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は
じ
め
に

一
九
九
九
年
の
川
崎
市
岡
本
太
郎
美
術
館
開
館
前
後
か
ら
緒
に
就

い
た
岡
本
太
郎
を
再
評
価
す
る
研
究
は
、
二
○
○
七
年
開
催
の
同
館

『
青
山
時
代
の
岡
本
太
郎1954_
1970

』
展
、
世
田
谷
美
術
館
『
世

田
谷
時
代1946_

1954

の
岡
本
太
郎
』
展
な
ど
、
近
年
ま
す
ま
す

盛
ん
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

研
究
の
中
で
具
体
的
な
作
品
と
し
て
特
に
注
目
さ
れ
、
頻
繁
に
言

及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
九
七
○
年
三
月
一
五
日
か
ら
九
月
一
三
日

に
開
催
さ
れ
た
日
本
万
国
博
覧
会
（
以
下
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り

「
万
国
博
」
と
略
記
）
で
制
作
し
た
《
太
陽
の
塔
》（
図
１
、
２
）
で

あ
る
。
こ
の
塔
は
、
岡
本
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
務
め
た
、
万
国
博

の
主
催
者
が
テ
ー
マ
「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
を
表
現
す
る
「
テ
ー

マ
館
」（
図
３
、
４
）
を
構
成
す
る
一
部
で
あ
り
、
万
国
博
の
中
心
地

区
シ
ン
ボ
ル
ゾ
ー
ン
（
図
５
）
に
あ
っ
た
。
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
就
任

は
一
九
六
七
年
七
月
で
あ
り
、
同
年
九
月
一
七
日
に
は
基
本
構
想
が

発
表
さ
れ
、
す
で
に
《
太
陽
の
塔
》
を
中
心
と
し
た
、
実
現
し
た
テ

ー
マ
館
の
構
想
が
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
と
い
う
（
１
）
。

《
太
陽
の
塔
》
の
概
要
と
成
立
経
緯
は
川
崎
市
岡
本
太
郎
美
術
館

編
『
岡
本
太
郎
・E

X
PO

’70

・
太
陽
の
塔
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
展

図
録
で
ま
と
め
ら
れ
（
２
）
、
塚
原
史
「
岡
本
太
郎
と
バ
タ
イ
ユ
│
太
陽

の
塔
解
読
の
試
み
」
や
（
３
）
、
三
木
学
「『
太
陽
の
塔
』
の
図
像
学

試
論
」
は
（
４
）
、
造
形
面
か
ら
の
綿
密
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
椹
木
野
衣
は
《
太
陽
の
塔
》
を
総
合
的
に
論
じ
、
興
味
深
い
、
戦
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岡
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と
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築
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デ
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イ
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争
画
・
戦
争
責
任
と
画
家
の
構
図
を
、
万
国
博
と
岡
本
に
重
ね
て
検

討
し
て
い
る
（
５
）
。
ま
た
拙
稿
「
岡
本
太
郎
《
太
陽
の
塔
》
の
研
究
」

で
も
、
そ
の
総
体
を
論
じ
た
（
６
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
作
が
ど
の
よ
う
に
受
容
・
評
価
さ
れ
た
か
を

具
体
的
に
考
察
す
る
論
考
は
未
だ
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
社
会
に

対
し
て
あ
ら
ゆ
る
媒
体
に
お
い
て
常
に
発
言
し
続
け
た
岡
本
の
場
合

に
は
こ
の
視
点
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
《
太

陽
の
塔
》
を
め
ぐ
る
日
本
万
国
博
覧
会
前
後
の
出
版
物
に
お
け
る
言

説
か
ら
、
そ
の
一
般
社
会
で
の
評
価
と
、
美
術
界
な
ど
専
門
家
か
ら

の
評
価
を
再
構
成
し
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
頻
繁
な
露
出
と
率
直
な
発
言
、
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
な

い
多
面
的
活
動
な
ど
、
既
存
の
美
術
家
の
範
疇
を
越
え
る
岡
本
の
存

在
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
評
価
と
同
時
に
、
特
に
美
術
界
や
評
論
家

か
ら
は
反
感
や
批
判
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
作
品
・
作
家

性
に
つ
い
て
の
評
論
で
は
な
い
。
例
え
ば
横
尾
忠
則
が
「『
岡
本
太
郎

は
面
白
い
』
な
ん
て
言
う
と
美
術
界
に
背
を
向
け
た
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
」「
美
術
界
そ
の
も
の
と
軋
轢
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
」
と

述
べ
て
い
る
（
７
）
。《
太
陽
の
塔
》
に
つ
い
て
も
、
常
に
そ
れ
自
体
と
、

岡
本
個
人
に
対
す
る
評
が
分
か
ち
難
く
混
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま

ず
前
提
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
章

万
国
博
に
お
け
る
「
大
衆
」
と
《
太
陽
の
塔
》

は
じ
め
に
、
岡
本
が
最
も
重
視
し
た
大
衆
に
お
け
る
《
太
陽
の

塔
》
の
受
容
を
見
よ
う
。
岡
本
は
、《
太
陽
の
塔
》
は
「
無
条
件
の
ピ

ー
プ
ル
に
喜
ば
れ
」、
そ
し
て
「
万
国
博
の
成
功
の
一
つ
は
あ
の
塔
に

あ
る
と
言
わ
れ
た
く
ら
い
、
人
気
者
に
な
っ
た
の
だ
」
と
い
う
よ
う

に
述
べ
て
い
る
（
８
）
。
実
際
に
、
閉
会
直
後
か
ら
近
年
に
至
る
経
緯
の

中
で
万
国
博
の
大
多
数
の
建
造
物
は
撤
去
さ
れ
た
も
の
の
、
同
様
に

撤
去
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
《
太
陽
の
塔
》
が
、
大
衆
か
ら
の
希
望

に
よ
っ
て
今
日
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
が
、
何
よ
り
も
そ
の
支

持
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
９
）
。

具
体
的
な
資
料
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず
串
間
努
が
一
九
九
八
年
に
行

っ
た
日
本
万
国
博
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
が
あ
る
（
10
）
。
回
答
者
は

万
国
博
当
時
に
六
歳
か
ら
一
○
歳
で
あ
っ
た
人
で
、
回
答
に
は
《
太

陽
の
塔
》
に
関
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
万
国
博
当

時
の
意
見
と
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
つ
の
手
掛
か
り
に

は
な
る
だ
ろ
う
。《
太
陽
の
塔
》
に
関
す
る
印
象
を
引
用
す
る
と
、

「
ト
ー
テ
ム
ポ
ー
ル
が
好
き
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
の
当
時
は
ほ

と
ん
ど
信
仰
の
対
象
だ
っ
た
」「
清
々
し
い
外
見
と
は
ま
っ
た
く
ち
が

っ
て
、
内
部
の
狭
く
薄
暗
さ
が
と
て
も
記
憶
に
残
っ
て
い
て
、
時
に
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真
っ
赤
な
手
の
形
を
し
た
造
形
の
数
々
が
、
子
ど
も
心
に
と
て
も
不

気
味
に
感
じ
ら
れ
た
」「
中
を
ら
せ
ん
階
段
で
の
ぼ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
、
と
て
も
好
奇
心
を
刺
激
し
た
」「
一
種
の
宗
教
的
な
体
験
。
す
ご

い
！
人
類
の
す
べ
て
が
こ
こ
に
、
と
思
っ
た
。（
中
略
）
大
仏
や
観
音

に
入
る
寺
院
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
近
未
来
版
。
退
場
す
る
時
す
が
す

が
し
い
気
持
ち
に
な
れ
る
妙
な
施
設
だ
」
な
ど
が
あ
る
。《
太
陽
の

塔
》
の
、
大
衆
に
人
間
で
あ
る
こ
と
を
つ
か
み
取
ら
せ
る
と
い
う
意

図
が
有
効
な
も
の
で
、「
進
歩
」
と
し
て
の
万
国
博
の
シ
ン
ボ
ル
と
い

う
捉
え
方
だ
け
が
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

さ
ら
に
新
聞
に
散
見
さ
れ
る
万
国
博
の
感
想
や
投
書
か
ら
も
、
子

供
た
ち
や
一
般
か
ら
の
声
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
小
学

一
年
生
の
「
あ
ん
な
愉
快
な
顔
、
い
ま
ま
で
見
た
こ
と
が
な
い
」
と

い
う
意
見
や
（
11
）
、《
太
陽
の
塔
》
に
触
発
さ
れ
た
中
学
二
年
生
に
よ

る
「
太
陽
の
塔
と
ぼ
く
」
と
題
さ
れ
た
、
そ
の
巨
大
さ
に
驚
き
、
し

か
し
そ
の
存
在
に
負
け
な
い
人
間
で
あ
ろ
う
と
決
意
す
る
詩
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
（
12
）
。
ま
た
、
一
九
六
九
年
九
月
の
、
万
国
博
テ
ー
マ
副

委
員
長
桑
原
武
夫
と
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
一
名
、
一
般
の
主
婦
二
名
に
よ

る
テ
ー
マ
談
義
で
は
、
主
婦
が
テ
ー
マ
館
の
模
型
を
見
て
、《
太
陽
の

塔
》
は
過
度
に
奇
抜
で
万
人
が
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
、
テ
ー
マ
の
こ
じ
つ
け
の
よ
う
に
感
じ
た
こ
と
を
語
っ
て
お

り
（
13
）
、
こ
こ
か
ら
も
、
他
方
に
あ
る
大
衆
の
意
見
を
汲
み
取
る
こ
と

は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
実
際
の
万
国
博
の
会
場
に
は
、
万
国
博
を
開
催
・
準

備
し
た
側
と
享
受
し
た
側
と
の
著
し
い
意
識
の
落
差
が
見
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
吉
田
光
邦
は
、
万
国
博
を
見
る
人
々
を
「
だ
れ
も
が
む
っ

つ
り
と
し
て
い
る
。
鼻
歌
ひ
と
つ
聞
こ
え
な
い
。
み
ん
な
堅
い
顔
だ
。

そ
し
て
急
ぎ
足
で
館
の
な
か
を
流
れ
て
ゆ
き
、
す
ぐ
に
そ
そ
く
さ
と

次
の
館
に
は
い
っ
て
ゆ
く
の
だ
っ
た
。
と
に
か
く
見
よ
う
、
見
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
い
う
緊
張
が
す
べ
て
を
支
配
し
て
い
る
」
と
描
写
し（
14
）
、

何
を
で
は
な
く
数
多
く
見
る
こ
と
に
価
値
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
テ
ー
マ
館
空
中
展
示
サ
ブ
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ

ー
の
川
添
登
は
、
観
客
た
ち
は
長
時
間
列
に
並
び
、「
ひ
と
た
び
パ
ビ

リ
オ
ン
の
中
に
入
れ
ば
、
驚
く
ほ
ど
の
短
時
間
で
、
脱
兎
の
ご
と
く
、

そ
の
中
を
通
り
す
ぎ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
15
）
。
テ
ー
マ
館
地
下
展
示

サ
ブ
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
担
当
し
た
小
松
左
京
は
、
観
客
が
も
っ
と

も
素
朴
に
驚
い
た
こ
と
は
、「
ブ
ラ
ッ
ク
ラ
イ
ト
に
よ
っ
て
、
衣
服
の

白
い
部
分
が
青
白
く
光
る
」
で
あ
り
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
に
乗
っ
た
こ
と

の
な
い
人
、
外
国
人
を
初
め
て
見
た
と
い
う
人
、
ネ
パ
ー
ル
文
字
を
見

て
梵
字
を
使
用
し
て
い
る
国
が
あ
る
と
感
動
し
た
人
、
現
代
彫
刻
を

ト
イ
レ
と
間
違
え
て
駈
け
込
ん
だ
人
も
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
16
）
。
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小
松
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
は
日
本
の
大
衆
状
況
に
対
し
て
無
知
で
、

特
殊
な
少
数
サ
ー
ク
ル
の
中
で
の
み
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
、
自
ら

担
当
し
た
テ
ー
マ
館
地
下
展
示
に
つ
い
て
も
、
反
博
論
者
の
ペ
ー
ス

に
巻
き
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
17
）
。
同
様
に
評
論
家

の
山
田
宗
睦
も
、
開
会
式
前
の
記
者
会
見
で
最
も
不
評
な
パ
ビ
リ
オ

ン
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
館
、
ソ
連
館
、
日
本
館
、
三
菱

未
来
館
に
、
開
会
後
大
衆
が
殺
到
し
た
こ
と
を
挙
げ
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
把
握
と
、
万
国
博
を
メ

デ
ィ
ア
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
、
落
差
が
あ
っ
た
」
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
（
18
）
。
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
万
博
を
つ

く
る
側
」
と
観
客
と
の
意
識
差
が
存
在
し
て
い
た
の
は
疑
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
万
国
博
と
い
う
場
で
は
、
芸
術
作
品
で
あ
っ
て
も
「
展
示

物
固
有
の
意
味
作
用
」（
19
）

に
組
み
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
性
格

を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
考
慮
さ
れ
る
が
、
三
木
富
雄
の
作
品
《
耳
》

で
子
供
た
ち
が
遊
ん
で
「
芸
術
作
品
で
あ
る
か
ら
登
る
な
」
と
立
て

札
を
立
て
ら
れ
た
話
が
あ
り
、
子
供
た
ち
は
当
然
の
ご
と
く
「
芸
術
」

の
枠
組
を
解
体
し
て
い
っ
た
（
20
）
。「
受
け
取
る
側
は
、
や
っ
ぱ
り
情

報
で
は
な
く
て
一
回
き
り
の
珍
し
い
も
の
を
見
に
き
た
」
と
い
う
小

松
の
指
摘
に
集
約
さ
れ
る
（
21
）
。《
太
陽
の
塔
》
が
こ
の
よ
う
な
状
況

を
視
野
に
含
ん
で
い
た
こ
と
は
、
子
供
た
ち
に
好
評
だ
っ
た
こ
と
か

ら
も
理
解
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
観
客
が
見
る
だ
け
で
何
ひ
と
つ
理
解
し
な
か
っ

た
と
い
う
の
も
正
し
く
は
な
い
。
小
松
が
万
国
博
の
意
義
と
し
て
、

以
前
に
な
い
よ
う
な
非
常
に
大
き
な
規
模
で
、「
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
技

術
」「
前
衛
彫
刻
」「
前
衛
音
楽
」
に
素
朴
な
大
衆
が
出
会
っ
た
事
を

万
国
博
の
成
果
と
し
て
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
（
22
）
、
い
わ
ゆ
る
展
覧
会

の
観
客
層
と
は
明
ら
か
に
違
う
来
場
者
の
「
大
衆
」
が
、
こ
の
一
八

三
日
間
に
渡
る
、
述
べ
六
千
五
百
万
人
の
観
客
を
動
員
し
た
巨
大
な

規
模
で
、
前
衛
芸
術
を
目
撃
し
た
だ
け
で
も
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
中
心
の
一
つ
が
《
太
陽
の
塔
》
で
あ
っ
た
。

第
二
章

建
築
・
デ
ザ
イ
ン
・
美
術
界
に
お
け
る
《
太
陽
の

塔
》
を
め
ぐ
る
言
説

万
国
博
会
場
の
主
役
と
な
っ
た
の
は
、
前
衛
美
術
や
、
進
歩
的
・

先
端
的
な
建
築
や
デ
ザ
イ
ン
で
あ
っ
た
が
、
川
添
登
は
一
九
七
○
年

の
丹
下
健
三
と
の
対
談
の
中
で
、
万
国
博
の
開
催
に
反
対
す
る
「
反

博
」
を
最
初
に
は
じ
め
た
の
は
建
築
家
、
そ
れ
か
ら
デ
ザ
イ
ナ
ー
、

美
術
家
、
そ
の
後
、
ベ
平
連
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
23
）
。
つ
ま
り
、

万
国
博
が
特
に
建
築
界
や
デ
ザ
イ
ン
界
、
そ
し
て
美
術
界
の
内
部
に
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お
い
て
、
都
市
問
題
や
、
デ
ザ
イ
ン
や
美
術
と
「
体
制
」
と
の
関
係

な
ど
の
問
題
提
起
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
関

心
の
強
さ
は
、
や
は
り
建
築
・
デ
ザ
イ
ン
・
美
術
の
順
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
の
万
国
博
へ
の
関
わ
り
と
岡
本
の
《
太

陽
の
塔
》
の
受
容
を
、
主
に
万
国
博
会
期
中
と
前
後
の
時
期
の
建
築

雑
誌
・
デ
ザ
イ
ン
雑
誌
・
美
術
雑
誌
を
手
掛
か
り
に
概
観
し
た
い
。

一．

新
聞
・
総
合
雑
誌

ま
ず
は
、
全
般
的
な
傾
向
を
知
る
た
め
に
新
聞
と
総
合
雑
誌
に
お

け
る
万
国
博
と
《
太
陽
の
塔
》
に
つ
い
て
の
言
及
を
見
て
お
く
。
川

添
登
に
よ
れ
ば
、
新
聞
・
雑
誌
な
ど
の
活
字
媒
体
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

は
万
国
博
に
対
し
て
「
ま
と
も
に
と
り
上
げ
る
の
は
、
見
識
に
か
か

わ
る
」
と
い
う
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
、「
見
識
ぶ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

大
衆
を
俗
物
と
し
て
さ
け
て
通
っ
て
い
る
」
と
い
う
。
こ
の
指
摘
は

正
し
い
。
実
際
の
記
事
に
目
を
通
し
て
み
る
と
、
新
聞
の
一
般
記
事

に
は
「
進
歩
」
や
「
お
祭
り
」
を
盛
ん
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
好
意
的
な

記
事
が
多
数
見
ら
れ
る
も
の
の
、
一
方
特
に
評
論
家
ら
各
分
野
の
専

門
家
に
よ
る
論
評
記
事
な
ど
に
つ
い
て
は
基
本
姿
勢
が
斜
構
え
で
あ

る
。
対
照
的
な
の
が
テ
レ
ビ
で
、
万
国
博
と
同
じ
「
視
覚
的
」「
全
国

的
」
と
い
う
特
徴
で
「
ま
っ
た
く
の
手
ば
な
し
」
で
万
国
博
を
取
り

上
げ
た
（
24
）
。

そ
れ
で
は
《
太
陽
の
塔
》
へ
の
言
及
は
ど
う
か
。
新
聞
各
紙
の
基

本
姿
勢
は
万
国
博
支
援
で
あ
る
が
、
評
論
家
に
と
っ
て
は
、
や
は
り

《
太
陽
の
塔
》
は
不
評
の
よ
う
で
あ
る
。
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
み

る
。『

朝
日
新
聞
』
で
は
一
九
七
○
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、「
万

国
博
そ
の
仮
面
の
素
顔
」
と
い
う
、
建
築
家
の
池
辺
陽
、
美
術
評
論

家
の
木
村
重
信
と
東
野
芳
明
と
朝
日
新
聞
記
者
と
の
共
同
取
材
に
よ

る
連
載
が
行
わ
れ
て
い
る
（
図
６
）。
そ
こ
で
は
、《
太
陽
の
塔
》
が

現
代
美
術
の
難
解
さ
や
哲
学
性
に
挑
戦
し
て
「
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
ム
」

を
振
り
か
ざ
し
、「
お
の
ぼ
り
さ
ん
」
的
観
衆
を
ね
ら
っ
た
効
果
は
か

な
り
有
効
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
テ
ー
マ
館
の
「
過
去
・

現
在
・
未
来
を
ウ
ド
ン
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え

た
時
間
概
念
、
お
よ
び
世
界
観
自
体
が
、
十
九
世
紀
的
な
決
定
的
に

古
び
た
も
の
で
し
か
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
、「
平
和
」
や
「
バ
ラ
色
の

未
来
」
を
表
し
た
「『
善
意
人
間
』
の
仮
面
を
売
物
に
し
て
い
る
」
も

の
だ
と
酷
評
さ
れ
て
い
る
（
25
）
。

ま
た
山
田
宗
睦
は
、
万
国
博
は
「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
媒
介
す
る
メ
デ
ィ
ア
で
は
な
く
て
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
な

き
メ
デ
ィ
ア
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
万
国
博
を
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祭
り
と
見
た
岡
本
の
《
太
陽
の
塔
》
は
祭
り
の
中
心
と
し
て
作
ら
れ

た
の
だ
が
、
万
国
博
は
「
神
の
な
い
祭
り
」
で
あ
り
、《
太
陽
の
塔
》

と
「
お
祭
り
広
場
」
は
「
管
理
の
厳
し
い
群
集
と
縁
の
な
い
、
管
理
社

会
の
儀
式
的
な
擬
似
シ
ン
ボ
ル
に
お
と
さ
れ
た
」
と
評
し
て
い
る
（
26
）
。

こ
の
よ
う
に
、《
太
陽
の
塔
》
に
つ
い
て
は
独
特
の
形
態
と
巨
大

さ
に
つ
い
て
の
批
判
、
現
代
の
「
現
実
」
を
扱
っ
て
い
な
い
、
楽
天

的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
、
そ
し
て
「
体
制
」
の
シ
ン
ボ
ル
で

あ
る
と
い
う
批
判
の
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
が
新
聞
紙
上
に
見
ら
れ

る
。次

に
総
合
雑
誌
で
あ
る
『
中
央
公
論
』『
文
芸
春
秋
』『
諸
君
』『
自

由
』『
公
評
』
を
見
る
と
、
執
筆
者
に
テ
ー
マ
館
地
下
展
示
サ
ブ
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
を
担
当
し
た
小
松
左
京
な
ど
万
国
博
に
関
わ
っ
た
人
々

も
多
か
っ
た
た
め
か
、
万
国
博
容
認
と
批
判
の
立
場
が
混
在
す
る
形

で
書
か
れ
て
い
る
。《
太
陽
の
塔
》
に
つ
い
て
、
例
え
ば
日
本
万
国
博

テ
ー
マ
委
員
の
貝
塚
茂
樹
は
『
中
央
公
論
』
で
「
予
想
を
は
る
か
に

こ
え
る
壮
大
さ
に
ど
ぎ
も
を
抜
か
れ
た
」
と
述
べ
（
27
）
、
福
田
善
之
も

『
中
央
公
論
』
で
《
太
陽
の
塔
》
は
大
人
に
不
評
で
あ
る
が
子
供
に
は

好
評
で
、
子
供
に
と
っ
て
は
《
太
陽
の
塔
》
が
即
ち
万
国
博
で
あ
り
、

「
か
な
り
成
功
し
た
Ｃ
Ｍ
」
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
（
28
）
。

さ
ら
に
《
太
陽
の
塔
》
に
つ
い
て
、
岡
本
の
真
意
を
あ
る
程
度
理

解
し
、
そ
れ
を
積
極
的
に
評
価
す
る
と
い
う
立
場
で
「
批
評
」
し
得

た
わ
ず
か
な
例
の
一
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
美
術
評
論
家
の
小

川
正
隆
が
《
太
陽
の
塔
》
を
『
自
由
』
で
論
じ
て
い
る
。
岡
本
の
最

初
の
計
画
案
に
つ
い
て
は
下
ら
な
い
と
が
っ
か
り
し
た
が
、
完
成
し

た
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
巨
大
さ
ゆ
え
の
「
た
く
ま
し
さ
」
と

「
堂
々
と
し
て
い
る
」
こ
と
を
評
価
し
、
丹
下
健
三
の
水
平
に
広
が
る

「
機
能
的
・
合
理
的
・
今
日
的
」
な
大
屋
根
に
対
比
的
な
、「
垂
直
に

伸
び
る
人
間
く
さ
い
非
合
理
的
な
、
ま
た
原
始
的
な
力
強
さ
を
感
じ

さ
せ
る
」
と
い
う
岡
本
の
対
極
主
義
を
造
形
化
し
た
も
の
だ
と
述
べ

て
い
る
（
29
）
。
小
川
は
《
太
陽
の
塔
》
の
多
面
性
を
次
の
よ
う
に
性
格

づ
け
た
。

「
非
合
理
な
形
を
表
現
し
た
は
ず
の
『
太
陽
の
塔
』
で
さ
え
、

装
置
を
内
蔵
し
た
複
雑
な
機
能
的
役
割
を
も
っ
て
い
る
の
だ
。
人

び
と
は
巨
大
な
記
念
碑
を
た
だ
仰
ぎ
み
る
の
と
は
ち
が
い
、
ユ
ー

モ
ラ
ス
な
、
そ
し
て
愉
快
な
『
太
陽
の
塔
』
に
接
し
、
お
祭
り
の

た
の
し
さ
を
予
感
す
る
と
同
時
に
そ
の
内
部
に
入
り
こ
ん
で
、
目

ま
ぐ
る
し
い
展
示
に
す
っ
ぽ
り
包
ま
れ
て
し
ま
う
。
し
か
も
展
示

物
は
、
単
な
る
静
的
な
造
形
だ
け
で
は
な
く
、
あ
る
も
の
は
動
き
、

あ
る
も
の
は
照
明
に
よ
っ
て
絶
え
ず
そ
の
表
現
を
変
え
る
。
音
響
、
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光
線
、
そ
れ
に
映
像
さ
え
加
わ
っ
て
、
展
示
空
間
は
ま
っ
た
く
新

し
い
人
工
世
界
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」（
30
）

小
川
は
《
太
陽
の
塔
》
の
性
格
を
、
建
築
で
も
彫
刻
で
も
な
い
そ

れ
ら
を
超
え
た
「
渾
然
と
し
た
ひ
と
つ
の
総
合
的
な
表
現
」
と
位
置

づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
岡
本
が
考
え
て
い
た
建
築
と
美
術
の

総
合
の
思
想
を
代
弁
し
て
い
る
。
だ
が
奇
妙
な
こ
と
に
別
の
論
評
で

小
川
は
、
《
太
陽
の
塔
》
の
地
下
展
示
か
ら
塔
内
を
登
る
、
人
間
の

進
化
の
過
程
を
示
す
展
示
を
指
し
、「
そ
こ
に
は
人
間
の
存
在
に
対
す

る
悩
み
も
苦
し
み
も
な
く
、
未
来
へ
の
楽
天
的
な
ム
ー
ド
と
、
科
学

生
物
図
鑑
の
よ
う
な
卑
俗
な
割
り
切
り
方
が
あ
る
だ
け
で
、
こ
け
お

ど
し
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
で
あ
る
」
と
酷
評
し
て
い
る
（
31
）
。
こ
の
よ
う

に
万
国
博
に
関
す
る
言
説
は
、
例
え
ば
針
生
一
郎
が
、
岡
本
の
万
国

博
参
加
の
姿
勢
を
多
少
は
認
め
る
よ
う
な
発
言
を
し
な
が
ら
も
、
後

に
は
《
太
陽
の
塔
》
に
否
定
的
な
評
価
を
し
て
い
る
な
ど
（
32
）
、
微
妙

な
部
分
を
は
ら
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
り
、
万
国
博
と
美
術
家
と
の
関

係
に
見
ら
れ
る
政
治
的
な
側
面
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

二．

建
築
界
の
言
説
│
建
築
雑
誌
か
ら

そ
れ
で
は
、
建
築
雑
誌
に
お
け
る
《
太
陽
の
塔
》
の
評
価
を
見
て

い
こ
う
。
主
要
な
雑
誌
と
し
て
『
建
築
文
化
』『
新
建
築
』『
建
築
』

『
建
築
と
社
会
』『
Ｓ
Ｄ
』
を
見
る
と
、
多
く
が
万
国
博
特
集
を
組
み
、

中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
万
国
博
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
建
築
が
作

ら
れ
た
の
か
と
い
う
建
築
デ
ザ
イ
ン
論
的
視
点
と
、
ど
の
よ
う
な
新

技
術
が
使
わ
れ
た
か
と
い
う
技
術
論
的
視
点
の
二
つ
で
あ
る
。
本
論

で
問
題
に
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
前
者
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、『
新

建
築
』
一
九
七
○
年
四
月
号
「
特
集E

X
PO

’70

」
と
、『
Ｓ
Ｄ
』
一

九
七
○
年
八
月
号
「
特
集
│
イ
ン
ス
タ
ン
ト
・
シ
テ
ィ
の
幻
想
と
現

実
〈
万
国
博
〉」
で
あ
る
。

『
新
建
築
』
で
佐
々
木
隆
文
は
、
岡
本
は
「
創
造
は
破
壊
だ
」
と

主
張
す
る
も
、《
太
陽
の
塔
》
は
自
身
の
造
形
様
式
を
踏
み
出
し
て
い

な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（
33
）
。
岡
本
の
論
理
は
「
確
か
に
万
国
博
全
体

の
虚
構
も
、
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
日
本
の
現
在
自
身
を
も
否
定
し

て
、
真
の
未
来
を
指
向
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
現
実
化
し
な
い

ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加

え
て
、
多
く
の
パ
ビ
リ
オ
ン
に
共
通
し
た
特
徴
で
も
あ
る
が
、「
パ
ビ

リ
オ
ン
の
名
前
と
、
そ
の
形
態
の
印
象
と
が
短
絡
し
て
結
び
つ
き
、

そ
の
存
在
だ
け
が
き
わ
だ
っ
て
」、
パ
ビ
リ
オ
ン
は
「
虚
構
、
幻
影
」

と
し
て
の
み
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
テ
ー
マ
館
も
同
様
に
、

過
去
（
地
下
・
塔
内
展
示
）・
現
在
（
地
上
展
示
）・
未
来
（
大
屋
根
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内
空
中
展
示
、
図
７
）
の
う
ち
、
現
在
を
示
す
《
太
陽
の
塔
》《
青
春

の
塔
》《
母
の
塔
》（
図
８
）
の
三
つ
の
み
が
際
立
っ
て
し
ま
い
、
テ

ー
マ
館
は
「
現
在
を
切
り
捨
て
た
過
去
と
未
来
」
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
無
意
義
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
34
）
。《
太
陽
の
塔
》
が
結
局
、

岡
本
の
自
己
の
中
の
理
論
で
終
わ
っ
て
現
実
と
の
関
わ
り
を
持
た
ず
、

単
な
る
自
己
表
現
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
ろ
う
。

同
じ
く
『
新
建
築
』
に
お
い
て
、
最
初
に
「
お
祭
り
広
場
」
の
構

想
を
提
案
し
、
万
国
博
会
場
計
画
委
員
を
途
中
で
辞
任
し
て
丹
下
健

三
に
後
を
譲
っ
た
西
山
夘
三
は
、《
太
陽
の
塔
》
の
単
純
性
や
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
へ
の
不
満
を
、
次
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
る
。

「
人
目
を
ひ
き
つ
け
る
偶
像
の
よ
う
な
『
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
』
は

つ
く
ら
な
い
と
い
う
最
初
の
方
針
は
い
つ
の
間
に
か
消
え
、
苦
心

の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
あ
る
エ
ク
ス
ポ
タ
ワ
ー
も
か
す
む
ほ
ど
の
あ

や
し
げ
な
偶
像
が
、
折
角
６
本
の
足
で
軽
が
る
（
？
）
と
さ
さ
え

て
み
せ
た
大
屋
根
を
、
大
げ
さ
な
身
ぶ
り
で
こ
れ
が
さ
さ
え
て
い

る
よ
う
な
姿
で
出
現
し
た
。
桜
を
も
じ
っ
た
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
と

同
じ
通
俗
さ
で
人
び
と
を
感
心
さ
せ
、『
進
歩
と
調
和
』
の
70
年

エ
ク
ス
ポ
を
こ
れ
で
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
せ
て
い
る
。
ま
ず
実
質
は

そ
の
辺
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。」（
35
）

邦
光
史
郎
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
六
年
二
月
六
日
に
行
わ
れ
た
第
二

回
会
場
計
画
委
員
会
の
席
上
で
、
西
山
が
提
出
し
た
基
礎
調
査
報
告

書
に
「
来
る
べ
き
七
○
年
は
安
保
改
訂
の
年
で
あ
る
、
そ
こ
で
わ
が

日
本
は
、
平
和
希
求
国
と
し
て
、
中
国
を
い
つ
ま
で
も
仮
想
敵
国
視

せ
ず
、
む
し
ろ
決
然
た
る
態
度
を
と
っ
て
、
こ
れ
を
迎
え
入
れ
る
べ

き
で
あ
」
り
、「
会
場
計
画
案
を
広
く
大
衆
の
前
に
示
し
、
各
労
組
の

意
見
を
も
聴
く
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
「
政
治
的
意
見
」
が
記
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
政
治
的
発
言
が
委
員
会
で
の
排
斥
を
引
き
起
こ
し
、

西
山
の
辞
退
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
い
う
（
36
）
。
そ
の
立
場
か
ら
、《
太

陽
の
塔
》
は
大
衆
の
注
目
を
集
め
る
「
体
制
」
に
迎
合
し
た
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
は
、《
太
陽
の

塔
》
へ
の
批
判
の
あ
る
程
度
の
割
合
を
占
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

次
に
後
者
の
『
Ｓ
Ｄ
』
の
特
集
だ
が
、
万
国
博
参
加
者
（
川
添
登
、

宇
佐
美
圭
司
）
の
発
言
は
あ
る
も
の
の
、
万
国
博
へ
の
批
判
で
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
占
め
ら
れ
、
し
か
も
万
国
博
を
批
判
す
る
多
く
の
執
筆

者
が
岡
本
の
《
太
陽
の
塔
》
に
言
及
し
て
い
る
。

評
論
家
の
長
谷
川
尭
は
「
ご
本
尊
さ
ま
が
こ
わ
い
い
や
な
顔
を
し

て
モ
ノ
レ
ー
ル
の
柱
脚
ご
し
に
垣
間
見
え
て
」
と
《
太
陽
の
塔
》
を

皮
肉
り
、
そ
れ
が
立
つ
「
お
祭
り
広
場
」
に
つ
い
て
は
「
こ
の
言
葉

は
戦
後
最
大
の
言
語
的
詐
欺
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
広
場
で
あ
る
の
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に
そ
こ
に
人
は
お
ら
ず
、
他
人
の
視
線
を
感
じ
て
横
切
る
の
に
さ
え

勇
気
が
い
る
と
述
べ
て
い
る
（
37
）
。
美
術
評
論
家
の
有
馬
宏
明
は
、

《
太
陽
の
塔
》
を
「
岡
本
太
郎
の
あ
の
馬
鹿
で
か
い
張
り
ボ
テ
彫
刻
」

と
称
し
、「
岡
本
太
郎
の
シ
ン
ボ
ル
・
タ
ワ
ー
」
は
「
20
世
紀
文
明
的

な
プ
ラ
ス
観
」
と
い
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ッ
ク
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ

た
幻
影
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
38
）
。『F

orum

』
編
集
長
の
ピ
ー
タ

ー
・
ブ
レ
イ
ク
は
、
丹
下
の
大
屋
根
が
「
嘆
か
わ
し
い
彫
刻
」
で
あ

る
「M

acy’s

の
感
謝
祭
の
パ
レ
ー
ド
風
に
表
現
さ
れ
た
太
陽
神
の
臨

席
を
賜
っ
た
の
は
不
幸
で
あ
る
」
と
す
る
（
39
）
。
舞
踏
評
論
家
の
市
川

雅
は
「
お
祭
り
広
場
の
痴
呆
的
な
太
陽
の
塔
」
と
し
て
、
岡
本
が
一

九
六
六
年
一
一
月
に
銀
座
数
寄
屋
橋
公
園
に
制
作
し
た
《
若
い
時
計

台
》
を
指
し
て
「
東
京
で
数
年
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
エ
ク
ス
ポ
前

哨
戦
や
岡
本
太
郎
の
数
寄
屋
橋
公
園
際
の
太
陽
だ
か
ひ
ま
わ
り
だ
か

に
模
し
た
時
計
を
見
て
吐
気
こ
そ
す
れ
、
な
に
か
期
待
す
る
よ
う
な

気
分
に
な
れ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
40
）
。

さ
ら
に
評
論
家
の
草
森
紳
一
は
万
国
博
に
対
す
る
嫌
悪
を
特
に
率

直
に
、
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

「
と
も
か
く
、
万
博
は
、
う
さ
ん
く
さ
い
の
で
あ
る
。
人
見
知

り
す
る
よ
う
に
、
万
博
を
嫌
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
岡
本

太
郎
の
太
陽
の
塔
や
ら
が
、
雑
誌
を
め
く
っ
て
い
た
り
す
る
と
い

や
お
う
な
く
目
に
飛
込
ん
で
く
る
の
だ
が
、
あ
れ
を
み
て
い
る
と

便
所
の
青
蝿
の
黄
金
色
の
よ
う
に
染
み
こ
ん
で
く
る
よ
う
な
毒
気

が
あ
っ
て
、
反
吐
を
催
し
、
虫
が
好
か
な
い
の
で
あ
る
。」（
41
）

最
後
に
川
添
登
は
、《
太
陽
の
塔
》
を
「
俗
の
俗
た
る
そ
の
も
の

の
造
形
化
に
成
功
し
た
」
と
し
て
い
る
。
通
俗
的
な
「
お
祭
り
」
と

し
て
の
万
国
博
を
確
固
不
動
の
も
の
に
し
た
の
で
あ
り
、「
統
一
的
な

高
等
宗
教
」
の
な
い
大
衆
社
会
の
真
ん
中
に
「
ニ
ョ
ッ
キ
リ
と
立
ち

あ
が
っ
た
の
が
、
岡
本
太
郎
の
ト
ー
テ
ム
・
ポ
ー
ル
〈
太
陽
の
塔
〉

だ
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
42
）
。

こ
れ
ら
の
《
太
陽
の
塔
》
に
対
す
る
批
判
か
ら
は
、
万
国
博
と
、

岡
本
太
郎
そ
の
人
に
対
す
る
批
判
と
、
万
国
博
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、

あ
る
い
は
作
品
と
し
て
の
《
太
陽
の
塔
》
に
対
す
る
批
判
が
、
同
義

的
に
交
錯
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
上

述
し
た
草
森
紳
一
の
「
万
博
を
嫌
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
」
と

い
う
発
言
が
代
表
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
欠
点
を
あ
げ
つ
ら
う

「
批
判
」
や
「
非
難
」
で
あ
っ
て
も
、
客
観
的
な
視
線
を
持
っ
た
「
批

評
」
に
実
質
的
に
は
至
っ
て
は
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
万
国
博
に
参
加
す
る
か
ま
た
は
容
認
す
る
と
い
う
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立
場
と
、
声
高
に
反
対
す
る
立
場
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
万
国
博
に
無

関
心
で
い
る
と
い
う
立
場
の
中
に
、
万
国
博
を
嫌
う
人
々
も
い
た
。

澁
澤
龍
彦
は
『
日
本
読
書
新
聞
』
に
、
自
分
は
万
博
に
反
対
す
る
の

で
は
な
く
「
万
博
を
嫌
悪
す
る
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
の
理
由
は

「
簡
単
に
言
っ
ち
ま
え
ば
、
お
れ
は
万
博
の
謳
い
文
句
の
な
か
に
あ
る

『
未
来
都
市
』
だ
と
か
『
お
祭
り
』
だ
と
か
い
っ
た
言
葉
が
、
ま
ず
気

に
食
わ
な
い
の
さ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
43
）
。《
太
陽
の
塔
》
に
投

げ
か
け
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
裏
に
は
、
そ
の
よ
う
な
率
直
過
ぎ
る
直

接
的
な
感
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
同
じ
『
Ｓ
Ｄ
』
の
特
集
で
、
万
国
博
に
携
わ
っ
た
立
場
か

ら
宇
佐
美
圭
司
は
「
単
に
体
制
の
宣
伝
に
の
っ
て
〈
進
歩
と
調
和
〉

に
乗
っ
か
っ
た
作
家
な
ど
は
は
じ
め
か
ら
一
人
も
い
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。（
中
略
）
作
家
芸
術
家
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
的
自
覚
を
持

っ
て
、
万
博
と
い
う
こ
と
で
露
出
し
た
も
っ
と
も
き
び
し
い
制
約
の

中
で
仕
事
を
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
批
評
は
、
万
博
へ
の
作
家
の

参
加
批
判
―
―
姿
勢
批
判
に
と
ど
ま
っ
て
も
ら
い
た
く
な
い
」
と
、

「
作
家
が
そ
こ
で
何
を
し
た
か
が
き
び
し
く
検
討
さ
る
べ
き
で
は
な
い

か
」
と
主
張
し
て
い
る
（
44
）
。《
太
陽
の
塔
》
に
し
て
も
、
岡
本
が

「
そ
こ
で
何
を
し
た
か
」
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
批
評
が
大
部
分

で
あ
り
、
万
国
博
に
お
け
る
芸
術
作
品
の
批
評
全
般
に
つ
い
て
も
そ

の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
。

建
築
雑
誌
で
の
岡
本
に
対
す
る
言
説
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
一
つ

は
《
太
陽
の
塔
》
が
岡
本
個
人
の
自
己
主
張
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は

建
築
の
発
注
と
目
的
に
よ
る
性
格
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
も
う
一
つ

は
《
太
陽
の
塔
》
が
物
理
的
な
量
を
持
っ
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る

こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。
前
述
の
西
山
の
批
判
に
例
を
見
た
よ
う
に
、

そ
こ
に
は
各
人
の
政
治
的
思
想
が
影
響
し
て
い
る
。
そ
の
上
《
太
陽

の
塔
》
は
、
そ
の
制
作
の
契
機
に
お
い
て
、
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
丹

下
の
会
場
計
画
の
プ
ラ
ン
に
、
途
中
か
ら
岡
本
の
い
う
「
べ
ら
ぼ
う

な
も
の
」
を
ぶ
つ
け
た
結
果
で
あ
り
、
批
判
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

三．

デ
ザ
イ
ン
界
の
言
説
│
デ
ザ
イ
ン
雑
誌
か
ら

一
九
七
一
年
三
月
の
『
工
芸
ニ
ュ
ー
ス
』
第
三
八
号
の
特
集

「E
X
PO

’70

の
デ
ザ
イ
ン
（
蠹
）
そ
の
評
価
」
に
は
、
大
変
興
味
深

い
記
事
と
し
て
「
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
こ
う
見
る
│
万
国
博
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
か
ら
」
が
あ
る
。「
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
」「
イ
ン
テ
リ
ア
」「
ク

ラ
フ
ト
」「
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
」
の
各
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
「
建
築
家
」
合
計

千
人
を
対
象
に
、
編
集
部
が
一
九
七
○
年
八
月
に
調
査
し
た
も
の
で

あ
り
（
有
効
回
答
一
四
六
通
が
集
計
対
象
）、
こ
こ
か
ら
署
名
記
事
が
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語
る
以
上
の
客
観
性
を
持
っ
た
評
価
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
質
問

「
太
陽
の
塔
は
こ
の
テ
ー
マ
に
よ
る
万
国
博
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
か
」
に
対
し
て
、
テ
ー
マ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
し
た
回

答
は
三
○
％
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し
た
も
の
は
七
○
％
で
あ
っ
た
。

「
そ
の
印
象
を
一
言
で
い
う
と
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
は
、
よ

い
印
象
を
受
け
た
も
の
が
二
一
票
、
よ
く
な
い
印
象
の
も
の
が
七
四

票
で
、「
ま
さ
に
百
人
百
様
の
印
象
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
分
類
す
る

の
が
た
い
へ
ん
む
ず
か
し
か
っ
た
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
」
と
い

う
編
集
部
の
注
釈
ま
で
が
付
さ
れ
、
意
見
の
多
様
さ
を
う
か
が
わ
せ

る
。
詳
細
を
見
る
と
、
好
ま
し
い
と
し
た
回
答
に
は
「
巨
大
さ
の
魅

力
」「
生
命
の
充
実
を
感
じ
る
」
な
ど
が
、
善
し
悪
し
を
別
と
す
る
と

い
う
も
の
に
は
「
大
き
か
っ
た
」「
個
性
的
」
な
ど
、
や
や
不
満
と
す

る
も
の
に
は
「
も
う
少
し
シ
ン
プ
ル
で
あ
り
た
か
っ
た
」「
外
観
は
よ

い
が
内
部
と
の
調
和
が
よ
く
な
い
」
な
ど
、
よ
く
な
い
と
し
た
中
に

は
「
お
そ
ま
つ
」「
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
」
な
ど
が
、
そ
し
て
極
め
て

よ
く
な
い
と
す
る
の
に
は
「
グ
ロ
テ
ス
ク
な
バ
ケ
モ
ノ
」「
独
善
的
で

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
」
な
ど
の
回
答
が
あ
る
。
集
計
の
最
後
は
、
デ
ザ

イ
ン
関
係
者
の
万
国
博
全
体
へ
の
評
価
は
厳
し
く
「
や
っ
と
及
第
と

い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
」
と
手
厳
し
く
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
他
に
デ
ザ
イ
ン
雑
誌
で
は
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
『
デ

ザ
イ
ン
批
評
』
が
あ
る
。
編
集
委
員
に
万
国
博
に
関
わ
っ
て
い
た

川
添
登
、
泉
真
也
、
粟
津
潔
ら
、
ま
た
反
博
論
者
の
針
生
一
郎
も
参

加
し
、
一
九
六
八
年
七
月
の
第
六
号
で
は
特
集
「
万
博
と
安
保
・

E
X
PO
SE

・1968

全
記
録
収
録
」
が
組
ま
れ
、
岡
本
と
針
生
の
対
談

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
45
）
。
針
生
は
、
岡
本
が
テ
ー
マ
館
を
「
祭
り
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
、
万
国
博
の
テ
ー
マ
で
は
な
く
、
要
す
る
に

「
自
分
自
身
の
テ
ー
マ
」
で
担
当
し
た
い
と
い
う
意
見
を
こ
の
対
談
で

は
じ
め
て
聞
い
た
と
い
う
。
針
生
は
そ
れ
を
芸
術
家
が
「
自
分
の
や

り
た
い
こ
と
を
万
国
博
と
い
う
場
で
や
る
」
こ
と
の
問
題
と
し
て
捉

え
て
い
る
が
、
岡
本
の
「
祭
り
」
に
つ
い
て
は
「
面
白
い
」
と
述
べ

て
お
り
、「
体
制
に
の
っ
か
る
場
合
と
、
の
っ
か
れ
な
い
場
合
と
の
、

主
体
的
な
弁
別
に
つ
い
て
、
か
な
り
真
剣
に
考
え
て
い
る
ら
し
い
こ

と
も
興
味
深
か
っ
た
」
と
も
書
い
て
い
る
。
岡
本
の
態
度
、
つ
ま
り

自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
や
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
何
ら
か
の
シ
ョ

ッ
ク
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
れ
で
い
い
と
い
う
立
場
に
つ
い

て
、
万
国
博
と
い
う
場
で
は
ど
の
程
度
効
力
を
持
つ
か
分
か
ら
な
い

と
し
な
が
ら
も
「
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
成
り
立
つ
よ
う
に
思
う
」

と
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
（
46
）
。

『
デ
ザ
イ
ン
』
一
九
七
○
年
九
月
号
で
は
「
特
集
│
万
博
に
み
る

デ
ザ
イ
ン
〈
空
間
・
映
像
・
ロ
ボ
ッ
ト
〉」
が
、「
万
博
と
反
万
博
の

117



思
想
は
紙
一
重
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の
危
険
で
厄
介
な
接
続
と

断
絶
は
、
た
し
か
に
、
デ
ザ
イ
ン
の
根
本
に
横
た
わ
る
問
題
を
検
討

し
て
行
く
こ
れ
か
ら
の
作
業
の
緒
口
に
は
な
り
う
る
だ
ろ
う
」
と
い

う
意
図
で
組
ま
れ
て
い
る
（
47
）
。
こ
の
特
集
中
、
内
田
栄
一
は
、
岡
本

が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
《
太
陽
の
塔
》
を
「
デ
ザ
イ
ン
」
し
た
か
は

分
か
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
「
少
な
く
と
も
バ
ン
パ
ク
会
場
の
全
体

の
中
で
は
、
も
っ
と
も
直
接
的
に
、
権
力
の
意
思
を
先
取
り
し
て
伝

え
る
犯
罪
的
で
暴
力
的
な
〈
建
造
物
〉
と
な
っ
て
い
た
」
と
述
べ
て

い
る
。
内
田
は
《
太
陽
の
塔
》
を
見
て
、「
今
後
、
ど
の
よ
う
な
〈
反

体
制
的
〉
な
雰
囲
気
を
た
だ
よ
わ
せ
る
『
デ
ザ
イ
ン
』
が
出
て
き
て

も
、
そ
れ
さ
え
も
直
ち
に
〈
管
理
下
〉
に
お
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
こ

と
を
約
束
し
て
く
れ
る
」
と
感
じ
た
と
い
う
（
48
）
。
ど
の
よ
う
な
「
デ

ザ
イ
ン
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
結
局
権
力
や
国
家
に
関
わ
ら
ざ
る
を
得

な
い
こ
と
を
《
太
陽
の
塔
》
に
宣
言
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
イ
ン
テ
リ
ア
』
一
九
七
○
年
四
月
号
の
特
集
「
イ
ン
テ
リ
ア
・

デ
ザ
イ
ン
の
た
め
の
新
し
い
空
間
の
実
験
」
で
は
、
中
原
佑
介
、
山

口
勝
弘
、
伊
藤
隆
康
、
竹
山
実
が
そ
れ
ぞ
れ
万
国
博
に
つ
い
て
も
言

及
し
て
お
り
、
五
月
号
の
特
集
「
新
し
い
空
間
の
実
験

E
X
PO

’70

」

で
は
、
竹
山
が
万
国
博
の
空
間
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

四
月
号
の
小
論
「
ス
ケ
ー
ル
・
ア
ウ
ト
の
方
法
」
で
中
原
は
「
巨
大

さ
」
を
検
討
し
て
い
る
の
だ
が
、
現
代
に
お
い
て
実
現
化
さ
れ
て
し

ま
っ
た
巨
大
な
も
の
に
は
「
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
」
が
ま
つ
わ
り
つ
い

て
い
る
の
に
対
し
、
想
像
さ
れ
た
巨
大
な
も
の
に
は
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」

が
宿
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
「
個
人
の
意
識
を
は
る
か
に

超
え
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
現
代
の
巨
大
な
も
の
か

ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
は
「
統
計
的
な
非
個
性
」
で
あ
る
と
指
摘
す

る
（
49
）
。
こ
こ
で
の
「
巨
大
な
も
の
」
と
は
具
体
的
な
何
か
を
指
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が（
現
代
の
巨
大
な
ビ
ル
は
例
示
さ
れ
て
い
る
）、

万
国
博
会
場
に
お
け
る
、
水
平
へ
の
広
が
り
を
持
っ
た
ア
メ
リ
カ
館
、

垂
直
へ
の
高
さ
を
持
っ
た
ソ
連
館
、
そ
し
て
丹
下
健
三
の
大
屋
根
や
、

岡
本
の
巨
大
な
《
太
陽
の
塔
》
を
指
し
て
い
る
と
見
る
と
興
味
深
い
。

こ
れ
ら
の
デ
ザ
イ
ン
雑
誌
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
や
は
り
『
デ
ザ

イ
ン
批
評
』
で
あ
ろ
う
。「
万
博
と
安
保
」
と
い
う
構
図
を
正
面
か
ら

捉
え
て
い
る
雑
誌
は
こ
の
他
に
は
あ
ま
り
例
を
見
な
い
。
先
に
挙
げ

た
第
六
号
の
特
集
「
万
博
と
安
保E

X
PO
SE

・1968

全
記
録
収
録
」

の
他
に
、
第
五
号
「
権
力
と
デ
ザ
イ
ン
」、
第
七
号
「
ス
チ
ュ
ー
デ
ン

ト
パ
ワ
ー
と
文
化
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、「
体
制
」（
政
治
権
力
）
と

デ
ザ
イ
ン
の
関
係
が
テ
ー
マ
と
し
て
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

『
デ
ザ
イ
ン
批
評
』
に
限
ら
ず
、
当
時
の
雑
誌
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
に
関

す
る
論
調
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
時
期
の
デ
ザ
イ
ン
の
問
題
と
し
て
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こ
の
テ
ー
マ
は
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
特
に
万
国
博
を
契
機
と
し
て
浮

上
し
て
き
た
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

四．

美
術
界
の
言
説
│
美
術
雑
誌
か
ら

日
本
の
美
術
界
に
お
い
て
《
太
陽
の
塔
》
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ

れ
た
の
か
。
美
術
雑
誌
と
し
て
は
比
較
的
多
数
の
万
国
博
へ
の
言
及

が
あ
る
、
万
国
博
会
期
と
前
後
の
『
美
術
手
帖
』『
季
刊
芸
術
』『
芸

術
新
潮
』
を
見
る
と
、
万
国
博
へ
の
思
想
論
・
芸
術
論
と
し
て
、
よ

り
抽
象
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
行
わ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
前
述
し

た
建
築
・
デ
ザ
イ
ン
雑
誌
に
比
べ
る
と
、《
太
陽
の
塔
》
あ
る
い
は
万

国
博
で
の
、
美
術
家
で
あ
る
岡
本
の
役
割
に
対
し
て
、
具
体
的
な
言

及
が
非
常
に
少
な
い
の
で
あ
る
。

美
術
雑
誌
に
お
い
て
、
万
国
博
を
大
き
く
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、

『
美
術
手
帖
』
一
九
七
○
年
七
月
号
増
刊
の
「
特
集
・E

X
PO

’70

人

間
と
文
明
」
と
、『
季
刊
芸
術
』
第
一
三
号
（
一
九
七
○
年
四
月
）
の

「
特
集
・
万
博
と
は
何
か
？
」
の
二
つ
で
あ
る
。

ま
ず
『
美
術
手
帖
』
で
あ
る
が
、
こ
の
特
集
は
万
国
博
を
軸
と
し

て
「
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
文
明
の
様
相
を
、
多
く
の
視
点
か

ら
把
え
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
企
画
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
基

本
的
に
は
万
国
博
を
批
判
的
に
見
て
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

辻
村
明
「
現
代
の
祭
り
と
お
化
け
屋
敷
」
で
は
、
万
国
博
で
は
光
や

電
気
の
応
用
で
あ
る
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た

す
た
め
に
周
囲
は
暗
く
さ
れ
お
り
、《
太
陽
の
塔
》
や
そ
の
他
の
万
国

博
の
多
く
の
パ
ビ
リ
オ
ン
の
内
部
は
「
現
代
の
お
化
け
屋
敷
」
で
あ

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
あ
ま
り
に
も
機
械
が
介
入
し
過
ぎ
て
、
観

客
は
祭
り
に
参
加
で
き
ず
単
な
る
傍
観
者
に
な
り
、
祭
り
の
本
質
が

欠
如
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

だ
が
一
方
に
は
、
岡
本
の
テ
ー
マ
館
へ
の
擁
護
を
暗
示
す
る
よ
う

な
発
言
も
あ
る
。
泉
靖
一
（
テ
ー
マ
館
地
下
展
示
に
置
か
れ
た
民
族

学
資
料
の
収
集
を
担
当
）
の
「
祭
り
」
で
は
、「
国
際
的
な
神
な
き
祭

り
と
し
て
の
万
博
の
計
画
」
は
「
祭
り
の
理
論
的
検
討
か
ら
は
じ
め

る
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
岡
本
の
思
想
に
通
ず
る

原
始
社
会
に
お
け
る
祭
り
の
機
能
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
万
国
博
と
い
う
祭
り
が
、「
祭
り
」
で

あ
っ
た
の
か
「
お
祭
り
騒
ぎ
」
で
あ
っ
た
の
か
が
一
つ
の
大
き
な
論

点
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
岡
本
の
《
太
陽
の
塔
》
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ほ
ど
巨
大
な
存
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
言
及
が
少
な
い
の

は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
他
の
パ
ビ
リ
オ
ン
に
関
す
る
具
体
的
な
言
説
も

そ
れ
ほ
ど
多
く
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
せ
ん
い
館
・
三
菱
未

来
館
・
ア
メ
リ
カ
館
に
つ
い
て
、
横
尾
忠
則
や
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
、
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黒
川
紀
章
ら
の
作
品
に
つ
い
て
の
評
価
は
あ
る
程
度
存
在
す
る
。
そ

し
て
、
新
聞
に
お
け
る
テ
ー
マ
館
、
そ
し
て
《
太
陽
の
塔
》
や
岡
本

の
言
説
の
大
き
さ
に
比
べ
れ
ば
（
図
９
）、
こ
れ
ら
美
術
雑
誌
で
の
扱

い
は
異
様
な
印
象
で
す
ら
あ
る
。

次
に
『
季
刊
芸
術
』
を
見
て
い
こ
う
。
こ
ち
ら
も
『
美
術
手
帖
』

と
同
様
に
万
国
博
に
対
し
て
全
般
的
に
批
判
的
な
論
調
で
あ
る
が
、

よ
り
直
接
的
で
あ
る
。
江
藤
淳
は
《
太
陽
の
塔
》
に
対
し
て
「
あ
る

こ
わ
ば
り
と
抽
象
性
、
あ
る
い
は
お
お
い
が
た
い
共
同
体
感
覚
の
欠

如
」
を
感
じ
、
そ
し
て
そ
れ
は
企
業
館
の
姿
勢
に
よ
く
似
て
い
る
、

つ
ま
り
「
祭
り
の
シ
ン
ボ
ル
」
で
あ
る
べ
き
は
ず
が
、
芸
術
家
の
自

己
顕
示
欲
か
ら
の
み
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
（
50
）
。
ま
た
、
テ
ー
マ

館
の
一
部
を
担
当
し
た
粟
津
潔
と
、
反
博
論
を
展
開
し
た
針
生
一
郎

の
対
談
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
針
生
の
興
味
深
い
発
言
が
あ

る
（
51
）
。
針
生
は
岡
本
の
「
政
府
・
財
界
の
大
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は

き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
と
は
ね
つ
け
て
、
裸
の
人
間
が
あ
つ
ま
っ
て
国
境

を
越
え
た
祭
り
を
や
る
場
を
つ
く
り
た
い
」、
そ
し
て
「
ア
ジ
ア
、
ア

フ
リ
カ
の
低
開
発
国
の
人
び
と
が
ふ
だ
ん
着
の
ま
ま
で
た
の
し
め
る

よ
う
な
、
べ
ら
ぼ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
散
す
る
場
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
考
え
は
あ
る
程
度
貫
か
れ
た
と
考
え
る
が
、
既
存

の
「
体
制
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
書
い

て
い
る
。
岡
本
の
よ
う
な
文
化
人
類
学
的
発
想
が
、「
今
日
の
支
配
構

造
の
ひ
と
つ
の
支
柱
に
な
っ
て
い
る
」
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

安
保
反
対
や
学
生
運
動
、
反
戦
運
動
な
ど
「
体
制
」
に
対
す
る
批

判
が
高
ま
っ
て
い
た
当
時
の
社
会
に
お
い
て
は
、「
体
制
」
か
ら
与
え

ら
れ
た
「
日
本
人
像
」
に
抵
抗
し
、
自
ら
新
し
い
「
日
本
人
像
」
を

生
み
出
す
一
手
段
と
し
て
文
化
人
類
学
に
注
目
が
集
ま
っ
た
の
は
当

然
の
成
り
行
き
で
あ
り
、
そ
の
構
造
を
「
体
制
」
側
が
逆
に
利
用
し
、

岡
本
の
文
化
人
類
学
的
発
想
を
万
国
博
の
会
場
の
中
に
取
り
込
ん
だ

一
面
が
、
確
か
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
多
数
の
パ
ビ
リ
オ
ン
が
構

造
に
「
洞
窟
」
を
採
用
し
、
そ
こ
に
呪
術
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
が
氾
濫
し

て
い
る
状
況
へ
の
指
摘
も
当
時
に
あ
っ
た
（
52
）
。

他
の
美
術
雑
誌
に
目
を
移
す
。『
芸
術
新
潮
』
は
、
一
九
七
○
年

一
月
号
に
鈴
木
恂
「
最
後
の
巨
大
な
祭
典
│
エ
キ
ス
ポ
’70
」
を
掲
載

し
て
万
国
博
の
建
築
を
総
覧
し
て
お
り
、
三
月
号
で
は
栗
田
勇
「
万

博
で
遊
ぶ
前
衛
芸
術
」
で
万
国
博
の
前
衛
芸
術
の
紹
介
、
後
は
六
月

号
で
コ
ラ
ム
的
な
扱
い
で
万
国
博
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
具
体
的

に
《
太
陽
の
塔
》
に
触
れ
た
も
の
は
、
テ
ー
マ
館
外
観
の
写
真
一
枚

と
四
月
号
に
ジ
ョ
セ
フ
・
ラ
ヴ
の
記
し
た
一
文
だ
け
で
あ
る
。
ラ
ヴ

は
「E

X
PO

用
の
建
築
と
い
う
幾
何
学
的
抽
象
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
、

紛
い
物
の
仏
塔
を
建
て
る
の
も
馬
鹿
げ
て
い
る
」
と
《
太
陽
の
塔
》
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を
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
《
太
陽
の
塔
》
が
「
あ
ら
ゆ
る
人
に
と
っ

て
の
、
人
間
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い

る
（
53
）
。
こ
れ
は
先
に
挙
げ
た
江
藤
淳
の
批
判
と
同
意
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
岡
本
は
こ
の
『
芸
術
新
潮
』
に
、
一
月
号
か
ら
連
載

「
わ
が
世
界
美
術
史
」
を
開
始
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
回
の
冒
頭
に
取

り
上
げ
た
の
は
通
常
「
美
術
」
と
し
て
は
扱
わ
れ
な
い
、「
イ
ヌ
シ
ュ

ク
」（
図
10
）
と
呼
ば
れ
る
北
極
圏
カ
ナ
ダ
に
見
ら
れ
る
石
の
積
み
上

げ
に
よ
る
造
形
で
あ
る
。
そ
し
て
「
美
術
論
と
か
美
術
史
と
称
し
て

体
系
づ
け
る
空
し
さ
」「『
美
術
品
』
や
『
芸
術
』
の
、
あ
の
よ
そ
よ

そ
し
さ
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
美
術
に
対
し
て
挑
み
か
か
る
姿
勢
を

表
明
し
て
い
る
の
は
暗
示
的
で
あ
り
、
万
国
博
で
の
岡
本
の
姿
勢
に

直
結
す
る
も
の
で
あ
る
（
54
）
。

以
上
の
美
術
雑
誌
に
お
け
る
《
太
陽
の
塔
》
へ
の
批
判
の
根
拠
を

ま
と
め
る
と
、
第
一
に
「
お
祭
り
騒
ぎ
」
の
万
国
博
を
作
り
出
し
た

と
い
う
こ
と
、
第
二
に
芸
術
家
と
し
て
の
岡
本
の
自
己
顕
示
と
し
て

の
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
第
三
に
岡
本
の
文
化
人
類
学
的
発
想

が
「
体
制
」
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
三
点
が
《
太
陽

の
塔
》
批
判
の
中
心
で
あ
る
。

第
三
章

万
国
博
を
め
ぐ
る
言
説
と
《
太
陽
の
塔
》

前
章
で
は
《
太
陽
の
塔
》
を
め
ぐ
る
言
説
の
実
際
を
見
た
。
そ
れ

ら
を
も
う
一
度
整
理
し
つ
つ
、
万
国
博
を
め
ぐ
る
言
説
が
は
ら
む
性

格
と
、
そ
こ
に
時
に
取
り
込
ま
れ
、
ま
た
時
に
逸
脱
し
得
た
《
太
陽

の
塔
》
の
特
質
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
考
察
を
加
え
た
い
。

建
築
・
デ
ザ
イ
ン
・
美
術
の
い
ず
れ
に
も
見
ら
れ
る
批
判
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、《
太
陽
の
塔
》
が
ま
さ
に
岡
本
そ
の
も
の
の
作
品
で
あ

る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
例
え
ば
山
崎
正
和
は
『
諸
君
』
誌
上
の
小

松
左
京
と
の
対
談
で
、「
太
郎
の
塔
は
岡
本
太
郎
個
人
の
塔
だ
よ
」
と

指
摘
し
て
い
る
が
、
山
崎
は
「
形
」
に
は
「
個
人
で
デ
ザ
イ
ン
で
き

る
も
の
」
と
「
で
き
な
い
も
の
」
が
あ
る
と
考
え
、
万
国
博
の
中
心

に
も
っ
て
来
る
べ
き
も
の
は
、「
個
人
で
デ
ザ
イ
ン
で
き
る
も
の
」
で

あ
る
《
太
陽
の
塔
》
で
は
な
く
て
、
国
粋
主
義
の
立
場
で
は
な
く
デ

ザ
イ
ン
的
に
考
え
て
「
個
人
で
は
で
き
な
い
も
の
」
で
あ
る
、
例
え

ば
「
日
の
丸
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
55
）
。
そ
れ
は
、
万
国
博
の
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
望
ま
れ
た
も
の
が
、
万
国
博
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー

ク
の
「
桜
の
花
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
日
本
的
な
も

の
」
の
伝
統
を
、
観
客
と
の
共
通
観
念
と
し
て
持
っ
た
デ
ザ
イ
ン
で

あ
っ
て
、
岡
本
が
表
現
し
た
の
は
、「
デ
ザ
イ
ン
」
で
は
な
く
、
し
か
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も
「
縄
文
」
の
伝
統
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
ろ
う
。
岡

本
が
日
本
の
伝
統
と
し
て
打
ち
出
し
た
の
は
、「
西
欧
美
学
に
は
な

い
、
ま
た
日
本
の
伝
統
に
も
な
い
も
の
」
で
あ
り
、「
ア
ン
チ
日
本
」

で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
当
然
の
帰
結
で
あ
る
（
56
）
。
こ
の
意
味
で
《
太
陽

の
塔
》
は
、
ま
さ
に
「
岡
本
太
郎
個
人
の
塔
」
で
あ
る
。
加
え
て
、

本
来
現
状
の
社
会
の
閉
塞
感
を
打
破
す
る
た
め
に
無
条
件
の
消
費
を

企
図
し
た
岡
本
の
「
祭
り
」
を
象
徴
す
る
《
太
陽
の
塔
》
が
、
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、
単
な
る
騒
が
し
い
「
お
祭
り
」
の
シ
ン
ボ
ル

と
化
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
別
稿
で
考
察
し
た
が
（
57
）
、
こ
の
状
況

は
、
新
聞
誌
上
で
見
た
よ
う
な
、《
太
陽
の
塔
》
は
現
代
の
「
現
実
」

を
扱
っ
て
い
な
い
、
楽
天
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
や
、
建
築

誌
上
や
美
術
誌
上
で
見
た
「
体
制
」
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
、
自
己
顕
示
作
品
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
助
長
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。

ま
た
、《
太
陽
の
塔
》
を
巡
る
言
説
の
根
底
に
は
、
刀
根
康
尚
が

指
摘
す
る
「
一
体
、〈
バ
ン
パ
ク
〉
に
参
加
し
た
一
人
の
芸
術
家
も
、

万
博
総
体
を
か
ら
め
取
り
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
万
博
を
乗

り
超
え
て
し
ま
っ
た
と
い
い
切
る
も
の
が
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う

問
題
が
あ
っ
た
（
58
）
。
評
論
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
知
識
人
の
総
動
員

の
中
、
誰
も
が
万
国
博
に
対
し
て
客
観
的
、
批
判
的
距
離
を
持
ち
得

な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
結
果
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
と
し
て
、
特

に
建
築
雑
誌
と
デ
ザ
イ
ン
雑
誌
を
見
た
場
合
に
は
、
次
の
二
つ
の
こ

と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
つ
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
疑
問
に
つ
い
て
で
あ
る
。

山
崎
正
和
は
先
に
挙
げ
た
小
松
と
の
対
談
の
中
で
、「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

に
集
っ
た
人
間
の
情
緒
と
い
う
も
の
は
か
な
り
集
団
ヒ
ス
テ
リ
ア
に

近
か
っ
た
し
、
い
わ
ん
や
万
博
で
は
巨
大
な
記
念
碑
を
お
建
て
に
な

る
、
そ
れ
は
危
険
だ
」
と
述
べ
る
。「
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
お
そ
れ
て
い

る
」
と
い
う
の
で
あ
り
、《
太
陽
の
塔
》
を
、
岡
本
が
「
日
本
に
な
に

か
自
負
で
き
る
も
の
は
な
い
か
と
探
し
ま
わ
っ
た
あ
げ
く
の
、
苛
立

ち
の
結
果
」
で
あ
る
と
捉
え
、
そ
の
動
機
に
は
同
情
し
、
そ
れ
を
芸

術
と
い
う
「
虚
の
世
界
」
に
作
る
の
な
ら
無
害
で
あ
る
が
、
現
実
の

世
界
に
持
ち
込
む
と
危
険
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
小
松
は
、「
近
代
の
破
産
が
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
に
つ
な
が
ら
な
い
と
こ

ろ
が
第
二
次
大
戦
後
の
あ
た
ら
し
い
条
件
だ
と
ぼ
く
は
思
う
が
な
」

と
反
論
し
て
い
る
（
59
）
。

も
う
一
つ
は
前
者
と
も
関
連
す
る
が
、
例
え
ば
磯
崎
新
が
「
大
阪

万
博
は
、
一
九
六
八
年
の
全
世
界
的
な
コ
ン
テ
ス
タ
シ
オ
ン
の
運
動

と
時
期
が
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
既
成
権
力
の
す
べ
て
を
根
源
的
に

否
定
す
る
運
動
は
、
当
然
な
が
ら
準
備
の
す
す
め
ら
れ
て
い
た
万
博
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そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
60
）
、
社

会
情
勢
と
し
て
、
反
「
体
制
」
運
動
に
よ
っ
て
、
万
国
博
参
加
者
の

反
論
を
全
く
許
さ
ず
に
、
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
と
い
う
前

提
だ
け
で
万
国
博
が
否
定
さ
れ
て
行
っ
た
と
い
う
動
き
が
あ
る
。
無

論
こ
の
二
つ
は
岡
本
へ
の
批
判
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

建
築
・
デ
ザ
イ
ン
・
美
術
の
三
者
の
雑
誌
に
お
け
る
記
述
を
比
較

し
た
場
合
、
批
判
の
多
い
《
太
陽
の
塔
》
に
つ
い
て
、
美
術
雑
誌
は
、

他
の
二
者
に
比
し
て
批
判
の
論
調
が
弱
く
、
な
か
ば
無
視
し
て
い
る
。

そ
れ
は
針
生
一
郎
が
「
芸
術
家
よ
り
も
、
よ
り
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
課
題

を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
」
と
表
現
す
る
よ
う
な
現
状
を

反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
61
）
。
確
か
に
建
築
雑
誌
や
デ
ザ
イ

ン
雑
誌
で
は
「
体
制
」
と
《
太
陽
の
塔
》
の
関
係
が
盛
ん
に
指
摘
さ

れ
て
い
た
が
、
美
術
雑
誌
で
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
以
上
に
、
冒
頭
に
述
べ
、
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

ま
た
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
考
察
を
深
め
る
必
要
が

あ
る
が
、
岡
本
自
身
の
美
術
界
に
お
け
る
立
場
は
《
太
陽
の
塔
》
の

評
価
と
明
確
に
切
り
分
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
前
述
し
た
「
イ

ヌ
シ
ュ
ク
」
に
注
目
す
る
視
点
を
持
っ
た
、
定
型
化
さ
れ
た
美
術
作

品
や
芸
術
、
美
術
論
や
美
術
史
の
枠
内
に
安
住
す
る
こ
と
を
好
ま
な

い
岡
本
へ
の
反
感
と
、
政
治
的
か
つ
時
代
的
な
背
景
を
背
負
っ
た
万

国
博
の
シ
ン
ボ
ル
《
太
陽
の
塔
》
へ
の
批
判
は
互
い
に
互
い
を
強
化

す
る
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
岡
本
が
《
太
陽
の
塔
》
に
表
現
し

た
意
図
は
単
純
な
、
表
層
的
な
も
の
で
は
な
く
、
実
際
に
そ
の
こ
と

が
一
般
社
会
に
対
し
て
効
力
を
持
ち
、
万
国
博
閉
幕
後
の
《
太
陽
の

塔
》
の
保
存
へ
と
実
を
結
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
塔

が
単
独
で
万
国
博
跡
地
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
既
に
四
○

年
近
い
今
日
、《
太
陽
の
塔
》
は
当
時
と
は
ま
た
別
の
重
要
な
意
義
を

獲
得
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
62
）
。

お
わ
り
に

戦
後
岡
本
が
一
貫
し
て
意
図
し
た
も
の
と
は
、
池
田
龍
雄
が
指
摘

す
る
よ
う
に
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
」
と
「
大
衆
」
を
結
び
つ

け
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
63
）
。
そ
れ
は
《
太
陽
の
塔
》
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
岡
本
の
社
会
に
開
か
れ
た
数
々
の
活
動
の
中
に
見
る
こ
と
が
出

来
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
初
に
確
認
し
た
よ
う
に
そ
の
よ
う
な
大

衆
性
は
美
術
界
に
お
い
て
は
避
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
横
尾

忠
則
が
岡
本
に
つ
い
て
「
現
実
か
ら
は
み
出
し
た
人
間
は
み
ん
な
神

秘
に
な
っ
て
し
ま
う
。
人
間
が
あ
ま
り
に
も
純
粋
で
自
己
に
忠
実
な

無
垢
な
魂
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
、
悲
劇
の
主
人
公
に
な
っ
て
し
ま
う
」
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と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
64
）
、
岡
本
の
存
在
自
体
も
、
あ
る
い
は
作
品

も
完
全
に
は
美
術
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
ま
た
そ
の
実
像

は
実
感
を
持
っ
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
き
た
。
本
稿
で

考
察
し
た
《
太
陽
の
塔
》
の
評
価
の
一
般
社
会
と
専
門
分
野
で
の
乖

離
と
多
様
性
、
作
品
評
と
人
物
評
の
混
在
、《
太
陽
の
塔
》
は
現
存
し

て
い
る
事
実
な
ど
も
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
岡
本
の
美
術
界
お

よ
び
社
会
に
お
け
る
極
め
て
特
異
な
位
置
の
あ
り
様
は
、
現
在
ま
で

影
響
し
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
理
論
の
み
で
は
跡
付
け
難
い
、

岡
本
の
あ
ま
り
に
も
鋭
敏
な
感
性
へ
の
警
戒
心
と
い
え
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
近
年
の
岡
本
に
関
す
る
研
究
は
、
よ
う
や
く
そ
の
問
題
へ

も
踏
み
込
ん
で
検
討
し
つ
つ
あ
る
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

《
太
陽
の
塔
》
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
日
本
万
国
博
覧
会
と
美
術
の

関
係
に
関
し
て
さ
ら
に
広
範
な
調
査
と
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
岡
本
の
生
涯
に
わ
た
る
作
品
全
体
の
、
美
術
作
品
と
し
て
の
具

体
的
な
造
形
性
の
本
質
、
連
続
性
な
ど
を
考
察
し
た
上
で
の
《
太
陽

の
塔
》
の
位
置
づ
け
な
ど
、
今
後
も
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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註１

大
杉
浩
司
「《
太
陽
の
塔
》
誕
生
」『
岡
本
太
郎
・E

X
P
O

’70

太
陽
の
塔
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
展
図
録

川
崎
市
岡
本
太
郎

美
術
館

二
○
○
○
年

六
七_

六
九
頁
。

２

同
前
。

３

塚
原
史
「
岡
本
太
郎
と
バ
タ
イ
ユ
│
太
陽
の
塔
解
読
の
試
み
」

『
國
文
学
』
二
○
○
七
年
二
月
号

一
五_

三
一
頁
。

４

三
木
学
「『
太
陽
の
塔
』
の
図
像
学

試
論
」『
10
＋
１
』
第
三

六
号

二
○
○
四
年
九
月

一
四
五_

一
五
四
頁
。

５

椹
木
野
衣
『
黒
い
太
陽
と
赤
い
カ
ニ

岡
本
太
郎
の
日
本
』
中

央
公
論
新
社

二
○
○
三
年
、
椹
木
野
衣
『
戦
争
と
万
博
』
美

術
出
版
社

二
○
○
五
年
。

６

拙
稿
「
岡
本
太
郎
《
太
陽
の
塔
》
の
研
究
」『
藝
叢
』
第
一
八
号

二
○
○
一
年

四
五_

八
四
頁
。
ま
た
岡
本
が
万
国
博
に
お
い

て
企
図
し
た
「
祭
り
」
と
の
関
連
で
《
太
陽
の
塔
》
を
考
察
し

た
論
考
に
、
篠
原
敏
昭
「
ベ
ラ
ボ
ー
な
夢
│
岡
本
太
郎
に
お
け

る
祭
り
と
万
博
」『
駒
澤
大
學
外
国
語
部
論
集
』
第
六
四
号



二
○
○
六
年
三
月

一
七
一_

一
九
五
頁
、
が
あ
る
。

７

横
尾
忠
則
「
美
術
家
に
と
っ
て
一
番
重
要
な
の
は
自
分
は
何
者

で
あ
っ
た
か
だ

日
本
で
そ
れ
を
体
現
し
た
芸
術
家
は
岡
本
太

郎
だ
け
だ
っ
た
」『「
新
」
太
郎
神
話

岡
本
太
郎
と
い
う
宇
宙

で
の
遊
泳
』
二
玄
社

二
○
○
○
年

一
五
八_

一
六
○
頁
。

８

岡
本
太
郎
『
岡
本
太
郎
の
本
１
』
み
す
ず
書
房

一
九
九
八
年

二
四
六_

二
四
七
頁
。

９

保
存
を
め
ぐ
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
岡
本
太
郎
《
太
陽

の
塔
》
の
保
存
を
め
ぐ
っ
て
」『
眞
保
亨
先
生
古
希
記
念
論
文

集

芸
術
学
の
視
座
』
勉
誠
出
版

二
○
○
二
年

四
八
一_

四
九
三
頁
、
で
検
討
し
た
。

10

串
間
努
『
ま
ぼ
ろ
し
万
国
博
覧
会
』
小
学
館
一
九
九
八
年
一

八
八_

一
八
九
頁
。

11

田
辺
瑞
枝
「
子
ど
も
に
は
か
っ
こ
い
い
『
太
陽
の
塔
』」『
朝
日

新
聞
』
一
九
七
○
年
四
月
二
日
朝
刊
五
面
。

12

武
久
弘
「〔
わ
た
し
の
エ
キ
ス
ポ
見
学
記
〕
太
陽
の
塔
と
ぼ
く
」

『
産
経
新
聞
』（
大
津
版
）
一
九
七
○
年
四
月
二
五
日
朝
刊
。

13
「
万
国
博
に
注
文
す
る
桑
原
氏
を
囲
み
テ
ー
マ
談
義
」『
朝
日
新

聞
』
一
九
六
九
年
九
月
一
五
日
朝
刊
二
三
面
。

14

吉
田
光
邦
「
《
明
日
へ
の
話
題
》
万
国
博
寸
見
」『
日
本
経
済
新

聞
』
一
九
七
○
年
三
月
二
五
日
夕
刊
一
面
。

15

川
添
登
「
俗
の
俗
」『
Ｓ
Ｄ
』
第
七
○
号

一
九
七
○
年
八
月

三
四_

三
五
頁
。

16

小
松
左
京
「
日
本
の
万
国
博
覧
会
」『
年
鑑
広
告
美
術

1970

』

東
京
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ

一
九
七
○
年

六_

八
頁
。

17

小
松
左
京
・
山
崎
正
和
（
対
談
）「
万
国
博
は
何
を
残
し
た
か
」

『
諸
君
』
第
二
巻
第
一
一
号

一
九
七
○
年
一
一
月

一
○
一

_

一
○
二
頁
。

18

山
田
宗
睦
「
万
国
博
の
終
わ
り
に
〈
下
〉
神
の
な
い
祭
り

焦

点
持
た
ぬ
展
示
内
容

自
由
な
伝
達
実
現
も
失
敗
」『
朝
日
新

聞
』
一
九
七
○
年
九
月
九
日
夕
刊
七
面
。

19

刀
根
康
尚
「
何
故
赤
瀬
川
原
平
か
？
」『
Ｓ
Ｄ
』
一
九
七
○
年
八

月
号

四
五
頁
。

20

同
前

四
四_

四
五
頁
。

21

前
掲

小
松
左
京
・
山
崎
正
和
（
対
談
）「
万
国
博
は
何
を
残
し

た
か
」『
諸
君
』
第
二
巻
第
一
一
号

一
○
一
頁
。

22

前
掲

小
松
左
京
「
日
本
の
万
国
博
覧
会
」『
年
鑑
広
告
美
術

1970
』
八
頁
。

23

丹
下
健
三
・
川
添
登
（
対
談
）「
日
本
万
国
博
覧
会
の
も
た
ら
す
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も
の
」『
新
建
築
』
第
四
五
巻
第
五
号

一
九
七
○
年
五
月

一
四
七
頁
。

24

前
掲

川
添
登
「
俗
の
俗
」『
Ｓ
Ｄ
』
第
七
○
号

三
五
頁
。
ま

た
吉
見
俊
哉
に
よ
れ
ば
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
民
放
各
局
は
万
国
博
を
報

じ
る
レ
ギ
ュ
ラ
ー
番
組
を
組
み
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
万
国
博
開
会
後
一

ヶ
月
の
万
国
博
を
扱
っ
た
番
組
は
一
五
一
○
時
間
（
総
放
送
時

間
の
四．

五
％
）
に
及
ん
だ
（
吉
見
俊
哉
『
博
覧
界
の
政
治
学

ま
な
ざ
し
の
近
代
』
中
央
公
論
新
社

一
九
九
二
年

二
三
一

_

二
三
二
頁
）。

25
「
万
国
博

そ
の
仮
面
と
素
顔
10

善
意
人
間
の
化
粧

し
ら
じ

ら
し
い
明
る
さ

あ
り
の
ま
ま
の
〝
日
常
〞
脱
落
」『
朝
日
新

聞
』
一
九
七
○
年
四
月
一
七
日
夕
刊
七
面
。

26

前
掲

山
田
宗
睦
「
万
国
博
の
終
わ
り
に
〈
下
〉
神
の
な
い
祭

り

焦
点
持
た
ぬ
展
示
内
容

自
由
な
伝
達
実
現
も
失
敗
」

『
朝
日
新
聞
』。

27

貝
塚
茂
樹
「
世
界
の
広
場
」『
中
央
公
論
』
第
八
五
巻
第
五
号

一
九
七
○
年
五
月

三
二
四
頁
。

28

福
田
善
之
「
昭
和
元
禄
万
博
パ
ル
チ
ザ
ン
」『
中
央
公
論
』
第
八

五
巻
第
六
号

一
九
七
○
年
六
月

二
四
一
頁
。

29

小
川
正
隆
「
万
国
博
に
み
る
美
術
の
動
向
」『
自
由
』
一
九
七
○

年
五
月
号

四
六_

五
三
頁
。

30

同
前

四
七
頁
。

31

小
川
正
隆
「E

X
PO

’70

の
世
界
」『
年
鑑
広
告
美
術1970

』
東

京
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ

一
九
七
○
年

一
九

頁
。

32

針
生
一
郎
「
万
博
と
安
保
３

組
織
と
主
体
│
デ
ザ
イ
ナ
ー
の

役
割
」『
デ
ザ
イ
ン
批
評
』
第
六
号

一
九
六
八
年
七
月

一

六
二
頁
、
粟
津
潔
・
針
生
一
郎
（
対
談
）「
幻
像
の
な
か
で
」

『
季
刊
芸
術
』
第
一
三
号

一
九
七
○
年
四
月

三
二
頁
。

33

佐
々
木
隆
文
「
ル
ポ
タ
ー
ジ
ュ：

デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
と
し
て
の
万

国
博
を
通
り
抜
け
る
」『
新
建
築
』
第
四
五
巻
第
五
号

一
九

七
○
年
五
月

二
六
○
頁
。

34

同
前

二
五
九_

二
六
○
頁
。

35

西
山
夘
三
「
日
本
万
国
博
の
構
想
と
現
実
」『
新
建
築
』
第
四
五

巻
第
五
号

一
九
七
○
年
五
月

二
九
七
頁
。

36

邦
光
史
郎
『
幻
想
の
祭
典

日
本
万
国
博
』
講
談
社

一
九
七

○
年

九
四_

九
五
頁
。

37

長
谷
川
尭
「
宿
命
の
地
と
し
て
の
バ
ン
パ
ク
に
は
宿
命
の
よ
う

に
内
が
な
い
と
い
う
こ
と
の
や
や
く
ど
く
ど
し
い
嘆
き
な
ど
」

『
Ｓ
Ｄ
』
第
七
○
号

一
九
七
○
年
八
月

三
○
頁
。
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38

有
馬
宏
明
「
消
え
た
万
国
博
彫
刻
」『
Ｓ
Ｄ
』
第
七
○
号

一
九

七
○
年
八
月

四
六
頁
。

39

ピ
ー
タ
ー
・
ブ
レ
イ
ク
「E

X
PO

’70

拝
見
」『
Ｓ
Ｄ
』
第
七
○

号

一
九
七
○
年
八
月

五
○_

五
一
頁
。

40

市
川
雅
「
見
な
い
こ
と
は
見
る
こ
と
で
あ
る
」『
Ｓ
Ｄ
』
第
七
○

号

一
九
七
○
年
八
月

一
○
一
頁
。

41

草
森
紳
一
「
う
し
ろ
め
た
さ
と
醜
い
足
」『
Ｓ
Ｄ
』
第
七
○
号

一
九
七
○
年
八
月

九
三
頁
。

42

前
掲

川
添
登
「
俗
の
俗
」『
Ｓ
Ｄ
』
第
七
○
号

三
四
、
三
七

頁
。

43

澁
澤
龍
彦
「
万
博
を
嫌
悪
す
る
」『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
七
○

年
三
月
三
○
日
一
面
。

44

宇
佐
美
圭
司
「
参
加
の
論
理

日
常
、
作
家
が
代
表
す
る
場
合

は
万
博
を
特
殊
化
し
て
考
え
る
ほ
ど
豊
か
で
自
由
な
の
で
あ
ろ

う
か
」『
Ｓ
Ｄ
』
第
七
○
号

一
九
七
○
年
八
月

三
九
頁
。

45

岡
本
太
郎
・
針
生
一
郎
（
対
談
）「
万
博
と
安
保
１

万
博
の
思

想
」『
デ
ザ
イ
ン
批
評
』
第
六
号

一
九
六
八
年
七
月

一
三

五_

一
四
八
頁
。

46

前
掲

針
生
一
郎
「
万
博
と
安
保
３

組
織
と
主
体
│
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
役
割
」『
デ
ザ
イ
ン
批
評
』
第
六
号

一
六
二_

一
六
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五
頁
。

47
「
特
集
│
万
博
に
み
る
デ
ザ
イ
ン
〈
空
間
・
映
像
・
ロ
ボ
ッ
ト
〉」

『
デ
ザ
イ
ン
』
第
一
三
七
号

一
九
七
○
年
九
月

五
三
頁
。

48

内
田
栄
一
「
劇
的
デ
ザ
イ
ン
と
万
国
博
│
未
来
都
市
か
ら
歩
行

者
天
国
へ
の
道
」『
デ
ザ
イ
ン
』
第
一
三
七
号

一
九
七
○
年

九
月

八
六_

八
七
頁
。

49

中
原
佑
介
「
ス
ケ
ー
ル
ア
ウ
ト
の
方
法
巨
大
化
の
試
み
、
微
視

的
感
覚
」『
イ
ン
テ
リ
ア
』
第
一
三
三
号

一
九
七
○
年
四
月

二
二_

二
三
頁
。

50

江
藤
淳
「
ル
ポ
タ
ー
ジ
ュ

五
色
の
文
字
と
蝶
の
翅
│
万
博
ぶ

ら
り
ぶ
ら
り
」『
季
刊
芸
術
』
第
一
三
号

一
九
七
○
年
四
月
。

51

前
掲

粟
津
潔
・
針
生
一
郎
（
対
談
）「
幻
像
の
な
か
で
」『
季

刊
芸
術
』
第
一
三
号

三
二
頁
。

52

前
掲
「
特
集
│
万
博
に
み
る
デ
ザ
イ
ン
〈
空
間
・
映
像
・
ロ
ボ

ッ
ト
〉」『
デ
ザ
イ
ン
』
第
一
三
七
号

七
四_

七
五
頁
。

53

ジ
ョ
セ
フ
・
ラ
ヴ
「
私
の
集
め
た
現
代
日
本
美
術
」『
芸
術
新

潮
』
第
二
一
巻
第
四
号

一
九
七
○
年
四
月

一
○
九
頁
。

54

岡
本
太
郎
「
わ
が
世
界
美
術
史
１

イ
ヌ
ク
シ
ュ
ク
の
神
秘
」

『
芸
術
新
潮
』
第
二
一
巻
第
一
号

一
九
七
○
年
一
月

三
六

頁
。



図
版
典
拠

１

筆
者
撮
影

二
○
○
○
年
。

２

筆
者
撮
影

二
○
○
○
年
。

55

小
松
左
京
・
山
崎
正
和
（
対
談
）「
論
争

万
博
は
第
二
の
鹿
鳴

館
か
」『
諸
君
』
第
二
巻
第
四
号

一
九
七
○
年
四
月

六
五

_
六
六
頁
。

56

鶴
見
俊
輔
編
『
語
り
つ
ぐ
戦
後
史
Ⅲ
』
思
想
の
科
学
社

一
九

七
○
年

九_

一
○
頁
。

57

前
掲

拙
稿
「
岡
本
太
郎
《
太
陽
の
塔
》
の
研
究
」『
藝
叢
』
第

一
八
号

五
二_
五
五
頁
。

58

前
掲

刀
根
康
尚
「
何
故
赤
瀬
川
原
平
か
？
」『
Ｓ
Ｄ
』
第
七
○

号

四
五
頁
。「
体
制
」
に
取
り
こ
ま
れ
る
形
と
な
っ
た
「
万
国

博
へ
の
芸
術
家
の
参
加
」
と
対
照
的
な
も
の
と
し
て
、
赤
瀬
川
原

平
の
「
千
円
札
事
件
」
が
「
作
品
の
側
が
法
や
権
力
を
そ
の
内
側

に
含
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
構
造
」
を
示
す
と
し
て
い
る
。

59

同
前

六
三_

六
四
頁
。

60

磯
崎
新
『
い
ま
、
見
え
な
い
都
市
』
大
和
書
房

一
九
八
五
年

二
四
頁
。
こ
の
視
点
か
ら
の
磯
崎
と
万
国
博
、
あ
る
い
は
岡
本

の
関
連
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
拙
稿
「
岡
本
太
郎
《
太
陽
の

塔
》
の
研
究
」『
藝
叢
』
第
一
八
号

六
六_

七
二
頁
、
で
考

察
し
た
。

61

前
掲

針
生
一
郎
「
万
博
と
安
保
３

組
織
と
主
体
│
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
役
割
」『
デ
ザ
イ
ン
批
評
』
第
六
号

一
六
五
頁
。

62

例
え
ば
、
二
○
○
六
年
に
一
般
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票

で
選
ば
れ
た
、
文
化
庁
「
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
芸
術
１
０
０
選
」

（
一
九
五
○
年
代
か
ら
今
日
ま
で
の
作
品
が
対
象
）
の
「
ア
ー

ト
部
門
」
に
お
い
て
一
位
を
《
太
陽
の
塔
》
が
獲
得
し
た
よ
う

に
、
今
日
的
な
意
義
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

63

池
田
龍
雄
「『
太
郎
ア
メ
』
│
人
気
の
秘
密
」『
万
歳
七
唱

岡

本
太
郎
の
鬼
子
た
ち
』
展
図
録

川
崎
市
岡
本
太
郎
美
術
館

二
○
○
○
年

四
二
頁
。

64

横
尾
忠
則
「『
何
者
か
』
岡
本
太
郎
」『
岡
本
太
郎
記
念
館
・
冊

子
』
岡
本
太
郎
記
念
館

一
九
九
八
年
。

128

３

佐
伯
真
一
『E

X
PO

’70

大
阪
万
博
記
念
写
真
館
』

http://hom
epage3.nifty.com

/saeki-sin/b/banpaku.htm
l
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（
二
○
○
八
年
一
月
二
○
日
閲
覧
）
佐
伯
真
澄
撮
影

一
九
七
○
年
。

４

同
前

佐
伯
真
一
撮
影

一
九
七
○
年
。

５

同
前

佐
伯
真
一
撮
影

一
九
七
○
年
。

６
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
○
年
四
月
一
七
日
夕
刊

七
面
。

７

前
掲

『E
X
P
O

’70

大
阪
万
博
記
念
写
真
館
』
佐
伯
正
明
撮

影

一
九
七
○
年
。

８

同
前

佐
伯
真
澄
撮
影

一
九
七
○
年
。

９
『
毎
日
新
聞
』
一
九
七
○
年
三
月
八
日
朝
刊

二
一
面
。

10

『
芸
術
新
潮
』
第
二
一
巻
第
一
号

一
九
七
○
年
一
月

三
七

頁
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
平
成
十
三
年
度
筑
波
大
学
芸
術
専
門
学
群
卒
業
論

文
『
岡
本
太
郎
《
太
陽
の
塔
》
の
研
究
』
の
第
三
章
「
太
陽
の
塔
を

め
ぐ
る
言
説
」
を
縮
小
し
、
新
知
見
を
踏
ま
え
て
加
筆
・
訂
正
の
上
、

再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
す
の
は
ら

ふ
み
ひ
ろ
）
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図１ 《太陽の塔》正面
2000年撮影

図２ 《太陽の塔》背面
2000年撮影

図４ テーマ館・背面

図３ テーマ館・正面
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図５ エキスポランドから見たシンボルゾーン

図６ 『朝日新聞』1970年４月17日夕刊

図７ テーマ館・空中展示内部



132

図８ 左 ：《母の塔》
中央：《太陽の塔》
右 ：《青春の塔》

図10 イヌシュク（岡本太郎
「わが世界美術史１」『芸
術新潮』第21巻第１号、
1970年１月)

図９ 『毎日新聞』1970年３月８日朝刊
《太陽の塔》の前の岡本太郎




