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形
象
は
こ
の
と
こ
ろ
景
気
が
い
い
。
一
九
八

0
年
代
以
降
、
形
象
は

文
化
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
担
ぎ
上
げ
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
の
広
が
り
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
く
遠
く
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

い
わ

ゆ
る
「
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系
」
す
な
わ
ち
、
活
字
に
基
づ

く
書
物
の
時
代
1

に
別
れ
が
告
げ
ら
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
す

で
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
決
別
を
と
お
し
て
、
形
象
と
い
う

媒
体
が
手
に
す
る
新
し
い
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
素
地
が
固
め
ら
れ
て

い
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
が
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
を
駆
使
し
た
画

像
技
術
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
に
「
イ
コ
ン

の
時
代
」
の
到
来
を
み
て
と
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
理
論
が
、
周
知
の

と
お
り
さ
か
ん
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
身
体
の
反
応
と
ぴ
た
り

と
一
体
化
し
た
画
像
が
組
織
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス

は
、
認
識
論
や
文
化
批
判
に
広
く
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て

形
象
と
い
う
問
題

ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ベ
ー
ム

い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
リ
ア
ル
な
も
の
の
断
末
魔
」
（
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
）

や
「
野
蛮
な
存
在
論
」
（
フ
ー
コ
ー
）
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
で
、
記
号

の
指
示
作
用
が
こ
と
ご
と
く
倒
壊
し
て
い
る
こ
と
が
云
々
さ
れ
て
い

八
0
年
代
に
新
表
現
主
義
の
荒
々
し
い
絵
画
が
登
場
し
て
以
降
、
形

象
の
「
多
幸
症
」
が
蔓
延
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
、
新
し
い
美
術
館

が
次
々
と
開
館
し
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
造
形
物
が
文
字
通
り
の
意
味

で
「
化
石
化
」
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
や
ヨ
ー
ゼ
フ
一
世

の
統
治
下
の
泡
沫
会
社
乱
立
時
代
に
、
歴
史
主
義
の
兆
し
が
見
え
始
め

る
な
か
で
、
今
日
と
似
た
状
況
が
起
こ
っ
て
い
た
。
当
時
、
演
劇
と
音

楽
が
文
化
に
お
い
て
優
勢
を
示
す
一
方
で
、
造
形
芸
術
も
大
い
に
も
て

は
や
さ
れ
て
い
た
。
今
日
の
こ
の
尋
常
で
は
な
い
状
況
を
、
理
路
整
然

と
説
明
し
尽
く
す
こ
と
な
ど
と
う
て
い
で
き
な
い
。
本
論
と
て
、
文
化

批
判
が
す
で
に
導
き
出
し
て
い
る
数
々
の
成
果
に
、
さ
ら
に
何
か
新
し

い
こ
と
を
付
け
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
う
足
を
踏

る。

二

木

順

子

訳
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史
1

そ
の
な
か
で
も
特
に
、

モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
の
歴
史
ー
が
示
す

マ
ン
、
ボ
イ
ス
ら
に
よ
る
究
極
的
な
企
て
に
至
る
ま
で
種
々
さ
ま
ざ
ま

頭
を
切
っ
て
「
形
象
の
論
理
」
を
要
請
す
る
企
て
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
こ
で
な
に
よ
り
も
ま
ず
拠
り
所
と
さ
れ
て

い
る
の
は
、
形
象
と
言
語
の
照
合
関
係
で
あ
り
、
形
象
の
可
視
的
な
現

前
そ
の
も
の
は
さ
し
て
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
形
象
に
つ
い
て
十
分
な

反
省
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
言
語
こ
そ
が
高
次
の
決

定
機
関
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
加
え
て
い
え

ば
、
形
象
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
「
語
る
こ
と
」
を
と
お
し
て
こ
そ
共

有
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
形
象
な
る
も
の
の
性
格
つ
い
て
、
無
言
の

ま
ま
、
厳
密
な
意
味
で
視
覚
的
に
省
察
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴

な
ら
な
い
。
こ
の
自
問
自
答
の
プ
ロ
セ
ス
の
段
階
的
な
展
開
が
、
二
〇

く
な
っ
た
。
二

0
世
紀
の
画
家
た
ち
は
、
描
く
前
に
、
あ
る
い
は
描
き

．

．

．

．

．

．

．

．

 

な
が
ら
、
「
形
象
」
と
は
何
な
の
か
、
形
象
は
何
を
い
か
に
扱
う
も
の

ニ
ュ
ー
マ
ン
ら
以
降
、
形
象
は
自
明
の
も
の
で
は
な

史
の
方
法
論
で
あ
る
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
そ
の
名
称
か
ら
す
れ
ば
、
先

る
。
言
語
に
つ
い
て
は
、
特
に
ロ
マ
ン
主
義
以
降
、
言
語
哲
学
、

言
語
学
、
言
語
学
、
翻
訳
理
論
な
ど
の
理
論
が
打
ち
立
て
ら
れ
定
着
し

て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
形
象
と
い
う
媒
体
に
は
言
語
と

同
等
の
注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
(
l
)

。
「
形
象
論
」
や
「
形
象
学
」

と
呼
べ
る
よ
う
な
議
論
の
展
開
は
、
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
な
い
。
美
術

一
般

そ
れ
で
も
な
お
、
形
象
が
晒
さ
れ
て
い
る
現
実
の
な
か
へ
と
さ
ら
に

深
く
踏
み
込
ん
で
い
く
と
、
問
わ
れ
る
べ
き
多
く
の
事
柄
が
見
え
て
く

と
お
り
け
っ
し
て
不
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
考
察
は

そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
試
み
と
し
て
大
雑
把
に
探
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ

な
い
。
眼
と
形
象
の
学
に
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
専
門
分
野
が
関
与
し
、

そ
の
領
域
は
、
学
問
と
い
う
も
の
の
既
存
の
輪
郭
を
越
え
て
広
が
っ
て

い
る
。
以
上
で
大
ま
か
に
示
し
た
考
え
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

メ
ル
ロ
11

ポ
ン
テ
ィ
、
ガ
ー
ダ
マ
ー
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、
ネ
ル
ソ
ン
・
グ
ッ

ド
マ
ン
ら
に
よ
る
形
象
へ
の
理
論
的
な
取
り
組
み
と
い
う
よ
り
は
、
む

し
ろ
、
近
代
と
い
う
時
代
に
お
け
る
意
識
転
換
と
と
も
に
生
じ
た
美
術

史
上
の
事
柄
で
あ
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
、
マ
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
、

モ
ン
ド
リ
ア
ン
、

な
の
か
と
い
う
問
い
を
た
て
、
み
ず
か
ら
そ
の
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば

世
紀
の
美
術
史
の
歩
み
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
自
問
自
答
は
実
に
多
様

で
、
キ
ュ
ビ
ズ
ム
に
お
け
る
形
象
の
オ
ブ
ジ
ェ
化
か
ら
、
デ
ュ
シ
ャ
ン

に
よ
る
形
象
と
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
決
別
を
経
て
、
ポ
ロ
ッ
ク
、
ニ
ュ
ー

「
眼
と
形
象
の
学
」
の
広
大
な
領
域
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
だ
が
、

易
で
は
な
い
の
は
、
承
知
の
う
え
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
も
副
次
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。

み
入
れ
て
し
ま
っ
た
こ
の
文
明
の
変
動
の
意
味
を
見
定
め
る
こ
と
が
容

11 



た
め
の
格
好
の
場
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
因
習
的
な
形
象
概
念
は
、
「
模

ル
レ
ア
リ
ス
ト
的
な
精
神
の
放
浪
や
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
芸
術
と
い

う
手
段
に
う
っ
た
え
、
根
源
的
で
本
性
的
た
ら
ん
と
す
る
自
暴
自
棄
な

試
み
で
も
あ
っ
た
(
3
)
。
要
す
る
に
、
イ
コ
ン
的
な
も
の
に
つ
い
て
の

意
識
転
換
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
転
換
を
前
提
と
し

て
議
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
前
提
の
も
と
で
根
本
的
に
探
ら

．．． 

れ
る
べ
き
は
、
「
形
象
」
と
は
何
か
、
形
象
は
何
か
ら
出
来
て
い
る
の
か
、

．
．
．
．
．
 

形
象
は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
何
を
伝
達
す
る
の
か
で
あ
る
。

モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
は
、
因
習
的
な
形
象
概
念
を
批
判
的
に
問
い
直
す

方
で
現
象
世
界
を
縮
減
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
古
い
芸
術
で
あ
れ
新
し

い
芸
術
で
あ
れ
ー
も
っ
と
も
、
遠
い
昔
の
高
等
文
化
に
お
け
る
像
の

役
割
は
別
と
し
て
ー
、
そ
れ
ら
は
、
模
像
と
い
う
慣
用
的
な
モ
デ
ル

に
則
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
は
、
模
像
と
は
異
な
る

観
点
に
立
つ
こ
と
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
正
面
か
ら
向
き
合
お

う
と
す
る
の
は
、
イ
コ
ン
的
な
も
の
そ
の
も
の
が
有
す
る
驚
く
べ
き
リ

ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
た
ん
な
る
物
質
1

漆
喰
、
カ

ン
ヴ
ァ
ス
、
銅
板
な
ど
の
支
持
体
の
う
え
に
筆
で
載
せ
ら
れ
た
絵
の

具
ー
が
、
宗
教
や
精
神
の
、
あ
る
い
は
美
的
な
陶
酔
の
奥
深
い
神
秘

い
。
近
代
と
は
、
む
し
ろ
コ
ン
セ
プ
ト
や
思
索
を
か
な
ぐ
り
捨
て
、
シ
ュ

一
方
で
そ
れ
は
、
好
ま
し
い
と
は
い
え
な
い
や
り

で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
様
相
は
、
近
年
の
展
覧
会
で
幅
広
く
紹
介
さ
れ
議

論
さ
れ
て
い
る
(
2
)
。
以
上
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
要

約
し
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
近
代
以
前
は
、
芸
術
と
理
論
の
あ
い
だ
に

は
お
き
ま
り
の
関
係
し
か
な
か
っ
た
。
だ
が
、
近
代
と
い
う
時
代
の
兆

し
が
み
え
て
く
る
に
つ
れ
、
形
象
の
創
造
は
変
貌
し
、
創
造
と
省
察
は

と
も
に
、
造
形
活
動
に
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況

の
変
化
は
、
作
品
そ
の
も
の
に
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
る
。

自
明
性
の
喪
失
と
同
様
に
伝
統
の
喪
失
も
ま
た
、
現
に
す
で
に
進
行

し
、
深
刻
な
影
響
を
及
ぽ
し
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
近
代
と
は
、

た
ん
に
芸
術
の
コ
ン
セ
プ
ト
や
思
索
の
上
の
問
題
に
留
ま
る
の
で
は
な

像
」
と
い
う
理
念
に
方
向
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
あ
ら
か
じ

•••••• 
め
前
提
さ
れ
た
実
在
が
、
模
像
と
し
て
の
形
象
の
な
か
に
い
か
に

．
．
．
．
．
 

歪
ん
だ
仕
方
で
あ
る
に
せ
よ
ー
反
映
さ
れ
る
。
す
で
に
知
っ
て
い
る

事
柄
が
、
視
覚
的
な
記
号
と
い
う
一
段
と
劣
っ
た
か
た
ち
で
、
わ
れ
わ

れ
の
ま
え
に
再
び
現
れ
で
て
く
る
。
模
像
の
本
質
は
、
ど
の
よ
う
な
場

合
で
あ
れ
、
そ
の
二
重
性
に
あ
る
。
模
像
と
し
て
の
形
象
の
な
か
に
、

事
柄
が
反
映
さ
れ
再
現
さ
れ
て
い
る
。
模
像
が
、
そ
の
意
味
を
、
自
己

自
身
の
う
ち
に
で
は
な
く
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
事
柄
の
内
容
の

ほ
う
に
持
つ
こ
と
は
、
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
模
像
と
し

て
の
形
象
概
念
は
、
再
生
メ
デ
ィ
ア
の
恩
恵
を
被
っ
て
拡
張
の
一
途
を

た
ど
っ
て
い
る
が
、

12 
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が
わ
か
っ
て
く
る
。

文
明
の
な
か
で
形
象
の
問
題
を
扱
っ
た
も
っ
と
も
古
い
テ
ク
ス
ト
、
す

的
な
仕
方
で
形
を
造
る
能
力
を
も
っ
た
媒
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
証
明
で
き
る
の
か
。
形
象
は
、
ど
こ
か
ら
そ
の
「
力
」

を
得
て
い
る
の
か
。

こ
れ
ら
の
問
い
を
さ
ら
に
議
論
す
る
の
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
＇
地
中
海

な
わ
ち
旧
約
聖
書
の
偶
像
禁
止
の
物
語
を
引
き
合
い
に
だ
し
て
く
る
の

は
、
い
さ
さ
か
不
可
解
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
近

代
と
い
う
時
代
の
前
提
と
み
な
し
て
い
る
も
の
は
、
あ
の
古
い
神
学
の

テ
ク
ス
ト
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
偶
像

禁
止
の
物
語
は
、
形
象
へ
の
理
論
的
な
関
心
に
対
し
て
何
を
開
き
示
す

の
だ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
偶
像
禁
止

の
物
語
の
な
か
に
、
古
め
か
し
い
宗
教
意
識
に
関
わ
る
の
み
な
ら
ず
、

む
し
ろ
、
形
象
の
問
題
に
属
す
る
よ
う
な
洞
察
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

偶
像
禁
止
の
物
語
は
、
一
定
の
枠
構
造
に
則
っ
て
語
ら
れ
て
い
る

(
4
)
0

を
表
し
う
る
の
か
。
絵
の
具
の
滲
み
が
、
ま
さ
し
く
錬
金
術
的
で
魔
術

と
連
れ
返
す
。
こ
の
帰
還
は
、
神
学
に
お
い
て
シ
ナ
イ
契
約
と
呼
ば
れ

約
を
結
ぶ
た
め
に
、

る
も
の
を
導
く
、
宗
教
的
な
移
住
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
新
し
い
契

モ
ー
セ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
十
二
支
族
の
民
か
ら
離

れ
て
山
に
向
か
う
。
シ
ナ
イ
の
山
の
上
で
、
神
ヤ
ー
ヴ
ェ
は
モ
ー
セ
に

語
り
か
け
十
の
戒
律
を
託
す
。
十
戒
で
は
、
初
め
に
神
の
比
類
の
な
さ

が
求
め
ら
れ
、
そ
の
比
類
の
な
さ
が
、
偶
像
禁
止
と
い
う
仕
方
で
保
証

さ
れ
る
。
不
可
視
の
神
ヤ
ー
ヴ
ェ
は
、
い
か
な
る
原
像
も
も
た
な
い
。

む
し
ろ
神
は
、
言
葉
を
語
る
こ
と
に
お
い
て
そ
の
恩
寵
を
モ
ー
セ
に
示

す
、
把
握
し
難
い
、
一
種
の
威
力
な
の
で
あ
る
。
そ
の
威
力
は
、
山
の

上
に
か
か
る
雲
や
燃
え
上
が
る
い
ば
ら
の
茂
み
と
い
っ
た
、
力
の
集
積

と
し
て
み
ず
か
ら
を
現
し
だ
す
。

モ
ー
セ
が
シ
ナ
イ
の
山
か
ら
携
え
て
き
た
の
は
、
神
の
姿
や
存
在
の

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

等
価
物
な
ど
で
は
な
く
、
形
を
も
た
ず
、
形
と
い
う
も
の
か
ら
か
け
離

れ
た
在
り
方
を
し
た
通
告
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
石
の
板
の
う
え
に
書
か

れ
て
い
る
。
当
時
の
文
化
に
お
い
て
は
、
他
の
時
代
と
同
様
に
、
聖
な

る
神
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
崇
拝
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
偶
像
や
シ
ン

ボ
ル
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
偶
像
や
シ
ン
ボ
ル
の
領
分
に
、

言
葉
に
よ
る
命
令
が
踏
み
込
ん
で
く
る
。
不
可
視
の
神
は
、
行
為
を
命

じ
る
と
い
う
抽
象
的
な
仕
方
で
み
ず
か
ら
を
現
し
だ
す
。
神
は
命
じ
る
。

モ
ー
セ
は
、

エ
ジ
プ
ト
で
囚
わ
れ
の
状
態
に
あ
っ
た
民
を
約
束
の
地
へ
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神
な
の
だ
か
ら
」
。

の
な
か
に
、
何
に
も
ま
し
て
は
っ
き
り
と
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
形
象
の
領
分
に
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
力
が
介
入
し
て
く
る
さ
ま
で

あ
る
。
出
エ
ジ
プ
ト
記
の
第
二

0
章
四
節
で
は
こ
う
語
ら
れ
る
。
「
汝
、

い
か
な
る
像
も
造
っ
て
は
な
ら
な
い
。
…
そ
れ
ら
の
ま
え
に
ひ
れ
伏
し
、

そ
れ
ら
を
崇
拝
し
て
は
な
ら
な
い
。
汝
の
神
ヤ
ー
ヴ
ェ
は
、
嫉
妬
深
い

こ
の
尋
常
な
ら
ざ
る
禁
止
が
い
か
に
厳
格
な
も
の
な
の
か
は
、
次
の

よ
う
な
枠
物
語
で
明
ら
か
に
な
る
。
モ
ー
セ
は
山
に
登
っ
て
い
る
あ
い

だ
、
せ
っ
か
ち
な
民
の
統
率
を
兄
の
ア
ロ
ン
に
託
し
て
い
た
。
人
々
は
、

形
象
を
と
お
し
て
神
を
崇
拝
し
た
い
と
い
う
古
来
の
欲
求
を
抑
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
ア
ロ
ン
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
ず
、
人
々

の
沸
き
立
つ
欲
求
を
聞
き
入
れ
、
金
の
仔
牛
を
鋳
造
さ
せ
た
。
聖
書
の

こ
の
暗
示
に
満
ち
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
金
の
仔
牛
と
い
う
造
形
物
が
、

距
離
を
と
っ
て
崇
め
ら
れ
る
対
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
放
縦
な
儀
式
と

一
体
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
作
曲
家
ア
ー
ノ
ル
ト
・

シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
、
こ
の
偶
像
禁
止
の
物
語
の
意
味
を
顧
み
、
聖
書

が
伝
え
る
事
柄
を
、
オ
ペ
ラ
《
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
》
の
台
本
の
な
か
で
、

さ
ら
に
性
の
合
一
の
儀
式
や
生
贄
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
膨
ら
ま
せ

て
い
る
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
こ
の
オ
ペ
ラ
作
品
は
、
芸
術
と
い
う
も

「
汝
、
ー
す
べ
し
。
汝
、
ー
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
。
こ
れ
ら
の
戒
律

出
エ
ジ
プ
ト
記
は
、
矛
盾
を
表
す
こ
と
を
と
お
し
て
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス

の
が
持
ち
う
る
か
ぎ
り
の
自
由
を
駆
使
し
て
、
古
い
ユ
ダ
ヤ
の
教
え
に

お
け
る
形
象
の
問
題
の
な
か
に
、
近
代
と
い
う
時
代
に
お
け
る
形
象
の

問
題
を
示
唆
深
く
映
し
だ
す
。

偶
像
禁
止
の
物
語
か
ら
、
い
っ
た
い
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。
な
に
よ
り
も
ま
ず
こ
の
物
語
は
、
形
象
を
め
ぐ
る
神
学
的
、

文
化
的
、
あ
る
い
は
政
治
的
な
闘
争
の
歴
史
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。

闘
争
の
歴
史
は
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
の
聖
像
論
争
や
宗
教
改
革
の
時
代
の
す

さ
ま
じ
い
聖
像
破
壊
を
経
て
、
二

0
世
紀
に
政
治
的
な
意
図
を
も
っ
て

な
さ
れ
た
芸
術
作
品
の
破
壊
に
ま
で
及
ぶ
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
議
論

が
目
指
す
の
は
、
歴
史
を
辿
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
が

問
お
う
と
す
る
の
は
、
こ
の
物
語
が
、
形
象
の
歴
史
の
源
泉
で
あ
る
と

同
時
に
形
象
論
の
源
泉
と
し
て
、
形
象
と
い
う
も
の
の
理
解
に
ど
の
よ

う
に
寄
与
し
て
い
る
の
か
で
あ
る
。

対
立
し
あ
う
二
つ
の
衝
動
が
、
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
と
い
う
司
祭
の
兄

弟
と
し
て
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
。
モ
ー
セ
と
ア
ロ
ン
は
、
た
ん
に
、
血

を
分
け
て
い
る
が
性
格
の
異
な
る
兄
弟
と
し
て
引
き
合
い
に
だ
さ
れ
て

い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
。
両
者
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
互
い

の
考
え
が
矛
盾
し
あ
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

ム
の
問
題
を
調
停
す
る
。
遠
く
、
近
づ
き
が
た
く
、
目
に
は
見
え
な
い

14 
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ユ
ダ
ヤ
の
神
は
、
み
ず
か
ら
に
相
応
す
る
も
の
を
人
間
世
界
の
な
か
に

何
も
持
た
な
い
。
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
、
神
は
、
人
間
世
界
に
対
し
て
決

定
的
な
優
位
性
を
保
つ
。
神
を
表
す
た
め
に
い
か
な
る
形
象
を
打
ち
立

て
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ず
底
知
れ
な
い
神

の
威
力
を
縮
減
し
て
し
ま
う
。

だ
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
神
の
た
め
に
形
象
を
打
ち
立
て
、
把
握

で
き
る
形
を
と
お
し
て
神
を
崇
拝
し
た
い
と
い
う
欲
求
は
消
え
去
ら
な

い
。
こ
の
欲
求
は
、
す
で
に
、
神
の
似
姿
と
し
て
人
間
が
造
ら
れ
た
こ

と
を
伝
え
る
創
世
記
の
な
か
に
、
繰
り
返
し
兆
候
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て

い
る
(
5
)
。
神
の
像
を
刻
む
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
の
は
、
創
造
主
と
被

造
物
と
の
あ
い
だ
の
必
然
的
で
不
可
欠
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
、
倒
錯
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
保
と
う
と
す
る
が
ゆ
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間

は
、
自
己
自
身
の
姿
か
ら
神
の
姿
を
演
繹
し
て
は
な
ら
な
い
。
神
と
人

間
と
の
あ
い
だ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
全
能
な
る
創
始
者
で
あ
る
神
の
手

に
の
み
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
創
造
主
で
あ
る
神
が
人
間
を
創
造
し
、
人

間
の
な
か
に
神
と
い
う
原
像
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
両
者
の

あ
い
だ
に
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
生
じ
る
。
だ
が
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
人
間
の

な
か
に
み
い
だ
さ
れ
る
神
の
反
映
を
手
掛
か
り
に
し
て
神
の
リ
ア
リ

テ
ィ
を
形
作
ろ
う
と
し
、
異
質
な
も
の
で
あ
る
は
ず
の
神
に
人
間
や
動

物
の
形
姿
を
当
て
嵌
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
と
ん
で
も
な

ち
立
て
る
こ
と
は
、

い
試
み
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
目
的
で
形
象
を
打

い
か
な
る
事
情
が
あ
る
に
せ
よ
、
大
き
な
危
険
を

偶
像
禁
止
の
物
語
に
は
、
神
学
上
の
教
義
だ
け
で
な
く
、
形
象
の
特

性
に
つ
い
て
の
洞
察
も
含
ま
れ
て
い
る
。
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
そ
こ
で

は
、
形
象
に
「
甚
大
な
力
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、

禁
止
と
い
う
方
法
で
形
象
に
対
処
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
形
象
の

是
非
に
つ
い
て
云
々
す
る
神
学
的
な
議
論
の
次
元
を
捨
象
し
、
戒
律
と

い
う
、
絶
対
的
な
否
定
の
次
元
に
歩
み
入
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、
形
象
の
力
は
ど
の
よ
う
に
し
て

生
じ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
旧
約
聖
書
は
明
白
に
語
っ

て
い
る
。
形
象
は
、
把
握
で
き
な
い
遠
く
の
存
在
を
現
在
化
し
、
現
前

さ
せ
、
そ
の
現
前
で
人
々
が
見
て
い
る
空
間
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
充

た
す
。
形
象
の
力
と
は
、
こ
の
よ
う
な
能
力
に
源
を
も
つ
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
形
象
は
、
神
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
な
る
こ
と
に
お
い
て
力
を

卒
み
、
表
現
内
容
で
あ
る
神
と
等
価
な
も
の
を
生
み
だ
す
。
黄
金
の
仔

•••• 

牛
は
1

儀
式
的
な
眼
差
し
の
も
と
で
は
ー
、
神
で
あ
る
。
形
象
と

そ
の
内
容
は
、
区
別
で
き
な
い
ま
で
に
溶
け
合
っ
て
い
る
。

厳
し
い
禁
止
の
一
方
で
、
モ
ザ
イ
ク
模
様
を
許
容
す
る
神
学
に
お
い

て
は
、
必
要
と
あ
ら
ば
、
弱
々
し
い
形
象
が
容
認
さ
れ
て
い
た
。
テ
ク

引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
る
。
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た
洞
察
と
し
て
大
い
に
評
価
さ
れ
て
も
き
た
。

ス
ト
の
な
か
で
は
っ
き
り
と
言
及
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
対

危
険
で
は
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い

(
6
)
0

も
し
黄
金
の
仔
牛
が
、

ア
ナ
ロ
ジ
ー
化
の
能
力
を
欠
き
、
そ
の
内
容
に

つ
い
て
魅
惑
的
に
示
唆
す
る
力
を
持
た
な
い
、
弱
く
小
さ
な
像
に
す
ぎ

な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
モ
ー
セ
は
仔
牛
を
造
り
崇
め
る
こ
と
を
禁
じ
は

し
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
モ
ー
セ
が
シ
ナ
イ
の
山
か
ら
携
え
て
き

た
、
言
葉
が
刻
ま
れ
た
石
板
は
、
禁
札
と
し
て
の
指
示
力
は
持
つ
も
の

の
、
形
象
と
し
て
は
な
に
に
も
ま
し
て
小
さ
く
弱
い
。
言
葉
が
刻
ま
れ

た
石
板
は
、
抽
象
的
で
そ
つ
け
な
い
。
そ
こ
で
は
、
眼
を
誘
惑
す
る
よ

う
な
手
練
手
管
は
控
え
ら
れ
、
何
か
を
そ
こ
に
見
い
だ
し
た
い
と
い
う

眼
の
欲
求
も
鎮
め
ら
れ
る
。
言
葉
が
刻
ま
れ
た
石
板
は
、
そ
こ
に
お
い

て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
内
的
に
耳
を
傾
け
さ
せ
、
従
わ
せ
る
。

モ
ー
セ
の
伝
え
た
偶
像
の
禁
止
は
、
「
表
現
不
可
能
な
も
の
」
が
あ

る
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
、
形
象
と
い
う
も
の
の
射
程
を
超
え
出
た
と

こ
ろ
に
位
置
し
、
何
も
の
に
も
喩
え
難
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

明
る
み
に
だ
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
偶
像
の
禁
止
は
、
こ
れ
ま
で
、
卓
越
し

一
方
、
形
象
を
巡
る
論

争
に
お
け
る
ア
ロ
ン
の
立
場
は
、
お
そ
ら
く
、
も
っ
と
古
く
か
ら
続
い

て
き
た
立
場
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
形
象
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る

象
を
ぽ
ん
や
り
と
喚
起
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
モ
ザ
イ
ク
の
形
象
な
ら
ば

に
は
、
し
か
し
、
そ
の
ア
ロ
ン
の
立
場
こ
そ
が
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
旧
約
聖
書
を
源
泉
と
す
る
禁
止
の
神
学
は
、
時
代
が
下
る

に
つ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
否
定
神
学
や
、
近
代
の
形
象
破
壊
の
ス
ト
ラ

テ
ジ
ー
と
近
い
位
置
に
あ
る
否
定
美
学
や
、
と
り
わ
け
、
崇
高
な
る
も

の
の
経
験
を
目
指
し
て
形
象
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
究
極
の
努
力
1

そ

う
し
た
努
力
は
、
バ
ー
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
以
降
の
戦
後
ア
メ
リ
カ

美
術
の
随
所
に
見
い
だ
さ
れ
る
に
お
い
て
、
意
味
合
い
を
新
た
に

し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
崇
高
な
る
も
の
を
一
定
の
形
と
し
て
規
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
事
象

と
観
照
者
の
あ
い
だ
に
認
識
の
「
不
均
衡
」
が
生
じ
る
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い

(
7
)
0

の
も
の
と
出
会
う
。
神
学
的
に
い
う
な
ら
ば
、
形
象
は
「
受
肉
」
し
、

「
魔
術
的
」
と
で
も
い
う
べ
き
仕
方
で
リ
ア
ル
に
現
前
し
よ
う
と
す
る
。

形
象
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
、
古
代
の
デ
ィ

オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
祭
儀
の
な
か
に
見
い
だ
し
た
も
の
と
結
び
つ
く
。
デ
ィ

オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
祭
儀
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
は
、
秘
術
を
窮
め

た
者
と
、
そ
の
者
が
表
現
す
る
神
と
い
う
内
容
と
の
区
別
は
取
り
払
わ

れ
、
表
現
は
文
字
通
り
の
意
味
で
の
「
現
在
」
に
お
い
て
絶
頂
に
達
す

れ
が
人
工
物
で
あ
る
こ
と
に
ま
っ
た
＜
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
内
容
そ

ァ
ロ
ン
は
形
象
を
打
ち
立
て
る
。
そ
れ
を
礼
拝
す
る
者
た
ち
は
、
そ
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と
を
為
す

(
8
)
0

か
に
な
る
。
黄
金
の
仔
牛
は
、
人
々
か
ら
集
め
た
金
で
鋳
造
さ
れ
た
人

工
物
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
た
ん
な
る
物
体
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
黄

金
の
仔
牛
は
、
現
前
す
る
と
同
時
に
、
現
前
を
越
え
て
屹
立
し
よ
う
と

も
す
る
。
最
も
厳
格
な
偶
像
破
壊
論
者
で
さ
え
も
、
逆
に
、
次
の
こ
と

を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
ー
宗
教
的
な
信
条
を
貰
き
、
偶
像
破
壊
を

い
か
に
徹
底
し
よ
う
と
し
て
も
、
目
に
見
え
る
形
と
神
と
の
あ
い
だ
の

る
。
は
る
か
遠
く
に
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
も
の
は
、
形
象

を
、
無
味
乾
燥
で
み
ず
か
ら
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
た
ん
な
る
代
理
物

と
み
な
し
た
が
り
、
形
象
を
、
な
ん
の
変
哲
も
な
い
記
号
や
標
識
に
す

ぎ
な
い
も
の
と
し
て
片
付
け
た
が
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
も
し

形
象
が
根
本
的
な
隔
た
り
を
「
架
橋
」
す
れ
ば
ど
う
な
る
の
か
、
あ
る

い
は
、
も
し
形
象
が
受
肉
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
が
、
よ
く
わ
か
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
ん
に
代
理
す
る
こ
と
つ

ま
り
、
ま
っ
た
く
似
て
お
ら
ず
イ
コ
ン
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ

あ
ら
ゆ
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
崩
壊
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

こ
こ
に
き
て
、

モ
ー
セ
の
主
張
と
ア
ロ
ン
の
主
張
の
親
近
性
が
明
ら

る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
高
め
ら
れ
た
現
在
の
な
か
に
、
悲
劇
が
、
ひ
い

て
は
芸
術
が
誕
生
す
る
固
有
の
場
を
み
い
だ
し
た
。
悲
劇
の
主
役
で
あ

る
プ
ロ
タ
ゴ
ニ
ス
ト
は
、
神
の
顕
現
を
担
い
、
神
が
為
す
と
お
り
の
こ

に
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
の
人
々
は
、
形
象
を
ま
ぎ
れ
も
な
く
そ
の
よ
う
な

と
1

と
、
イ
コ
ン
的
に
区
別
で
き
な
い
ま
で
に
同
一
化
す
る
こ
と
と

の
あ
い
だ
に
、
形
象
の
表
現
能
力
の
領
野
が
広
が
っ
て
い
る
。
形
象
の

歴
史
は
、
こ
の
領
野
の
な
か
か
ら
、
見
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
豊

か
な
可
能
性
を
展
開
さ
せ
て
き
た
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

次
の
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
形
象
は
、
あ
ら
か
じ
め
あ
る
実
在
を
そ
っ

く
り
そ
の
ま
ま
反
復
す
る
、
固
定
さ
れ
た
鏡
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。
形
象
は
代
役
で
は
な
い
。
そ
っ
く
り
な
模
像
は
、
た
と

え
そ
れ
が
広
く
行
き
渡
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
形
象
と
し
て

に
対
し
て
、
実
際
の
形
象
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
期
待
す
る
の
は
、
す

で
に
知
っ
て
い
る
こ
と
の
再
確
認
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
す
で
に

知
っ
て
い
る
こ
と
以
上
の
さ
ら
な
る
価
値
、
す
な
わ
ち
「
存
在
の
余
剰
」

（
ガ
ー
ダ
マ
ー
）
（
9

）
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
実
際
の
形
象
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
み
て
き
た
二
つ
の
相
反
す

る

契

機

受

肉

す

る

こ

と

と

代

理

す

る

こ

と

の

イ

コ

ン

的

な

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
作
用
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
卒
ん
で
い

る
。
形
象
に
固
有
の
こ
の
内
的
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
作
用
を
顧
慮
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
た
ん
な
る
物
質
か
ら
成
る
形
象
が
い
か
に

し
て
意
味
と
い
う
も
の
を
呈
示
し
う
る
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
で

は
も
っ
と
も
凡
庸
で
も
っ
と
も
空
虚
な
表
現
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
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も
の
と
し
て
扱
い
、
形
象
を
「
Z
o
o
n
(
N
 610n) 11
生
き
生
き
と
し
た
も
の
」

こ
の
「
生
き
生
き
と
し
た
も
の
」
は
、
歴
史
の
な
か
で
、
常
に
新
た

な
形
式
を
獲
得
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
形
式
は
、
特
に
近
代
化
の
流
れ

に
お
い
て
多
様
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
例
え
ば
、
形
象
は
み
ず
か

ら
が
そ
こ
に
ぴ
っ
た
り
と
く
つ
つ
い
て
い
た
平
面
と
い
う
聖
域
を
超
え

出
て
、
物
体
と
混
ざ
り
合
っ
て
オ
ブ
ジ
ェ
芸
術
と
な
り
、
さ
ら
に
は
一

回
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
と
な
る
可
能
性
を
卒
み
、
ラ
ン
ド
ア
ー
ト
ヘ
と
拡

張
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
現
象
と
そ
の
特
色
を
、
ひ
と
つ
の

理
論
的
な
概
念
へ
と
収
紋
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
よ
う
な
多
様

性
は
、
む
し
ろ
、
解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
観
点
に
即
し
て
、
考
察
を
さ
ら
に
も
う
一
歩

進
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。
こ
こ
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
過
去

の
芸
術
の
観
照
を
も
よ
り
豊
か
な
も
の
に
し
て
く
れ
る
。

例
と
し
て
ま
ず
取
り
上
げ
る
二
つ
の
作
品
、
ル
ネ
・
マ
グ
リ
ッ
ト
の

《
人
間
の
条
件
I
》
【
図
1
】
と
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
ロ
ー
ネ
ー
の
窓
の
絵
画

と
名
付
け
て
い
た
。

【図
2

】

は
、
近
世
以
来
の
芸
術
の
歴
史
を
ほ
の
め
か
し
な
が
ら
、
同

時
に
、
そ
の
歴
史
か
ら
距
離
を
と
る
。

象
の
な
か
の
形
象
）
」
の
ア
イ
デ
ア
を
作
品
に
潜
ま
せ
る
一
方
で
、
そ

れ
と
は
別
に
、

マ
グ
リ
ッ
ト
は
、
「
画
中
画
（
形

ア
ト
リ
エ
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
連
想
さ
せ
る
。
ド

ロ
ー
ネ
ー
は
、
壁
に
穿
た
れ
た
窓
と
し
て
の
絵
画
と
い
う
、

ル
ネ
サ
ン

た
う
え
で
、
透
視
図
法
的
な
眺
め
を
巧
み
に
歪
め
、
こ
れ
ま
で
と
は
異

な
る
仕
方
で
知
覚
さ
れ
る
も
の
へ
と
変
容
さ
せ
る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、

こ
れ
ら
二
つ
の
作
品
は
、
形
象
の
「
自
己
参
照
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の

好
例
で
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
眼
は
、
形
象
と
い
う
媒
体
そ
の
も
の
ヘ

ス
以
降
に
堅
固
な
も
の
と
な
っ
た
形
象
の
理
想
を
い
っ
た
ん
呼
び
出
し

[I叉II]ルネ・マグリット《人IIIJの条件］》 1933年、

袖彩、カンヴァス、 100x 81 x 1.6 cm、ナショナル・

ギャラリー、ワシントン D.C.
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1論文 I形象という IIIJ題 I

【l叉12】ロベール・ドローネー 《街にlfliしたf,;JU寺

的な窓》 1912年、 illl彩、カンヴァス、板、 40X 46 

cm、ハンプルク災術館

増
大
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
フ
ァ
セ
ッ
ト
ヘ
と

て
絵
画
を
構
築
し
て
い
く
。
フ
ァ
セ
ッ
ト
の
組
み
合
わ
せ
の
動
力
学
が
、

観
る
者
の
眼
差
し
に
リ
ア
リ
テ
ィ
の
増
大
を
も
た
ら
す
。
だ
が
同
時
に
、

ロ
ー
ネ
ー
は
、
色
彩
の
フ
ァ
セ
ッ
ト
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
を
と
お
し

と
差
し
戻
さ
れ
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
動
き
回
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
見
い

だ
さ
れ
る
諸
要
素
の
あ
い
だ
に
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
現
象
を
打
ち
立
て
て
い

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

く
。
形
象
を
「
視
る
こ
と
」
と
は
、
形
象
に
潜
勢
す
る
連
関
を
実
現
す

マ
グ
リ
ッ
ト
の
作
品
で
は
、
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
は
一
種
の
飛
躍
の
現
象
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
、
あ
る
見
方
が
、
意

外
な
見
方
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
、
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ド

解
体
し
て
い
く
。
マ
グ
リ
ッ
ト
も
ま
た
、
慣
習
的
な
見
方
を
遮
り
「
異

化
」
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
自
身
が
「
不
可
思
議
」
と
呼

ぶ
も
の
を
直
観
化
よ
う
と
し
て
い
る
(10)
。
マ
グ
リ
ッ
ト
に
と
っ
て
は
、

こ
の
不
可
思
議
こ
そ
が
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
支
え
る
一
種
の
基
盤
な
の
で

あ
る
。
不
可
思
議
は
、
説
明
さ
れ
え
ず
理
論
的
に
規
定
さ
れ
え
な
い
。

不
可
思
議
が
現
れ
る
場
は
、
形
象
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
い
。
不
可
思

議
は
、
眼
に
見
え
る
が
把
握
で
き
な
い
と
い
う
、
「
矛
盾
背
理
」
の
論

理
構
造
を
持
つ
。
合
一
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
出
会
う
。
こ
の
矛
盾
し
た
事
態
が
形
象
に
お
い
て
起
こ
る
と

き
、
そ
こ
に
、
不
可
思
議
が
輝
き
で
て
く
る
。

ド
ロ
ー
ネ
ー
の
ポ
ス
ト
キ
ュ
ビ
ズ
ム
的
な
構
成
は
、
形
象
の
詩
的
な

能
力
を
強
調
す
る
。
色
彩
の
フ
ァ
セ
ッ
ト
の
多
義
的
で
力
動
的
な
布
置

を
と
お
し
て
、
可
能
性
に
充
ち
た
領
域
が
形
象
の
内
部
に
立
ち
現
れ
、

リ
ア
リ
テ
ィ
を
示
し
だ
す
。
作
品
と
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
。
リ
ア

リ
テ
ィ
は
、
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
流
動
し
て
い
る
。
創

造
と
は
、
す
で
に
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の

眼
の
前
で
ま
さ
に
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
窓
の
な

か
に
現
れ
る
の
は
、
事
物
の
眺
め
な
ど
で
は
な
く
、
事
物
の
力
動
的
な

潜
勢
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ド
ロ
ー
ネ
ー
は
、
「
自
然
」
と
い
う
も
の

に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
ひ
と
つ
の
リ
ズ
ム
法
で
充
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き
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
仮
想
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
。

コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
」

へ
と
収
紋
し
て
い
く
こ
と
に
気
付
く
。
よ
く
で
き
た

リ
ッ
ト
は
、
矛
盾
背
理
と
い
う
手
段
で
、
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
作
品

に
導
き
入
れ
て
い
る
。
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
上
に
描
か
れ
た
カ
ン
ヴ
ァ
ス
は
、

窓
の
手
前
に
立
て
ら
れ
、
そ
れ
自
身
も
ま
た
リ
ア
ル
な
窓
と
な
る
。
カ

ン
ヴ
ァ
ス
と
窓
と
い
う
二
つ
の
次
元
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
反
転
的
に
相
克

し
合
う
な
か
で
、
「
窓
と
し
て
の
絵
画
」
と
い
う
慣
習
的
な
絵
画
の
見

方
が
増
長
さ
れ
て
い
く
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
慣
習
的
な
見
方
に
則
っ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
け
っ
し
て
安
定
し
た
状
態
に
落
ち
着
く
こ

と
が
で
き
な
い
。
ド
ロ
ー
ネ
ー
は
、
絵
画
を
要
素
へ
と
分
解
す
る
と
い

う
、
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
に
お
い
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
方
法
を
と
っ
て
い

る
。
同
時
的
で
詩
的
な
視
覚
の
働
き
が
、
分
解
さ
れ
た
諸
要
素
に
基
づ

模
像
を
つ
く
り
だ
す
「
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
」
が
、
徹
底
し
た
「
イ

ト
ラ
ス
ト
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

皿
の
う
え
の
リ
ン
ゴ
な
ど
で
は
な
い
し
、

マ
グ

た
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
リ
ズ
ム
の
多
様
性
は
け
っ
し
て
切
り
詰

め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
芸
術
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
自
然
を
手
本

と
し
て
い
る
。
共
時
的
な
作
用
が
、
絵
画
の
本
来
の
、
な
お
か
つ
唯
一

の
主
題
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
絵
画
の
主
題
と
は
、
た
ん
な
る

エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
で
も
な
け
れ

ば
、
街
路
で
も
、
屋
外
の
眺
め
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
描
く
の
は
、

人
間
の
心
臓
の
鼓
動
そ
の
も
の
で
あ
る
」

(
1
1
)
0

ド
ロ
ー
ネ
ー
の
こ
の
手
短
な
示
唆
を
と
お
し
て
、
イ
コ
ン
的
な
コ
ン

次
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
絵
画
か
ら
喚
起
さ
れ
る
、
歴
史
的
な
事
柄
に

目
を
向
け
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
二
つ
の
作
品
は
、
透
視
図
法
で
描
か
れ

た
絵
画
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
絵
画
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、

一
般
的
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
従
う
な
ら
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
芸
術

家
た
ち
が
目
指
し
て
い
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
当
時
の
絵
画
が
新

し
い
仕
方
で
可
視
的
な
世
界
と
対
峙
し
て
い
た
こ
と
は
、
疑
い
の
余
地

が
な
い
。
だ
が
そ
う
だ
と
し
て
も
、
当
時
の
絵
画
は
、
完
全
な
模
倣
を

創
造
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
形
象
に
と
っ
て
、
イ
リ
ュ
ー

ジ
ョ
ン
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
重
要
で
、
も
し
、
形
象
と
そ
れ
が
表
現

す
る
実
在
と
が
も
は
や
ま
っ
た
＜
区
別
さ
れ
え
な
く
な
る
こ
と
が
理
想

と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
形
象
と
い
う
媒
体
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
し

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
 

た
と
た
ん
に
自
己
自
身
を
止
揚
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
実
在
の
ほ
う
で
あ
り
、

形
象
は
、
別
段
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
形
象
は
実
在
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
突
き
詰
め
る
と
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
完
璧
な

に
け
っ
し
て
逆
ら
う
こ
と
は
な
い
。

そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、

み
ず
か
ら
が
も
と
も
と
有
し
て
い
る
根
本
条
件
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1論文 I形象という IIIJ岨 I

【 1~13 】アルプレヒト・デューラー《糸渭i家》 1525 年、

木版11lij、「測定法教UIJ」に1所収

模
像
の
ま
っ
た
だ
中
に
、
形
象
を
止
揚
す
る
力
が
巣
く
っ
て
い
る
。

模
像
へ
の
関
心
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
絵
画
に

よ
く
表
れ
て
い
る
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
木
版
画
《
素
描
家
》
【
図
3

】

(12)

で
は
、
描
写
方
法
を
示
す
こ
と
を
と
お
し
て
、
と
り
わ
け
、
そ
の
方
法

に
お
い
て
何
が
主
題
化
さ
れ
て
い
る
の
か
を
示
す
こ
と
を
と
お
し
て
、

模
像
へ
の
関
心
の
在

り
方
が
説
明
さ
れ
る
。

を
理
想
と
す
る
、
新

し
い
合
理
的
な
描
写

方
法
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
絵
画
理
解
の
大
き
な
特
徴
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
、
絵
画
平
面
と
ガ
ラ
ス
板
1

よ
り
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、

ガ
ラ
ス
板
の
う
え
の
グ
リ
ッ
ド
ー
を
同
一
視
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

ガ
ラ
ス
板
は
芸
術
家
と
モ
デ
ル
の
あ
い
だ
に
立
て
ら
れ
、
モ
テ
ィ
ー
フ

の
輪
郭
を
こ
の
上
な
く
正
確
に
写
し
取
る
。
実
際
に
素
描
家
の
肩
越
し

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ

的

に

整

え

ら

れ

た

著
書
と
そ
こ
に
収
め

ら
れ
た
挿
図
で
扱
っ

て
い
る
の
は
、
数
学

デ
ュ
ー
ラ
ー
が
そ
の

一
定
の
秩

に
ガ
ラ
ス
板
を
覗
い
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
実
在
が
再
現
さ
れ
る
の
が
認

め
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
に
き
て
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と

が
明
白
に
な
る
。

ろ
う
か
。

い
っ
た
い
こ
れ
は
、
模
像
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
だ

い
や
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
測
量
実
験
と
い
う
考
え
方
の

な
か
に
、
像
と
い
う
も
の
へ
の
敵
意
が
隠
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
い
か
。

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
仲
間
で
あ
っ
た
ヨ
ル
ク
・
フ
ォ

ン
・
ヴ
ァ
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
伯
爵
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
芸
術
に
み
ら
れ
る
こ

の
傾
向
を
見
抜
い
て
い
た
。
彼
は
イ
タ
リ
ア
紀
行
に
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。
「
近
世
初
期
の
絵
画
は
、
形
象
に
お
い
て
形
象
性
が
解
消
す

る
と
い
う
矛
盾
に
み
ち
た
課
題
を
み
ず
か
ら
に
課
し
、
そ
れ
を
解
決
し

て
い
る
」

(
1
3
)
0

も
っ
と
詳
し
く
見
る
な
ら
ば
、

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
木
版
画
に
お
い
て
透

視
図
法
で
形
象
を
描
く
素
描
家
の
眼
差
し
は
、
さ
ら
に
別
の
こ
と
を
わ

れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る
。
正
し
い
眺
め
は
、
芸
術
家
が
、

序
に
則
っ
て
「
歪
め
る
」
技
術
に
習
熟
し
て
こ
そ
成
立
す
る
。
歪
み
と

い
う
偽
り
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
、
形
象
に
お
け
る
「
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
」
な
視
覚
、
す
な
わ
ち
「
正
し
い
」
視
覚
の
前
提
条
件
と
な
る
。
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
す
で
に
プ
ラ
ト
ン
は
、
絵
画
が
虚
偽
で

あ
る
こ
と
の
証
し
が
こ
の
点
に
あ
る
こ
と
を
見
抜
き
、
論
駁
し
た

(
1
4
)
0

「p
r
o,
 
s
p
e
c
t
i
v
a
」
と
い
う
語
は
、

ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
そ
の
意
味
を
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【 1~14] マザッチオ《坪1:位・体》 1426-28年頃、

フレスコ、 667x 317 cm、サンタ・マリア・ノヴェッ

ラ教会

鑑
み
る
な
ら
ば
、
「
歪
み
の
規
則
」
に
精
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ

る
眺
め
を
可
能
に
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
四
角
形
を

認
識
さ
せ
る
べ
く
台
形
が
呈
示
さ
れ
、
円
や
円
筒
を
認
識
さ
せ
る
べ
く

卵
形
が
呈
示
さ
れ
る
。
平
面
は
目
に
見
え
な
い
ー
と
い
う
の
も
そ
れ

は
、
ガ
ラ
ス
板
か
ら
成
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
ー
が
、
そ
れ
に

も
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
平
面
と
し
て
可
視
化
し
強
化
す
る
、
さ
ま
ざ
ま

な
特
徴
が
描
き
加
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
マ
ザ
ッ
チ
オ
の
三
位
一
体
の

フ
レ
ス
コ
画
【
図

4
】
の
よ
う
な
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
を
観
る
者
は
、
う

ま
く
規
則
づ
け
ら
れ
た
「
誤
り
」
が
、
模
像
や
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と
は

逆
の
ベ
ク
ト
ル
で
作
用
す
る
の
を
知
る
こ
と
と
な
る
。
マ
ザ
ッ
チ
オ
の

関
心
は
、
神
聖
な
三
位
一
体
を
純
粋
な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
現
象

の
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。

さ
せ
、
そ
れ
を
脱
神
話
化
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
イ
リ
ュ
ー

ジ
ョ
ニ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
画
家
（
例
え
ば
、
ロ
ー
マ
の
聖
イ
グ
ナ
ツ
ィ

オ
教
会
の
天
井
画
の
作
者
で
あ
る
ア
ン
ド
レ
ア
・
ポ
ッ
ツ
ォ
）
は
、
イ

リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
打
ち
立
て
る
要
素
と
形
象
を
強
化
す
る
要
素
と
を
巧

み
に
使
い
分
け
て
戯
れ
る
(15)
。
メ
イ
ヤ
ー
・
シ
ャ
ピ
ロ
は
、
こ
の
こ

と
を
、
他
の
近
世
の
芸
術
形
式
を
も
十
分
に
特
徴
づ
け
る
こ
と
の
で
き

る
よ
う
な
も
の
と
し
て
概
念
的
に
規
定
し
よ
う
と
し
た
(16)
。
シ
ャ
ピ

口
に
よ
れ
ば
、
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
芸
術
の
条
件
と
は
、
そ
の
非
ミ
ー
メ
ー

シ
ス
的
な
特
徴
ー
す
な
わ
ち
、
平
面
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
ー
に
あ
る
。

ア
ー
サ
ー
・

C
・
ダ
ン
ト
ー
は
、
形
象
の
透
明
性
の

理
論
と
不
透
明
性
の
理
論
を
区
別
し
た
(17)
。
わ
れ
わ
れ
が
議
論
し
て

き
た
と
お
り
、
適
切
な
形
象
理
解
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
ミ
ー
メ
ー
シ
ス

と
非
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
、
あ
る
い
は
透
明
性
と
不
透
明
性
と
い
っ
た
、
異

な
る
二
つ
の
要
素
の
結
び
付
き
に
よ
っ
て
こ
そ
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
も

透
視
図
法
に
よ
る
形
象
の
合
理
化
は
、
影
響
力
の
あ
る
魅
力
的
な
出

来
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
視
覚
や
凡
庸
な
再
生

メ
デ
ィ
ア
を
支
配
し
続
け
て
い
る
。
近
代
の
芸
術
は
、
こ
の
よ
う
な
合

理
性
を
打
ち
砕
こ
う
と
、
懸
命
に
、
ま
た
徹
底
的
に
努
力
し
て
き
た
。

過
去
の
芸
術
に
と
っ
て
は
、
透
明
な
ガ
ラ
ス
板
は
、
事
物
や
空
間
が
平
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<,~, 5】マルセル・デュシャン《隣金屈製の水'[(の

ある沿溝》 1913・15年、 ilil彩、 'l'-1')形ガラス、鉛、

鉛線、 147x 79 cm、フィラデルフィアX術館

面
上
に
う
ま
く
投
影
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
た
め
の
、
技

術
上
の
補
助
手
段
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
デ
ュ

シ
ャ
ン
は
あ
え
て
ガ
ラ
ス
板
を
固
有
の
表
現
領
域
と
し
て
用
い
、
そ
こ

で
、
透
視
図
法
を
、
こ
れ
ま
で
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
新
し
い
条
件
の

も
と
へ
と
引
き
入
れ
た
【
図

5
】
。
慣
習
的
な
絵
画
の
場
合
、
形
象
の

皮
膜
が
不
透
明
で
あ
る
こ
と
は
必
然
的
に
明
ら
か
で
、
だ
か
ら
こ
そ
そ

の
皮
膜
は
、
絵
画
世
界
の
眺
め
を
開
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し

て
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
、
そ
の
皮
膜
そ
の
も
の
を
透
明
な
も
の
と
し
て
扱
っ

た
。
透
明
性
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
何
も
生
み
だ
さ
な
い
。
デ
ュ
シ
ャ

背
後
に
、
空
虚
な
壁
や
他
の
観
照
者
な
ど
、
偶
然
に
そ
こ
に
居
合
わ
せ

る
も
の
を
認
め
る
。
透
視
図
法
で
描
か
れ
た
輪
郭
は
、
場
所
を
も
た
ず

浮
遊
す
る
も
の
と
し
て
現
前
し
て
く
る
。
そ
の
輪
郭
が
開
く
空
間
は
、

あ
く
ま
で
も
中
立
的
な
も
の
に
留
ま
る
。
そ
の
よ
う
な
空
間
は
、
前
か

ら
観
照
し
て
も
後
ろ
か
ら
観
照
し
て
も
、
同
じ
よ
う
な
も
っ
と
も
ら
し

さ
を
示
す
。
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
こ
こ
で
、
形
象
に
は
不
可
避
の
も
の
で
あ
っ

こ
の
よ
う
に
自
己
自
身
を
超
克
し
て
い
こ
う
と
す
る
形
象
の
試
み
に

促
さ
れ
、
絵
画
は
、
二

0
世
紀
を
と
お
し
て
そ
の
可
能
性
を
新
た
に
展

開
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
比
較
的
新
し
い
例
と
し
て
、

ロ
ス
コ
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

ラ
ス
ト
を
打
ち
立
て
る

マ
ー
ク
・

ロ
ス
コ
は
、
「
画
中
画
（
形
象
の
な
か
の

す
べ
て
含
み
込
み
、
色
面
と
し
て
の
形
象
の
厚
み
を
、
そ
の
都
度
、
ま

な
り
を
組
織
し
て
い
く
。
色
彩
は
、
あ
ら
ゆ
る
絵
画
の
原
リ
ア
リ
テ
ィ

の
一
っ
と
で
も
い
う
べ
き
消
滅
の
論
理
に
従
い
な
が
ら
、
み
ず
ら
を
現

し
出
す
。
遠
い
昔
の
名
も
な
い
画
家
が
遺
そ
う
と
し
た
色
彩
の
最
初
の

痕
跡
が
す
で
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
表
現
と
い
う
も
の
の
最
初
の

る
ご
と
受
け
入
れ
て
い
く
。
色
彩
は
、

い
く
つ
も
の
半
透
明
の
層
の
璽

合
い
の
と
れ
な
い
不
安
定
な
状
態
で
そ
の
上
に
重
な
っ
て
い
く
色
彩
を

【図

6
】
。
内
側
に
位
置
す
る
平
面
は
、
釣
り

形
象
）
」
の
構
造
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
、
イ
コ
ン
的
な
コ
ン
ト

ン
の
ガ
ラ
ス
板
を
観
る
者
の
眼
差
し
は
、
形
象
を
突
き
抜
け
、
形
象
の

た
正
面
性
を
止
揚
し
て
い
る
。
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み
だ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
内
側
に
挟
ま
れ
た
層
は
、
そ
れ
よ
り
深
い
と

こ
ろ
に
位
置
す
る
層
を
覆
い
隠
す
と
同
時
に
、
形
象
の
平
面
全
体
を
呈

示
す
る
。
隠
し
、
否
定
す
る
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
形
象
が
現
象
す
る
た

め
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る

(
1
8
)
0

ロ
ス
コ
の
色
彩
の
お
ぽ
ろ
げ
な
光
は
、
源
泉
と
い
え
る
よ
う
な
も
の

を
も
っ
て
は
い
な
い
。
非
物
質
的
な
浮
遊
の
状
態
が
生
じ
、
呼
吸
す
る

微
か
な
光
が
空
間
の
延
長
を
生
み
だ
す
。
色
彩
の
論
理
に
従
っ
て
、
形

象
は
、
隠
れ
な
が
ら
現
れ
で
て
く
る
も
の
の
総
体
と
し
て
み
ず
か
ら
を

呈
示
す
る
。
そ
れ
は
、
カ
ー
テ
ン
あ
る
い
は
光
の
壁
を
連
想
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
形
象
の
経
験
は
「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、

層
は
み
な
、
形
象
の
地
色
を
否
定
す
る
と
同
時
に
、
新
た
に
地
色
を
生

【図6)マーク・ロスコ《黄色の上の白とオレンジ》

1953年、テンペラ、紙、 100.7x 67.3 cm、個人蔵

そ
の
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
と
い
う
名
称
は
ま
た
、
こ
の
経
験
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
化

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
も
い
る
。
ロ
ス
コ
が
、
個
々

の
形
象
を
‘
―
つ
の
連
続
体
の
一
部
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
連
続
体
は
、
テ
キ
サ
ス
州
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン

の
ロ
ス
コ
チ
ャ
ペ
ル
で
、
も
っ
と
も
端
的
に
実
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

み
ず
か
ら
が
、
美
的
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
に
囲
ま
れ
、
包
み

で
は
観
照
者
は
、

込
ま
れ
て
い
る
ー
ま
る
で
疑
似
宗
教
的
な
天
幕
で
包
ま
れ
て
い
る
よ

う
に
ー
の
を
感
じ
取
る
こ
と
と
な
る
。
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
と
い
う
メ
タ

フ
ァ
ー
を
文
字
通
り
の
意
味
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ゲ
シ
ュ

タ
ル
ト
を
持
た
ず
、
色
彩
の
う
ご
め
き
に
お
い
て
現
れ
、
雰
囲
気
を
醸

し
出
す
も
の
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
神
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ

こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
神
は
、
ヤ
ー
ヴ
ェ
と
同
様
に
、
姿
を
み
せ
ず
把
握

し
が
た
い
。
だ
が
こ
こ
で
い
わ
れ
る
神
は
、
ヤ
ー
ヴ
ェ
と
違
っ
て
、
感

性
的
で
美
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
ロ
ス
コ
は
、
イ
コ
ノ

ク
ラ
ス
ム
の
戒
律
と
、
そ
れ
に
み
あ
う
だ
け
の
強
靱
さ
を
備
え
た
形
象

の
実
践
と
を
、
う
ま
く
調
停
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ

う
。
現
前
の
力
と
拡
散
の
カ
ー
拡
散
と
は
、
自
己
自
身
以
外
の
存
在

へ
と
み
ず
か
ら
を
明
け
渡
す
こ
と
、
つ
ま
り
、
「
他
在
」
の
た
め
の
場

と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
ー
が
、
謎
め
い
た
仕
方
で
互
い
に
均
衡
を

保
っ
て
い
る

(
1
9
)
0
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そ
こ
で
意
図
さ
れ
る
の
は
、
形
象
の
条
件
で
あ
る
と
こ
ろ
の
あ
の
同
時

い
て
ロ
ス
コ
と
は
異
な
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ニ
ュ
ー

一
人
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
マ
ン
は
、

マ
ン
の
作
品
に
お
い
て
、

い
う
ま
で
も
な
く
あ
ら
ゆ
る
点
に
お

ロ
ス
コ
の
場
合
の
よ
う
に
浮
遊
の
状
態
に
あ

る
も
の
で
は
な
く
、
平
板
で
不
透
明
な
色
面
と
向
か
い
合
う
こ
と
に
な

る
。
ロ
ス
コ
の
均
衡
の
と
れ
た
構
成
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
、
こ
こ
で

は
色
彩
は
、
互
い
に
弱
い
関
係
性
し
か
も
た
ず
、
極
度
の
垂
直
性
を
も
っ

て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
攻
撃
的
で
過
剰
な
色
彩
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
耐

え
難
い
ま
で
に
増
強
さ
れ
る
。
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
束
ね
、
そ
こ
に
均

衡
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
ど
何
も
な
い
。
こ
の
形
象
は
、

近
い
位
置
か
ら
視
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
観

照
す
る
者
は
、
否
が
応
で
も
あ
る
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
。
視
て
い
る
う
ち
に
、
視
覚
は
形
象
を
見
失
っ
て
し
ま
う
ー
ゎ

れ
わ
れ
は
普
段
は
、
距
離
を
と
っ
て
眺
め
る
こ
と
を
と
お
し
て
何
か
を

把
握
し
理
解
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
極
度
に
近
い
位
置
か
ら
視
る
な
ら

ば
、
そ
う
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
形
象
の
ス
ト
ラ
テ

ジ
ー
は
、
「
限
界
を
越
え
る
こ
と
」
と
い
う
概
念
で
特
徴
づ
け
ら
れ
よ
う
。

的
な
知
覚
を
、
不
意
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
形
象
の
前
に
立
つ

る
衝
動
に
促
さ
れ
て
制
作
し
た
、

ア
メ
リ
カ
の
芸
術
家
た
ち
の
う
ち
の

バ
ー
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
出
自
に
由
来
す

観
照
者
の
失
敗
が
、
予
め
計
算
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
計
算
さ
れ
た
失
敗

は
、
観
照
者
の
意
識
を
観
照
者
自
身
へ
と
差
し
戻
す
。
ニ
ュ
ー
マ
ン
の

作
品
に
お
け
る
観
照
者
の
こ
の
よ
う
な
自
己
理
解
の
行
為
は
、
崇
高
な

る
も
の
の
経
験
の
構
造
と
関
係
し
て
い
る
(20)
。
崇
高
な
る
も
の
の
経

験
の
構
造
の
特
徴
は
、
極
端
に
大
き
な
も
の
に
際
し
て
、
認
識
能
力
に

過
大
な
要
求
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
極
端
に
大
き
な
も
の
を

前
に
し
て
、
認
識
は
そ
の
無
力
さ
を
さ
ら
け
だ
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
い
が
け
ず
得
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
カ
ン
ト
に

よ
れ
ば
、
崇
高
な
る
も
の
は
、
人
間
が
自
己
自
身
に
対
し
て
も
っ
て
い

．
．
．
．
．
．
．
 

る
自
由
の
経
験
を
開
く
。
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
形
象
は
、
何
も
呈
示
し
よ
う

．．．． 

と
し
な
い
そ
う
か
と
い
っ
て
、
た
ん
な
る
色
面
を
呈
示
し
よ
う
と

す
る
わ
け
で
も
な
い
ー
。
だ
が
そ
れ
ゆ
え
に
、
形
象
は
、
純
粋
な
形

•••••••• 

式
に
お
い
て
作
用
し
、
観
る
者
の
内
部
で
何
か
を
解
き
放
と
う
と
す
る
。

そ
の
こ
と
が
う
ま
く
成
し
遂
げ
ら
れ
る
瞬
間
に
、
形
象
は
、
形
象
と
し

て
の
自
己
自
身
を
完
全
に
止
揚
す
る
。

カ
ン
ト
の
崇
高
論
の
な
か
に
、
わ
れ
わ
れ
を
再
び
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
ヘ
と
連
れ
戻
し
、
偶
像
禁
止
の
物
語
の
意
義
を
確

証
す
る
よ
う
な
示
唆
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な

．．． 

い
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
崇
高
の
感
情
と
は
、
確
か
に
消
極
的

な
表
現
で
し
か
あ
り
え
な
い
が
、
「
し
か
し
ま
た
そ
れ
が
、
心
を
拡
張

25 



2
 

註 す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
。
カ
ン
ト
は
こ
う
続
け
て
い
る
。
「
恐
ら

く
ユ
ダ
ヤ
の
律
法
書
に
は
、
『
汝
、
お
の
れ
の
た
め
に
い
か
な
る
形
像

を
も
造
る
な
か
れ
、
…
…
似
姿
を
も
造
る
こ
と
な
か
れ
』
と
い
う
掟
に

も
ま
し
て
崇
高
な
章
句
は
あ
る
ま
い
」

(
2
1
)
0

本
稿
が
所
収
さ
れ
て
い
る
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ベ
ー
ム
の
編
著
『
形
象
と
は
な

に
か
』
の
、
ベ
ー
ム
自
身
に
よ
る
巻
頭
論
文
「
形
象
の
回
帰
」
、
お
よ
び
そ
こ
で

挙
げ
ら
れ
る
参
考
文
献
を
参
照
。

(Gottfried
B
o
e
h
m
.
 "
D
i
e
 W
i
e
d
e
r
k
e
h
r
 d
e
r
 

Bilder•, 

in: 
W
a
s
 ist ein Bild, 
hrsg. G. 
B
o
e
h
m
,
 F
i
n
k
 V
e
r
l
a
g
,
 M
i
l
n
c
h
e
n
,
 

1
9
9
5
,
 S. 
11 ,
 
3
8
.
)
 

一
九
九
―
一
年
に
バ
ー
ゼ
ル
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
「
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー

ー

ニ

0
世
紀
の
形
象
・
オ
プ
ジ
ェ
・
彫
刻
」
の
カ
タ
ロ
グ
を
参
照
。

(
T
r
a
n
s
f
o
r
m
 :
 Bild O
b
j
e
k
t
 Skulptur i
m
 2
0
.
 
Jahrhundert. 
hrsg. 
T
h
e
o
d
o
r
 

Vischer• 

K
u
n
s
t
m
u
s
e
u
m
 u
n
d
 K
u
n
s
t
h
a
l
l
e
 Basel. 1
9
9
2
.
)
 

ま
た
同
様
の
こ
と
は
、
一
九
九
三
年
に
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
立
美
術
館
／

ム

7
 

6
 

5
 

3
 

で
知
ら
れ
て
い
る
。

一
九
四
五
年
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
近
代
の
諸
相
」
で
も
提
示
さ
れ
て

こ
の
よ
う
な
根
源
性
を
求
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
は
、
美

術
史
の
な
か
に
多
く
み
い
だ
さ
れ
る
。
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の

南
方
の
海
辺
の
生
活
か
ら
、
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ズ
ム
が
隠
喩
と
し
て
用
い
た
パ
ラ
ダ

イ
ス
を
経
て
、
夢
と
意
味
を
求
め
て
理
性
を
か
な
ぐ
り
捨
て
た
プ
ル
ト
ン
の
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
綱
領
に
至
る
ま
で
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
そ
う
し
た
例
は
、

旧
約
聖
書
「
創
世
記
」
第
一
章
二
六
節
／
二
七
節
を
参
照
。

オ
ッ
ト
マ
ー
ル
・
ケ
ー
ル
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
考
古
学
調
査
の
近
年
の
デ
ー

タ
に
基
づ
き
な
が
ら
説
得
力
を
も
っ
た
か
た
ち
で
説
明
し
て
い
る
。

O
・
ケ
ー

我
哲
雄
訳
、
教
文
館
、
一

I
O
I
0
年
を
参
照
。

(
O
t
t
m
a
rKeel• 

D
i
e
 W
e
l
t
d
e
r
 

altorientalischen Bildsymbolik u
n
d
 d
a
s
 Alie Testament, 
N
 iirich/Einsiedeln, 

2.Aufl. 1
9
7
7
)
 

崇
扁
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
が
そ
れ
を
テ
ー
マ
と
し
て
見
い
だ
す
以
前
に
、
す
で

に
戦
後
美
術
に
お
い
て
主
題
化
さ
れ
て
い
た
。
バ
ー
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
と

な
ら
ん
で
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
デ
・
マ
リ
ア
も
ま
た
、
崇
高
を
主
題
に
据
え
た
こ
と

ル
『
旧
約
聖
書
の
象
徴
世
界

I

古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
美
術
と
「
詩
編
」
』
山

4
)

旧
約
聖
書
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
第
一
―

0
章
四
節
を
参
照
。

幼
児
の
芸
術
実
践
の
な
か
に
も
み
い
だ
さ
れ
る
。

1
9
4
5ヘへ,

Miinster/Leipzig, 1
9
9
3
.
 

い
た
。

(Ausstellung,
≫
D
a
s
 Ojfene Bild. ・Aspekte
der M
o
d
e
r
n
e
 in E
u
r
o
p
a
 n
a
c
h
 

ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
造
形
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
「
開
か
れ
た
形
象
I
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1論文 I形象という IIIJ岨 I

12) 
11) 

10) 
9
)
 

8
)
 

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
『
測
定
法
教
則
注
解
』

67ff.) 

を
理
解
す
る
た
め
の
資
料
』
か
ら
引
用
。

(B各
,
m
e
n
t
e
z
u
 Verstiintnis d
e
r
 

M
i
i
n
c
h
e
n
/
H
a
n
s
e
r
,
 1981.) 

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
「
音
楽
の
精
神
か
ら
の
悲
劇
の
誕
生
」
浅
井
真
男

訳
（
『
ニ
ー
チ
ェ
全
集

1872.) 

M
o
h
r
.
 1960. S. 
133.) 

第
一
巻
（
第
一
期
）
』
浅
井
真
男
・
西
尾
幹
二
訳
、
白
水
社
、

一
九
七
九
年
、
二
五
ー
一
七
一
頁
に
所
収
）
を
参
照
。

(
F
r
i
e
d
r
i
c
h
N
i
e
t
z
s
c
h
e
,
 

D
i
e
 G
e
b
u
r
t
 d
e
r
 T
r
a
g
o
d
i
e
 a
u
s
 d
e
m
 G
e
i
s
t
e
 d
e
r
 M
u
s
i
k
,
 
L
e
i
p
 N
 ig ¥
 Fr
i
t
z
s
c
h
,
 

ハ
ン
ス
•
G

・
ガ
ー
ダ
マ
ー
『
真
理
と
方
法
』
轡
田
収
ほ
か
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
八
六
年
、
二

0
四
頁
を
参
照
。

(
H
a
n
s,
 
G
e
o
r
g
 G
a
d
a
m
e
r
,
 W
a
h
r
h
e
i
t
 u
n
d
 

M
e
t
h
o
d
e
:
 G
r
u
n
d
z
i
i
g
e
 e
i
n
e
r
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
n
 H
e
r
m
e
n
e
u
t
i
k
,
 T
i
i
b
i
n
g
e
n
 ¥
 

マ
グ
リ
ッ
ト
の
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
一
九
八
一
年
に
「
著
作

集
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
版
さ
れ
、
不
可
思
議
に
つ
い
て
の
問
題
を
形
象
と

連
関
さ
せ
な
が
ら
繰
り
返
し
扱
っ
て
い
る
理
論
的
な
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
み
い

だ
さ
れ
る
。

(
R
e
n
e
M
a
g
r
i
t
t
e
,
 Siimtliche Schriften, 
h
r
s
g
.
 
A
n
d
r
e
 Blavier, 

ロ
ベ
ー
ル
・
ド
ロ
ー
ネ
ー
の
言
説
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ヘ
ス
編
『
近
代
絵
画

m
o
d
e
r
n
e
n
 Malerei, 
h
r
s
g
.
 
W
a
l
t
e
r
 Hess• 

H
a
m
b
u
r
g
 ¥
 Re
i
n
b
e
k
,
 
1956, 
S. 

こ
の
木
版
画
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
自
身
が
一
五
二
五
年
に
出
版
し
た
『
測
量
法
教
則
』

下
村
耕
史
訳
編
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
―

1
0
0
八
年
を
参
照
。

(
A
l
b
r
e
c
h
t

D
i
i
r
e
r
,
 
U
n
t
e
r
w
e
i
s
u
n
g
 d
e
r
 M
e
s
s
u
n
g
 m
i
t
 d
e
m
 Z
i
r
k
e
l
 u
n
d
 Richtscheit, 

18 17 16 15 14 13 

D
i
e
t
i
k
o
n
'
Z
i
i
r
i
c
h
/
S
t
o
c
k
e
r
 ,
 
S
c
h
m
i
d
,
 1966.) 

パ
ウ
ル
・
ヨ
ル
ク
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
ル
テ
ン
プ
ル
ク
伯
爵
『
イ
タ
リ
ア
日
記
」

ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
、
一
九
一
一
七
年
、
一
―
―
五
ー
―
二
六
頁
を
参
照
。

(
G
r
a
f

P
a
u
l
 Y
o
r
c
k
 v
o
n
 W
a
r
t
e
n
b
u
r
g
,
 Italienisches 
T
a
g
e
b
u
c
h
,
 
D
a
r
m
s
t
a
d
t
 ¥
 

プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』
の
五
九
六

a
、
六

0
1
―C

ー
六

0
-
―-
b
、
六

0
五
c
/
d

お
よ
ぴ
『
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
』
ニ
―
―
一
五

a

お
よ
ぴ
C
I
e

を
参
照
。
邦
訳
~
『
国
家
」

（
上
・
下
）
藤
沢
令
夫
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
お
よ
び
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス

ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
』
藤
沢
令
夫
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
。

マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
論
考
「
絵
画
と
は
何
か
」
を
参
照
。
（
M
i
c
h
a
e
l

Polanyi,
，W
h
a
t
 is 
a
 Painting", in: 
British J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 Aesthetics, 
vol. 
10(3), 

1970, p. 
2
2
5
 ,
 
236.) 

メ
イ
ヤ
ー
・
シ
ャ
ピ
ロ
の
論
考
「
視
覚
芸
術
の
記
号
論
の
い
く
つ
か
の
問
題

に
つ
い
て
」
を
参
照
。

M
e
y
e
r
S
c
h
a
p
i
r
o
,
 
・
o
n
 s
o
m
e
 p
r
o
b
l
e
m
s
 in 
t
h
e
 

s
e
m
i
o
t
i
c
s
 o
f
 v
i
s
u
a
l
 
art". 
in: 
Sign, 
l
a
n
g
u
a
g
e
,
 Culture, 
ed. 
A
l
g
i
r
d
a
s
 J. 

G
r
e
i
m
a
s
/
R
o
m
a
n
 J
a
k
o
b
s
o
n
,
 D
e
n
 H
a
a
g
 ¥
 M
o
u
t
o
n
,
 1970, p. 
4
8
7
 ,
 
501.) 

ア
ー
サ
ー

•
C

・
ダ
ン
ト
ー
の
著
書
『
あ
り
ふ
れ
た
も
の
の
変
容
」
一
五
三
頁

を
参
照
。

(
A
r
t
h
e
r
C. 
D
a
n
t
o
,
 
T
h
e
 Transfiguration o
f
 the C
o
m
m
o
n
p
l
a
c
e
,
 

M
a
s
s
a
c
h
u
s
e
t
t
s
/
H
a
r
v
a
r
d
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press. 1981. p.159) 

ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ベ
ー
ム
の
論
考
「
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
と
超
越
」
（
ヴ
ィ
ー
ラ

ン
ト
・
シ
ュ
ミ
ー
ト
編
『
永
遠
性
の
現
在

越
的
な
も
の
の
痕
跡
』
に
所
収
）
を
参
照
。

(
G
e
g
e
n
w
a
r
t
.
E
w
i
g
k
e
i
t
:
 S
p
u
r
e
n
 

Reichl. 1927.) 

ー
今
日
の
芸
術
に
お
け
る
超
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21 20 19 

年、 d
e
s
 
T
r
a
n
s
z
e
n
d
e
n
t
e
n
 m
 d
e
r
 K
u
n
s
t
 u
n
s
e
r
e
r
 Zeit, 
h
r
s
g
.
 
W
i
e
l
a
n
d
 S
c
h
m
i
e
d
.
 

S
t
u
t
t
g
a
r
t
 ¥
 Ca
n
t
z
,
 1990, S. 
2
7
 ,
 
34.) 

「
形
象
を
も
た
な
い
も
の
」
と
形
象
と
の
あ
い
だ
を
調
停
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
ア
ド
ル
ノ
が
『
美
学
理
論
」
の
な
か
で
童
要
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
だ
が
、

ア
ド
ル
ノ
だ
け
で
な
く
、
近
代
の
多
く
の
芸
術
家
た
ち
、
そ
の
な
か
で
も
特
に

抽
象
芸
術
の
作
家
ら
の
造
形
実
践
も
ま
た
、
こ
の
調
停
を
目
指
し
て
い
た
。
ア
ド
・

ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
が
そ
の
シ
リ
ー
ズ
作
品
〈
ブ
ラ
ッ
ク
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
〉
の

な
か
で
、
ま
た
、
シ
リ
ー
ズ
制
作
に
伴
う
省
察
の
な
か
で
、
こ
の
こ
と
を
問
題

化
し
て
い
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
重
要
で
あ
ろ
う
。

(
A
d
R
e
i
n
h
a
r
d
t
.
 Schriften 

u
n
d
 G
e
s
p
r
a
c
h
e
,
 h
r
s
g
.
 T
h
o
m
a
s
 Kellein. S
c
h
r
e
i
b
e
r
 ¥
 M
u
n
c
h
e
n
,
 1984.) 

バ
ー
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
マ
ン
の
エ
ッ
セ
イ
「
崇
高
は
今
」
を
参
照
。

(
B
a
r
n
e
t
t

N
e
w
m
a
n
 "
T
h
e
 S
u
b
l
i
m
e
 is 
N
o
w
'↓
 

in: 
B
a
r
n
e
t
t
 N
e
w
m
a
n
:
 Selected Writings 

a
n
d
 Interviews. 
ed. J
o
h
n
 P. 
O'Neill. 
B
e
r
k
e
l
e
y
,
 L
o
s
 A
n
g
e
l
e
s
 ¥
 Un
i
v
e
r
s
i
t
y
 

of California P
r
e
s
s
,
 1992, p. 
1
7
0
 ,
 
173.) 

イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
「
判
断
力
批
判
」
の
な
か
の
崇
高
の
分
析
、

B

―
二
四
／
―
二
五
（
『
判
断
力
批
判
』
篠
田
英
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
四

一
九
六
ー
一
九
八
頁
）
を
参
照
。

(
I
m
m
a
n
u
e
l
K
a
n
t
,
 K
r
i
t
i
k
 
d
e
r
 

U
r
t
e
i
l
s
k
r
a
f
t
.
 
in: 
I
m
m
a
n
u
e
l
 K
a
n
i
s
 
W
e
r
k
e
,
 
B
d
.
5
.
 
h
r
s
g
.
 
O
t
t
o
 B
u
e
k
,
 

H
i
l
d
e
s
h
e
i
m
 ¥
 Ge
r
s
t
e
n
b
e
r
g
,
 1973, S
.
3
4
6
 ,
 
347.) 

＊
本
翻
訳
は
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ベ
ー
ム
が
編
纂
し
て
い
る
叢
書
「
形
象

と
テ
ク
ス
ト
」
の
一
冊
で
、
ベ
ー
ム
自
身
が
編
集
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
形

象
と
は
何
か
』
の
な
か
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
考
を
和
訳
し
た
も
の
で
あ

る。

(Gottfried
B
o
e
h
m
,
，D
i
e
 B
i
l
d
e
r
f
r
a
g
e
"
,
 
in: 
W
a
s
 ist 
ein Bild, 
h
r
g
.
 
G. 

B
o
e
h
m
,
 M
U
n
c
h
e
n
 ¥
 Fi
n
k
,
 1994, S
.
3
2
5
 ,
 343.) 
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