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ハ
ン
ス
・
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
と
の
最
初
の
出
会
い
は
、
ほ
ぼ
二
十
五
年

前
の
ベ
ル
リ
ン
・
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
で
の
講
演
で
あ
っ
た
。
こ
の
講
演

は
一
九
九

0
年
の
東
西
統
一
を
契
機
と
し
て
、
ド
イ
ツ
美
術
の
特
殊
性

を
自
己
疎
外
・
分
裂
の
歴
史
的
な
観
点
か
ら
問
う
内
容
で
、
ベ
ル
テ
ィ

ン
ク
は
こ
の
テ
ー
マ
を
『
ド
イ
ツ
人
と
ド
イ
ツ
美
術
や
っ
か
い

な
遺
産
』
(
-
九
九
二
）
で
最
初
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
美
術
研
究
に

歴
史
性
の
復
権
を
与
え
よ
う
と
す
る
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
の
社
会
的
視
点
に

促
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
や
っ
か
い
な
遺
産
と
い
う
挑
戦
的
副
題
に
み

る
美
術
論
争
の
経
緯
を
批
判
的
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
野
蛮
な

民
族
の
美
術
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
か
ら
貼
ら
れ
た
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
以
降
、
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
ト
ラ
ウ
マ
で
あ
っ
た
「
ド
イ
ツ
」

美
術
は
、
欧
州
美
術
と
い
う
隠
れ
の
み
の
も
と
、
時
代
や
社
会
の
コ
ー

ド
と
と
も
に
変
化
を
促
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
東
西
ド
イ
ツ
の
統
一

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
た
な
意
識
は
、
忘
却
の
ド
イ
ツ
美
術
を
再

び
取
り
上
げ
る
時
期
が
来
た
と
す
る
。
こ
の
主
張
を
受
け
た
『
疑
念
の

ハ
ン
ス． 

【図 1】 ジグマー・ポルケ

《ゲルマニア》 （ライトボックス）

1999年

な
か
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
ド
イ
ツ
美
術
の
見
解
」
(
-
九
九
四
）

の
序
論
で
は
、
一
九
九
九
年
に
改
築
さ
れ
た
国
会
議
事
堂
（
旧
帝
国
議

会
議
事
堂
）
の
た
め
に
国
内
外
に
依
頼
さ
れ
た
作
品
群
を
取
り
上
げ
、

な
か
で
も
ド
イ
ツ
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
「
頑
迷
に
存
在
し
て
い
る
歴
史

へ
の
当
惑
」
が
あ
り
、
「
ド
イ
ツ
の
自
己
反
省
は
、
今
日
に
至
る
ま
で

常
に
必
要
と
さ
れ
、
し
か
も
芸
術
の
鏡
の
前
で
行
わ
れ
た
ー
」
と
主
張

す
る
。
【
図
1

】

ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
の
イ
メ
ー
ジ
論
に
つ
い
て

仲

間

裕

子
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前
書
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
時
代
に
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
歴
史
的
観
点

と
美
術
の
社
会
的
機
能
の
重
視
は
、
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
が
新
し
い
美
術
史

の
モ
デ
ル
構
築
を
試
み
る
『
美
術
史
の
終
焉
？
』
（
一
九
八
三
）
で
提

唱
さ
れ
た
よ
う
に
、
人
文
諸
科
学
の
学
際
的
展
開
、
機
能
分
析
、
受
容

美
学
、
そ
し
て
知
覚
や
メ
デ
ィ
ア
分
析
を
基
本
と
す
る
統
合
的
な
見
方

を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
上
記
の
ド
イ
ツ
美
術
の
反
省
や
見
解
も
ベ

ル
テ
ィ
ン
ク
の
理
論
を
発
展
さ
せ
る
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

『
美
術
史
の
終
焉
？
』
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
過
去
か
ら
現
在
に
至

る
美
術
体
験
の
文
脈
の
な
か
か
ら
発
掘
す
べ
き
モ
デ
ル
は
、
次
の
文
章

に
み
る
よ
う
に
現
代
美
術
に
対
応
で
き
る
方
法
論
だ
け
で
な
く
、
人
類

学
的
関
心
を
含
め
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

今
日
、
美
術
家
は
、
美
術
の
機
能
を
再
考
し
、
美
術
の
美
的
自
律

性
へ
向
か
う
伝
統
的
主
張
に
挑
戦
す
る
点
で
、
歴
史
家
と
共
通
の

基
盤
に
立
っ
て
い
る
。
か
つ
て
真
面
目
な
美
術
家
と
い
う
の
は

ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
で
傑
作
を
研
究
し
た
も
の
だ
っ
た
。
現
代
の
美

術
家
は
、
大
英
博
物
館
で
人
類
の
全
史
を
目
の
前
に
し
て
い
る
。

彼
は
過
去
の
諸
文
化
の
歴
史
性
を
認
識
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
自

分
自
身
の
歴
史
性
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
人
類
学
的
関

イ
メ
ー
ジ
の
理
論
的
な
概
念
規
定
、
イ
メ
ー
ジ
の
伝
達
と
受
容
、
歴

史
上
繰
り
返
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
の
潜
在
的
残
存
現
象
と
そ
う
し
た
過
程

に
お
け
る
精
神
分
析
学
的
・
心
理
学
的
究
明
、
ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
の
技

術
的
側
面
等
に
考
察
を
集
中
す
る
諸
理
論
で
構
成
さ
れ
る
『
イ
メ
ー
ジ

人
類
学
』
（
二

0
0
1
)
の
射
程
の
大
き
さ
は
、
こ
の
よ
う
に
す
で
に
『
美

術
史
の
終
焉
？
』
に
準
備
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
総
合
的
な
イ
メ
ー

ジ
学
へ
の
思
想
的
転
換
の
萌
芽
は
す
で
に
イ
コ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
性
を
説

い
た
『
像
と
礼
拝
』
(
-
九
九

0
)
に
見
ら
れ
、
『
イ
メ
ー
ジ
人
類
学
』

は
そ
う
し
た
美
術
史
学
の
新
し
い
方
法
論
の
探
求
か
ら
さ
ら
に
歩
を
進

『
イ
メ
ー
ジ
人
類
学
』
再
考

心
が
美
的
関
心
を
圧
倒
す
る
。
（
…
…
）
美
術
史
家
は
、
自
分
自
身

の
仕
事
、
す
な
わ
ち
絵
画
や
彫
刻
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
生
き
残

る
可
能
性
を
、
美
術
の
歴
史
的
遺
産
に
照
ら
し
て
考
え
直
し
て
い

る
。
（
…
…
）
た
だ
し
、
そ
れ
は
直
線
的
な
発
展
史
で
は
な
く
、

何
が
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
作
る
の
か
、
何
が
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
特
定

の
時
点
で
納
得
に
足
る
真
理
の
像
と
す
る
の
か
、
と
い
う
常
に
新

し
い
問
題
の
常
に
新
し
い
解
放
の
歴
史
な
の
で
あ
る
2

0
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ア
ー
ト
・
ア
ン
ド
・
メ
デ
ィ
ア
・
セ
ン
タ
ー
）
と
共
催
し
た
一
九
九
五

め
、
そ
の
も
と
に
あ
っ
た
メ
デ
ィ
ア
性
の
理
論
を
イ
メ
ー
ジ
一
般
の
理

論
へ
と
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
。

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
か
ら
一
九
九
三
年
に
新
設
さ
れ
た
カ
ー
ル
ス
ル
ー

工
造
形
大
学
に
移
籍
し
た
の
も
、
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
に
と
っ
て
は
ま
ず
は

研
究
の
環
境
を
優
先
し
た
選
択
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
『
イ
メ
ー
ジ
人

類
学
』
執
筆
の
原
点
と
な
っ
た
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
造
形
大
学
の
「
イ

メ
ー
ジ
11

メ
デ
ィ
ア
11

身
体
」
研
究
会
が
、
N
K
M
(
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
・

年
以
降
の
「
芸
術
学
の
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
の
資
料
を
確
認
す

る
と
、
芸
術
学
と
メ
デ
ィ
ア
史
、
メ
デ
ィ
ア
論
と
文
化
哲
学
の
関
連
に

重
点
が
置
か
れ
、
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
の
ひ
と
つ
の
主
張
は
、
他
の
文
化
圏

に
属
す
る
作
品
理
解
の
困
難
さ
を
克
服
す
る
た
め
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

歴
史
的
背
景
が
必
須
の
研
究
事
項
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
美
術
の
歴
史

は
技
術
的
な
メ
デ
ィ
ア
が
登
場
す
る
以
前
か
ら
つ
ね
に
メ
デ
ィ
ア
の
歴

史
で
も
あ
っ
た
と
い
う
観
点
で
あ
っ
た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
初
回
で

は
、
芸
術
作
品
と
認
め
ら
れ
て
き
た
伝
統
的
な
メ
デ
ィ
ア
と
新
し
い
メ

デ
ィ
ア
の
境
界
を
超
え
る
動
き
や
展
開
が
見
ら
れ
る
今
日
的
な
状
況
を

ど
の
よ
う
に
把
握
す
べ
き
か
、
議
論
の
必
要
性
が
問
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
『
美
術
史
の
終
焉
？
』
以
降
、
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
、
イ
メ
ー

ジ
と
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
論
考
を
公
表
し
た
が
、
な
か
で

も
『
イ
メ
ー
ジ
ヘ
の
問
い
』
（
二

0
0七
）
で
は
、
徹
頭
徹
尾
イ
メ
ー

ジ
と
い
う
テ
ー
マ
は
文
化
科
学
の
な
か
で
取
り
扱
う
べ
き
で
、
芸
術
と

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
境
界
が
消
え
つ
つ
あ
る
い
ま
こ

そ
、
新
し
い
「
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
」
が
求
め
ら
れ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し

て
、
こ
の
「
イ
メ
ー
ジ
ヘ
の
問
い
」
は
人
類
学
的
な
方
法
に
よ
る
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
調
し
、
人
類
の
文
字
の
発
明

以
前
に
も
す
で
に
物
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
人
々

を
支
配
し
て
い
た
歴
史
を
わ
れ
わ
れ
に
再
認
識
さ
せ
て
い
る
と
説
く
。

ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
が
重
視
す
る
の
は
、
な
に
よ
り
イ
メ
ー
ジ
の
メ
デ
ィ

ア
性

Medialitat
で
あ
る
。

Medialitat
は
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
の
造
語
の

よ
う
で
あ
る
が
3

、
か
え
っ
て
著
者
が
こ
の
言
葉
に
込
め
る
重
要
な
意

義
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
メ
ー
ジ
人
類
学
に
お
い
て
は
、
イ

メ
デ
ィ
ア

メ
ー
ジ
は
受
肉
し
、
伝
達
さ
れ
る
た
め
に
媒
体
を
必
要
と
す
る
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
の
性
格
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
イ
メ
ー
ジ
は
い
わ
ば
遊
牧
の

民
、
ノ
マ
ド
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
渡
り
歩
き
、
居
を
構
え
る

メ
デ
ィ
ア
の
客
人
で
あ
る
と
表
現
す
る
の
も
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
に

必
然
的
な
メ
デ
ィ
ア
性
ゆ
え
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
メ
デ
ィ
ア
は
イ
メ
ー

ジ
を
支
え
る
も
の
（
支
持
体
メ
デ
ィ
ア

T
r
a
g
e
r
m
e
d
i
u
m
)

で
も
あ
り
、

イ
メ
ー
ジ
の
宿
主
（
滞
留
メ
デ
ィ
ア

G
a
s
t
m
e
d
i
u
m
)

で
も
あ
る
。

18 



I論文 Iハンス・ベルティンクのイメージ論について 1 

こ
こ
で
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
の
は
、
イ
メ
ー
ジ
は
メ
デ
ィ
ア

か
ら
区
別
で
き
る
に
し
て
も
、
メ
デ
ィ
ア
か
ら
遊
離
し
、
浮
遊
す
る
、

あ
た
か
も
プ
ラ
ト
ン
的
な
イ
デ
ア
の
よ
う
な
即
自
的
存
在
と
考
え
て
は

な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア
も
技
術
的
側

面
に
だ
け
着
目
し
て
、
超
歴
史
的
に
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

メ
デ
ィ
ア
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
に
お
い
て
、
社
会
で
産
み
出
さ
れ
、
社

会
的
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
の
意
味
は
そ
の
技
術
面
と
い
う

よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
社
会
的
使
用
法
に
あ
る
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。

ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
の
イ
メ
ー
ジ
学
に
お
い
て
メ
デ
ィ
ア
性
と
並
ん
で
重

要
な
の
は
身
体
性
で
あ
る
。
ま
ず
、
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る
身
体
性
と
い

え
ば
、
一
般
に
絵
画
、
写
真
、
あ
る
い
は
ビ
デ
オ
映
像
で
あ
れ
、
身
体

（
視
覚
器
官
）
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
事
態
を
思
い
浮
か
べ
る
。
し
か
し
、

ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
記
憶
や
夢
に
お
い
て
顕
著
な
よ
う

に
、
身
体
を
、
イ
メ
ー
ジ
が
生
成
し
、
保
管
す
る
イ
メ
ー
ジ
本
来
の
場

所
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
一
方
で
ま
た
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
身
体

は
イ
メ
ー
ジ
の
支
持
体
メ
デ
ィ
ア
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
味

で
は
、
夢
や
取
り
憑
か
れ
た
状
態
等
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間

は
イ
メ
ー
ジ
の
場
所
・
支
持
体
と
し
て
む
し
ろ
受
動
的
で
あ
り
、
つ
ね

に
イ
メ
ー
ジ
を
自
由
に
支
配
す
る
主
体
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

次
に
身
体
性
が
意
味
す
る
の
は
、
外
界
に
存
在
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
メ

デ
ィ
ア
に
見
ら
れ
る
身
体
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
メ

デ
ィ
ア
は
イ
メ
ー
ジ
を
支
え
る
い
わ
ば
身
体
の
よ
う
な
も
の
で
、
人
類

の
歴
史
を
遡
る
と
、
こ
う
し
た
身
体
と
イ
メ
ー
ジ
・
メ
デ
ィ
ア
と
の
開

イ
メ
ー
ジ

連
は
、
死
者
崇
拝
と
と
も
に
現
れ
る
。
死
者
の
像
は
、
い
ま
や
存
在
し

な
く
な
っ
た
死
者
の
代
替
と
し
て
、
空
に
な
っ
た
死
者
の
場
を
占
め
、

死
者
は
こ
の
像
に
お
い
て
死
後
も
こ
の
世
に
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
死

者
は
朽
ち
果
て
て
行
く
み
ず
か
ら
の
身
体
を
新
た
な
人
工
的
な
「
身

体
」
と
交
換
し
、
こ
う
し
た
交
換
に
よ
る
「
体
」
現
化
に
よ
っ
て
、
本

来
は
不
在
の
死
者
が
可
視
化
す
る
の
だ
。
そ
も
そ
も
イ
メ
ー
ジ
は
不
在

イ
メ
ー
ジ

の
も
の
を
現
前
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
死
者
の
像
ほ
ど
そ
う
し
た

不
在
と
現
前
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
謎
が
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
も
の
は

な
い
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
も
、
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
の
主
張
す
る
よ
う
に
、

死
者
の
像
に
イ
メ
ー
ジ
の
原
義
を
認
め
て
も
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。

い
て
、

る
形
に
し
た
の
か
、

「
イ
メ
ー
ジ
と
死
」
と
い
う
標
題
の
も
と
に
始
め
た
人
類
学
的
試
み

は
、
ジ
ャ
ン
11

ピ
エ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け

る
象
徴
、
類
似
、
模
倣
、
現
象
に
み
る
イ
メ
ー
ジ
概
念
に
応
え
る
も
の

と
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
は
『
ギ
リ
シ
ア
人
の
神
話
と
思
想
』
に
お

い
か
に
ギ
リ
シ
ア
人
は
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
神
の
力
を
見
え

コ
ロ
ッ
ソ
ス
を
具
体
例
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。
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ミ
デ
ア
の
墓
（
前
十
三
世
紀
）
を
例
と
し
て
、
男
女
の
顎
と
頭
の
形
に

な
っ
た
大
小
の
二
つ
の
四
角
の
石
が
埋
め
ら
れ
て
い
た
が
、
墓
に
は
骨

が
な
く
、
コ
ロ
ッ
ソ
ス
は
遺
体
用
物
と
し
て
埋
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
遺
体
を
別
の
も
の
で
代
用
す
る
と
い
う
考
え
で
あ

る
。
し
か
し
、
人
の
手
で
削
ら
れ
た
石
が
、
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
に
置

ダ

プ

ル

か
れ
た
だ
け
で
、
ど
う
し
て
「
代
役
」
と
い
う
意
味
を
も
た
ら
さ
れ
る

の
か
。
「
象
徴
シ
ン
ボ
ル
」
と
結
び
つ
け
、
つ
ま
り
「
心
的
な
シ
ン
ボ

リ
ズ
ム
全
体
を
見
通
し
な
が
ら
、
い
か
に
コ
ロ
ッ
ソ
ス
が
死
や
死
者
と

結
び
つ
い
て
い
る
か
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
「
コ

ロ
ソ
ス
は
死
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
代
役
で
あ
る
。
(
…
…
)

あ
る
誰
か
に
似
な
く
と
も
、
等
価
物
に
な
り
う
る
の
は
、
そ
の
誰
か
を

体
現
し
、
社
会
的
交
換
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
彼
の
代
わ
り
に
な
る
た
め
で

あ
る
こ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
の
説
は
、
ベ
ル
テ
ィ

ン
ク
の
イ
メ
ー
ジ
人
類
学
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
コ
ロ
ッ
ソ
ス
が
粗
く
刻
ま
れ
た
石
で
は
な
く
、

人
間
の
彫
像
と
し
て
発
展
し
て
い
く
な
か
で
、
プ
ラ
ト
ン
が
ミ
ー
メ
ー

シ
ス
の
理
論
を
体
系
化
し
た
が
、
こ
れ
を
受
け
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
は
、
ミ
ー

メ
ー
シ
ス
は
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
き
、
イ
メ
ー
ジ
の
基
礎
を
形
成
し
た

と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
代
役
」
か
ら
「
イ
メ
ー
ジ
」
へ
の
移
行
に

関
し
て
、
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
批
判
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ミ
ー
メ
ー
シ

ス
的
イ
メ
ー
ジ
は
単
な
る
追
憶
の
メ
デ
ィ
ア
に
過
ぎ
な
く
、
死
者
崇
拝

に
お
い
て
の
「
代
役
」
は
そ
れ
に
比
較
に
な
ら
な
い
重
要
な
意
味
を
も

つ
か
ら
で
あ
る
。
体
現
1
1
身
体
化
の
メ
デ
ィ
ア
こ
そ
が
イ
メ
ー
ジ
の
原

義
で
あ
り
、
不
可
視
の
生
命
力
で
満
た
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
も

ダ

プ

ル

身
体
の
「
代
役
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
主
張
す
る
5

0

ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
の
イ
メ
ー
ジ
人
類
学
の
根
本
に
あ
る
身
体
と
死
の
連

関
の
重
視
は
、
近
代
の
写
真
や
映
像
、
そ
し
て
電
子
イ
メ
ー
ジ
に
お
け

る
身
体
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
危
機
が
そ
の
根
底
に
あ
る
。
今
や
、
生
と
死

の
区
別
は
崩
壊
し
、
死
ぬ
こ
と
の
で
き
な
い
人
工
身
体
の
時
代
で
あ
る

か
ら
だ
。
上
記
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
時
代
の
代
役
の
例
の
よ
う
に
イ
メ
ー

ジ
・
メ
デ
ィ
ア
と
身
体
の
連
関
を
学
ぶ
こ
と
で
今
日
的
課
題
に
対
応
す

る
こ
と
が
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
の
主
旨
と
し
て
貫
か
れ
て
い
る
。

電
子
イ
メ
ー
ジ
は
つ
ね
に
時
間
的
・
空
間
的
条
件
下
に
ア
ナ
ロ
グ

の
身
体
知
覚
を
奪
う
だ
け
で
な
く
、
死
を
免
れ
る
身
体
を
傷
つ
く

こ
と
の
な
い
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
身
体
と
交
換
す
る
。
そ
の
イ

メ
ー
ジ
の
な
か
で
、
わ
れ
わ
れ
は
不
死
と
な
っ
た
か
の
よ
う
に
思

い
込
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
不
死
性
も

死
を
覆
い
隠
す
新
た
な
虚
構
に
す
ぎ
な
い
。
そ
も
そ
も
歴
史
的
に

文
化
の
パ
ノ
ラ
マ
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
イ
メ
ー
ジ
か
ら
死
を
追
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い
払
お
う
と
す
る
衝
動
は
、
身
体
を
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
保
持
し

よ
う
と
す
る
衝
動
の
変
わ
ら
ぬ
裏
面
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
6

0

2
．
肖
像
と
仮
面

『
イ
メ
ー
ジ
人
類
学
』
の
十
二
年
後
に
発
表
さ
れ
た
『
フ
ェ
イ
ス

顔
の
歴
史
』
（
二

0
一
三
）
は
、
著
者
も
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、

さ
ら
に
多
く
の
資
料
を
駆
使
し
た
理
論
的
展
開
と
し
て
そ
の
続
編
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
「
顔
と
仮
面
」
「
肖
像
画
と
仮
面
」
「
メ
デ
ィ
ア
保
持
と

仮
面
」
の
三
部
で
構
成
さ
れ
、
多
く
の
頁
が
仮
面
、
肖
像
画
、
写
真
に

お
け
る
顔
の
象
徴
的
機
能
と
そ
の
表
現
に
つ
い
て
割
か
れ
て
い
て
、
イ

メ
ー
ジ
人
類
学
の
観
点
、
つ
ま
り
、
イ
メ
ー
ジ
の
体
現
化
1
1

身
体
化
を

確
認
す
る
試
み
で
あ
る
。

ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
、
二

0
0
四
年
か
ら
二

0
0七
年
ま
で
ウ
ィ
ー
ン

の
I
F
K

(
文
化
科
学
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
）
を
率
い
て
い
た
が
、
こ
こ

で
の
研
究
交
流
を
通
し
て
、
文
学
研
究
者
の
ジ
ー
グ
リ
ッ
ド
・
ヴ
ァ
イ

ゲ
ル
や
、
「
ア
ル
テ
ィ
フ
ァ
ク
ト
と
し
て
の
顔
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
ベ

ル
リ
ン
文
学
・
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）
を
設
立
し
た
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ヴ
ァ

イ
エ
の
考
察
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
「
人
間
の
外
観
と
し
て
感
情
や
情

動
が
吹
き
込
ま
れ
た
顔
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
史
に
お
け
る
人
間
の
集

中
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
（
…
…
）
顔
の
歴
史
は
も
っ
と
も
重
要
な

メ
デ
ィ
ア
史
で
あ
る
」

(
S
・
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
）
と
す
る
考
え
を
共
有
し
、

ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
の
関
心
は
「
顔
を
社
会
的
役
割
へ
と
変
容
さ
せ
る
仮
面

の
概
念
」
に
向
か
っ
て
い
る
。

マ
ス
ク

仮
面
の
歴
史
は
顔
の
文
化
的
な
歴
史
に
属
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

仮
面
の
多
く
の
研
究
は
も
は
や
顔
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
な

い
。
仮
面
の
研
究
は
ま
っ
た
く
違
う
主
題
で
扱
わ
れ
、
む
し
ろ
顔

の
歴
史
に
反
す
る
よ
う
な
立
場
に
あ
る
。
し
か
し
、
仮
面
は
顔
の

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
と
し
て
つ
ね
に
使
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う

な
意
味
で
、
変
化
す
る
顔
の
解
釈
に
仮
面
も
付
随
し
、
ま
た
む
し

ろ
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
を
誘
導
し
て
き
た
。
（
…
…
）
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・

ヴ
ァ
イ
エ
は
仮
面
に
つ
い
て
の
著
書
で
、
顔
と
仮
面
の
両
義
性
に

つ
い
て
触
れ
、
そ
の
両
義
性
を
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
指
摘
す
る
。

顔
と
仮
面
の
連
携
と
矛
盾
の
二
元
性
の
な
か
に
、
「
仮
面
の
見
せ

る
こ
と
と
隠
す
こ
と
の
弁
証
法
が
現
れ
る
」
。
儀
式
や
古
代
ギ
リ

シ
ア
演
劇
で
は
仮
面
と
顔
を
等
し
い
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
プ

ロ
ー
ソ
ポ
ー
ン
（
筆
者
注
晶
組
と
仮
面
の
二
重
の
意
味
を
も
つ
）
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【図 2】 ヤン・ファン・エイク

《金細工師レーウの肖像》

1436年

【図 3】 「肖像画の引き蓋」に

描かれた白い仮面

の
統
一
が
行
わ
れ
る
（
仮
面
は
顔
で
あ
る
）
。
ヴ
ァ
イ
エ
に
よ
る
と
、

仮
面
と
ペ
ル
ソ
ナ
の
等
価
は
近
代
に
な
る
と
、
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
の
専
門
用
語
を
使
う
と
「
ホ
モ
・
デ
ュ
プ
レ
ッ
ク
ス
」

を
産
み
出
し
た
。
つ
ま
り
「
自
然
と
文
化
を
自
身
の
な
か
で
結
合

す
る
人
間
の
モ
デ
ル
役
割
と
し
て
の
自
己
」
で
あ
る
7

0

肖
像
画
や
自
画
像
で
表
さ
れ
る
顔
は
、
個
人
的
な
内
面
の
特
徴
と
社

会
性
（
社
会
的
役
割
）
を
示
す
像
と
し
て
、
「
類
似
性
」
を
基
本
に
顔

が
再
現
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
肖
像
の
例
と
し
て
、
再
び
考

察
の
対
象
に
な
る
の
は
、
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
の
《
金
細
工
師
レ
ー

ウ
の
肖
像
》
(
-
四
三
六
）
【
図
2
】
で
あ
る
。
こ
の
板
絵
と
身
体
と
の

ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
は
、
顔
が
直
接
観
者
を
見
つ
め
る
と
い
う
こ
と

に
も
表
れ
、
ま
た
観
者
も
た
だ
観
る
だ
け
で
な
く
、
描
か
れ
た
「
不
在
」

の
人
物
を
想
起
し
、
そ
の
魂
の
救
済
を
祈
願
す
る
よ
う
に
促
し
て
い
る

と
い
う
。
「
ま
な
ざ
し
の
応
答
を
求
め
る
顔
は
（
生
き
た
身
体
も
出
会
っ

た
相
手
を
同
じ
よ
う
に
見
つ
め
る
）
、
い
わ
ば
描
か
れ
た
像
と
な
っ
て

身
体
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
仮
面
で
あ
る
。
肖
像
の
背
後
に
は
死
を
免
れ

ぬ
人
間
の
顔
が
隠
れ
て
い
る
8

」。

肖
像
画
と
仮
面
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
ウ
フ
ィ
ツ
ィ
美
術
館
蔵
の
「
肖

像
画
の
引
き
蓋
」
に
描
か
れ
た
白
い
仮
面
【
図
3
】
に
及
ぶ
。
引
き
藍

の
下
の
肖
像
画
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
仮
面
は
自
然
の
肌
の
よ
う
に
バ

ラ
色
で
描
か
れ
て
い
て
、
仮
面
と
顔
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
さ
ら
に
深
ま
る
。

蓋
絵
に
付
さ
れ
た
「
万
人
に
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
面

s
u
a
c
u
i
q
u
e
 p
e
r
s
o
n
a
」

の
銘
文
は
、
仮
面
は
個
人
が
演
劇
の
俳
優
の
よ
う
に
被
る
仮
面
、
つ
ま
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匹
か
あ
り
え
な
い
」
と
分
析
す
る
，
゜

＂ .' ":-

【図 4】 リドルフォ・ギルランダイオ

《修道女 (monaca)》

1516年

り
社
会
で
果
た
す
役
割
を
意
味
す
る
古
代
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
概
念
を
反
映

す
る
も
の
で
、
個
人
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
表
す
。

ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
に
よ
る
と
、
こ
の
ウ
フ
ィ
ツ
ィ
の
「
引
き
蓋
」
が
覆

わ
れ
て
い
た
肖
像
画
は
、
十
九
世
紀
ま
で
は
リ
ド
ル
フ
ォ
・
ギ
ル
ラ
ン

ダ
イ
オ
の
一
五
一

0
年
頃
の
貴
族
の
婦
人
像
、
《
修
道
女

(
m
o
n
a
c
a
)》

（
仮
名
）
【
図
4
】
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
仮
面
が
肖
像
画
の
青

ざ
め
た
顔
と
同
じ
寸
法
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
婦
人
を

記
念
す
る
肖
像
画
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
が
、
肖
像
画
そ
の
も
の
が
「
不

在
」
の
代
役
で
あ
る
こ
と
を
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
つ
ね
に
指
摘
し
て
き
た
。

こ
こ
で
も
検
証
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
顔
の
再
現
11

表
象
は
、
独
特
の
慣

習
に
よ
っ
て
、
つ
ね
に
、
ま
た
唯
一
そ
の
時
代
に
根
付
い
た
仮
面
で
し

マ
ン
の
「
ヒ
ス
ト
リ
ー
・
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
」
同
様
、
杉
本
博
司
の
「
蝋

人
形
」
シ
リ
ー
ズ
【
図
5
】
に
お
い
て
、
劇
的
な
方
法
で
現
代
美
術
に

出
現
し
た
と
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
指
摘
す
る
。
ロ
ン
ド
ン
の
マ
ダ
ム
・
タ
ッ

ソ
ー
館
の
蝋
人
形
を
写
し
た
作
品
で
あ
る
が
、

（
子
）
作
の
ヘ
ン
リ
ー
八
世
や
そ
の
妻
の
ジ
ェ
ー
ン
・
シ
ー
モ
ア
の
肖

像
画
が
、
蝋
人
形
に
変
容
し
、
そ
の
蝋
人
形
が
写
真
の
モ
デ
ル
と
様
変

わ
り
す
る
、
三
種
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
杉
本
は
、

肖
像
画
の
形
式
で
あ
る
、
体
半
分
の
肖
像
と
採
光
（
白
黒
写
真
に
よ
る

明
暗
の
強
調
）
を
引
用
し
、
変
容
の
原
点
で
あ
る
肖
像
画
に
拘
っ
て
い

る
。
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
こ
の
作
品
の
成
功
の
鍵
は
、
蝋
人
形
の
実
質
的

な
仮
面
か
ら
写
真
の
肖
像
表
象
に
至
る
ま
で
の
「
仮
面
の
交
替
」
に
あ

ハ
ン
ス
・
ホ
ル
バ
イ
ン

肖
像
が
仮
面
で
あ
る
と
い
う
歴
史
的
事
実
が
、

シ
ン
デ
ィ
・
シ
ャ
ー

【図 5】 杉本博司

《ジェーン・シーモアの肖像画》

1999年
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こ
こ
で
想
起
す
る
の
が
、
ア
ビ
・
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
文
化
科
学
と

し
て
の
美
術
研
究
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン

ス
の
時
代
に
権
力
者
が
競
っ
て
教
会
に
設
僅
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
「
蝋

で
つ
く
ら
れ
た
自
分
に
生
き
写
し
の
等
身
大
の
人
形
」
、
つ
ま
り
「
イ

メ
ー
ジ
の
魔
術
」
へ
の
ヴ
ァ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
関
心
で
あ
る
10

。
こ
の
蝋

人
形
の
生
成
に
関
し
て
、
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
も
先
の
『
イ
メ
ー
ジ
人
類

学
』
で
「
代
役
と
し
て
作
ら
れ
、
当
人
の
毛
髪
や
衣
装
ま
で
利
用
す
る
」

身
体
像
と
し
て
の
蝋
の
奉
納
像
に
触
れ
11

、
こ
の
蝋
人
形
か
ら
蝋
型
か

ら
鋳
造
さ
れ
た
ブ
ロ
ン
ズ
像
《
ル
ド
ヴ
ィ
コ
・
チ
ー
ゴ
リ
（
筋
肉
男
）
》

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
科
学
的
表
象
と
い
う
新
し
い
展
開
が
あ
っ
た
こ

と
に
言
及
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
奉
納
像
の
代
理
11

表
象
的
機
能
を

喪
失
し
た
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
イ
デ
イ
11

ユ
ベ
ル
マ
ン
が
、

解
剖
学
用
の
蝋
人
形
で
あ
る
「
妊
婦
の
像
」
に
「
医
師
た
ち
の
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
」
の
名
を
与
え
た
の
は
、
こ
の
蝋
人
形
の
も
つ
両
義
性
（
官
能
性

と
標
本
と
し
て
の
機
能
）
を
示
し
て
い
る
1
2
0

ノ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
イ
ソ
ン
は
杉
本
の
「
蝋
人
形
」
の
考
察
に
お
い
て
、

「
蝋
人
形
の
肖
像
の
背
後
に
バ
ラ
バ
ラ
な
身
体
感
覚
と
分
断
さ
れ
て
い

る
自
我
が
潜
ん
で
い
て
、
統
一
体
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
、
人
間
と

し
て
の
集
合
体
で
は
な
い
。
内
面
か
ら
人
間
の
形
が
溶
け
る
あ
る
い
は

る
と
い
う
。

ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
に
よ
る
と
、
板
絵
と
し
て
の
個
人
の
肖
像
画
の
歴
史

崩
壊
す
る
感
覚
、
そ
れ
に
よ
っ
て
不
快
で
、
し
ば
し
ば
邪
悪
な
形
状
の

部
分
的
な
出
現
、
つ
ま
り
、
切
断
と
苦
悩
に
お
け
る
、
消
滅
す
る
身
体

で
あ
る
13

」
と
す
る
。
王
の
身
体
が
、
急
激
に
壊
れ
て
い
く
歴
史
的
過

程
神
性
な
象
徴
か
ら
無
言
の
物
質
へ
と
変
容
す
る
退
化
の
ド
ラ
マ

を
蝋
が
表
現
し
て
い
る
と
い
う
。
蝋
人
形
の
包
含
す
る
消
滅
1
1

死
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
杉
本
の
作
品
に
仮
面
的
特
質
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

さ
ら
に
強
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
負
の
遺
産
は
、
近
代
の
芸
術
概

念
に
け
っ
し
て
包
含
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

芸
術
概
念
を
固
守
す
る
た
め
、
芸
術
性
の
不
確
か
な
イ
メ
ー
ジ
は

す
で
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
い
か
な
る
承
認
も
拒
ま
れ
て
い
る
。
（
…
…
）

彫
刻
概
念
に
包
摂
さ
れ
な
い
蝋
細
工
、
デ
ス
マ
ス
ク
、
そ
れ
に
奉

納
像
の
多
く
が
芸
術
か
ら
締
め
出
さ
れ
た
。
西
洋
文
化
で
は
、
死

者
の
イ
メ
ー
ジ
は
徹
底
し
て
芸
術
言
説
の
影
の
領
域
へ
と
追
い
や

ら
れ
た
の
で
、
研
究
文
献
の
至
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
の
は
埋
も

れ
た
資
料
の
発
掘
で
あ
る
。
（
…
…
）
美
術
の
歴
史
と
イ
メ
ー
ジ

の
歴
史
に
お
け
る
こ
う
し
た
二
分
法
は
、
十
九
世
紀
の
ア
カ
デ

ミ
ッ
ク
な
美
術
史
学
の
成
立
と
と
も
に
さ
ら
に
先
鋭
化
し
た
1
4
0
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は
、
宮
廷
に
お
け
る
代
理
表
象
の
影
か
ら
現
れ
、
死
の
観
念
を
内
包
し

た
が
、
根
本
的
に
記
録
あ
る
い
は
記
憶
の
機
能
と
と
も
に
始
ま
っ
た
。

演
出
さ
れ
た
顔
に
は
社
会
的
な
繋
が
り
が
重
視
さ
れ
た
が
、
自
画
像
に

お
い
て
顔
に
不
在
で
あ
っ
た
自
己
へ
の
問
い
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な

り
、
因
習
的
な
表
現
に
反
乱
が
起
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。

最
終
的
に
写
真
は
真
の
顔
の
記
録
と
さ
れ
た
が
、
結
局
生
命
が
凍
り
つ

い
た
仮
面
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
証
明
し
、
し
た
が
っ
て
仮
面
か
ら
の
逃

亡
は
、
技
術
が
開
発
さ
れ
る
と
動
画
の
な
か
に
求
め
ら
れ
た
1
5
0

近
代
に
お
い
て
、
こ
の
肖
像
画
の
拘
束
に
挑
ん
だ
例
と
し
て
ベ
ル

テ
ィ
ン
ク
は
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
の
身
体
像
の
分
析
を
行
っ
て
い

る
。
ベ
ー
コ
ン
が
一
九
五

0
年
秋
に
描
い
た
三
点
の
教
皇
の
イ
メ
ー
ジ

は
、
デ
ィ
エ
ゴ
・
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
《
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
十
世

の
肖
像
》
（
一
六
五

0
ー
五
一
頃
）
【
図
6
】
に
惹
か
れ
て
描
い
た
も
の

で
あ
る
。
ベ
ー
コ
ン
は
「
世
界
中
で
一
番
偉
大
な
絵
で
あ
り
一
目
惚
れ

だ
っ
た
」
と
告
白
し
て
い
る
が
、
ベ
ー
コ
ン
の
回
想
録
を
記
し
た
デ
ィ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
シ
ル
ヴ
ェ
ス
タ
ー
は
こ
の
絵
の
「
父
性
的
」
な
性
質
に
画

家
が
強
い
感
情
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
暴
露
し
て
い
る
16

。
明
ら
か
に

十
七
世
紀
の
歴
史
的
肖
像
画
へ
の
破
壊
行
為
で
あ
り
、
《
肖
像
の
習
作
》

と
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
も
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
伝
統
的
な
肖
像
画
の
転

覆
の
試
み
で
あ
る
と
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
分
析
す
る
。

ベ
ー
コ
ン
が
描
い
た
顔
は
緊
張
と
苦
痛
に
満
ち
、
そ
の
叫
び
は
ガ

ラ
ス
ケ
ー
ス
の
な
か
で
静
か
に
反
響
す
る
【
図
7
】
。
ベ
ー
コ
ン

が
絶
え
ず
強
調
し
た
よ
う
に
、
新
し
い
感
覚
、
生
き
物
に
自
然
に

備
わ
っ
て
い
る
感
覚
を
観
る
者
の
な
か
に
呼
び
起
こ
す
、
つ
ま
り
、

.、3し

函

lam 
. 1.'; 
，ゞ＇• I 

、i~·.·... , 

【図 7】 フランシス・ベーコン

《肖像の習作II》

1951年

【図 6】 ベラスケス

《教皇インノケンティウス 10世の肖像》

1650-51年頃
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そ
も
そ
も
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
教
皇
像
は
理
想
化
さ
れ
た
肖
像
で
は
な

く
、
モ
デ
ル
の
狡
猾
さ
を
伝
え
る
肖
像
で
あ
る
。
仮
面
を
超
え
た
自
己

表
出
を
捕
え
よ
う
と
し
た
ベ
ー
コ
ン
に
と
っ
て
、
大
い
な
る
模
範
像
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
叫
び
の
表
現
は
、
「
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
」
（
セ

ル
ゲ
イ
・
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
監
督
、
一
九
二
五
年
）
の
オ
デ
ッ
サ

の
階
段
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
虐
殺
シ
ー
ン
の
犠
牲
者
の
衝
撃
的
な
叫
び

に
喚
起
さ
れ
た
と
い
う
。
「
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
」
は
サ
イ
レ
ン
ト
映

画
な
の
で
、
ベ
ー
コ
ン
の
絵
と
同
様
に
そ
の
叫
び
が
聞
こ
え
な
い
が
、

狙
撃
さ
れ
た
眼
か
ら
血
が
し
た
た
り
落
ち
る
シ
ー
ン
は
、
極
度
の
心
的
、

身
体
的
苦
痛
を
観
者
に
伝
え
る
。
ベ
ー
コ
ン
自
身
は
「
叫
び
と
い
う
や

つ
は
た
し
か
に
恐
怖
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
ね
。
で
も
実
際
に
僕
が
描

き
た
か
っ
た
の
は
、
恐
怖
よ
り
は
叫
び
そ
の
も
の
な
の
だ
18

」
と
語
っ

て
い
る
が
、
叫
び
の
起
因
で
あ
る
心
的
苦
痛
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
身

体
的
表
現
に
関
心
が
深
ま
っ
て
い
る
。
一
九
五
三
年
の
《
肖
像
の
習
作

VI
》
【
図
8
】
で
は
、
叫
び
は
最
終
段
階
の
静
止
状
態
に
達
し
た
よ
う

に
見
え
る
。
「
厳
密
に
観
察
す
る
と
、
顔
の
表
面
は
暗
い
地
に
ブ
ラ
シ

の
一
刷
き
で
薄
く
塗
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
今
こ
の
瞬
間
に
、

仮
面
が
顔
か
ら
自
ら
を
引
き
裂
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
19

」
と
ベ
ル

肖
像
画
の
仮
面
的
性
質
を
超
越
す
る
現
前
と
い
う
感
覚
で
あ
る
1
7
0

【図 8】 フランシス・ベーコン

《肖像の習作VI》

1953年

テ
ィ
ン
ク
は
解
釈
す
る
。

教
皇
の
肖
像
画
は
教
皇
で
は
な
く
、
像
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
残
す
。

像
は
仮
面
に
よ
っ
て
の
み
人
間
を
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
ベ
ー
コ
ン
は
人
間
を
肉
の
も
ろ
さ
や
悲
惨
さ
と
と
も
に
、
で
き
る

だ
け
直
接
的
に
ま
た
正
確
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て

昔
の
肖
像
画
で
教
皇
が
被
っ
て
い
た
公
職
の
仮
面
に
似
た
彼
の
公
的
な

顔
が
、
そ
の
仮
面
を
引
き
離
そ
う
と
ベ
ー
コ
ン
を
駆
り
立
て
た
の
で
あ

り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
顔
は
私
的
な
顔
に
な
る
の
だ
。
ベ
ー
コ

ン
は
生
命
の
表
現
を
捕
え
る
た
め
に
、
認
知
で
き
な
い
ほ
ど
に
顔
を
デ

フ
ォ
ル
メ
す
る
こ
と
を
恐
れ
な
い
2
0
0
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叶 小
【図 9】 フランシス・ベーコン

《頭部の三つの習作》

1953年

作
品
の
制
作
過
程
を
示
す
《
頭
部
の
三
つ
の
習
作
》
(
-
九
五
三
）
【
図

9
】
で
は
、
ベ
ー
コ
ン
は
ま
ず
右
の
パ
ネ
ル
を
完
成
さ
せ
、
そ
の
後
、

左
と
中
央
の
パ
ネ
ル
が
続
き
、
ひ
と
つ
の
循
環
を
形
成
し
た
。
こ
れ
を

ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
「
顔
の
崩
壊
へ
の
映
画
的
な
シ
ー
ク
エ
ン
ス
21

」
と

呼
び
、
こ
の
顔
の
崩
壊
は
新
た
な
生
命
を
そ
の
先
に
見
る
循
環
で
あ
る

ジ
ル
・
ド
ウ
ル
ー
ズ
は
、
身
体
と
感
覚
の
論
理
か
ら
考
察
し
た
ベ
ー

コ
ン
論
の
な
か
で
「
肖
像
画
家
ベ
ー
コ
ン
は
、
頭
部
の
画
家
で
あ
っ
て
、

と
す
る
。

結
び

顔
の
画
家
で
は
な
い
。
（
…
…
）
ベ
ー
コ
ン
が
肖
像
画
家
と
し
て
追
求

す
る
の
は
実
に
特
別
な
構
想
な
の
だ
。
顔
を
解
体
す
る
こ
と
、
顔
の
背

後
に
頭
を
発
見
し
、
出
現
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
22

」
と
主
張
す
る
。
一

方
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
、
「
ベ
ー
コ
ン
は
顔
の
な
か
に
新
し
い
、
肉
の
生

を
目
覚
め
さ
せ
る
。
彼
の
顔
が
叫
ぶ
と
き
、
全
身
体
も
叫
ぶ
の
で
あ
る
。

身
体
に
顔
を
返
し
、
顔
と
頭
部
を
包
含
す
る
身
体
言
語
に
よ
っ
て
彼
の

喪
失
感
の
表
現
を
強
化
し
て
い
る
の
だ
23

」
と
ド
ウ
ル
ー
ズ
の
説
に
懐

疑
的
で
あ
る
。
肖
像
画
の
本
質
を
、
肖
像
画
の
歴
史
か
ら
、
身
体
・
イ

メ
ー
ジ
・
メ
デ
ィ
ア
の
理
論
構
造
で
問
う
て
き
た
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
の
思

考
過
程
が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
十
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

ピ
カ
ソ
の
《
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
・
ス
タ
イ
ン
の
肖
像
》
(
-
九

0
六
）
【
図

10
】
は
、
描
か
れ
た
当
時
の
画
家
の
イ
ベ
リ
ア
彫
刻
へ
の
関
心
を
反
映

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ス
タ
イ
ン
自
身
は
「
昔
も
今
も
こ
の
肖
像
画
に

満
足
し
て
い
る
。
私
に
と
っ
て
こ
れ
は
自
分
自
身
で
あ
っ
て
常
に
私
で

あ
る
唯
一
の
複
製
で
あ
る
24

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
説
に
関
し
て
、

ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
肖
像
画
と
仮
面
の
等
価
、
あ
る
い
は
仮
面
と
自
己
の

27 



【図 11】 マン・レイ

《ガートルード・スタイン》

1922年

【図 10】 パブロ・ピカソ

《ガートルード・スタインの肖像》

1906年

同
一
視
を
指
摘
す
る
25

が
、
あ
ら
た
に
肖
像
画
は
写
真
【
図
11】

移
行
し
、
こ
の
写
真
を
撮
っ
た
マ
ン
・
レ
イ
は
「
ダ
ブ
ル
・
ポ
ー
ト
レ
ー

ト
」
と
呼
び
、
仮
面
の
仮
面
化
が
現
れ
て
い
る
。
イ
メ
ー
ジ
の
支
持
体

メ
デ
ィ
ア
の
交
換
、
あ
る
い
は
身
体
と
イ
メ
ー
ジ
・
メ
デ
ィ
ア
の
関
係

を
表
し
て
い
る
例
で
あ
る
が
、
一
方
、
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
た
と
え
ば
、

ピ
カ
ソ
や
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
画
家
た
ち
が
ア
フ
リ
カ
の
仮
面
を
顔

や
身
体
に
引
用
し
た
過
程
に
は
批
判
的
で
あ
る
。

プ
リ
ミ
テ
イ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
歴
史
に
お
い
て
、
（
…
…
）
ア
フ
リ
カ

の
仮
面
を
美
学
の
モ
デ
ル
と
し
て
歓
迎
し
た
が
、
か
つ
て
仮
面
が

も
っ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
機
能
の
な
か
か
ら
芸
術
性
を
取
り
出
し
た

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
芸
術
性
へ
の
還
元
は
あ
ま
り
に
も
徹
底

し
て
い
た
の
で
、
仮
面
に
残
さ
れ
た
も
の
は
も
は
や
何
ら
特
別
な

意
味
を
も
た
ず
、
自
分
自
身
を
指
示
す
る
に
す
ぎ
な
い
空
虚
な
形

態
だ
け
で
あ
っ
た
。
身
体
が
仮
面
を
被
っ
た
こ
と
、
そ
の
身
体
が

仮
面
の
踊
り
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
ヘ
と
変
身
し
た
こ
と
は
、
躊
躇

な
く
忘
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
2
6
0

イ
メ
ー
ジ
人
類
学
の
理
論
を
根
底
か
ら
支
え
た
の
は
、
西
洋
中
心

主
義
の
脱
構
築
へ
の
意
欲
で
あ
る
。
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
二

0
―
一
年

へ
と
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（二

0
0
八
）
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
に
お
け
る

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
の
理
論
や
技
術
が
、
ア
ラ
ブ
文
化
圏
の
オ
プ
テ
ィ

カ
ル
な
知
覚
の
理
論
か
ら
発
生
し
た
も
の
、
つ
ま
り
、
著
者
の
言
葉

『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
バ
グ
ダ
ッ
ド
ま
な
ざ
し
の
東
西
の
歴
史
』

二
0
―
二
年
に
ド
イ
ツ
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
で
開
催
さ
れ
た
第

1

―-+1

1

―
 

回
国
際
美
術
史
学
会

(
C
I
H
A
)
で
の
招
待
講
演
で
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
ー
ト

を
論
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
27

。
そ
の
「
ワ
ー
ル
ド
ア
ー
ト
か
ら
グ
ロ
ー

バ
ル
ア
ー
ト
新
し
い
パ
ノ
ラ
マ
の
展
望
」
は
冒
頭
に
お
い
て
「
（
グ

ロ
ー
バ
ル
ア
ー
ト
は
）
モ
デ
ル
ネ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
し
て
の
中
心
と
周

辺
の
医
式
を
変
え
、
そ
の
優
越
の
歴
史
か
ら
の
自
由
を
主
張
す
る
こ
と

に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
に
よ
る
と
「
ワ
ー
ル
ド
ア
ー

ト
」
と
は
、
そ
も
そ
も
植
民
地
主
義
の
立
場
か
ら
、
別
種
で
あ
る
「
他

者
」
の
ア
ー
ト
を
収
集
す
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
新
語
で
あ
っ
た
。
美

術
史
の
ナ
ラ
テ
イ
ヴ
は
他
者
の
美
術
を
西
洋
美
術
か
ら
分
離
さ
せ
る
と

同
時
に
、
西
洋
諸
国
が
取
り
込
む
植
民
地
主
義
の
言
説
で
あ
っ
た
と
い

う
。
た
と
え
ば
百
年
前
の
ウ
ィ
ー
ン
学
派
の
美
術
史
は
〈
W
e
l
t
k
u
n
s
t

（
ワ
ー
ル
ド
ア
ー
ト
）
〉
と
い
う
用
語
を
好
ん
だ
が
、
そ
れ
は
作
品
の
優

劣
の
規
準
の
有
効
性
を
拡
大
す
る
た
め
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
批
判
し
て

い
る
。

の
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
ー
ト
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
続
き
、

を
引
用
す
れ
ば
、
「
焦
点
の
転
移
」
、
あ
る
い
は
「
ま
な
ざ
し
の
交
換
」

(
B
l
i
c
k
w
e
c
h
s
e
l
)

で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
す
る
試
み
で
あ
る
。
『
イ
メ
ー

ジ
人
類
学
』
の
あ
と
が
き
に
も
、
そ
の
後
の
最
も
重
要
な
研
究
成
果
と

し
て
こ
の
著
書
を
あ
げ
て
い
る
の
も
、
次
の
主
張
に
集
約
で
き
る
。
「
ニ

つ
の
文
化
を
並
列
し
、
等
値
の
関
係
に
置
く
こ
と
で
、
両
者
を
過
不
足

な
し
に
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
長
い
間
他
の
文
化
の
見

方
を
特
徴
づ
け
て
き
た
お
き
ま
り
の
西
洋
中
心
主
義
を
制
限
し
、
自
制

す
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
」
。
異
文
化
間
の
「
ま
な
ざ
し
の
交
換
」
と

い
う
タ
ー
ム
は
常
に
使
用
さ
れ
て
き
た
「
影
響
」
や
「
差
異
」
を
超
え

る
意
味
を
も
っ
2
8
0

「
美
術
史
の
終
焉
？
』
以
降
、
イ
メ
ー
ジ
の
問
い
は
こ
の
よ
う
に
間

文
化
的
な
問
い
へ
と
発
展
し
、
そ
の
問
い
は
『
イ
メ
ー
ジ
人
類
学
』
で

も
っ
と
も
活
発
な
議
論
へ
と
到
達
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
イ
メ
ー

ジ
の
問
い
は
、
他
の
文
化
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
思
考
の
限
界
に

目
を
向
け
な
け
れ
ば
、
十
分
な
射
程
の
も
と
で
提
起
さ
れ
た
と
は
い
え

な
い
29

」
と
す
る
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
の
主
張
は
、
歴
史
の
な
か
の
「
現
在
」

を
問
う
イ
メ
ー
ジ
論
と
し
て
、
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
メ
デ
ィ
ア
時
代

に
相
応
し
い
、
美
術
研
究
の
確
固
た
る
方
法
論
を
築
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
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