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一
九
一
九
年
に
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
指
導
に
よ
っ
て
ワ
イ
マ
ー
ル
に
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
」
が
設
立
さ
れ
た
。
新
し
く
奇
妙
な
校
名
は
、
前
身
の

二
つ
の
学
校
と
の
違
い
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
い
る
。
校
名
か
ら
「
美
術
」
の
語
が
外
さ
れ
る
こ
と
で
描
写
に
重
き
を
お
く
「
美
術
大

学
」
と
の
違
い
が
し
め
さ
れ
、
校
名
か
ら
「
エ
芸
」
の
語
が
外
さ
れ
る
こ
と
で
装
飾
に
重
き
を
お
く
「
工
芸
学
校
」
と
の
違
い
が
し
め
さ

れ
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
造
語
の
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
」
は
構
成
に
菫
き
を
お
く
姿
勢
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
の
「
バ
ウ
」
は
建
設
の
意

味
な
の
で
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
」
だ
と
建
設
の
家
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。
一
九
二
五
年
に
ワ
イ
マ
ー
ル
を
追
わ
れ
た
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
新
天
地

バ
ウ
ハ
ウ
ス

■ 

ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
一
九
五
三
年
に
ド
イ
ツ
の
ウ
ル
ム
に
設
立
さ
れ
た
と
き
ド
イ
ツ
に
お
け
る
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
後
継
と
の
期
待
の
か

か
っ
た
学
校
だ
っ
た
[r]
。
マ
ッ
ク
ス
・
ビ
ル
が
そ
の
準
備
に
あ
た
っ
て
初
代
校
長
と
な
っ
た
。
新
し
い
造
形
大
学
の
設
立
に
あ
た
っ
て

ス
イ
ス
人
の
ビ
ル
が
見
出
さ
れ
た
の
は
、
ビ
ル
が
バ
ウ
ハ
ウ
ス
で
学
ん
で
か
ら
中
立
国
ス
イ
ス
で
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
仕
事
を
続
け
て
い
た

か
ら
で
あ
る
図
。
一
九
五
五
年
に
は
ビ
ル
設
計
に
よ
る
新
校
舎
の
落
成
式
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
学
校
の
か
た
ち
は
整
っ
た
。
け
れ
ど
も

一
九
五
七
年
に
は
や
く
も
教
育
方
針
を
め
ぐ
る
対
立
が
避
け
ら
れ
な
く
な
る
。
ビ
ル
以
外
の
若
手
教
師
た
ち
は
、
共
同
設
立
者
で
あ
っ
た

オ
ト
ル
・
ア
イ
ヒ
ャ
ー
で
す
ら
、
ビ
ル
が
あ
ま
り
に
芸
術
に
力
を
入
れ
す
ぎ
だ
と
感
じ
て
い
た
。
若
手
教
師
た
ち
は
、
高
度
化
す
る
産
業

社
会
の
要
請
に
応
え
る
べ
く
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
か
ら
の
脱
却
を
唱
え
、
芸
術
で
は
な
く
科
学
に
も
と
づ
く
造
形
教
育
を
も
と
め
た
。
結
局
ビ

ル
は
一
九
五
七
年
に
ウ
ル
ム
造
形
大
学
を
去
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
で
一
っ
考
え
た
い
問
題
が
あ
る
。
こ
の
大
学
の
教
育
方
針
を
め
ぐ
っ
て

バ
ウ
ハ
ウ
ス
か
ら
の
脱
却
が
い
わ
れ
た
が
、
本
当
に
そ
れ
は
正
し
い
言
明
だ
っ
た
の
か
。
と
い
う
の
も
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
第
二
代
校
長
の

ハ
ン
ネ
ス
・
マ
イ
ヤ
ー
も
ま
た
自
由
な
芸
術
活
動
を
よ
く
思
わ
ず
、
同
じ
よ
う
な
改
革
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ル
ム

造
形
大
学
は
そ
の
意
味
で
バ
ウ
ハ
ウ
ス
で
の
展
開
を
な
ぞ
っ
て
い
る
。
歴
史
は
繰
り
返
す
と
い
う
が
、
近
代
デ
ザ
イ
ン
運
動
に
お
け
る
こ

の
反
復
の
意
味
を
問
い
た
い
。
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
も
ち
ろ
ん
、
同
時
代
の
社
会
の
要
請
に
応
じ
て
、
同
時
代
の
科
学
の
成
果
を
受
け

て
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
達
し
え
な
か
っ
た
成
果
も
残
し
て
い
る
。
こ
の
独
自
な
と
こ
ろ
も
検
討
し
た
い
。
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デ
ッ
サ
ウ
で
再
閲
し
た
。

「
造
形
大
学
」

一
九
二
六
年
に
は
「
デ
ッ
サ
ウ
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
造
形
大
学
」
と
し
て
正
式
に
認
可
を
受
け
た
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は

の
名
を
も
つ
最
初
の
学
校
と
な
っ
た
。

一
九
二
八
年
に
ハ
ン
ネ
ス
・
マ
イ
ヤ
ー
が
二
代
目
校
長
に
就
任
し
た
。
マ
イ
ヤ
ー
は
造
形
の
実
践
に
お
い
て
、
芸
術
と
結
び
つ
い
た

構
成
11

コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
否
定
し
て
、
工
学
と
結
び
つ
い
た
構
成
11

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
肯
定
し
た
。
か
れ
は
も
と
も
と
自
由
な

芸
術
活
動
を
み
と
め
ず
、
機
能
か
ら
離
れ
た
幾
何
学
抽
象
を
受
け
入
れ
な
い
。
マ
イ
ヤ
ー
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
あ
っ
た
形
式
主
義
を
一
掃
し

て
、
時
代
の
要
請
に
応
じ
る
べ
く
機
能
主
義
を
さ
ら
に
押
し
進
め
よ
う
と
し
た
。
マ
イ
ヤ
ー
は
ま
た
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
あ
っ
た
反
個
人
主
義

を
さ
ら
に
徹
底
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
社
会
主
義
の
理
想
の
も
と
で
民
衆
も
含
め
た
共
同
作
業
を
う
な
が
す
こ
と
だ
っ

た
。
一
九
二
八
年
に
バ
ウ
ハ
ウ
ス
誌
に
掲
載
さ
れ
た
短
い
声
明
文
「
建
設
」
に
お
い
て
因
、
マ
イ
ヤ
ー
は
こ
れ
ら
の
考
え
を
は
っ
き
り

打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
で
は
、
芸
術
と
結
び
つ
い
た
建
築
11

ア
ル
ヒ
テ
ク
ト
ゥ
ー
ア
の
語
が
使
わ
れ
ず
、
工
学
と
結
び
つ
い
た
建

設
叫
ハ
ウ
エ
ン
の
語
が
使
わ
れ
て
お
り
、
語
の
選
択
に
お
い
て
も
役
に
立
つ
働
き
を
重
ん
じ
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
一
九
二
九
年
に

バ
ウ
ハ
ウ
ス
誌
に
掲
載
さ
れ
た
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
と
社
会
」
と
い
う
短
文
で
は
日
、
芸
術
系
教
員
へ
の
配
慮
も
あ
っ
て
か
、
芸
術
自
体
を

否
定
す
る
言
い
か
た
は
な
く
な
っ
た
が
、
社
会
主
義
の
志
向
は
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
と
、
芸
術
は
も
っ
ば
ら
社
会

集
団
の
た
め
に
新
し
い
「
秩
序
」
を
提
案
す
る
活
動
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
芸
術
家
が
な
す
べ
き
は
「
民
衆
へ
の
奉
仕
」
で
あ
っ
た
。

一
九
二
八
年
に
ハ
ン
ネ
ス
・
マ
イ
ヤ
ー
が
校
長
に
就
任
し
て
も
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
「
造
形
」
の
学
校
に
か
わ
り
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
こ

の
年
に
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
機
関
誌
は
「
造
形
雑
誌
」
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
マ
イ
ヤ
ー
の
指
導
に
よ
っ
て
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
造
形

の
内
実
は
い
く
ぶ
ん
変
化
し
た
。
第
一
に
は
、
芸
術
活
動
を
縮
小
し
て
い
く
方
針
に
よ
っ
て
、
美
術
系
の
教
員
は
み
ず
か
ら
の
存
在
意
義

を
見
出
し
に
く
く
な
っ
た
。
第
二
に
は
、
造
形
教
育
の
な
か
に
心
理
学
な
ど
の
学
問
教
育
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
三
に
は
、

建
築
教
育
を
強
化
す
る
と
と
も
に
共
同
作
業
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
り
、
都
市
計
画
お
よ
び
集
合
住
宅
に
も
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
以
上
の
よ
う
に
、
同
じ
造
形
の
名
の
も
と
で
も
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
時
代
に
は
二
つ
の
構
成
の
あ
い
だ
の
均
衡
が
保
た
れ
て
い
た
が
、

マ
イ
ヤ
ー
時
代
に
な
る
と
構
成
11

コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
よ
り
も
構
成
11

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
ほ
う
が
優
位
に
く
る
。
一
九
三

0
年
に
は

マ
イ
ヤ
ー
は
共
産
主
義
者
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
早
く
も
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
た
が
、
現
実
主
義
の
路
線
は
引
き
継
が
れ
た
。
三
代
目
の

校
長
と
な
っ
た
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
は
、
学
校
の
政
治
色
を
消
そ
う
と
は
し
た
が
、
世
界
恐
慌
の
た
め
に
工
房
の
生
産
品

■ 
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■ 

が
売
れ
な
く
な
り
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
建
築
の
専
門
学
校
と
し
て
存
続
し
て
い
く
ほ
か
な
か
っ
た
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
一
九
三
二
年
に
デ
ッ
サ

ウ
を
追
わ
れ
て
ベ
ル
リ
ン
に
移
っ
た
が
、
一
九
三
三
年
に
は
ナ
チ
ス
の
圧
力
に
よ
っ
て
閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
た
。

ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
設
立

ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
デ
ザ
イ
ン
を
牽
引
す
る
機
関
に
ま
で
成
長
し
た
が
、
こ
の
学
校
は
も
と
も
と
ド
イ
ツ
の
民
主
化

に
資
す
る
教
育
組
織
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
と
い
う
経
緯
を
も
っ
日
。
き
っ
か
け
は
一
九
四
三
年
に
シ
ョ
ル
兄
妹
が
ナ
チ
ス
ヘ
の
抵

抗
運
動
の
た
め
に
処
刑
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
姉
の
イ
ン
ゲ
・
シ
ョ
ル
と
、
幼
な
じ
み
の
オ
ト
ル
・
ア
イ
ヒ
ャ
ー
は
、
戦
後
す
ぐ
に
故
郷

ウ
ル
ム
で
市
民
大
学
を
設
立
し
た
。
こ
の
学
校
は
た
ち
ま
ち
反
響
を
よ
び
、
シ
ョ
ル
兄
妹
の
名
を
冠
し
た
大
学
を
つ
く
る
計
画
が
持
ち
上

が
る
。
一
九
四
九
年
の
計
画
に
お
い
て
描
か
れ
た
の
は
、
民
主
化
の
理
念
の
も
と
で
の
政
治
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
童
き
を
お
く
学
校
だ
っ

た
。
け
れ
ど
も
、
ア
イ
ヒ
ャ
ー
は
も
と
も
と
生
活
世
界
の
造
形
に
も
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
ア
イ
ヒ
ャ
ー
は
戦
後
す
ぐ
に
ミ
ュ
ン
ヘ

ン
美
術
院
で
学
び
始
め
る
が
一
年
余
り
で
や
め
て
、
一
九
四
八
年
に
は
マ
ッ
ク
ス
・
ビ
ル
に
会
っ
て
い
る
。
ビ
ル
は
な
ん
と
い
っ
て
も
バ

ウ
ハ
ウ
ス
で
学
ん
だ
あ
と
ス
イ
ス
で
活
動
を
続
け
て
き
た
生
粋
の
近
代
主
義
者
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

よ
る
「
良
い
形
態
」
展
が
ウ
ル
ム
に
巡
回
し
て
ぎ
て
、
イ
ン
ゲ
・
シ
ョ
ル
も
ま
た
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
よ
う
な
学
校
を
つ
く
る
考
え
に
傾
い
て

い

v[情
]
。
一
九
五

0
年
か
ら
は
ビ
ル
も
設
置
準
備
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ
た
。
ビ
ル
は
そ
こ
で
シ
カ
ゴ
の
ニ
ュ
ー
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
後
継
な

ど
も
参
照
し
な
が
ら
計
画
づ
く
り
を
主
導
し
た

[
2
。
一
九
五
一
年
の
計
画
案
は
、
政
治
社
会
系
の
教
養
教
育
を
織
り
込
ん
で
お
り
、
民

主
化
に
向
け
た
当
初
の
理
念
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
[
図

l
r

ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
一
九
五
三
年
に
ま
ず
市
民
大
学
の
校
舎
を
間
借
り
し
て
授
業
を
始
め
た
。
ビ
ル
が
初
代
校
長
と
な
っ
た
。
ビ
ル
個

人
は
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
」
の
名
を
か
か
げ
る
気
が
あ
っ
た
が
実
現
し
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
第
二
の
名
で
あ
っ
た
「
造
形
大

学
」
も
ま
た
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
色
を
お
び
て
い
る
の
で
、
ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
名
自
体
が
バ
ウ
ハ
ウ
ス
と
の
つ
な
が
り
を
暗
示
し
て
い

一
九
四
九
年
に
は
ビ
ル
の
企
画
に
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図1I 

ウルム造形大学の設立に向けての構想図

1951年時点

図21（次頁）

ウルム造形大学の校舎

竣工： 1955年

筆者撮影：2017年
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る
。
た
し
か
に
開
校
前
に
発
行
さ
れ
た
入
学
志
願
者
向
け
の
冊
子
を
み
る
と
、
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
「
バ
ウ
ハ
ウ

ス
の
後
継
」
で
あ
る
と
謳
わ
れ
て
い
る

3
。
も
っ
と
も
こ
の
大
学
の
開
設
に
あ
た
っ
て
ビ
ル
が
参
照
し
た
の
は
、

自
由
な
芸
術
活
動
に
た
い
し
て
寛
容
だ
っ
た
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
て
、
徹
底
し
た
機
能
主
義
を
す
す
め

る
マ
イ
ヤ
ー
の
モ
デ
ル
で
は
な
か
っ
た
。
ビ
ル
は
、
機
能
か
ら
離
れ
た
造
形
上
の
問
題
に
ま
ず
取
り
組
ん
で
お
く

こ
と
が
璽
要
で
あ
り
、
基
礎
教
育
は
「
日
的
か
ら
離
れ
た
美
学
」
に
い
そ
し
む
べ
き
だ
と
考
え
た
[
吋
]
o

一
九
五

三
年
か
ら
五
五
年
に
か
け
て
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
縁
の
あ
る
講
師
た
ち
が
、
ほ
と
ん
ど
短
期
集
中
だ
っ
た
が
、
基
礎
造

形
の
指
導
に
あ
た
っ
た
[
嘩
]
o

ビ
ル
も
み
ず
か
ら
基
礎
造
形
の
授
業
を
も
つ
た
o

ビ
ル
は
か
れ
が
具
体
美
術
と
よ

ん
だ
抽
象
美
術
を
と
お
し
た
訓
練
に
よ
っ
て
、
学
生
に
ま
ず
造
形
の
根
本
原
理
を
学
ば
せ
よ
う
と
し
た
。
一
九
五

五
年
に
は
ビ
ル
の
設
計
に
よ
る
新
校
舎
に
お
い
て
授
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
〔
図
2
〕
。
こ
れ
で
教
育
機
関
の
か
た
ち

は
整
っ
た
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
初
代
校
長
だ
っ
た
グ
ロ
ピ
ウ
ス
は
こ
の
ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
設
立
に
む
け
て
の
助
言
者

の
一
人
で
あ
り
、
同
年
一

0
月
の
新
校
舎
の
落
成
式
に
お
い
て
記
念
講
演
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
変
革

一
九
五
五
年
か
ら
新
校
舎
で
の
授
業
が
始
ま
っ
た
。
日
指
し
て
い
た
教
育
が
や
っ
と
実
現
す
る
か
に
見
え
た

が
、
校
長
ビ
ル
と
若
手
教
師
た
ち
と
の
意
見
の
対
立
が
し
だ
い
に
埋
ま
ら
な
く
な
る
[
F
]

。
若
手
教
師
た
ち
に
と
っ

て
不
満
だ
っ
た
の
は
、
ビ
ル
が
芸
術
の
優
位
を
信
じ
て
い
て
自
然
科
学
の
導
人
に
難
色
を
し
め
し
た
か
ら
で
あ

る
。
若
手
教
師
た
ち
は
、
造
形
教
育
に
お
い
て
芸
術
の
訓
練
か
ら
始
め
る
の
は
時
代
遅
れ
で
あ
り
、
新
し
い
科
学

の
知
見
を
取
り
入
れ
る
の
に
力
を
注
ぐ
べ
き
だ
と
考
え
た
。
こ
う
し
て
両
者
の
溝
が
深
ま
っ
た
結
果
、
一
九
五
七

年
に
ビ
ル
は
大
学
を
去
っ
た
。
一
九
五
八
年
か
ら
ウ
ル
ム
の
教
師
た
ち
は
、
芸
術
に
菫
き
を
お
く
よ
り
学
問
に
童

き
を
お
い
て
、
産
業
と
の
連
携
を
よ
り
強
化
す
る
「
ウ
ル
ム
モ
デ
ル
」
を
展
開
し
て
い
く
[
P
]

。
こ
の
と
き
に
改
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ト
マ
ス
・
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
も
ま
た
ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
設
立
時
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
り
ビ
ル
と
は
違
う
方
針
を
打
ち
出
し

た
邑
。
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
一
九
五
八
年
九
月
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
講
演
「
産
業
の
新
展
開
と
デ
ザ
イ
ナ
ー
教
育
」
に
お
い
て
、
戦
前
の
近

代
デ
ザ
イ
ン
運
動
を
振
り
返
っ
て
、
ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
教
育
方
針
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
[
F
]

。
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
冒
頭
で
き
っ
ば

り
と
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
思
想
と
さ
れ
る
考
え
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
の
は
困
難
で
あ
り
、
幾
つ
か
は
き
っ
ば
り
拒
否
さ
れ
る
べ
き
だ
と
宣
言

し
て
い
る
。
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
講
演
を
と
お
し
て
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
歴
史
上
の
意
義
を
み
と
め
て
い
る
し
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
う
ち
に
も

色
々
な
考
え
が
あ
っ
た
の
を
承
知
の
う
え
で
、
次
の
二
つ
の
点
は
も
は
や
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
主
張
し
た
。
―
つ
は
芸
術
に
重
き
を
お

く
造
形
教
育
で
あ
り
‘
―
つ
は
体
験
に
重
き
を
お
く
造
形
教
育
で
あ
る
。
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
が
目
指
す
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
新
し
い

科
学
の
知
見
を
い
ち
は
や
く
取
り
入
れ
た
造
型
教
育
で
あ
る
。

マ
ル
ド
ナ
ー
ド
が
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
―
つ
の
問
題
点
と
み
た
の
は
、
造
型
教
育
に
お
け
る
芸
術
の
優
位
で
あ
り
、
デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
美

的
側
面
の
偏
重
で
あ
る
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
「
合
理
主
義
美
学
」
を
押
し
進
め
た
が
、
単
純
な
幾
何
学
に
よ
っ
て
「
形
態
の
純
粋
さ
」
を
追

何
と
し
て
も
避
け
た
か
っ
た
と
い
う
阿
゜

革
者
た
ち
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
か
ら
の
脱
却
を
唱
え
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
宣
言
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
同
じ
よ
う
な
方
針
の
変
化
は
バ
ウ
ハ

ウ
ス
で
も
マ
イ
ヤ
ー
の
時
代
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
造
形
の
名
の
も
と
で
自
由
な
芸
術
活
動
が
は
た
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
再
度
問
わ

れ
た
の
だ
っ
た
。

ア
イ
ヒ
ャ
ー
は
も
と
も
と
ビ
ル
の
協
力
を
あ
お
い
で
ウ
ル
ム
造
形
大
学
を
つ
く
っ
た
が
、
当
初
か
ら
二
人
の
あ
い
だ
に
食
い
違
い
は

あ
っ
た
丑
。
ビ
ル
は
も
と
も
と
バ
ウ
ハ
ウ
ス
時
代
か
ら
絵
画
に
親
し
み
、
具
体
美
術
と
よ
ぶ
幾
何
学
造
形
を
い
か
に
応
用
す
る
か
に
関

心
を
も
っ
て
い
た
。
他
方
、
ア
イ
ヒ
ャ
ー
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
美
術
院
に
な
じ
ま
ず
途
中
で
や
め
た
の
は
、
彫
刻
で
は
な
く
製
品
こ
そ
が
、
絵

画
で
は
な
く
伝
達
こ
そ
が
、
社
会
の
質
を
変
え
る
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
イ
ヒ
ャ
ー
は
た
し
か
に
ビ
ル
の
貢
献
を

み
と
め
て
い
る
屯
〗
。
唯
一
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
経
験
者
だ
っ
た
ビ
ル
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
け
れ

ど
も
食
い
違
い
は
埋
め
よ
う
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
ビ
ル
は
な
お
芸
術
の
優
位
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
前
世
代
の
近
代
主
義
者
だ
っ
た
の
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
つ
な
が
れ
て
い
た
。
他
方
、
ウ
ル
ム
の
他
の
教
師
た
ち
は
デ
ザ
イ
ン
の
解
決
を
あ
く
ま
で
事
物
か
ら

導
き
出
そ
う
と
考
え
た
の
で
、
デ
ザ
イ
ン
の
解
決
を
も
っ
ば
ら
芸
術
か
ら
引
き
出
そ
う
と
し
て
デ
ザ
イ
ン
を
応
用
美
術
に
と
ど
め
る
の
は

■ 
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工業デザインは芸術ではないし、

デザイナーはかならずしも芸術家ではない。

ば
や
く
対
応
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
。

■ 

い
求
め
る
あ
ま
り
、
美
的
側
面
ば
か
り
強
調
し
が
ち
で
機
能
の
面
を
あ
ま
り
厳
格
に
考
え
な
か
っ
た
丑
゜

こ
の
危
う
さ
を
指
摘
し
た
バ
ウ
ハ
ウ
ス
ニ
代
目
校
長
を
忘
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
ハ
ン
ネ
ス
・
マ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
。

の
マ
イ
ヤ
ー
を
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
芸
術
形
式
主
義
の
危
う
さ
を
み
た
唯
一
の
人
物
」
と
み
る
。
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
自
分
の
理
念
と
の
近
さ

か
ら
マ
イ
ヤ
ー
を
も
っ
と
評
価
し
て
も
よ
か
っ
た
が
、
政
治
上
の
理
由
だ
ろ
う
か
、
短
く
慎
重
な
言
及
に
と
ど
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

文
脈
か
ら
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
ア
メ
リ
カ
の
産
業
デ
ザ
イ
ン
の
ス
タ
イ
リ
ン
グ
に
も
言
及
し
て
い
る
丑
。
ス
タ
イ
リ
ン
グ
と
は
、
外
観
の

変
更
を
く
り
か
え
し
て
消
費
者
の
物
欲
を
つ
ね
に
刺
激
す
る
手
法
で
あ
り
、
一
種
の
大
衆
芸
術
と
し
て
製
品
の
美
的
側
面
を
こ
れ
み
よ
が

し
に
押
し
付
け
る
。
一
方
の
極
に
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
あ
り
、
一
方
の
極
に
は
ス
タ
イ
リ
ン
グ
が
あ
り
、
両
極
は
じ
つ
は
同
じ
点
に
お
い
て

克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
理
由
を
こ
う
説
明
す
る
。
「
美
的
側
面
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
考
慮
す
べ
き
数
多
く
の

側
面
の
一
っ
に
す
ぎ
な
い
。
美
的
側
面
は
、
一
番
重
要
な
わ
け
で
も
一
番
有
力
な
わ
け
で
も
な
い
。
生
産
上
の
側
面
、
構
造
上
の
側
面
、

経
済
上
の
側
面
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
象
徴
の
側
面
も
あ
る
。
工
業
デ
ザ
イ
ン
は
芸
術
で
は
な
い
し
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
か
な
ら
ず

し
も
芸
術
家
で
は
な
い
」
邑
゜

マ
ル
ド
ナ
ー
ド
が
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
も
う
―
つ
の
問
題
点
と
み
た
の
は
、
体
験
型
教
育
で
あ
る
〔
F
]

。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
教
員
の
あ
い
だ
で

も
教
育
観
の
違
い
は
み
ら
れ
る
が
、
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
が
共
通
す
る
傾
向
と
み
た
の
は
、
芸
術
の
実
技
を
と
お
し
た
学
び
の
重
視
で
あ
る
。

学
生
は
と
く
に
基
礎
課
程
に
お
い
て
芸
術
の
実
技
を
と
お
し
て
、
創
造
力
を
解
き
放
っ
た
り
、
諸
感
覚
を
洗
い
直
し
た
り
、
諸
感
覚
の
統

一
を
取
り
戻
し
た
り
す
る
。
学
生
は
ま
た
、
議
論
で
も
な
く
読
書
で
も
な
く
、
手
作
業
に
よ
っ
て
必
要
な
知
を
取
得
す
る
。
マ
ル
ド
ナ
ー

ド
に
よ
る
と
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
こ
の
考
え
は
す
で
に
教
育
の
歴
史
の
な
か
で
形
成
さ
れ
て
き
た
考
え
で
あ
る
が
、
体
験
に
も
と
づ
く
教
育

哲
学
は
す
で
に
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
知
識
を
と
も
な
わ
な
い
実
践
は
あ
り
え
な
い
ほ
ど
、
産
業
社
会
の
デ
ザ
イ
ン

は
高
度
化
し
て
お
り
知
識
が
も
と
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
い
う
こ
と
で
古
き
良
き
人
文
主
義
を
復
活
さ
せ
て
は
な
ら
な
い

と
も
言
う
。
マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
結
論
に
お
い
て
「
科
学
的
操
作
主
義
」
の
語
を
か
か
げ
る
邑
。
す
な
わ
ち
、
造
形
教
育
に
お
い
て
も
デ

ザ
イ
ン
活
動
に
お
い
て
も
、
役
に
立
た
な
い
古
典
の
知
識
で
は
な
く
、
役
に
立
つ
科
学
の
知
見
を
取
り
入
れ
て
、
産
業
社
会
の
要
請
に
す

マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
こ

マ
ル
ド
ナ
ー
ド
は
も
ち
ろ
ん
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図3I 

歯科治療システムのデザイン

1962年

図4I （次頁）

機関誌 「ウルム」 (1967年）

街灯のデザインが紹介されている

ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
教
育
は
、
四
年
間
で
あ
る
。
最
初
の
一
年
は
、
全
学
生
の
た
め
の
基
礎
教
育
で
あ
り
、

続
く
三
年
間
は
、
各
専
門
分
野
で
お
こ
な
わ
れ
る
専
門
教
育
で
あ
る
。
一
九
五
三
年
か
ら
五
七
年
ま
で
の
基
礎

教
育
は
、
芸
術
作
品
の
制
作
を
と
お
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
造
型
に
通
用
す
る
基
本
法
則
を
会
得
す
る
の
を
目
的
と

し
た
。
け
れ
ど
も
ビ
ル
が
去
っ
て
か
ら
の
方
針
転
換
に
よ
っ
て
、
一
九
五
八
年
か
ら
の
基
礎
教
育
は
、
学
問
分

野
の
理
解
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
技
術
の
進
展
を
背
景
と
し
て
、
空
間
の
理
解
の
た

め
に
位
相
論
を
学
ん
だ
り
、
記
号
の
理
解
の
た
め
に
記
号
論
を
学
ん
だ
り
、
高
度
な
造
形
の
た
め
に
必
要
と
さ

れ
る
方
法
論
を
学
ぶ
の
を
重
ん
じ
た
。
一
九
六
二
年
か
ら
は
全
学
生
共
通
で
お
こ
な
わ
れ
た
基
礎
教
育
は
な
く

な
り
、
各
専
門
学
科
の
な
か
で
初
年
次
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
各
専
門
学
科
を
み
て
み

よ
う
。

建
設
学
科
は
、
建
設
の
工
業
化
に
か
か
わ
る
学
科
で
あ
る
。
当
初
こ
の
学
科
は
「
建
築
と
都
市
建
設
」
と
呼
ば
れ
た
が
、

七
年
に
は
「
建
設
」
と
改
名
さ
れ
、
一
九
六

0
年
に
は
「
工
業
建
設
」
と
改
名
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
の
色
の
つ
い
た
建

築
11

ア
ル
ヒ
テ
ク
ト
ゥ
ー
ア
の
語
に
か
わ
っ
て
、
工
学
の
色
の
つ
い
た
建
設
11

バ
ウ
の
語
が
と
ら
れ
て
お
り
、
美
術
教
育
と
の
違
い

を
鮮
明
に
し
よ
う
と
す
る
指
導
方
針
の
変
化
が
こ
こ
に
も
表
れ
て
い
る
。
こ
の
学
科
が
と
く
に
建
物
各
部
の
標
準
化
に
取
り
組
ん
だ

の
は
、
建
物
の
工
業
生
産
を
う
な
が
す
た
め
で
あ
る
。

製
品
造
形
学
科
は
、
工
業
製
品
の
設
計
に
か
か
わ
る
学
科
で
、
諸
学
科
の
な
か
で
も
一
番
多
く
の
学
生
が
学
ん
だ
。
こ
の
学
科

は
、
一
部
の
人
々
の
た
め
の
贅
沢
品
で
は
な
く
、
多
く
の
人
々
が
必
要
と
す
る
機
器
類
の
設
計
に
重
き
を
お
い
た
〔
図
3
]
。
こ
の
学

科
は
ま
た
手
工
芸
と
も
一
線
を
画
す
方
針
を
打
ち
出
し
て
お
り
、
工
業
素
材
の
導
入
を
す
す
め
、
工
業
生
産
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
も

取
り
組
ん
だ
。
当
初
こ
の
学
科
は
ビ
ル
の
考
え
か
ら
「
製
品
形
態
」
の
名
を
か
か
げ
た
が
丑
、
ビ
ル
が
去
っ
た
翌
年
の
一
九
五
八

年
に
は
「
製
品
造
形
」
へ
と
名
称
を
変
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
芸
術
家
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
陥
り
や
す
い
形
式
主
義
と
の
決
別
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
。
芸
術
家
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
し
ば
し
ば
形
態
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
が
ち
だ
が
、
工
業
製
品
の
開
発
は
さ
ま
ざ
ま
な

条
件
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
試
行
錯
誤
の
結
果
と
し
て
特
定
の
形
態
に
い
た
る
に
す
ぎ
な
い
。
学
科
の
名
称
か
ら
ビ
ル
好
み
の

形
態
の
語
が
な
く
な
っ
た
理
由
は
こ
の
点
に
あ
る
。

■ 

一
九
五
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■ 
視
覚
伝
達
学
科
は
、
情
報
の
伝
達
に
か
か
わ
る
学
科
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の

や
り
か
た
は
、
画
像
の
刺
激
に
う
っ
た
え
る
商
業
広
告
の
や
り
か
た
と
は
異
な

り
、
タ
イ
ボ
グ
ラ
フ
ィ
の
論
理
構
成
に
も
と
づ
く
情
報
伝
達
に
重
き
を
お
く
。

機
関
誌
『
ウ
ル
ム
』
の
紙
面
構
成
は
そ
の
模
範
を
し
め
す
媒
体
で
あ
り
、
ス
イ

ス
の
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
と
も
共
通
す
る
厳
格
さ
を
そ
な
え
て
い
る
[
図
4

〗o

さ

ら
に
ま
た
、
視
覚
伝
達
に
お
い
て
記
号
論
は
と
く
に
重
要
な
方
法
で
あ
り
、
記

号
体
系
の
構
築
も
ま
た
課
題
の
―
つ
で
あ
っ
た
。
当
初
こ
の
学
科
は
「
視
覚
造

形
」
の
名
を
か
か
げ
て
い
た
が
一
九
五
六
年
に
は
「
視
覚
伝
達
」
へ
と
名
称
を

変
え
て
い
る
。
学
生
た
ち
は
伝
達
手
段
の
出
来
映
え
だ
け
で
な
く
伝
達
の
過
程

全
体
に
責
任
を
も
つ
よ
う
も
と
め
ら
れ
た
。

情
報
学
科
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
言
語
表
現
に
か
か
わ
る
学
科
で
あ
り
、
新

聞
・
放
送
・
出
版
・
映
画
・
文
芸
な
ど
の
分
野
に
限
定
さ
れ
な
い
文
章
作
法
を

学
ぶ
。
学
生
た
ち
は
情
報
理
論
を
中
心
と
し
て
言
語
に
か
か
わ
る
諸
科
学
の
方

法
論
を
学
び
な
が
ら
、
文
章
作
成
に
取
り
組
む
。
こ
の
学
科
は
も
と
も
と
政
治

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
学
校
で
あ
ろ
う
と
し
た
当
初
の
意
図
を
よ
く
保
持
し
て
い

る
が
、
造
形
大
学
に
あ
っ
て
は
視
覚
伝
達
を
お
ぎ
な
う
学
科
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
た
。
一
九
五
八
年
ま
で
は
哲
学
者
ベ
ン
ゼ
が
こ
の
学
科
の
教
育
を
と
と
の

え
た
[
力
言
文
筆
家
の
力
ロ
ウ
は
さ
ら
に
放
送
劇
な
ど
文
芸
の
諸
形
態
も
あ
つ

か
っ
た
日
。
特
色
あ
る
学
科
だ
っ
た
が
、
造
型
教
育
の
な
か
で
異
色
で
あ
る

う
え
学
生
数
も
少
な
く
、
一
九
六
三
年
に
は
映
画
学
科
に
統
合
さ
れ
た
円
。

映
画
学
科
は
一
九
六
二
年
に
視
覚
伝
達
学
科
か
ら
独
立
し
た
学
科
で
、
監

督
・
撮
影
・
編
集
に
か
か
わ
る
人
材
の
養
成
を
目
指
し
た
。
当
時
ド
イ
ツ
の
映
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画
教
育
は
ま
だ
フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
遅
れ
を
取
っ
て
い
て
映
画
産
業
も
沈
滞
し
て
お
り
、
こ
の
学
科
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
映
画

教
育
を
に
な
う
最
初
の
機
関
の
一
っ
と
な
っ
た
[
竺
o

こ
の
学
科
は
ヽ
当
初
か
ら
記
録
映
画
の
製
作
に
重
き
を
お
い
て
テ
レ

ビ
番
組
に
も
対
応
し
よ
う
と
し
た
。
物
語
の
構
成
に
つ
い
て
反
省
し
、
撮
影
か
ら
編
集
ま
で
の
各
種
の
実
験
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア

作
成
な
ど
を
試
み
て
い
る
。
一
九
六
八
年
の
《
治
安
撹
乱
》
は
初
期
の
学
生
連
動
を
伝
え
た
記
録
映
画
で
あ
る
。

ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
、
学
生
の
教
育
だ
け
で
な
く
、
企
業
か
ら
委
託
さ
れ
た
閲
発
業
務
に
も
力
を
注
い
だ
。
一
九
五
六
年

に
発
売
さ
れ
た
ブ
ラ
ウ
ン
社
の
音
響
再
生
機
器
s
k
4

は
そ
の
成
果
物
で
あ
る
[
図
5

〗o

一
九
五
八
年
か
ら
は
教
育
活
動
か

ら
開
発
業
務
が
切
り
離
さ
れ
て
、
閲
発
グ
ル
ー
プ
が
組
織
さ
れ
た
。
各
グ
ル
ー
プ
は
大
学
内
の
デ
ザ
イ
ン
事
務
所
の
よ
う
な

組
織
で
あ
り
、
講
師
の
指
揮
の
も
と
で
企
業
か
ら
委
託
さ
れ
た
閲
発
業
務
を
お
こ
な
っ
た
が
、
大
学
は
そ
の
と
き
指
導
理
念

に
か
な
っ
た
開
発
業
務
の
み
を
受
け
る
方
針
を
と
っ
た
。
グ
ル
ー
プ

E
2
は
ギ
ュ
ジ
ョ
ロ
の
指
導
の
も
と
で
プ
ラ
ウ
ン
社
の

調
理
器
具
の
デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
手
が
け
た
。
グ
ル
ー
プ

E
5
は
ア
イ
ヒ
ャ
ー
の
指
導
の
も
と
で
航
空
会
社
フ
ル
ト
ハ
ン
ザ
の

視
覚
表
示
な
ど
を
手
が
け
た
。
学
生
た
ち
は
休
暇
中
に
こ
の
グ
ル
ー
プ
で
働
い
て
稼
ぐ
こ
と
も
で
き
た
。
閲
発
グ
ル
ー
プ
の

存
在
は
、
大
学
の
名
声
を
高
め
る
と
と
も
に
企
業
と
の
結
び
つ
き
を
深
め
た
の
で
学
生
た
ち
に
も
有
利
に
働
い
た
。

ウ
ル
ム
造
形
大
学
に
お
い
て
製
品
造
形
と
い
わ
れ
る
プ
ロ
ダ
ク
ト
部
門
は
た
し
か
に
看
板
分
野
だ
っ
た
。
専
門
学
科
の
う

ち
で
も
製
品
造
形
学
科
が
も
っ
と
も
多
く
の
学
生
を
有
し
て
き
た
し
、
企
業
と
連
携
し
て
模
範
製
品
を
世
に
送
り
出
す
こ
と

で
造
形
大
学
の
評
価
を
高
め
て
き
た
。
け
れ
ど
も
ま
た
視
覚
伝
達
の
分
野
に
お
け
る
取
り
組
み
も
劣
ら
ず
充
実
し
て
お
り
、

情
報
お
よ
び
映
画
に
か
ん
す
る
教
育
が
始
ま
っ
た
の
は
意
味
深
い
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
教
育
が
な
お
製
品
デ
ザ
イ
ン
中
心
だ
っ

た
な
ら
ば
、
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
そ
こ
か
ら
脱
却
し
つ
つ
あ
っ
た
。

ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
終
焉

バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
一
九
一
九
年
に
設
立
さ
れ
て
一
九
三
三
年
に
閉
鎖
し
た
が
、
ウ
ル
ム
造
形
大
学
も
ま
た
同
じ
く
ら
い
短
命

■ 
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だ
っ
た
。
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
一
九
五
三
年
に
設
立
さ
れ
て
一
九
六
八
年
に
閉
鎖
し
た
の
で
、
活
動
期
間
は
た
っ
た
の
一
五
年
間
で
あ

る
。
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
も
と
も
と
公
的
補
助
を
受
け
な
が
ら
も
シ
ョ
ル
兄
妹
財
団
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
。
一
九
六

0
年
代
後
半

に
な
る
と
財
団
の
負
債
が
大
き
く
な
り
、
州
議
会
か
ら
ウ
ル
ム
工
科
大
学
な
ど
へ
の
編
入
の
提
案
も
あ
っ
た
が
、
大
学
は
そ
の
設
立
当
初

の
理
念
か
ら
政
治
上
の
独
立
を
保
と
う
と
し
て
提
案
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
延
命
の
動
き
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
一
九
六
八
年
末
に
な
っ

て
大
学
の
続
行
は
も
は
や
不
可
能
と
な
っ
た
丑
。
ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
終
わ
り
は
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
終
わ
り
を
象
徴
す
る
出
来
事
だ
っ

た
。
以
後
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
時
代
と
な
る
。

歴
史
は
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
お
い
て
マ
イ
ヤ
ー
が
自
由
な
芸
術
活
動
を
受
け
入
れ
た
く
な
か
っ
た
よ
う
に
、
ウ
ル
ム

の
教
師
た
ち
も
そ
れ
を
拒
ん
だ
。
少
な
く
と
も
自
由
な
芸
術
活
動
を
あ
ら
ゆ
る
造
形
の
基
礎
と
す
る
考
え
か
ら
脱
却
し
た
か
っ
た
。
近
代

デ
ザ
イ
ン
の
展
開
は
ち
ょ
う
ど
一
人
の
人
間
の
成
長
の
過
程
に
似
て
い
る
。
子
ど
も
は
目
的
を
も
た
な
い
遊
び
に
よ
っ
て
多
く
を
学
ぶ

が
、
大
人
に
な
る
と
遊
び
を
た
ん
な
る
暇
つ
ぶ
し
と
考
え
た
り
、
仕
事
上
そ
れ
を
疎
ま
し
く
思
っ
た
り
す
る
。
け
れ
ど
も
、
人
生
の
意
味

を
見
失
っ
た
り
、
仕
事
が
行
き
詰
っ
た
り
し
た
と
き
、
子
ど
も
時
代
の
遊
び
に
大
い
に
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
と
悟
り
だ
す
。
近
代
デ
ザ
イ

ン
は
い
う
な
ら
ば
大
人
の
デ
ザ
イ
ン
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
そ
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
は
そ
の
反
動
だ
っ
た
。
私
た
ち
は
そ

の
両
方
を
知
っ
て
い
る
。
現
代
の
デ
ザ
イ
ン
は
も
っ
と
達
観
し
た
と
こ
ろ
か
ら
自
由
な
芸
術
活
動
と
ら
え
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
デ
ザ
イ
ン

教
育
に
お
い
て
遊
び
を
許
容
す
る
か
ど
う
か
の
二
者
択
一
の
議
論
は
い
ま
と
な
っ
て
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
目
的
を
も
た
な
い
感
覚
の
遊

び
の
あ
り
か
た
が
問
わ
れ
て
い
る
。

高
安
啓
介
（
た
か
や
す
・
け
い
す
け
）

大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
准
教
授
。
専
門
は
デ
ザ
イ
ン
思
想
史
。

本
論
は
、
拙
書
『
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
美
学
』
（
み
す
ず
書
房
、
二

0
一
五
年
）
の
「
造
形
」
の
章
の
一
部
を
詳
し
く
書
き
直
し
た
論
考
で
あ
る
。
そ
の
た
め
記
述
が
重
複
し

て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
「
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
美
学
』
の
「
造
形
」
の
章
は
、
各
時
代
を
代
表
す
る
三
つ
の
造
形
大
学
を
比
較
し
て
、
造
形
の
語
の
も
と
で
の
力
点
の
変
化
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
三
つ
の
造
形
大
学
と
は
、
戦
前
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
、
戦
後
の
ウ
ル
ム
造
形
大
学
、
現
代
の
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
造
形
大
学
で
あ
る
。
三
つ
の
造
形
大
学
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マ
ッ
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ゼ
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G
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r
t
K
a
l
o
w
 1
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b
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I
h
m
.、
T
h
e
M
o
r
a
l
i
t
y
0
f
o
洋
c[,
1
8
0
,
1
8
5
.
 

一
九
六

0
年
代
後
半
の
ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
混
乱
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。

R
e
n
e
Spitz, H
f
G
 U
l
m
:
 T
h
e
 V
i
e
w
 B
e
h
i
n
d
 t
h
e
 F
o
r
e
g
r
o
u
n
d
:
 T
h
e
 Political H
i
s
t
o
r
y
o
f
t
h
e
 

U
l
m
 S
c
h
o
o
l
 o
f
 De
s
i
g
n
:
 1
9
5
3
,
1
9
6
8
 (
E
d
i
t
i
o
n
 A
x
e
l
 M
e
n
g
e
s
,
 2
0
0
2
)
.
 




