革
新
的
な
日
本
画
の
表
現
に
挑
み
続
け
た

画
家
で
あ
る
。
特
に
画
壇
の
中
心
的
存
在
と
な
る
昭
和
期
に
は
、
明
る
い
色
彩
と
単
純

化
を
伴
う
大
胆
な
造
形
に
よ
り
、
斬
新
な
視
点
を
取
り
入
れ
た
モ
ダ
ン
な
様
式
を
確
立

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
福
田
の
画
業
を
裏
側
か
ら
支
え
て
い
た
の
は
、
福
田
が
日
常
的
に
熱
心

に
取
り
組
ん
だ
「
写
生
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
多
く
指
摘
さ
れ
て

き（
注
１
）た

。
自
ら
を
「
写
生
狂
」
と
ま
で
自
称
し
た
福
田
は
、
自
分
に
と
っ
て
の
写
生
の
意

義
や
方
法
に
つ
い
て
詳
し
く
述
懐
し
て
お（

注
２
）り

、
そ
う
し
た
一
連
の
言
葉
に
は
、
写
生
を

重
視
す
る
強
い
思
い
と
こ
だ
わ
り
が
示
さ
れ
、
写
生
を
絵
画
制
作
の
根
幹
に
あ
た
る
も

の
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
明
確
に
わ
か
る
。

大
分
県
立
美
術
館
は
、
福
田
平
八
郎
の
本
画
一
〇
九
点
（
令
和
二
年
度
現
在
）
に
加

え
て
、
そ
の
写
生
重
視
の
制
作
態
度
を
実
証
す
る
か
の
よ
う
な
、
福
田
の
写
生（
ス
ケ
ッ

チ
）を
中
心
と
す
る
絵
画
資
料
を
、
二
一
九
二
点（
令
和
二
年
度
現
在
）収
蔵
し
て
い
る
。

こ
の
絵
画
資
料
に
は
、
福
田
が
外
出
時
に
持
ち
歩
い
て
い
た
と
い
う
写
生
帖
（
ス
ケ
ッ

チ
・
ブ
ッ
ク
）、
一
枚
紙
に
描
い
た
写
生
、
そ
し
て
本
画
の
た
め
の
構
想
・
下
絵
が
含

ま
れ
て
い
る
。
描
か
れ
た
内
容
は
、
花
樹
、
果
蔬
、
鳥
獣
、
草
虫
、
魚
介
な
ど
の
動
植

物
を
中
心
に
、
水
、
雲
、
雪
、
氷
な
ど
の
自
然
景
物
、
食
材
・
食
品
、
絵
画
模
写
な
ど
、

あ
ら
ゆ
る
事
物
に
及
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
写
生
は
、
福
田
が
展
観
を
想
定
し
て
仕
上
げ
た
「
作
品
」
と
は
も
ち
ろ
ん

異
な
り
、
作
品
＝
本
画
の
構
想
の
た
め
に
写
し
集
め
ら
れ
た
素
材
・
資
料
と
で
も
い
う

べ
き
も
の
で
あ
り
、
や
が
て
こ
れ
ら
の
画
稿
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
下
絵
・
本
画
が
制

作
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
写
生
は
、
福
田
の
表
現
者
と
し
て
の
興
味
や
関
心
を
直
截
に
示

し
、
ま
た
実
制
作
の
過
程
や
試
行
錯
誤
な
ど
を
具
体
的
に
伝
え
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

極
め
て
貴
重
な
資
料
的
価
値
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

ま
た
、
福
田
は
、
昭
和
十
年
頃
か
ら
、
制
作
に
お
い
て
色
彩
表
現
を
重
視
す
る
よ
う

に
な
る（

注
３
）が

、
写
生
に
お
い
て
も
で
き
る
限
り
着
彩
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
と
い
い
、
着

彩
に
重
き
を
置
く
故
、
素
描
や
デ
ッ
サ
ン
と
い
う
よ
り
は
「
写
生
」
と
い
う
言
葉
が
当

て
は
ま
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
も
述
べ
て
い（

注
４
）る

。
つ
ま
り
、
福
田
の
写
生
の
大
き
な
特

徴
は
、
い
き
い
き
と
し
た
筆
の
タ
ッ
チ
と
と
も
に
、
福
田
の
瑞
々
し
い
色
彩
感
覚
が
見

て
取
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
鑑
賞
上
に
お
い
て
も
十
分
な
美
的
価
値
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
福
田
平
八
郎
の
写
生
を
中
心
と
す
る
絵
画
資
料
は
、
本
画
と
は
異

な
る
資
料
的
価
値
を
も
ち
、
ま
た
本
画
と
は
別
趣
の
美
的
価
値
が
備
わ
っ
た
貴
重
な
資

料
と
い
え
る
。
当
然
、
福
田
の
写
生
の
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
過
去
に
お
い
て
も
注

目
さ
れ
、
福
田
在
世
時
の
個
展
を
は
じ
め
、
回
顧
展
や
企
画
展
、
図
録
や
書
籍
に
お
い

て
も
頻
繁
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
だ
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
な

い
写
生
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
福
田
の
画
業
の
豊
か
な
実
相
に
つ
い
て
、
ま

た
別
の
角
度
か
ら
光
を
あ
て
る
試
論
と
し
て
み
た
い
。
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昭
和
七（
一
九
三
二
）年
の《
写
生
帖
》の
紹
介

こ
こ
に
紹
介
す
る
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
の
《
写
生
帖
》
は
、
標
題
に
「
昭
和
七
年

夏
／
小
鮎（
塩
津
方
面
）／
鮠は

や

／
漣
」（
図
１
）と
、
年
記
と
写
生
対
象
が
、
福
田
自
身
と

思
わ
れ
る
筆
跡
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
小
鮎
（
塩
津
方
面
）」
と
地
名
も
記
さ
れ

て
い
る
が
、「
塩
津
」（
滋
賀
県
長
浜
市
）
と
は
、
琵
琶
湖
の
北
東
地
域
に
あ
た
る
湖
北

の
地
名
で
あ
る
。

福
田
は
、
昭
和
六
（
一
九
三
一
）
年
頃
よ
り
、
釣
り
を
趣
味
と
す
る
よ
う
に
な
る
が
、

そ
れ
は
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
の
恩
師
・
中
井
宗
太
郎
に
誘
わ
れ
て
琵
琶
湖
へ
鮠は

や

釣

り
に
行
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
以
降
、
そ
れ
を
生
涯
の
趣
味
と
し
て
親
し
ん
で

い（
注
５
）る

。
こ
の
写
生
帖
は
、
ち
ょ
う
ど
福
田
が
湖
北
に
釣
り
に
出
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た

頃
に
、
釣
り
道
具
と
一
緒
に
携
行
し
た
写
生
帖
で
あ
ろ
う
。

本
写
生
帖
は
、
寸
法
縦
三
十
八
・
八
糎
、
横
二
十
六
・
八
糎
、
全
六
〇
頁
あ
り
、
漣
が

二
〇
図
、
鮎
が
五
図
、
鮠
が
二
図
、
合
計
二
十
七
図
の
写
生
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
内

容
的
に
は
、
ほ
と
ん
ど
が
漣
、
即
ち
水
面
の
小
波
や
波
紋
の
様
子
を
写
生
し
た
も
の
に

な
る
が
、
福
田
の

画
業
に
お
い
て
漣

と
い
え
ば
、
昭
和

七
（
一
九
三
二
）

年
、
第
十
三
回

帝
展
に
発
表
し

た
代
表
作
《
漣
》

（
大
阪
中
之
島
美

術
館
、
重
要
文
化

財
、
図
２
）
が
想

起
さ
れ
よ
う
。
福

田
は
、
昭
和
期
に

入
り
、
色
と
形
の

造
形
要
素
に
お
い

て
、
従
来
の
写
実

性
に
加
え
て
、
よ
り
大
胆
で
明
快
な
表
現
を
取
り
入
れ
る
試
み
を
は
じ
め
る
が
、《
漣
》

は
そ
う
し
た
画
風
変
遷
に
お
け
る
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
作
品
で
あ
る
。

福
田
は
、
本
写
生
帖
に
収
め
ら
れ
て
い
る
漣
の
写
生
か
ら
四
図
を
選
び
、《
漣
》（
昭

和
七
年
）
の
制
作
に
か
か
わ
る
写
生
と
し
て
、『
三（

注
６
）彩

』
誌
上
に
自
ら
紹
介
し
て
い
る
。

福
田
は
そ
の
『
三
彩
』
の
《
漣
》
の
解
説
で
「
…
波
の
形
は
瞬
間
の
動
き
で
ま
こ
と
に
掴

み
に
く
い
も
の
で
す
。
そ
の
写
生
に
は
い
ろ
い
ろ
な
試
み
を
し
て
実
態
を
つ
か
む
の
に

苦
労
し
ま
し
た
。
結
局
よ
く
見
る
こ
と
が
何
よ
り
の
た
よ
り
と
な
る
も
の
で
す
。
…
」

と
、
写
生
に
よ
っ
て
対
象
を
よ
く
観
察
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
が
、
本
写

生
帖
の
多
数
の
漣
の
写
生
図
（
図
３
│

１
、３
│

２
、３
│

３
）
は
、
そ
の
よ
う
な
福
田
の

制
作
の
実
態
や
着
眼
点
を
、
代
表
作
《
漣
》
と
の
関
係
に
お
い
て
如
実
に
伝
え
る
資
料

図１ 福田平八郎《写生帖》表紙
 サイズ  38.8×26.8㎝
 大分県立美術館

図２ 福田平八郎《漣》昭和７（1932）年
 大阪中之島美術館　　重要文化財
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と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
実
は
本
写
生
帖
の
漣
の
写
生
図
は
、
こ
れ
ま
で
も
展

覧
会
や
図
録
、
書
籍
等
で
幾
度
も
紹
介
さ
れ
、
広
く
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
だ
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
写
生
と
し
て
、
本
写
生
帖
に

収
め
ら
れ
て
い
る
鮠は

や

の
写
生
（
口
絵
、
図
４
│

１
、４
│

２
）
に
注
目
し
て
み
た
い
。
ご

子
息
の
宗
平
氏
に
よ
れ
ば
、
福
田
は
本
来
、
釣
り
に
お
い
て
は
、
鮠
釣
り
を
専
門（
主
）

と
し
て
い
た
そ
う
で
あ（

注
７
）る

。
し
か
し
福
田
の
絵
に
は
、
ア
ユ
の
写
生
や
、
ア
ユ
を
画
題

に
と
り
あ
げ
た
作
品
が
圧
倒
的
に
多
く
、
絵
の
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
淡
水
魚
の
中
で
も

一
際
優
美
な
ア
ユ（
鮎
）が
選
ば
れ
た
よ
う
だ
。

鮠は
や

は
、
標
準
和
名
で
は「
オ
イ
カ
ワ
」と
い
う
名
称
を
も
つ
が
、
地
方
に
よ
っ
て
は「
ハ

ヤ
」「
ハ
エ
」
と
呼
ば
れ
、
体
長
約
一
〇
〜
十
五
糎
で
、
釣
人
に
と
っ
て
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

な
淡
水
魚
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る（
本
稿
で
は
写
生
帖
の
標
題
の
通
り「
鮠
」と
い
う
名

称
を
使
う
。）
福
田
は
、
本
写
生
帖
に
お
い
て
、
鮠
の
写
生
を
二
図
描
い
て
い
る
と
前

述
し
た
が
、
見
開
き
の
各
頁
に
一
図
ず
つ
、
合
計
五
匹
を
描
い
て
い（

注
８
）る

。

鮠
の
体
部
に
は
、
光

沢
感
の
冴
え
る
淡
青
色

が
施
さ
れ
て
お
り
、
腹

部
に
は
淡
い
桃
色
、
尾

ヒ
レ
を
除
く
ヒ
レ
の
前

縁
に
は
赤
色
が
施
さ
れ

て
い
る
。
日
本
の
河
川

に
棲
息
す
る
淡
水
魚
と

し
て
は
何
と
も
カ
ラ
フ

ル
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
体
色
の
特
徴
は
、
五

〜
八
月
の
繁
殖
期
に
お

け
る
オ
ス
の
華
麗
な
婚

姻
色
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
福
田
が
本
写
生

を
お
こ
な
っ
た
の
は
、

標
題
の
通
り
昭
和
七
年

の「
夏
」で
あ
っ
た
か
ら
、

図３─２ 福田平八郎《写生帖》漣
 昭和７（1932）年
 大分県立美術館

図４─２ 福田平八郎《写生帖》鮠　　見開き左頁部分

図３─１ 福田平八郎《写生帖》漣
 昭和７（1932）年
 大分県立美術館

図４─１ 福田平八郎《写生帖》鮠　見開き
 昭和７（1932）年
 大分県立美術館

図３─３ 福田平八郎《写生帖》漣
 昭和７（1932）年
 大分県立美術館
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ま
さ
に
時
期
的
に
鮠
の
オ
ス
が
美
し
い
体
色
を
み
せ
る
時
期
で
あ
っ
た
。
福
田
の
高
度

な
描
写
力
は
、
魚
体
特
有
の
光
沢
感
と
と
も
に
、
細
部
に
わ
た
っ
て
観
察
さ
れ
た
鮠
の

各
部
の
色
彩
を
表
わ
し
、
静
的
な
が
ら
迫
真
的
で
生
命
感
あ
ふ
れ
る
姿
を
写
し
取
っ
て

い
る
。

ま
た
、
左
頁
の
鮠
の
写
生
図
の
右
上
隅
に
よ
く
注
目
す
る
と
、
ご
く
薄
く
鉛
筆
で「
河

中
で
は
ヒ
レ
淡
紫
」
と
福
田
の
メ
モ
書
き
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
（
図
５
│

１
）。
さ
ら

に
、
平
行
に
並
べ
左
右
逆
向
き
に
各
々
描
か
れ
た
二
匹
の
鮠
の
う
ち
、
下
側
に
描
か
れ

た
鮠
の
尾
鰭
の
右
側
あ
た
り
に
は
、「
河
の
中
」
と
、
こ
れ
も
ご
く
薄
く
鉛
筆
で
短
い

メ
モ
書
き
が
認
め
ら
れ
る（
図
５
│

２
）。

こ
こ
で
今
一
度
、
描
か
れ
た
二
匹
の
鮠
を
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
、
ヒ
レ
の
色
を
主

と
し
て
、二
匹
の
体
色
が
、微
妙
に
異
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。「
河

の
中
」
と
い
う
メ
モ
書
き
が
な
さ
れ
た
下
側
の
鮠
の
体
色
は
、
つ
ま
り
水
中
に
お
け
る

鮠
の
体
色
を
捉
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、「
河
中
で
は
ヒ
レ
淡
紫
」
と
い
う
メ
モ
書
き

の
と
お
り
、
ヒ
レ
に
薄
い
紫
を
感
じ
る
色
彩
で
描
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
上
側
に
描
か
れ
た
鮠
は
、
特
に
ヒ
レ
の
赤
味
を
よ
り
増
し
て
描
か
れ
て
お
り
、

メ
モ
書
き
は
な
い
が
、
水
中
で
は
な
く
水
面
に
お
け
る
鮠
の
体
色
を
捉
え
た
も
の
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
福
田
は
、
水
面
と
水
中
、
そ
れ
ぞ
れ
の
深
度
の
違
い
に
よ
っ
て
、

色
の
見
え
方
が
微
妙
に
異
な
る
こ
と
を
、
こ
の
写
生
に
よ
っ
て
研
究
し
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の

は
、
大
正
一
〇（
一
九
二
一
）年
、

ま
だ
三
〇
歳
の
若
き
福
田
が
、

第
三
回
帝
展
に
出
品
し
、
特
選

と
な
っ
た
出
世
作
《
鯉
》（
宮
内

庁
三
の
丸
尚
蔵
館
、
図
６
）
の

制
作
時
に
お
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
あ
る
。
当
時
南
禅
寺
に
寓
居

し
て
い
た
福
田
は
、
水
中
の
鯉

を
表
現
す
る
上
で
、
水
の
深
度

に
よ
る
鯉
の
色
の
変
化
が
ど
う

し
て
も
分
か
ら
な
か
っ
た
と
い

う
。
そ
の
よ
う
な
時
、
寺
の
風

呂
で
ヒ
ン
ト
を
得
た
時
の
こ
と

を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

「
…
新
し
い
湯
に
つ
か
っ
て
、
じ
っ
と
自
分
の
足
を
み
て
い
る
と
、
そ
の
足
の
色
が
、

恰ち
ょ
う

度ど

白
い
鯉
の
水
中
に
あ
る
の
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
足
を
上
下
さ
せ
て
、
水
面

よ
り
の
深
度
に
よ
る
、
色
調
を
研
究
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ（

注
９
）る

。
…
」

当
時
、《
鯉
》
の
制
作
秘
話
と
し
て
、
福
田
が
風
呂
で
「
鯉
の
水
中
を
遊
泳
す
る
真
似

を
し

）
10

（
注

た
」
な
ど
と
、
世
間
で
は
嘘
か
誠
か
わ
か
ら
ぬ
逸
話
が
様
々
に
語
ら
れ
て
い
た
そ

う
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
右
記
の
福
田
自
身
の
回
想
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
水
中
で
自

分
の
足
を
上
下
さ
せ
て
、
水
面
か
ら
の
深
度
で
変
化
す
る
色
調
を
研
究
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
福
田
は
特
選
と
な
っ
た
《
鯉
》
に
お
い
て
、
水
面
の
鯉
と
水
中
の
鯉
の

色
彩
を
、
そ
の
深
度
の
違
い
に
よ
っ
て
繊
細
に
描
き
分
け
、
水
は
あ
え
て
描
か
ず
に
完

成
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
迫
真
的
な
表
現
を
生
ん
だ
背
景
に
、
福
田
の
常
日
頃
か

図６ 福田平八郎《鯉》
 大正10（1921）年　宮内庁三の丸尚蔵館

図５─２
福田のメモ書
「河の中」

図５─１
福田のメモ書
「河中ではヒレ淡紫」
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ら
の
熱
心
な
色
彩
研
究
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
《
鯉
》
の
制
作
時
の
逸
話
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
福
田
は
鮠は

や

の
写
生

に
お
い
て
も
同
様
に
、
水
の
深
度
に
よ
る
色
彩
に
関
心
を
向
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

特
に
、
水
中
の
鮠
の
ヒ
レ
の
色
彩
が
淡
紫
に
見
え
る
と
い
う
変
化
に
気
付
き
、
そ
れ
を

丹
念
に
写
生
し
て
い
た
の
だ
。
こ
の
鮠
の
写
生
が
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
に
描
か
れ

て
お
り
、
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
の
《
鯉
》
の
制
作
か
ら
、
実
に
十
一
年
が
経
過
し

て
い
る
が
、
鮠
の
精
彩
な
写
生
の
存
在
は
、
福
田
の
色
彩
に
対
す
る
感
性
、
感
覚
が
、

全
く
鈍
る
こ
と
な
く
鋭
敏
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
福
田
は
常
に
、
対
象

へ
継
続
的
な
関
心
を
向
け
、
新
鮮
な
感
性
を
持
ち
続
け
た
画
家
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た

福
田
の
作
画
姿
勢
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
に
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

「
…
わ
れ
わ
れ
画
家
は
、
感
性
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
を
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、

ま
た
、
そ
の
成
長
し
た
感
性
で
写
生
し
た
素
材
を
制
作
の
基
礎
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
う
。
私
は
同
じ
花
を
、
毎
年
必
ら
ず
写
生
す
る
よ
う
に
心
掛
け
、
そ
れ
を
主
題

に
し
て
制
作
す
る
時
は
、
そ
の
何
年
間
も
の
写
生
を
、
一
通
り
並
べ
て
吟
味
し
て
見
る
、

そ
し
て
、
一
番
新
し
い
写
生
を
基
礎
に
し
て
制
作
す
る
こ
と
に
し
て
居

）
11

（
注

る
…
」

福
田
は
絶
え
ず
同
じ
対
象
を
写
生
し
、
常
に
新
し
い
発
見
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て

い
る
。
感
性
を
磨
き
、
培
わ
れ
た
美
学
に
よ
っ
て
常
に
創
造
的
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
福
田
の
不
断
の
写
生
の
成
果
は
、
や
が
て
昭
和
一
〇
年
代
に
入
る
と
、

よ
り
明
快
な
色
彩
と
構
成
に
よ
る
斬
新
な
日
本
画
を
次
々
に
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に

な
っ
た
。「
形
や
線
よ
り
も
先
き
に
色
彩
を
強
く
感
じ

）
12

（
注

る
」
と
述
べ
た
福
田
に
と
っ
て
、

色
彩
は
絵
画
制
作
に
お
け
る
最
も
重
要
な
造
形
要
素
で
あ
り
、
色
彩
を
追
究
し
て
い
く

上
で
、
写
生
は
何
よ
り
の
手
段
で
あ
っ
た
。
昭
和
七
年
の
鮠は

や

の
写
生
は
、
今
ま
で
詳
し

く
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
写
生
で
あ
る
が
、
福
田
の
写
生
の
在
り
方
と
、
写
生

に
よ
る
色
彩
研
究
が
斯
様
に
し
て
継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
絵
画
資
料
の

一
例
と
し
て
、
貴
重
で
あ
り
興
味
深
い
。

【
註
】

【
注
１
】 

河
北
倫
明
・
岩
崎
吉
一
編『
福
田
平
八
郎 

作
品
と
素
描
』Ⅰ
・
Ⅱ（
光
村
図
書
出
版
株
式
会
社
、

昭
和
五
七
〔
一
九
八
二
〕
年
）、
佐
藤
直
司
・
古
賀
道
夫
編
『
生
誕
１
０
０
年
記
念 

福
田
平

八
郎
―
作
品
と
そ
の
素
描
―
』（
大
分
県
立
芸
術
会
館
、
平
成
三
〔
一
九
九
一
〕
年
）、
下

村
朝
香
編『
没
後
30
年 

福
田
平
八
郎
展
―
大
分
県
立
芸
術
会
館
所
蔵
作
品
を
中
心
に
辿
る

―
』（
西
宮
市
大
谷
記
念
美
術
館
、
平
成
一
六〔
二
〇
〇
四
〕年
）等

【
注
２
】 

福
田
平
八
郎「
私
の
写
生
帖
１
」『
三
彩
』三
十
四（
昭
和
二
四〔
一
九
四
九
〕年
九
月
）、
同「
私

の
写
生
―
花
鳥
―
」『
三
彩
』四
十
二（
昭
和
二
五〔
一
九
五
〇
〕年
五
月
）、
同「
写
生
帖
拝

見
―
私
の
ス
ケ
ッ
チ
に
つ
い
て
―
」『
美
術
手
帖
』一
二
一
号（
昭
和
三
二〔
一
九
五
七
〕年

二
月
）、
同「
画
道
散
歩
」『
大
毎
美
術
』第
十
八
巻
第
六
号（
昭
和
一
四〔
一
九
三
九
〕年
五
月
）

等

【
注
３
】 

拙
稿
「
福
田
平
八
郎
の
色
彩
表
現
―
昭
和
十
年
代
を
中
心
に
」『
大
分
県
立
美
術
館
研
究
紀

要
』第
四
号（
大
分
県
立
美
術
館
、
令
和
二〔
二
〇
二
〇
〕年
）

【
注
４
】 

福
田
平
八
郎「
私
の
写
生
―
花
鳥
―
」『
三
彩
』四
十
二（
昭
和
二
五〔
一
九
五
〇
〕年
五
月
）

【
注
５
】 

「
対
談
閑
話
―
日
本
画
に
生
き
る（
七
）」（
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
四
三〔
一
九
六
八
〕年
二
月

四
日
）

【
注
６
】 

福
田
平
八
郎「
自
作
回
想
」『
三
彩
』臨
時
増
刊
第
九
十
九
号（
昭
和
三
三〔
一
九
五
八
〕年
四
月
）

【
注
７
】 

福
田
宗
平「
父
と
写
生
」（
注
１
前
掲
書
Ⅱ
所
収
）

【
注
８
】 

厳
密
に
言
う
と
昭
和
七
年
の
写
生
帖
に
は
、
釣
り
上
げ
た
鮎
数
匹
と
鮠
１
匹
を
一
緒
に
描

い
た
写
生
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
言
及
し
な
い
。

【
注
９
】 

「
大
正
の
頃
―
鯉
の
回
想
」『
日
本
美
術
』第
二
巻
第
五
号（
昭
和
一
八〔
一
九
四
三
〕年
五
月
） 

【
注
10
】 

注
９
前
掲
書

【
注
11
】 

注
２
前
掲
書「
私
の
写
生
帖
１
」

【
注
12
】 

注
２
前
掲
書「
私
の
写
生
帖
１
」

【
図
版
典
拠
】　
左
記
の
挿
図
に
つ
い
て
は
既
刊
書
よ
り
転
載
し
た
。

【
図
２
】　
『
モ
ダ
ン
百
花
繚
乱「
大
分
世
界
美
術
館
」』（
大
分
県
立
美
術
館
、平
成
二
七〔
二
〇
一
五
〕年
）

【
図
６
】　
『
福
田
平
八
郎
』（
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
和
五
一〔
一
九
七
六
〕年
）
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シ
ャ
ガ
ー
ル《
母
と
子
》（
３
）  

梶
原　

麻
奈
未

第
四
節　

丘
の
上
の
墓 

本
稿
で
は
、
マ
ル
ク
・
シ
ャ
ガ
ー
ル（M

arc Chagall, 

一
八
八
七
│
一
九
八
五
）に

よ
る
作
品
《
母
と
子
》（
一
九
七
三
年
頃
）
の
制
作
背
景
と
モ
テ
ィ
ー
フ
の
一
部
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
、
生
涯
の
作
品
に
お
け
る
本
作
品
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
る
。

マ
ル
ク
・
シ
ャ
ガ
ー
ル
に
よ
る
《
母
と
子
》（
図
１
）
は
、
晩
年
に
制
作
さ
れ
た
、

故（
註
１
）郷

を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
詳
細
情
報
、
制
作
年
、
制
作
の
動
機
、
主

題
、
モ
テ
ィ
ー
フ
の
特
徴
と
意
味
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
第
一

節
で
は
、
制
作
年
が
一
九
七
三
年
頃
で
あ
る
こ
と
と
大
分
県
立
美
術
館
へ
の
来
歴
を
明

ら
か
に
し
、
第
二
節
で
は
、
制
作
の
背
景
と
し
て
、
シ
ャ
ガ
ー
ル
の
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク
美

化
に
伴
う
同
地
へ
の
訪
問
辞
退
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
第
三
節
で
は
、

《
母
と
子
》
と
シ
ャ
ガ
ー
ル
が
書
い
た
詩
「
私
の
母
」（
一
九
三
〇
│
三
五
年
）
の
挿
絵

（
一
九
六
八
年
発
表
）
と
の
構
図
上
の
類
似
性
を
指
摘
し
、
詩
の
内
容
が
《
母
と
子
》
に

適
用
さ
れ
得
る
こ
と
を
示
し
た
。
つ
ま
り
、《
母
と
子
》
の
画
面
中
央
を
占
め
る
女
性

に
は
、
シ
ャ
ガ
ー
ル
の
亡
き
母
親
か
つ
故
郷
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク
と
し
て
の
要
素
が
あ
っ（

註
２
）た

。

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
第
四
節
で
は
、
通
常
平
ら
に
描
か
れ
た
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク
に
傾

斜
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

《
結
婚
》（
一
九
一
一
年
）（
図
２
）
や
《
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク
》（
一
九
一
四
年
）（
図
３
）
に

お
け
る
土
地
が
平
ら
で
あ
る
こ
と
は
、
第
一
節
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
同
地
の
地
形
は
、
平
地
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
例
と
し
て
、
例
え

ば
、
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク
で
活
動
し
た
シ
ャ
ガ
ー
ル
の
師
ペ（

註
３
）ン

（

 
 

, 

一
八
五
四
│
一
八
三
七
）
に
よ
る
風
景
画
《
秋
》（
一
九
一
一
年
）（
図
４
）
で
は
、
丘
が

描
か
れ
て
い
る
。
ペ
ン
の
弟
子
で
あ
る
シ
ャ
ガ
ー
ル
の
作
品
に
も
丘
を
扱
っ
た
も
の
は

あ
る
が
、
一
九
一
〇
年
代
の
も
の
は
主
題
と
題
材
が
ほ
ぼ
墓
地
に
限
定
さ
れ
た
。
そ
れ

が
一
九
一
七
年
に
制
作
さ
れ
た
《
墓
地
》（
図
５
）
と
同
年
に
制
作
さ
れ
た
《
墓
地
の
門
》

（
図
６
）で
あ
る
。

こ
う
し
た
坂
の
上
の
墓
は
、
回
想（

註
４
）録

や
詩
「
あ
の
遠
い（

註
５
）町

」
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
た
が
、
特
に
後
者
で
は
、
望
郷
の
念
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

「
あ
の
遠
い
町
」

あ
の
町
は
遠
い
／
私
の
中
で
鳴
り
響
い
て
い
る
／
あ
の
町
は
遠
い
、

教
会
は
白
く
／
チ
ョ
ー
ク
の
よ
う
に
白
く
／
遠
い
教
会
と
遠
い

シ
ナ
ゴ
ー
グ
。
戸
は
／
開
け
放
た
れ
て
い
る
。
花
盛
り
の
庭
が
満
開
を
迎
え

に
ぎ
や
か
な
船
の
翼
の
上
で
生
命
が
高
揚
す
る

私
の
中
で
悲
し
ん
で
い
る
／
曲
が
っ
た
小
さ
な
道
が

坂
の
上
の
灰
色
の
墓
標
に
眠
る
／
悲
嘆
に
く
れ
た
信
心
深
い
ユ
ダ
ヤ
教
徒

塗
り
と
色
彩
の
中
に
／
光
の
中
に
、
影
の
中
に

私
の
遠
く
の
絵
が
た
て
て
あ
る
／
あ
あ
、
私
の
魂
を
抱
き
し
め
た
な
ら

カ
ン
ヴ
ァ
ス
が
！
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私
の
道
は
炎
に
包
ま
れ
／
火
の
中
で
様
々
な
時
代
が
輝
い
て
い
る

何
度
私
の
も
と
に
／
あ
の
世
界
が
夢
と
現
実
で
現
れ
た
の
か

私
は
ど
こ
に
い
る
の
か　

神
の
知
ら
せ
は
ど
こ
な
の
か

私
を
探
さ
な
い
で
く
だ
さ
い　

私
が
／
自
分
自
身
を
見
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん　

私
は
自
分
の
人
生
を
捨
て
／
去
っ
た
…

私
は
自
分
で
墓
を
掘
り
横
た
わ
り
／
泣
き
つ
か
れ
て
し
ま
う
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（
註
６
）.

こ
の
よ
う
に
、
坂
の
上
の
墓
地
は
、
故
郷
へ
の
想
い
と
結
び
つ
く
も
の
だ
が
、
第
二

次
世
界
大
戦
後
の
油
彩
画
で
は
、
門
や
墓
石
、
墓
標
が
目
立
た
な
く
な
り
、
消
え
て
し

ま
う
。
そ
う
し
た
作
品
が
、《
朝
》（
一
九
四
八
年
）（
図
７
）、《
黒
い
村
》（
一
九
五
一
年
）

（
図
８
）、《
赤
い
空
の
村
》（
一
九
五
一
年
）（
図
９
）で
あ（

註
７
）る

。

変
化
の
手
が
か
り
は
、
一
九
四
四
年
二
月
に
発
表
さ
れ
た
「
私
の
町
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク

へ
」
に
あ
っ
た
。
シ
ャ
ガ
ー
ル
が
ナ
チ
ス
の
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク
侵
攻
に
対
し
て
作
品
で
対

抗
す
る
意
思
を
表
明
し
た
原
稿
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
シ
ャ
ガ
ー
ル
は
、
故
郷
が
破
壊

さ
れ
た
こ
と
を
嘆
き
、
両
親
が
埋
葬
さ
れ
た
山
に
墓
も
墓
石
も
見
つ
け
ら
れ
な
い
と
悲

－ 41 －－ 41 －



し
み
、
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク
全
体
が
偉
大
な
生
き
た
墓
石
と
な
る
と
述
べ
て
い（

註
８
）る

。
こ
の
イ

メ
ー
ジ
が
、
先
に
挙
げ
た
作
品
に
お
け
る
丘
の
上
の
町
並
み
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

後
に
、類
似
す
る
丘
は
、聖
書
主
題
の
油
彩
画
《
雅
歌（

註
９
）Ⅲ

》（
一
九
六
〇
年
）（
図
10
、11
）

で
も
描
か
れ
た
。
こ
の
作
品
で
は
、
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク
が
エ
ル
サ
レ
ム
と
同
じ
場
所
に
位

置
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
と
っ
て
神
が
顕
れ
た
啓
示
の
場
で
あ
る
聖
地

が
他
の
土
地
と
接
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
殊
な
配
置
だ
が
、実
は
、シ
ャ
ガ
ー
ル
に
と
っ

て
、
故
郷
は
神
が
顕
れ
得
る
場
所
だ
っ
た
。
そ
の
独
特
な
考
え
方
が
次
の
よ
う
に
回
想

録
に
書
か
れ
て
い
る
。

私
は
街
を
ぶ
ら
つ
き
、
探
し
ま
わ
り
、
祈
っ
た
。

「
神
さ
ま
、
雲
の
中
に
、
そ
れ
と
も
靴
屋
の
う
し
ろ
に
隠
れ
て
い
る
神
さ
ま
、
私

の
魂
を
、
吃
音
の
子
の
悩
め
る
魂
が
目
ざ
め
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
、
私
の
生
き
る

べ
き
道
を
お
示
し
下
さ
い
。
私
は
他
の
人
た
ち
の
よ
う
に
は
生
き
た
く
な
い
の
で
す
、

私
は
新
し
い
世
界
を
見
た
い
の
で
す
」

Je rôdais dans les rues, je cherchais et priais:

« D
ieu, Toi qui te dissim

ules dans les nuages, ou derrière la m
aison du 

cordonnier, fais que se révèle m
on âm

e, âm
e douloureuse de gam

in bégayant, 

révèle-m
oi m

on chem
in. Je ne voudrais pas être pareil à tous les autres; je veux 

voir un m
onde nouv

）
10

（
註eau.»

こ
の
よ
う
な
独
自
の
思
想
を
持
つ
シ
ャ
ガ
ー
ル
に
と
っ
て
、
聖
地
の
中
に
故
郷

を
配
置
す
る
こ
と
の
抵
抗
は
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。《
雅
歌
Ⅲ
》
に
と
ど
ま
ら

ず
、
一
九
七
〇
年
に
完
成
し
た
メ
ッ
ス
（M

ets

）
の
サ
ン
・
テ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
大
聖
堂

（Cathedral St.Etienne

）
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

）
11

（
註

ス
（
図
12
）
で
も
そ
う
し
た
モ
テ
ィ
ー
フ

が
描
か
れ

）
12

（
註

た
。

大
聖
堂
に
お
け
る
シ
ャ
ガ
ー
ル
作
品
全
体
の
構
想
は
、
救
済
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で

あ
）
13

（
註

る
。
こ
の
下
で
、
祭
壇
に
最
も
近
い
北
の
作
品
（
一
九
六
〇
年
）
で
は
、
左
か
ら
右

の
窓
に
向
か
っ
て
、
石
版
を
受
け
取
る
モ
ー
セ
、
琴
を
弾
く
ダ
ヴ
ィ
デ
と
音
楽
を
楽
し

む
人
々
、
鳥
に
乗
っ
た
シ
ャ
ガ
ー
ル
、
斜
め
の
地
平
線
の
上
の
聖
堂
と
シ
ャ
ガ
ー
ル
の

母
親
の
店
、ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク
に
帰
る
人
々
、エ
レ
ミ
ヤ
が
描
か
れ
て
い
る（
図
13
、図
14
）。

全
体
の
構
想
と
、
各
々
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
よ
る
神
へ
の
賛
美
や
平
和
、
シ
ャ
ガ
ー
ル
の

芸
術
の
志
向
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
聖
書
に
登
場
し
な
い
は
ず
の
故
郷
と
人
々
は
、
神

の
力
に
よ
る
救
済
と
再
生
の
対
象
だ
っ
た
思
わ
れ
る
。
シ
ャ
ガ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
回

想
し
て
い
る
。

肝
心
な
こ
と
は
芸
術
だ
。
絵
だ
、
誰
も
描
か
な
い
絵
だ
。

だ
が
、
そ
れ
は
ど
ん
な
絵
だ
？　

神
さ
ま
が
、
い
や
だ
れ
だ
っ
て
い
い
が
、
私
の

画
面
に
私
の
た
め
い
き
を
、
祈
り
や
悲
し
み
の
た
め
い
き
を
、
救
済
や
再
生
の
祈
り

を
ふ
き
込
む
こ
と
の
で
き
る
力
を
与
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

L'essentiel, c'est l'art, la peinture, une peinture différente de celle que tout le 

m
onde fait.

M
ais laquelle? D

ieu, ou je ne sais plus qui, m
e donnera-t-il la force de 

pouvoir souf er dans m
es toiles m

on soupir, soupir de la prière et de la tristesse, 

la prière du salut, de la renaissan

）
14

（
註ce ?

「
だ
れ
だ
っ
て
い
い
が
」
と
言
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
シ
ャ
ガ
ー
ル
が
強
い
信
仰
心

を
持
ち
、
神
に
捧
げ
る
作
品
を
描
く
と
親
友
に
述
べ
て
い

）
15

（
註

た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
救

済
や
再
生
の
力
を
与
え
た
の
は
神
に
他
な
ら
な
い
。
ロ
シ
ア
時
代
に
培
っ
た
こ
の
使
命
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を
シ
ャ
ガ
ー
ル
が
戦
後
も
保
っ
て
い
た
こ
と
は
、
多
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
殉
教
主
題
の
油
彩

画
を
制
作
し
た
こ
と
で
裏
打
ち
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
晩
年
、
シ
ャ
ガ
ー
ル
は
、
戦
死
者

の
無
念
さ
が
自
分
の
作
品
の
色
彩
に
混
じ
る
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
親
友
に
語
っ
て

い
）
16

（
註

た
。

《
母
と
子
》
が
制
作
さ
れ
た
の
は
、
サ
ン
・
テ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
大
聖
堂
の
ス
テ
ン
ド
グ

ラ
ス
完
成
か
ら
三
年
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
地
面
が
斜
め
の
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク
が
描
か
れ
た

作
品
数
が
少
な
い
中
、
確
認
で
き
る
限
り
、
生
涯
最
後
の
作
品
に
相
当
す
る
。
芸
術
の

使
命
、
制
作
背
景
に
あ
る
故
郷
へ
の
強
い
想
い
、
そ
し
て
、
女
性
像
に
亡
き
母
と
故
郷

へ
の
愛
情
が
託
さ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
シ
ャ
ガ
ー
ル
は
、
丘
の
上
の
町
並
み
を

描
く
こ
と
で
、死
者
と
破
壊
さ
れ
た
故
郷
を
救
済
し
、再
生
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
考
慮
し
、次
節
で
は
、画
中
の
聖
堂
と
ト
ー
ラ
ー
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
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註
１　
《
母
と
子
》で
は
、
シ
ャ
ガ
ー
ル
の
母
親
が
経
営
し
て
い
た
店
が
描
か
れ
た
が
、
隣
接
す
る
実
家

の
写
真
が
ト
レ
チ
ャ
コ
フ
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
大
回
顧
展
の
図
録
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
当

時
の
様
子
が
わ
か
る
（

 2005, c
.25

）。
ま
た
、
一
九
九
七
年
に
同
地
に
設
立
さ
れ
た
、

マ
ル
ク
・
シ
ャ
ガ
ー
ル
家
博
物
館
（

-
 

 

）
は
、
シ
ャ
ガ
ー
ル
の
実
家

の
外
観
に
似
せ
て
、
実
際
の
住
所
と
同
じ
通
り
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、《
母
と
子
》を
理
解
す
る

助
け
と
な
る
。

註
２　

母
子
像
が
共
同
体
を
表
し
た
シ
ャ
ガ
ー
ル
以
前
の
例
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
を
母
子
像

で
表
し
た
オ
ノ
レ
・
ド
ー
ミ
エ（H

onoré-V
ictorin D

aum
ier, 1808

│1879

）の《
フ
ラ
ン
ス
共

和
国
》（
一
八
四
八
年
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
蔵
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
作
品
に
つ
い
て
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
視
点
か
ら
若
桑
が
論
じ
て
い
る
。
若
桑
み
ど
り
『
象
徴
と
し
て
の
女
性
像
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ジ
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史
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註
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九
六
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住
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で
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た
。
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ェ
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ユ
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リ
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モ
イ
セ
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ヴ
ィ
チ
・
ペ
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』ミ
ン
ス
ク
、
二
〇
〇
六
年
、
一
六
〇
│
一
六
三〔
巻
末
年
表
〕頁
）.

註
４　

Chagall 1931, pp.56.（
邦
訳
四
十
三
│
四
十
四
頁
。）

註
５　
「
あ
の
遠
い
町
」
と
内
容
が
一
部
重
複
す
る
詩
「
町
（LA

 V
ILLE

）」（
一
九
三
〇
│
一
九
三
五

年
、
初
出
不
明
）が『
詩
』に
収
め
ら
れ
て
い
る（M

arc C
hagall, PO

ÉM
ES, traduit par A

ssia 
Lassaigne, Philippe Jaccottet, G

enève, 1975, pp.43-44

）。
シ
ャ
ガ
ー
ル
は
こ
の
詩
で
も

丘
の
上
の
墓
に
つ
い
て
詠
っ
た
。

註
６　

 
, “

 
 

”, 
 

 
: 

. 
. 

. 
. 

, 
 

 
 

. 
, 

: 
, 1989, 

c
.56-57

（
マ
ル
ク
・
シ
ャ
ガ
ー
ル
著
、
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
訳
「
あ
の
遠
い
町
」『
屋
根
の
上

の
天
使
：
詩
、
散
文
、
記
事
、
ス
ピ
ー
チ
、
書
簡
』
モ
ス
ク
ワ
、
一
九
八
九
年
、
五
十
六
│

五
十
七
頁
）. 

初
出
不
明
。

『
屋
根
の
上
の
天
使
』は
、シ
ャ
ガ
ー
ル
の
死
後
、編
集
、翻
訳
、出
版
さ
れ
た
。
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

語
、
ロ
シ
ア
語
で
書
い
た
詩
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

註
７　

こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
シ
ャ
ガ
ー
ル
の
母
親
の
店
や
ロ
シ
ア
正
教
の
聖
堂
が
描
か
れ
て
い
る
。

註
８　

M
arc Chagall, “T

o M
y City V

itebsk”, M
arc Chagall on A

rt and Culture, ed.by 
Benjam

in H
arshav, translations from

 French, Russian, Y
iddish, and H

ebrew
 

by Barbara and Benjam
in H

arshav, Stanford: Stanford U
niversity Press, 2003, 

pp.91

│92.
「
私
の
町
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク
へ
」は
、
ド
イ
ツ
軍
か
ら
の
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク
解
放
に
あ
た
り
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
隔
週
新
聞
『
団
結
（Eynikeyt

）』（
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ダ
ヤ
人
作
家
、
芸
術
家
、
科
学

者
委
員
会
の
た
め
の
刊
行
物
）
に
一
九
四
四
年
二
月
十
五
日
に
掲
載
さ
れ
た
（
同
、
二
一
二
頁
、

註
二
十
六
）。
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註
９　
《
雅
歌
》シ
リ
ー
ズ
は
五
部
作（
一
九
五
七
│
六
六
年
）で
あ
り
、
い
ず
れ
も
イ
ス
ラ
エ
ル
を
舞

台
と
す
る
。

註
10　

Chagall 1931, p.142.（
邦
訳
一
三
四
│
一
三
五
頁
。
邦
訳
は
一
部
変
更
し
た
。）

註
11　

シ
ャ
ガ
ー
ル
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
し
て
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
人
芸
術
家
と
し
て
フ
ラ
ン
ス

政
府
か
ら
こ
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を
受
注
し
、
一
九
五
二
年
か
ら
七
十
年
に
か
け
て
制
作
し

た
。
報
酬
の
受
取
は
辞
退
し
て
い
る
（Jacob Baal-T

eshuva, M
arc Chagall 1887

-1985, 
N
ew

 Y
ork: T

aschen, 1998, p.244

）。

註
12　

拙
稿
（「
シ
ャ
ガ
ー
ル
と
ユ
ダ
ヤ
美
術
│
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
反
映
さ
れ
た
ロ
シ
ア
時
代
の
作

品
│
」『
鹿
島
美
術
研
究
』二
〇
〇
九
年
、
四
一
四
│
四
二
四
頁
）で
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク
と
聖
地
の

並
置
に
つ
い
て
考
察
し
た
後
、
拙
稿
（「
シ
ャ
ガ
ー
ル
の
神
秘
主
義
思
想
」
二
〇
一
四
年
、
岡

山
大
学
、
六
九
│
七
一
頁
）で
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
全
体
に
つ
い
て
整
理
し
た
。

註
13　

平
面
図
及
び
各
々
の
窓
に
描
か
れ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
マ
ル
ト
ー
を
参
照
。　

Robert 
M

arteau, Les V
itraux de Chagall 1957-70, Paris: A

.C.M
A
ZO

, 1972, pp.26-27.

註
14　

Chagall 1931, p.103.（
邦
訳
九
四
頁
。）

註
15　

Sorlier 1989, p.229.（
邦
訳
二
六
四
頁
。）

註
16　

Sorlier 1989, p.112.（
邦
訳
一
一
六
│
一
一
七
頁
。）
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図１ マルク・シャガール
 《母と子》
 1973年頃
 カンヴァス・油彩　63×46㎝
 大分県立美術館蔵

図３ マルク・シャガール
 《ヴィテプスク》
 1914年頃
 紙にグアッシュとインディアインク
 24.8×19.2㎝
 個人蔵
 Jacob Baal-Teshuva, Marc Chagall 1887-

1985, p.13.

図２ マルク・シャガール
 《結婚》
 1911年
 カンヴァス・油彩　99.5×188.5㎝
 ジョルジュ・ポンピドゥ・センター、
 国立近代美術館蔵
  2005, Kat.13.

図４ ユーリー・ペン《秋》（習作）
 1911年　カンヴァス、ボール紙・油彩
 20.0×23.5㎝
 ベラルーシ国立美術館蔵
   , c .68.
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図５ マルク・シャガール
 《墓地》　1917年
 カンヴァス・油彩　69.3×100.0㎝
 ジョルジュ・ポンピドゥ・センター、
 国立近代美術館蔵
 『マルク・シャガール展』目録
 日本テレビ放送網、2002年、62頁。

図７ マルク・シャガール
 《朝》
 1948年　カンヴァス・油彩
 92.3×73.0㎝、個人蔵
 Meyer 1961, S.485.

図８ マルク・シャガール
 《黒い村》　1951年
 カンヴァス・油彩
 71.0×58.0㎝、個人蔵
 Meyer 1961, Kat.837.

図６ マルク・シャガール
 《墓地の門》　1917年
 カンヴァス・油彩　87.0×68.5㎝
 ジョルジュ・ポンピドゥ・センター、
 国立近代美術館蔵
 『マルク・シャガール展』目録、63頁。
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図９ マルク・シャガール
 《赤い空の村》　1951年
 カンヴァス・油彩　74.0×64.0㎝
 個人蔵
 Meyer 1961, Kat.841.

図11 マルク・シャガール
 《雅歌Ⅲ》　部分図
 著者撮影（2009年）

図10 マルク・シャガール
 《雅歌Ⅲ》　1960年
 布に貼った紙・油彩　120.0×149.0㎝
 「マルク・シャガール聖書の言葉」国立美術館蔵
 Jacob Baal-Teshuva, Marc Chagall 1887-1985, p.269.

図12 マルク・シャガール
 メッス　サン・テティエンヌ
 大聖堂ステンドグラス
 北側翼廊の窓　1960年　
 著者撮影（2009年）
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図13 マルク・シャガール
 メッス　サン・テティエンヌ大聖堂
 ステンドグラス
 北側翼廊の窓　部分図
 1960年
 著者撮影（2009年）

図14 マルク・シャガール
 メッス　サン・テティエンヌ大聖堂
 ステンドグラス
 北側翼廊の窓
 下絵　部分図
 Robert Marteau, Les Vitraux de 

Chagall 1957-70, p.33.
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研
究
ノ
ー
ト
：
吉
村
益
信
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
時
代
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》シ
リ
ー
ズ
の
展
開
を
中
心
と
し
た
一
考
察  

木
藤　

野
絵

は
じ
め
に

大
分
県
出
身
の
美
術
家
・
吉
村
益
信（
一
九
三
二
│
二
〇
一
一
）は
、
絵
画
、
彫
刻
、

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
多
岐
に
渡
る
創
作
活
動
を
行
っ
た

前
衛
芸
術
家
で
あ
る
。
武
蔵
野
美
術
大
学
卒
業
後
、
五
五
年
か
ら
六
二
年
ま
で
、
読
売

ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
に
出
品
。
六
〇
年
に
赤
瀬
川
原
平
、
風
倉
匠
、
篠
原
有
司
男
ら
と

と
も
に
、
ネ
オ
ダ
ダ
イ
ズ
ム
・
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
ズ
を
結
成
し
、
斬
新
な
路
上
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
に
よ
り
前
衛
美
術
シ
ー
ン
に
鮮
烈
な
印
象
を
残
し
た
。
六
二
年
か
ら
六
六
年
に

か
け
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
滞
在
し
、
石
膏
に
よ
る
立
体
作
品
《V

ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム

O
ID

ISM

》
を
中
心
に

創
作
活
動
を
展
開
。
帰
国
後
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
利
用
し
た
ラ
イ
ト
ア
ー
ト
や
、
動

物
の
剥
製
を
用
い
た
パ
ロ
デ
ィ
的
な
作
品
を
発
表
し
た
。

近
年
、
日
本
の
戦
後
美
術
へ
の
関
心
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
吉
村
の
作
品
が
改
め
て

注
目
さ
れ
て
い
る
。
大
分
県
立
美
術
館
は
吉
村
益
信
の
作
品
を
全
一
八
点
所
蔵
す
る

が
、
中
で
も
代
表
作
《
反
物
質;

ラ
イ
ト
・
オ
ン
・
メ
ビ
ウ
ス
》（
一
九
六
八
）
の
出
品

依
頼
が
増
え
つ
つ
あ
る
。
ヨ
コ
ハ
マ
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
２
０
１
４
（
横
浜
美
術
館
）
や

「
一
九
六
八
年 

激
動
の
時
代
の
芸
術
」展（
千
葉
市
美
術
館
、
北
九
州
市
立
美
術
館
、
静

岡
県
立
美
術
館
、
二
〇
一
八
│
一
九
）
で
紹
介
さ
れ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
。
メ
ビ
ウ

ス
の
輪
の
形
状
を
し
た
ス
テ
ン
レ
ス
の
立
体
に
電
球
の
光
が
走
る
同
作
は
、
ア
ー
ト
と

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
融
合
が
さ
か
ん
と
な
っ
た
大
阪
万
博
前
夜
の
表
現
傾
向
を
顕
著
に
示

す
作
品
と
し
て
今
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

海
外
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
九
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
キ
ャ
ス
テ
リ
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー

に
お
い
て
、「
１
９
６
３
│Boxing M

atch, Revisited,4 Sculptors

： Shusaku 

A
rakaw

a, A
y

│O
, Robert M

orris, M
asunobu Y

oshim
ura

（
１
９
６
３
│
ボ
ク

シ
ン
グ
・
マ
ッ
チ
再
考
、
４
人
の
彫
刻
家
：
荒
川
修
作
、
靉
嘔
、
ロ
バ
ー
ト
・
モ
リ
ス
、

吉
村
益
信
）」
と
い
う
展
覧
会
が
開
催
さ
れ【

註
１
】た

。
一
九
六
三
年
に
上
記
の
四
人
が
開
催

し
た
グ
ル
ー
プ
展
「Boxing M

atch

」
展
を
再
構
成
す
る
試
み
で
、
当
時
の
作
品
や
傾

向
の
近
い
作
品
が
展
示
さ
れ
た
。
具
体
や
も
の
派
、
草
間
彌
生
や
赤
瀬
川
原
平
ら
に
比

べ
、
こ
れ
ま
で
海
外
で
展
示
や
研
究
の
対
象
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
吉
村
が
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
主
要
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
貴
重
な
機
会
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
国
内
外
で
吉
村
益
信
へ
の
注
目
や
認
知
度
が
高
ま
る
中
、
二
〇
二
一
年

は
作
家
の
没
後
十
年
を
迎
え
る
。
今
後
、
残
さ
れ
た
作
品
や
資
料
の
調
査
研
究
を
深
め
、

さ
ら
な
る
展
観
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
特
に
謎
に
包
ま
れ

た
渡
米
時
代
の
作
家
の
思
考
や
足
跡
を
た
ど
り
、
渡
米
前
後
に
集
中
的
に
制
作
さ
れ
た

《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
る
。
本
研

究
ノ
ー
ト
で
は
、
吉
村
益
信
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
時
代
を
中
心
に
、
作
家
の
同
時
代
性
や

作
品
の
意
義
を
以
下
の
順
に
考
察
し
、
今
後
の
さ
ら
な
る
調
査
研
究
の
準
備
物
と
し
て

位
置
づ
け
た
い
。

㈠　

渡
米
前
夜
、《V

ヴ

ォ

イ

ド

O
ID

》の
発
表

㈡　

渡
米
初
期
、
同
時
代
の
美
術
動
向

㈢　
「Boxing M

atch

（
ボ
ク
シ
ン
グ
・
マ
ッ
チ
）」展（
１
９
６
３
）を
め
ぐ
っ
て
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一
、　

展
覧
会
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て

　
　
　

二
、　

出
品
作
家
の
相
関
関
係

　
　
　

三
、　

Ｂ
Ｍ
展
の
展
示
お
よ
び
出
品
作
に
つ
い
て

　
　
　

四
、　
《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》シ
リ
ー
ズ
の
展
開

（
一
）
渡
米
前
夜
、《V

ヴ
ォ
イ
ド

O
ID

》の
発
表

六
二
年
三
月
の
第
十
四
回 
読
売
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
に
お
い
て
、
吉
村
は《V

ヴ

ォ

イ

ド

O
ID

》

と
題
す
る
作
品
群
を
発
表
す
る
。
そ
れ
は
、
石
膏
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
中
空
の
直
方

体
や
立
方
体
を
、
柱
の
よ
う
に
林
立
さ
せ
た
り
、
積
み
重
ね
た
り
し
て
展
示
す
る
と
い

う
も
の
だ
っ
た
。《
ヴ
ォ
イ
ド
》
の
白
い
面
に
は
半
球
状
の
隆
起
や
、
指
で
横
に
刻
ま

れ
た
溝
が
あ
り
、
半
球
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
は
目
や
舌
の
よ
う
な
形
が
あ
っ
た
。
会
場

で
は
、
作
品
を
棺
桶
に
見
立
て
、
自
ら
中
に
入
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
っ
た
。

前
年
に
ウ
ィ
ス
キ
ー
の
空
き
瓶
を
利
用
し
た
《
サ
ダ
ダ
氏
の
応
接
室
》
で
周
囲
を
驚

か
せ
た
吉
村
が
、
作
風
を
が
ら
り
と
変
え
て
さ
ら
に
注
目
を
集
め
た
。
赤
瀬
川
原
平
は

サ
ダ
ダ
氏
の
熱
気
と
は
打
っ
て
変
っ
て
、
白
一
色
で
氷
結
し
た
よ
う
な
、
石
膏
の
膚

は
暖
か
い
も
の
だ
け
ど
、

何
か
整
然
と
し
た
、
モ

ノ
ク
ロ
ー
ム
の
作
品
と

し
て
の
統
一
感
を
も
っ

て
立
ち
並
ん
で
い
た
。

あ
の
ア
ナ
ー
キ
ー
な
熱

気
が
、
時
が
た
て
ば
こ

う
な
っ
て
く
る
の
か
と
、

そ
の
展
開
に
驚
い
た
。

と
語
っ
て
い【
註
２
】る

。《
ヴ
ォ

イ
ド
》
は
、
行
為
を
重
視
し
作
品
を
残
さ
な
い
ネ
オ
ダ
ダ
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
、
形
あ
る

制
作
へ
と
移
行
し
始
め
た
転
換
点
で
あ
る
と
言
え
る
。

会
場
に
足
を
運
ん
だ
美
術
評
論
家
の
滝
口
修
造
は
、
出
品
作
の
多
く
が
反
芸
術
的
傾

向
に
偏
り
形
骸
化
す
る
中
で
、
工
藤
哲
巳
と
吉
村
益
信
を
高
く
評
価
し
、
こ
う
述
べ
る
。

吉
村
益
信
の「
ヴ
ォ
イ
ド
」ま
た
は「
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
」と
命
名
し
た
作
品
群
は（
工

藤
哲
巳
と
）
お
よ
そ
対
照
的
に
、
石
こ
う
で
か
た
め
た
造
形
的
な
も
の
で
あ
り
、
む
し

ろ
建
築
的
で
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
形
態
を
そ
な
え
て
い
る
。
し
か
し
表
面
の
お
わ
ん

を
伏
せ
た
よ
う
な
半
球
状
に
突
き
出
し
た
レ
リ
ー
フ
の
配
列
は
装
飾
的
と
い
う
よ
り
も
、

突
飛
で
、
時
に
は
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
も
あ
る
。
そ
し
て
固
体
を
よ
そ
お
い
な
が
ら
内
部
は

が
ら
ん
ど
う
な
の
で
あ
り
、
一
部
に
は
ト
ビ
ラ
が
つ
い
て
い
る
。
だ
れ
が
そ
こ
か
ら
出

入
り
す
る
の
か
知
ら
な
い
が
、
い
わ
ば
空
虚
の
た
め
の
記
念
碑
と
も
い
う
べ
き
だ
ろ

う
【
註
３
】か

。
背
丈
ほ
ど
高
さ
の
あ
る
《
ヴ
ォ
イ
ド
》
は
、
存
在
感
を
放
ち
、
立
ち
並
ぶ
こ
と
に
よ

り
異
様
な
空
間
を
形
成
し
た
。
作
品
名
は
「
空
虚
」
や
「
空
白
」
を
意
味
し
、
石
膏
の
白

さ
が
そ
の
意
味
を
一
層
強
め
た
。
一
見
無
秩
序
に
見
え
る
半
球
の
配
列
や
装
飾
は
、
象

徴
性
を
帯
び
、
全
体
が
一
つ
の
祭
祀
の
場
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
た
。《
ヴ
ォ
イ

ド
》
は
、
吉
村
が
過
去
を
葬
り
、
次
な
る
造
形
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
、

最
初
の
例
と
言
っ
て
も
よ
い
。《
ヴ
ォ
イ
ド
》
を
節
目
に
し
た
作
風
の
変
化
に
つ
い
て
、

作
家
本
人
は
後
に
振
り
返
っ
て
こ
う
語
る
。

作
風
は
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
い
と
思
う
。
私
は
一
つ
の
目
標
に
達
し
た
時
点
で
自

分
を
ゼ
ロ
に
戻
す
。
そ
し
て
次
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
自
分
の
中
身
ま
で
変
わ
っ
て
応
答
し

て
い
く
の
が
私
の
や
り
方
。
停
滞
し
な
い
。
自
分
を
無
に
し
、
い
つ
で
も
ゲ
ー
ム
に
挑

戦
で
き
る
姿
勢
を
保
つ
。「
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
」は
そ
の
原

【
註
４
】点

。

続
く
ゲ
ー
ム
と
は
何
か
。
そ
れ
は
渡
米
と
い
う
試
練
で
あ
っ
た
。

【図１】 《ヴォイド》 1962年、
 石松健男撮影、大分市美術館蔵
 『吉村益信の実験展 ―応答と変容―』
 大分市美術館、2000年、41頁
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（
二
）
渡
米
初
期
、
同
時
代
の
美
術
動
向

ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
か
ら
お
よ
そ
半
年
後
、
六
二
年
の
八
月
末
に
吉
村
は
渡
米
し
た
。

日
本
に
戻
ら
な
い
覚
悟
の
上
で
の
渡
米
だ
っ
た
。
到
着
後
、
し
ば
ら
く
は
ウ
エ
ス
ト
サ

イ
ド
の
地
下
倉
庫
を
拠
点
と
し
、
そ
の
後
キ
ャ
ナ
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
の
ビ
ル
に
転
じ
た
。

美
術
家
と
し
て
の
活
動
の
み
で
暮
ら
す
こ
と
は
難
し
く
、
日
々
、
大
工
仕
事
な
ど
を
し

て
生
計
を
立
て
な
が
ら
創
作
活
動
を
続
け
た
。
吉
村
が
目
の
当
た
り
に
し
た
当
時
の

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ア
ー
ト
界
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

六
〇
年
代
初
頭
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
権
威
的
な
存
在
と
な
っ
た
抽
象
表
現
主
義

の
反
動
と
し
て
、
ジ
ャ
ス
パ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
や
ロ
バ
ー
ト
・
ラ
ウ
シ
ェ
ン
バ
ー
グ
に

よ
る
ネ
オ
ダ
ダ
や
、
フ
ラ
ン
ク
・
ス
テ
ラ
ら
に
よ
る
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
が
高
ま
り
を
見
せ

て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
多
様
な
表
現
の
移
入
が
進
み
、
廃
品
を
作
品

に
取
り
入
れ
た
ジ
ャ
ン
・
テ
ィ
ン
ゲ
リ
ー
、
ア
ル
マ
ン
ら
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・
レ
ア
リ
ス
ム

の
作
家
た
ち
も
活
動
し
て
い
た
。
日
々
刻
々
と
主
導
権
が
争
わ
れ
る
、
ア
ー
ト
の
動
乱

期
で
あ
る
。

特
に
六
二
年
十
一
月
、
シ
ド
ニ
ー
・
ジ
ャ
ニ
ス
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
た「
ニ
ュ
ー

レ
ア
リ
ス
ト
」
展
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
芸
術
運
動

「
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・
レ
ア
リ
ス
ム
」
の
作
家
を
招
聘
し
た
展
覧
会
だ
っ
た
が
、「
審
美
的
で

趣
味
的
で
弱
々
し【

註
５
】い

」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
家
よ
り
、
商
品
広
告
や
コ
ミ
ッ
ク
の
イ
メ
ー

ジ
を
使
っ
て
強
烈
に
視
覚
に
訴
え
か
け
た
、
ア
ン
デ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ル
や
ロ
イ
・
リ
ヒ

テ
ン
ス
タ
イ
ン
ら
ア
メ
リ
カ
の
作
家
に
注
目
が
集
ま
り
、
結
果
的
に
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
の

幕
開
け
を
告
げ
る
展
覧
会
と
な
っ
た
。

渡
米
か
ら
数
カ
月
し
か
経
っ
て
い
な
い
吉
村
が
こ
の
展
覧
会
を
観
た
か
ど
う
か
確
証

は
な
い
が
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
中
の
ア
ー
ト
関
係
者
の
話
題
を
さ
ら
っ
た
こ
の
展
覧
会
を

認
知
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
が
以
下
の
回
想
よ
り
分
か
る
。

当
時
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
、
ア
メ
リ
カ
初
の
純
国
産
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト

で
あ
る
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
旋
風
が
席
巻
し
て
い
て
、
画
廊
、
美
術
館
、
資
本
、
三
位
一
体

と
な
っ
て
そ
れ
は
い
わ
ば
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
近
い
、
異
様
と
も
い
え
る
熱
っ
ぽ
い
運

動
に
な
っ
て
い
た
。
日
本
人
に
限
ら
ず
、
外
国
人
に
は
鼻
も
ひ
っ
か
け
な
い
一
面
が
明

確
に
あ
っ
て
、
下
町
の
薄
汚
れ
た
ロ
フ
ト
に
た
て
こ
も
っ
て
独
自
の
方
法
で
制
作
し
て

い
る
作
家
た
ち
に
は
苦
し
い
時
代
で
あ
っ

【
註
６
】た

。

不
利
な
状
況
下
で
は
あ
る
が
、
吉
村
は
日
本
で
取
り
組
ん
で
い
た
《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ

ム
》を
継
続
し
、
制
作
に
意
欲
を
示
し
た
。（
作
品
に
つ
い
て
は（
三
）│
三
以
降
に
詳
述

す
る
。）吉
村
は
現
地
の
美
術
動
向
を
意
識
し
、
自
ら
の
作
風
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、

制
作
に
励
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
白
い
ボ
デ
ィ
に
日
用
品
か
ら
得
た
型
に

よ
る
形
態
を
配
し
た
《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》
は
、
石
膏
の
白
を
基
調
に
人
物
像
を
制
作

し
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
シ
ー
ガ
ル
や
、
廃
品
や
日
用
品
を
取
り
入
れ
た
ジ
ャ
ン
・
テ
ィ
ン
ゲ

リ
ー
、
ア
ル
マ
ン
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ス
ポ
エ
リ
ら
に
み
ら
れ
る
、
色
彩
よ
り
も
素
材
の
直

接
的
な
提
示
を
重
視
す
る
態
度
、
あ
る
い
は
、
物
質
と
形
態
の
相
互
関
係
を
探
る
態
度

を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

ネ
オ
ダ
ダ
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
、
自
己
の
ス
タ
イ
ル
を
埋
葬
す
る
、
こ
れ
ま
で
の
表
現

を
無
化
し
次
へ
切
り
替
え
る
、
と
い
う
自
己
批
判
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
《
ヴ
ォ
イ

デ
ィ
ズ
ム
》
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
同
時
代
の
諸
作
家
の
表
現
傾
向
と
共
振
し
、
さ

ら
な
る
発
展
の
可
能
性
を
持
ち
得
た
こ
と
が
、
シ
リ
ー
ズ
継
続
の
背
景
に
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
時
期
に
、
シ
リ
ー
ズ
の
名
称
が
、
状
態
を
示
す
《
ヴ
ォ
イ
ド
》
か
ら
、

主
義
・
思
想
を
示
す
「
イ
ズ
ム
」
を
伴
っ
た
《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》
へ
と
確
定
的
に
題
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
吉
村
の
肯
定
的
な
意
志
の
表
れ
と
言
え
よ
う
。

（
三
）「Boxing M

atch

（
ボ
ク
シ
ン
グ
・
マ
ッ
チ
）」展（
１
９
６
３
）を
め
ぐ
っ
て

吉
村
は
六
三
年
に
「Boxing M

atch

（
ボ
ク
シ
ン
グ
・
マ
ッ
チ
）」
と
題
す
る
グ
ル
ー

プ
展
出
品
の
機
会
を
得
る
。
こ
の
展
覧
会
は
、
一
九
六
三
年
の
二
月
二
十
七
日
か
ら
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三
月
二
十
四
日
ま
で
、Gordon’s Fifth A

venue Gallery

に
て
開
催
さ
れ
た「Boxing 

M
atch,4 Sculptors: Shusaku A

rakaw
a, A

y

│O
, Robert M

orris, M
asunobu 

Y
oshim

ura
（
ボ
ク
シ
ン
グ
・
マ
ッ
チ
、４
人
の
彫
刻
家
：
荒
川
修
作
、靉
嘔
、ロ
バ
ー
ト
・

モ
リ
ス
、
吉
村
益
信
）」（
以
下
「
Ｂ
Ｍ
展
」）
で
あ【

註
７
】る

。
前
述
の
「
１
９
６
３
│Boxing 

M
atch, Revisited

（
ボ
ク
シ
ン
グ
・
マ
ッ
チ
再
考
）」展（
以
下「
新
Ｂ
Ｍ
展
」）の
資
料

を
参
考
に
、
Ｂ
Ｍ
展
と
当
時
の
吉
村
の
創
作
活
動
を
以
下
の
よ
う
に
探
り
た
い
。

　
　

一
、
展
覧
会
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て

　
　

二
、
出
品
作
家
の
相
関
関
係

　
　

三
、
Ｂ
Ｍ
展
の
展
示
お
よ
び
出
品
作
に
つ
い
て

　
　

四
、《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》シ
リ
ー
ズ
の
展
開

　
　

一
、
展
覧
会
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て

展
覧
会
名
の
「Boxing M

atch

（
ボ
ク
シ
ン
グ
・
マ
ッ
チ
）」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、

四
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
互
い
に
表
現
を
ぶ
つ
け
合
う
場
、
と
い
う
意
味
が
容
易
に
連

想
さ
れ
る
。
展
覧
会
の
ポ
ス
タ
ー
に
は
、
モ
ハ
メ
ド
・
ア
リ
の
試
合
を
報
じ
る
新
聞
記

事
が
使
用
さ
れ
て
い【

図
２
】る

。
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
題
名
は
、
靉
嘔
に
よ
れ
ば
、
四
人
の
作
家

全
員
が
箱
型
の
作
品
を
制
作
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
拠【

註
８
】る

。
つ
ま
り“Box”
（
箱
）

と“Boxing”

が
か
け
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
直
接
的
な
理
解
の
他
に
、
私
は

こ
こ
で
、
展
覧
会
名
の
由
来
に
つ
い
て
、
あ
る
推
察
を
加
え
た
い
。

「Boxing M
atch

（
ボ
ク
シ
ン
グ
・
マ
ッ
チ
）」
は
、
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
代

表
作
《
彼
女
の
独
身
者
た
ち
に
よ
っ
て
裸
に
さ
れ
た
花
嫁
、
さ
え
も
》（
一
九
一
五
│

二
三
、
通
称
「
大
ガ
ラ
ス
」）
の
構
想
段
階
に
お
い
て
、
再
初
期
の
着
想
の
一
つ
と
し
て

一
九
一
三
年
に
制
作
し
た
が
、「
大
ガ
ラ
ス
」
本
体
に
採
用
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
作

品
の
名
で
あ
る
。
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
「
大
ガ
ラ
ス
」
に
関
す
る
図
面
、
草
稿
、
メ
モ
の
類

の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
版
を
収
め
た《
グ
リ
ー
ン
・
ボ
ッ
ク
ス
》（
一
九
三
四
）で
、「
花
嫁
」、「
濾

過
機
」、「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
粉
砕
機
」等
と
と
も
に「
ボ
ク
シ
ン
グ
の
試
合
」に
触
れ
て
い

る
。
し
か
し「
ボ
ク
シ
ン
グ
の
試
合
」は「
大
ガ
ラ
ス
」に
は
形
象
化
さ
れ
て
い
な【

註
９
】い

。

《Boxing M
atch

（
ボ
ク
シ
ン
グ
の
試
合
）》
と
は
、
あ
る
装
置
の
図
で
あ
る
。
球
体

の
衝
突
に
よ
り
歯
車
や
杭
打
ち
機
に
連
鎖
的
に
動
力
が
加
わ
り
、「
花
嫁
」
の
衣
装
を

ひ
き
ず
る
作
用
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ

】
10

【
註

る
。
作
品
に
は
装
置
の
図
の
他
、

仏
語
に
よ
る
図
の
説
明
文
が
手
描
き
で
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
同
じ
情
報
を
仏
語
で
タ
イ

ピ
ン
グ
し
た
紙
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。（
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美

術
館
所

】
11

【
註

蔵
）
同
作
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
自
ら
の
代
表
作
を
小
さ
な
サ
イ
ズ
に
複
製
し
て

ま
と
め
た
《Box in a V

alise

（
ト
ラ
ン
ク
の
中
の
箱
）》（
一
九
三
五
│
四
三
）
に
も
含

め
ら
れ
て
お
り
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
に
と
っ
て
重
要
な
作
品
の
一
つ
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と

が
で
き
る
。

靉
嘔
は
Ｂ
Ｍ
展
の
会
場
と
な
っ
た
ゴ
ー
ド
ン
・
フ
ィ
フ
ス
・
ア
ヴ
ェ
ニ
ュ
ー
・
ギ
ャ

【図２】 
1963─Boxing Match, Revisited, 4 Sculptors: Shusaku 
Arakawa, Ay-O, Robert Morris, Masunobu Yoshimura展
カタログ表紙
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ラ
リ
ー
で
前
年
に
個
展
を
開
催
し
て
お
り
、
Ｂ
Ｍ
展
の
発
起
人
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
彼

の
デ
ュ
シ
ャ
ン
傾
倒
が
展
覧
会
名
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
六
五
年

に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
コ
ル
デ
ィ
エ
・
エ
ク
ス
ト
ロ
ー
ム
画
廊
で
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
個
展
が

開
催
さ
れ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
《
ボ
ク
シ
ン
グ
の
試
合
》
を
写
真
に
撮
っ
て
再
構
築
し
た

同
名
の
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い【

図
３
】る

。
マ
ッ
ト
に
は
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
手
描
き
で“jam

ais 

utilisé pour le grand verre

（never used for large glass

）”

＝
「
大
ガ
ラ
ス
」
に

使
わ
れ
な
か
っ
た
、
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
正
確
な
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
よ
そ

同
時
期
に
靉
嘔
は
同
画
廊
に
出
入
り
し
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
本
人
に
急
接
近
し
て
い
た
そ

う【
註
８
】だ

。
ロ
バ
ー
ト
・
モ
リ
ス
、
靉
嘔
、
荒
川
修
作
、
吉
村
益
信
の
四
人
は
皆
、
デ
ュ
シ
ャ
ン

に
心
酔
し
た
作
家
た
ち
で
あ
る
。
荒
川
は
瀧
口
修
造
の
計
ら
い
で
日
本
か
ら
デ
ュ
シ
ャ

ン
に
手
紙
を
書
く
な
ど
し
、
渡
米
直
後
に
面
会
、
以
後
交
流
を
深
め
る
。
ロ
バ
ー
ト
・

モ
リ
ス
と
吉
村
も
デ
ュ
シ
ャ
ン
を
心
酔
し
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
に
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
た
作

品
を
複
数
制
作
し
て
い
る
。
彼
ら
は
デ
ュ
シ
ャ
ン
を
積
極
的
に
研
究
し
た
だ
ろ
う
し
、

デ
ュ
シ
ャ
ン
の
言
説
や
行
動
、
関
連
情
報
に
敏
感
で
あ
っ
た
は
ず

】
12

【
註

だ
。
こ
う
し
た
背
景

を
踏
ま
え
る
と
、
彼
ら
が
グ
ル
ー
プ
展
の
名
称
に
「Boxing M

atch

（
ボ
ク
シ
ン
グ
の

試
合
）」を
用
い
た
こ
と
は
、
偶
然
の
一
致
と
は
考
え
が
た
い
。

　
　

二
、
出
品
作
家
の
相
関
関
係

四
人
の
作
家
の
デ
ュ
シ
ャ
ン
崇
拝
以
外
の
共
通
点
と
し
て
、
活
動
拠
点
が
同
じ
エ
リ

ア
で
あ
っ
た
こ
と
も
記
し
て
お
く
。
靉
嘔
は
五
八
年
に
渡
米
し
、キ
ャ
ナ
ル
・
ス
ト
リ
ー

ト
に
ス
タ
ジ
オ
を
構
え
て
い
た
。
荒
川
や
吉
村
が
渡
米
す
る
数
年
前
で
あ
る
。
六
〇

年
代
初
頭
、
靉
嘔
は
オ
ノ
・
ヨ
ー
コ
や
ナ
ム
・
ジ
ュ
ン
・
パ
イ
ク
ら
と
交
遊
を
深
め
、

六
二
年
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
チ
ュ
ー
ナ
ス
が
率
い
た
「
フ
ル
ク
サ
ス
」
に
加
わ
り
、
日
本

人
と
し
て
は
い
ち
早
く
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
前
衛
シ
ー
ン
で
活
躍
し
た
。
住
居
の
あ
っ
た

キ
ャ
ナ
ル
・
ス
ト
リ
ー
ト
か
ら
、
フ
ル
ク
サ
ス
メ
ン
バ
ー
が
集
う
チ
ェ
ン
バ
ー
・
ス
ト

リ
ー
ト
の
オ
ノ
・
ヨ
ー
コ
の
ロ
フ
ト
ま
で
、
ロ
ー
ワ
ー
・
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
が
靉
嘔
の
活

動
拠
点
で
あ
っ
た
。

六
〇
年
に
西
海
岸
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
来
た
ロ
バ
ー
ト
・
モ
リ
ス
は
、
妻
で
あ
っ

た
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
の
シ
モ
ー
ネ
・
フ
ォ
ル
テ
ィ
を
通
し
て
、
東
海
岸
の
前
衛
に
触
れ
る
。

音
楽
家
の
ラ
・
モ
ン
テ
・
ヤ
ン
グ
の
紹
介
で
オ
ノ
・
ヨ
ー
コ
の
所
有
す
る
チ
ェ
ン
バ
ー
・

ス
ト
リ
ー
ト
の
空
き
ロ
フ
ト
を
住
居
兼
ア
ト
リ
エ
と
し
て
使
用
し
、
フ
ル
ク
サ
ス
の
メ

ン
バ
ー
と
交
流
を
深
め
た
。
六
一
年
に
荒
川
修
作
が
到
着
す
る
と
、
オ
ノ
・
ヨ
ー
コ
は

荒
川
に
ロ
フ
ト
の
一
部
を
提
供
す
る
こ
と
に
し
、
モ
リ
ス
は
退
去
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

る
が
、
そ
の
後
も
荒
川
が
モ
リ
ス
を
ロ
フ
ト
に
招
待
す
る
な
ど
、
良
好
な
関
係
を
築
い

た
よ
う

】
13

【
註

だ
。

【図３】 
Marcel Duchamp, Boxing Match（Combat de Boxe）　
マルセル・デュシャン《ボクシングの試合》
1916年以降、ニューヨークで制作
フォトモンタージュ、29.4×35.2㎝、
2013年、サザビーズにて売却済。

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/impressionist-
modern-art-day-sale-n09036/lot.321.html
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吉
村
益
信
は
一
足
遅
れ
て
、
六
二
年
の
夏
に
到
着
す
る
。
作
家
と
し
て
活
躍
し
て
い

た
靉
嘔
や
、ネ
オ
ダ
ダ
時
代
共
に
活
動
し
た
荒
川
の
存
在
は
、渡
米
直
後
の
吉
村
に
と
っ

て
精
神
的
な
支
え
と
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
吉
村
は
、
キ
ャ
ナ
ル
・
ス
ト

リ
ー
ト
で
制
作
を
行
い
、
後
に
チ
ェ
ン
バ
ー
・
ス
ト
リ
ー
ト
へ
移
転
し
て
い
る
。
Ｂ
Ｍ

展
参
加
作
家
の
四
人
が
皆
、
ロ
ー
ワ
ー
・
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
ご
く
狭
い
地
域
を
拠
点
と

し
、
活
動
領
域
の
重
な
り
や
交
友
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
、
グ
ル
ー
プ
展
開
催
に

繋
が
っ
た
と
推
し
測
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

三
、
Ｂ
Ｍ
展
の
展
示
お
よ
び
出
品
作
に
つ
い
て

キ
ャ
ス
テ
リ
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
開
催
さ
れ
た
新
Ｂ
Ｍ
展
の
カ
タ
ロ
グ
や
、
当
館
所
蔵

の
吉
村
に
関
す
る
資
料
か
ら
、
Ｂ
Ｍ
展
の
展
示
や
吉
村
の
出
品
作
に
つ
い
て
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
会
場
は
、
ミ
ニ
マ
ル
な
モ
リ
ス
、
ポ
ッ
プ
な
靉
嘔
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
荒
川
に
、
シ
ュ
ー
ル
と
ポ
ッ
プ
の
中
間
的
な
作
風
の
吉
村
と
が
、
一
緒

く
た
に
展
示
さ
れ
た
カ
オ
テ
ィ
ッ
ク
な
空
間
で
あ
り
な
が
ら
、
荒
削
り
な
四
人
の
ポ
ジ

テ
ィ
ブ
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
っ【

図
４
】た

。
同
展
は
、
歴
史
に
埋
も
れ
か
け
て
い
た
と
言
え
る

が
、
作
家
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
作
品
が
含
ま
れ
て
い
る
な
ど
、
看
過
で

き
な
い
点
が
多
い
。

例
え
ば
ロ
バ
ー
ト
・
モ
リ
ス
は
、
Ｂ
Ｍ
展
が
自
身
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
け
る
初
展

示
で
あ
り
な
が
ら
、
出
品
作
品
は
い
ず
れ
も
後
に
モ
リ
ス
の
初
期
代
表
作
と
し
て
認
め

ら
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
門
の
よ
う
な
形
状
の《Portal

（
ポ
ー
タ
ル
）》、
直
方
体
を
目

の
高
さ
に
吊
る
し
、
雲
の
よ
う
に
見
立
て
た
《U

ntitled

（Cloud

）》
の
他
、
木
製
の
箱

の
中
に
そ
の
箱
を
製
作
中
の
音
を
録
音
し
内
蔵
し
た
《Box W

ith T
he Sound of Its 

O
w
n M

aking

（
作
ら
れ
た
時
の
音
が
す
る
箱
）》（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
所
蔵
）が

展
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
一
部
は
六
四
年
に
グ
リ
ー
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
も
展
示

さ【
図
７
】れ

、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の
潮
流
を
示
す
一
例
と
し
て
高
い
評
価
を
得
た
。

Ｂ
Ｍ
展
の
展
示
を
観
る
と
、
吉
村
以
外
の
三
人
は
作
品
を
支
え
る
壁
や
展
示
台
を
必

要
と
し
た
の
に
対
し
、
単
体
で
自
律
す
る
《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》
は
会
場
の
中
央
の
空

間
を
多
く
占
め
た
。
そ
の
堂
々
と
し
た
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
一
際
目
を
引
く
も
の

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ロ
バ
ー
ト
・
モ
リ
ス
の
《
ポ
ー
タ
ル
》
が
《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》
の

奥
に
置
か
れ
、
作
品
の
全
体
像
を
俯
瞰
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る【

図
４
】し

、
荒
川
修
作

の
棺
桶
状
の
作
品
も
や
や
手
狭
な
置
か
れ
方
を
し
て
い【

図
６
】る

。
作
家
同
士
の
空
間
の
配
分

に
は
ど
の
よ
う
な
交
渉
が
あ
っ
た
の
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

吉
村
の
主
な
出
品
作
は
、
背
の
高
い
柱
状
の
も
の
、
サ
イ
コ
ロ
の
よ
う
な
立
方
体
の

も
の
、
床
に
横
倒
し
し
た
も
の
な
ど
、
様
々
な
ス
ケ
ー
ル
の
《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》
で

あ
る
。
個
別
に
は
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
オ
ブ
ジ
ェ
で
あ
る
同
作
を
、
複
数
体
多
方
向
に
設

置
す
る
こ
と
で
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
空
間
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
。

一
際
背
の
高
い
、
写
真
左
端
の
柱
状
の
も
の
に
は
開
閉
可
能
な
扉
が
付
き
、
中
に
小
さ

な
《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》
の
突
起
状
の
パ
ー
ツ
が
飾
ら
れ
て
お
り
、
展
示
ケ
ー
ス
の
よ

う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
も
面
白
い
。《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
最
大
限
に
示
さ
れ
た
展
示
と
言
え
よ
う
。

壁
面
に
は
長
方
形
を
横
長
に
、
あ
る
い
は
正
方
形
を
斜
め
に
し
た
レ
リ
ー
フ
状
の

《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》
が
展
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
当
館
が
所
蔵
す
る
五
点

の
《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》
の
い
く
つ
か
、
あ
る
い
は
全
て
は
、
こ
の
時
展
示
さ
れ
た
も

の
と
推
測
で
き
る
。【
図
４
】
の
右
の
壁
面
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
、
正
方
形
を
斜
め
に

し
た
作
品
は
当
館
所
蔵
の
《V

O
ID

ISM 【
図
８
】

1

》
と
、
横
長
の
目
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
あ
る
作

品
は
《V

O
ID

IS 【
図
９
】

M
5

》
と
合
致
す
る
。
こ
れ
ら
は
六
六
年
に
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

吉
村
が
ス
タ
ジ
オ
に
残
し
、
同
じ
ビ
ル
に
住
ん
で
い
た
升
沢
金
平
が
保
管
し
て
い
た
も

の
を
日
本
に
移
送
し
、
九
七
年
に
大
分
県
が
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
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【図４】 ＢＭ展会場風景（当館所蔵作家資料より）

【図５】 

【図６】 

【図９】 
吉村益信《VOIDISM 5》　1962年、
石膏、61.0×122.0×14.0、大分県立美術館蔵

【図７】 
ロバート・モリスのグリーンギャラリーでの個展
1964～65年 
Jeff rey Weiss on Robert Morris, Artforum 2019 
February より（Photo: Rudolf Burckhardt）

https://www.artforum.com/print/201902/jeff rey-weiss-on-
robert-morris-78375

【図10】 ＢＭ展出品作品

【図８】 
吉村益信《VOIDISM1》　1962年、
石膏、61.0×61.0×14.0、大分県立美術館蔵
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四
、《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》シ
リ
ー
ズ
の
展
開

続
い
て
、
ス
タ
ジ
オ
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
を
参
照
し
、
渡
米
前
後
の
《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ

ズ
ム
》
シ
リ
ー
ズ
の
変
化
を
考
察
す
る
。
ま
ず
突
起
部
分
の
形
態
に
変
化
が
認
め
ら
れ

る
。
半
球
状
の
突
起
部
分
に
は
、
丸
い
凹
み
や
穴
が
加
え
ら
れ
、
眼
球
の
よ
う
な
形
態

が
多
く
み
ら
れ
る
他
、
ゼ
リ
ー
の
型
（jello m

old

）
や
卵
の
パ
ッ
ク
な
ど
、
現
地
で
手

に
入
れ
た
で
あ
ろ
う
型
で
形
成
さ
れ
た
形
態
が
現
れ
、
こ
れ
ら
は
総
じ
て
渡
米
前
に
比

べ
大
き
く
目
立
つ
存
在
と
な
っ
て
い

】
11

【
図

る
。
作
品
の
高
さ
や
形
状
に
注
目
す
る
と
、
ト
ー

テ
ム
ポ
ー
ル
の
よ
う
に
複
数
の
形
態
が
付
い
た
、
背
の
低
い
柱
状
の
タ
イ
プ
が
多
く
見

ら
れ
る
。
目
や
舌
の
造
形
は
具
象
化
の
度
合
い
を
強
め
、
中
に
は
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
印

象
す
ら
与
え
る
も
の
も
あ
る
。
舌
の
下
に
「uram

eshiya

」
と
記
さ
れ
た
も

】
12

【
図

の
や
、
箱

の
中
に
口
が
あ
り
舌
に
「voidism

」
と
か
か
れ
た
も

】
13

【
図

の
も
あ
る
。
白
一
色
の
無
機
的
な

印
象
だ
っ
た
《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》
が
一
気
に
生
命
を
帯
び
、
言
語
に
よ
る
意
味
付
け

も
加
わ
り
、
一
体
一
体
の
作
品
と
し
て
の
個
性
が
増
し
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

吉
村
の《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》の
展
開
に
対
す
る
評
価
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
が
主
催
し
六
五
年
か
ら
六
七
年
ま
で
全
米
を
巡
回
し
た
企
画
展

「T
he new

 Japanese painting and sculpture

」（「
新
し
い
日
本
の
絵
画
・
彫
刻
」展
）

に
、《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》
が
選
出
さ
れ
、
会
期
中
に
同
館
の
収
蔵
作
品
と
な
っ
た
こ

と
が
一
つ
の
功
績
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
出
品
さ
れ
た
作
品
は
、《Coff er

（
貴
重
品
箱
、

あ
る
い
は
金
庫
）》と
題
さ
れ
た
オ
ブ
ジ
ェ
と
、
高
さ
の
異
な
る
二
つ
の
柱
が
対
に
な
っ

た
《T

w
o Colum

】
14

【
図ns

》
の
二
点
で
、
後
者
の
み
巡
回
開
始
か
ら
ま
も
な
く
Ｍ
ｏ
Ｍ
Ａ
が

購
入
し
て
い

】
14

【
註

る
。

《T
w
o Colum

ns

》
の
左
側
の
低
い
柱
は
ア
ク
リ
ル
ケ
ー
ス
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
他

に
は
見
ら
れ
な
い
仕
様
と
な
っ
て
い
る
。
ス
タ
ジ
オ
写
真
の
中
に
は
、
右
側
の
高
い
柱

と
同
一
作
と
考
え
ら
れ
る
作
品
の
写
真
が
あ

】
15

【
図

る
。「
新
し
い
日
本
の
絵
画
・
彫
刻
」
展

の
会
場
写
真
を
見
る
と
、
吉
村
の
二
点
は
川
島
猛
の
絵
画
（《
無
題
》
一
九
六
四
年
、
現

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
所
蔵
）
を
挟
ん
で
展
示
さ
れ
て
い

】
16

【
図

た
。
両
者
は
形
態
の
記

号
性
と
い
う
点
で
親
和
性
が
強
く
、
さ
ら
に
川
島
が
赤
、
吉
村
が
白
を
基
調
に
し
て
お

り
、
色
彩
的
に
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
成
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
近
現
代
美
術
を
牽
引
す
る
美
術
館
に
作
品
が
収
蔵
さ
れ
た
こ
と
は
作
家

に
と
っ
て
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
同
展
が
Ｍ
ｏ
Ｍ
Ａ
に
巡
回
す
る
前
に
、

吉
村
は
ビ
ザ
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
り
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
、
同
館
で
自
作
が
展
示

さ
れ
た
状
況
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
六
五
年
か

ら
六
六
年
に
か
け
て
は
同
時
期
に
複
数
の
展
覧
会
を
行
っ
て
お
り
、
滞
在
中
最
も
波
に

乗
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ

】
15

【
註

た
。
Ｍ
ｏ
Ｍ
Ａ
の
買
い
取
り
は
間
違
い
な
く
作
家
の
背
中
を

押
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

【図13】 ＢＭ展会場写真より

【図11】 【図12】 
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お
わ
り
に

「
ボ
ク
シ
ン
グ
・
マ
ッ
チ
」
展
を
起
点
に
、《
ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
》
シ
リ
ー
ズ
を
中
心

に
吉
村
益
信
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
時
代
の
制
作
や
活
動
を
振
り
返
っ
た
。
吉
村
が
約
4
年

と
い
う
短
い
渡
米
期
間
に
何
を
見
、
何
を
感
じ
、
ど
う
制
作
し
た
か
、
明
ら
か
で
な
い

こ
と
は
山
の
よ
う
に
あ
る
。
本
研
究
ノ
ー
ト
は
、
手
元
資
料
を
咀
嚼
す
る
に
留
ま
る
も

の
で
、
今
後
同
作
家
の
活
動
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
い
調
査
を
行
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

ま
た
、
吉
村
の
六
〇
年
代
、
つ
ま
り
渡
米
期
間
中
か
ら
帰
国
後
に
か
け
て
は
興
味
深
い

事
項
が
他
に
も
あ
る
。
新
Ｂ
Ｍ
展
で
展
示
さ
れ
た
コ
ラ
ー
ジ
ュ
な
ど
の
平
面
作
品
、
フ

ル
ク
サ
ス
や
ハ
プ
ニ
ン
グ
と
の
関
係
、
ネ
オ
ン
管
を
用
い
た
作
品
へ
の
転
換
と
万
博
に

か
け
て
の
仕
事
な
ど
、
引
き
続
き
調
べ
ま
と
め
て
い
き
た
い
。【図14】 

Masunobu Yoshimura, Two Columns
吉村益信《二つの柱》　1964年、
石膏、木、ボード、アクリル、木製台、
188.4×91.4×45.6㎝
ニューヨーク近代美術館蔵（作品情報は
以下所蔵品検索ページより）

https://www.moma.org/collection/works/81681?sov_
referrer=artist&artist_id=6514&page=1

【図16】 
The new Japanese painting and sculpture, 
Installation images
「新しい日本の絵画・彫刻」 展会場風景写真、
ニューヨーク近代美術館 展覧会ページより

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/2584?

【図15】 【図17】 
The new Japanese painting and 
sculpture : an exhibition. Selected 
by Dorothy C. Miller and William S. 
Lieberman. With and essay by William 
S. Lieberman, 1966, PP84─85
「新しい日本の絵画・彫刻」 展カタログ、
ドロシー・ミラーおよびウィリアム・リバー
マン企画、ウィリアム・リバーマン執筆、
1966年ニューヨーク近代美術館発行、
84─85頁
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【
脚 

註
】

【
註
１
】 1963

│Boxing M
atch, Revisited,4

Sculptors: Shusaku A
rakaw

a, A
y-O

, Robert 
M

orris, M
asunobu Y

oshim
ura

（1963

│
ボ
ク
シ
ン
グ
・
マ
ッ
チ
再
考
、４
人
の
彫
刻
家
：

荒
川
修
作
、
靉
嘔
、
ロ
バ
ー
ト
・
モ
リ
ス
、
吉
村
益
信
）２
０
１
９
年
３
月
６
日
〜
５
月
23
日
、

キ
ャ
ス
テ
リ
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

同
展
の
記
録
は
同
画
廊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
他
、
カ
タ
ロ
グ
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
カ
タ

ロ
グ
は
以
下
に
全
文
掲
載
。

https://w
w
w
.castelligallery.com

/publications/1963-boxing-m
atch-revisited

キ
ャ
ス
テ
リ
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
（Castelli Gallery

）
は
、
イ
タ
リ
ア
生
ま
れ
の
レ
オ
・
キ
ャ

ス
テ
リ
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
禍
を
逃
れ
て
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
移
設
し

運
営
し
た
画
廊
で
、１
９
５
８
年
に
は
ジ
ャ
ス
パ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
ロ
バ
ー
ト
・
ラ
ウ
シ
ェ

ン
バ
ー
グ
ら
ア
メ
リ
カ
抽
象
表
現
主
義
の
次
期
を
担
う
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
、
60
年
代
に
は

フ
ラ
ン
ク
・
ス
テ
ラ
、
サ
イ
・
ト
ゥ
ン
ブ
リ
、
ア
ン
デ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ル
、
ロ
バ
ー
ト
・
モ
リ

ス
ら
、
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
、
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
な
ど
幅
広
い
芸
術

運
動
を
支
え
た
。
１
９
９
９
年
、
創
業
者
の
レ
オ
・
キ
ャ
ス
テ
リ
没
後
は
、
３
番
目
の
妻

で
、具
体
美
術
協
会
や
も
の
派
な
ど
日
本
戦
後
美
術
研
究
家
の
バ
ー
バ
ラ
・
ベ
ル
ト
ッ
ツ
ィ
・

キ
ャ
ス
テ
リ
氏
が
運
営
し
て
い
る
。
新
Ｂ
Ｍ
展
は
同
氏
の
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
も
の
。

【
註
２
】 

赤
瀬
川
原
平
「
吉
村
益
信
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
変
遷
」、『
吉
村
益
信
の
実
験
展 

│
応
答
と
変

容
│
』大
分
市
美
術
館
、
２
０
０
０
年
、
15
頁

【
註
３
】 

滝
口
修
造「「
作
品
」の
危
機 

第
十
三
回
読
売
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
」、『
点
』１
９
６
３
年
、

み
す
ず
書
房
、
４
３
０
│
３
１
頁（
初
出　

読
売
新
聞 

、
１
９
６
２
年
３
月
16
日
）

【
註
４
】 

「
吉
村
氏
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」大
分
合
同
新
聞
、
２
０
０
０
年
１
月
３
日

【
註
５
】 

東
野
芳
明「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
レ
ポ
ー
ト
’63 

あ
る
い
はW

hat’s next?

」『
現
代
美
術
：
ポ

ロ
ッ
ク
以
後
』１
９
６
５
年
、
美
術
出
版
社
、
３
１
３
頁

【
註
６
】 

吉
村
益
信「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
に
わ
か
大
工
」、芸
術
新
潮
１
９
７
１
年
９
月
号
、１
４
３
頁

【
註
７
】 

「Boxing M
atch

（
ボ
ク
シ
ン
グ
・
マ
ッ
チ
）」
展
の
会
場
と
な
っ
たGordon’s Fifth 

A
venue Gallery

は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
ゴ
ー
ド
ン
氏
が
主
宰
す
る
画
廊

（
靉
嘔
の
証
言
）
で
、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
画
廊
に
つ
い
て
は
十
分
な
情
報
が
な
い
。
靉
嘔

は
Ｂ
Ｍ
展
の
前
年
に
こ
の
画
廊
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
初
個
展
を
実
現
し
て
い
る
。（「A

y-O

：

First O
ne M

an Show
 in U

.S.A
.

」１
９
６
２
年
９
月
12
日
〜
10
月
７
日
）

【
註
８
】 

日
本
美
術
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
・
ア
ー
カ
イ
ヴ
、
靉
嘔
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

（
２
０
１
１
年
11
月
６
日
、
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ア
ー
：
本
阿
弥
清
、
西
川
美
穂
子
、
加
治
屋
健
司
）

２
０
１
４
年
６
月
15
日
公
開

http://w
w
w
.oralarthistory.org/archives/ay-o/interview

_01.php

【
註
９
】 

《
ボ
ク
シ
ン
グ
の
試
合
》が「
大
ガ
ラ
ス
」に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
ど

の
時
点
で
公
表
し
た
か
、
明
確
な
答
え
は
調
査
不
足
だ
が
、
１
９
５
５
年
ア
メ
リ
カ
Ｎ
Ｂ

Ｃ
放
送
の
番
組
に
お
い
て
、
当
時
の
グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ
ム
美
術
館
館
長
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ジ
ョ

ン
ソ
ン
・
ス
ウ
ィ
ー
ニ
ー
と
の
対
談
の
中
で《
ボ
ク
シ
ン
グ
の
試
合
》が「
大
ガ
ラ
ス
」に
組

み
込
ま
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
、
戦
後
の
早
い
例
の
一
つ
と
言
え
る
。

マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
／
著
、
ミ
シ
ェ
ル
・
サ
ヌ
イ
エ
／
編
、
北
山
研
二
／
訳『
マ
ル
セ
ル
・

デ
ュ
シ
ャ
ン
全
著
作
』「
第
三
章　

批
評
家
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
／
ス
ウ
ィ
ー
ニ
ー
と

の
対
談
」１
９
９
５
年
、
未
知
谷
、
２
６
９
頁 

【
註
10
】 

グ
リ
ー
ン
・
ボ
ッ
ク
ス
に
お
け
る《
ボ
ク
シ
ン
グ
の
試
合
》の
解
説
は
前
掲
書
内
以
下
を
参
照
。

「
第
一
章　

花
嫁
の
ヴ
ェ
ー
ル
／
彼
女
の
独
身
者
た
ち
に
よ
っ
て
裸
に
さ
れ
た
花
嫁
、
さ
え

も
／
二
十 

ボ
ク
シ
ン
グ
の
試
合
」１
３
５
│
１
３
７
頁

【
註
11
】 M

arcel D
ucham

p, Boxing M
atch

（Com
bat de Boxe

）

マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン《
ボ
ク
シ
ン
グ
の
試
合
》１
９
１
３
年
、
グ
ラ
フ
ァ
イ
ト
、
色
鉛
筆
、

イ
ン
ク
、 

紙 31.1

×41.9㎝

、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館
蔵
（
ア
レ
ン
ズ
バ
ー
グ
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
）

【
註
12
】 

戦
後
の
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
国
際
的
な
再
評
価
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
け
る
発
表
活
動
は
、

ア
レ
ン
ズ
バ
ー
グ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
公
開
（
54
年
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館
）
や
デ
ュ

シ
ャ
ン
の
ア
メ
リ
カ
市
民
権
獲
得
（
55
年
）
を
経
て
、
急
速
に
進
展
す
る
。
60
年
に
は
英
国

の
美
術
家
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
が
《
グ
リ
ー
ン
・
ボ
ッ
ク
ス
》
を
英
訳
、
61
年
よ
り

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
研
究
者
ウ
ル
フ
・
リ
ン
デ
が
「
大
ガ
ラ
ス
」
の
レ
プ
リ
カ
を
作
成
開
始

す
る
な
ど
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
謎
に
迫
る
研
究
が
活
発
化
し
た
。
63
年
10
│
11
月
に
は
パ
サ

デ
ナ
美
術
館
で
ア
メ
リ
カ
初
の
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
大
規
模
個
展
が
開
催
。
65
年
に
コ
ル
デ
ィ

エ
・
エ
ク
ス
ト
ロ
ー
ム
画
廊
で
「
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
／
ロ
ー
ズ
・
セ
ラ
ヴ
ィ
の
／

に
よ
っ
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
そ
し
て
／
ま
た
は
見
損
な
っ
た
」
展
が
開
催
さ
れ
る
。
靉
嘔

を
中
心
と
し
た
Ｂ
Ｍ
展
メ
ン
バ
ー
の
《Boxing M

atch

（
ボ
ク
シ
ン
グ
の
試
合
）》
展
の
着

想
と
、
60
年
代
に
か
け
て
の
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
情
報
露
出
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
、
厳
密

な
前
後
関
係
は
こ
こ
で
は
突
き
止
め
な
い
が
、こ
う
し
た
機
運
の
中
で
４
人
の
作
家
が
デ
ュ

シ
ャ
ン
か
ら
大
い
に
創
作
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
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【
註
13
】 M

orris, Robert. “ST
U
D
IO

S.” Robert M
orris: T

en W
orks Five D

ecades. 
Castelli Gallery, N

ew
 Y

ork, 2012, PP.7-8, P.14. 

同
エ
ッ
セ
イ
は「
ボ
ク
シ
ン
グ
・
マ
ッ
チ
再
考
」展
カ
タ
ロ
グ【
註
１
】35
頁
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。

【
註
14
】 T

he new
 Japanese painting and sculpture

（「
新
し
い
日
本
の
絵
画
・
彫
刻
」展
）

同
展
は
65
年
の
４
月
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
美
術
館
で
開
幕
し
、
コ
ロ
ラ
ド
、
イ
リ
ノ
イ

と
数
カ
所
を
巡
回
し
た
後
、
66
年
10
月
19
日
か
ら
翌
年
１
月
２
日
に
か
け
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
近
代
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
。
戦
後
日
本
の
抽
象
画
や
、
具
体
美
術
協
会
、
陶
彫
や
木

彫
な
ど
の
立
体
作
品
等
を
包
括
的
に
紹
介
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
近
年
調
査
中
の
作
家
資

料
の
中
に
は
、
第
一
会
場
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
美
術
館
で
の
開
催
中
に
Ｍ
ｏ
Ｍ
Ａ
が
購

入
を
決
め
た
旨
を
吉
村
に
伝
え
る
レ
タ
ー
が
あ
る
。

【
註
15
】 

資
料
編
・
略
歴
参
照
。

－ 59 －－ 59 －



資
料
編
　
吉
村
益
信
作
家
略
歴

こ
の

略
歴

は
、

吉
村

本
人

が
英

語
で

タ
イ

プ
し

作
成

し
た

と
認

め
ら

れ
る

一
次

資
料

を
日

英
で

デ
ー

タ
化

し
た

も
の

で
あ

る
。

記
録

さ
れ

て
い

る
の

は
1984年

ま
で

の
情

報
で

あ
る

。
英

語
は

明
ら

か
な

タ
イ

プ
ミ

ス
と

思
わ

れ
る

も
の

以
外

は
原

典
に

即
し

て
表

記
し

た
。

日
本

語
は『

吉
村

益
信

の
実

験
展

』（
大

分
市

美
術

館
）
図

録
な

ど
を

参
考

に
し

な
が

ら
、

若
干

の
補

完
や

出
品

作
を

適
宜

加
え

て
記

し
た

。
当

該
資

料
は

、
吉

村
が

晩
年

拠
点

と
し

た
神

奈
川

県
秦

野
市

の
ア

ト
リ

エ
に

残
さ

れ
た

作
品

及
び

資
料

の
中

に
存

在
し

、
吉

村
没

後
、

個
人

が
保

管
す

る
も

の
で

、
他

の
資

料
も

含
め

て
現

在
調

査
中

で
あ

る
。

　【
英
語
】

C
AREER

1932 
─

 Born in O
ita, Japan.

1955 
─

 Graduated M
usashino A

rt School.
1955~62 ─

 Y
om

iuri Independent Exhibition.
1960~62 ─

 N
eo D

ada Group Show
.

1962 
─

 Cam
e to N

ew
 Y

ork.
1963 

─
 Four M

en Show
/Boxing M

atch/Gordon Fifth Gallery-N
ew

 Y
ork.

1964 
─

 N
ew

 Y
ork H

ilton H
otel Lobby/Boxing Show

.
1965 

─
 Group Show

/N
ew

 Eyes/Chrysler A
rt M

useum
-N

ew
 Y

ork.
 

 
T
he N

ew
 Japanese painting and Sculpture/T

he M
useum

 of M
odern A

rt, N
ew

 
Y
ork.

 
 

Exhibition of Japanese A
broad Europe A

m
erica/T

he N
ation M

useum
 of 

M
odern A

rt T
okyo.

1966 
─

 O
ne M

an Show
/H

ow
 to Fry/Castellane Gallery/N

ew
 Y

ork.
 

 
Sound Exhibition/N

ew
 Y

ork U
niversity Contem

porary Gallery.
 

 
O
ne M

an Show
/Japan Society Gallery/N

ew
 Y

ork.
 

 
Return to Japan.

 
 

Group Show
/Environm

ent/M
atsuya D

epartm
ent/T

okyo.
 

 
T
he 3

rd Exhibition for T
he First prize of T

he M
useum

 of Contem
porary A

rt 
N
agaoka/N

agaoka.
1967 

─
 O

ne M
an Show

/T
ransparent Cerem

ony/T
okyo Gallery

 
 

T
he 9

th T
okyo Biennale ’67/T

okyo/K
yoto

 
 

T
he M

ovem
ent of Contem

porary A
rt/T

he N
ational M

useum
 of M

odern A
rt/

K
yoto

1968 
─

 T
he 8

th Contem
porary A

rt Exhibition of Japan/T
okyo

 
 

Environm
ent ’68 /K

obe
 

 
T
he 1

st Contem
porary Sculpture Exhibition/Sum

a-K
obe

 
 

A
rtist of T

oday ’68/Y
okoham

a Shim
in Gallery

1969 
─

 Exhibition of Contem
porary Japanese A

rt/Fluorescent Chrysanthem
um

/
I.C.A

./London
 

 
T
he 9

th Contem
porary A

rt Exhibition of Japan/T
okyo

1970 
─

 Expo ’70/O
saka

 
 

Fabric pavilion/Expo ’70

 
 

Furukaw
a pavilion/T

hem
e D

isplay/Expo ’70
 

 
Festival plaza/Event produce/Expo ’70

 
 

H
um

an D
ocum

ents ’70/T
okyo Gallery

 
 

T
he 2

nd Contem
porary Sculpture Exhibition/Sum

a-K
obe

1971 
─

 T
he 10

th Contem
porary Exhibition of Japan/T

okyo
 

 
T
he 100 A

rtists of T
oday/T

he M
useum

 of M
odern A

rt/H
yogo

1972 
─

 O
ne M

an Show
/Gunm

o Buzo/Sato Gallery/T
okyo

1973 
─

 T
he 100 A

rtists Exhibition/M
ato Grosso Gallery/T

okyo
1974 

─
 T

he 11
th T

okyo Biennale ’74/T
okyo/K

yoto
 

 
Contem

porary 20 Sculptors in Japan ’74/T
okyo Central M

useum
1975 

─
 A

 Q
uarter Century of M

odern A
rt/T

okyo Central M
useum

 
 

「
N
ature of T

oday」’75/Y
okoham

a Shim
in Gallery

1976 
─

 A
rtists’ U

nion Sym
posium

 ’76/T
okyo

 
 

Japan N
ow

 A
rtists’ U

nion/San Francisco
 

 
Space of T

oday ’76/ Y
okoham

a Shim
in Gallery

1977 
─

 A
rtists’ U

nion Sym
posium

 ’77/T
okyo

1978 
─

 A
rtists’ U

nion Sym
posium

 ’78/FILE &
 LIFE/T

okyo
 

 
From

 W
ork of 1960/T

okyo Gallery
 

 
O
ne M

an Show
/In M

em
ory of M（

・
） Y（

,s） Feelings/Galerie V
ivant

1979 
─

 A
rtists’ U

nion Sym
posium

 ’79/T
he End of Seventieth/T

okyo
 

 
N
arrating Five Fingers of M

archand D
u Sel/O

ita Japan
1980 

─
 “Form

 and Rhetoric”/Sato Gallery/T
okyo

 
 

Shell A
w
ards A

rtists/T
okyo Central M

useum
 

 
Contem

porary Sculpture in Japan/K
anagaw

a Prefectural Gallery/Y
okoham

a
1981 

─
 O

ne M
an Show

/A
fter Jogging/Sato Gallery/T

okyo
1982 

─
 T

he 1960’s -A
 D

ecade of Change in Contem
porary Japanese A

rt/T
he N

ational 
M

useum
 of M

odern A
rt T

okyo
1983 

─
 T

rends of Japanese A
rt in the 1960s/T

okyo M
etropolitan A

rt M
useum

 
 

O
ne M

an Show
/Perspective on the tim

e/T
okiw

a Gallery/O
ita

 
 

Seicho Gellery/O
daw

ara
1984 

─
 O

ne M
an Show

/Instrum
ent of …

…
/Galerie V

ivant/T
okyo

PRIZE
1961 

─
 T

he 3
rd Shell Fine A

rt Prize
1968 

─
 T

he 8
th Contem

porary A
rt Exhibition of Japan/Grand Prize

C
O
LLEC

TIO
N

M
useum

 of M
odern A

rt/N
ew

 Y
ork

Chrysler A
rt M

useum
/N

ew
 Y

ork Buff alo
N
ational M

odern A
rt M

useum
/T

okyo
N
agaoka Contem

porary A
rt M

useum
/N

agaoka 
O
hara M

useum（
A
nnex）/K

urashiki
Japan Society/N

ew
 Y

ork
Rockefeller III Foundation/N

ew
 Y

ork
O
ita A

rt M
useum

/O
ita 

O
dakyu D

epartm
ent Store/H

alk/T
okyo

T
okyo M

etropolitan A
rt M

useum
Galleries, Com

panies, Collectors &
 e.t.c.

－ 60 －－ 60 －



　【
日
本
語
】

略
歴

1932年
 

大
分

生
ま

れ
1955年

 
武

蔵
野

美
術

大
学

卒
業

1955～
62年

 
読

売
ア

ン
デ

パ
ン

ダ
ン

展
 

　
＊《

サ
ダ
ダ
の
塔
》《

サ
ダ
ダ
の
応
接
間
》（

61
年
）、《

VO
ID
》（

62
年
）他

1960～
62年

 
ネ

オ
・

ダ
ダ

展
1962年

 
渡

米
、

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

1963年
 

グ
ル

ー
プ

展
／「

ボ
ク

シ
ン

グ
・

マ
ッ

チ
」
／

ゴ
ー

ド
ン

・
フ

ィ
フ

ス
・

ギ
ャ

ラ
リ

ー
 

　
＊《

VO
ID
ISM（

ヴ
ォ
イ
デ
ィ
ズ
ム
）》複

数
点（《

VO
ID
ISM

1
～

5》当
館
蔵
）

1964年
 

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

ヒ
ル

ト
ン

ホ
テ

ル
、

ロ
ビ

ー
／

ボ
ク

シ
ン

グ
シ

ョ
ー

1965年
 

グ
ル

ー
プ

展
／「

ニ
ュ

ー
ア

イ
ズ

」／
ク

ラ
イ

ス
ラ

ー
ア

ー
ト

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

、
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
 

在
外

日
本

人
作

家
展

─
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

と
ア

メ
リ

カ
／

東
京

国
立

近
代

美
術

館
 

　
＊《

月
時
計
》《

硬
貨
》（

東
京
国
立
近
代
美
術
館
蔵
）

 
「

新
し

い
日

本
の

絵
画

・
彫

刻
」展

／
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
近

代
美

術
館

、
他

巡
回

 
　
＊《

C
off er》《

Tw
o C

olum
ns》（

後
者
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
蔵
）

1966年
 

個
展

／「
ハ

ウ
・

ト
ゥ

ー
・

フ
ラ

イ
」
／

カ
ス

テ
レ

ー
ン

・
ギ

ャ
ラ

リ
ー

／
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
 

　
＊《

H
O
W
 TO

 FLY（
ハ
ウ
・
ト
ゥ
ー
・
フ
ラ
イ
）》（《

H
O
W
 TO

 FLY1、
2
当
館
蔵
）

 
サ

ウ
ン

ド
エ

ク
ス

ヒ
ビ

シ
ョ

ン
／

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

ユ
ニ

バ
ー

シ
テ

ィ
・
コ

ン
テ

ン
ポ

ラ
リ

ー
ギ

ャ
ラ

リ
ー

 
個

展
／

ジ
ャ

パ
ン

ソ
サ

エ
テ

ィ
ギ

ャ
ラ

リ
ー

／
ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
　
 

　
＊《

ARRESTED
 IN

 TH
E M

IRRO
RS（

ア
レ
ス
テ
ッ
ド
・
イ
ン
・
ザ
・
ミ
ラ
ー
ズ
）》他

 
　
　（

同
シ
リ
ー
ズ

1、
2
当
館
蔵
）

 
日

本
帰

国
 

グ
ル

ー
プ

展
／「

空
間

か
ら

環
境

へ
」

／
松

屋
／

東
京

 
第

３
回

長
岡

現
代

美
術

館
賞（

長
岡

現
代

美
術

館
／

長
岡

、
新

潟
）

1967年
 

個
展

／
ト

ラ
ン

ス
ペ

ア
レ

ン
ト

・
セ

レ
モ

ニ
ー

／
東

京
画

廊
 

第
９

回
日

本
国

際
美

術
展（「

東
京

ビ
エ

ン
ナ

ー
レ

」）
／

東
京

都
美

術
館

／
東

京
 

現
代

美
術

の
動

向
展

／
京

都
国

立
近

代
美

術
館

／
京

都
1968年

 
第

８
回

現
代

日
本

美
術

展
／

東
京

都
美

術
館

／
東

京
 

　
＊《

反
物
質
；
ラ
イ
ト
・
オ
ン
・
メ
ビ
ウ
ス
》コ

ン
ク
ー
ル
部
門
最
優
秀
賞

 
「

現
代

の
空

間
’68　

光
と

環
境

」展
／

そ
ご

う
／

神
戸

 
第

１
回

神
戸

現
代

野
外

彫
刻

展
／

須
磨

離
宮

公
園

／
神

戸
 

今
日

の
作

家
68年

展
／

横
浜

市
民

ギ
ャ

ラ
リ

ー
1969年

 
現

代
日

本
美

術
展「

蛍
光

菊
」
／

I.C.A
／

ロ
ン

ド
ン（

68年
12月

～
69年

1月
）

 
第

９
回

現
代

日
本

美
術

展
／

東
京

都
美

術
館

／
東

京
1970年

 
大

阪
万

博（
せ

ん
い

館
、

古
河

パ
ビ

リ
オ

ン
 テ

ー
マ

・
デ

ィ
ス

プ
レ

イ
、

お
祭

り
広

場
 

イ
ベ

ン
ト

プ
ロ

デ
ュ

ー
サ

ー
）

 
ヒ

ュ
ー

マ
ン

ド
キ

ュ
メ

ン
ツ

展
’70／

東
京

画
廊

／
東

京
 

第
２

回
神

戸
現

代
野

外
彫

刻
展

／
須

磨
離

宮
公

園
／

神
戸

1971年
 

第
10回

現
代

日
本

美
術

展
／

東
京

都
美

術
館

／
東

京
 

　
＊《

豚
・
pig lib；

》
 

今
日

の
100人

展
／

兵
庫

県
立

近
代

美
術

館
／

兵
庫

1972年
 

個
展

／「
群

盲
撫

象
」
／

サ
ト

ウ
画

廊
／

東
京

1973年
 

今
日

の
100人

展
／

マ
ド

・
グ

ロ
ッ

ソ
画

廊
／

東
京

1974年
 

第
11回

日
本

国
際

美
術

展（「
東

京
ビ

エ
ン

ナ
ー

レ
」）東

京
都

美
術

館
 

現
代

彫
刻

20／
東

京
セ

ン
ト

ラ
ル

美
術

館
1975年

 
現

代
美

術
四

半
世

紀
展

／
東

京
セ

ン
ト

ラ
ル

美
術

館
 

今
日

の
静

物
・

展
／

横
浜

市
民

ギ
ャ

ラ
リ

ー
1976年

 
ア

ー
テ

ィ
ス

ト
・

ユ
ニ

オ
ン

・
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
’76／

東
京

都
美

術
館

／
東

京
 

「
ジ

ャ
パ

ン
・

ナ
ウ

」ア
ー

テ
ィ

ス
ト

・
ユ

ニ
オ

ン
／

サ
ン

フ
ラ

ン
シ

ス
コ

 
今

日
の

空
間

展
／

横
浜

市
民

ギ
ャ

ラ
リ

ー
1977年

 
ア

ー
テ

ィ
ス

ト
・

ユ
ニ

オ
ン

・
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
’77／

東
京

都
美

術
館

／
東

京
1978年

 
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
・

ユ
ニ

オ
ン
・
シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム「

FILE &
 LIFE」

／
東

京
都

美
術

館
／

東
京

 
1960年

の
作

品
よ

り
／

東
京

画
廊

 
個

展「
In M

em
ory of M（

・
） Y（

,s） Feelings」
／

ギ
ャ

ル
リ

ー
ヴ

ィ
ヴ

ァ
ン

／
東

京
1979年

 
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
・

ユ
ニ

オ
ン
・
シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム「

70年
代

の
終

焉
」
／

東
京

都
美

術
館

／
東

京
 

塩
商

人
の

語
本

指
／

府
内

画
廊

／
大

分
1980年

 
「

か
た

ち
と

レ
ト

リ
ッ

ク
」展

／
サ

ト
ウ

画
廊

／
東

京
 

シ
ェ

ル
美

術
賞

展
／

東
京

セ
ン

ト
ラ

ル
美

術
館

 
現

代
彫

刻
の

歩
み

展
／

神
奈

川
県

民
ホ

ー
ル

／
横

浜
1981年

 
個

展
／「

ジ
ョ

ギ
ン

グ
の

後
で

」展
／

サ
ト

ウ
画

廊
／

東
京

1982年
 

「
1960年

代
─

現
代

美
術

の
転

換
期

」
／

東
京

国
立

近
代

美
術

館
／

東
京

1983年
 

「
現

代
美

術
の

動
向

II 1960年
代

」展
─

／
東

京
都

美
術

館
／

東
京

 
個

展「
パ

ー
ス

ペ
ク

テ
ィ

ブ
・

オ
ン

・
ザ

・
タ

イ
ム

」
／

ト
キ

ハ
デ

パ
ー

ト
他

1984年
 

個
展「

…
…

の
道

具
」
／

ギ
ャ

ル
リ

ー
ヴ

ィ
ヴ

ァ
ン

／
東

京

受
賞
歴

1961年
 

第
４

回
シ

ェ
ル

美
術

賞
展

３
等

1968年
 

第
８

回
現

代
日

本
美

術
展

、
コ

ン
ク

ー
ル

部
門

最
優

秀
賞

コ
レ
ク
シ
ョ
ン

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

近
代

美
術

館
／

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

ク
ラ

イ
ス

ラ
ー

ア
ー

ト
ミ

ュ
ー

ジ
ア

ム
／

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク

、
バ

ッ
フ

ァ
ロ

ー（
未
確
認
）

東
京

国
立

近
代

美
術

館
／

東
京

長
岡

現
代

美
術

館（
現
在
、
駒
形
十
吉
記
念
美
術
館
よ
り
新
潟
県
立
近
代
美
術
館
に
寄
託
） 

大
原

美
術

館
／

倉
敷（

未
確
認
）

ジ
ャ

パ
ン

ソ
サ

エ
テ

ィ
／

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク（

未
確
認
）

ロ
ッ

ク
フ

ェ
ラ

ー
財

団
／

ニ
ュ

ー
ヨ

ー
ク（

未
確
認
）

大
分

市
美

術
館

／
大

分
小

田
急

デ
パ

ー
ト

／
ハ

ル
ク

／
東

京（
未
確
認
）

東
京

都
美

術
館（

現
在
、
東
京
都
現
代
美
術
館
所
蔵
）

こ
の

他
、

画
廊

、
企

業
、

コ
レ

ク
タ

ー
等

－ 61 －－ 61 －



　

作
品
紹
介　

生
野
祥
雲
齋
作《
重
陽
華
盛
籃
》  

柴
﨑　

香
那

は
じ
め
に 

生
野
祥
雲
齋
（
一
九
〇
四
―
一
九
七
四
）
は
別
府
市
出
身
の
竹
工
芸
作
家
で
あ
り
、

竹
工
芸
分
野
で
初
め
て
重
要
無
形
文
化
財
「
竹
芸
」
の
保
持
者
（
人
間
国
宝
）
と
し
て
認

め
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
一
九
二
三
年
（
大
正
十
二
年
）
に
佐
藤
竹
邑
齋
（
一
九
〇
一

―
一
九
二
九
）
に
師
事
し
二
年
後
に
は
独
立
、
皇
室
へ
の
献
上
品
等
を
制
作
し
つ
つ
、

一
九
四
〇
年
（
昭
和
十
五
年
）
に
は
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
美
術
展
覧
会
で
初
め
て
入

選
す
る
。
そ
の
後
も
新
文
展
、
日
展
に
度
々
入
選
、
一
九
五
九
年
（
昭
和
三
十
四
年
）

に
は
日
展
会
員
と
な
る
。
一
九
六
七
年
（
昭
和
四
十
二
年
）
に
重
要
無
形
文
化
財
保
持

者
に
認
定
さ
れ
、
一
九
六
九
年
（
昭
和
四
十
四
年
）
に
は
紫
綬
褒
章
を
受
章
し
た
。
作

風
は
初
期
の
緻
密
な
編
組
を
用
い
た
作
品
か
ら
、
彫
刻
的
で
空
間
を
意
識
し
た
作
品
、

そ
し
て
竹
自
体
の
美
し
さ
を
表
す
よ
う
な
作
品
へ
と
変
化
し
た
。

大
分
県
立
美
術
館
で
は
こ
の
生
野
祥
雲
齋
の
作
品
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
核
を
成
す

も
の
の
一
つ
と
し
て
お
り
、
作
品
七
十
四
点
、
資
料
二
点
を
収
蔵
し
て
い
る
。

今
回
は
生
野
祥
雲
齋
の
作
品
の
な
か
で
も
、
近
頃
新
た
に
発
見
さ
れ
た
作
品
の
特
徴
、

作
風
の
変
遷
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
た
い
。

生
野
祥
雲
齋
作《
重
陽
華
盛
籃
》（
口
絵
６
）は
、
竹
と
籐
で
編
ま
れ
、
漆
塗
を
施
し
た

作
品
で
、
寸
法
は
高
さ
十
二
・
四
㎝
、
径
三
十
三
・
〇
㎝
で
あ
る
。
制
作
年
は
一
九
五
三

年（
昭
和
二
十
八
年
）と
、
作
家
と
し
て
は
中
期
の
制
作
に
当
た
る
。
一
九
八
五
年（
昭

和
六
十
年
）に
大
分
県
立
芸
術
会
館
で
開
催
さ
れ
た「
生
野
祥
雲
齋
展
」の
図
録
に
、
参

考
図
版
と
し
て
本
作
品
の
画
像
が
掲
載
さ
れ
て
い（

註
１
）た

が
、
今
回
初
め
て
所
在
が
判
明
し
、

作
品
が
再
発
見
さ
れ
た
。

作
品
概
要

本
作
品
は
祥
雲
齋
作
品
で
は
現
存
作
例
が
少
な
い
唐
物
の
作
風
で
あ
る
。
竹
工
芸
作

品
に
お
け
る
「
唐
物
」
と
は
、
中
国
か
ら
の
舶
来
品
で
あ
っ
た
竹
籃
を
模
し
た
形
状
で
、

一
般
的
に
は
緻
密
に
編
ま
れ
て
お
り
、
美
し
い
対
称
性
や
均
一
性
を
特
徴
と
す
る
作
品

を
指
す
。
祥
雲
齋
作
品
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
唐
物
」
の
作
品
は
初
期
か
ら
中

期
に
制
作
さ
れ
た
。《
し
た
た
れ
編
仿
古
花
籠
》（
図
１
）
や
、《
仿
古
投
入
華
籃
》（
い

ず
れ
も
大
分
県
立
美
術
館
所
蔵
）な
ど「
古
に
倣
っ
た
」と
さ
れ
る
作
品
が
例
に
挙
げ
ら

れ
る
。

本
作
品
は
現
存
す
る
作
家
の
作

品
の
中
で
唯
一
「
六
つ
目
菊
編
」

と
い
う
編
組
法
を
用
い
た
作
品
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
が
作
品
名
の

「
重
陽
」
の
由
来
で
あ
ろ
う
。
皇

室
の
象
徴
で
あ
る
菊
を
モ
チ
ー
フ

と
し
て
採
用
し
た
と
い
う
意
図
も

考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
籃

の
底
に
は
竹
が
一
片
通
し
て
あ
り
、

「
祥
雲
齋
造
之
」
の
彫
銘
が
施
さ

れ
る
（
図
２
）。
ボ
ウ
ル
の
よ
う

な
円
形
で
浅
め
の
籃
に
、
半
分
に

割
っ
た
細
身
の
竹
を
籃
の
底
に

図１　生野祥雲齋《したたれ編仿古花籠》図２　彫銘
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「
井
」
の
字
の
よ
う
に
交
差
さ
せ

て
渡
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
内

側
の
十
字
形
の
よ
う
に
区
分
け
さ

れ
た
部
分
を
六
つ
目
菊
編
で
、
外

側
の
扇
形
の
よ
う
な
部
分
を
六
つ

目
編
で
編
み
分
け
る
。
見
込
み
の

竹
の
表
面
に
は
、
六
つ
目
菊
編
と

六
つ
目
編
の
二
つ
の
面
を
つ
な
ぐ

よ
う
に
虫
止
め
や
二
種
類
の
十
字

縛
り
が
籐
で
施
さ
れ
て
い
る
。
縁

に
平
た
く
成
型
し
た
竹
を
回
し
、

大
和
結
び
で
巻
き
付
け
る
。
さ
ら

に
一
段
輪
違
い
紋
の
よ
う
に
立
ち

上
げ
、
そ
の
上
に
籐
巻
を
加
え（

註
２
）る

。

珍
し
い
編
組
に
も
目
を
奪
わ
れ
る

が
、
改
め
て
籐
飾
り
の
優
れ
た
技

術
力
を
示
す
、
祥
雲
齋
の
優
品
で

あ
る
。

本
作
品
に
は
外
箱
と
内
袋
が
付

属
し
て
お
り
、外
箱
は
蓋
表
に「
重

陽
華
盛
籃
」の
銘（
図
３
）が
、蓋
裏
に「
癸
巳
秋
口　

祥
雲
齋
造「
祥
雲
齋
」（
白
文
方
印
）」

の
落
款
印
章
が
記
さ
れ
る
（
図
４
）。
内
袋
に
は
「
祥
雲
齋
」（
白
文
長
方
印
）
の
印
章
が

捺
さ
れ
る
（
図
５
）。
こ
れ
ら
の
彫
銘
、落
款
、二
種
類
の
「
祥
雲
齋
」
の
印
章
は
、先
行

研
究
で
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
と
一
致（

註
３
）し

、
作
家
本
人
の
作
品
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

本
作
品
の
位
置
づ
け

次
に
本
作
品
の
祥
雲
齋
の
作
風
変
遷
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
た

い
。
本
作
品
は
一
九
五
三
年
十
一
月
に
完
成
し
た
、
大
分
県
よ
り
高
松
宮
（
一
九
〇
五

―
一
九
八
七
）
へ
の
献
上
品
と
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
献
上
の
経
緯
は
、

一
九
五
三
年
十
一
月
二
十
四
日
付
の
大
分
合
同
新
聞
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
一
九
五
二
年
（
昭
和
二
十
七
年
）
に
第
七
回
天
皇
賜
杯
全
日
本
軟
式
野
球
大
会

が
大
分
県
で
開
催
さ
れ
た
お
り
に
高
松
宮
が
来
豊
し
た
た
め
、
そ
の
お
み
や
げ
と
し
て
、

祥
雲
齋
の
竹
籃
を
県
が
発
注
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ（

註
４
）る

。
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
も
「
玉

垣
に
菊
の
花
を
あ
し
ら
っ
た
新
し
い
作（

註
５
）品

」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
本
作
品
の
特
徴
と
一

致
す
る
。

本
作
品
が
制
作
さ
れ
た
一
九
五
三
年
は
、
祥
雲
齋
に
と
っ
て
大
き
な
転
換
点
の
ひ
と

つ
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い（

註
６
）る

。
そ
の
直
接
の
原
因
と
な
る
出
来
事
は
、
第
九
回
日

本
美
術
展
覧
会
に
《
仿
古
盛
籃
》（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
所
蔵
）
が
落
選
し
た
こ
と
で

あ
る
。
祥
雲
齋
は
一
九
四
三
年（
昭
和
十
八
年
）制
作
の《
時
代
竹
編
盛
籃 

心
華
賦
》の

よ
う
な
、
後
に
自
身
の
代
名
詞
と
も
な
る
新
た
な
編
組
で
、
ひ
ご
を
直
線
的
に
組
み
あ

げ
た「
櫛
目
編
」の
作
品
に
よ
っ
て
、
既
に
新
機
軸
を
打
ち
出
し
て
い
た
。《
仿
古
盛
籃
》

の
落
選
は
、
そ
の
櫛
目
編
作
品
で
の
九
度
の
入
選
の
後
の
出
来
事
で
、
こ
れ
に
つ
い
て

友
永
尚
子
氏
は
「
古
典
に
新
た
な
方
向
を
求
め
た
も
の
の
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
」

と
述
べ
て
い（

註
７
）る

。

こ
こ
で
同
年
に
制
作
さ
れ
た
二
作
品
を
比
較
し
て
み
る
と
、《
仿
古
盛
籃
》
は
松
葉

編
（
図
６
）、《
重
陽
華
盛
籃
》
は
六
つ
目
菊
編
（
図
７
）
と
、
い
ず
れ
も
細
い
ひ
ご
で
の

緻
密
な
編
み
を
必
要
と
し
、
高
級
感
や
優
美
さ
を
表
す
編
組
を
用
い
て
い
る
。
制
作
年

代
が
近
い
こ
と
、
編
組
の
表
す
特
徴
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
同
じ
造
形
志

向
の
も
と
に
制
作
さ
れ
た
作
品
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

皇
室
へ
の
献
上
品
と
い
う
背
景
か
ら
古
典
的
な
作
風
の
作
品
を
制
作
し
た
と
い
う
こ

図３　蓋表銘図４　蓋裏落款印章図５　内袋印章
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と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
後

一
九
五
八
年
（
昭
和
三
十
三
年
）

に
昭
和
天
皇
に
献
上
し
た《
花
籃
》

（
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
所
蔵
）

は
、
櫛
目
編
で
炎
の
ゆ
ら
め
く
様

子
を
造
形
的
に
表
し
た
《
炎
》（
図

８
）（
大
分
県
立
美
術
館
所
蔵
）
の

同
形
作
品
で
あ
り
、
櫛
目
編
と
い
う
新
た
な
編
組
に
、
今
ま
で
の
竹
工
芸
に
な
か
っ
た

造
形
的
感
覚
が
備
わ
っ
た
、
む
し
ろ
革
新
的
な
作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
献
上
品
で
あ

る
こ
と
と
作
風
と
は
必
ず
し
も
関
連
し
な
い
。
こ
の
献
上
品
二
作
品
の
対
比
に
よ
っ
て
、

今
回
の
《
重
陽
華
盛
籃
》
は
献
上
品
で
あ
っ
て
も
例
外
な
く
当
時
の
祥
雲
齋
の
造
形
志

向
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
本
作
品
は《
炎
》や《
陽

炎
》（
大
分
県
立
美
術
館
所
蔵
）
の
よ
う
な
造
形
的
作
品
へ
と
舵
を
切
る
前
の
、
古
典
的

編
組
法
と
新
し
い
造
形
的
感
覚
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
試
行
錯
誤
の
一
時
期
を
よ
り

鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
本
作
品
は
令
和
二
年
度
末
に
大
分
県
立
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
た
。
今
後
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
展
等
で
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

【
註
】

（
註
１
） 大
分
県
立
芸
術
会
館『
生
野
祥
雲
齋
展
』、
一
九
八
五
年
、

（
註
２
） そ
れ
ぞ
れ
の
編
組
法
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
別
府
産
業
工
芸
試
験
所
『
竹
編
組

技
術
資
料　
〈
基
礎
技
術
編
〉』、
一
九
九
一
年
、『
竹
編
組
技
術
資
料　
〈
応
用
技
術
編
〉』

一
九
九
二
年
を
参
照
し
た
。

（
註
３
）（
註
１
）前
掲
文
献

（
註
４
） 「
高
松
宮
に
竹
製
の
花
カ
ゴ
を
贈
る
」『
大
分
合
同
新
聞
』一
九
五
三
年
十
一
月
二
十
四
日

（
註
５
） （
註
４
）前
掲
文
献

（
註
６
） 友
永
尚
子
「
明
治
後
期
以
降
の
大
分
の
竹
工
芸
の
展
開
⑵　

昭
和
後
期
以
降
の
展
開　

│
生

野
祥
雲
齋
を
中
心
に
」
公
益
財
団
法
人
大
分
県
芸
術
文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
・
大
分
県
立

美
術
館『
大
分
県
立
美
術
館　

研
究
紀
要　

第
２
号
』、
二
〇
一
八
年
、

（
註
７
） （
註
６
）前
掲
論
文

【
図
版
出
典
】

（
図
６
、７
）大
分
県
別
府
産
業
工
芸
試
験
所『
竹
編
組
技
術
資
料〈
基
礎
技
術
編
〉』、
一
九
九
一
年

図８　生野祥雲齋《炎》

図６　松葉編

図７　六つ目菊編
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Elucidation of the ideological background inherent
 in Masaharu Sato’s work

Hisashi Utsunomiya

Masaharu Sato’s work refl ects “Four teachings of Buddhism”
Masaharu Sato （1973 ─ 2019） created animations and fl at works using the “rotoscope” technique of 

carefully tracing everyday landscapes with a video camera or camera and then carefully tracing them 
with a pen tool on a personal computer. Sato’s work features a screen in which real and virtual images are 
mixed. Therefore, it has a unique view of the world that makes the viewer feel the presence of things that 
are refl ected in the present, as well as the uncertainties and fragility that are the opposite, such as “absence/
absence of existence”.
Sato’s work is created by a modern method called “rotoscope”, but what is refl ected in the work is the 

“Four teachings of Buddhism” that is the basis of Buddhist doctrine left by Buddha 2500 years ago. “Four 
teachings of Buddhism” is composed of “Impermanence of all things”, “Idea that all things in the universe 
lack their own unchangeable substances”, “All things are causes of suff erings” and “Enlightenment leads to 
serenity”.
The reason is that when we confront Sato’s work, the “impression that real and virtual images are 

mixed, the uncertainty of the existence of things, and the fragility” make us feel “Impermanence of all 
things” and “Idea that all things in the universe lack their own unchangeable substances”. In the “brilliance 
of life” that you feel with it, you understand and accept the principles of the world, “Impermanence of all 
things”, “Idea that all things in the universe lack their own unchangeable substances”, and “All things are 
causes of suff erings”, blow out the fl ames of worldly desires, and express a state of enlightenment with a 
stable mind. This is because it is thought to refl ect “Enlightenment leads to serenity”.
In this essay, while looking at Sato’s masterpieces, using a technique derived from the field of 

animation called rotoscoping, I will research that his works are established as artwork and refl ect the 
theory of the world that Buddha preached. I will try to clarify its uniqueness and examine the impact on 
society through the footprints and works left in the art world.
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Note on Heihachiro Fukuda’s Sketch Book in 1932 

Shinsaku Munakata

Heihachiro Fukuda （1892─1974）, a Japanese - style painter from Oita prefecture, was a painter based 
on Kyoto from the Taisho（1912─1926） era to the Showa（1926 ─ 1989） era, who continued to challenge 
the expression of innovative Japanese paintings. Especially in the Showa era, when Fukuda became the 
centerpiece of the painting art world, he established a modern style that incorporates a bold modeling with 
bright colors and simplifi cation.
What was fundamental for Fukuda’s painting was the “shasei（sketching）” that Fukuda worked hard 

on a daily basis. Fukuda recalled the signifi cance and method of sketching for himself, and it is clear that 
he considered sketching to be the basis of painting.
Oita Prefectural Art Museum has a collection of 109 paintings by Heihachiro Fukuda and 2,192 

painting material centered on sketches. This painting material includes a sketchbook that Fukuda carried 
with him when he went out, a sketch drawn on a single sheet of paper, and a concept sketch for painting. 
The contents drawn are centered on animals and plants such as fl owers, trees, fruits, birds, beasts, insects, 
seafoods, as well as natural scenery such as water, clouds, snow, ice. Moreover he painted foods and other 
peoples’s art as copy.
These sketches have extreme importance, showing Fukuda’s interest as an artist and concretely 

showing the process and trials of the production. In addition, a major feature of Fukuda’s sketches is that 
you can see Fukuda’s fresh sense of color along with the lively touch of the brush, which has suffi  cient 
aesthetic value in appreciation. In this article, I would like to take up the sketches that have not been 
introduced in detail yet and shed light on the rich reality of Fukuda’s paintings from a diff erent angle.
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Chagall “Mother and Child”

Manami Kajiwara

As a continuation of the previous article, this article clarifi es the motif of Marc Chagall’s （1887─1985） 
painting “Mother and Child”, and explains what Chagall wanted to convey.
In the 1910s, the hill at Vitebsk was depicted as a Jewish cemetery with gate and tombstones. 

With the Nazi invasion in the 1940s, landmarks such as the tombstone on his parents’ grave on a hill 
disappeared. He came to regard the whole Vitebsk as tombstone instead. That image caused Chagall to 
depict the townscape on the hill, as in “Mother and Child”.
In addition to Chagall’s aim for artworks in which God’s power helped him infuse prayer of salvation 

and resurrection on the canvas, he had nostalgia as the background of his works. Further considering the 
female image symbolizing his mother and love of his hometown, Chagall tried to salvage and resurrect 
dead people and destroyed hometown by depicting the townscape on the hill.

－ 67 －



Note on Masunobu Yoshimura’s New York period
Rethinking his artworks VOIDISM and its development

Noe Kito

Masunobu Yoshimura （1932─ 2011） was born in Oita, and became the multi -disciplinary avant -garde 
artist who did painting, sculpture, performance and installation. Graduated from Musashino Art University, 
he participated Yomiuri Independents from 1952 to 1962. In 1960, he organized the group called Neo 
Dadaism Organizers with Genpei Akasegawa, Sho Kazakura, Ushio Shinohara and so forth. They carried 
out shocking outdoor performances and left strong impression to Japanese post -war art scene. From 1962 
to 1966, Yoshimura lived and worked in New York City, and created the series of plaster sculpture called 
VOIDISM. Back in Japan, he made the technology -based artworks which applied neon lights, and also the 
parodic works using stuff ed animal.
Recently, Japanese post -war art is getting worldwide attention, and Yoshimura is no exception. In 

2019, Castelli Gallery （New York） organized a group show featuring four artists in which Yoshimura 
was included. 2021 is the ten years after his passing and I think it is important to research works and 
documents he left so that the new perspective on his life and works can unfold. In this note, I would like 
to consider the importance of his works, with the emphasis on VOIDISM series, and also the value of his 
activities and contemporaneity within 60’s New York art scene.
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Collection Introduction
Shounsai Shono “Flower basket with triaxial chrysanthemum 

weave, Choyo（chrysanthemum festival）” 1953

Kana Shibasaki

Shounsai Shono（1904 ─ 1974）is the bamboo artist who is honored as a holder of an Important 
Intangible Cultural Asset fi rst in the fi eld of bamboo crafts. In this report, I introduce one of his work 
which was discovered joined recent acquisition.
Made in 1953, “Flower basket with triaxial chrysanthemum weave, Choyo（chrysanthemum festival）” 

is a Karamono（Chinese） style fl ower basket which was rare for Shounsai ’s remaining works. Chinese style 
basket means a work which has close weave, high symmetry and uniformity, the style learnt from bamboo 
basket imported from China. It is assumed that “Choyo” was made as a souvenir for Prince Takamatsu, 
when he visited Oita for watching baseball games.
“Choyo” have both classical and innovative sensibility by applying close weave and thin bamboo strip. 

It represents his struggle at the turning point when he shifted from classic style to sculptural style.
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