
P.01：ARTIST in RESIDENCE PROGRAM 2006『西雅秋 ─彫刻風土─』
（2006.10.25-11.16）東北芸術工科大学芸術研究棟Ａ／西雅秋と学生
スタッフによる制作風景。

P.02-03：『西雅秋 ─彫刻風土─』（2006.10.25-11.27）東北芸術工科
大学 7階ギャラリーにおける展示風景。

P.04：シンポジウム『神秘の樹と明日の鳥たち ─詩・旅・思索─』
（2006.10.28）で柳田國男の民俗学について語る吉増剛造。

P.05：『西雅秋 ─彫刻風土─』開催記念舞踏公演「彫刻風土 ─時の溯
上─」／ 2006.10.28／水上能舞台 ｢伝統館 ｣における森繁哉の舞踏。

P.06-07：『佃新報』／吉増剛造／コピー用紙にカラー印刷／ B4（ ed

×200）／シンポジウム『神秘の樹と明日の鳥たち ─詩・旅・思索─』
（2006.10.28）で聴衆に配布され、朗誦されたテクスト。

P.08-09：学長就任記念『松本哲男展 ─鼓動する大地─』／2006.4.1-20／
東北芸術工科大学 7階ギャラリー／作家によるギャラリートーク風景。

P.10-11：『作座考 ─ BANDED BLUE 2・東北芸術工科大学の 7作家─』
／ 2006.6.24-7.9／出展・和太守卑良、佐々木里知、小林伸好、水上修、
金子透、降旗英史／会場構成・竹内昌義／生け込み・三橋光彩（いけ
ばな小原流）／鶴岡アートフォーラムでの展示風景。

P.12-13：卒業生支援センター企画事業『 I'm here.2006 ─リアルは
どこだ─』／2006.9.22-27／せんだいメディアテーク 6Fギャラリー
4200b／岩本あきかずの展示ブース（右）、鈴木伸による映像インスタ
レーション。

P.14-15：『父に買ってもらった鉄』／新関俊太郎（美術家工芸コース
4年）／3200×3200mm ･鉄／東北芸術工科大学卒業/修了研究･制
作展 2006（新実習棟 C）における展示風景。

P.16：OUR ART. OUR SITE.東北芸術工科大学卒業/修了研究･制作
展 2006開催記念シンポジウム『東北発・21世紀のデザインとアート
はどこへ向かうのか？』／ 2007.2.14／本館 201講義室 茂木健一郎、
酒井忠康、宮島達男（司会）によるレヴュー風景。PC画面は洋画コ
ース・南健吾の作品。
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美
術
館
大
学
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構
想
す
る
、「
良
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酒
井
忠
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「
心
を
活
性
化
す
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運
動
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し
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の
美
術
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大
学
構
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山
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修
市
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│
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提
な
の
で
す
。
こ
れ
は
、
本
学
の
芸
術
教
育
に
お
い
て
も
同
様
で
す
。
美
大
志
望

者
が
予
備
校
的
な
ス
キ
ル
を
鍛
え
て
偏
差
値
を
高
め
、
東
京
や
関
西
の
名
門
校
に

入
学
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
自
分
の
出
自
に
お
け
る
感
性
の
根
っ
こ
を
殺
し
て
、

同
じ
土
俵
で
勝
ち
抜
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
ロ
ー
カ
リ
テ

ィ
と
は
、
自
分
の
土
地
に
執
着
し
た
り
、
風
景
に
ま
つ
わ
る
、
ど
こ
か
不
可
解
な

理
由
で
じ
っ
と
思
考
し
、
立
ち
止
ま
っ
た
り
と
い
う
、
世
界
の
認
識
の
仕
方
に
深

く
関
わ
っ
て
い
て
、
そ
う
い
う
資
質
を
持
つ
学
生
は
、
ど
う
し
て
も
偏
差
値
は
あ

が
っ
て
こ
な
い
。
自
分
の
中
に
基
準
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
。
し
か
し
、
表
現
者

に
と
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
も
っ
と
も
重
要
な
素
地
と
な
る
の
で
す
。
経
営
的
な
観

点
を
無
視
し
て
あ
え
て
言
え
ば
、
東
北
芸
術
工
科
大
学
は
ア
ー
ト
シ
ー
ン
に
お
け

る
偏
差
値
や
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
従
属
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。

　

ど
ん
な
大
河
も
、
い
ろ
ん
な
支
流
か
ら
水
が
集
ま
っ
て
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
す

が
、
現
代
は
こ
の
支
流
自
体
が
、
非
常
に
不
透
明
な
状
態
な
の
で
す
。
つ
ま
り
情

報
が
多
す
ぎ
て
、
本
流
に
な
っ
た
と
き
に
、
自
ら
の
出
自
、
つ
ま
り
、
支
流
の
確

認
が
で
き
な
い
の
で
す
。「
世
界
美
術
」
と
い
っ
て
も
、
何
か
焦
点
が
ボ
ケ
て
し

ま
っ
て
、
結
局
、
国
力
の
あ
る
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
と
か
、
美
術
の
伝
統
の
あ

る
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
が
市
場
や
価
値
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
そ
の
他
の
周
縁

的
な
国
は
、
本
流
に
寄
生
す
る
よ
う
な
鉱
脈
を
た
ど
る
こ
と
ば
か
り
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
だ
か
ら
こ
そ
、
美
術
館
や
大
学
は
、
都
市
に
本
流
が
一
極
集
中

化
す
る
、
地
方
の
地
理
的
・
情
報
的
な
ハ
ン
デ
を
、
犠
牲
的
に
支
え
て
い
こ
う
と

い
う
自
覚
と
覚
悟
を
明
確
に
す
べ
き
で
す
。

　

例
え
ば
、
本
学
と
姉
妹
校
の
関
係
に
あ
る
京
都
造
形
芸
術
大
学
は
、
都
会
の
大

学
で
す
か
ら
情
報
の
キ
ャ
ッ
チ
力
も
あ
り
、
ア
ー
ト
シ
ー
ン
を
リ
サ
ー
チ
す
る
に

は
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
現
状
で
は
、
山
形
と
京
都
で
学

ぶ
学
生
の
う
ち
、
一
〇
人
の
優
秀
な
ク
リ
エ
イ
タ
ー
が
出
た
と
す
る
と
、
山
形
か

ら
出
る
の
は
そ
の
う
ち
の
一
名
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
人
は
、

長
い
目
で
見
た
ら
京
都
の
九
人
よ
り
も
ず
っ
と
上
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
土
地
が
持

っ
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
風
土
の
魅
力
や
独
自
性
、
つ
ま
り
、
先
述
の
ロ
ー
カ
リ

テ
ィ
ー
に
関
す
る
、
自
覚
の
力
な
の
で
す
。

　

美
術
評
論
家
と
し
て
、
私
が
も
っ
と
も
興
味
深
く
研
究
し
て
き
た
の
が
彫
刻
で

す
。
こ
の
表
現
領
域
で
は
、
作
り
手
に
お
け
る
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー
へ
の
こ
だ
わ

り
が
、
作
品
の
善
し
悪
し
に
決
定
的
に
作
用
し
ま
す
。
美
術
館
大
学
構
想
で
は
、

二
〇
〇
六
年
度
の
企
画
展
作
家
と
し
て
、
彫
刻
家
の
西
雅
秋
氏
を
招
聘
し
、『
西

雅
秋
│
彫
刻
風
土
│
』
展
を
開
催
し
ま
し
た
。
埼
玉
県
の
里
山
に
工
房
を
構
え
る

西
氏
の
作
品
に
は
、
物
質
が
溢
れ
て
い
る
こ
の
社
会
で
、
彫
刻
を
い
か
に
「
つ

く
ら
な
い
」
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
か
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

教
育
の
場
に
お
い
て
、
西
氏
の
よ
う
な
文
明
批
評
的
な
視
点
を
も
つ
芸
術
家
を
紹

介
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
だ
と
考
え
ま
す
。

　

時
代
や
自
分
の
属
す
る
土
地
と
、
自
己
と
の
関
係
を
意
識
し
な
が
ら
、
彫
刻
を

学
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
山
形
な
ら
ば
、
鋳
物
工
場
で
実
地

学
習
を
す
る
と
か
、
山
奥
に
行
っ
て
鑪た

た
ら
ば場

に
つ
い
て
「
聞
き
書
き
」
を
し
て
く
る
、

ま
た
、
石
切
り
場
の
発
破
な
ど
は
実
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
の
で
す
。
あ
り
き
た
り

な
彫
刻
概
念
な
ど
、
ひ
っ
く
り
か
え
っ
て
し
ま
う
。
東
北
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
を

フ
ル
に
活
用
し
な
が
ら
、「
芸
工
大
は
基
礎
教
育
が
違
う
。
足
腰
が
違
う
」
と
評

価
さ
れ
る
よ
う
な
、
魅
力
的
な
実
地
教
育
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
美
術
館
大
学
構
想
で
は
、
年
に
一
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
を

通
し
て
、
横
断
的
に
芸
術
を
語
る
、
詩
的
な
「
言
葉
」
の
あ
り
方
を
探
っ
て
い
ま

す
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
特
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
は
教
育
に
詩
学
を
積
極
的

に
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
特
に
、「
美
術
館
」
と

い
う
空
間
的
な
実
体
は
持
た
な
い
け
れ
ど
も
、
美
術
館
大
学
を
「
構
想
す
る
」
と

い
う
ス
タ
イ
ル
自
体
が
、
す
で
に
詩
学
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
、
藤
森
照
信
氏
、
吉
増
剛
造
氏
、
赤
坂
憲
雄
氏
、
芳
賀
徹
氏
、
茂
木
健
一

郎
氏
、
宮
島
達
男
氏
を
お
招
き
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
最
終
的
に
、
私
の
考
え

る
美
術
館
大
学
の
「
良
心
」
の
持
続
を
支
え
て
い
く
、
思
索
的
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン

に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

東
北
・
山
形
に
お
け
る
美
術
館
大
学
設
立
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
こ
の
春
で
企
画

事
業
に
着
手
し
て
か
ら
三
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。
当
初
は
、
二
〇
〇
七
年
度
に
一

旦
の
集
約
を
想
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
ま
だ
そ
の
完
成
形
と
い
う
か
、
本
流
へ
つ

な
が
る
出
口
は
見
え
て
い
ま
せ
ん
。
未
だ
、「
美
術
館
大
学
」
の
入
口
を
、
幅
の

広
い
、
よ
り
大
き
な
可
能
性
を
含
ん
だ
、
魅
力
的
な
も
の
に
す
る
た
め
の
試
行
錯

誤
が
続
い
て
い
ま
す
。
ゆ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
、
頭
を
柔
ら
か
く
し
て
、
時

代
や
体
制
に
迎
合
し
な
い
、
あ
る
品
度
を
持
っ
た
入
口
を
つ
く
り
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。　　
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美
術
館
大
学
構
想
に
携
わ
っ
た
こ
と
で
、
私
は
こ
の
ご
ろ
「
美
術
館
」
と
「
大

学
」
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
よ
く
考
え
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
学
校
と
い
う
の
は
毎

年
新
し
い
人
が
入
っ
て
く
る
循
環
作
用
が
あ
り
、
絶
え
ず
出
会
い
と
別
れ
を
繰
り

返
し
ま
す
。
美
術
館
に
は
そ
う
し
た
循
環
性
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
美
術
作
品
は
美

術
館
に
収
蔵
さ
れ
る
と
、
時
代
と
の
連
動
性
を
あ
る
意
味
で
は
消
失
し
、「
モ
ノ

化
」
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
け
れ
ど
も
そ
の
反
面
、
美
術
館
で
開
催
さ
れ
る
展
覧

会
は
、
鑑
賞
者
の
記
憶
に
、
あ
る
種
の
感
動
を
引
き
ず
っ
て
残
っ
て
い
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

大
学
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
財
産
は
美
術
や
デ
ザ
イ
ン
を
学
ぼ
う
と
す
る
、

意
欲
的
な
学
生
た
ち
で
す
。
私
の
考
え
る
「
美
術
館
大
学
」
と
は
、
高
価
な
美
術

品
を
収
蔵
す
る
こ
と
よ
り
も
、
良
質
な
展
覧
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
を
通
し

て
、
感
動
を
き
ち
ん
と
伝
え
て
い
く
、
芸
術
的
感
性
の
伝
播
を
試
み
る
こ
と
で
す
。

優
れ
た
展
覧
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
大
学
で
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
卒
業

し
て
い
く
学
生
た
ち
の
人
生
の
大
き
な
糧
に
な
る
と
考
え
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
教
育
機
関
で
展
覧
会
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
に
は
、
い
く
つ
か
の
問

題
と
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
大
学
の
教
員
は
あ
く
ま
で
も
教

え
る
こ
と
が
専
門
で
あ
っ
て
、
毎
回
の
展
覧
会
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
運
営
で
き
る
は

ず
が
な
い
。
ど
こ
か
で
前
年
の
踏
襲
の
よ
う
な
、
前
に
や
っ
た
こ
と
を
多
少
変
化

さ
せ
た
内
容
に
な
っ
て
く
る
。
日
本
は
「
お
さ
ら
い
」
の
国
だ
し
、
免
許
の
国

で
す
か
ら
。
そ
し
て
、
文
化
や
芸
術
を
「
継
承
」
す
る
こ
と
に
重
き
を
お
く
国
で

す
か
ら
。
こ
れ
は
、
あ
る
部
分
で
は
美
術
館
も
同
じ
で
す
。
高
度
成
長
期
と
か
景

気
の
い
い
時
代
に
は
、
ま
ず
「
箱
」
と
し
て
の
美
術
館
を
建
設
し
て
、
中
身
や
地

域
社
会
と
の
コ
ミ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
後
回
し
、
と
い
う
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
今
日
で
は
社
会
に
お
け
る
美
術
館
活
動
の
ト
ー
タ
ル
な
存
在
意
義
が
形

骸
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
大
工
は
た
く
さ
ん
い
る
け
れ
ど
棟
梁
は
い
な
い
、
と
い

う
感
じ
で
す
。
設
計
図
だ
け
は
あ
る
か
ら
家
は
で
き
る
。
箱
が
あ
る
し
、
予
算
も

あ
る
か
ら
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
展
覧
会
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
組
め
る
。
け
れ
ど
も
、
そ

こ
に
「
魂
」
が
入
っ
て
い
か
な
い
の
で
す
。
例
え
て
い
え
ば
、
今
は
木
を
平
気
で

切
り
ま
す
が
、
昔
は
ち
ゃ
ん
と
お
神
酒
を
か
け
て
、
お
祈
り
し
て
か
ら
切
っ
て
い

ま
し
た
。
今
や
そ
れ
は
迷
信
で
す
。
命
あ
る
も
の
を
切
る
上
で
の
礼
儀
が
失
わ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
何
を
残
し
、
何
を
削
る
べ
き
か
を
き
ち
ん
と
判
断
す
る
、
経

験
や
伝
統
に
裏
打
ち
さ
れ
た
哲
学
が
曖
昧
な
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
経
営
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
山
形
市
の
人
口
二
五
万
は
、
美
術
館
で

は
か
な
り
苦
し
い
数
字
で
す
。
こ
れ
が
八
〇
万
〜
一
〇
〇
万
あ
れ
ば
、
状
況
は
ま

っ
た
く
異
な
り
ま
す
。
東
北
芸
術
工
科
大
学
で
も
、
仙
台
に
サ
テ
ラ
イ
ト
を
開
設

し
、
近
隣
の
都
市
エ
リ
ア
ま
で
範
疇
に
入
れ
て
企
業
と
し
て
の
大
学
経
営
を
持
続

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
徹
底
的
に
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
こ
だ
わ
る
の
な
ら
ば
、

教
育
活
動
の
副
産
物
で
あ
る
伝
統
工
芸
と
か
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
を
、
大
学

と
都
市
部
の
間
で
流
通
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
な
ど
の
方
策
も
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
市
場
経
済
へ
の
大
胆
な
シ
フ
ト
チ
ェ
ン
ジ
に
は
、
美
術
館

も
大
学
も
、
ま
だ
躊
躇
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

格
差
社
会
・
構
造
改
革
の
時
代
に
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
、
日
本
の
文
化
を
担

う
公
共
的
な
場
の
形
骸
化
と
、
経
営
の
困
難
さ
は
、
私
た
ち
の
社
会
に
お
け
る
本

質
的
な
問
題
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
美
術
館
大
学
構
想
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ

イ
ン
に
お
い
て
は
、
私
は
、
自
分
自
身
が
美
術
館
館
長
と
し
て
大
切
に
し
て
い
る

言
葉
＝
「
良
心
」
に
、
あ
え
て
固
執
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

あ
の
福
沢
諭
吉
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
は
、「
彼
の
生
涯
は

〝
シ
ン
プ
ル
・
ラ
イ
フ
〞
で
あ
っ
た
」
と
書
き
ま
し
た
。
日
本
語
に
置
き
換
え
に

く
い
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
の
で
す
が
、
こ
の
形
容
は
つ
ま
り
、「
変
な
野
心

が
な
い
人
間
」
と
い
う
肯
定
的
な
も
の
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
時
代
や
政
府
に

へ
つ
ら
う
こ
と
な
く
、
自
分
独
特
の
人
生
観
を
持
っ
て
生
き
き
っ
た
、
あ
る
種
の

「
良
心
」
に
殉
じ
た
男
、
と
い
う
意
味
だ
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
美
術
館
に
も
大

学
に
も
、
経
営
は
確
か
に
重
要
で
す
。
け
れ
ど
も
感
動
を
生
み
出
す
の
は
、
あ
く

ま
で
「
良
心
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
軸
に
、
あ
る
種
、
情
操
的
に
運
営
を
支
え
て
い

か
な
い
と
、
芸
術
文
化
や
教
育
現
場
と
い
う
の
は
、
ど
ん
ど
ん
衰
退
し
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

東
北
芸
術
工
科
大
学
の
存
在
と
そ
の
取
り
組
み
が
、
現
代
日
本
の
ア
ー
ト
シ
ー

ン
で
強
い
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
と
、「
良
心
」
を
体
現
し
て
い
く
上
で
、
不
可
欠

な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、「
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
＝locality
」
で
す
。
山
形
を
舞
台
と
す
る

本
構
想
に
お
い
て
も
、
東
北
の
地
域
社
会
や
風
土
に
根
を
深
く
張
る
こ
と
が
大
前

美
術
館
大
学
を
構
想
す
る
、「
良
心
」と「Locality

」

美
術
館
大
学
構
想
委
員
長
／
大
学
院
教
授
／
世
田
谷
美
術
館
館
長　

酒
井
忠
康
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こ
れ
ま
で
、日
本
社
会
に
お
け
る
あ
る
種
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
こ
と
を
、

暗
に
肯
定
す
る
よ
う
だ
っ
た
美
術
大
学
の
放
任
主
義
的
な
美
術
エ
リ
ー
ト
教
育

は
、少
子
化
の
影
響
で
全
国
の
大
学
が
厳
し
い
全
入
時
代
を
粛
々
と
迎
え
た
今
日
、

生
涯
学
習
の
観
点
に
則
し
た
芸
術
的
市
民
育
成
へ
の
、
抜
本
的
な
路
線
変
更
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
流
れ
に
並
行
す
る
よ
う
に
起
草
さ
れ
た
、
東

北
芸
術
工
科
大
学
の
「
美
術
館
大
学
構
想
」
は
、
発
案
当
初
は
地
域
と
大
学
の
つ

な
が
り
を
具
現
化
す
る
「
地
域
に
開
か
れ
た
キ
ャ
ン
パ
ス
」
創
成
と
い
う
社
会
貢

献
事
業
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
活
動
の
フ
ィ
ー
ル
ド
が

年
々
キ
ャ
ン
パ
ス
を
出
て
、
県
内
各
所
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
に
つ
れ
、「
東
北
に

お
け
る
、
芸
術
や
デ
ザ
イ
ン
教
育
の
正
統
性
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
が
、
逆

に
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
携
わ
る
私
た
ち
自
身
の
内
な
る
声
と
し
て
響
き
は
じ
め

て
き
た
の
を
感
じ
て
い
る
。

　

市
場
経
済
の
推
移
と
と
も
に
目
ま
ぐ
る
し
く
変
容
す
る
こ
の
国
の
ア
ー
ト
シ
ー

ン
で
、「
東
北
」
は
物
質
に
満
た
さ
れ
た
都
市
生
活
か
ら
照
射
さ
れ
た
、
土
着
や

素
朴
、
自
然
、
と
い
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
イ
メ
ー
ジ
を
負
わ
さ
れ
る
。
い
や
、

東
北
だ
け
で
は
な
く
、「
地
方
」
は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
、「
都
市
」
か
ら
の
観
光
的

な
ま
な
ざ
し
の
受
け
手
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、「
東
北
で
学
ぶ
こ
と
」

と
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
華
々
し
く
成
功
す
る
こ
と
の
因
果
関

係
が
見
え
な
い
多
く
の
美
大
生
た
ち
に
と
っ
て
、
東
京
か
ら
新
幹
線
で
三
時
間
、

「
蔵
王
丘
陵
の
自
然
豊
か
な
環
境
」
は
、
地
理
的
な
ハ
ン
デ
に
よ
り
生
じ
る
情
報

格
差
と
、
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
シ
ー
ン
か
ら
の
周
縁
化
を
意

味
す
る
。

　

こ
う
し
た
作
り
手
側
の
意
識
と
、
本
学
が
標
榜
す
る
『
東
北
ル
ネ
サ
ン
ス
』
と

の
（
現
実
と
理
想
の
）
ズ
レ
を
引
き
受
け
つ
つ
、
私
が
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
担
当
し

た
二
〇
〇
六
の
展
覧
会
事
業
で
は
、
と
り
わ
け
『
西
雅
秋
│
彫
刻
風
土
│
』
展
に

お
け
る
西
雅
秋
氏
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
は
、
圧
倒
的
だ
っ
た
。「
こ
の
場
所
に
欠

け
て
い
る
も
の
を
つ
く
り
た
い
」
と
、
半
年
間
の
山
形
で
の
現
地
制
作
に
挑
ん
だ

彫
刻
家
の
仕
事
は
、
学
生
た
ち
に
「
東
北
で
学
ぶ
」
か
ら
「
東
北
か
ら
学
ぶ
」
へ

の
、
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
的
な
価
値
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
よ
う
だ
。
メ
イ
ン

会
場
と
な
っ
た
七
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
み
な
ら
ず
、
能
舞
台
や
フ
ァ
サ
ー
ド
の
池
の

中
に
ま
で
設
置
さ
れ
た
巨
大
か
つ
壮
麗
な
作
品
群
は
、
西
氏
が
滞
在
制
作
の
プ
ロ

セ
ス
に
お
い
て
獲
得
し
た
人
的
・
物
質
的
な
関
係
の
ひ
ろ
が
り
と
、
山
形
の
風
土

へ
の
深
い
共
感
を
体
現
し
て
お
り
、
こ
の
場
で
し
か
生
成
し
得
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

美
し
さ
を
発

し
て
い
た
。

　

そ
の
一
方
で
、西
氏
に
よ
る
山
間
部
の
廃
校
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『C

AST
IN

G
 

IRO
N

 ASAH
IM

AC
H

I ’06

』（P.55

参
照
）
の
公
開
設
置
は
、
大
学
と
い
う
大
き

な
組
織
が
、
過
疎
化
し
た
地
域
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
の
難
し
さ
を
考
え
さ
せ
る

一
例
と
な
っ
た
。
農
村
地
域
に
お
け
る
少
子
化
、
高
齢
化
に
よ
る
農
業
の
疲
弊
は

深
刻
で
あ
る
。
役
場
と
粘
り
強
く
対
話
す
る
際
、「
芸
術
は
重
要
だ
。
デ
ザ
イ
ン

は
有
効
だ
」
と
い
う
大
学
側
の
自
明
の
論
理
さ
え
も
自
ら
虚
し
く
、
無
効
性
に
引

き
戻
さ
れ
る
の
を
実
感
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

一
過
性
の
祝
祭
と
し
て
美
術
館
や
大
学
を
飾
る
展
覧
会
と
は
異
な
り
、
村
の
廃

校
や
街
道
に
は
、
一
代
で
は
築
き
得
な
い
集
積
し
た
共
同
体
の
記
憶
が
あ
り
、
そ

こ
に
置
か
れ
る
作
品
は
地
域
の
未
来
を
負
っ
て
い
く
。
そ
れ
な
の
に
私
た
ち
は
、

村
や
里
に
無
邪
気
に
出
て
い
っ
て
、
自
ら
の
問
題
意
識
の
薄
さ
に
呆
然
と
す
る
し

か
な
い
（
都
会
↓
地
方
都
市
↓
村
…
事
態
は
入
れ
子
状
態
に
な
っ
て
い
る
）。

　

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
酒
井
忠
康
氏
の
監
修
で
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

『
神
秘
の
樹
と
明
日
の
鳥
た
ち
│
詩
・
旅
・
思
索
│
』
で
は
、
芸
術
や
デ
ザ
イ
ン
が
、

民
俗
学
と
の
詩
的
な
連
帯
に
よ
っ
て
、
土
地
に
根
ざ
し
た
記
憶
や
知
恵
を
再
び
取

り
戻
す
道
を
模
索
す
る
試
み
と
な
っ
た
。
詩
人
の
吉
増
剛
造
氏
と
民
俗
学
者
の
赤

坂
憲
雄
氏
の
語
り
は
、こ
の
国
の
風
土
史
に
関
す
る
膨
大
な
知
の
蓄
積
を
土
台
に
、

私
た
ち
の
身
体
が
内
包
す
る
土
地
と
の
交
感
感
覚
を
揺
り
起
こ
し
、
言
語
や
芸
術

に
よ
る
風
土
と
の
対
話
の
豊
穣
さ
を
示
唆
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

山
形
で
展
開
す
る
私
た
ち
の
活
動
は
、
東
北
の
風
土
の
現
在
と
常
に
対
峙
す
る

こ
と
で
、
従
来
の
ア
ー
ト
が
気
負
っ
て
き
た
ミ
ー
イ
ズ
ム
的
な
「
自
分
探
し
の
追

求
」
か
ら
、
根
を
失
い
、
分
断
さ
れ
た
「
生
」
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
繕
い
直
す
、「
つ

な
が
り
探
し
の
実
践
」
へ
と
必
然
的
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
閉
塞

感
の
漂
う
現
代
社
会
に
向
け
て
私
た
ち
が
発
信
で
き
る
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
と
言
っ

て
い
い
、
ア
ー
ト
や
デ
ザ
イ
ン
の
新
し
い
価
値
の
転
換
で
あ
り
、
創
造
へ
の
道
だ

と
考
え
て
い
る
。

　

美
術
館
大
学
構
想
は
、
こ
の
春
掲
げ
ら
れ
た
「
藝
術
立
国
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ

ン
に
も
改
め
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
、
本
学
の
建
学
理
念
を
具
現
化
す
る
重
要
な
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ひ
と
つ
で
す
。
構
想
の
理
念
は
、
徳
山
詳
直
理
事
長
が
か
つ
て
倉

敷
市
の
大
原
美
術
館
を
訪
れ
た
時
の
、
直
感
的
な
閃
き
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
そ

の
内
容
は
、
昨
年
度
の
年
報
第
一
号
に
も
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
倉
敷

が
戦
時
中
に
爆
撃
を
免
れ
た
の
は
、
大
原
美
術
館
の
文
化
的
価
値
と
そ
の
周
辺
の

街
づ
く
り
が
優
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
世
界
的
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
」
か
ら

で
あ
り
、「
芸
術
が
戦
争
を
も
阻
止
す
る
」
と
い
う
発
想
が
原
点
で
あ
る
と
い
え

ま
す
。
こ
の
こ
と
に
習
い
、
本
構
想
で
は
「
芸
術
に
よ
る
世
界
平
和
の
希
求
」
を

意
識
し
、
レ
ベ
ル
の
高
い
展
覧
会
や
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
を
通
し
て
、「
芸
術
や
文

化
を
大
切
に
す
る
心
」
を
地
域
の
人
た
ち
に
広
め
る
運
動
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

本
構
想
は
、
二
〇
〇
二
年
度
の
理
事
長
の
起
草
の
も
と
、
小
沢
明
前
学
長
に
よ

る
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
改
修
（
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
パ
ッ
サ
ー
ジ
ュ
設
置
）
か

ら
動
き
だ
し
、
美
術
作
品
を
大
学
構
内
に
常
設
展
示
す
る
試
み
の
一
環
と
し
て
、

名
誉
教
授
を
中
心
と
し
た
作
品
寄
贈
と
卒
業
制
作
買
上
が
本
格
的
に
始
ま
り
ま
し

た
。
二
〇
〇
五
年
度
に
は
、酒
井
忠
康
氏
（
美
術
評
論
家
・
世
田
谷
美
術
館
館
長
）

が
大
学
院
博
士
課
程
教
授
の
就
任
に
あ
わ
せ
て
本
構
想
委
員
長
に
就
き
、
展
覧
会

や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
ソ
フ
ト
面
で
事
業
を
監
修
し
、
次
第
に
そ
の
活
動
は
在
学

生
や
地
域
の
方
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
独
自
の
活
動
の
ほ
か
、
学
内
の
様
々
な
取
り
組
み
の
う
ち
展

示
と
い
う
形
で
対
外
的
に
公
開
す
る
事
業
に
は
、
学
芸
員
の
専
門
的
な
眼
差
し
を

通
し
て
、
企
画
や
運
営
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
二
回
実
施
し

た
卒
業
生
支
援
を
目
的
と
し
た
グ
ル
ー
プ
展
や
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ

デ
ン
ス
、
文
化
財
保
存
修
復
研
究
セ
ン
タ
ー
と
こ
ど
も
芸
術
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

の
企
画
展
覧
会
、
そ
し
て
二
〇
〇
六
年
度
の
卒
業
制
作
展
の
統
一
的
開
催
な
ど
が

そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

　

そ
の
中
で
も
卒
業
生
支
援
展
『I'm

 here.

』
は
、
こ
れ
ま
で
の
二
回
は
仙
台
を

会
場
と
し
て
開
催
し
て
き
ま
し
た
が
、
二
〇
〇
七
年
度
は
山
形
市
の
中
心
街
に
あ

る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
蔵
と
連
携
し
な
が
ら
、
地
元
の
街
で
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
し

ま
し
た
。
本
学
キ
ャ
ン
パ
ス
を
中
心
と
し
て
、
周
辺
地
域
に
向
け
て
遠
心
的
に
発

信
し
て
い
く
と
い
う
、
本
構
想
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
こ
う
し

た
活
動
が
浸
透
し
て
、
次
第
に
全
国
各
地
か
ら
人
々
が
山
形
に
集
ま
っ
て
く
る
よ

う
な
、
芸
術
的
な
街
づ
く
り
の
原
動
力
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
一
方
で
、
文
部
科
学
省
の
現
代
Ｇ
Ｐ
（
現
代
的
教
育
ニ
ー
ズ
取
組
支
援

プ
ロ
グ
ラ
ム
）
で
取
り
組
ん
で
い
る
「
芸
術
工
房
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
の
連
携

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
活
動
は
、
過
疎
化
に
悩
む
近
隣
の
廃
校
を
拠
点
に
、
芸
術
と

デ
ザ
イ
ン
の
力
で
地
域
に
活
力
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
さ
ら
に
は
、

今
は
「
点
」
で
し
か
な
い
各
地
域
の
拠
点
を
、
本
学
を
核
と
し
た
学
生
の
活
動
と

地
域
の
人
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
「
線
」
で
結
ぶ
こ
と
に
よ

り
、
山
形
全
域
を
ス
テ
ー
ジ
と
し
た
広
域
的
な
芸
術
文
化
運
動
に
育
て
て
い
き
た

い
。
さ
ら
に
は
、
理
念
を
同
じ
く
す
る
姉
妹
校
の
京
都
造
形
芸
術
大
学
と
の
連
携

を
強
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
運
動
を
広
く
世
界
に
対
し
て
打
ち
出
し
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
活
動
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
単
に

物
質
的
な
ア
ー
ト
や
デ
ザ
イ
ン
作
品
を
そ
の
場
に
持
ち
込
ん
で
お
し
ま
い
で
は
な

く
、
そ
こ
に
関
わ
る
学
生
や
地
域
の
人
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ

て
、「
心
が
活
性
化
す
る
運
動
」
と
し
て
、
持
続
的
に
本
構
想
の
形
を
示
し
て
い

け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　

  　
（
採
録
・
構
成
＝
美
術
館
大
学
構
想
室
）

「
心
を
活
性
化
す
る
運
動
」と
し
て
の
美
術
館
大
学
構
想

「
つ
な
が
り
」の
愉
楽
へ 

│
二
〇
〇
六
年
度
の
美
術
館
大
学
構
想
│

美
術
館
大
学
構
想
室
学
芸
員　

宮
本
武
典

美
術
館
大
学
構
想
室
長
／
芸
術
学
部
長　

山
田
修
市
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