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面
と
い
う
出
来
事

金
田　
晉

は
じ
め
に

　
面
を
、絵
画
と
い
う
次
元
だ
け
で
考
え
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
キ
ャ
ン
バ
ス
が
あ
り
、壁
面
が
あ
り
、

画
用
紙
が
あ
る
。
だ
が
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
面
、こ
こ
で
は
画
面
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。
画
面
に
な
る
、

そ
の
こ
と
は
、そ
も
そ
も
絵
画
に
な
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
そ
う
な
の
だ
が
、世
界
と
い
う
出
来
事
の
中
の
、

一
つ
の
出
来
事
な
の
だ
か
ら
。
私
た
ち
は
世
界
に
生
き
て
い
る
。
私
た
ち
は
世
界
を
創
設
す
る
。
現
実
に

そ
う
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
想
像
的
に
も
そ
う
な
の
だ
。
画
家
は
絵
画
を
拠
り
所
に
し
て
、
世
界
に
発

言
し
、
参
加
し
て
ゆ
く
。
そ
の
よ
う
な
回
路
を
経
て
、
絵
画
と
い
う
出
来
事
に
眼
を
向
け
直
す
と
こ
ろ
か

ら
、
面
へ
の
思
索
を
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。
画
面
は
事
実
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
キ
ャ
ン
バ
ス
や
画
用
紙

や
板
材
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
物
理
的
で
実
在
的
な
存
在
で
あ
る
。
画
家
が
そ
こ
に
絵
を
描
こ
う
と
し
て
向

か
い
合
う
と
き
、
そ
れ
は
画
面
へ
と
転
生
す
る
。
意
識
に
お
い
て
そ
う
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
画
家
は

身
体
的
存
在
で
あ
り
、
絵
筆
を
握
っ
て
、
絵
を
描
こ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
画
面
が
現
出
す
る
の
で
あ

る
。
定
立
的
意
識
に
お
い
て
は
、
画
面
は
た
し
か
に
対
象
で
あ
る
。
だ
が
身
体
（
身
体
的
意
識
と
言
っ
て

も
よ
い
。）
に
お
い
て
現
出
す
る
画
面
は
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
を
や
め
て
、
絵
筆
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同

じ
理
由
で
、
身
体
の
延
長
と
な
る
。
画
面
は
画
家
の
身
体
を
投
企
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　
油
彩
画
家
は
イ
ー
ゼ
ル
に
キ
ャ
ン
バ
ス
を
の
せ
て
、
立
て
て
描
く
。
だ
が
日
本
画
家
は
床
の
上
に
紙
布

を
広
げ
て
、そ
の
上
を
跨
ぐ
板
に
膝
を
つ
い
て
、真
上
か
ら
直
角
に
色
を
さ
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
ぞ
れ
に
キ
ャ

ン
バ
ス
や
画
布
に
向
か
う
身
体
の
姿
勢
が
異
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
現
出
す
る
画
面
も
異
な
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
、
油
彩
画
の
場
合
、
画
面
は
立
面
図
と
し
て
現
出
し
、
日
本
画
の
場
合
、
た
と
え
そ
れ
が
屏
風
絵

や
襖
絵
と
し
て
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
基
本
的
に
平
面
図
で
あ
る
。
日
本
画
が
遠
近
法
に
そ
も

そ
も
馴
染
ま
ず
、
円
山
応
挙
の
眼
鏡
絵
に
観
念
的
な
感
じ
が
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
理
由
に
よ
る
の

で
あ
ろ
う
。
絵
巻
物
も
ま
た
別
の
姿
勢
を
要
求
す
る
。
右
上
か
ら
左
下
へ
と
走
ら
せ
る
視
線
の
構
図
は
、

手
元
に
画
巻
を
広
げ
て
、
右
手
で
巻
き
、
左
手
で
解
い
て
ゆ
く
姿
勢
に
適
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら

画
面
を
一
様
に
扱
う
の
は
危
険
で
あ
る
。
画
面
は
、
画
家
の
身
体
の
投
影
で
あ
り
、
そ
れ
に
向
か
い
合
う

姿
勢
に
お
い
て
異
な
っ
て
く
る
。

　
私
た
ち
が
「
面
」
と
よ
ぶ
の
は
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
言
う
「
基
礎
平
面
」
に
近
く
、
画
面
と
よ
ぶ

の
が
慣
わ
し
の
面
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
面
は
、こ
の「
面
」に
属
し
て
い
る
。
だ
が
絵
画
で
は
、

別
に
点
、
線
と
並
ぶ
空
間
的
図
形
要
素
と
し
て
の
「
面
」
が
あ
り
、
点
描
や
色
斑
に
対
す
る
「
色
面
」
が

語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
例
え
ば
「
面
分
割
」、
プ
ラ
ン
分
割
な
ど
の
よ
う
に
、
と
く
に
構
図
法
に

か
か
わ
る
「
面
」
の
処
理
法
も
思
い
浮
か
ん
で
く
る
。
そ
の
よ
う
な
「
面
」
の
種
々
相
に
思
い
を
い
た
し

な
が
ら
、
し
か
も
面
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
流
に
言
え
ば
、
基
礎
平
面
の
豊
穣
さ
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

１
．
画
面
意
識
の
誕
生
│
現
象
学
と
芸
術
の
接
点

　
面
を
美
術
史
の
枠
の
中
で
考
え
る
の
は
や
め
よ
う
。
面
形
成
は
世
界
と
い
う
出
来
事
の
な
か
の
一
つ
の
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出
来
事
な
の
だ
か
ら
。

　
画
面
意
識
は
1
9
世
紀
末
か
ら
2
0
世
紀
へ
の
転
換
期
に
お
こ
っ
た
。
そ
の
頃
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は

表
現
主
義
が
起
こ
り
、
近
代
芸
術
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
問
い
直
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
の
各
都
市
で
も
、
世
紀
末

の
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
や
芸
術
や
演
劇
の
運
動
が
起
こ
っ
た
。
な
か
で
も
、ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
1
世
が
「
イ
ー

ザ
ル
河
畔
の
ア
テ
ネ
」
を
合
言
葉
に
建
設
し
た
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
は
、
多
く
の
知
識
人
、
芸
術
家
の
集
ま
り
、

異
文
化
の
交
錯
す
る
重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
と
い
う
都
市
が
、
面
で
あ
り
、
芸
術

の
実
験
と
言
説
が
互
い
に
響
き
あ
う
一
つ
の
キ
ャ
ン
バ
ス
で
あ
っ
た
。

　
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
を
標
榜
す
る
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ゲ
オ
ル
ゲ
が
毎
年
こ
こ
を
訪
れ
、
ゲ
オ
ル
ゲ

学
派
の
拠
点
を
つ
く
り
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
も
こ
こ
に
住
ん
で
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
リ
ル
ケ
も
ま

た
こ
こ
に
住
ま
い
を
も
っ
て
活
動
し
た
。美
術
の
分
野
で
も
こ
の
都
市
を
中
心
に
ユ
ー
ゲ
ン
ト・シ
ュ
テ
ィ

ル
（「
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
」
の
ド
イ
ツ
語
名
）
が
そ
の
輝
き
を
放
ち
つ
づ
け
た
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ビ
ン
ク

地
区
に
は
ロ
シ
ア
や
東
欧
か
ら
の
亡
命
者
が
集
ま
り
、
そ
の
国
際
的
雰
囲
気
の
中
で
自
由
な
制
作
活
動
を

行
っ
て
い
た
。
1
8
9
0
年
ご
ろ
、
人
口
4
0
万
人
あ
ま
り
の
こ
の
都
市
に
は
3
0
0
0
人
以
上
の

芸
術
家
が
住
ん
で
い
た
と
言
わ
れ
る
。
1
0
0
人
に
一
人
が
美
術
家
や
詩
人
、
文
学
者
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
驚
く
べ
き
比
率
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
新
し
い
芸
術
潮
流
が
こ
こ
で
過
激
に
花
開
く
一
方
で
、
2
0
世
紀
芸
術
の
理
論
的
基
礎
を

築
い
た
芸
術
理
論
家
も
集
ま
っ
て
い
た
。
様
式
史
と
し
て
の
美
術
史
学
を
築
い
た
Ｈ
・
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン

は
1
8
8
6
年
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
に
学
位
論
文「
建
築
心
理
学
序
説
」を
提
出
し
、そ
の
後
ス
イ
ス・バ
ー

ゼ
ル
大
学
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
を
か
け
も
ち
で
美
術
史
講
義
を
行
っ
て
い
た
。
か
れ
は
ま
た
、
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
と
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
を
1
年
の
半
分
ず
つ
暮
ら
し
分
け
て
創
作
や
理
論
活
動
を
す
る
彫
刻
家
ヒ
ル
デ
ブ

ラ
ン
ト
、
画
家
マ
レ
ー
ス
、
理
論
家
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
と
こ
の
地
で
交
友
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
た
。

　
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
美
術
学
校
は
ユ
ー
ゲ
ン
ト
・
シ
ュ
テ
ィ
ル
の
拠
点
で
あ
り
、
こ
こ
に
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー

も
ヤ
ウ
レ
ン
ス
キ
ー
も
、
ス
イ
ス
の
ベ
ル
ン
か
ら
き
た
ク
レ
ー
も
通
っ
て
い
た
。
通
り
を
は
さ
ん
だ
向
か

い
側
に
は
カ
フ
ェ
・
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
が
あ
っ
て
、
終
日
美
術
学
生
た
ち
で
溢
れ
て
い
た
。
こ
こ
が
ど
の
よ
う

に
騒
然
と
し
た
雰
囲
気
で
あ
っ
た
か
、
森
鴎
外
の
『
う
た
か
た
の
記
』
に
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
カ

フ
ェ
は
ま
た
、
隣
接
す
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
哲
学
専
攻
の
若
手
研
究
者
や
学
生
た
ち
が
毎
週
の
よ
う
に

研
究
会
を
開
く
場
所
で
も
あ
っ
た
。
哲
学
の
学
生
た
ち
は
、お
そ
ら
く
美
術
学
校
の
生
徒
た
ち
と
交
流
し
、

最
新
の
美
術
情
報
に
接
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、ク
レ
ー
も
ま
た
、近
く
に
あ
る
ピ
ー

パ
ー
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
新
刊
書
を
自
分
の
絵
と
引
き
換
え
に
も
ら
っ
て
は
片
端
か
ら
読
ん
で
い
た
と
言

わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
制
作
と
理
論
、
歴
史
と
未
来
が
相
互
に
入
り
組
み
な
が
ら
、
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
発
し
て
い
た
。
抽
象
絵
画
が
こ
の
地
で
起
っ
た
の
も
偶
然
で
は
な
い
。

　
以
上
、
点
描
風
ス
タ
イ
ル
で
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
世
紀
転
換
期
の
風
景
を
つ
づ
っ
た
。
そ
の
高
揚
し
た
美

的
文
化
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
、
現
象
学
の
提
唱
者
Ｅ
・
フ
ッ
セ
ル
は
、
お
の
れ
の
現
象

学
の
美
学
的
可
能
性
を
発
見
す
る
。
1
9
0
2
年
夏
の
日
記
に
、
か
れ
は
「
最
初
の
読
者
」
を
得
て
感

動
し
た
こ
と
を
上
気
し
た
口
調
で
記
し
て
い
る
。
そ
の
「
読
者
」
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
住
ん
で
、
カ
フ
ェ
・

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
常
連
客
で
あ
っ
た
ろ
う
。
か
れ
ら
は
、
当
時
ド
イ
ツ
で
き
わ
め
て
有
名
で
あ
っ
た｢

感
情

移
入
論｣

の
哲
学
者
Th
・
リ
ッ
プ
ス
の
門
下
生
で
あ
っ
た
が
、
フ
ッ
セ
ル
現
象
学
を
理
解
し
よ
う
と
し
、

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
を
訪
ね
た
り
、
フ
ッ
セ
ル
を
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
研
究
会
に
招
聘
し
て
は
、
現
象
学
の
美
学

へ
の
応
用
に
こ
と
の
ほ
か
尽
力
し
た
。
こ
の
中
か
ら
の
ち
に
「
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
現
象
学
派
」
と
よ
ば
れ
る
多

く
の
現
象
学
者
が
育
っ
て
い
っ
た
。
か
れ
ら
は
多
く
博
士
論
文
の
テ
ー
マ
に
美
学
の
分
野
を
選
ん
だ
。
ま

た
す
す
ん
で
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
講
義
を
聴
講
し
、「
様
式
」
と
い
う
考
え
方
に
現
象
学
的
親
近
性
を
認
め
、

み
ず
か
ら
も
美
術
史
的
構
想
を
立
て
よ
う
と
し
た
。「
様
式
」
と
い
う
考
え
方
は
、
物
の
画
面
上
で
の
現

わ
れ
方
に
注
目
し
て
、
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
フ
ッ
セ
ル
は
、
カ
ン
ト
の
対
象
存

在
へ
の
「
無
関
心
の
美
学
」
に
対
し
て
、
対
象
の
現
わ
れ
方
（
様
式
）
へ
の
「
関
心
の
美
学
」
を
提
唱
し

た
。
そ
れ
は
、
フ
ッ
セ
ル
自
身
の
孤
独
な
る
発
案
と
い
う
よ
り
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
現
象
学
の
リ
ー
ダ
ー
的

存
在
で
あ
っ
た
プ
フ
ェ
ン
ダ
ー
や
ガ
イ
ガ
ー
な
ど
と
の
共
同
作
業
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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（
１
） 

F
.
フ
ェ
ル
マ
ン
著
、
木
田
元
訳

『
現
象
学
と
表
現
主
義
』、
岩
波
現
代
選

書
、
東
京
、
岩
波
書
店
、
1
9
8
4
.
9

（
2
） E.H

usserl, "Phantasie, 
Bildbew

usstsein, Erinnerunng", 
H
usserlianaXXIII, den H

aag, 
M
artinus N

ijhoff Publ., 1980.

　
フ
ッ
セ
ル
は
ハ
レ
で
『
論
理
学
研
究
』(

1
9
0
0
/
0
1)

を
、
そ
の
後
は
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
に

移
っ
て
、
現
象
学
の
新
し
い
展
開
に
没
頭
し
た
が
、
む
し
ろ
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
ほ
う
に
多
く
の
す
ぐ
れ
た
読

者
を
得
た
と
言
っ
て
過
言
で
な
い
。
フ
ッ
セ
ル
が
ど
れ
ほ
ど
自
覚
し
て
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
あ
の

き
わ
め
て
厳
密
な
明
証
性
を
追
求
し
た
『
論
理
学
研
究
』
も
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
リ
ッ
プ
ス
門
下
の
少
壮
哲

学
者
た
ち
や
、
ま
だ
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
居
た
言
語
学
者
ロ
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
た
ち
に
よ
っ
て
、
バ
イ
ブ

ル
の
よ
う
に
読
み
つ
が
れ
た
の
で
あ
る
。

　
Ｆ
・
フ
ェ
ル
マ
ン
は
好
著
『
現
象
学
と
表
現
主
義
』（
１
）
に
お
い
て
、
現
象
学
を
表
現
主
義
の
哲
学
的

運
動
と
位
置
づ
け
た
。
フ
ッ
セ
ル
は
、
既
に
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
1
9
0
4
/
0
5
年
冬
学
期
の
講

義
「
現
象
学
と
認
識
理
論
の
主
要
問
題
」
の
第
3
部
で
「
想
像
と
像
意
識
」
と
い
う
主
題
を
取
り
上
げ

た
（
２
）。
こ
こ
で
「
想
像
」
と
はPhantasie

の
訳
で
、
空
想
と
訳
し
て
も
よ
く
、
不
在
の
も
の
を
あ
た

か
も
現
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
る
働
き
を
指
す
が
、
そ
れ
と
は
区
別
し
て
、
フ
ッ
セ
ル
は

像
意
識Bildbewusstsein

と
い
う
聞
き
な
れ
な
い
意
識
を
取
り
上
げ
。
そ
の
固
有
性
格
を
論
じ
、
そ
の

独
自
構
造
を
分
析
し
た
。
こ
れ
は
、内
容
か
ら
言
っ
て
、「
物
的
想
像
力
」
あ
る
い
は
も
っ
と
端
的
に
「
芸

術
的
想
像
力
」
と
よ
ぶ
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
事
物
認
識
に
基
づ
け
ら
れ
た
想

像
力
、
物
に
刻
印
さ
れ
た
想
像
力
で
あ
る
。
フ
ッ
セ
ル
は
、
こ
の
意
識
を
、
知
覚(

現
前
す
る
物
を
端
的

に
把
握
す
る
働
き)

と
想
像
（
現
前
し
て
い
な
い
も
の
を
あ
た
か
も
現
前
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
現
前

化
す
る
意
識
）
が
重
層
的
に
働
く
第
三
の
複
合
的
意
識
と
よ
び
、
芸
術
活
動
を
支
え
る
意
識
作
用
と
考
え

た
。
像
意
識
は
三
層
か
ら
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
最
底
層
に
知
覚
の
働
く
像
基
体
が
あ
り
、
こ
れ
に
基

づ
け
ら
れ
て
第
二
の
知
覚
（
物
の
実
在
措
定
を
排
去
し
て
得
ら
れ
る
純
粋
現
象
を
捉
え
る
作
用
）
に
よ
る

像
客
体
が
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
像
客
体
は
狭
義
の
像Bild

と
も
よ
ば
れ
、
そ
の
な
か
に
像
主
体
が
現
前

化
し
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
像
主
体
は
、
現
前
し
な
い
も
の
が
あ
た
か
も
現
前
す
る
か
の
よ
う
に
現

前
化
し
て
く
る
想
像
作
用
の
所
産
で
あ
る
。

　
フ
ッ
セ
ル
の
『
イ
デ
ー
ェ
ン
』
第
1
巻
で
あ
げ
た
例
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
有
名
な
銅
版
画
三
部
作
の
一

「
騎
士
、
死
神
、
悪
魔
」（
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
約
8
0
パ
ー
セ
ン
ト
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
家
庭

が
こ
の
版
画
を
禁
欲
の
家
訓
と
し
て
壁
に
か
け
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。）
を
こ
こ
で
と
り
あ
げ
て
、
敷
衍

し
て
み
よ
う
。
一
枚
の
銅
版
画
は
、知
覚
対
象
と
し
て
の
現
実
の
物
（
単
層
）
や
、想
像
対
象
と
し
て
の
、

た
と
え
ば
空
想
（
2
層
か
ら
な
る
）
と
は
ち
が
っ
て
、
3
種
の
対
象
層
か
ら
な
る
複
合
的
存
在
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
① 

最
下
底
に
通
常
の
知
覚
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
層
が
あ
る
。
こ
の
層
を
、
フ
ッ
セ
ル
は

物
理
的
像physisches Bild

あ
る
い
は
像
基
体Bildsubstrat

と
よ
ぶ
。
物
理
的
像
と
し
て
の
銅
版
画

は
、
さ
し
あ
た
り
机
の
引
き
出
し
の
中
の
紙
挟
み
に
は
さ
ん
で
あ
る
、
印
刷
用
イ
ン
ク
の
染
み
つ
い
て
い

る
一
定
の
品
質
の
紙
に
す
ぎ
ず
、
折
り
曲
げ
て
た
た
ん
だ
り
、
下
手
に
扱
う
と
破
れ
た
り
す
る
、
た
だ
の

物
質
で
あ
る
。
木
炭
デ
ッ
サ
ン
な
ら
、
紙
や
カ
ー
ボ
ン
、
油
彩
画
の
場
合
に
は
亜
麻
布
や
絵
の
具
が
こ
れ

に
あ
た
る
。
梱
包
さ
れ
て
、何
が
描
か
れ
て
い
る
か
知
ら
な
い
で
運
ば
れ
る
美
術
作
品
は
、運
搬
者
に
と
っ

て
さ
し
ず
め
、こ
の
対
象
層
の
安
全
な
管
理
だ
け
が
問
題
と
な
る
。② 

第
二
の
層
も
、一
種
の
知
覚
に
よ
っ

て
把
握
さ
れ
る
。
イ
ン
ク
の
染
み
（
第
一
の
層
）
で
は
な
く
こ
こ
で
は
ハ
ッ
チ
ン
グ
の
線
が
、
そ
の
黒
い

線
に
囲
ま
れ
て
浮
か
び
上
が
る
「
馬
の
上
の
騎
士
」、「
死
神
」、「
悪
魔
」
な
ど
の
小
さ
な
図
形
が
問
題
と

な
る
。
フ
ッ
セ
ル
は
こ
れ
を
像
客
体Bildobjekt

の
層
と
よ
ぶ
。
油
彩
画
の
場
合
、
絵
の
具
は
第
1
の

層
で
、
色
彩
が
像
客
体
と
い
う
第
２
の
層
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
3
の
層
は
像
主
体Bildsujet

の

層
と
よ
ば
れ
、像
客
体
の
層
に
お
い
て
呈
示
さ
れ
る
想
像
の
層
で
あ
る
。
普
通
の
美
的
鑑
賞
に
お
い
て
は
、

像
客
体
を
と
ば
し
て
そ
こ
に
関
心
が
移
っ
て
し
ま
う
。「
像
の
う
ち
に
」
呈
示
さ
れ
る
対
象
像
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
想
像
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
血
も
肉
も
備
わ
っ
て
い
る
等
身
大
の
「
騎
士
」、「
死
神
」、「
悪
魔
」

を
私
た
ち
は
思
い
浮
か
べ
る
。
私
た
ち
は
、
画
面
左
上
方
に
小
さ
く
呈
示
さ
れ
る
（
像
客
体
と
し
て
は
極

小
の
か
た
ち
で
あ
る
が
、
像
主
体
と
し
て
は
壮
大
な
都
で
あ
る
。）
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
理
想
の
都
イ
ェ
ル

サ
レ
ム
を
目
指
し
て
進
む
騎
士
を
思
い
浮
か
べ
る
。
そ
の
光
景
は
た
し
か
に
銅
版
刻
さ
れ
た
紙
と
い
う
実

在
的
な
時
と
所
に
そ
の
成
立
の
場
を
も
ち
な
が
ら
も
、
実
在
的
な
時
間
空
間
の
ど
こ
に
も
場
所
限
定
が
で

き
な
い
。
絵
の
な
か
の
人
物
は
、
た
し
か
に
こ
こ
（
紙
の
中
）
に
い
る
が
、
だ
が
ど
こ
に
い
る
と
も
言
え

デ
ュ
ー
ラ
ー
「
騎
士
、
死
神
、
悪
魔
」



1213

な
い
。
こ
の
3
層
か
ら
、
最
底
層
が
順
次
上
の
層
を
基
づ
け
るfundieren

よ
う
に
し
て
、
銅
版
画
は

構
成
さ
れ
て
い
る
。
以
上
が
像
意
識
の
特
別
の
あ
り
方
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
芸
術
理
論
で
は
、
た
ん
な
る
想
像Phantasie

と
芸
術
的
想
像
の
区
別
が
明
確
で
な
く
、

だ
か
ら
空
想
力
豊
か
な
人
を
芸
術
家
に
近
い
人
と
考
え
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
。
だ
が
フ
ッ
セ
ル
に
よ
れ

ば
、
両
者
は
別
個
の
意
識
作
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
想
像
に
は
像
客
体
は
な
い
。
だ
が
像
意
識
で
は
、

像
客
体
が
核
心
的
層
で
あ
る
。
紙
や
イ
ン
ク
等
の
、
物
質
的
品
質
を
見
分
け
、
そ
の
使
用
法
を
熟
知
し
て

い
る
意
識
が
、像
意
識
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
り
、た
だ
騎
士
や
死
神
や
悪
魔
を
想
像
す
る
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
線
刻
さ
れ
て
い
る
か
、
イ
ン
ク
の
乗
り
具
合
が
ど
う
か
と
像
客
体
と
の
関
連
を
見
届

け
る
意
識
が
、像
意
識
に
は
必
要
な
の
で
あ
る
。像
意
識
は
物
を
格
闘
す
る
。こ
の
現
象
学
の
創
見
が
、ミ
ュ

ン
ヘ
ン
の
若
い
哲
学
者
た
ち
に
熱
狂
的
に
迎
え
ら
れ
、
か
れ
ら
は
師
リ
ッ
プ
ス
か
ら
袂
を
分
か
ち
、
フ
ッ

セ
ル
の
も
と
へ
走
る
こ
と
に
な
っ
た
。
像
客
体
を
構
成
す
る
知
覚
意
識
と
は
、
フ
ッ
セ
ル
現
象
学
に
お
い

て
は
、
実
在
措
定
を
エ
ポ
ケ
ー
し
て
働
く
構
成
意
識
で
あ
る
。

　
画
面
に
話
を
も
ど
そ
う
。
そ
れ
は
紙
や
布
と
い
っ
た
物
理
的
基
体
と
明
確
に
区
別
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ

け
ら
れ
な
が
ら
知
覚
さ
れ
る
像
客
体
で
あ
る
。
像
客
体
は
、
物
の
実
在
措
定
か
ら
自
由
で
あ
る
が
、
物
の

存
在
性
格
に
規
定
さ
れ
て
お
り
（
基
づ
け
ら
れ
て
お
り
）、
想
像
と
し
て
の
像
主
体
を
そ
の
な
か
に
呈
示

し
て
ゆ
く
。画
面
の
存
在
性
格
に
つ
い
て
の
理
論
的
考
察
は
、現
象
学
に
よ
っ
て
生
成
し
た
と
言
え
る（
３
）。

２
．
画
面
の
自
立
│
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
画
像
論

　
フ
ッ
セ
ル
が
行
っ
た
像
意
識
に
つ
い
て
の
構
造
分
析
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
や
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
現
象
学

派
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
現
象
学
的
美
学
に
も
深
い
影
響
を
あ
た
え
た
が
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
現
象

学
者
サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
論
を
通
じ
て
、
現
象
学
的
想
像
力
論
と
し
て
世
界
に
広
め
ら
れ
た
。
だ
が
、
そ

の
理
論
の
深
ま
り
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
現
象
学
者
R
・
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
『
文
学
的
芸

術
作
品
』（
1
9
3
1
年
刊
）
を
嚆
矢
と
す
る
。
か
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
性
を
も
つ
複
数
の
層
の
重
層

性
と
、
そ
れ
ら
諸
層
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
（
多
声
響
和
）
に
人
間
文
化
の
あ
り
方
を
見
よ
う
と
し
た
。

　
か
れ
は
対
象
を
3
種
に
分
け
る
。
つ
ま
り
、
通
常
の
分
類
法
で
あ
る
実
在
的
対
象
（
私
が
存
在
し

よ
う
が
、
し
ま
い
が
、
そ
こ
に
あ
る
。）
と
理
念
的
対
象
（
純
粋
意
識
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。）
の

ほ
か
に
、
第
三
の
対
象
性
が
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
意
識
の
志
向
性
に
お
い
て
成
立
す
る
志
向
的
対
象

intentionaler Gegenstand

と
よ
び
、
そ
の
代
表
型
と
し
て
芸
術
作
品
を
選
ん
だ
。
フ
ッ
セ
ル
が
像

意
識
の
中
の
像
客
体
と
よ
ん
だ
層
（
像
意
識
の
な
か
の
部
分
的
な
一
層
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。）
を
一
つ
の

固
有
の
対
象
（
全
体
性
を
も
ち
、
人
間
文
化
に
お
い
て
も
っ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。）
と
し
て
格
上
げ
し
、

志
向
的
対
象
と
よ
ん
で
、
精
密
に
分
析
し
た
の
で
あ
る
。
同
書
に
よ
る
と
、
志
向
的
対
象
性
と
し
て
の
文

学
作
品
は
４
層
、
① 

言
語
的
声
音
形
像
（
語
、
リ
ズ
ム
、
脚
韻
等
）、
② 

種
々
の
意
義
単
位
（
名
詞
、
句
、

文
等
）、
③ 

描
写
さ
れ
た
対
象
性
（
情
景
、
人
物
等
）、
④ 

図
式
化
さ
れ
た
象
面
（
描
写
さ
れ
る
対
象
性

の
自
己
呈
示
の
さ
れ
方
、
眺
望
等
）
の
4
層
か
ら
な
る
重
層
構
造
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
第
一
と
第
二

の
層
は
、
言
語
の
層
で
あ
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
（
能
記
）
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
（
所
記
）
に
通

じ
、師
フ
ッ
セ
ル
の
同
様
の
言
語
分
析
と
も
通
じ
る
層
で
あ
る
。
こ
の
二
層
に
基
づ
け
ら
れ
て
第
三
の「
描

写
さ
れ
た
対
象
性
（
＝
表
象
）」
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
が
、
こ
こ
ま
で
は
、
従
来
の
文
学
理
論
と
異
な
る

と
こ
ろ
が
な
い
。
1
9
6
0
年
代
、
独
仏
で
起
っ
た
受
容
美
学
に
お
け
る
先
駆
的
存
在
と
し
て
イ
ン
ガ

ル
デ
ン
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
た
の
は
、
か
れ
が
第
3
層
「
図
式
化
さ
れ
た
象
面
」
を
発
見
し
た
と

こ
ろ
に
あ
る
。
志
向
的
対
象
性
は
、
象
面Ansichten

を
と
お
し
て
現
出
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
い
か
な
る
対
象
も
現
出
す
る
際
に
、
な
ん
ら
か
の
現
わ
れ
方
に
お
い
て
現
出
す
る
。
石
塊
が
あ
る
と
し

よ
う
。
実
在
的
対
象
と
し
て
、
そ
れ
は
角
度
、
照
明
の
条
件
を
問
う
こ
と
は
な
い
。
闇
の
中
で
も
そ
の
存

在
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
手
に
と
っ
て
見
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
裏
返
す
こ
と
も
で
き
る
。
と
き
に

は
割
っ
て
内
部
を
見
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
顕
微
鏡
で
検
査
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
理
念
的
対
象
で
あ
る

（
３
） 

金
田
晉
、「
画
面

-

構
図
の
基
底
に

あ
る
も
の
」、
久
野
昭
編
『
形
態
と
象

徴
』、
東
京
、
以
文
社
、
1
9
7
9
年
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概
念
と
し
て
は
、
そ
れ
は
理
論
的
に
は
完
全
に
規
定
さ
れ
る
。
だ
が
志
向
的
対
象
と
し
て
の
石
塊
は
、
あ

る
特
定
の
角
度
か
ら
、
一
定
の
照
明
条
件
の
も
と
で
し
か
現
わ
れ
な
い
。
あ
る
面
し
か
お
の
れ
を
見
せ
な

い
の
で
あ
る
。
石
の
凹
凸
、
細
部
の
変
化
を
ま
る
ご
と
見
て
取
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
石
の
裏
側
を
私
た

ち
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。し
か
も
い
ず
れ
の
見
え
方（
象
面
）も
、一
つ
の
象
面
と
し
て
正
当
性
を
も
っ

て
い
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
お
の
れ
を
見
せ
る
規
定
箇
所
の
ま
わ
り
に
、
ま
た
内
部
に
無
数
の
「
未
規
定

箇
所
」
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
学
作
品
は
、未
規
定
箇
所
だ
ら
け
の
存
在
な
の
で
あ
り
、

ス
ケ
ル
ト
ン
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
未
規
定
箇
所
は
象
面
の
欠
陥
で
は
な
く
、
む
し
ろ
読
者

の
想
像
力
の
発
動
を
う
な
が
し
、
そ
の
充
填
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
充
実
に
読
者
を
積
極
的

に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
未
規
定
箇
所
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
文
学
作
品
が
不
完
全

と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
志
向
的
対
象
の
特
性
な
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
「
未
規

定
箇
所
」
の
作
品
構
造
へ
の
組
み
込
み
に
よ
っ
て
、
従
来
の
受
動
的
な
読
者
像
か
ら
積
極
参
加
の
読
者
像

へ
の
転
換
が
可
能
に
な
っ
た
。
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
は
、
こ
の
志
向
的
対
象
の
あ
り
方
を
文
学
作
品
だ
け
に
限

ら
ず
、
人
間
の
生
み
出
す
文
化
・
社
会
的
世
界
に
も
通
じ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
は

じ
つ
に
意
義
深
長
な
思
想
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
象
面
を
「
画
面
」
と
読
み
返
れ
ば
、
画
面
は
た
ん
な

る
平
面
の
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
深
い
思
想
性
を
内
含
し
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

　
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
は
、
上
記
『
文
学
的
芸
術
作
品
』
に
つ
づ
け
て
、『
芸
術
存
在
論
研
究
』（
前
者
に
つ
づ

け
て
同
時
に
書
か
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
語
版
で
出
版
さ
れ
た
の
は
1
9
6
8
年
で
あ
っ
た
。）
に
お
い
て
画

像
の
重
層
構
造
を
分
析
し
た
（
４
）。
絵
画
作
品
は
、
文
学
作
品
に
く
ら
べ
る
と
物
質
性
の
強
い
ジ
ャ
ン
ル

だ
と
思
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
絵
画
作
品
に
つ
い
て
、
実
在
的
対
象
と
し
て
の
あ
り
方
と
画
像
と
し
て
の
あ

り
方
を
峻
別
す
る
こ
と
か
ら
、
か
れ
は
分
析
を
開
始
す
る
。
私
た
ち
が
絵
画
と
よ
ん
で
い
る
も
の
は
、
壁

や
キ
ャ
ン
バ
ス
と
い
っ
た
基
体
の
う
え
に
絵
の
具
を
塗
っ
た
作
物
と
い
う
意
味
の
描
写
物M

alwerk

と
、

志
向
的
対
象
と
し
て
の
画
像Bild

に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。前
者
に
は
、物
質
的
な
も
の
の
規
定
性
、

大
き
さ
、
重
さ
、
材
質
な
ど
が
数
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
画
像
の
支
持
体
と
し
て
は
十
分
注
視
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
絵
画
作
品
の
場
合
、
画
像
こ
そ
が
本
領
で
あ
り
、
そ
こ
に
重
層
構
造
が
示

さ
れ
る
。
第
１
の
層
は
、
文
学
作
品
に
お
け
る
声
音
形
像
の
層
と
類
比
的
に
、
色
（
実
在
性
と
し
て
の
絵

の
具
で
は
な
く
）、
線
（
実
在
性
と
し
て
の
木
炭
の
粉
や
イ
ン
ク
の
し
み
で
は
な
く
）、
か
た
ち
、
陰
影
等

が
属
し
て
い
る
。
文
学
作
品
の
場
合
に
重
要
で
あ
っ
た
種
々
の
意
義
単
位
は
、
画
像
か
ら
は
は
ず
さ
れ
た

（
画
像
に
は
、
言
語
的
意
義
に
類
比
的
な
層
を
考
え
な
く
て
よ
い
か
ど
う
か
、
芸
術
記
号
論
や
中
世
の
ア

イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
復
活
が
言
わ
れ
る
今
日
、一
考
を
要
す
る
が
、こ
こ
で
は
問
わ
な
い
）。
と
も
か
く
、

色
や
線
等
の
多
様
な
要
素
（
第
1
層
）
に
よ
っ
て
第
２
の
層
と
し
て
「
描
写
さ
れ
た
対
象
性
」
の
層
が

構
築
さ
れ
る
。
私
た
ち
は
、
そ
の
対
象
性
の
種
類
に
応
じ
て
、
歴
史
画
、
風
景
画
、
風
俗
画
、
肖
像
画
、

静
物
画
な
ど
と
ジ
ャ
ン
ル
分
け
し
て
い
る
が
、
絵
画
作
品
に
と
っ
て
も
重
要
で
本
質
的
な
層
は
「
図
式
化

さ
れ
た
象
面
」の
層
で
あ
る（
第
３
層
）。
少
し
短
絡
的
で
あ
る
が
、こ
れ
を
画
面
と
言
い
直
し
て
も
よ
い
。

画
面
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
見
立
て
て
、そ
こ
を
通
し
て
眺
め
ら
れ
る
光
景
と
し
て「
描
写
さ
れ
た
対
象
性
」（
第

2
層
）
が
現
出
し
て
く
る
。「
未
規
定
箇
所
」
は
、
画
像
に
お
い
て
よ
り
歴
然
と
規
定
箇
所
か
ら
区
別
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
画
像
論
で
注
目
し
て
よ
い
の
は
、
抽
象
絵
画
へ
の
言
及
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
第
2
層
が
削
除
さ
れ
て
、
第
1
層
と
第
3
層
だ
け
の
2
層
構
造
が
成
立
す
る
と
さ
れ
て

い
る
。
第
２
層
は
、
画
像
の
構
造
に
お
い
て
は
必
須
の
も
の
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
画
像
論
に
お
い
て
、
面
は
、
た
ん
に
物
質
的
支
持
体
と
し
て
の
キ
ャ
ン
バ
ス
等
と
区

別
さ
れ
る
描
写
対
象
を
そ
の
上
に
描
く
画
面
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
面
は
、
描
か
れ
た
対
象
そ
れ
ぞ
れ
の

現
れ
方
と
隠
さ
れ
方
（
未
規
定
箇
所
）
が
起
伏
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス

キ
ー
が
指
摘
し
た
「
基
礎
平
面
」
と
対
象
の
色
面
と
を
つ
な
ぐ
論
理
が
構
築
可
能
に
な
っ
た
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。

　
ま
た
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
「
未
規
定
箇
所
」
の
思
想
に
は
、そ
れ
を
必
然
と
す
る
根
拠
と
し
て
、見
る
側
、

想
像
す
る
側
が
引
き
受
け
る
身
体
的
制
約
性
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
身
体
的
主
体
の
志
向
性
は
現
実
的
な

対
象
を
も
想
像
的
対
象
を
も
、
未
規
定
箇
所
を
抱
え
る
と
い
う
仕
方
で
し
か
統
握
で
き
な
い
と
い
う
、
人

（
4
） R

o
m
a
n
 In

g
a
rd
e
n
, 

"Untersuchungen zur O
ntologie 

der Kunst, Tuebingen, M
ax 

N
iem
eyer,1968.
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間
実
存
へ
の
深
い
洞
察
が
、
か
れ
の
思
想
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

３
．
面
│
身
体
の
張
り
出
さ
れ
た
皮
膚

　
だ
が
フ
ッ
セ
ル
の
像
意
識
論
も
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
画
像
論
も
、
画
面
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
を
ス
ク
リ

ー
ン
や
窓
に
た
と
え
る
近
代
絵
画
の
基
本
図
式
か
ら
離
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
フ
ッ
セ
ル
の
最
晩
年

の
弟
子
で
あ
り
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
現
象
学
派
の
指
導
者
と
し
て
第
２
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
の
現
象
学
ル

ネ
サ
ン
ス
を
牽
引
し
た
E・フ
ィ
ン
ク
の
画
像
論
「
現
前
化
と
画
像
」（
５
）
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
る
。

　
だ
が
、面
は
そ
の
よ
う
に
、私
に
対
し
て
対
向
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
『
透

視
画
法
階
梯
』
に
あ
る
挿
図
「
透
視
画
法
の
四
態
」
な
ど
を
見
て
い
る
と
、画
面
は
、物
質
的
な
設
備
で
、

た
だ
前
方
に
立
て
ら
れ
た
ス
ク
リ
ー
ン
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
だ
が
、
た
と
え
ば
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー

の
次
の
よ
う
な
告
白
に
も
似
た
証
言
は
、
私
た
ち
に
画
面
を
内
の
も
の
と
感
じ
さ
せ
る
。「
し
か
し
、
芸

術
家
な
ら
だ
れ
で
も
│
た
と
え
意
識
し
な
い
に
せ
よ
│
ま
だ
手
を
染
め
ら
れ
て
い
ぬ
基
礎
平
面
の
〈
息
吹

き
〉
を
感
じ
る
し
、
ま
た
、
彼
は
│
多
少
は
意
識
し
て
│
こ
の
も
の
に
対
し
て
責
任
を
覚
え
、
こ
の
も
の

を
軽
率
に
扱
い
傷
つ
け
る
こ
と
は
一
種
の
殺
害
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
、
悟
る
と
だ
け
は
確
か
に
言
え
る
と
思

う
。
芸
術
家
は
こ
の
も
の
に
〈
受
胎
さ
せ
る
〉。」（
６
）
画
面
は
、
人
間
実
存
に
さ
ら
さ
れ
た
、
そ
れ
自
身

実
存
的
な
世
界
の
出
来
事
で
あ
る
。
フ
ィ
ン
ク
も
ま
た
「
現
前
化
と
画
像
」
に
お
い
て
人
間
実
存
の
「
自

我
分
裂
」を
示
唆
し
て
い
る
。「
画
像
現
象
の
窓
構
造
の
基
礎
に
じ
つ
は
画
像
鑑
賞
者
固
有
の〈
自
我
分
裂
〉

が
あ
る
。
第
一
に
鑑
賞
者
は
、
画
像
全
体
が･････

所
属
し
て
い
る
現
実
的
世
界
の
主
体
で
あ
る
。
だ
が

画
像
世
界
は
〈
窓
〉
を
通
し
て
鑑
賞
者
に
方
位
づ
け
ら
れ
、
遠
近
法
的
に
鑑
賞
者
へ
と
秩
序
づ
け
ら
れ
て

ゆ
く
。･････

画
像
鑑
賞
者
は
同
時
に
、
画
像
世
界
へ
の
方
位
づ
け
の
中
心
と
し
て
、
ま
た
こ
の
画
像
世

界
の
主
体
と
し
て
機
能
す
る
。」（
７
）

　
フ
ィ
ン
ク
の
論
は
、
画
面
の
も
つ
窓
的
性
格Fensterhaftigkeit

に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近

代
絵
画
に
お
け
る
画
面
の
格
率
「
あ
た
か
も
開
い
た
窓
の
よ
う
にut fenestra aperta

」
へ
の
親
近
感

を
色
濃
く
残
し
て
い
る
が
、
透
視
画
法
の
中
に
封
印
さ
れ
て
き
た
自
己
分
裂
に
も
う
一
度
眼
を
向
け
て
、

画
像
の
も
つ
本
源
的
力
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
本
源
的
力
と
は
身
体
の
可
能
性
で

あ
る
。

　
私
た
ち
は
、こ
こ
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
『
眼
と
精
神
』
の
一
節
を
加
え
て
み
て
よ
い
。「
し
た
が
っ

て
、
世
界
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
身
体
と
い
う
生
地
で
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
こ
の

顛
倒
し
た
言
い
方
、
こ
の
矛
盾
し
た
論
法
は
、
視
覚
（
見
る
と
い
う
働
き
）
が
物
の
た
だ
な
か
か
ら
取
り

出
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
物
の
た
だ
な
か
か
ら
み
ず
か
ら
生
起
し
て
く
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
さ

ま
ざ
ま
に
言
い
換
え
よ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。」（
８
）こ
の
記
述
は
、セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
文
脈
の
な
か
に
出
て
く
る
。
世
界
を
身
体
と
い
う
生
地
で
仕
立
て
上
げ
る
と
い
う
こ
と
、
視
覚
は

物
の
た
だ
中
か
ら
生
起
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
反
対
側
か
ら
の
強
烈
な
働
き
か
け
が
交
叉
す
る
と

こ
ろ
に
、画
面
が
あ
る
。
一
枚
の
画
面
が
私
と
世
界
の
間
で
、激
し
い
戦
場
と
な
る
。
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ

は
こ
れ
を
皮
膚
の
呼
吸
と
い
う
比
喩
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
画
面
は
呼
吸
し
、
起
伏
し
て
い
る
の
だ
。

　
画
面
は
、
主
観
│
客
観
関
係
に
お
け
る
定
立
的
意
識
の
底
層
に
働
い
て
い
る
身
体
的
意
識
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
身
体
の
延
長
で
あ
り
、身
体
の
皮
膚
と
言
っ
て
も
よ
い
。
ひ
と
は
そ
こ
を
と
お
し
て
、

世
界
と
交
渉
し
て
ゆ
く
。
だ
が
同
時
に
画
面
は
、
世
界
の
現
出
す
る
最
前
線
で
あ
り
、
私
の
身
体
も
ま
た

取
り
込
ま
れ
て
ゆ
く
。

４
．
画
面
│
比
喩
と
し
て
の｢

絨
毯｣

　
だ
が
、
画
面
を
窓
や
ス
ク
リ
ー
ン
に
見
立
て
る
の
で
は
な
く
、
タ
ピ
ス
リ
ー
や
絨
毯
に
見
立
て
る
試
行

（
5
） E.Fink, 'Vergegenwaertigung 

und Bild', in: "Studien zur 
Phaenom

enologie" 1930-1939. 
Tuebingen, M

ax N
iem
eyer, 1966

（
6
） W

.Kandinsky, "Punkt und 
Linie zu Flaeche", 

西
田
秀
穂
訳

『
点
・
線
・
面
』、
東
京
、
美
術
出
版
社
、

12
頁

（
8
） M

.M
erleau-Ponty, "L'oeil et 

l'esprit", 

滝
浦
静
雄
他
訳
、『
眼
と
精

神
』
東
京
、
み
す
ず
書
房
、
2
6
6
頁
。

（
7
） E.Fink, op.cit., S.77.

デ
ュ
ー
ラ
ー「
透
視
画
法
の
四
態
」の
一
。
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（
9
） 

金
田
晉
『
隠
喩
と
し
て
の
美
学

-

飛
べ
な
い
天
使

-

』、
比
較
文
化
ブ
ッ
ク

レ
ッ
ト
、
広
島
大
学
総
合
科
学
部
比
較

文
化
研
究
講
座
、
2
0
0
0
年
、
5
5

-

6
2
頁
に
再
録
。

が
1
9
世
紀
末
に
お
こ
っ
た
。

　
か
つ
て
、
私
は
、
広
島
県
立
美
術
館
刊
行
の
広
報
誌
「
探
美
」
4
8
号
（
1
9
8
8
年
）
に
、「
比
喩

と
し
て
の
絨
毯
」
と
い
う
美
学
的
批
評
を
寄
せ
た
（
９
）。
そ
の
文
章
の
キ
ー
・
セ
ン
テ
ン
ス
は
、
セ
ザ
ン

ヌ
の
同
時
代
を
生
き
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
肖
像
制
作
の
モ
デ
ル
と
も
な
っ
た
、
美
術
評
論
家
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・

ジ
ュ
フ
ロ
ワ
の
「
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
は
タ
ピ
ス
リ
ー
の
よ
う
だ
。」
で
あ
っ
た
。
私
に
は
、そ
れ
が
絵
は
「
開

い
た
窓fenestra aperta

」
に
譬
え
た
近
代
絵
画
と
の
訣
別
に
思
え
た
。
私
は
こ
う
記
し
た
。「
セ
ザ
ン

ヌ
は
感
情
を
抑
制
し
た
タ
ッ
チ
を
規
則
的
に
、
し
か
も
揺
ぎ
な
い
ほ
ど
緊
密
に
並
列
さ
せ
て
ゆ
く
。
ジ
ュ

フ
ロ
ワ
は
そ
の
描
法
に
、
経
糸
に
木
針
で
緯
糸
を
通
す
こ
と
を
繰
返
す
だ
け
の
一
見
気
の
遠
く
な
る
ほ
ど

単
調
な
仕
事
か
ら
見
事
な
図
柄
を
織
り
出
し
て
ゆ
く
タ
ピ
ス
リ
ー
の
手
法
と
の
同
族
性
あ
る
い
は
類
縁
性

を
見
た
の
で
あ
ろ
う
。」
セ
ザ
ン
ヌ
は
絵
筆
で
風
景
や
人
物
や
静
物
を
描
く
と
い
う
絵
画
行
為
の
中
で
意

識
化
さ
れ
て
い
な
い
画
面
づ
く
り
に
、
あ
た
か
も
絨
毯
を
織
り
上
げ
て
ゆ
く
職
人
の
よ
う
に
、
注
意
を
傾

倒
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
近
代
絵
画
は
、
画
面
と
い
う
存
在
を
、
画
家
の
手
の
痕
跡
を
あ
た
か
も
抹

殺
、
あ
る
い
は
忘
れ
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
滑
ら
か
に
仕
上
げ
た
。
そ
れ
で
も
そ
の
画
面
に
は
、
透
視
画

法
に
由
来
す
る
中
心
│
周
縁
と
い
う
差
異
の
価
値
シ
ス
テ
ム
が
厳
然
と
支
配
し
て
い
た
。
セ
ザ
ン
ヌ
が
タ

ピ
ス
リ
ー
の
職
人
に
譬
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
か
れ
の
絵
に
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
否
定
が
読
み
取
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
制
作
に
は
近
代
絵
画
と
の
訣
別
の
意
志
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
、
と

言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　
だ
か
ら
そ
の
時
代
の
美
術
状
況
に
眼
を
や
る
と
、
セ
ザ
ン
ヌ
自
身
が
ど
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
た
か
つ
ま

び
ら
か
で
な
い
が
、
そ
れ
が
か
れ
の
孤
独
な
作
業
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
当
時
、
タ
ピ

ス
リ
ー
や
絨
毯
の
展
覧
会
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、美
術
館
で
も
系
統
的
に
収
集
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
。

と
く
に
ウ
ィ
ー
ン
や
ベ
ル
リ
ン
や
ロ
ン
ド
ン
や
パ
リ
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
絨
毯
へ
の
学
術
的
関
心
の
は

じ
ま
り
は
1
8
8
0
年
代
に
棹
差
す
こ
と
が
で
き
る
。
9
2
│
9
6
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
立
工
芸

美
術
館
所
蔵
の
「
オ
リ
エ
ン
ト
の
絨
毯
」
展
は
ウ
ィ
ー
ン
を
皮
切
り
に
ロ
ン
ド
ン
、パ
リ
へ
と
巡
回
し
た
。

そ
の
展
覧
会
の
企
画
か
ら
巡
回
展
示
ま
で
を
取
り
仕
切
っ
た
の
は
、
当
時
ウ
ィ
ー
ン
の
上
記
美
術
館
の
学

芸
員
ア
ロ
イ
ス・リ
ー
グ
ル
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、の
ち
に
美
術
史
学
の
ウ
ィ
ー
ン
学
派
を
形
成
し
、ミ
ュ

ン
ヘ
ン
、
バ
ー
ゼ
ル
を
拠
点
に
様
式
史
的
美
術
史
を
領
導
し
た
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
と
並
ん
で
2
0
世
紀
美

術
史
学
を
方
向
づ
け
た
。
か
れ
は
こ
の
展
覧
会
開
催
の
前
年
、
絨
毯
学
誕
生
を
記
念
碑
的
著
作
『
古
代
オ

リ
エ
ン
ト
の
絨
毯
』
を
世
に
問
う
て
い
た
。

　
絨
毯
に
は
、
額
縁
芸
術
と
し
て
の
近
代
絵
画
が
捨
象
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
あ
る
。
絨
毯
を

諸
芸
術
を
貫
く
基
本
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
位
置
づ
け
た
の
は
、エ
ル
ン
ス
ト・ブ
ロ
ッ
ホ
で
あ
る
。
か
れ
は
ジ
ェ

ル
ジ
ュ
・
ル
カ
ッ
チ
と
並
ん
で
ド
イ
ツ
語
系
マ
ル
ク
ス
主
義
美
学
の
双
璧
で
あ
る
が
、
後
者
が
古
典
的
レ

ア
リ
ズ
ム
に
芸
術
の
典
型
を
も
と
め
た
の
に
対
し
て
、
み
ず
か
ら
の
哲
学
的
一
貫
性
に
お
い
て
、
表
現
主

義
、
抽
象
主
義
を
擁
護
し
つ
づ
け
た
。
か
れ
は
、
絨
毯
に
芸
術
の
原
型
を
見
た
。
職
人
た
ち
は
、
経
糸
に

緯
糸
を
交
差
さ
せ
る
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
の
中
で
、
一
枚
の
絨
毯
を
織
り
上
げ
て
ゆ
く
。
そ
の
全

面
の
い
ず
こ
に
も
手
を
抜
く
こ
と
は
な
い
。
額
縁
絵
画
が
当
然
と
思
い
込
ん
で
い
た
、
画
面
の
求
心
性
、

画
面
中
心
を
周
縁
に
対
し
て
価
値
あ
る
も
の
と
す
る
布
置
価
値
的
分
布
と
は
無
縁
で
あ
る
。
上
記
短
文
で

私
は
か
れ
に
つ
い
て
こ
う
記
し
た
。「
か
れ
は
絨
毯
の
本
質
を
『
ま
だ
・
な
い
』
こ
と
に
求
め
た
。
そ
う

で
あ
ろ
う
。
身
を
沈
ま
せ
る
よ
う
に
厚
い
絨
毯
に
は
、
人
物
像
も
風
景
も
必
要
で
は
な
い
。
丹
念
に
織
り

込
ま
れ
た
幾
何
学
模
様
は
、
そ
の
上
で
演
じ
ら
れ
る
人
生
の
劇
舞
台
を
用
意
し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
先
端

の
ま
だ
開
か
れ
て
い
な
い
チ
ェ
ス
盤
に
は
、
白
黒
の
格
子
模
様
が
よ
く
似
合
う
よ
う
に
。
ち
ょ
う
ど
昼
の

愛
憎
葛
藤
が
ま
だ
交
錯
し
な
い
夜
明
け
ど
き
に
、
濡
れ
た
舗
石
の
幾
何
学
模
様
が
か
つ
て
よ
く
似
合
っ
た

よ
う
に
。」「
ま
だ
・
な
い
」
と
は
、
こ
れ
か
ら
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
出
来
事
の
時
間
相
で
あ
る
。
一
瞬

の
ち
、
そ
の
絨
毯
の
上
で
は
、
愛
憎
乱
れ
る
人
生
模
様
、
歴
史
の
道
を
転
換
さ
せ
る
外
交
的
決
断
等
々
が

転
回
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
芸
術
は
そ
れ
を
現
実
化
し
、
造
形
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
の
だ
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
の
、「
既
に
あ
る
」
も
の
を
再
現
す
る
手
法
と
は
対
極
の
思

想
で
あ
る
。
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
（
模
倣
、
再
現
）
を
創
作
原
理
と
し
て
き
た
近
代
芸
術
に
対
す
る
、
根
底
か
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ら
の
離
縁
状
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
文
章
を
書
き
な
が
ら
、
私
は
1
7
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
絵
画
の
デ
カ
ル
ト
主
義
者
リ
ュ
バ

ン
・
ボ
ー
ジ
ャ
ン
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
画
「
チ
ェ
ス
盤
の
あ
る
静
物
」
や
、
石
畳
を
写
す
恋
愛
映
画
の
一
シ
ー

ン
を
、
そ
れ
か
ら
カ
ル
チ
エ
・
ラ
タ
ン
の
学
生
反
乱
の
は
じ
ま
る
数
刻
前
の
夜
明
け
の
情
景
を
思
い
浮
か

べ
て
い
た
。

　
ジ
ュ
フ
ロ
ワ
が
セ
ザ
ン
ヌ
の
比
喩
に
用
い
た
の
は
壁
に
か
け
ら
れ
る
タ
ピ
ス
リ
ー
で
あ
っ
た
。
リ
ー
グ

ル
が
論
じ
た
の
は
、
お
も
に
床
に
敷
く
絨
毯
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
壁
に
か
け
る
タ
ピ
ス
リ
ー
や
家
具
調

度
品
被
う
タ
ピ
ス
を
も
視
野
に
入
れ
て
い
た
。
そ
の
広
い
意
味
で
の
絨
毯
が
美
術
の
基
本
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
絵
画
へ
の
期
待
が
大
き
く
揺
す
ぶ
ら
れ
て
い
た
。
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
か
ら
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
へ
の
転
換
と
言
っ
て
よ
い
。

　
私
に
絨
毯
に
つ
い
て
書
こ
う
と
思
い
立
た
せ
た
直
接
の
動
機
は
、
上
記
の
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
直
接
に

は
1
9
8
4
年
秋
東
京
国
立
博
物
館
で
開
か
れ
た「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
タ
ピ
ス
リ
ー
」展
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
1
5
世
紀
か
ら
1
8
世
紀
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
タ
ピ
ス
リ
ー
を
日
本
で
は
じ
め

て
本
格
的
、
系
統
的
に
紹
介
す
る
画
期
的
な
展
覧
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
義
を
、
美
術
評
論
家
ル
ネ
・
ユ

イ
グ
は
同
展
覧
会
図
録
の
基
調
論
文
に
こ
う
記
し
て
い
る
。大
意
は
こ
う
で
あ
る
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
は
、

こ
れ
ま
で
日
本
に
は
、
額
縁
に
よ
っ
て
外
部
か
ら
絶
縁
さ
れ
た
内
部
を
眼
前
に
立
て
、
そ
こ
に
ひ
た
す
ら

精
神
を
集
中
さ
せ
る
近
代
絵
画
に
偏
っ
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
も
う
一
つ
の
側
面
、

｢

作
品
が
観
る
者
を
包
み
込
む｣

美
術
の
伝
統
が
あ
り
、そ
れ
を
代
表
す
る
の
が
タ
ピ
ス
リ
ー
で
あ
る
、と
。

こ
れ
は
ま
た
、
絨
毯
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
史
の
中
で
そ
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
、
セ
ザ
ン
ヌ
や
ブ
ロ
ッ
ホ

と
は
ま
た
別
の
可
能
性
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
や
フ
ラ
ン
ド
ル
で
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
以
来
、
王
侯
、
貴
族
の

邸
宅
の
室
内
の
防
寒
、防
湿
の
た
め
に
盛
ん
に
製
作
さ
れ
、あ
る
い
は
中
東
か
ら
輸
入
さ
れ
た
。
そ
の
「
包

み
込
む
」
芸
術
を
読
ん
で
、
私
は
イ
タ
リ
ア
・
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
の
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
美
術
の
最
後
の
光
芒
、
皇

女
ガ
ラ
プ
ラ
キ
デ
ィ
ア
の
霊
廟
の
天
井
（
6
世
紀
）
を
覆
う
、
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
ー
と
金
を
ち
り
ば
め
た

天
井
モ
ザ
イ
ク
画
を
思
っ
た
。
そ
れ
は
皇
女
の
遺
体
を
静
か
に
抱
擁
す
る
星
た
ち
の
輝
く
夜
の
と
ば
り
を

表
し
て
い
た
。
そ
の
伝
統
は
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
バ
ロ
ッ
ク
の
天
井
画
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
そ

の
よ
う
な
「
包
み
込
む
」
芸
術
の
代
表
型
と
し
て
、タ
ピ
ス
リ
ー
の
伝
統
が
あ
っ
た
、と
い
う
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
フ
ラ
ン
ス
や
フ
ラ
ン
ド
ル
の
タ
ピ
ス
リ
ー
の
下
絵
に
は
、
絵
画
的
情
景
が
し
ば
し
ば
つ
か
わ

れ
、「
も
う
一
つ
の
絵
画
作
品
」
と
し
て
愛
用
さ
れ
た
歴
史
が
あ
る
。
今
日
で
も
美
術
館
や
王
宮
の
宝
物

殿
に
は
、絵
画
作
品
の
よ
う
に
展
示
さ
れ
て
い
る
の
を
よ
く
見
か
け
る
。
1
4
世
紀
パ
リ
の
織
師
ニ
コ
ラ・

バ
タ
イ
ユ
の
傑
作
「
ア
ン
ジ
ェ
の
黙
示
録
」
は
、
シ
ャ
ル
ル
5
世
の
宮
廷
画
家
バ
ン
ド
ル
の
下
絵
に
し

た
が
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
だ
。「
タ
ピ
ス
リ
ー
は
絵
の
よ
う
に
。」
だ
が
、だ
が
タ
ピ
ス
リ
ー
の
真
義
は
、

ユ
イ
グ
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
タ
ピ
ス
リ
ー
は
、｢

包
む｣

と
い
う
も
う
一
つ
の
美
術
の
あ
り
方
で
あ
る
。「
絵

は
タ
ピ
ス
リ
ー
の
よ
う
に
。」

　
画
面
は
、ま
る
で
壁
に
穴
を
穿
つ
か
の
よ
う
に
描
か
れ
た
近
代
絵
画
に
お
い
て
、外
部
を
見
る
窓
で
あ
っ

た
。
だ
が
絨
毯
に
見
立
て
ら
れ
る
絵
画
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
画
面
は
、
そ
こ
に
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
る

大
地
で
あ
り
、
皇
女
の
遺
骸
を
永
遠
に
包
み
込
む
夜
空
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
タ
ピ
ス
リ
ー
に
託
さ
れ

た
美
術
の
あ
り
方
の
可
能
性
が
、
2
0
世
紀
芸
術
の
基
調
に
な
っ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

５
．
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
大
地
」

　
画
面
を
こ
れ
か
ら
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
舞
台
に
見
立
て
る
、
ブ
ロ
ッ
ホ
の
思
想
は
、

後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
大
地
│
世
界
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
と
近
い
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
前
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
つ
ま
り
『
存
在
と
時
間
』（
1
9
2
8
年
）
に
至
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
の
過
程

に
は
、フ
ッ
セ
ル
の
よ
う
な「
像Bild

」が
主
題
的
に
浮
か
び
あ
が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
か
れ
に
は
も
っ

と
切
実
に
生
身
の
人
間
存
在
が
な
ぜ
存
在
す
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
の
ほ
う

が
切
実
で
あ
っ
た
。
人
間
実
存
の
、多
分
に
空
間
的
な
基
本
構
造「
世
界
内
存
在In-der-W

elt-Sein

」は
、
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｢
被
投
的
投
企 der geworfene Entwurf｣

と
時
間
的
実
存
の
あ
り
方
へ
と
垂
直
的
に
転
調
さ
れ
る
が
、

投
企
の
場
は
あ
く
ま
で
私
た
ち
の
生
存
す
る
世
界
で
あ
っ
た
。
だ
が
1
9
3
0
年
代
前
半
以
降
、
い
わ

ゆ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
「
ケ
ー
レ
（
転
回
）」
以
後
、
芸
術
や
形
而
上
学
が
主
題
領
域
と
し
て
浮
か
び

あ
が
っ
て
く
る
。

　
か
れ
の
『
芸
術
作
品
の
起
源
』
は
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
生
ま
れ
た
。
芸
術
作
品
の
中
で
、
存

在
者
の
真
理
は
、
隠
蔽
性
と
非
隠
蔽
性
の
相
互
的
貫
通
的
な
絡
み
合
い
の
開
け
と
し
て
、
実
現
さ
れ

るsich ins W
erk setzen

。
そ
れ
は
世
界
と
大
地
の
抗
争
で
あ
る
。
作
品
は
、
世
界
を
打
ち
立
て
る

aufstellen

。
同
時
に
、
世
界
を
制
作
す
るherstellen

。
ど
こ
に
打
ち
立
て
る
の
か
。
大
地
で
あ
る
。

か
く
し
て
大
地
は
画
面
と
な
る
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
謎
め
い
た
語
り
口
に
は
、
自
己
陶
酔
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
フ
ィ
ン
ク
が
語
っ
た
、
画

像
世
界
の
主
人
公
と
な
る
と
同
時
に
、
現
実
世
界
に
お
い
て
も
方
位
づ
け
の
中
心
と
な
る
と
い
う
人
間
実

存
の
自
己
分
裂
の
響
き
は
姿
を
消
す
。
人
間
を
極
小
の
添
景
に
押
し
込
め
て
し
ま
う
大
地
│
世
界
の
壮
大

な
ド
ラ
マ
だ
け
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
で
も
世
界
と
大
地
の
抗
争
を
絵
画
に
当
て
は
め
る
と
、

世
界
│
非
隠
蔽
性
│
画
像
世
界
（
像
主
体
）
と
大
地
│
隠
蔽
性
│
面
（
像
客
体
）
の
二
つ
の
層
が
見
え
て

く
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
画
面
を
大
地
の
比
喩
で
語
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
こ
に
表
現
主
義
の
大
き
な
潮

流
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
生
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

６
．
も
う
一
つ
の
比
喩
│
「
あ
た
か
も
開
い
た
窓
の
よ
う
に
」

　
透
視
画
法
は
1
9
世
紀
末
、
絵
画
制
作
の
指
導
の
際
に
、
安
直
な
遠
近
表
現
の
た
め
の
教
科
書
的
手

法
に
矮
小
化
さ
れ
て
い
た
。
窓
に
見
立
て
た
四
角
い
ガ
ラ
ス
板
や
木
枠
を
か
ざ
し
て
、
よ
い
構
図
を
探
す

と
い
う
の
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
あ
れ
ほ
ど
画
家
た
ち
を
熱
狂
さ
せ
た
本
来
の
透
視
画
法
と
は
縁
遠
い
も

の
で
あ
っ
た
。

　
2
0
世
紀
後
半
の
世
界
の
美
術
史
学
を
ア
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
（
画
像
解
釈
学
）
と
い
う
方
法
論
で
領
導

し
た
Ｅ
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
「
開
い
た
窓fenestra aperta

」
と
い
う
比
喩
を
も
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
中
世
絵
画
か
ら
近
世
絵
画
へ
の
分
水
嶺
と
し
た
。
中
世
絵
画
で
は
絵
画
は
不
透
明
な
物
質
的
平
面
と

み
な
さ
れ
て
い
た
。
透
視
画
法
の
定
式
化
と
普
及
に
貢
献
し
た
1
6
世
紀
の
画
家
で
画
論
家
で
あ
っ
た

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
こ
の
よ
う
に
語
る
。「
私
は
自
分
が
描
き
た
い
と
思
う
だ
け
の
大
き
さ
の
四
角
の
枠
を

引
く
。
こ
れ
を
、
私
は
描
こ
う
と
す
る
も
の
を
透
視
す
る
た
め
の
開
い
た
窓fenestra aperta

で
あ
る

と
み
な
そ
う
。」（　
　 10
）
だ
が
、
こ
の
「
開
い
た
窓
」
と
い
う
見
立
て
は
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
創
案
で
は
な
い
。

典
拠
は
旧
約
聖
書
「
ダ
ニ
エ
ル
書
」
に
あ
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
そ
こ
か
ら
引
い
た
は
ず
で
あ
る
。
旧
約

聖
書
に
よ
る
と
、
ダ
ニ
エ
ル
は
、
バ
ビ
ロ
ン
虜
囚
の
時
代
、
同
胞
が
帰
国
し
て
も
王
ネ
ブ
カ
デ
ネ
ザ
ル

に
そ
の
能
力
を
信
頼
さ
れ
て
帰
国
を
許
さ
れ
な
い
時
を
過
ご
し
て
い
た
。
だ
が
そ
の
日
々
、「
こ
こ
に
ダ

ニ
エ
ル
は･････

家
に
か
へ
り
け
る
が
そ
の
２
階
の
窓
の
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
に
む
か
ひ
て
開
け
る
処
に
て

fenestris apertis

一
日
に
3
度
づ
つ
膝
を
か
が
め
て
祷
り
、
そ
の
神
に
向
ひ
て
感
謝
せ
り
。」（
第
6

章
第
10
│
11
節
）

　
ダ
ニ
エ
ル
は
、
開
い
た
窓
か
ら
、
現
実
の
市
街
地
の
風
景
を
眺
め
る
の
で
な
く
、
遠
い
、
帰
国
を
禁
じ

ら
れ
た
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
幻
影
を
眺
め
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
祷
っ
た
の
で
あ
る
。
窓
の
両
側
と
室
内
は
現

実
。
窓
か
ら
見
え
る
風
景
は
幻
影
、想
像
。
そ
の
境
を
、開
い
た
窓
面
が
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
、

幻
影
で
あ
っ
て
も
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
を
現
前
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
ダ
ニ
エ
ル
の
深
い
情
念
が
、
窓
面
を
支

え
て
い
た
。
そ
の
情
念
を
、
教
科
書
的
に
定
式
化
さ
れ
た
透
視
画
法
に
は
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
面
は
、世
界
と
い
う
出
来
事
の
な
か
の
一
つ
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
の
出
来
事
、そ
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー

を
、
さ
し
あ
た
り
事
物
的
に
は
ガ
ラ
ス
板
の
よ
う
な
平
面
に
圧
縮
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
ま
こ
と
に

狂
気
に
似
た
情
念
の
な
せ
る
作
業
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
2
0
世
紀
に
は
、面
あ
る
い
は
画
面
へ
の
考
察
が
増
え
た
。
フ
ッ
セ
ル
の
像
客
体
、リ
ー
グ
ル
の
絨
毯
、

(

10) E.Panofsky, 'Die Perspektive 
als "sym

bolische Form
', in: 

A
ufsaetze zu G

rundfrage der 
Kunstw

issenschaft", 1964, S.99.

よ
り
転
引
用
。
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ジ
ュ
フ
ロ
ワ
の
タ
ピ
ス
リ
ー
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
大
地
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
呼
吸
す
る
皮
膚
等
々
、
そ

れ
ら
は
す
べ
て
面
へ
の
言
及
を
も
っ
て
い
る
。
面
あ
る
い
は
画
面
が
、画
家
の
身
体
と
の
近
さ
に
お
い
て
、

も
う
一
度
と
ら
え
な
お
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
注
記

　
画
面
に
つ
い
て
、筆
者
は
以
前
か
ら
考
え
つ
づ
け
て
き
た
。
脚
注
に
示
し
た
も
の
以
外
の
主
な
も
の
を
、

こ
こ
に
記
し
て
お
く
。

　
金
田
晉　
絵
画
美
の
構
造　
勁
草
書
房　
1
9
8
4
年

　
金
田
晉　
芸
術
作
品
の
現
象
学　
世
界
書
院　
1
9
9
0
年

平
面
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
挿
話

松
浦 

寿
夫

　
本
日
は
尊
敬
す
る
彫
刻
家
の
皆
さ
ん
の
前
で
お
話
し
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
、
ま
ず
感

謝
い
た
し
ま
す
。
私
と
し
ま
し
て
は
、
一
方
的
に
講
義
を
す
る
と
い
っ
た
形
式
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
い

く
つ
か
の
題
材
を
話
題
の
端
緒
と
し
て
提
出
し
た
う
え
で
、
皆
さ
ん
と
の
討
論
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
刺

戟
と
教
え
を
受
け
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
回
、私
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
平
面
と
い
う
概
念
で
し
た
。

ご
く
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
の
語
は
、
ご
く
単
純
に
定
義
可
能
な
様
相
に
も
か
か
わ
ら
ず
き
わ
め
て
謎

め
い
た
言
葉
で
も
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
単
純
な
様
相
を
呈
す
る
が
ゆ
え
に
、
謎
で

し
か
あ
り
え
な
い
よ
う
な
概
念
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
彫
刻
制
作
に
携
わ
る
方
々
か
ら
、
こ
の
平

面
と
い
う
課
題
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
画
家
た
ち
が
語
る
平
面
、
あ

る
い
は
平
面
性
と
彫
刻
家
た
ち
の
用
い
る
こ
の
語
と
の
間
に
は
共
約
可
能
な
部
分
が
存
在
す
る
の
か
、
そ

れ
と
も
大
き
な
ず
れ
が
存
在
す
る
の
か
、
私
自
身
が
皆
様
に
伺
い
た
い
点
で
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

あ
る
物
体
の
平
坦
な
広
が
り
と
し
て
露
出
す
る
表
層
を
平
面
と
い
う
語
で
指
示
可
能
な
の
か
、
も
し
可
能

だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
表
層
的
な
平
面
と
そ
れ
を
支
え
る
と
い
う
か
、
そ
の
背
後
に
存
在
す
る
実
体
と
こ
の

表
面
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構
成
し
え
る
の
か
。
ま
た
、
こ
の
場
合
、
あ
る
い
は
、
こ
の
物
体
は
そ
の
視
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覚
的
な
表
層
性
に
還
元
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
一
連
の
問
題
を
通
し
て
、「
在
る
」
と
「
見
え
る
」
と
い

う
二
つ
の
動
詞
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
事
態
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
形
成
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
接
近
で

き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
絵
画
と
い
う
形
式
に
依
拠
し
た
作
品
群
以
上
に
、
こ
の
問
い
へ
の
よ
り
直
接
的

な
接
近
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
の
よ
う
な
話
題
を
め
ぐ
る
討
論
に
近
づ
け
る
よ
う
な
挿
話
を
う
ま
く
提
示
す
る
自
信
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
と
も
か
く
、
平
面
を
め
ぐ
る
話
題
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
最
初
の
話
題
は
、
ギ
ョ
ー

ム
・
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
短
編
の
物
語
、「
オ
ノ
レ
・
シ
ュ
ブ
ラ
ッ
ク
の
消
失
」
か
ら
取
り
上
げ
た
い
と
思

い
ま
す
。
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
２
０
世
紀
初
頭
の
詩
的
形
式
に
重
要
な
変

革
を
も
た
ら
し
た
詩
人
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
し
、『
美
的
省
察
│
│
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
画
家
た
ち
』

と
い
っ
た
著
作
ば
か
り
で
な
く
、
美
術
批
評
の
分
野
で
き
わ
め
て
旺
盛
な
執
筆
活
動
を
続
け
、
ピ
カ
ソ
た

ち
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
最
初
期
の
擁
護
者
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
と

交
友
の
あ
っ
た
ピ
カ
ソ
や
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
発
言
に
よ
れ
ば
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
ど
の
程
度
分
析
的
に
キ
ュ

ビ
ス
ム
を
理
解
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
は
疑
問
も
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
、
そ
の
詩
的
な
直
感
と
で
も

い
っ
た
も
の
で
、
何
か
を
把
握
し
、
提
示
し
え
た
と
い
う
事
実
に
は
否
定
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
そ
こ
で
、
本
日
、
導
入
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
彼
の
書
い
た
一
連
の
コ
ン
ト
の
ひ
と
つ
で
す
。

ご
く
短
い
も
の
で
す
か
ら
、
一
読
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
結
構
で
す
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
点
を
き

わ
め
て
簡
単
に
要
約
し
て
み
れ
ば
、
オ
ノ
レ
・
シ
ュ
ブ
ラ
ッ
ク
は
、
敵
に
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
自
ら
の

身
体
を
不
可
視
の
も
の
と
し
た
い
と
強
く
願
っ
た
が
ゆ
え
に
、
一
種
の
擬
態
の
能
力
を
獲
得
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
こ
の
特
殊
な
能
力
の
ゆ
え
に
、
彼
は
思
う
ま
ま
に
壁
と
擬
態
的
に
同
一
化
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、壁
と
身
体
と
の
視
覚
的
な
同
一
化
に
と
っ
て
何
が
必
要
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
い
く
つ
か
の
動
物
た
ち
の
保
護
色
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
色
彩
的
な
同
化
と
、
身
体
の
物
理
的
な

平
坦
化
、
つ
ま
り
、
壁
か
ら
身
体
が
浮
き
出
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
平
坦
化
の
二
つ
で
す
。
自
ら
の
身
体

を
壁
の
表
層
的
な
面
と
一
体
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
の
物
語
は
、
壁
の
中
へ
の
身
体
の
消
失
、
な
い
し
流
失

の
仕
組
み
を
提
示
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
絵
画
面
か
ら
の
画
像
の
消
失
と
い
う
事
態
を
考
え
る

点
で
も
示
唆
的
で
す
が
、
こ
の
物
理
的
な
隆
起
の
削
減
、
あ
る
い
は
中
性
的
な
表
層
の
獲
得
と
い
う
点
で

い
え
ば
、
レ
リ
ー
フ
や
彫
刻
の
問
題
と
も
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
こ
こ
で
擬
態
と
い
う
語
を

ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
用
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
語
のm

im
étism

e 

と
い
う
語
で
、
い
う
ま
で

も
な
く
、
ミ
メ
ー
シ
ス
と
同
じ
語
源
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
た
後
ほ
ど
立
ち
戻
る
こ

と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
壁
を
め
ぐ
る
も
う
一
つ
の
興
味
深
い
物
語
と
し
て
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
『
知
ら
れ
ざ
る
傑

作
』
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
そ
れ
ほ
ど
長
い
物
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
多
く

の
芸
術
家
た
ち
に
刺
戟
を
与
え
続
け
た
物
語
で
す
。
実
際
、
あ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
は

も
っ
と
も
愛
す
る
小
説
上
の
主
人
公
と
い
う
項
目
に
、
こ
の
物
語
に
登
場
す
る
天
才
的
な
画
家
、
フ
レ
ン

ノ
フ
ェ
ー
ル
の
名
前
を
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
信
憑
性
に
疑
問
の
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
も
多
い

著
作
で
す
が
、
ガ
ス
ケ
の
『
セ
ザ
ン
ヌ
』
と
題
さ
れ
た
著
作
に
よ
る
と
、
セ
ザ
ン
ヌ
自
信
が
こ
の
フ
レ
ン

ノ
フ
ェ
ー
ル
に
自
己
同
一
化
す
る
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
ま
た
、
後
年
、
ピ
カ

ソ
も
こ
の
物
語
に
立
脚
し
た
一
連
の
版
画
作
品
を
制
作
し
、
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
の
画
廊
か
ら
装
丁
版
を
刊
行
し

て
い
ま
す
。
注
目
す
べ
き
点
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
ご
く
大
雑
把
に
結
末
の
部
分
の
み
に
注

目
し
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。

　
フ
レ
ン
ノ
フ
ェ
ー
ル
が
何
年
も
の
期
間
に
わ
た
っ
て
制
作
を
続
け
て
き
た
畢
生
の
大
作
と
も
い
え
る

「
美
し
き
諍
い
女
」
と
画
家
自
身
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
裸
婦
像
を
、
二
人
の
画
家
が
よ
う
や
く
垣
間

見
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
機
会
を
得
ま
す
。
よ
う
や
く
絵
を
覆
う
ヴ
ェ
ー
ル
が
と
か
れ
、
そ
の
作
品
は
全
貌

を
二
人
の
視
線
に
さ
ら
し
ま
す
が
、
唖
然
と
し
た
二
人
の
画
家
は
互
い
に
何
か
見
え
る
か
と
問
い
か
け
ま

す
。
二
人
の
前
に
出
現
し
た
も
の
は
、
裸
婦
像
と
い
う
よ
り
は
、
ご
く
端
的
に
「
絵
具
の
壁
」
に
他
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
注
意
深
く
見
る
と
、
画
面
下
方
の
片
隅
に
こ
の
上
も
な
く
見
事
に
描
き
出
さ
れ

た
足
の
一
部
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
二
人
は
、
フ
レ
ン
ノ
フ
ェ
ー
ル
が
見
事
な
裸
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婦
像
を
描
き
な
が
ら
も
、
そ
の
後
、
錯
乱
的
に
絵
具
を
そ
の
上
に
塗
り
重
ね
て
し
ま
っ
た
た
め
に
こ
の
よ

う
な
絵
具
の
壁
が
長
い
制
作
の
帰
結
と
し
て
出
現
し
た
と
い
う
推
論
を
展
開
し
ま
す
。
こ
う
い
っ
て
よ
け

れ
ば
、
裸
婦
は
絵
具
の
厚
い
皮
膜
の
下
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
回
は
壁
の
下
に
女

が
埋
も
れ
て
い
る
と
い
う
物
語
で
す
が
、バ
ル
ザ
ッ
ク
と
同
じ
く
１
９
世
紀
の
文
学
者
で
あ
る
エ
ド
ガ
ー・

ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
『
黒
猫
』
も
ま
た
、
ま
っ
た
く
異
質
な
物
語
で
あ
る
と
は
い
え
、
壁
の
下
の
女
と
い
う

主
題
を
共
有
し
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
物
語
は
２
０
世
紀
の
後
半
に
再
び
、
一
種
の
紋
切
り
型
の
表
現
、
批

評
用
語
と
い
う
よ
り
は
一
種
の
符
牒
と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
流
通
す
る
気
配
を
示
し
始
め
ま
す
。
そ
れ
は
、

抽
象
表
現
主
義
の
画
家
た
ち
の
作
品
、
と
り
わ
け
ポ
ロ
ッ
ク
の
オ
ー
ル
・
オ
ー
ヴ
ァ
な
絵
画
作
品
群
の
登

場
と
と
も
に
、
い
わ
ば
壮
大
な
失
敗
の
符
牒
と
し
て
フ
レ
ン
ノ
フ
ェ
ー
ル
の
絵
具
の
壁
と
い
う
表
現
が

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
文
脈
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
理
解

不
可
能
な
、
乱
雑
な
絵
具
の
筆
触
の
集
積
と
し
て
、
ポ
ロ
ッ
ク
た
ち
の
作
品
を
失
敗
、
そ
れ
も
錯
乱
的
な

失
敗
の
徴
の
も
と
に
置
こ
う
と
い
う
意
図
が
、
こ
の
表
現
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
的
な
使
用
を
支
え
て
い
る

わ
け
で
す
が
、と
は
い
え
、こ
の
よ
う
な
素
朴
か
つ
安
易
な
意
図
か
ら
離
れ
て
、改
め
て
フ
レ
ン
ノ
フ
ェ
ー

ル
の
絵
画
の
し
る
し
の
元
に
ポ
ロ
ッ
ク
の
作
品
を
見
て
み
る
こ
と
も
無
駄
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
様
々
な
連
想
作
用
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
た
と
え
ば
、
１
９
４
８
年
の
作
品
、「
木
馬
」
を
取
り
上
げ
て
見
ま
し
ょ
う
。「
ラ
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
・
ミ
ス

ト
」
や
「
秋
の
リ
ズ
ム
」
と
い
っ
た
彼
の
代
表
的
な
作
品
は
１
９
５
０
年
に
制
作
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
そ

の
わ
ず
か
以
前
と
い
う
時
期
に
な
り
ま
す
。
こ
の
作
品
は
板
に
張
ら
れ
た
茶
色
の
画
布
の
上
に
、
ド
リ
ッ

ピ
ン
グ
を
駆
使
し
た
部
分
と
は
異
な
っ
た
色
面
と
、
玩
具
の
木
馬
の
頭
部
の
一
部
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
か
ら
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
画
像
自
体
が
喚
起
す
る
馬
の
頭
部
に
あ
た
る
部
分
に
リ
テ
ラ
ル
に
隆
起
す

る
木
馬
の
頭
部
の
断
片
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
こ
こ
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
木
馬
の
頭

部
が
、
こ
の
画
像
を
馬
と
し
て
認
知
す
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
視
線
を
導
く
と
い
っ
た
ほ
う
が
良
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
い
う
よ
り
は
リ
テ
ラ
ル
に
こ
の
部

分
に
物
理
的
な
厚
み
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
み
れ
ば
、
オ
ー
ル
・
オ
ー
ヴ
ァ
な
水
平
的
な
広
が
り
の
探

求
と
は
別
の
関
心
が
そ
こ
に
表
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
と
り
あ
え
ず
、
多

層
性
な
い
し
積
層
性
と
呼
ん
で
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
点
か
ら
注
目
す
べ
き
作
品
の
ひ
と
つ
が
、
大
原
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
「
カ
ッ
ト・ア
ウ
ト
」

と
題
さ
れ
た
作
品
で
す
。
こ
れ
も
、１
９
４
７
年
か
ら
１
９
５
０
年
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
作
品
で
す
が
、

オ
ー
ル
・
オ
ー
ヴ
ァ
に
彩
色
さ
れ
た
画
面
か
ら
、
人
体
を
喚
起
す
る
画
像
が
切
り
取
ら
れ
て
い
ま
す
。
イ

リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
描
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
リ
テ
ラ
ル
に
画
布
を
切
り
取
り
画
面
の
下
の

層
を
露
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
作
品
は
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
作
品

が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
や
カ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
リ
テ
ラ
ル
に
二
つ
の
層
か
ら
な
る
構
造
を
作

り
出
し
た
の
に
対
し
て
、
１
９
５
３
年
の
「
深
み
」
と
題
さ
れ
た
作
品
は
、
画
面
を
被
覆
す
る
か
の
よ
う

な
色
面
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
手
法
に
頼
る
こ
と
な
く
、
画
面
を
多
層
性
の

空
間
へ
と
導
い
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
題
名
に
与
え
ら
れ
た
「
深
み
」
と
い
う
語
は
い
う
ま
で
も
な
く
水

平
的
な
広
が
り
で
は
な
く
、画
面
に
お
け
る
垂
直
的
な
深
さ
の
方
向
へ
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
示
し
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
言
及
し
た
作
品
群
は
ポ
ロ
ッ
ク
の
芸
術
的
な
達
成
な
い
し
そ
の
作
品
の
芸
術
的
な
価

値
と
い
う
点
で
は
、
マ
イ
ナ
ー
な
作
品
と
み
な
し
て
も
か
ま
わ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
作
品
群
は
、
た
と
え
マ
イ
ナ
ー
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
制
作
に
お
け
る
揺
れ
動
き
を

示
唆
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
代
表
的
な
作
品
群
の
解
読
に
対
し
て
も
う
一
つ
の
端
緒
を
提
供
し
て
く

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
オ
ー
ル
・
オ
ー
ヴ
ァ
な
視
覚
的
な
広
が
り
、
い
わ
ば
水
平
的
な
広
が

り
の
探
求
者
と
し
て
で
は
な
く
、
垂
直
的
な
多
層
性
を
前
に
し
て
動
揺
す
る
探
求
者
、
彼
の
も
う
一
つ
の

作
品
の
題
名
を
借
り
て
い
え
ば
、「
五
尋
の
海
の
底
」
を
覗
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
動
揺
す
る
探
求
者
と

し
て
の
ポ
ロ
ッ
ク
と
い
う
記
述
の
可
能
性
が
開
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
た
だ
、
こ
の
可
能
性
に
関
し
て
は
別
の
機
会
に
委
ね
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
画
像
に
注
目
し
て
み
た
い
と
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思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
巨
大
な
絵
画
作
品
を
前
に
女
性
モ
デ
ル
を
立
た
せ
て
撮
影
さ
れ
た
セ

シ
ル
・
ビ
ー
ト
ン
の
い
く
つ
か
の
写
真
で
す
。
こ
れ
は
『
ヴ
ォ
ー
グ
』
誌
の
１
９
５
１
年
３
月
１
日
号
に

掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
注
目
す
べ
き
点
は
い
ず
れ
の
場
合
も
、
タ
ブ
ロ
ー
の
四
辺
の
す
べ
て
が
現
れ

る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
す
。一
辺
の
部
分
が
表
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。こ
の
こ
と
は
、ポ
ロ
ッ

ク
の
作
品
の
巨
大
さ
を
強
調
し
、
そ
れ
を
壁
の
よ
う
な
遮
蔽
体
と
し
て
示
す
効
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。
と

り
わ
け
、「
秋
の
リ
ズ
ム
」
を
前
に
し
た
モ
デ
ル
の
写
真
像
は
、
あ
た
か
も
こ
の
モ
デ
ル
が
巨
大
な
壁
面

の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
ま
す
。
そ
の
点
で
、た
と
え
ば
エ
ド
モ
ン・ヴ
ュ
イ
ア
ー

ル
の
作
品
群
、
と
り
わ
け
そ
の
石
版
画
の
連
作
、「
ば
ら
色
の
壁
紙
の
室
内
」
の
い
く
つ
か
と
の
構
造
的

な
類
似
性
の
指
摘
は
す
で
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
壁
に
一
体
化
す
る
人
物
、

あ
る
い
は
壁
の
下
に
埋
も
れ
た
人
物
と
い
っ
た
物
語
の
問
題
系
列
と
引
き
寄
せ
て
み
た
い
誘
惑
に
駆
ら
れ

ま
す
。

　
ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
付
け
加
え
て
お
く
べ
き
点
は
、
精
神
分
析
の
問
題
で
す
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
ポ

ロ
ッ
ク
自
身
が
精
神
分
析
的
な
治
療
を
恒
常
的
に
受
け
、
ま
た
、
分
析
用
の
素
描
が
何
点
か
残
っ
て
い
る

と
い
う
逸
話
の
次
元
で
は
な
く
、
こ
う
い
っ
て
よ
け
れ
ば
、
フ
ロ
イ
ト
的
な
意
味
で
の
無
意
識
の
探
求
が

平
面
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
層
を
め
ぐ
る
思
考
で
も
あ
り
え
る
か
ら
で
す
。
実
際
、
フ
ロ
イ
ト
の
探
求

は
、こ
の
無
意
識
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
思
考
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
努
力
の
積
み
重
ね
と
も
い
え
ま
す
し
、

無
意
識
を
場
所
論
的
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
は
、
考
古
学
な
い
し
地
質
学
的
な
層
の
イ
メ
ー
ジ
を

提
出
し
て
い
ま
し
た
。
先
に
言
及
し
た
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
ポ
ー
の
物
語
も
、
壁
の
下
に
埋
も
れ
る
女
性
、
そ

れ
も
性
的
な
誘
引
力
を
備
え
た
女
性
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
欲
望
の
物
語
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
「
カ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
」
で
、
切
り
取
ら
れ
た
形
象
が
性
差
の
判
別
は
困
難

で
あ
る
と
し
て
も
、
ヴ
ィ
オ
モ
ル
フ
ィ
ッ
ク
と
い
う
よ
り
は
、
ア
ン
ト
ロ
ポ
モ
ル
フ
ィ
ッ
ク
、
つ
ま
り
人

体
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
た
だ
、
私
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
精
神
分
析
的
な
接
近
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
絵
画
の
構
造
的
な
側
面
、

つ
ま
り
二
重
構
造
と
い
う
か
、
画
面
の
多
層
性
と
い
う
点
に
興
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
多
層
性

と
い
う
構
造
を
考
え
る
た
め
に
、
建
築
に
迂
回
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
誰
の
作
品
な
の
か
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
山
手
線
の
恵
比
寿
、
渋
谷
間
に
あ
る
建
築
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の

建
築
は
、
あ
る
種
の
試
み
の
典
型
的
な
型
を
示
し
て
い
ま
す
。
ご
く
大
雑
把
に
い
え
ば
、
表
層
に
亀
裂
が

入
り
、
部
分
的
に
内
部
構
造
が
露
出
し
て
い
る
よ
う
な
様
相
を
仕
掛
け
と
し
て
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

見
る
た
び
に
、あ
る
種
の
醜
悪
さ
の
よ
う
な
印
象
を
も
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、

こ
の
人
為
的
に
偽
装
さ
れ
た
亀
裂
の
線
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を

自
然
の
亀
裂
を
偽
装
す
る
人
為
性
と
い
う
か
作
為
性
と
考
え
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
で
展
開
さ
れ
る
議
論
を
想
起
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
カ
ン
ト
に

よ
れ
ば
、
自
然
は
モ
デ
ル
な
し
に
様
々
な
形
象
を
産
出
し
ま
す
。
モ
デ
ル
と
し
て
の
目
的
因
を
欠
き
な
が

ら
も
何
か
合
目
的
に
み
え
る
美
し
い
対
象
を
産
出
し
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
は
芸
術
制
作
の
任
務
を

先
ほ
ど
指
摘
し
ま
し
た
語
を
用
い
れ
ば
、
ミ
メ
ー
シ
ス
、
つ
ま
り
模
倣
の
活
動
と
考
え
て
い
ま
す
。
だ
と

す
る
と
、
自
然
の
産
出
し
た
美
し
い
事
物
を
芸
術
家
が
模
倣
す
る
と
す
れ
ば
、
芸
術
制
作
は
モ
デ
ル
な
し

の
産
出
構
造
と
し
て
の
自
然
の
能
産
的
な
性
質
を
裏
切
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

自
然
が
モ
デ
ル
な
し
に
美
し
い
対
象
を
産
出
す
る
よ
う
に
、
芸
術
は
自
然
の
生
産
物
を
模
倣
す
る
の
で
は

な
く
、
こ
の
モ
デ
ル
な
し
の
産
出
作
用
を
模
倣
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
単
純
化
し
す

ぎ
た
要
約
に
な
っ
て
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
生
産
物
で
は
な
く
、
モ
デ
ル
な
し
の
生
産
作
用
を
モ
デ
ル

と
し
ろ
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
モ
デ
ル
は
存
在
す
る
と
い
う
留
保
は
必

要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
で
は
、
モ
デ
ル
な
し
に
何
も
の
か
を
産
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
し
ょ
う
か
。
カ

ン
ト
は
ご
く
端
的
に
、
こ
の
任
務
を
な
し
え
る
者
に
天
才
と
い
う
名
称
を
付
与
し
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
先
ほ
ど
の
美
し
い
と
は
い
い
が
た
い
建
築
で
す
が
、
こ
の
建
築
を
特
徴
づ
け
る
人
為
的
な
亀
裂

の
線
は
、
ま
さ
に
、
亀
裂
と
い
う
作
用
そ
れ
自
体
の
模
倣
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
作
用
に
よ
っ
て
生
じ
う

る
効
果
の
模
倣
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
醜
悪
さ
の
理
由
を
カ
ン
ト
的
な
思
考
の
枠
組
み
で
説
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明
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
際
、
カ
ン
ト
と
同
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
画
家
、
ア
レ
ク
サ

ン
ダ
ー
・
カ
ズ
ン
ズ
の
『
新
し
い
方
法
』
と
題
さ
れ
た
著
作
は
、
た
と
え
ば
変
幻
自
在
に
様
相
を
変
え
る

雲
を
描
こ
う
と
す
る
場
合
、
雲
の
輪
郭
線
を
精
緻
に
補
足
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
画
像
が
雲

か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
と
い
う
事
実
に
注
目
し
た
上
で
、
一
種
の
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
よ

う
な
偶
発
的
な
し
み
や
飛
沫
の
方
が
、
形
象
指
示
的
な
作
用
を
欠
き
な
が
ら
も
、
つ
ま
り
、
モ
デ
ル
と
し

て
の
雲
を
欠
き
な
が
ら
も
、
雲
ら
し
い
様
相
を
提
示
し
う
る
と
い
う
逆
説
に
注
目
し
て
い
ま
す
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
、
カ
ズ
ン
ズ
的
な
視
点
か
ら
離
れ
て
、
こ
の
建
築
の
問
題
点
を
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
建
築
が
表
層
構
造
と
深
層
構
造
と
の
便
宜
的
な
区
分
に
立
脚
し
た
作

為
性
に
立
脚
し
て
い
る
点
、
そ
れ
が
、
建
築
に
お
け
る
面
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
回
避
し
た
上
で
、
説

明
的
な
絵
解
き
の
仕
組
み
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
点
に
注
目
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
問
い
は
、
説
明
的
で
は
な
い
絵
画
、
彫
刻
に
と
っ
て
も
提
示
さ
れ
る
面
と
い
う
問
い
の
所
在
を
示
し

て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
別
の
テ
ク
ス
ト
を
取
り
上
げ
て
見
ま
し
ょ
う
。
そ
れ

は
、
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ー
ス
の
「
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
都
市
」
と
い
う
文
章
で
す
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
、
ロ
ー
ス

は
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
市
に
出
現
し
た
書
割
建
築
を
揶
揄
し
な
が
ら
、
表
層
的
な
次
元
で
の
装
飾
性
に
流
れ
が

ち
な
世
紀
末
の
ウ
ィ
ー
ン
の
建
築
群
を
批
判
し
て
い
る
の
で
す
が
、
た
だ
こ
の
議
論
は
単
に
表
層
の
マ
ニ

エ
リ
ス
ム
と
化
し
た
建
築
の
批
判
、
い
わ
ゆ
る
装
飾
批
判
の
文
脈
に
還
元
さ
れ
え
な
い
次
元
を
備
え
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
フ
ァ
サ
ー
ド
な
い
し
、
建
築
に
お
け
る
面
の
問
題
で
す
。

　
議
論
を
深
化
さ
せ
る
余
裕
が
な
く
、
論
点
の
列
挙
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、

い
ま
ひ
と
つ
、
コ
ー
リ
ン
・
ロ
ー
の
「
透
明
性
」
と
題
さ
れ
た
き
わ
め
て
有
名
な
論
文
を
参
考
に
し
て
み

ま
す
。
こ
の
論
文
で
、
ロ
ー
は
二
つ
の
型
の
透
明
性
を
弁
別
し
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
リ
テ
ラ
ル
な
、
文

字
通
り
の
透
明
性
で
、
こ
れ
は
ガ
ラ
ス
な
ど
の
素
材
と
い
う
物
質
的
な
次
元
で
の
透
明
性
で
す
。
も
う
ひ

と
つ
を
、
ロ
ー
は
フ
ェ
ノ
メ
ナ
ル
な
透
明
性
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
物
質
的
な
組
成
と
し
て
の
透

明
性
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
や
、
と
り
わ
け
、
レ
ジ
ェ
の
絵
画
作
品
に
頻
出
す
る
よ
う
に
、

隣
接
す
る
面
が
重
畳
関
係
に
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
、
一
つ
の
面
の
背
後
に
も
う
一
つ
の
面

が
延
長
し
て
い
る
よ
う
な
視
覚
的
な
効
果
が
現
れ
る
と
き
、
こ
の
視
覚
的
な
重
層
性
な
い
し
積
層
性
の
効

果
を
フ
ェ
ノ
メ
ナ
ル
な
透
明
性
と
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
単
に
隣
接
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
ち
ら
が
上
か
下
か
を
決
定
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
多
義
的
な
視
覚

的
積
層
化
作
用
を
透
明
性
と
い
う
名
に
内
包
さ
せ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
議
論
は

表
層
と
深
層
構
造
と
い
う
対
立
の
解
体
の
思
考
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
絵
画
の
領
域
で
い
え
ば
、
図
と
地

と
い
う
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
対
立
の
解
体
を
提
示
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
こ
に
は
、
単
に
積
層

だ
け
が
存
在
す
る
。
と
り
あ
え
ず
、
こ
こ
で
、
面
に
関
す
る
様
々
な
逸
話
の
提
示
を
終
え
、
皆
さ
ん
と
の

討
論
を
開
始
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

付
記

　
こ
の
文
章
は
、
２
０
０
６
年
１
２
月
１
２
日
に
A
B
S
T
の
メ
ン
バ
ー
の
方
々
を
前
に
筆
者
が
語
っ

た
内
容
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
様
々
な
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
自
分
の
思
考
の
限
界
を
思

い
知
ら
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
与
え
ら
れ
た
刺
戟
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
改
め
て
面
の
問
題
を
再
考
し
て
み

た
い
と
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
暫
定
的
な
覚
書
の
発
表
に
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
躊
躇
を
払

拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
感
謝
と
と
も
に
、
自
分
に
と
っ

て
の
課
題
の
確
認
と
し
て
あ
え
て
再
録
す
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
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「
映
画
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
│
│
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル

フ
の
『
シ
ネ
マ
』
よ
り
」

要 

真
理
子

は
じ
め
に

二
〇
世
紀
初
頭
に
活
躍
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア・ウ
ル
フ
は
、画
家
で
あ
る
姉
の
ヴ
ァ

ネ
ッ
サ
・
ベ
ル
と
と
も
に
ロ
ン
ド
ン
の
知
的
サ
ー
ク
ル
「
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
」
の
中
心
的

な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー・グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
呼
称
は
、

グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
が
拠
点
と
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
ヴ
ァ
ネ
ッ
サ
姉
妹
の
家
が
、
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ

テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ロ
ン
ド
ン
と
大
英
博
物
館
の
近
く
、
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
ス
ク
エ
ア
に
あ
っ
た
こ

と
に
由
来
す
る
。
ま
た
、
彼
女
た
ち
の
弟
ト
ゥ
ビ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
出
身
だ
っ

た
た
め
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
経
済
学
者
の
メ
イ
ナ
ー
ド
・
ケ
イ
ン
ズ
、
小
説
家
の
リ
ッ
ト

ン
・
ス
ト
レ
イ
チ
ー
、
美
術
批
評
家
の
ク
ラ
イ
ヴ
・
ベ
ル
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
デ
ィ
ズ
モ
ン
ド
・
マ
ッ

カ
ー
シ
ー
な
ど
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
同
窓
、
と
く
に
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
と
キ
ン
グ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
の

出
身
者
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
挙
げ
た
グ
ル
ー
プ
初
期
の
メ
ン
バ
ー
の
ほ
と
ん
ど
は

一
八
八
〇
年
前
後
に
生
ま
れ
、グ
ル
ー
プ
結
成
時
に
は
二
十
歳
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
の
年
齢
で
あ
っ
た
。

一
八
九
九
年
に
上
記
の
ト
ゥ
ビ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
大
学
の
友
人
た
ち
を
ロ
ン
ド
ン
在
住
の
姉
妹
に

紹
介
し
た
こ
と
を
起
源
と
す
る
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
面
々
は
、
み
な
知
的
好
奇
心
が
旺
盛
で
、
ま
た
芸
術
的

な
関
心
も
高
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
が
グ
ル
ー
プ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
誕
生
し
た
新
し
い
芸
術
で
あ
る
映

画
に
関
心
を
も
っ
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
実
際
、
一
九
二
五
年
に
設
立
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
最

初
の
映
画
サ
ー
ク
ル
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
映
画
協
会
（London Film

 Society

）
に
は
、
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ

リ
ー・グ
ル
ー
プ
の
関
係
者
が
多
く
名
を
連
ね
て
い
た
。
創
立
メ
ン
バ
ー
と
し
て
は
バ
ー
ナ
ー
ド・シ
ョ
ー

や
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
・
ジ
ョ
ン
、
H

・G

・ウ
ェ
ル
ズ
の
他
に
先
の
ケ
イ
ン
ズ
や
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ラ
イ
が
お
り
、

後
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
夫
レ
ナ
ー
ド
や
ヴ
ァ
ネ
ッ
サ
の
夫
ク
ラ
イ
ヴ
も
こ
の
協
会
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て

い
る
（
１
）。
こ
の
サ
ー
ク
ル
の
活
動
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
と
し
て
、
一
九
二
六
年
に
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ

ア
・
ウ
ル
フ
自
身
も
映
画
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
著
し
て
い
る
。
映
画
に
寄
せ
る
関
心
が
、
そ
れ
ま
で
の

娯
楽
一
辺
倒
か
ら
、
映
画
サ
ー
ク
ル
の
中
で
の
知
的
な
議
論
の
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
時
期
に
、

ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
も
ま
た
積
極
的
に
映
画
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
関
与
の

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
映
画
論
の
さ
き
が
け
と
も
言
え
る
仕
事
を
ウ
ル
フ
が
残
し
て
い
る
こ
と
は
非
常
に

興
味
深
い
。
実
際
、
ウ
ル
フ
の
映
画
論
で
は
写
真
と
も
文
学
と
も
異
な
る
映
画
独
自
の
芸
術
性
が
強
調
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
は
映
画
理
論
の
嚆
矢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
ヒ
ュ
ー
ゴ
・
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
バ
ー
グ
の
『
映

画
劇
』（
一
九
一
六
年
）
に
は
遅
れ
る
も
の
の
、『
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
』
の
製
作
に
よ
っ
て
セ
ル
ゲ
イ
・

エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
が
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
を
完
成
さ
せ
た
と
さ
れ
る
一
九
二
五
年
と
ほ
ぼ
同
時
期
な

の
で
あ
る（
イ
ギ
リ
ス
で『
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
』が
公
開
さ
れ
た
の
は
一
九
二
八
年
だ
と
さ
れ
て
い
る
）。

本
稿
で
は
、こ
の
ウ
ル
フ
の
先
駆
的
と
も
い
え
る
映
画
論
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、そ
の
基
底
に
は
ブ
ル
ー

ム
ズ
ベ
リ
ー
の
メ
ン
バ
ー
が
当
時
共
有
し
て
い
た
芸
術
観
が
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

一
、
先
行
研
究
に
お
け
る
ウ
ル
フ
の
映
画
論
の
位
置
付
け

先
に
紹
介
し
た
ウ
ル
フ
の
映
画
論
は
、
初
め
女
性
誌
『VO

GUE

』
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て

（
1
） Rachael Low, The H

istory 
of the British Film

 Vol.4　

1918-1929, London: G
eorge 

Allen &
 Unwin Ltd. 1997, p. 34.
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執
筆
さ
れ
た
も
の
の
、
実
際
に
は
一
九
二
六
年
六
月
に
『Arts

』
と
い
う
雑
誌
に
「The Cinem

a

」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
で
掲
載
さ
れ
た
（
２
）。
そ
の
後
、
一
九
二
六
年
七
月
三
日
に
同
じ
タ
イ
ト
ル
で
『The 

N
ation and Athenaeum

』
誌
に
再
録
さ
れ
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
段
落
の
削
除
と
訂
正
加
筆
を

施
さ
れ
て
同
年
八
月
四
日
に
『N

ew Republic

』
誌
に
「The M

ovies and Reality

」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
で
掲
載
さ
れ
た
（
３
）。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
最
後
の
版
が
掲
載
さ
れ
た
二
ヵ
月
後
の
同
じ
『N

ew 
Republic

』
誌
上
で
、
同
時
代
の
文
化
批
評
家
で
あ
る
ギ
ル
バ
ー
ト
・
セ
ル
デ
ス
は
、
ウ
ル
フ
が

一
九
二
〇
年
代
パ
リ
で
上
映
さ
れ
た
抽
象
映
画
を
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
（
４
）。
ま
ず

は
こ
の
セ
ル
デ
ス
の
批
判
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
か
ら
本
稿
の
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
と
し
よ
う
。

ウ
ル
フ
の
映
画
論
に
お
い
て
、
当
時
の
大
半
の
映
画
は
文
学
の
単
純
な
翻
案
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
そ
う
し

た
状
況
は
映
画
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。「
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
有
名

な
小
説
は
、
そ
の
よ
く
知
ら
れ
た
登
場
人
物
た
ち
と
有
名
な
場
面
と
と
も
に
、
映
画
で
上
映
さ
れ
る
こ
と

を
ひ
た
す
ら
求
め
て
い
る
か
に
見
え
た
…
…
。映
画
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
強
欲
に
獲
物
に
襲
い
か
か
り
、

今
で
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
不
幸
な
犠
牲
者
の
身
体
を
糧
に
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
は
両
者
に
と
っ
て

悲
惨
で
あ
る
」（
５
）。
そ
の
上
で
ウ
ル
フ
は
、
映
画
独
自
の
表
現
の
可
能
性
を
追
求
す
る
の
だ
が
（「
も
し

映
画
が
寄
生
虫
で
あ
る
こ
と
を
や
め
た
な
ら
、
そ
れ
は
ど
ん
な
ふ
う
に
独
り
立
ち
す
る
の
だ
ろ
う
」）、
そ

の
な
か
で
抽
象
映
画
は
、「
…
…
や
が
て
時
が
来
れ
ば
そ
う
し
た
運
動
と
抽
象
か
ら
こ
そ
映
画
は
構
成
さ

れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
（
６
）、
い
ま
だ
達
成
さ
れ
ず
、
た
だ
や
が
て
来
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
み
言

及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
当
時
の
パ
リ
で
は
、
二
、三
年
の
間
に
セ
ル
デ
ス
が
知
っ
て

い
る
だ
け
で
も
三
本
の
抽
象
映
画
が
制
作
さ
れ
、
そ
の
う
ち
二
本
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
も
上
映
さ
れ
て
い

た
。
二
本
の
映
画
は
フ
ラ
ン
ス
の
キ
ュ
ビ
ス
ト
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
レ
ジ
ェ
と
ア
メ
リ
カ
人
映
画
監
督
ダ
ッ

ド
レ
ー
・
マ
ー
フ
ィ
ー
の
共
同
製
作
で
あ
り
、
も
う
一
本
は
ル
ネ
・
ク
レ
ー
ル
が
監
督
し
た
『
幕
間
』
で

あ
っ
た
。
セ
ル
デ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
映
画
に
ウ
ル
フ
が
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
一
方
で
、
実
際
に
は
先
述
の
と
お
り
ウ
ル
フ
の
夫
レ
ナ
ー
ド
が
ロ
ン
ド
ン
映
画
協
会
に
参
加
し

（
2
）  M

aggie H
um
m
, M
odernist 

W
om
en and Visual Cultures , 

N
ew
 B
runsw

ick: R
utgers 

University Press, 2003, p. 188.

（
3
）  Andrew M

cNeillie, Editorial 
N
ote in The Essays of Virginia 
W
oolf vol.4 1925-1928,  London: 
The H

ogarth Press, p.xxvi.

本

稿
で
は
最
初
に
出
版
さ
れ
た
「The 

Cinem
a

」
を
参
照
し
つ
つ
考
察
を
進

め
る
が
、
た
だ
し
ウ
ル
フ
の
映
画
に

関
す
る
考
え
の
変
化
を
た
ど
る
た
め

に
「The M

ovies and Reality

」
に

も
言
及
す
る
こ
と
が
あ
る
。Virginia 

W
oolf, 'The Cinem

a', in ibid, 
pp.348-53; 'The M

ovies and 
Reality' in ibid . , pp. 591-96.

（
以

下
、
そ
れ
ぞ
れ
、'The Cinem

a' 

、

'The M
ovies and Reality'

と
略
）

（
4
） Gilbert Seldes, 'The Abstract 

M
ovie' in  The N

ew
 Republic, 

(Sept. 15, 1926), N
ew
 York: 

Republic Publishing, p. 95-6.

（
5
） W

oolf, 'The Cinem
a', pp. 

349-50.

（
6
） Ibid., p. 351.

て
海
外
の
前
衛
映
画
に
触
れ
て
い
た
し
（
７
）、
姉
の
夫
ク
ラ
イ
ヴ
・
ベ
ル
も
ま
た
一
九
二
六
年
一
月
一
七

日
に
ル
ネ
・
ク
レ
ー
ル
の
『
幕
間
』
を
、
同
年
三
月
一
四
日
に
は
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
レ
ジ
ェ
の
『
バ
レ
エ
・

メ
カ
ニ
ー
ク
』
を
見
て
い
た
（
８
）。
そ
こ
か
ら
、
ウ
ル
フ
が
間
接
的
に
で
は
あ
れ
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら

二
つ
の
抽
象
映
画
は
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
な
ぜ

ウ
ル
フ
は
映
画
の
純
粋
な
表
現
を
運
動
と
抽
象
に
求
め
な
が
ら
、
敢
え
て
同
時
代
の
パ
リ
の
抽
象
映
画
に

触
れ
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

セ
ル
デ
ス
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
代
に
抽
象
映
画
が
現
れ
る
ま
で
、
ト
リ
ッ
ク
映
画
こ
そ
が
映
画
と

し
て
「
最
も
純
粋
で
あ
る
」
と
思
わ
れ
て
い
た
と
い
う
（
９
）。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
抽
象
映
画
と
と
も
に

想
定
さ
れ
て
い
る
映
画
の
純
粋
さ
と
は
、
文
学
や
演
劇
の
表
現
技
法
に
頼
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
、

も
っ
ぱ
ら
技
術
的
な
意
味
で
映
画
に
の
み
可
能
な
表
現
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
一
九
二
〇
年
代
末

に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
ら
に
よ
っ
て
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
メ
リ
エ
ス
の
ト
リ
ッ
ク
映
画
が
彼
ら
の
先
駆
者
と
し

て
再
発
見
さ
れ
、
結
果
と
し
て
メ
リ
エ
ス
が
一
九
三
一
年
に
レ
ジ
オ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
を
授
与
さ
れ
た
こ
と

か
ら
も
、
そ
う
し
た
傾
向
は
後
々
ま
で
続
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
と
い
う
の
も
一
九
〇
二
年
の
『
月

世
界
旅
行
』
に
代
表
さ
れ
る
メ
リ
エ
ス
の
映
画
は
、
彼
が
映
画
以
前
に
生
業
と
し
て
い
た
舞
台
上
の
奇
術

に
、多
重
露
光
や
コ
マ
落
と
し
と
い
っ
た
映
画
独
自
の
ト
リ
ッ
ク
を
応
用
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
抽
象
映
画
の
登
場
は
、
そ
れ
ま
で
の
単
純
な
ト
リ
ッ
ク
映
画
に
「
慎
重
な
意
図
」
を
加
え
る
こ
と

と
な
っ
た
と
さ
れ
る（　
　 10
）。
例
え
ば
、
レ
ジ
ェ
の
作
品
の
な
か
で
は
、
丸
や
三
角
形
な
ど
の
幾
何
形
体
が

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
使
っ
て
動
か
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
女
性
の
唇
や
機
械
の
部
品
な
ど
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

が
繰
り
返
さ
れ
る
（
図
１
）。
と
き
に
フ
ィ
ル
ム
の
回
転
速
度
を
調
整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
復
速
度
は
変

化
さ
せ
ら
れ
、
反
復
運
動
に
あ
り
が
ち
な
単
調
さ
を
免
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
セ
ル
デ
ス
の
分
析
に
よ
れ

ば
、
こ
う
し
た
映
像
の
構
造
に
お
い
て
意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
と
き
に
、

観
客
の
う
ち
に
蓄
積
さ
れ
た
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。

実
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
や
反
復
運
動
や
速
度
変
化
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
運
動
や
構
成

（
７
） 「
そ
の
当
初
か
ら
ロ
ン
ド
ン
映
画

協
会
は
会
員
た
ち
に
驚
く
ほ
ど
幅
広

い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て
お
り
、

そ
こ
に
は
世
界
中
の
前
衛
映
画
、
科

学
映
画
と
そ
の
他
の
類
の
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
映
画
、
古
典
的
な
短
編
映

画
と
長
編
映
画
、
有
名
な
商
業
フ
ィ

ル
ム
が
集
め
ら
れ
て
い
た
…
…
」̶

Scott M
acDonald, Cinem

a 16 :  
Docum

ents Toward a History of 
the Film

 Society,  Philadelphia: 
Tem

ple University Press, 2002, 
p. 2.

（
８
） Cf. H

um
m
, op. cit., p. 187.

（
９
） Seldes, op. cit., p. 96.

(

10) Ibid.
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(

11) W
oolf, 'The Cinem

a', pp. 
350-51.

え
、
膨
ら
ん
だ
か
と
思
う
と
ま
た
そ
っ
と
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
瞬
だ
が
、
そ
れ
は
気
の
触

れ
た
脳
が
も
つ
何
か
怪
物
じ
み
た
病
的
な
想
像
力
を
具
体
化
し
た
よ
う
に
見
え
た
。
一
瞬
で
は
あ

る
が
、
あ
た
か
も
思
考
と
い
う
も
の
が
言
葉
よ
り
も
形
態
に
よ
っ
て
こ
そ
、
い
っ
そ
う
効
果
的
に

伝
え
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
思
え
た
の
で
あ
る
。
怪
物
の
よ
う
に
打
ち
震
え
る
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
は

ま
る
で
、「
私
は
怖
い
」
と
い
う
陳
述
で
は
な
く
、
怖
れ
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
っ
た（　
　 11
）。

こ
こ
で
ウ
ル
フ
が
特
定
し
て
い
る
「
怖
れ
」
そ
の
も
の
と
い
う
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
は
、
女
性
の
唇
や
機
械

の
部
品
の
動
き
の
一
つ
一
つ
と
は
異
質
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
文
学
や
舞
台
に
依
存
し
な
い
映
画
の

純
粋
性
と
い
う
も
の
を
、
抽
象
映
画
と
セ
ル
デ
ス
が
技
術
的
に
理
解
し
て
い
た
一
方
で
、
上
記
の
事
例
に

お
い
て
ウ
ル
フ
が
注
目
す
る
の
は
、「
怖
れ
」
と
い
う
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
が
、「
私
は
怖
い
」
と
い
う
文
章
や

台
詞
と
し
て
で
は
な
く
、「
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
よ
う
な
形
を
し
た
影
」
の
動
き
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
と

し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る（　
　 12
）。つ
ま
り
、ウ
ル
フ
は
言
葉
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
エ
モ
ー

シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
形
態
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
映
画
の

純
粋
性
を
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
ウ
ル
フ
の
映
画
独
自
の
表
現
力
へ
の
注
目
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究

者
や
文
化
批
評
家
に
よ
っ
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
レ
ス
リ
ー
・
キ
ャ
サ
リ

ン
・
ハ
ン
キ
ン
ズ
や
マ
ギ
ー
・
ハ
ム
ら
複
数
の
女
性
研
究
者
が
ウ
ル
フ
の
映
画
に
対
す
る
認
識
が
同
時
代

の
そ
れ
よ
り
も
先
ん
じ
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
。
一
九
九
三
年
の
「
ウ
ル
フ
の
シ
ネ
マ
論
と

一
九
二
〇
年
代
の
フ
ィ
ル
ム
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
な
か
で
、
ハ
ン
キ
ン
ズ
は
「The Cinem

a

」
と
「The 

M
ovies and Reality

」
と
い
う
二
つ
の
版
を
比
較
し
つ
つ
、
文
学
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
意
味
と
は

別
の
、
し
か
し
な
が
ら
文
学
に
引
け
を
と
ら
な
い
意
味
を
映
画
が
作
り
出
せ
る
こ
と
を
ウ
ル
フ
が
だ
ん
だ

ん
と
理
解
し
て
い
っ
た
と
主
張
す
る
（　

　 13
）。
さ
ら
に
ハ
ム
は
二
〇
〇
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
女
性
と
視
覚
文
化
』
の
な
か
で
、
ウ
ル
フ
が
映
画
の
特
性
を
文
学
形
式
の
模
倣
か
ら
引
き
離
そ
う
と

そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
映
画
の
動
機
付
け
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
ウ
ル
フ
が

映
画
の
動
機
付
け
と
し
て
重
視
し
た
の
は
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
一
般
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
い
う
よ
り
個
々
の
エ

モ
ー
シ
ョ
ン
が
帯
び
る
特
定
の
質
で
あ
っ
た
。
一
九
一
九
年
の
ド
イ
ツ
表
現
主
義
映
画
『
カ
リ
ガ
リ
博

士
』（
図
２
）
に
つ
い
て
、
ウ
ル
フ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

例
え
ば
、
先
日
見
た
『
カ
リ
ガ
リ
博
士
』
の
演
技
で
は
、
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
よ
う
な
形
を
し
た

影
が
突
如
ス
ク
リ
ー
ン
の
片
隅
に
現
れ
出
た
。
そ
れ
は
計
り
知
れ
な
い
大
き
さ
へ
と
膨
ら
ん
で
震

（図１）『バレエ・メカニーク』　1924 年

(

12) 

ウ
ル
フ
の
考
え
る
映
画
表
現
の
純

粋
性
が
、
多
重
露
光
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
と
い
っ
た
技
術
的
な
も
の
で
な
か
っ

た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
セ
ル
デ
ス
が
読

ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
版
に
お
い
て
強

調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
版
の
最
後
の
段

落
前
後
で
は
、
映
画
独
自
の
表
現
の
発

露
は
「
い
っ
そ
う
の
器
用
さ
と
さ
ら
な

る
有
能
さ
に
よ
っ
て
一
瞬
に
し
て
隠
さ

れ
て
し
ま
う
」
と
さ
れ
、初
め
に
間
違
っ

た
目
的
で
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
映
画
に

お
い
て
は
「
機
械
的
な
技
術
が
表
現

さ
れ
る
べ
き
芸
術
よ
り
も
は
る
か
に
先

ん
じ
て
い
る
」
こ
と
が
嘆
か
れ
て
い
る

（W
oolf, 'The Cinem

a', p. 352

）。

と
こ
ろ
が
セ
ル
デ
ス
が
読
ん
だ
こ
と
が

確
実
な
『N

ew Republic

』
誌
掲
載

の
「The M

ovies and Reality

」
版

で
は
、
こ
の
記
述
は
削
除
さ
れ
、
該
当

す
る
部
分
は
「
何
か
言
お
う
と
す
る
よ

り
前
に
、
こ
の
最
も
若
い
芸
術
は
す

べ
て
の
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
曖
昧
な
表
現
に
置
き
換
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
（W

oolf, 'The 
M
ovies and Reality', p. 595

）。

(

13) Leslie H
ankins, 'W

oolf's 
"The Cinem

a" and Film
 Forum

s 
of the Twenties' in The M

ultiple 
M
uses of Virginia W

oolf , ed. 
D
. E. G

illespie, C
olum

bia: 
U
niversity of M

issouri Press, 
1993, pp. 148-79.

（
図
２
）

『
カ
リ
ガ
リ
博
士
』　
一
九
一
九
年
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し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
（　

　 14
）。
ハ
ム
に
よ
れ
ば
、「
ウ
ル
フ
は
映
画
の
力
が
反
模
倣
的
な
力
で
あ
っ

て
、
観
客
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
視
覚
的
プ
ロ
セ
ス
を
経
験
す
る
の
だ
と
論
じ
る
」（　
　 15
）。
さ
ら
に
、
同
じ

く
ハ
ム
が
重
視
し
て
い
る
の
は
、ウ
ル
フ
が
映
画
の
ス
ク
リ
ー
ン
上
で
再
現
さ
れ
て
い
る
情
景
か
ら
離
れ
、

そ
う
し
た
再
現
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
の
表
現
が
映
画
に
は
可
能
な
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ

る
。「
彼
女
は
映
画
を
模
倣
の
薬
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
弁
証
法
的
な
精
神
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
を

提
示
す
る
も
の
と
し
て
想
定
し
て
い
る
」（　
　 16
）。

二
、
ウ
ル
フ
の
映
画
論
に
お
け
る
象
徴
と
エ
モ
ー
シ
ョ
ン

エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
論
と
の
比
較

　
マ
ギ
ー・ハ
ム
が
「
あ
る
種
の
弁
証
法
的
な
精
神
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」
な
る
も
の
に
言
及
す
る
と
き
、

そ
の
念
頭
に
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ウ
ル
フ
の
論
文
と
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
生
ま
れ
た
エ
イ
ゼ
ン

シ
ュ
テ
イ
ン
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
で
あ
る
。
一
般
に
一
九
二
五
年
の
『
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
』
と
と
も

に
完
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
は
、
再
現
的
な
シ
ョ
ッ
ト
を

併
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
来
事
を
語
ろ
う
と
す
る
初
期
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
シ
ョ
ッ
ト
つ
な
ぎ
を
越
え
て
、

複
数
の
シ
ョ
ッ
ト
の
構
成
（
時
に
は
衝
突
）
が
シ
ョ
ッ
ト
の
単
純
な
連
続
を
越
え
た
象
徴
的
な
次
元
を
生

み
出
す
と
主
張
し
た
。「
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
グ
リ
フ
ィ
ス
、
そ
し
て
私
た
ち
」
と
題
さ
れ
た
論
文
で
の
エ
イ

ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
主
張
と
は
、
こ
う
し
た
象
徴
的
な
次
元
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
ゆ
え

に
、グ
リ
フ
ィ
ス
の『
イ
ン
ト
レ
ラ
ン
ス
』は
失
敗
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る（　
　 17
）。
な
ぜ
な
ら
、グ
リ
フ
ィ

ス
の
こ
の
作
品
で
は
人
類
の
不
寛
容
さ
が
も
た
ら
す
悲
劇
を
語
る
四
つ
の
時
代
が
並
行
し
て
展
開
す
る
の

だ
が
、
こ
の
並
列
す
べ
て
を
人
類
の
成
長
と
し
て
見
守
っ
て
い
る
女
神
（
ゆ
り
か
ご
を
揺
ら
す
女
優
リ
リ

ア
ン
・
ギ
ッ
シ
ュ
）（
図
３
）
も
ま
た
具
体
的
に
形
象
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
観
客
の
失
笑
を
催
さ
ず
に

は
い
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
四
つ
の
時
代
の
並
列
は
「
弁
証

法
的
」
な
衝
突
へ
と
も
た
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
こ
の
衝
突
を
通
じ
て
新
た
な
理
念
（
グ
リ
フ
ィ

(

17) S. M
. Eisenstein, 'Dickens, 

Griffi
th, and the Film

 Today' in 
Film

 Form
: essays in film

 theory, 
ed. &

 trans. by Jay Leyda, N
ew 

York: H
arcourt, 1949,p. 241.

(

18) S. M
. Eisenstein, W

ritings, 
1922-34 , ed. &

 trans. by Richard 
Taylor, London: BFI Publishing, 
1988, p. 139.

ス
に
お
い
て
は
女
神
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
た
も
の
）
が
、
た
だ
し
あ
く
ま
で
も
象
徴
的
な
暗
示
の
う

ち
に
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
表
意
文
字
で

あ
る
漢
字
に
な
ぞ
ら
え
て
説
明
し
て
い
る
。

重
要
な
こ
と
は
、
最
も
簡
単
に
並
べ
ら
れ
た
二
つ
の
象
形
文
字
の
組
み
合
わ
せ
が
、
二
つ
の
総
和

と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
積
と
し
て
、
つ
ま
り
別
の
次
元
、
別
の
等
級
に
属
す
る
値
だ
と
み

な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
別
々
に
み
る
と
そ
れ
ぞ
れ
は
一
つ
の
物
体
に
対
応
す
る
け
れ
ど
も
、
そ

れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
は
一
つ
の
概
念
に
対
応
す
る
。
表
わ
す
こ
と
の
で
き
る
二
つ
の
物
体
を
組
み

合
わ
せ
る
と
、
図
解
的
に
は
表
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
何
か
を
表
わ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば

水
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
目
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
が
「
泣
く
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
し
か
し

│
│
こ
れ
が
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
な
の
だ
！
！
（　

　 18
）

形
態
に
お
い
て
水
と
目
を
再
現
す
る
「
ｼ
（
さ
ん
ず
い
）」
と
「
目
」
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
泪
」と
い
う
漢
字
は
形
態
上
の
類
似
を
越
え
た
意
味
と
し
て「
泣
く
こ
と
」を
表
現
す
る
と
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ

テ
イ
ン
は
主
張
し
、
そ
し
て
こ
の
象
徴
的
な
意
味
を
生
み
出
す
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
が
本
来
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ

な
の
だ
と
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
は
、
一
見
す
る
と
ウ
ル
フ
の
象
徴
的
な

形
態
に
よ
る
表
現
を
重
視
す
る
映
画
論
と
似
通
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
演
劇
の
舞

台
美
術
か
ら
出
発
し
た
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
が
、
役
者
の
語
る
台
詞
で
は
な
く
舞
台
上
に
入
念
に
し
つ

ら
え
ら
れ
た
形
態
に
よ
る
表
現
の
可
能
性
を
追
求
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
彼
が
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
を
高
く
評
価
し
て
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
同
様
に
、
ウ
ル
フ
も
ま

た
、
先
に
挙
げ
た
引
用
に
あ
る
と
お
り
、「
思
考
と
い
う
も
の
が
言
葉
よ
り
も
形
態
に
よ
っ
て
こ
そ
、
い
っ

そ
う
効
果
的
に
伝
え
ら
れ
る
」
可
能
性
を
着
想
し
て
い
た
。
そ
し
て
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
が
表
意
文
字

(

14) H
um
m
, op.cit ., p.190.

(

15) Ibid., p.189.

(

16) Ibid., p.188.

（
図
３
）

『
イ
ン
ト
レ
ラ
ン
ス
』
一
九
一
六
年
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の
部
首
に
注
目
し
た
よ
う
に
、
ウ
ル
フ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
思
想
を
伝
達
す
る
形
態
を
象
徴
と
名
付
け

て
い
る
の
で
あ
る
│
│
「
そ
の
と
き
、
思
考
を
表
現
す
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
新
し
い
象
徴
が
発
見
さ
れ

る
と
き
に
は
、確
か
に
映
画
制
作
者
は
莫
大
な
富
を
意
の
ま
ま
に
で
き
る
」（　
　 19
）。
だ
が
、同
時
期
に
「
知

的
映
画
（и

н
т
е
л
л
е
к
т
у
а
л
ь
н
о
е

 к
и
н
о
 = intellectual cinem

a

）」
を
唱
え
、

『
資
本
論
』
の
映
画
化
さ
え
構
想
し
て
い
た
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
と
は
異
な
り
、
先
述
の
と
お
り
ウ
ル

フ
の
関
心
は
あ
く
ま
で
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
観
客
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
る
（　

　 20
）。

ウ
ル
フ
の
言
う
「
象
徴
」
と
は
、
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
が
考
え
た
よ
う
な
具
体
化
さ
れ
た
抽
象
概
念
で

は
な
く
、
特
定
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
結
び
付
い
た
形
態
な
の
で
あ
る
│
│
「
し
か
し
も
し
、
恐
怖
状
態
に

あ
る
男
と
女
の
現
実
の
身
振
り
や
言
葉
以
上
に
多
く
の
こ
と
を
一
つ
の
影
が
あ
る
瞬
間
に
は
示
唆
で
き
る

の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
表
現
さ
れ
得
な
か
っ
た
諸
々
の
感
情
の
た
め
の
無
数
の
象
徴
を
、

映
画
が
手
の
届
く
範
囲
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
怖
れ
は
、
そ
の
通
常
の
形

（form
s

）
は
別
と
し
て
、
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
形
態(shape)

を
持
っ
て
い
る
」（　
　  21
）。
マ
ギ
ー
・
ハ
ム

が
ウ
ル
フ
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
論
を
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
つ
つ
も
、
後
者
を
理
知
的

だ
と
断
っ
て
い
る
の
は
一
理
あ
る
。

ウ
ル
フ
の
映
画
評
の
独
自
性

こ
こ
で
ウ
ル
フ
の
映
画
論
が
書
か
れ
る
頃
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
映
画
史
を
概
略
し
て
お
こ
う
。
一
九
〇
〇

年
代
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
も
ち
ろ
ん
フ
ラ
ン
ス
の
メ
リ
エ
ス
の
よ
う
に
ト
リ
ッ
ク
撮
影
を
使
用
し
た
娯
楽

映
画
も
多
く
制
作
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
主
に
屋
外
撮
影
を
特
徴
と
す
る
ブ
ラ
イ
ト
ン
派
と
呼
ば
れ
る
グ

ル
ー
プ
が
活
躍
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
の
『
支
那
に
お
け
る
伝

道
会
の
攻
撃
』（
一
九
〇
〇
年
）
は
、
当
時
の
義
和
団
事
件
に
着
想
を
得
た
も
の
で
、
後
の
ニ
ュ
ー
ス
映

画
へ
と
つ
な
が
る
流
れ
に
属
し
て
お
り
、
そ
の
撮
影
は
屋
外
の
オ
ー
プ
ン
セ
ッ
ト
で
行
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
セ
シ
ル
・
ヘ
ッ
プ
ワ
ー
ス
の
『
ロ
ー
バ
ー
に
よ
る
救
出
』（
一
九
〇
五
年
）
は
、
誘
拐
さ
れ
た
赤
ん
坊

の
行
方
を
飼
い
犬
が
見
つ
け
出
し
て
家
族
に
告
げ
る
と
い
う
簡
単
な
物
語
を
、
こ
れ
も
ほ
と
ん
ど
屋
外
で

撮
影
し
て
い
る
。
し
ば
し
ば
映
画
史
お
よ
び
映
画
理
論
に
お
い
て
は
、
同
じ
映
画
草
創
期
の
立
役
者
と
さ

れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、パ
リ
の
風
景
や
家
族
の
肖
像
な
ど
を
撮
影
し
て
い
た
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
と『
月

世
界
旅
行
』
な
ど
を
制
作
し
て
い
た
メ
リ
エ
ス
が
対
比
さ
れ
る
が
、
初
期
イ
ギ
リ
ス
映
画
は
前
者
の
い
く

ぶ
ん
写
実
主
義
的
な
伝
統
に
属
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代

に
か
け
て
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
文
学
作
品
の
映
像
化
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
映
画
制
作
は
相
対
的
に
衰
退
し
、
ほ
ぼ
国
内
の
出
来
事
を
報
道
す
る
ニ
ュ
ー
ス
映
画

が
残
さ
れ
た
か
た
ち
と
な
る
。
た
だ
し
こ
う
し
た
伝
統
は
、
や
が
て
ウ
ル
フ
の
映
画
論
が
執
筆
さ
れ
た

一
九
二
〇
年
代
後
半
に
始
ま
り
三
〇
年
代
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
運
動
へ
と
つ
な

が
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
影
響
を
多
分
に
受
け
た
と
さ
れ
る
ア
ル
フ
レ
ッ
ド・ヒ
ッ

チ
コ
ッ
ク
の
出
世
作
『
下
宿
人
』
が
公
開
さ
れ
た
の
は
、
奇
し
く
も
ウ
ル
フ
の
映
画
論
が
書
か
れ
た
の
と

同
じ
一
九
二
六
年
で
あ
っ
た
。

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
ウ
ル
フ
の
「The Cinem

a

」
が
書
か
れ
た
こ
と
は
、
そ
こ
に
登

場
す
る
三
種
類
の
映
画
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は
、「
グ
ラ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ

ナ
ル
」
や
「
Ｆ
Ａ
カ
ッ
プ
」、「
ア
メ
リ
カ
ス
カ
ッ
プ
」
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
を
題
材
と
し
た
ニ
ュ
ー
ス
映
画
。

も
う
一
つ
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
小
説
を
映
画
化
し
た
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』（
一
九
一
五
年
・
米
）。
そ

し
て
最
後
に
先
述
の
ド
イ
ツ
表
現
主
義
映
画
『
カ
リ
ガ
リ
博
士
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
種
類
の
映
画
に
つ

い
て
ウ
ル
フ
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。ま
ず
、ニ
ュ
ー
ス
映
画「
Ｆ
Ａ
カ
ッ
プ
」

で
は
、
ウ
ェ
ン
ブ
リ
ー
・
ス
タ
ジ
ア
ム
で
行
わ
れ
た
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
に
国
王
ジ
ョ
ー
ジ
五
世
が
来
賓
し

た
と
き
の
様
子
が
、「
グ
ラ
ン
ド
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
で
は
、
勝
ち
馬
ジ
ャ
ッ
ク
・
ホ
ー
ナ
ー
が
映
像
に
よ
っ

て
示
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
ニ
ュ
ー
ス
映
像
は
、日
常
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
描
写
し
て
い
る
が
、ス
ク
リ
ー

ン
の
前
に
い
る
我
々
の
目
の
前
で
起
こ
っ
た
現
実
で
は
な
い
。

(

19) W
oolf, 'The Cinem

a', p. 
351.

(

20) 

た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も
形
態
と

エ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
に
注
目
す
る
ウ

ル
フ
と
は
異
な
る
も
の
の
、
エ
イ
ゼ
ン

シ
ュ
テ
イ
ン
も
ま
た
音
楽
の
作
曲
法
と

映
画
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
比
較
を
通

じ
て
、
極
め
て
分
析
的
な
仕
方
で
は

あ
れ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ

ル
な
次
元
を
付
け
加
え
よ
う
と
し
て

い
た
。Cf. Jam

es W
. N
ewcom

b, 
'Eisenstein's A

esthetics', in 
Journal of Aesthetics and Art 
Criticism

, vol.32, no.4 (sum
m
er, 

1974), pp. 471-72.

(

21) W
oolf, 'The Cinem

a', pp. 
350-51.
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目
は
瞬
く
間
に
な
め
る
よ
う
に
全
て
を
見
尽
く
し
、
脳
は
、
心
地
よ
く
刺
激
さ
れ
て
、
重
い
腰
を

上
げ
て
考
え
る
こ
と
な
し
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
に
甘
ん
ず
る
。

通
常
の
目
、
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
人
の
審
美
的
で
な
い
目
は
、
単
純
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
て
、

身
体
が
石
炭
置
き
場
に
落
ち
な
い
よ
う
気
を
つ
け
た
り
、
玩
具
や
菓
子
を
脳
に
与
え
た
り
、
脳
が

そ
ろ
そ
ろ
起
き
る
時
間
だ
と
結
論
を
出
す
ま
で
は
有
能
な
子
守
女
の
よ
う
に
振
る
舞
い
続
け
ら
れ

る
も
の
と
信
頼
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
脳
が
心
地
よ
い
う
た
た
寝
の
最
中
に
突
然
眼
を
覚

ま
し
、
助
け
を
求
め
る
ほ
ど
の
驚
き
と
は
何
だ
ろ
う
か
？　
目
が
困
難
に
陥
る
。
目
は
脳
に
告
げ

る
│
│
「
自
分
に
は
ち
っ
と
も
理
解
で
き
な
い
何
か
が
起
こ
っ
た
。
君
が
必
要
な
ん
だ
」。
脳
と
目

は
一
緒
に
な
っ
て
国
王
や
ボ
ー
ト
や
馬
を
見
、
そ
し
て
脳
は
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
ら
が
現
実
生
活
の
単

純
な
写
真
に
は
な
い
、
あ
る
質
を
帯
び
て
い
た
の
を
見
る
（　

　  22
）。

目
と
脳
の
関
係
は
、
視
覚
と
思
考
の
関
係
の
比
喩
で
あ
る
。
視
覚
の
生
物
学
的
な
役
割
は
身
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
に
機
能
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ニ
ュ
ー
ス
映
画
に
お
い
て
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
た

映
像
は
、
現
実
の
出
来
事
を
と
ど
め
置
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
「
か
つ
て
起
こ
っ
た
こ
と
」
で
あ
り
、
も

は
や
視
覚
の
生
物
学
的
な
役
割
を
要
求
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ニ
ュ
ー
ス
映
画
に
お
い
て
は
、
視
覚
は
果
た

す
べ
き
役
割
を
奪
わ
れ
て
途
方
に
く
れ
て
し
ま
い
、思
考
に
助
け
を
求
め
る
。
そ
し
て
思
考
は
そ
こ
に「
あ

る
質
」
を
見
出
す
。
ウ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
時
の
流
れ
と
リ
ア
リ
テ
ィ
の
含
蓄
深
さ
」
が
持
つ
美

し
さ
で
あ
る
（　

　  23
）。

ニ
ュ
ー
ス
映
画
の
映
像
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
上
記
の
よ
う
な
質
を
備
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ウ
ル
フ
の
見
る
と
こ
ろ
当
時
の
映
画
制
作
者
た
ち
は
、
そ
う
し
た
映
像
の
特
質
に
満
足
し
な
か
っ
た
。
彼

ら
は
、
文
学
や
演
劇
と
い
っ
た
既
存
の
芸
術
に
助
け
を
借
り
つ
つ
、
映
画
を
何
と
か
し
て
芸
術
的
に
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
ウ
ル
フ
が
「
そ
の
結
果
は
両
者
に
と
っ
て
悲
惨
で
あ

る
」
と
評
価
を
下
し
て
い
る
の
は
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
こ
う
し
た
文
学
作
品

(

23) W
oolf, 'TheM

ovies and 
Reality', p. 592. 

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
表
現
は
「The Cinem

a

」
に
お

い
て
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

(

24) W
oolf, 'The Cinem

a', p. 350. 

(

25) Ibid.

の
翻
案
に
お
い
て
は
目
と
脳
の
協
力
関
係
が
阻
害
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
当
時
、『
美
学
：
美
と

芸
術
の
心
理
学
』（
一
九
〇
三
年
）
の
テ
オ
ド
ー
ル・リ
ッ
プ
ス
や
『
抽
象
と
感
情
移
入
』（
一
九
〇
八
年
、

最
初
の
英
訳
版
は
一
九
五
三
年
）
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
と
同
様
に
、
ウ
ル
フ
も
ま
た
芸
術

と
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
に
注
目
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
『
ア
ン
ナ・カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
場
合
、

映
画
の
観
客
が
ス
ク
リ
ー
ン
上
の
女
性
を
「
完
全
に
ア
ン
ナ
だ
と
認
識
す
る
の
は
、
彼
女
の
心
の
内
側
に

よ
っ
て
で
あ
る
」（　
　  24
）。
具
体
的
に
言
え
ば
、「
彼
女
の
魅
力
、
彼
女
の
情
熱
、
彼
女
の
失
望
」
と
い
っ

た
内
面
の
表
現
に
よ
っ
て
観
客
は
こ
の
女
性
を
小
説
の
ア
ン
ナ
と
同
一
視
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
メ

デ
ィ
ウ
ム
の
性
質
上
、
映
画
制
作
者
は
映
画
の
観
客
を
こ
の
登
場
人
物
の
内
面
に
感
情
移
入
さ
せ
る
た
め

に
ひ
た
す
ら
映
像
を
用
い
る
ほ
か
な
い
。
つ
ま
り
、「
映
画
が
強
調
す
る
の
は
、彼
女
の
歯
、彼
女
の
真
珠
、

彼
女
の
ベ
ル
ベ
ッ
ト
で
あ
る
」（　
　  25
）。
と
は
い
え
確
か
に
目
は
こ
の
よ
う
に
映
像
を
通
し
て
強
調
さ
れ
た

ア
ン
ナ
を
見
る
の
だ
が
、ニ
ュ
ー
ス
映
画
の
場
合
と
は
異
な
り
、脳
は
そ
れ
が
ア
ン
ナ
で
な
い
こ
と
を
知
っ

て
い
る
。目

は
言
う
│
│
「
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
が
い
る
よ
」。
黒
い
ベ
ル
ベ
ッ
ト
に
身
を
包
ん
だ
豊
満
な

女
性
が
真
珠
を
身
に
つ
け
て
我
々
の
前
に
登
場
す
る
。
し
か
し
脳
は
言
う
│
│
「
あ
れ
は
、
ヴ
ィ

ク
ト
リ
ア
女
王
で
な
い
の
と
同
じ
く
ら
い
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
で
も
な
い
」（　
　  26
）。

こ
う
し
た
視
覚
と
思
考
の
乖
離
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
、
映
画
制
作
者
は
、
小
説
の
と
き
の
よ
う
な

言
語
で
は
な
く
視
覚
的
な
象
徴
に
よ
っ
て
ア
ン
ナ
の
内
面
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
（「
キ
ス
は
恋
愛
で
あ

る
。
壊
れ
た
カ
ッ
プ
は
嫉
妬
で
あ
る
。
に
こ
や
か
な
笑
顔
は
幸
福
で
あ
る
」）
の
だ
が
（　

　  27
）、
ウ
ル
フ
は

こ
の
よ
う
に
視
覚
化
さ
れ
た
象
徴
表
現
は
、
も
は
や
ト
ル
ス
ト
イ
の
小
説
と
は
何
ら
関
係
の
な
い
こ
と
だ

と
指
摘
し
て
い
る
（　

　  28
）。
ウ
ル
フ
が
映
画
の
可
能
性
を
見
出
す
の
は
、
こ
の
よ
う
に
文
学
的
な
内
容
に

拘
束
さ
れ
た
映
像
で
は
な
く
、
例
え
ば
『
カ
リ
ガ
リ
博
士
』
に
お
い
て
経
験
さ
れ
た
よ
う
な
怖
れ
と
い
う

(

26) Ibid.

(

22) W
oolf, 'The Cinem

a', p. 349.

(

27) W
oolf, 'The M

ovies and 
Reality', p. 593. 

「The Cinem
a

」

で
は
、「
壊
れ
た
カ
ッ
プ
」で
は
な
く「
叩

き
つ
け
ら
れ
た
椅
子
」
と
な
っ
て
い
た
。

Cf. 'The Cinem
a', p. 350.

(

28) W
oolf, 'The M

ovies and 
Reality', p. 593.
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特
定
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
結
び
付
い
た
「
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
形
態
」
な
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
ウ
ル
フ
の
映
画
論
を
分
析
す
る
上
で
「The Cinem

a

」
に
お
け
る
形
態
の

構
成
と
観
客
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
の
結
び
付
き
に
関
す
る
記
述
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
次
章

で
は
ウ
ル
フ
の
芸
術
観
に
大
き
く
関
与
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー・グ
ル
ー
プ
の
友
人
、

ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ラ
イ
の
理
論
を
検
証
し
つ
つ
、
こ
の
形
態
と
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
と
す
る
。

三
、
映
画
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
│
│
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
の
芸
術
理
論

映
画
技
術
と
映
画
の
表
現
力
を
区
別
し
て
、
映
画
独
自
の
芸
術
性
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
ウ
ル
フ
の
姿

勢
は
、
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
を
通
じ
て
交
流
の
あ
っ
た
美
術
批
評
家
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ラ
イ
の

影
響
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
フ
ラ
イ
も
ま
た
グ
ル
ー
プ
の
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
と
同
様
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
出
身
で
あ
っ
て
、
レ
ナ
ー
ド
・
ウ
ル
フ
や
ク
ラ
イ
ヴ
・
ベ
ル
の
先
輩
に
当
た
る
。
ま
た
一
九
一
〇

年
と
一
二
年
の
印
象
派
以
降
の
画
家
た
ち
を
紹
介
し
た
ロ
ン
ド
ン
の
グ
ラ
フ
ト
ン
画
廊
に
お
け
る
展
覧
会

で
は
、
フ
ラ
イ
を
中
心
と
し
て
レ
ナ
ー
ド
や
ベ
ル
も
企
画
運
営
に
携
わ
っ
て
い
た
。
自
然
模
倣
や
文
学
性

に
依
拠
し
な
い
彼
ら
の
芸
術
観
に
は
共
通
点
が
多
い
し
、
実
際
、
フ
ラ
イ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ

ア
・
ウ
ル
フ
の
映
画
論
と
非
常
に
よ
く
似
た
考
え
が
著
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ル
フ
が
「The Cinem

a

」
お

よ
び
「The M

ovies and Reality

」
を
著
し
た
一
九
二
六
年
、
フ
ラ
イ
と
ウ
ル
フ
は
ジ
ュ
リ
ア
・
マ
ー

ガ
レ
ッ
ト
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
写
真
集
の
た
め
に
共
同
で
序
文
を
書
い
て
い
る
（　

　  29
）。
一
緒
に
仕
事
を
し

た
、
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
い
。
同
年
の
二
人
の
著
作
物
に
は
交
流
の
あ
と
が
随
所
に
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
（　

　  30
）。
本
章
で
は
、
ウ
ル
フ
の
映
画
へ
の
注
視
と
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
、
主
と
し
て

一
九
〇
九
年
に
執
筆
さ
れ
た
フ
ラ
イ
の
「
美
学
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
」（　
　  31
）
と
一
九
二
〇
年
の
「
レ
ト

ロ
ス
ペ
ク
ト
」（　
　  32
）
を
検
討
し
、
ウ
ル
フ
の
考
え
の
基
底
に
フ
ラ
イ
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
が
見
出
せ
る

(

29) Julia M
argaret Cam

eron, 
V
ictorian Photographs of 
Fam

ous M
en and Fair W

om
en 

by Julia M
argaret Cam

eron: 
W
ith Introductions by Virginia 

W
oolf and Roger Fry , London: 
H
ogarth Press, 1926. 

(

30) Panthea Reid, A
rt and 

A
ffection: A

 Life of Virginia 
W
oolf , O

xford/N
ew
 York: 

O
xford University Press, 1996, 
pp. 294-95.

(

31) Roger Fry, 'A
n Essay in 

Aesthetics', (1909), in Vision 
&
 D
esign , London/N

ew
 York: 

O
xford University Press, 1990, 
pp. 12-27.

(

32) Fry, 'Retrospect', (1920), in 
ibid, pp. 199-211.

こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
文
学
や
自
然
の
模
倣
か
ら
離
れ
て
映
画
内
部
の
映
像
構
成
を
問

題
視
し
よ
う
と
す
る
ウ
ル
フ
の
態
度
が
、
映
画
の
機
械
技
術
的
な
前
衛
を
追
求
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
抽
象
映

画
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
同
時
代
の
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
ら
が
推
進
し
た
理
知
的
な
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理

論
と
も
異
な
り
、
む
し
ろ
フ
ラ
イ
の
態
度
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
た
い
。

日
常
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
映
画
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

一
九
世
紀
後
半
に
登
場
し
た
印
象
派
絵
画
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
画
期
的
な
発
明
で
あ
る
写
真
の
影
響

を
大
き
く
受
け
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。写
真
は
瞬
間
を
切
り
取
っ
た
も
の
だ
が
、印
象
派
も
ま
た
刻
々

と
移
ろ
い
行
く
現
象
を
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
上
に
と
ど
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
印
象
派
の
思
惑
と
は
裏
腹

に
、
現
象
は
常
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
正
確
に
捉
え
よ
う
と
す
る
と
画
家
は
常
に
筆
を
動

か
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
瞬
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
写
し
捉
え
る
と
、
今
度
は
同
じ
イ
メ
ー
ジ
の

別
の
瞬
間
を
写
し
取
る
こ
と
へ
と
関
心
が
向
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
時
間
差
を
伴
っ
た
同
一
モ
テ
ィ
ー
フ

の
連
作
が
手
が
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
第
一
回
印
象
派
展
が
開
か

れ
た
の
は
写
真
家
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ナ
ダ
ー
ル
の
ア
ト
リ
エ
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟

に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
が
初
め
て
パ
リ
で
公
開
さ
れ
た
一
八
九
五
年
と
ほ
ぼ
同
時
期
に

は
、
モ
ネ
が
《
積
み
藁
》（
一
八
九
〇
│
九
一
年
）、《
ポ
プ
ラ
並
木
》（
一
八
九
〇
│
九
一
年
）、《
ル
ー

ア
ン
大
聖
堂
》（
一
八
九
三
│
九
四
年
）
な
ど
の
連
作
を
手
が
け
て
い
た
。

や
が
て
印
象
派
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
人
気
を
博
す
る
よ
う
に
な
り
、
ニ
ュ
ー･

イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ

･

ア
ー
ト･

ク
ラ
ブ
（N

EAC

）
の
よ
う
な
新
進
の
美
術
組
織
で
印
象
派
風
の
作
品
が
数
多
く
手
が
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
ロ
ジ
ャ
ー･

フ
ラ
イ
が
美
術
批
評
家
と
し
て
活
躍
し
始
め
る
の
も
、
イ
ギ
リ
ス
国
民

の
趣
味
が
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
か
ら
印
象
派
へ
と
移
行
す
る
時
期
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
印
象
派
の
独
壇
場

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
王
立
ア
カ
デ
ミ
ー
の
主
題
画
も
イ
ギ
リ
ス
美
術
界
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
気
や
力
を
誇
っ
て
い
た
こ
れ
ら
二
種
類
の
絵
画
を
フ
ラ
イ
は
支
持
し
な
か
っ
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た
。
印
象
派
に
つ
い
て
は
、「
視
覚
的
印
象
だ
け
の
た
め
の
真
実
を
目
指
す
の
で
あ
っ
て
、
外
界
の
事
柄

の
真
実
に
対
し
て
少
し
も
忠
実
に
描
か
な
い
」
と
（　

　  33
）、
ま
た
王
立
ア
カ
デ
ミ
ー
に
つ
い
て
は
、「
ス
テ

ロ
タ
イ
プ
な
感
傷
主
義
」
で
あ
る
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
（　

　  34
）。
グ
ラ
フ
ト
ン
画
廊
で
行
わ
れ
た
二
つ

の
ポ
ス
ト
印
象
派
展
で
フ
ラ
イ
が
取
り
上
げ
た
作
品
（
セ
ザ
ン
ヌ
、
ピ
カ
ソ
、
マ
テ
ィ
ス
な
ど
）
か
ら
も

明
ら
か
な
よ
う
に
、
フ
ラ
イ
は
自
然
の
再
現
や
文
学
性
に
依
拠
し
な
い
新
し
い
美
術
を
支
援
し
て
い
た
。

そ
れ
ら
は
、
王
立
ア
カ
デ
ミ
ー
の
主
題
重
視
の
写
実
表
現
と
も
印
象
派
風
の
表
現
と
も
異
な
る
も
の
だ
っ

た
。
そ
こ
か
ら
、
フ
ラ
イ
の
新
し
い
傾
向
の
芸
術
へ
の
関
心
は
、
日
常
生
活
の
営
み
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

芸
術
独
自
の
表
現
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。フ
ラ
イ
は
一
九
〇
九
年
の「
美
学
に
関
す
る
エ
ッ

セ
イ
」
の
な
か
で
、
日
常
生
活
と
は
異
な
る
「
想
像
力
豊
か
な
生
活
」
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
芸
術
固
有

の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
言
及
し
て
い
る
。

こ
の
小
論
に
お
い
て
、フ
ラ
イ
は
ま
ず
、日
常
生
活
の
本
能
的
な
行
為
で
あ
る
「see

」
に
対
し
て
、「
想

像
力
豊
か
な
生
活
」
に
特
有
の
「
見
る
」
を
「look at

」
と
形
容
し
、区
別
す
る
。
日
常
生
活
の
「see

」

は
単
に
「
視
覚
」
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
常
に
生
物
学
的
な
本
能
に
よ
る
反
応
と
社
会
的
慣
習
に
拘
束

さ
れ
た
倫
理
的
行
動
と
結
び
付
い
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々
は
日
常
の
な
か
で
何
か
を
目
に
す
る

と
き
に
は
、
適
切
な
行
動
を
と
る
よ
う
に
と
常
に
何
ら
か
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ

う
に
、
そ
の
と
き
の
我
々
の
「
見
る
」
は
、
ウ
ル
フ
の
映
画
論
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
、「
石
炭
置
き
場

に
落
ち
な
い
よ
う
に
と
気
を
つ
け
る
…
…
有
能
な
子
守
女
の
役
割
」を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

こ
ち
ら
に
向
か
っ
て
突
進
す
る
牡
牛
を
見
れ
ば
、
我
々
は
こ
れ
を
即
座
に
か
わ
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ

の
瞬
間
多
少
の
恐
怖
を
覚
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
フ
ラ
イ
に
よ
れ
ば
、こ
の「
恐
怖
」と
い
う
エ
モ
ー
シ
ョ

ン
は
危
機
回
避
と
い
っ
た
本
能
的
反
応
に
付
随
し
て
い
る
。
ま
た
、
傷
を
負
っ
た
少
年
を
見
れ
ば
、
我
々

は
こ
の
少
年
に
援
助
の
手
を
さ
し
の
べ
つ
つ
憐
れ
み
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
抱
い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
と
き
「
援
助
」
と
い
う
行
為
は
今
度
は
倫
理
的
な
側
面
か
ら
説
明
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
伴
っ
て

い
る
「
憐
れ
み
」
と
い
う
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
く
ま
で
心
理
的
な
反
応
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
日
常
生

活
の
「
見
る
」
は
常
に
、
そ
こ
に
付
随
す
る
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
も
併
せ
て
、
次
に
我
々
が
と
る
べ
き
行
動
と

結
び
付
い
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、フ
ラ
イ
が
唱
え
る
「
想
像
力
豊
か
な
生
活
」
で
生
じ
る
心
理
状
態
は
、

本
能
と
も
社
会
的
道
徳
と
も
全
く
無
関
係
で
あ
る
た
め
、
我
々
は
次
の
行
動
へ
と
移
行
す
る
こ
と
な
し
に

見
る
こ
と
に
没
入
で
き
る
。
フ
ラ
イ
は
こ
の
よ
う
な
想
像
力
豊
か
な
生
活
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
説
明
す
る
に

あ
た
り
、「
映
画
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
「
鏡
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
い
う
二
つ
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

一
九
〇
九
年
に
書
か
れ
た
「
美
学
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
」
の
な
か
で
フ
ラ
イ
が
「
映
画
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」

と
言
う
と
き
、
そ
こ
で
フ
ラ
イ
の
念
頭
に
あ
る
の
は
そ
の
当
時
の
典
型
的
な
イ
ギ
リ
ス
映
画
で
あ
る
よ
う

に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
が
主
張
す
る
映
画
と
は
、
固
定
カ
メ
ラ
か
ら
全
編
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
で
撮
影
さ

れ
て
い
た
初
期
の
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
・
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
の
よ
う
な
映
画
作
品
を
指
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
な
ど
と
い
う
技
法
は
端
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
フ
ラ
イ
は
映
画
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（﹇ 

﹈
内
は
筆
者
に
よ
る
挿
入
）
│
│
「﹇
映
画
に
お

い
て
垣
間
見
ら
れ
た
﹈
想
像
力
豊
か
な
生
活
に
お
い
て
、
最
初
に
、
我
々
は
﹇
日
常
の
生
活
﹈
よ
り
い
っ

そ
う
は
っ
き
り
と
そ
の
出
来
事
を
見
る
…
…
。
そ
う
い
っ
た
事
柄
は
、
実
生
活
に
お
い
て
は
、
我
々
の
意

識
に
組
み
込
ま
れ
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
私
た
ち
の
適
切
な
反
応
と
い
う
問
題
へ
は
全

く
向
け
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
あ
る
」（　
　  35
）。
そ
の
こ
と
の
実
例
と
し
て
、フ
ラ
イ
は
ち
ょ
う
ど
リ
ュ

ミ
エ
ー
ル
兄
弟
に
よ
っ
て
一
九
世
紀
末
に
撮
影
さ
れ
た
『
ラ
・
シ
オ
タ
駅
へ
の
列
車
の
到
着
』（
図
４
）
を

思
わ
せ
る
よ
う
な
情
景
を
記
し
、
こ
の
映
像
を
見
る
観
客
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
語
る
。

異
国
の
駅
へ
の
到
着
と
車
両
か
ら
降
り
て
く
る
人
々
。
そ
こ
に
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
な
か
っ
た
。

私
が
ひ
ど
く
驚
い
た
の
は
、
そ
う
指
図
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
数
人
が
列
車
を
降
り
た
後

で
あ
た
か
も
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
右
に
曲
が
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
話
に
な
ら
な
い
行

為
、
実
生
活
の
な
か
で
、
目
の
前
を
通
過
し
て
い
っ
た
そ
う
し
た
場
面
に
、
私
は
い
つ
何
時
も
決

し
て
気
付
く
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
（　

　  36
）。

(

35) Ibid., p. 13.

(

33) Fry, 'The Philosophy of 
Im
pressionism

', (1894), in A 
Roger Fry Reader , Christpher 
Reed ed., Chicago: University of 
Chicago Press, 1996, p. 20.

(

34) Fry, 'Som
e Q

uestions 
in
 E
sth
etics', (1926), in 

Transform
ations: Critical and 

Speculative Essays on Art , N
ew 

York: Doubleday Anchor Books, 
1956, p. 35.

（
図
４
）

『
ラ
・
シ
オ
タ
駅
へ
の
列
車
の
到
着
』　

一
八
九
五
年

(

36) Ibid., p. 14.
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通
勤
電
車
で
、
ふ
つ
う
我
々
が
留
意
す
る
の
は
座
る
場
所
や
荷
物
で
あ
り
、
乗
客
全
体
の
構
図
や
一
人

一
人
の
行
為
で
は
な
い
。
し
か
し
、映
画
を
見
る
我
々
は
座
席
や
荷
物
の
心
配
と
は
無
縁
の
観
客
で
あ
り
、

普
段
注
目
し
な
い
日
常
生
活
に
お
い
て
諸
々
の
行
為
や
全
体
が
織
り
な
す
構
図
そ
の
も
の
を
純
粋
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

「The Cinem
a

」
の
な
か
で
、
ウ
ル
フ
も
ま
た
フ
ラ
イ
と
同
じ
よ
う
に
、
日
常
生
活
の
「see

」
と
非

日
常
的
な
「look at
」
の
区
別
を
前
提
と
し
て
自
ら
の
映
画
論
を
始
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
見

す
る
と
日
常
の
光
景
を
再
現
し
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
「
グ
ラ
ン
ド・ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
や
「
Ｆ
Ａ
カ
ッ

プ
」
の
ニ
ュ
ー
ス
映
画
の
映
像
に
関
し
て
、
ウ
ル
フ
は
次
の
よ
う
に
さ
え
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
…
…
い
っ
そ
う
リ
ア
ル
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
我
々
が
日
常
生
活
で

知
覚
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
異
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
帯
び
た
リ
ア
ル
に
な
っ
た
と
で
も
言
っ
た
ら

よ
い
の
だ
ろ
う
か
？　
我
々
は
そ
れ
ら
が
我
々
の
不
在
の
時
に
存
在
す
る
さ
ま
を
じ
っ
と
見
る

（behold

）。我
々
は
生
活
を
、我
々
が
そ
こ
に
参
与
し
な
い
と
き
の
よ
う
に
見
て
い
る（see

）。我
々

が
注
視
す
る
（gaze

）
と
き
、
我
々
は
現
実
の
生
活
の
け
ち
く
さ
さ
や
そ
の
配
慮
や
慣
習
か
ら
取

り
出
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
馬
は
我
々
を
蹴
り
倒
さ
な
い
だ
ろ
う
。
国
王
は
我
々
の
手

を
握
ら
な
い
だ
ろ
う
…
…
。
ち
ょ
う
ど
人
類
の
愚
か
さ
を
眺
め
る
と
き
の
よ
う
な
、
こ
う
し
た
見

晴
ら
し
の
よ
い
高
み
に
あ
っ
て
、
我
々
は
哀
れ
み
と
楽
し
み
を
感
じ
、
一
般
化
し
、
一
人
の
男
に

人
類
の
属
性
を
授
け
る
余
裕
を
も
つ
。
ボ
ー
ト
が
帆
走
し
、
波
が
砕
け
る
の
を
見
な
が
ら
、
我
々

は
美
し
さ
に
心
を
ま
る
ご
と
開
き
、
そ
の
美
し
さ
に
加
え
て
奇
妙
な
感
覚
を
覚
え
る
余
裕
を
も
つ

│
│
（　

　  37
）。

上
記
の
よ
う
に
ウ
ル
フ
が
説
明
し
て
い
る
「
ニ
ュ
ー
ス
映
画
を
見
る
観
客
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
は
、
明

(

37) W
oolf, 'The Cinem

a', p. 
349.

ら
か
に
フ
ラ
イ
の
「
映
画
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「The 

Cinem
a

」
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
一
九
二
六
年
で
あ
る
か
ら
、
フ
ラ
イ
の
想
定
す
る
初
期
の
シ
ネ
マ
ト
グ

ラ
フ
か
ら
映
画
は
格
段
に
進
展
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
簡
単
な
映
画
史
上
の
知
識
か
ら
し
て

も
、
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
て
い
た
カ
メ
ラ
が
か
な
り
自
由
に
動
か
せ
る
よ
う
に

な
り
、
ま
た
た
い
て
い
の
場
合
は
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
で
撮
影
さ
れ
て
い
た
短
編
作
品
は
、
複
数
の
シ
ョ
ッ
ト

を
組
み
合
わ
せ
て
長
編
映
画
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
前
章
で
述
べ
た
と

お
り
、
一
九
一
〇
年
代
か
ら
一
九
二
〇
年
代
に
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
の
映
画
制
作
は
衰
微
し
て
い
く
傾
向
に

あ
り
、
映
画
に
芸
術
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
趨
勢
に
反
し
て
、
フ
レ
ー
ム
の
変

化
や
シ
ョ
ッ
ト
の
つ
な
ぎ
は
伴
う
も
の
の
、
そ
れ
こ
そ
ニ
ュ
ー
ス
映
画
の
よ
う
な
記
録
の
レ
ベ
ル
に
と
ど

ま
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
ウ
ル
フ
は
ジ
ャ
ン
ル
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で

映
画
そ
の
も
の
の
時
間
芸
術
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ウ
ム
の
質
を
理
解
し
、
先
述
の
よ
う
に
ニ
ュ
ー
ス
映
画
と

文
芸
映
画
と
ド
イ
ツ
表
現
主
義
映
画
を
並
列
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
上
で
、
映
画
だ
け
が
可
能

に
す
る
独
自
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
前
提
に
し
つ
つ
、
文
芸
作
品
の
翻
案
と
い
っ
た
「
こ
れ
以
上
な
い
く
ら
い

簡
単
で
単
純
な
」
解
決
策
と
は
異
な
る
、
さ
ら
な
る
映
画
独
自
の
表
現
の
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
（　

　  38
）。

鏡
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
フ
ォ
ル
ム
（form

）
に
結
び
つ
く
エ
モ
ー
シ
ョ
ン

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
イ
は
「
映
画
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
よ
り
も
い
っ
そ
う
芸
術
を
見
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
近
い

も
の
と
し
て
「
鏡
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
は
現
実
世
界
の
対
象
と
の

対
応
関
係
如
何
で
は
な
く
、フ
レ
ー
ム
内
部
の
視
覚
像
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
対
象
は
、
そ
れ
が
自
然
の
モ
デ
ル
や
モ
テ
ィ
ー
フ
に
似
て
い
な
く
て
も
よ
い

の
で
あ
る
。フ
ラ
イ
の
こ
う
し
た
考
え
方
は
、彼
の
ポ
ス
ト
印
象
派
絵
画
擁
護
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。「
自

然
の
外
観
の
模
倣
に
お
い
て
そ
の
正
確
さ
を
測
る
ど
ん
な
試
金
石
も
、
私
た
ち
が
偉
大
な
芸
術
作
品
と
粗

(

38) Ibid., p. 349-50.
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悪
な
芸
術
作
品
と
の
間
に
設
け
た
区
別
に
と
っ
て
十
分
と
は
言
え
な
い
」（　
　  39
）。
フ
ラ
イ
は
鏡
に
映
し
出

さ
れ
た
情
景
を
眺
め
る
と
き
、
そ
の
視
覚
像
に
日
常
世
界
と
は
異
質
な
何
か
（
ウ
ル
フ
が
「
日
常
生
活
で

知
覚
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
異
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
言
っ
て
い
た
も
の
）
を
認
め
て
い
る
。

…
…
し
か
し
な
が
ら
、
鏡
に
お
い
て
の
方
が
、
容
易
に
自
分
自
身
を
抽
象
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
、

移
り
ゆ
く
情
景
全
体
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
情
景
は
す
ぐ
に
幻
想
の
よ
う
な

も
の
に
変
わ
り
、私
た
ち
は
全
く
の
傍
観
者
と
な
っ
て
、何
か
を
見
よ
う
と
選
択
す
る
の
で
は
な
く
、

全
て
の
こ
と
を
均
等
に
見
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
私
た
ち
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
行

わ
れ
て
い
た
ど
の
印
象
に
身
を
委
ね
よ
う
か
と
い
う
例
の
節
約
の
た
め
に
以
前
に
は
気
付
か
れ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
い
く
つ
も
の
仮
象
と
、
こ
れ
ら
仮
象
の
間
の
関
係
に
気
付
く
こ
と
に
な
る
（　

　  40
）。

す
な
わ
ち
、
漠
然
と
鏡
を
眺
め
て
い
る
と
き
に
は
、
実
生
活
に
お
け
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
伴
う
関
心
か

ら
も
、
現
実
の
記
録
で
あ
る
映
画
に
対
す
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
要
請
す
る
対
象
の
詮
索
か
ら
も
自
由
に
な

る
た
め
、
視
野
を
構
成
し
て
い
る
諸
々
の
部
分
の
間
の
関
係
が
純
粋
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
公
平
に
、
あ
る
い
は 
フ
ラ
イ
自
身
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
「
無
関
心
的
に

(disinterested)

」、
対
象
を
見
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、「
鏡
の
フ
レ
ー
ム
は
、
映
し
出
さ
れ
た
場
面

を
日
常
生
活
の
情
景
か
ら
、
む
し
ろ
想
像
力
豊
か
な
生
活
に
属
す
る
情
景
へ
と
幾
分
変
え
て
し
ま
う
。
鏡

の
フ
レ
ー
ム
は
、
鏡
の
表
面
を
初
歩
的
な
芸
術
作
品
へ
と
変
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
鏡
の
フ
レ
ー
ム
は
芸
術

的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
私
た
ち
が
到
達
す
る
た
め
の
助
け
と
な
る
か
ら
で
あ
る
」（　
　  41
）。

フ
ラ
イ
の
芸
術
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
頂
点
と
す
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
分
類
は
、
当
然
な
が
ら
、
絵
画
作
品
を

念
頭
に
お
い
て
い
る
。
初
期
の
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ･

リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
「
映
画
の
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
」
は
、
固
定
さ
れ
た
フ
レ
ー
ム
内
で
現
実
の
あ
り
ま
ま
の
再
現
を
目
指
し
た
印
象
派
に
な
ぞ
ら
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
れ
に
代
わ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
「
鏡
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
は
文
学
的
な
主

(

41) Ibid., pp. 14-5. 

「
鏡
の
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
」
は
、
映
画
や
絵
画
が
再
現
か

ら
離
れ
て
、
作
品
内
部
の
世
界
を
展
開

し
て
い
く
際
に
「
抽
象
」
と
い
う
表
現

形
態
と
結
び
付
い
て
い
く
方
向
性
を
示

唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
映
画

で
あ
れ
、
鏡
で
あ
れ
、
日
常
の
心
配
と

は
無
縁
の
傍
観
者
で
あ
る
我
々
に
と
っ

て
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
捉
え
た
も
の
は
生

活
を
恙
な
く
送
る
た
め
に
必
要
な
サ
イ

ン
で
は
な
く
、
視
野
を
形
成
す
る
一
枚

の
「
絵
」
で
あ
る
以
外
何
ら
の
意
味
も

有
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

(

42) 

そ
の
証
拠
に
フ
ラ
イ
は
友
人
ベ
ル

の
考
え
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「
ベ
ル
は
、
一
枚
の
絵
が
完
全

に
非
再
現
的
で
あ
り
得
る
と
も
主
張
し

た
…
…
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
見
解
は
行

き
過
ぎ
で
あ
る
と
私
に
は
思
え
る
。
と

い
う
の
も
、
絵
画
に
お
い
て
奥
行
き

の
次
元
を
ほ
ん
の
少
し
で
も
示
唆
す
る

も
の
は
全
て
、
い
く
ば
く
か
の
再
現
要

素
の
結
果
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
」̶

̶
See Fry, 'Retrospect', p. 206.

題
画
（
ア
カ
デ
ミ
ー
）
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
両
者
を
批
判
し
つ
つ
フ
ラ

イ
が
向
か
っ
た
行
き
先
が
、
抽
象
表
現
を
含
む
印
象
派
以
降
の
新
し
い
美
術
、
す
な
わ
ち
ポ
ス
ト
印
象
派

の
美
術
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
フ
ラ
イ
は
「
抽
象
化
」
に
関
心
を
抱
い
て
幾

何
学
的
な
形
態
表
現
と
構
成
に
力
点
を
置
い
た
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
を
好
ん
だ
と
は
い
え
、
た
だ
し
完
全
な

抽
象
化
ま
で
は
歓
迎
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
自
然
や
文
学
の
再
現

と
は
異
な
る
新
し
い
表
現
を
目
指
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
フ
ラ
イ
は
進
展
す
る
キ
ュ
ビ
ス
ム
に
対

し
て
、
そ
の
幾
何
学
的
な
構
成
原
理
に
注
目
し
つ
つ
も
距
離
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（　

　  42
）。
そ
の
理

由
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
作
品
が
、
純
粋
な
画
面
構
成
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
エ

モ
ー
シ
ョ
ン
が
感
じ
取
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
お
い
て
は
形
態
の
構
成
に
お

い
て
も
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
が
感
じ
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
場
合
で
も
、
フ
ラ
イ
は
作
品
の
主
題
内
容
よ
り

も
フ
ォ
ル
ム
に
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
が
見
出
せ
る
か
否
か
を
重
視
し
て
い
た
。
言
い
換
え
れ
ば
エ
モ
ー
シ
ョ
ン

は
、
当
の
絵
画
作
品
が
ど
れ
ほ
ど
本
物
そ
っ
く
り
に
再
現
さ
れ
て
い
る
か
と
か
、
小
説
の
内
容
を
適
切
に

表
現
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、
作
品
内
部
の
諸
要
素
が
い
か
に
統
一
性
の
う
ち
に
結
ば

れ
て
い
る
か
（significant form

）
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
も
の
だ
と
さ
れ
、こ
の
場
合
の
エ
モ
ー
シ
ョ

ン
は
色
や
形
態
が
織
り
成
す
構
成
と
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。「
一
個
の
必
然
的
統
一
体
の
中
で
い

く
つ
も
の
複
雑
な
マ
ッ
ス
を
順
序
よ
く
並
べ
る
非
凡
な
力
に
よ
っ
て
、
多
方
向
に
延
び
た
線
の
優
美
な
均

衡
に
よ
っ
て
、
無
限
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る
」（　
　  43
）。
こ
の
よ
う
な
色
や
形
態
を
、
フ
ラ
イ

は「
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
波
立
た
せ
る
デ
ザ
イ
ン
の
諸
要
素
」と
呼
ん
で
い
る（　
　  44
）。
そ
し
て
フ
ラ
イ
が
キ
ュ

ビ
ス
ム
を
基
礎
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
（
未
来
派
や
ヴ
ォ
ー
テ
ィ
シ
ズ
ム
）
に
距
離
を
置
い
た
の
と
対

応
す
る
よ
う
に
、
ウ
ル
フ
も
ま
た
、
と
り
た
て
て
抽
象
映
画
に
注
目
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
お

そ
ら
く
、
抽
象
映
画
に
お
い
て
は
映
画
独
自
の
機
械
的
な
技
法
は
追
求
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
具

体
的
な
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
が
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

(

43) Ibid., p. 208.
(

44) Fry, 'An Essay in Aesthetics', 
p. 23.

(

39) Fry, 'Expression and 
Representation in the Graphic Arts', 
(1908), in A Roger Fry Reader , 
Christpher Reed ed., Chicago: 
U
niversity of Chicago Press, 
1996, p. 63.

(

40) Fry, 'An Essay in Aesthetics', 
p. 14.
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お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ラ
イ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
論
と
ウ
ル
フ
の
映
画
論
は
、
部
分
的
に
対
応

関
係
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
絵
画
と
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ウ
ム
の
違
い
か
ら
、
ウ
ル
フ
の
理
論
の
新
し

さ
も
ま
た
こ
こ
で
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
ラ
イ
が
主
張
す
る
フ
ォ
ル
ム
の
エ

モ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
く
ま
で
も
空
間
的
な
構
成
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
ウ
ル
フ
が
念
頭
に
お
い

て
い
る
映
画
の
構
成
に
は
時
間
的
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
ウ
ル
フ
が
主
張
す
る
「
日
常

生
活
で
知
覚
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
異
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
い
う
質
に
は
、
初
め
か
ら
時
間
の
次
元
が

含
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
を
再
現
し
た
ニ
ュ
ー
ス
映
画
も
実
際
に
は
過
去
の

出
来
事
で
あ
り
、
現
実
世
界
の
時
間
の
流
れ
と
は
合
致
し
な
い
。
観
客
が
見
て
い
る
の
は
、
現
実
の
時
間

の
流
れ
か
ら
抜
き
出
さ
れ
、
別
の
仕
方
で
構
成
さ
れ
た
場
面
な
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
│
│

こ
う
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
へ
と
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
吹
き
込
む
こ
と
が
で
き
、
思
考
を
伴
っ
た
完
璧
な

フ
ォ
ル
ム
を
活
気
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
映
画
制
作
者
は
い
く
ら
で
も
戦
利
品
を
た
ぐ
り

寄
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
我
々
は
、
テ
ー
ブ
ル
に
肘
を
つ
い
た
男
た
ち
か
ら
、

あ
る
い
は
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
を
地
面
に
落
と
し
そ
う
に
な
っ
て
い
る
女
た
ち
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
ヴ
ェ

ス
ヴ
ィ
オ
ス
火
山
か
ら
た
な
び
く
煙
の
よ
う
に
し
て
、
気
違
い
じ
み
て
い
た
り
、
美
し
か
っ
た
り
、

奇
妙
だ
っ
た
り
す
る
思
考
が
た
な
び
い
て
出
て
く
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
（　

　  45
）。

仮
に
映
画
自
身
の
意
識
や
思
考
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、「The Cinem

a

」
を
通
し
て
、

ウ
ル
フ
は
「
美
し
か
っ
た
り
、
奇
妙
だ
っ
た
り
す
る
」
個
々
の
象
徴
表
現
を
視
覚
的
に
統
合
す
る
映
画
の

思
考
の
プ
ロ
セ
ス
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
こ
に
お
い
て
、ウ
ル
フ
の
論
じ
る
エ
モ
ー

シ
ョ
ン
は
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
結
び
付
く
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
ウ
ル
フ
は
や
が
て
来
る
べ
き
映
画
を
予

(

45) W
oolf, 'The M

ovies and 
Reality', p. 595. 

「The Cinem
a

」

で
は
、「
テ
ー
ブ
ル
に
肘
を
つ
い
た
男
た

ち
か
ら
、
あ
る
い
は
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
を

地
面
に
落
と
し
そ
う
に
な
っ
て
い
る
女

た
ち
」
の
部
分
が
「
正
装
し
た
男
た
ち

と
シ
ン
グ
ル･

カ
ッ
ト
の
女
た
ち
」
と

な
っ
て
い
た̶̶

Cf. 'The Cinem
a', 

pp. 351-52.

(

46) W
oolf, 'The Cinem

a', p. 352.

見
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
│
│
「
我
々
は
こ
れ
ら
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
が
と
も
に
混
じ
り
合
い
、

互
い
に
影
響
し
合
う
の
を
見
る
だ
ろ
う
。
我
々
は
そ
れ
ら
の
衝
突
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
エ
モ
ー
シ
ョ

ン
の
荒
々
し
い
変
化
を
見
る
に
違
い
な
い
。
最
も
魅
惑
的
な
対
比
が
、
作
家
で
あ
れ
ば
無
駄
に
コ
ツ
コ
ツ

と
仕
事
を
す
る
ほ
か
な
い
速
さ
で
我
々
の
眼
前
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
」（　
　  46
）。
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面
く
ら
っ
た
彫
刻
家

市
川
和
英

「
彫
刻
す
る
こ
と
が
彫
刻
家
の
仕
事
で
は
な
く
、
純
粋
に
機
械
的
、
技
術
的
な
作
業
で
あ
る
と
、

１
９
３
３
年
の
時
点
で
当
然
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
罪
悪
に
近
い
と
感
じ
ら
れ
る
」

ル
ド
ル
フ
・
ウ
ィ
ト
コ
ウ
ア
ー

　
１
９
７
０
年
代
半
ば
、
学
生
時
代
の
古
い
話
で
あ
る
が
芸
大
の
絵
画
科
の
友
人
が
言
っ
て
い
た
こ
と
が

あ
る
。「
キ
ャ
ン
パ
ス
の
あ
ち
こ
ち
で
石
彫
っ
て
い
る
彫
刻
科
の
連
中
を
見
て
い
る
と
、
彫
る
っ
て
い
う

行
為
そ
の
も
の
に
陶
酔
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
ね
…
」

　
な
る
ほ
ど
美
術
状
況
は
、
す
べ
て
の
〝
ア
ー
ト
〞
と
名
の
つ
く
も
の
は
出
そ
ろ
っ
て
い
た
し
、
ク
ラ
ウ

ス
の
『
展
開
さ
れ
た
場
に
お
け
る
彫
刻
』
な
ど
が
翻
訳
さ
れ
る
は
る
か
前
の
話
で
あ
る
が
、
単
に
立
体
と

し
て
の
形
体
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
描
か
れ
た
も
の
そ
の
も
の
を
問
う
旧
套
的
な
絵
画
・
彫
刻
の
メ
チ
エ

概
念
を
逸
脱
し
て
、
物
質
と
し
て
の
「
平
面
」「
立
体
」
が
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
「
場
所
」「
空
間
」
な
ど

も
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
と
り
わ
け
、
絵
画
と
い
う
自
己
・
批
判
性
に
適
し
た
メ
チ
エ
を
通
過
し
た
者
が
、〝
石
の
直
彫
〞
り
と

い
う
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
の
非
現
代
性
と
、
一
見
自
閉
的
〝
ア
ル
チ
ザ
ン
〞
の
よ
う
な
作
業
を
侮
る
こ

と
に
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
、
時
代
は
確
か
に
制
作
と
い
う
「
行
為
」
す
ら
も
「
痕
跡
」
と
し
て
概
念

的
に
構
築
す
る
よ
う
求
め
て
い
た
し
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
そ
れ
ら
の
言
説
の
中
に
あ
っ
た
。

　
時
代
は
１
９
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
。
そ
の
時
代
の
唯
一
天
才
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
彫
刻
家
は
オ
ー
ギ
ュ

ス
ト
・
ロ
ダ
ン
一
人
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ル
ド
ル
フ
・
ウ
ィ
ト
コ
ウ
ア
ー
『
彫
刻̶
そ
の
制
作
過
程

と
原
理
』（
１
９
７
７
年
、
邦
訳
１
９
９
４
年
）
に
お
い
て
肩
を
並
べ
て
一
章
を
割
か
れ
て
い
る
対
比
的

な
彫
刻
家
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
存
在
を
読
み
過
ご
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
残
さ
れ
た
作
品
よ
り
著
書
『
造
形
芸
術
に
お
け
る
形
の
問
題
』（
１
８
９
３
年
、
邦
訳
１
９
９
３
年
）

で
有
名
な
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
で
あ
る
が
、
三
次
元
の
彫
刻
空
間
に
秩
序
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
世
界
を
仮

想
の
平
面
に
再
組
織
化
す
る
こ
と
こ
そ
唯
一
の
芸
術
的
方
法
で
あ
る
と
し
て
、
静
止
し
た
視
点
（
面
）
を

退
け
表
面
を
内
部
か
ら
突
出
す
る
ヴ
ォ
リ
ュ
ウ
ム
の
先
端
と
考
え
た
ロ
ダ
ン
の
方
法
と
真
っ
向
か
ら
対
立

し
た
。

　
動
き
（
ム
ー
ヴ
マ
ン
）
と
奥
行
き
に
お
け
る
輪
郭
に
お
い
て
量
塊
を
と
ら
え
る
ロ
ダ
ン
を
「
点
」
で
あ

り
「
線
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
比
し
て
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
「
面
」
で
あ
ろ
う
か
。

　
ロ
ダ
ン
は
そ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
彫
刻
を
劇
的
に
変
え
た
と
い
う
意
味
で
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
天
才

に
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
彫
刻
の
展
開
を
見
る
と
主
要
な
作
家
は
お
し
な
べ
て
ロ
ダ
ン
を
批

判
的
に
超
え
て
い
っ
た
よ
う
だ
。
と
い
う
よ
り
、
敬
意
を
表
し
つ
つ
迂
回
し
て
い
っ
た
と
言
っ
た
方
が
適

切
か
。

　
「
偉
大
な
る
粘
土
こ
ね
屋
…
」（
マ
イ
ヨ
ー
ル
）。
ア
ー
キ
ペ
ン
コ
に
と
っ
て
「
ロ
ダ
ン
の
作
品
は
、
咀

嚼
さ
れ
た
パ
ン
が
吐
き
出
さ
れ
て
台
座
に
載
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
想
像
さ
せ
た
」（
ウ
ィ
ト
コ
ウ
ア
ー
）。

「
人
は
大
樹
の
か
げ
で
は
成
長
で
き
な
い
」（
ブ
ラ
ン
ク
ー
シ
）

　
「
石
へ
帰
れ
」
と
主
張
し
た
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
制
作
原
理
、
理
論
は
、
ロ
ダ
ン
の
視
覚
的
写
実
主
義

を
超
え
て
抽
象
彫
刻
へ
と
展
開
す
る
ま
さ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
彫
刻
史
に
お
い
て
「
致
命
的
な
影
響
」

（
ハ
ー
バ
ー
ト
・
リ
ー
ド
）
を
及
ぼ
し
、
そ
の
後
の
重
要
な
作
家
は
ほ
ぼ
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
原
理
に
反

応
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
「
ロ
ダ
ン
は
マ
イ
ヨ
ー
ル
、
次
い
で
ブ
ー
ル
デ
ル
と
い
う
後
継
者
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
も
ま
た

偉
大
な
彫
刻
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
後
に
は
ピ
カ
ソ
、
ブ
ラ
ン
ク
ー
シ
、
ア
ー
キ
ペ
ン
コ
、

リ
プ
シ
ッ
ツ
、
ロ
ー
ラ
ン
ス
ら
が
続
き
、
彼
ら
こ
そ
が
新
た
な
彫
刻
芸
術
の
始
原
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
新
し
い
芸
術
が〝
近
代
的
〞と
呼
ぶ
彫
刻
と
な
る
で
あ
ろ
う
」（
ハ
ー
バ
ー
ト・リ
ー
ド『
近
代
彫
刻
史
』）

　
画
像
的
平
面
性
は
彫
刻
よ
り
絵
画
に
お
い
て
、
よ
り
徹
底
さ
れ
て
い
た
。
光
学
的
印
象
主
義
と
位
相
を

異
に
す
る
セ
ザ
ン
ヌ
の
画
面
は
、
す
で
に
視
覚
的
写
実
か
ら
は
遥
か
彼
方
に
あ
っ
た
。
純
粋
な
形
体
を
作

ろ
う
と
す
れ
ば
ど
う
し
て
も
磨
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
は
ブ
ラ
ン
ク
ー
シ
の
言
葉
で
あ
っ
た
か
。

　
前
述
の
ハ
ー
バ
ー
ト
・
リ
ー
ド
は
、
そ
の
定
義
付
け
の
理
由
を
こ
う
続
け
る
。「
こ
れ
こ
そ
が
私
達
の

時
代
に
固
有
の
創
造
で
あ
り
、
歴
史
上
に
先
行
す
る
芸
術
に
負
う
と
こ
ろ
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い
芸
術
だ

か
ら
で
あ
る
」

　
モ
デ
ラ
ー
と
し
て
の
ロ
ダ
ン
の
視
覚
を
、石
の
〝
直
彫
り
〞
と
い
う
平
面
視
的
作
業
に
置
き
換
え
た
時
、

絵
画
に
お
け
る
平
面
化
の
徹
底
と
と
も
に
抽
象
彫
刻
の
時
代
を
む
か
え
た
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
、「
面
」
を
意
識
す
る
こ
と
は
極
め
て
還
元
的
な
あ
い
ま
い
さ
と
混
乱
の
中
に
投
企
さ
れ
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
そ
の
自
覚
的
意
志
が
芸
術
の
展
開
を
可
能
に
す
る
と
言
え
ま
い
か
。「
面
」
は
物
質
で
も
あ
り
、

「
線
」
と
も
な
り
、そ
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
と
し
て
「
空
間
」
で
あ
る
。
冒
頭
の
学
生
時
代
の
話
は
、

ど
の
よ
う
に
美
術
（
芸
術
）
を
自
覚
し
て
い
る
の
か
と
い
う
所
在
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。

　
と
も
か
く
、「
面
」
と
い
う
彫
刻
の
量
塊
と
は
相
い
れ
な
い
視
点
が
、
彫
刻
そ
の
“
立
体
”
に
お
け

る
膠
着
し
た
価
値
基
準
に
「
形
体
」「
空
間
」「
純
粋
」
と
い
う
枠
組
み
を
も
た
ら
し
た
。「
面
」
を
く
ら
っ

た
こ
と
で
彫
刻
の
近
代
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
現
前
」
ま
で
、
あ
と
一
歩
で
あ
る
。
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制
作
ノ
ー
ト
抜
粋

大
塚 

新
太
郎

所
謂
図
面
│
投
影
図
法
。
仮
想
の
無
限
遠
を
設
定
し
て
の
図
法
。
き
わ
め
て
特
異
な
空
間
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
一
般
的
な
幾
何
空
間
の
モ
デ
ル
と
し
て
慣
れ
親
し
み
、
リ
ア
ル
な
座
標
と
感
じ
て
し
ま
う
。

透
明
な
空
間
に
面
は
幾
重
に
も
重
層
し
て
存
在
し
、
平
行
線
は
無
限
遠
点
ま
で
、
交
わ
ら
な
い
。
直
進
す

る
光
の
エ
ッ
ジ
は
距
離
を
捨
象
し
、
対
象
の
輪
郭
を
ト
レ
ー
ス
す
る
。

輪
郭
線
の
背
後
に
異
な
る
奥
行
き
・
重
層
す
る
無
限
の
面
が
存
在
す
る
事
を
表
層
的
に
は
、
感
じ
さ
せ
な

い
。
こ
の
透
明
性
を
認
識
し
な
い
と
大
変
な
過
ち
を
犯
す
。

制
作
の
空
間
・
彫
刻
の
空
間
で
光
は
曲
が
り
、
直
進
も
し
な
い
。
輪
郭
を
光
が
震
え
・
撫
ぜ
る
よ
う
に
明

ら
か
に
す
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
ト
レ
ー
ス
の
背
後
に
奥
行
き
・
距
離
が
現
前
す
る
。

視
点
と
無
限
遠
点
│
こ
の
差
異
の
認
識
が
、
制
作
に
お
い
て
極
め
て
重
要
と
感
じ
て
い
る
。
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床
と
壁
、
水
平
面
と
垂
直
面

牛
膓 

達
夫

彫
刻
に
は
地
面
、
台
座
、
地
山
な
ど
、
モ
ノ
と
の
か
か
わ
り
で
い
く
つ
も
の
面
が
存
在
す
る
。

床
（
地
面
）
に
置
く
こ
と
の
出
来
な
い
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
カ
ロ
の
テ
ー
ブ
ル
ピ
ー
ス
で
さ
え
も
、
水
平
面
、

垂
直
面
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
。

美
術
を
始
め
た
十
代
の
頃
、
あ
る
美
術
展
で
非
常
に
気
に
な
る
彫
刻
に
出
会
っ
た
。

そ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
強
い
ベ
ク
ト
ル
、
方
向
性
を
感
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

ひ
と
言
で
い
え
ば
水
平
面
に
対
す
る
ベ
ク
ト
ル
と
い
え
る
が
、
床
や
台
座
、
壁
と
の
絡
み
も
微
妙
に
関
係

し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

足
も
と
や
壁
ぎ
わ
、
床
面
と
壁
面
、
水
平
面
と
垂
直
面
、
そ
れ
ら
は
モ
ノ
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、
モ
ノ

が
関
係
し
て
い
る
の
か
。

水
平
面
、
垂
直
面
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
モ
ノ
を
立
ち
上
が
ら
せ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
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「
プ
ラ
ン
／
2
0
0
8
」

杣
木 

浩
一

　
こ
れ
は
、
8
0
年
代
末
に
め
あ
て
の
な
い
ま
ま
板
を
つ
な
い
で
い
っ
て
、
す
で
に
か
た
ち
づ
く
っ
て

お
い
た
も
の
だ
。
だ
い
ぶ
時
が
す
ぎ
て
、
こ
れ
を
さ
ら
に
四
つ
に
カ
ッ
ト
し
た
。
そ
の
お
の
お
の
の
、
正

面
探
し
の
の
た
め
の
影
絵
で
あ
る
。
稜
線
を
ぬ
り
つ
ぶ
す
と
現
物
に
は
無
い
、平
た
い
画
像
が
え
ら
れ
る
。

今
回
の
出
品
は
と
て
も
角
張
っ
て
い
て
、
ふ
だ
ん
の
縄
垂
れ
の
よ
う
な
ゆ
る
い
カ
ー
ブ
づ
く
り
と
は
、
い

く
ぶ
ん
違
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
デ
カ
ル
ト
レ
ベ
ル
の
目
安
と
し
て
曲
も
直
も
ひ
と
し
い
も
の
と
し
て
あ

る
。
フ
ォ
ー
ム
と
ト
ー
ン
の
た
ち
あ
が
り
や
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
結
晶
的
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
気
・
流

的
に
ゆ
ら
い
だ
り
も
す
る
が
、
い
ず
れ
も
、
ゲ
ー
テ
的
な
見
か
た
で
の
振
る
舞
い
と
か
た
た
ず
ま
い
の
、

あ
る
局
面
を
目
に
し
て
い
る
も
の
と
と
ら
え
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
あ
れ
こ
れ
実
物
を
転
が
し
回
し
て
み
て
一
つ
の
向
き
を
さ
だ
め
、
影
り
や
光
の
リ
フ
レ
ク
シ
ョ

ン
や
境
い
目
の
エ
ッ
ジ
ラ
イ
ン
を
て
が
か
り
に
し
た
う
え
で
、
彩
度
が
ひ
く
く
図
地
見
分
け
に
く
い
グ

レ
ー
調
で
彩
色
し
よ
う
と
お
も
っ
た
。
極
大
か
ら
微
細
に
い
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
た
た
ず
ま
い
の
湧

出
に
遊
び
、
人
の
視
野
に
と
ら
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
。

　
こ
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
は
素
案
で
は
な
く
、
手
順
は
元
か
ら
の
よ
う
で
も
あ
り
、
あ
と
づ
け
の
よ
う
で
も

あ
る
。
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Untitled  Feb. 2008Untitled  Feb. 2008
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Untitled  Feb. 2008Untitled  Feb. 2008
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一
枚
の
紙
面
か
ら
・
・
・
。

高
木　
修

高
松
次
郎
「
塾
」
で
は
じ
め
て
作
品
を
つ
く
っ
た
。

一
枚
の
画
用
紙
を
わ
た
さ
れ
、
自
由
に
制
作
せ
よ
と
の
こ
と
。

制
作
時
間
は
、
約
１
時
間
。

ど
う
描
け
ば
い
い
の
か
困
惑
す
る
限
り
。

友
人
た
ち
は
つ
く
り
は
じ
め
て
い
る
。

何
も
で
き
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
。

時
間
は
す
す
ん
で
い
く
。

思
い
つ
い
た
の
は
、
紙
の
層
を
剥
が
す
こ
と
だ
っ
た
。

い
つ
も
電
車
に
乗
る
と
、
切
符
（
当
時
は
厚
紙
）
の
面
を
半
分
ば
か
り
剥
が
す
癖
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

さ
い
わ
い
な
こ
と
に
多
少
紙
は
厚
い
。

そ
れ
を
や
ろ
う
。

白
い
面
に
水
を
し
み
込
ま
せ
、
そ
の
表
面
を
剥
が
す
。

次
第
に
紙
の
層
の
屑
が
で
き
、
そ
れ
を
中
央
に
集
め
小
さ
な
山
を
つ
く
っ
た
。

四
角
い
紙
の
原
型
を
残
し
平
面
に
起
伏
が
で
き
あ
が
っ
た
。

表
面
は
ザ
ラ
ザ
ラ
と
な
り
行
為
の
痕
跡
が
残
っ
た
。

紙
面
は
白
紙
の
状
態
か
ら
、
あ
ら
た
な
表
情
が
顕
わ
れ
は
じ
め
た
。

そ
の
作
品
を
見
た
高
松
次
郎
は
、
し
ば
ら
く
注
視
し
て
い
た
。

そ
れ
は
私
に
と
っ
て
の
最
初
の
面
へ
の
意
識
で
も
あ
っ
た
。

１
９
７
１
年
の
春
だ
っ
た
。
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（ハインリヒ・ノイゲボーレンへのオマージュ）（ルイス・カーンへのオマージュ）
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面
は
縁
を
空
間
化
す
る

前
田 

一
澄

　
　
　
海
は
画
面　
海
は
グ
リ
ッ
ド

　
　
　
銀
色
に
蠢
く
鱗
の
羅
列
は

　
　
　
方
眼
紙
の
海
原

　
　
　
虚
空
に
拡
が
る
網
目
の
表
は

　
　
　
褶
曲
を
手
繰
り
寄
せ

　
　
　
面
は
縁
を
空
間
化
す
る

　
　
　
光
の
粒
の
縞
模
様

　
　
　
同
一
物
の
繰
り
返
し

　
　
　
海
は
画
面　
海
は
グ
リ
ッ
ド

　
　
　
終
末
か
ら
発
端
へ

　
　
　
首
尾
一
貫
性
を
貫
く

　
　
　
構
造
形
式
を
そ
こ
に
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編
集
後
記

　
Ａ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
も
今
年
で
10
年
に
な
る
。
こ
の
過
ぎ
去
っ
た
時
間
を
ど
う
と
ら
え
る
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
だ
が
、
テ
キ
ス
ト

集
の
号
数
は
５
号
と
な
っ
た
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
『
面
の
地
平
』。

　
絵
画
・
彫
刻
に
お
い
て
は
、「
表
面
」
と
せ
ず
に
「
面
」
だ
け
だ
と
微
妙
だ
。
つ
ま
り
、
そ
の
も
の
ず
ば
り
の
具
体

性
が
あ
る
よ
う
で
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
面
」
を
物
質
や
空
間
の
属
性
と
と
ら
え
る
と
、
が
然
具
体
性
を
帯
び

て
く
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
は
美
術
に
と
っ
て
、
は
た
し
て
本
質
的
な
こ
と
な
の
か
と
い
う
疑
問
は
残

る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
と
て
も
難
し
い
命
題
だ
と
思
う
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
快
く
寄
稿
し
て
く
だ
さ
っ
た
金
田 

晉
氏
、
松
浦
寿
夫
氏
、
要 

真
理
子
氏
に
感
謝
申
し
上

げ
た
い
。
い
つ
も
な
が
ら
、
新
鮮
な
知
の
鉱
脈
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
う
れ
し
い
限
り
で
あ
る
。

　
そ
し
て
末
筆
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
は
記
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
Ａ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
10
周
年
の
節
目
に
、
こ
れ
で
３

回
目
と
な
る
「
Ａ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
展
」
を
開
催
し
て
く
だ
さ
っ
た
ヒ
ノ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
山
本
隆
志
氏
。
氏
の
存
在
な
く
し
て
は

制
作
・
発
表
を
軸
と
し
た
Ａ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
が
存
続
で
き
た
か
ど
う
か
…
、
ま
た
当
初
か
ら
励
ま
し
を
い
た
だ
い
た
藤
枝
晃
雄

氏
、
両
氏
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。（
ｉ
）
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『ABST』作品集　バックナンバー紹介 

「空間の理性」 ─ 抽象することの意志 ─
A4 判　2000 年刊

われわれは純粋に空間を求めると同時に、
抽象の力を信じる。
その他、一切の意味を持たない。
そこにわれわれは集まった。

◉品切れ

「空間の理性」2 ─ 抽象することの意志 ─
A4 判　2001 年刊

「ABST」
A4 判　2002 年刊

「Concrete Works」
A4 判　2003 年刊
テキスト／早見 堯
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『ABST』テキスト集　バックナンバー紹介
A5 判・並製

■ABST [1]　2001 年 5月刊　64頁　￥500
目次
　抽象の形態　 　市川 和英
　制作ノート抜粋　 　大塚 新太郎
　アルカイックな硬さ　 　牛膓 達夫
　「線・空間・作品」　 　後藤 寿之
　空間の周辺　 　杣木 浩一
　「静かなる抽象」のための序　 　高木　修
　《ディレンマ》　 　前田 一澄

■ABST [2]　特集／直角の快楽　2002 年 8月刊　64頁　￥500
目次
　「プロトコル」　 　市川 和英
　制作ノート抜粋　 　大塚 新太郎
　「ベクター」と「ラスター」　 　牛膓 達夫
　直角の器　 　杣木 浩一
　「直角」についての対話　 　高木　修
　ニコラ・プッサン　 　前田 一澄

■ABST [3]　特集／抽象再考　2004 年 12 月刊　112 頁　￥500
目次
　抽象の生成　 　藤枝 晃雄
　二十世紀の抽象芸術をどうとらえるか─理論的整理　 　谷川　渥
　ミニマル・アート─透明性と不透明性　 　松本　透
　　◉
　ジャッド　1963 年の《無題》　 　市川 和英
　制作ノート抜粋　 　大塚 新太郎
　シンプルな要素　 　牛膓 達夫
　おぼえ書き　 　杣木 浩一
　[ 断章 ]　 　高木　修
　「芸術の喩え」─基礎概念を追う　 　前田 一澄

■ABST [4]　特集／抽象再考Ⅱ　2006 年 1月刊　96頁　￥500
目次
　「抽象の場所─揺れる水面、震える空気」　 　早見　堯
　抽象表現主義再考　 　大島 徹也
　　◉
　《質疑応答》　 　市川 和英
　《質疑応答》　 　大塚 新太郎
　《質疑応答》　 　牛膓 達夫
　《質疑応答》　 　杣木 浩一
　《質疑応答》　 　高木　修
　《質疑応答》　 　前田 一澄

問い合わせ　mail@abst-art.com
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