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本
稿
で
は
今
日
の
ア
ー
ト
に
お
け
る
批
判
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
近
年
多
く
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
っ

て
取
り
組
ま
れ
、
議
論
を
呼
ん
で
い
る
「
参
加
型
ア
ー
ト
」
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
す
る
[

r

]

。
こ
こ
で
私
が
参
加
型
ア
ー
ト
に
焦
点
を

当
て
る
の
は
、
そ
れ
が
今
日
の
ア
ー
ト
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
新
し
く
顕
著
な
傾
向
を
示
す
重
要
な
要
素
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
参
加
型
ア
ー
ト
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
よ
り
個
人
的
な
別
の
理
由
に
も
よ
る
。
筆
者
は
か
つ
て
ア
ド
ル
ノ
の
文
化
批
判
論
を
め

ぐ
っ
て
「
芸
術
に
よ
る
批
判
は
可
能
か
？
」
と
い
う
論
を
書
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
論
の
末
尾
で
筆
者
は
、
か
つ
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

に
よ
る
批
判
の
企
て
の
挫
折
へ
の
反
省
が
「
今

H
の
ア
ー
ト
を
、
分
か
り
や
す
い
政
治
批
判
に
し
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
「
専
門
外
」
の

人
々
に
能
動
的
に
働
き
か
け
、
鑑
賞
者
で
は
な
く
参
加
者
と
し
て
の
態
度
を
要
求
す
る
と
い
う
「
参
加
型
」
ア
ー
ト
ヘ
と
促
し
て
い
る
一

つ
の
要
因
で
あ
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
、
「
そ
う
し
た
試
み
も
、
一
般
の
人
々
を
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
「
教
化
す
る
」
と
い
う
ア

ン
ガ
ジ
ュ
マ
ン
の
古
い
形
式
を
越
え
る
も
の
に
な
ら
な
い
限
り
は
、
文
化
批
判
の
失
敗
を
繰
り
返
す
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
、
参
加
型
ア
ー
ト
に
つ
い
て
批
判
的
に
言
及
し
て
い
た
図
。

参
加
型
ア
ー
ト
が
生
ま
れ
た
歴
史
的
文
脈
に
関
す
る
筆
者
の
見
解
は
、
以
下
の
論
で
述
べ
る
よ
う
に
今
な
お
ほ
ぼ
変
わ
っ
て
い
な
い
。
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し
か
し
な
が
ら
、
今
回
あ
ら
た
め
て
参
加
型
ア
ー
ト
に
つ
い
て
考
察
し
た
結
果
、
観
客
の
「
受
動
性
」
か
ら
「
能
動
性
」
へ
の
転
換
と
い

う
歴
史
的
文
脈
に
囚
わ
れ
る
あ
ま
り
、
参
加
型
ア
ー
ト
に
潜
在
す
る
可
能
性
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考

え
る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
か
つ
て
の
論
考
で
筆
者
は
参
加
型
ア
ー
ト
を
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
参
加
者
の
「
教
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
一

面
的
に
し
か
捉
え
て
い
な
か
っ
た
が
、
先
の
論
考
を
発
表
し
て
か
ら
す
で
に
十
年
以
上
が
経
過
し
た
今
日
で
は
、
参
加
型
ア
ー
ト
は
多
様

化
し
、
そ
う
し
た
理
解
に
よ
っ
て
把
握
で
き
な
い
よ
う
な
作
品
も
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
そ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
た
う
え

で
、
再
び
参
加
型
ア
ー
ト
に
お
け
る
批
判
の
可
能
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、

参
加
型
ア
ー
ト
に
よ
る
批
判
の
可
能
性
を
問
う
本
稿
は
、
十
年
以
上
も
前
に
遡
る
、
か
つ
て
の
問
題
意
識
の
批
判
的
継
続
で
も
あ
る
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
に
お
け
る
社
会
批
判
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
転
回

最
初
に
ア
ー
ト
に
お
け
る
「
批
判
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
美
学
的
言
説
を
歴
史
的
に
概
観
し
て
お
く
。
歴
史
を
振
り

返
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
が
今
日
の
ア
ー
ト
に
お
い
て
い
か
に
変
化
し
た
の
か
（
あ
る
い
は
変
化
し
て
い
な
い
の
か
）
、
こ
れ
ま
で
の
ア
ー
ト

の
問
題
意
識
や
意
味
を
反
省
し
た
う
え
で
、
社
会
批
判
と
い
う
観
点
に
照
ら
し
て
今
日
の
ア
ー
ト
が
ど
の
よ
う
な
場
所
に
立
っ
て
い
る
の

か
が
よ
り
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
が
こ
こ
で
「
ア
ー
ト
」
と
し
て
議
論
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
今

H
の
ビ
ジ
ュ

ア
ル
・
ア
ー
ト
で
は
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
的
経
緯
を
語
る
た
め
に
は
、
芸
術
一
般
を
対
象
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
周
知
の
よ

う
に
、
近
代
以
降
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
諸
芸
術
は
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
互
い
に
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

概
し
て
芸
術
一
般
が
社
会
に
抵
抗
す
る
姿
勢
を
示
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
、
芸
術
は
そ
れ
ま
で
も
人
間
の
真
実
の
姿
を
表
現
し
よ
う
と
努
め
て
き
た
。
そ
し
て
実
際
に
多
く
の
芸
術
作
品
に
お
い
て
、
人
間

性
に
お
い
て
真
実
を
追
求
す
る
こ
と
が
社
会
の
慣
習
や
モ
ラ
ル
と
衝
突
し
摩
擦
を
お
こ
す
様
が
さ
ま
ざ
ま
に
描
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
れ
が
社
会
の
否
定
的
な
経
験
を
明
確
に
表
現
し
、
直
徹
的
に
批
判
す
る
態
度
を
示
す
よ
う
に
な
る
の
は
近
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
た
と
え
ば
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
表
現
主
義
や
ダ
ダ
イ
ス
ム
の
叫
び
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
直
ち
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
で

．
 ．
 ．
 ．
 ．
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そ
し
て
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
誰
よ
り
も
深
く
論
じ
た
の
は
ア
ド
ル
ノ
の
美
学
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
モ

ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
を
近
代
社
会
へ
の
批
判
と
い
う
側
面
か
ら
論
じ
よ
う
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
ア
ド
ル
ノ
が
一
方
で
芸
術
に
お
け
る
自
律
性
を

強
調
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
彼
が
も
っ
と
も
高
く
評
価
し
た
の
は
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
や
カ
フ
カ
、
ピ
カ

ソ
、
ク
レ
ー
と
い
っ
た
芸
術
家
た
ち
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
形
式
の
問
題
を
突
き
詰
め
た
人
々
で
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
ア
ド
ル
ノ
が
繰
り
返
し
主
張
し
た
の
は
、
芸
術
は
自
律
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
の
だ
、
と
い
う

パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
。
ア
ド
ル
ノ
は
、
芸
術
は
社
会
に
背
を
向
け
、
社
会
に
た
い
し
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
よ
り
一
層
鋭
く
現

在
の
社
会
的
状
況
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
言
う
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
芸
術
家
た
ち
は
直
餓
的
に
社
会
を
批
判
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
批
判
は
高
度
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
ア
ド
ル
ノ
は
強
調
し
、
そ
れ
ら
は
近
代
社
会
の
歪
み
や
苦
痛
を
不
調
和
と

し
て
作
品
の
形
式
に
刻
み
、
そ
う
し
た
形
式
に
よ
っ
て
社
会
を
告
発
す
る
の
だ
と
主
張
す
る
[
T
]

。
も
ち
ろ
ん
、
ア
ド
ル
ノ
は
ペ
ー
タ
ー
・

ビ
ュ
ル
ガ
ー
に
よ
っ
て
「
芸
術
を
生
に
止
揚
し
よ
う
と
し
た
」
と
規
定
さ
れ
る
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
ー
ダ
ダ
イ
ス
ム
や
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ム
な
ど

5
に
一
定
の
留
保
を
置
い
て
お
り
、
そ
の
点
に
は
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、

ア
ド
ル
ノ
の
美
学
は
、
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
が
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
論
円
が
取
り
こ
ぼ
し
て
い
た
モ

ダ
ニ
ズ
ム
／
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
運
動
の
も
っ
「
批
判
」
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
側
面
を
的
確
に
言
い
当
て
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
あ
ら
ゆ
る
革
命
の
可
能
性
が
消
滅
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
1

少
な

く
と
も
西
側
の
体
制
に
お
い
て
は

1
1に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

バ
ル
ト
は
一
九
五
六
年
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
す
で
に
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
死
を
報
告
し
て
い
る
。
バ
ル
ト
は
そ
こ
で
、
ア
ヴ
ァ

ン
ギ
ャ
ル
ド
の
芸
術
家
と
は
も
と
も
と
「
仮
面
を
剥
が
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
常
軌
を
逸
し
た

振
る
舞
い
は
、
実
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
密
か
に
抱
い
て
い
る
欲
望
を
代
弁
す
る
も
の
だ
と
論
じ
る
。
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
芸
術
家
と

は
市
民
社
会
の
な
か
に
お
け
る
呪
術
師
で
あ
っ
て
、
そ
の
振
る
舞
い
は
社
会
に
あ
る
種
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
与
え
て
、
社
会
の
安
定
に
奉
仕

す
る
も
の
と
な
る
と
バ
ル
ト
は
言
う
[
F
]

。
バ
ル
ト
に
と
っ
て
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
市
民
社
会
の
安
全
弁
で
し
か

な
い
。
そ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
社
会
に
組
み
込
ま
れ
た
ひ
と
つ
の
機
能
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
運
動
は
い
つ
か
必
ず
社
会
体
制
に
再

あ
る
。
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び
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
息
す
る
の
だ
、
と
バ
ル
ト
は
言
う
の
だ
。

こ
う
し
た
バ
ル
ト
に
よ
る
、
い
か
に
も
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
然
と
し
た
シ
ニ
カ
ル
な
批
評
は
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
が
政
治
的
革
命
に

挫
折
し
た
後
、
そ
の
存
在
意
義
を
失
っ
た
と
さ
れ
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
判
断
を
表
明
し
て

い
る
。
揺
る
ぎ
な
く
進
展
す
る
後
期
資
本
主
義
社
会
の
中
で
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
は
も
は
や
「
仮
面
を
剥
が
さ
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
」

以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
は
有
効
期
限
が
す
で
に
切
れ
た
の
だ
と
い
う
宣
告
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
冷
徹
に
下
さ
れ

た
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
言
わ
れ
た
時
代
の
間
に
芸
術
に
よ
る
抵
抗
は
終
末
を
迎
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ポ

ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
芸
術
の
定
点
の
ひ
と
つ
は
た
し
か
に
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
企
て
を
反
動
的
に
拒
絶
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
あ
り
キ
ッ

チ
ュ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
ル
・
フ
ォ
ス
タ
ー
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
美
学
の
諸
相
に
つ
い
て
論
じ
た
『
反
美

学
』
で
明
確
に
示
し
た
よ
う
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
文
化
の
う
ち
に
は
反
動
と
し
て
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
ほ
か
に
抵
抗
と
し
て
の
ポ

ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
も
存
在
し
て
お
り
（
両
者
は
フ
ォ
ス
タ
ー
の
言
う
よ
う
に
き
っ
ば
り
と
二
分
化
さ
れ
な
い
に
し
て
も
）
、
後
者
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
伝

統
の
「
批
判
的
脱
構
築
」
に
携
わ
ろ
う
と
し
、
「
社
会
的
・
政
治
的
帰
属
関
係
」
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
団
。
つ
ま
り
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

を
通
じ
て
芸
術
に
よ
る
社
会
に
対
す
る
敵
対
性
は
維
持
さ
れ
、
抵
抗
は
継
続
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
批
判
的
脱
構
築
」
で
あ
る
以
上
、
当
然
そ
の
方
法
や
態
度
は
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
戦
略

の
変
更
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
メ
ン
ケ
が
「
演
劇
の
批
判
と
弁
護
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
解
放
」
か
ら
「
参
加
」
へ
と
記
述
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
[
項
悶
か
つ
て
の
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ヤ
ル
ド
の
「
失
敗
」
の
後
ヽ
コ
ど
プ
ン
ポ
ラ
リ

I
•

ァ
l

卜
の
関
心
は
ヽ
ア
1

テ
イ

ス
ト
と
観
者
の
関
係
性
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
っ
た
の
が
、
メ
ン
ケ
も
言
及
し
て
い
る
よ

う
に
、
一
九
九
八
年
に
著
さ
れ
た
ブ
リ
オ
ー
の
「
関
係
性
の
美
学
」
円
で
あ
る
。
演
劇
の
新
し
い
傾
向
に
お
い
て
、
か
つ
て
の
方
法

．
 ．
 

「
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」

か
ら
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．
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．
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ア
ー
テ
ィ
ス
ト
個
人
に
よ
る
反
抗
や
観
者
へ
の
教
師
的
な
指
導
ー
を
越
え
て
、
能
動
的
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
ひ
た
す
ら
受
動
的
で
あ
る

観
者
と
の
対
称
性
を
変
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
ア
ー
ト
の
営
み
に
お
い
て
観
者
に
役
割
を
も
た
せ
る
「
参

加
」
に
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
・
ア
ー
ト
は
焦
点
を
当
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

今
日
様
々
な
場
所
で
催
さ
れ
て
い
る
国
際
美
術
展
で
は
、
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
「
参
加
型
ア
ー
ト
」
に
分
類
さ
れ
う
る
作
品
が
多
く
見

ら
れ
る
。
そ
う
し
た
ア
ー
ト
は
、
観
者
に
積
極
的
な
参
加
を
呼
び
か
け
、
人
び
と
の
間
に
新
し
い
関
係
性
を
生
み
出
し
、
彼
ら
と
相
互
的

な
憫
係
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
現
在
多
く
の
場
所
で
「
共
同
体
と
ア
ー
ト
」
や
「
地
域
の
再
生
」
と
い
う
名
の

も
と
、
各
地
で
「
芸
術
祭
」
が
企
画
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
芸
術
祭
の
多
く
は
地
方
公
共
団
体
と
の
密
接
な
連
携
の
も
と
に
実
現
さ

れ
、
日
本
の
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
・
ア
ー
ト
独
特
の
状
況
を
も
形
成
し
つ
つ
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
参
加
型
ア
ー
ト
の
多
く
は
、
従
来
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
社
会
批
判
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
個
人
的
な
奮

闘
や
否
定
的
で
絶
望
的
な
身
振
り
を
も
は
や
共
有
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
参
加
型
ア
ー
ト
に
つ
い
て
「
批
判
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
え

る
と
い
う
こ
こ
で
の
問
題
設
定
そ
の
も
の
が
、
あ
ら
か
じ
め
参
加
型
ア
ー
ト
の
あ
り
方
を
限
定
し
、
切
り
詰
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
念
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
「
参
加
型
ア
ー
ト
」
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
傾
向
性

を
も
つ
作
品
が
含
ま
れ
る
。
展
示
会
場
に
訪
れ
た
観
客
が
そ
の
場
で
参
加
す
る
も
の
、
芸
術
家
が
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
集
団
を
動
か

す
も
の
、
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
形
成
や
あ
る
社
会
集
団
の
啓
発
と
い
っ
た
目
的
を
も
つ
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
が
存
在
す

る
。
ま
た
そ
う
し
た
傾
向
や
目
的
の
差
異
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
コ
ラ
ボ
レ
イ
テ
イ
ヴ
・
ア
ー
ト
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ア
ー
ト
、
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
呼
称
を
与
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
そ
う
し
た
新
し
い
ア
ー
ト
に
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
ヘ
の
、
つ
ま
り
、
理
想
的
な
社
会
な
い
し
共
同
体
へ
の

憧
憬
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
社
会
的
な
問
題
を
扱
い
、
明
確
に
社
会
批
判
的
な
態
度
を
も
つ
作
品
も
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
批

判
は
し
ば
し
ば
か
つ
て
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
お
け
る
批
判
よ
り
も
率
直
で
、
よ
り
直
倣
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
こ
う
し
た

参
加
型
ア
ー
ト
の
規
範
と
し
て
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
ト
マ
ス
・
ヒ
ル
シ
ュ
ホ
ル
ン
の
《
バ
タ
イ
ユ
・
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
》
を
見

れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
―

1
0
0
二
年
の
ド
ク
メ
ン
タ

11
に
出
展
さ
れ
た
こ
の
作
品
で
、
ヒ
ル
シ
ュ
ホ
ル
ン
は
カ
ッ
セ
ル
の
主
に
移
民
や
低

所
得
者
層
の
居
住
す
る
地
域
に
住
む
人
々
を
雇
い
、
仮
設
的
な
図
書
館
や
飲
食
店
を
建
設
し
て
、
そ
こ
の
住
民
た
ち
と
芸
術
祭
を
訪
れ
た
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参
加
型
ア
ー
ト
に
対
す
る
疑
問
こ
ノ
ー
ト
に
よ
る
「
批
判
」

の
意
味
と
は
何
か

人
び
と
と
の
間
に
ぎ
こ
ち
な
い
交
流
や
関
係
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ッ
セ
ル
の
分
断
さ
れ
た
社
会
を
顕
在
化
さ
せ
よ
う
と
試

み
た
。
そ
う
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
ヒ
ル
シ
ュ
ホ
ル
ン
の
次
の
言
菓
は
参
加
型
ア
ー
ト
の
志
向
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
「
私
は

ア
ー
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
社
会
的
論
争
が
起
き
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
そ
れ
は
環
境
を
め
ぐ
る
問
い
で
あ
り
、
現
実

を
め
ぐ
る
問
題
で
、
そ
れ
こ
そ
が
私
の
作
品
の
ゴ
ー
ル
だ
。
」
[
"
]
こ
う
し
た
意
図
は
、
ヒ
ル
シ
ュ
ホ
ル
ン
が
か
つ
て
シ
チ
ュ
ア
シ
オ
ニ
ス

ト
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
運
動
門
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
直
ち
に
納
得
が
い
く
。
同
時
に
参
加
型
ア
ー
ト
の
源
流
の
ひ

と
つ
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
い
わ
ゆ
る
カ
ウ
ン
タ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
に
あ
っ
た
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
円
。

実
際
に
、
参
加
型
ア
ー
ト
は
し
ば
し
ば
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
卒
む
種
々
の
問
題
や
難
民
問
題
と
い
っ
た
社
会
問
題
に
関
心
を
も
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
作
品
は
進
行
す
る
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
や
右
蔑
的
思
潮
の
高
ま
り
へ
の
抵
抗
を
表
明
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
作
品
に
遭
遇
し
た
と
き
、
私
た
ち
は
い
く
ば
く
か
の
疑
い
を
も
っ
て
、
こ
う
し
た
類
い
の
ア
ー

ト
と
他
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
政
治
的
行
為
と
の
違
い
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
よ
う
な
ア
ー
ト
に
よ
る
抵
抗
や
批
判
の
意
味
は
何
な
の

か
と
問
い
か
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
参
加
芸
術
に
対
す
る
疑
問
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
ェ
ー
ル
に
よ
っ
て
も
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
エ
ッ
セ
イ
「
政
治
的

芸
術
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
色
の
中
で
、
ニ
コ
ラ
・
ブ
リ
オ
ー
の
テ
キ
ス
ト
に
言
及
し
な
が
ら
近
年
の
参
加
型
の
作
品
を
含
め
た
関
係
性
に
依

拠
す
る
作
品
を
批
判
し
て
い
る
。
ク
レ
ア
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
参
加
型
ア
ー
ト
論
『
人
工
地
獄
』
に
お
い
て
ラ
ン
シ
ェ
ー
ル
の
論
に
依
拠
し

な
が
ら
参
加
型
ア
ー
ト
の
意
義
に
つ
い
て
語
る
も
の
の
日
、
ラ
ン
シ
ェ
ー
ル
自
身
は
参
加
型
ア
ー
ト
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
そ
う
し
た
ア
ー
ト
が
現
実
世
界
に
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
と
政
治
と
い
う
ふ
た
つ
の
別
の
空
間
を
「
等
価
な
場
」
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
政
治
的
に
な
ろ
う
と
し
、
芸
術
そ
れ
固
有
の
場
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
[
芭
o

そ
の
結
果
ヽ
芸
術
は
政
治
批

判
の
可
能
性
を
失
う
。
つ
ま
り
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
ア
ド
ル
ノ
の
後
に
再
び
、
直
戟
的
に
政
治
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
も
は
や

．
 ．
 ．
 ．
 ．
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政
治
的
で
も
批
判
的
で
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
芸
術
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
る
。

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
芸
術
に
よ
る
批
判
の
有
効
性
は
、
「
芸
術
の
美
学
的
体
制
」
に
お
い
て
可
能
に
な
る
「
分
離
」
に
よ
っ
て
保
証
さ

れ
る
の
だ
と
強
く
主
張
す
る
。
こ
の
体
制
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
既
定
の
開
係
性
、
つ
ま
り
、
「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
意
図
や
芸
術
の
場
に

お
い
て
提
示
さ
れ
る
感
性
的
な
形
式
、
観
客
の
ま
な
ざ
し
、
そ
し
て
共
同
体
の
あ
る
状
態
」
の
間
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
関
係
性
の
分
離
や
宙

づ
り
が
可
能
に
な
る
と
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
言
う
[
旧
]
o

芸
術
と
政
治
と
の
関
係
は
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
で
あ
り
、
芸
術
は
所
与
の
関
係
や
既

定
の
感
性
的
形
式
を
放
棄
し
て
、
代
わ
り
に
「
空
っ
ぽ
の
無
用
で
非
生
産
的
な
場
」
邑
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
的
に
な
り
う
る

と
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
考
え
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
芸
術
は
社
会
に
お
い
て
私
た
ち
が
何
を
見
て
、
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う

か
を
決
定
づ
け
る
「
感
性
的
な
も
の
の
パ
ル
タ
ー
ジ
ュ
」
を
宙
づ
り
に
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ラ
ン
シ
ェ
ー
ル
は

芸
術
の
そ
う
し
た
効
果
を
「
デ
イ
セ
ン
サ
ス
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
の
デ
イ
セ
ン
サ
ス
を
引
き
起
こ
す
こ
と
こ
そ
が
ラ
ン
シ
ェ
ー
ル
の
考
え
る

芸
術
の
有
効
性
な
の
で
あ
る
丑
゜

た
し
か
に
以
上
の
よ
う
な
ラ
ン
シ
ェ
ー
ル
に
よ
る
参
加
型
ア
ー
ト
に
対
す
る
批
判
は
も
っ
と
も
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
い
う

こ
と
は
私
た
ち
に
ダ
ン
ト
ー
の
い
う
「
芸
術
の
終
焉
後
」
の
ア
ー
ト
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ず
に
は
い
な
い
。
ダ
ン
ト
ー
は
今
日
の
ア
ー

ト
の
可
能
性
は
、
あ
く
ま
で
も
ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
、
つ
ま
り
ア
ー
ト
の
制
度
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
し

た
円
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
参
加
型
ア
ー
ト
が
他
の
ア
ー
ト
よ
り
も
い
っ
そ
う
ア
ー
ト
と
い
う
枠
組
み
を
必
要
と
す
る
と
い
う
皮
肉
な

事
実
に
つ
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
そ
う
し
た
枠
組
み
が
な
い
と
し
た
ら
、
参
加
型
ア
ー
ト
の
中
に
は
、
し
ば

し
ば
凡
庸
で
非
有
効
的
な
他
の
政
治
的
行
動
と
区
別
さ
れ
う
る
特
別
な
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
が
困
難
で
あ
り
、
現
実
の
な
か

に
埋
没
し
て
し
ま
う
よ
う
な
作
品
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
参
加
型
ア
ー
ト
に
対
す
る
見
解
は
、
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
そ
の
直
餓
的
な
政
治
的
効

果
と
い
う
点
か
ら
し
か
そ
の
批
判
性
を
捉
え
て
い
な
い
と
と
も
に
、
優
れ
た
参
加
型
ア
ー
ト
に
は
依
然
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
「
虚
構
性
」
と
「
現
実
」
の
あ
い
だ
の
ず
れ
と
緊
張
関
係
を
見
落
と
し
て
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
参
加
型
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

は
し
ば
し
ば
、
彼
ら
の
行
為
は
社
会
的
事
業
な
の
で
は
な
く
、
ア
ー
ト
な
の
だ
と
強
調
す
る
。
先
に
挙
げ
た
ヒ
ル
シ
ュ
ホ
ル
ン
も
「
私
は

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
で
は
な
い
」
と
明
言
し
て
い
る
[
⑳
悶
こ
の
ア
l
テ
イ
ス
ト
に
よ
る
言
葉
は
作
品
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田
中
功
起
の
参
加
型
ア
ー
ト

の
実
質
に
な
ん
ら
関
係
の
な
い
、
政
治
的
な
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
ク
と
は
異
な
る
ア
ー
ト
の
枠
組
み
を
単
純
に
確
保
し
よ
う
と
す
る
だ
け

の
虚
言
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
当
に
参
加
型
ア
ー
ト
は
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
述
べ
る
よ
う
に
、
現
実
に
介
入
し
て
芸
術
の
場
と
政
治
の
場
を

「
等
価
」
に
し
て
し
ま
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で

は
そ
の
点
に
つ
い
て
、
「
参
加
型
ア
ー
ト
」
と
呼
び
う
る
作
品
を
多
く
制
作
し
て
い
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
田
中
功
起
の
作
品
を
例
に
し
て
考

え
て
み
た
い
。

田
中
が
近
年
の
作
品
に
お
い
て
一
貫
し
て
関
心
を
も
つ
の
は
、
共
同
体
と
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
二

0
一
七
年
の
ミ
ュ
ン
ス

タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
の
作
品
、
《
Provisional
Studies: W
o
r
k
s
h
o
p
 #
7
 H
o
w
 to live together, a
n
d
 sharing t
h
e
 

u
n
k
n
o
w
n
》
も
そ
う
し
た
問
題
意
識
を
も
っ
た
参
加
型
ア
ー
ト
の
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
文
化
的
背
景
を
持
つ
八

人
の
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
市
民
た
ち
を
街
の
中
の
あ
る
場
所
1

そ
れ
は
冷
戦
時
代
に
核
シ
ェ
ル
タ
ー
と
し
て
設
計
さ
れ
た
駐
車
場
で
あ
る

ー
に
集
め
る
。
彼
ら
は
そ
こ
で
九
日
間
を
共
に
過
ご
し
、
い
く
つ
か
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
す
る
。
こ
の
作
品
は
写
真
と
九
つ
の

ビ
デ
オ
フ
ィ
ル
ム
か
ら
成
り
（
会
場
で
は
そ
の
う
ち
の
七
つ
が
展
示
さ
れ
た
）
、
そ
こ
に
は
九

H
間
の
間
に
催
さ
れ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
様
子

が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
そ
こ
で
共
に
料
理
を
し
、
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
し
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
難
民
問
題
に
つ
い
て
議
論

す
る
。
ま
た
、
互
い
に
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
し
合
い
、
撮
影
し
合
う

(
F
i
g
.
1
-
4
)
。
す
べ
て
の
集
い
に
は
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
や
講
師
が
居
合

せ
、
参
加
者
た
ち
に
レ
ク
チ
ャ
ー
し
、
と
き
に
参
加
者
に
い
く
つ
か
の
ル
ー
ル
を
与
え
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
で
は

な
く
、
参
加
者
の
自
律
性
を
尊
重
し
て
い
る
。
田
中
は
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
、
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
を
可
能
な
限
り
参
加
者
に
委

ね
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
の
個
々
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
一
見
す
る
と
、
共
同
体
の
中
で
ふ
だ
ん
行
わ
れ
て
い
る
、
集
会
や
セ
ミ
ナ
ー
と
い
っ
た
営
み
を
反
復
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
形
成
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
現
実
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は

．
 ．
 ．
 ．
 ．
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P『ojecttitle, Provisional Studies, Workshop #7 How to live 

together,andsha『ingtheunknown

Y●ar,2017 

Date ot the workshop, October 1 -9, 2016 

Format, Action, workshop, and video documentation 

Location, Aegidiimarkt, Munster 

Curators, Kasper Konig, Marianne Wagner, BritねPeters

Commissioned by Skulptur Projekte Munster 2017 

P『oductionCooperation, Deutsche Bank (Ge『many),

Kvadrat (Denmark), Vitamin Cr●ative Space (Guangzhou), 

Aoyama Megu『o(Tokyo)

Acto『s/Pa『ticipants,Tasnim Ba1hdadi, Stephan Bi●『mann,

Isa Se11uk Oilmen, Annette Hinricher, Anna Mondain-

Monval,』oAnnOsbo『ne,Rolf Tiemann, LinaZaher 

Facilitators, Ahmad Alajlan, Kai van Eikels, Andrew 

Maerkle, Hendrik Meyer, Tami Yanagisawa 

展示風景 (Fig.I) とプロダクションスチル (Fig.2-4)。［撮影：田中功起］



美学研究 098 
石田圭子 今日のアートにおける批判とは何か

． 

．
 

あ
く
ま
で
も
、

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
自
身
が
言
う
よ
う
に
「
一
時
的
な
共
同
体
」
「
虚
構
の
共
同
体
」
で
あ
る
邑
。
ま
た
、
彼
ら
の
傍
ら
に
は

常
に
カ
メ
ラ
マ
ン
が
居
合
せ
、
休
憩
や
中
断
を
も
含
む
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
を
撮
影
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
参
加
者
た
ち
は
常

に
撮
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
メ
ラ
の
前
に
居
合
わ
せ
る
参
加
者
は
、
田
中
自
身
が
言
う
よ
う

に
、
単
な
る
参
加
者
で
は
な
く
、
演
者
で
も
あ
る
[
8
]
0

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
参
加
に
お
い
て
は
、
通
常
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
異
な
り
、
着
地
点
や
目
標
は
あ
ら
か
じ
め
予

想
さ
れ
て
い
な
い
。
田
中
の
作
品
に
お
い
て
制
作
ノ
ー
ト
（
こ
れ
は
展
示
会
場
で
手
に
取
っ
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
）
は
重
要
な
位
置
を
占
め
、

そ
こ
で
た
し
か
に
彼
は
作
品
の
計
画
や
関
心
、
動
機
に
つ
い
て
明
晰
に
述
べ
、
彼
の
関
心
の
在
処
が
災
害
後
に
発
生
す
る
特
別
で
、
一
時

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
間
中
、
彼
は
甚
本
的
に
は
た
だ
の
傍
観
者
で
あ
る
。

田
中
の
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
近
似
な
も
の
と
し
て
は
、

T
V
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
シ
ョ

1
[き
が
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ

ら
に
は
い
つ
で
も
観
る
者
の
好
奇
心
と
娯
楽
に
奉
仕
す
る
と
い
う
明
確
な
目
的
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
参
加
型
ア
ー
ト
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
は
、
あ
た
か
も
結
果
の
予
測
な
き
実
験
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
仮
設
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中
で
参

加
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、
ど
の
よ
う
な
開
係
を
結
び
、
彼
ら
自
身
と
彼
ら
が
作
り
上
げ
る
関
係
性
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で

ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
を
た
だ
観
察
し
、
記
録
す
る
。
そ
し
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
実
際
に
参
加
し
た
人
々
や
そ
の
作
品
を
観

た
者
が
共
同
体
に
つ
い
て
考
え
、
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
持
ち
帰
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
み
で
あ
る
[
”
]
。

田
中
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
イ
ベ
ン
ト
は
現
実
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
一
方
で
、
虚
構
で
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
イ

ベ
ン
ト
の
主
体
は
、
あ
る
虚
構
の
共
同
体
に
お
け
る
参
加
者
か
つ
演
者
で
あ
る
。
そ
う
し
た
通
常
と
は
異
な
っ
た
状
況
に
お
い
て
、
参
加

者
か
つ
演
者
は
ア
ー
ト
の
領
域
に
お
い
て
の
み
可
能
な
、
特
別
な
空
間
を
も
ち
、
特
別
な
経
験
を
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら

ば
、
田
中
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
参
加
型
ア
ー
ト
ヘ
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
語
る
、
美

的
な
も
の
の
「
宙
づ
り
」
や
「
中
断
」
の
状
態
の
好
例
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ア
ー
ト
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
特
別
な
状
況
に

お
い
て
、
参
加
者
た
ち
は
虚
構
の
共
同
体
に
お
け
る
自
分
自
身
を
演
じ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
人
格
は
依
然
と
し
て
彼
ら
自
身
で
も
あ

る
。
そ
し
て
、
虚
構
の
空
間
、
「
空
っ
ぽ
の
無
用
で
非
生
産
的
な
場
」
に
お
い
て
、
参
加
者
た
ち
は
別
の
自
己
と
対
面
し
、
客
観
的
な
視

点
か
ら
彼
ら
の
現
実
の
共
同
体
の
中
に
お
け
る
自
分
の
社
会
的
な
状
況
を
見
る
。
そ
の
経
験
は
現
実
と
仮
構
の
空
間
の
境
目
を
曖
昧
に
し

．
 ．
 ．
 ．
 ．
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お
わ
り
に

つ
つ
、
ラ
ン
シ
ェ
ー
ル
の
言
う
「
デ
イ
セ
ン
サ
ス
」
、
す
な
わ
ち
、
感
性
的
な
も
の
の
撹
乱
と
分
配
を
可
能
に
し
て

い
る
と
言
い
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
が
参
加
型
芸
術
に
つ
い
て
批
判

的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
「
芸
術
の
美
学
的
体
制
」
に
つ
い
て
の
論
は
、
視
覚
的
な
も
の
を
対
象

と
す
る
と
い
っ
た
ア
ー
ト
に
お
け
る
既
定
の
枠
組
み
を
越
え
て
、
美
的
な
あ
る
い
は
感
性
的
な
経
験
を
デ
イ
セ
ン
サ

ス
と
い
う
あ
る
特
殊
な
経
験
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
む
し
ろ
今
日
の
参
加
型

ア
ー
ト
の
批
判
的
可
能
性
を
理
解
す
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

参
加
型
ア
ー
ト
の
経
験
が
た
と
え
パ
ー
テ
ィ
ー
や
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
や
デ
モ
や
セ
ミ
ナ
ー
と
近
似
で
あ
る
と
し
て

も
、
そ
の
経
験
は
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
ず
ら
さ
れ
た
次
元
に
あ
る
。
少
な
く
と
も
優
れ
た
参
加
型

ア
ー
ト
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
参
加
型
ア
ー
ト
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る

挫
折
を
経
て
、
か
つ
て
の
批
判
の
方
法
と
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
改
め
、
現
実
に
お
け
る
参
加
に
形
式
を
見
出
し
た
と
い
う

経
緯
に
よ
っ
て
現
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
批
判
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
依
然
と
し
て
そ
の
仮
構
性
に
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
参
加
型
ア
ー
ト
は
あ
く
ま
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
媒
体
を
使
用
し
あ
ら
ゆ
る

表
現
を
試
み
る
多
元
化
し
た
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
・
ア
ー
ト
の
―
つ
の
形
式
で
あ
り
、
成
果
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
人
々
の
「
参
加
」
を
媒
体
に
し
て
新
し
い
経
験
を
生
み
出

す
の
で
あ
り
、
た
と
え
そ
れ
が
現
実
の
あ
る
状
況
と
場
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
同

時
に
あ
く
ま
で
も
美
的
な
経
験
な
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
に
参
加
型
ア
ー
ト
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
営
み
が

あ
る
冷
酷
さ
を
伴
う
こ
と
は
否
め
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
人
間
関
係
を
ア
ー
ト
の
素
材
と
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
な
が
ら
、
参
加
型
ア
ー
ト
の
本
質
を
芸
術
に
よ
る
虚
構
的
・
美
的
な
空
間
の
解
消
と
い
う
観
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パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
で
は
あ
る
が
、
参
加
型
ア
ー
ト
は
「
た
と
え
芸
術
が
直
戟
的
に
政
治
的
で
あ
ろ
う
と
望
ん
だ
と

し
て
も
、
芸
術
に
そ
れ
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
の
主
張
を
な
お
指
し
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
「
芸
術
は
実
践
の
ひ
と
つ
の
か
た
ち
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
[
5
]

も
依
然
と
し
て
参
加
型
ア
ー
ト
に
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
空
っ
ぽ
の
無
用
で
非
生
産
的
な
場
」
に
お
い

、
、
、
、
、

て
、
一
時
的
で
仮
構
的
な
関
係
を
創
造
す
る
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
理
由
に
よ
る
。
参
加
型
ア
ー
ト
は
日
常
的
な
経

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

験
と
隣
り
合
っ
た
非
日
常
的
な
経
験
を
作
り
出
し
、
現
実
と
虚
構
を
交
差
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
に
お
け
る

私
た
ち
自
身
と
状
況
を
映
し
出
し
、
そ
れ
を
反
省
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
批
判
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
な
お
、
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
方
法
で
あ
っ
た
「
異

化
」
に
よ
っ
て
理
解
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
参
加
型
ア
ー
ト
は
同
時
に
こ
の
世
界

に
お
け
る
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
世
界
と
断
絶
さ
れ
た
空
間
に
お
い
て
成
立
し
え
て
い
た
か
つ
て
の
芸
術
と

は
異
な
る
だ
ろ
う
。
参
加
型
ア
ー
ト
が
与
え
る
効
果
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
暴
力
的
な
シ
ョ
ッ

ク
や

H
常
性
を
逸
し
た
行
為
を
通
し
て
一
方
的
に
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
参
加
者
に
虚
構
の
活

動
に
参
加
す
る
よ
う
に
促
す
が
、
そ
う
し
た
活
動
と
日
常
的
な
活
動
の
間
に
、
か
つ
て
の
よ
う
な
深
い
溝
は
な
い
。

か
つ
て
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
ヘ
の
強
い
憧
憬
と
渇
望
が
あ
り
、
そ
こ
へ
達
す
る

方
法
は
し
ば
し
ば
中
断
や
断
絶
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
日
参
加
型
ア
ー
ト
に
関
わ
る
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
田
中
巧
起
が
提
示
す
る
よ
う
な
参

加
型
ア
ー
ト
で
は
、
参
加
者
た
ち
が
示
す
行
動
や
表
情
な
ど
を
通
じ
て
、
彼
ら
の
あ
い
だ
の
関
係
性
が
ど
の
よ
う
に

結
ば
れ
て
「
共
同
体
」
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
微
妙
な
関
係
性
が
可
視
化

さ
れ
る
。
そ
う
し
た
作
品
は
私
た
ち
の
社
会
が
き
わ
め
て
繊
細
に
織
り
な
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
不
安
定
で
あ
る
と

同
時
に
可
変
的
で
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
に
気
づ
か
せ
る
。
そ
し
て
、
可
能
で
あ
る
は
ず
の
別
の
世
界
を
想
像
さ
せ
る

点
か
ら
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

ろ
う
。

． 

．
 ．
 ．
 ．
 ．
 

一
方
で
そ
う
し
た
新
し
い
ア
ー
ト
の
批
判
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
捉
え
損
な
わ
れ
る
だ

．
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と
同
時
に
、
現
実
に
お
い
て
な
お
そ
れ
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
気
づ
か
せ
、
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る
も
の
は
佃
で
あ
る
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
思
索
に
導
く
。
ゆ
え
に
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
は
、
ユ
ー
ト
ビ
ア
を
彼
方
に
あ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
現
実
と

隣
り
合
っ
た
潜
勢
的
な
何
か
彼
方
で
は
な
く
む
し
ろ
手
前
へ
と
送
り
返
さ
れ
る
と
し
て
想
像
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
、
彼
ら
の
作
品
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
ヘ
の
移
行
と
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
変
化
で
は
な
く
、
小
さ
な
一
歩
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
1

た
と
え
現
実
に
お
い
て
は
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
1

想
像
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

石
田
圭
子
（
い
し
だ
・
け
い
こ
）

神
戸
大
学
大
学
院
国
際
文
化
学
研
究
科
准
教
授
。
東
京
芸
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
博
士
後
期
課

程
修
了
。
博
士
（
美
術
）
。
専
門
領
域
は
美
学
・
芸
術
論
。

田
中
功
起
氏
よ
り
展
示
風
景
と
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
ス
チ
ル
の
画
像
を
提
供
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

本
稿
は
二

0
一
七
年
九
月
十
一
日
に
大
阪
大
学
中
之
島
セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
シ
ア
ト
ロ
ク
ラ
シ
ー
観
客
の
美
学

と
政
治
学
」
で
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
原
稿
は
当
初
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
メ
ン
ケ
氏
の
論
考

c(Kritik
u
n
d
 

A
p
o
l
o
g
i
e
 d
e
s
 T
h
e
a
t
e
r
s
"
 
(
M
e
r
k
u
r
 7
1
,
 2
0
1
7
)

で
提
出
さ
れ
た
問
題
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で
書
か
れ
た
。
メ
ン
ケ
氏
は
上
記
論
考
に
お

い
て
劇
場
に
お
け
る
批
判
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

叶
一
「
参
加
型
ア
ー
ト
」
と
は
、
鑑
賞
者
も
し
く
は
少
数
の
美
術
愛
好
者
を
超
え
た
よ
り
広
い
文
化
的
背
景
を
も
っ
た
人
々
へ
作
品
へ
の
直
接

的
か
つ
能
動
的
な
参
加
を
呼
び
か
け
、
そ
う
し
た
「
参
加
」
に
よ
っ
て
作
品
が
成
立
す
る
タ
イ
プ
の
作
品
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
参

註 謝
辞
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加
型
ア
ー
ト
の
形
態
は
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
鑑
賞
者
が
参
加
す
る
も
の
か
ら
一
般
住
民
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
作
品
制
作
に
協
力
す

る
も
の
、
ア
ー
ト
に
よ
る
「
町
興
し
」
ま
で
多
岐
に
渡
る
。
そ
の
作
品
制
作
の
意
図
も
美
的
な
達
成
を
目
指
す
も
の
か
ら
教
育
啓
蒙
的
・

社
会
福
祉
的
な
目
的
を
も
つ
も
の
ま
で
様
々
で
あ
る
。
こ
う
し
た
参
加
型
ア
ー
ト
は
そ
う
し
た
形
態
や
目
的
の
違
い
に
よ
っ
て
、
こ
れ

ま
で
に
「
コ
ラ
ボ
レ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ー
ト
」
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ア
ー
ト
」
「
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
」
な
ど
様
々
な

名
前
で
呼
ば
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
様
々
な
ア
ー
ト
を
「
参
加
型
ア
ー
ト
」
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
論
じ
る
こ
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な

る
複
雑
な
現
象
を
単
純
化
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
新
し
い
ア
ー
ト
の
研
究
が
進
み
、
そ
れ
に
関

す
る
専
門
書
も
著
さ
れ
る
中
で
、
現
在
で
は
そ
れ
ら
を
集
約
し
て
「
参
加
型
ア
ー
ト
」
と
し
て
論
じ
る
こ
と
は
次
第
に
一
般
化
し
て
き
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
概
念
の
一
般
化
に
は
ネ
ガ
テ
イ
ヴ
な
側
面
の
み
な
ら
ず
、
現
在
の
ア
ー
ト
の
変
化
と
傾
向
、
仝
体

の
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。

竺
石
田
圭
子
「
芸
術
に
よ
る
批
判
は
可
能
か
？
ー
ア
ド
ル
ノ
の
文
化
批
判
論
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
「
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
論
叢
』
第
2
号

二
0
0六
年
、
三
三
頁
。

竺
ゴ
e
o
d
o
r
.

W. A
d
o
r
n
o
,
 Asthetische Theorie, G
S
 Bd. 7, 
S
u
h
r
k
a
m
p
,
 1
9
9
7
,
 S.16, 371・ 

竺
以
下
を
参
照
。

P
e
t
e
r
B
u
r
g
e
r
,
 T
h
e
o
r
i
e
 d
e
r
 A
v
a
n
t
g
a
r
d
e
,
 S
u
h
r
k
a
m
p
,
 1
9
7
 4・ 

竺
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
の
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

C
l
e
m
e
n
t
G
r
e
e
n
b
e
r
g
,
 "
M
o
d
e
r
n
i
s
t
 P
a
i
n
t
i
n
g
,
"
 E
s
t
h
e
t
苔
C
o
n
t
e
m
,

P
o
rミ
0"ed・

否
c
h
a
r
d
K
o
s
t
e
l
a
n
e
t
z
,
 P
l
o
m
e
t
h
e
u
s
 B
o
o
k
s
,
 1
9
8
9
.
 

竺
R
o
l
a
n
d
B
a
r
t
h
e
s
,
 "
A
 !'
a
v
a
n
t
'
g
a
r
d
e
 d
e
 q
u
e
l
 t
h
e
a
t
r
e
?
,
"
 Essais critiques, editions d
u
 seuil, 
1
9
6
4
(
1
9
5
6
)
.
 

r
―
ハ
ル
・
フ
ォ
ス
タ
ー
『
反
美
学
ー
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
諸
相
』
室
井
尚
、
吉
岡
洋
訳
、
勁
草
書
房
、
一
九
八
七
年
、
七
ー
八
頁
。

屯
―

C
h
r
i
s
t
o
p
h
M
g
k
e
,
"
K
r
i
t
i
k
 u
n
d
 A
p
o
l
o
g
i
e
 d
e
s
 T
h
e
a
t
e
r
竺
M
e
r
k
,

｀r
7
1
,
2
0
1
7
,
 S.47. 

竺
N
i
c
o
l
a
s
B
o
u
r
r
i
a
u
d
,
 E
s
t
h
e
tぶ

r

ゞ
ereldtiomelle、Les
P
r
e
s
s
e
s
 d
u
 reel, 1
9
9
8
.
 

匹
C
l
a
i
r
e
D
o
h
e
r
t
y
,
 F
r
o
m
 S
t
u
d
i
o
 to Situations: C
o
n
t
e
m
p
o
rミ
y
Art, B
l
a
c
k
 D
o
g
,
 2
0
0
4
,
 p
.
1
3
7
.
 

竺
シ
チ
ュ
ア
シ
ョ
ニ
ス
ト
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
は
一
九
五

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
に
ま
で
拡
大
し
た
前
衛
集
団
の
こ
と
を
指
す
。
彼
ら
は
芸
術
・
文
化
・
社
会
・
政
治
・
日
常
生
活
に
渡
る
統
一
的
な
批
判
・
実

践
を
試
み
た
。
五
二
年
に
発
足
し
た
ア
ン
テ
ル
ナ
シ
オ
ナ
ル
・
レ
ト
リ
ス
ト
を
前
身
と
し
て
五
七
年
に
活
動
を
始
め
、
七
二
年
の
解
散

ま
で
領
域
横
断
的
な
文
化
的
・
政
治
的
運
動
を
繰
り
広
げ
た
。
活
動
初
期
は
文
化
批
判
、
後
期
は
政
治
批
判
を
中
心
的
に
行
な
っ
た
。

ま
た
、
そ
の
運
動
は
一
九
六
八
年
の
五
月
革
命
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

竺
ク
レ
ア
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
は
浩
涸
な
参
加
型
ア
ー
ト
論
『
人
工
地
獄
』
の
中
で
、
参
加
型
ア
ー
ト
の
起
源
の
ひ
と
つ
と
し
て
シ
チ
ュ
ア
シ
オ

ニ
ス
ト
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
を
挙
げ
て
い
る
。

Claire
B
i
s
h
o
p
,
 Artificial Hells, V
e
r
s
o
,
 2
0
1
2
,
 pp.80--87. 

竺
J
a
c
q
u
e
s
R
a
n
c
i
e
r
e
,
 "
L
e
s
 P
a
r
a
d
o
x
e
s
 d
e
 L'art Politique," L
e
 spectateur e
m
a
n
c
i
p
e
,
 L
a
 F
 ab
r
i
q
u
e
,
 2008・ 

"I C
l
a
i
r
e
 B
i
s
h
o
p
,
 Artificial Hells, p
p
.
1
8ー

30.
参
加
型
ア
ー
ト
を
め
ぐ
る
ラ
ン
シ
ェ
ー
ル
と
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
議
論
の
ズ
レ
と
す
れ
違
い
に

つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
田
中
均
「
芸
術
に
お
け
る
「
解
放
」
と
は
何
か
ー
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
ェ
ー
ル
の
美

．
 ．
 ．
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学
理
論
に
お
け
る
芸
術
と
政
治
」
『
批
評
理
論
と
社
会
理
論
1
"
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
』
（
叢
書
ア
レ
テ
イ
ア
13)
仲
正
昌
樹
編
、
御
茶
の
水

書
房
、
二

0
-
―
年
、
一
五

1
四

0
頁。

78・ 

5
 

叶
I

R
a
n
c
i
e
r
e
,
 L
e
 spectateur e
吾
昔
翌
p・

旧
一
恕
d.,
p.63.
ラ
ン
シ
ェ
ー
ル
は
芸
術
を
「
倫
理
的
体
制
」
「
表
象
的
体
制
」
「
美
学
的
体
制
」
と
い
う
三
つ
に
区
分
し
、
基
本
的
に
近
代
以
降

の
芸
術
の
あ
り
方
を
「
美
学
的
体
制
」
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。

R
g
c
i
e
r
e
,
L
e
 partage d
u
 sensible, L
a
 

fabrique, 2
0
0
0
,
 p
p
.
2
6
-
4
5
.
 

竺
窓
nciere,
L
e
 spectateur e
n

ミ`祠痣る・
70・

旧一

ibid.,
p.70, 
72. 

旧
―

A
r
t
h
u
r
C. D
a
n
t
o
,
 "
T
h
e
 A
r
t
w
o
r
l
d
,
"
 J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 Philos0p
芸
Vol.
61, N
o
.
1
9
,
 1964. 

⑳

I
 

D
o
h
e
r
t
y
,
 F
r
o
m
 Studio to S
尽ミ
tions:
C
o
n
t
e
m
p
o
r
ミ3
A
r
t
,
p
.
1
3
7
.
 

f
 I 
K
o
k
i
 T
a
n
a
k
a
,
 H
o
w
 to L
i
v
e
 Together: P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 N
o
t
g
S
k
u
l
p
t
u
r
 P
r
o
j
e
k
t
e
 Miinster, 2
0
1
7
,
 p.22, 82.
田
中
に
よ
る
こ
の
制
作
ノ
ー

ト
は
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
彫
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
展
示
会
場
に
て
公
表
・
頒
布
さ
れ
た
。

竺
田
中
は
上
記
ノ
ー
ト
の
中
で
参
加
者
の
こ
と
を
一
貫
し
て

actors/participants
と
呼
ん
で
い
る
。

5

一
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
シ
ョ
ー
と
は
、
選
ば
れ
た
素
人
な
い
し
視
聴
者
を
現
実
の
あ
る
状
況
（
数
人
を
一
定
期
間
共
同
生
活
さ
せ
る
、
孤
島
や
旅

先
に
隔
離
す
る
、
課
題
を
与
え
最
後
の
一
人
に
な
る
ま
で
勝
ち
抜
き
さ
せ
る
、
な
ど
）
の
中
に
置
き
、
視
聴
者
が
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ

る
人
間
関
係
や
奮
闘
を
観
察
し
楽
し
む
と
い
う
テ
レ
ビ
番
組
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
リ
ア
リ
テ
ィ
番
組
と
も
呼
ば
れ
る
。

1
I
 T
a
n
a
k
a
,
 H
o
w
 to L
i
v
e
 Toget
芍
:P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 N
o
互
p.82.

内
―

A
d
o
r
n
o
,
A
s
t
h
e
t
苔
h
e
Theorie, S.345. 




