


















TUAD AS MUSEUM: Annual Report 2006
2006年度 東北芸術工科大学美術館大学構想年報



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。

P.01P.02-03

P.04-05P.06-07

P.08-09P.10-11

P.12-13P.14-15

P.16

TUAD AS MUSEUM: Annual Report 2006 

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

」　
酒
井
忠
康

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

「
つ
な
が
り
」の
愉
楽
へ  

│
二
〇
〇
六
年
度
の
美
術
館
大
学
構
想
│　
宮
本
武
典

美
術
館
大
学
構
想
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│
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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
。　　
　
　
　
　
　
　

 

（
世
田
谷
美
術
館
に
て
／
採
録
・
構
成
＝
美
術
館
大
学
構
想
室
）

　

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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神秘の樹と明日の鳥たち
─詩・旅・思索─

美術館大学構想シンポジウム

日時＝ 2006年 10月 28日［土］15時～ 17時

会場＝こども芸術教育研究センターこども劇場

パネリスト＝吉増剛造（詩人）、赤坂憲雄（民俗学者／本学大学院長／東北文化研究センター所長）

酒井忠康（美術評論家／世田谷美術館館長／本学大学院教授）

作品提供＝若月公平（版画家／本学教授）



ら
そ
う
し
た
「
伝
説
発
生
の
場
所
」
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
お
二

人
の
お
話
の
聞
き
手
で
あ
る
私
も
含
め
、
こ
の

場
に
い
る
皆
さ
ん
は
小
鳥
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
さ
あ
、
そ
の
と
き
に
、
場
に
ま
つ
わ
る
言

葉
と
伝
達
の
技
法
を
、
日
本
有
数
の
言
葉
の
狩

人
・
吉
増
剛
造
さ
ん
と
赤
坂
憲
雄
さ
ん
に
、
私

か
ら
多
少
揺
さ
ぶ
り
を
加
え
な
が
ら
、
ご
教
示

い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
で
は
ま
ず
、
赤
坂
さ
ん
か
ら
。
こ
の
場

の
池
に
、
言
葉
の
金
魚
を
放
っ
て
欲
し
い
と
思

い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

赤
坂　
　

こ
ん
に
ち
は
。
赤
坂
で
す
。
僕
は
今

日
、
初
め
て
吉
増
さ
ん
と
お
会
い
で
き
る
こ
と

に
、
と
て
も
興
奮
し
て
や
っ
て
き
た
の
で
す
が
、

と
同
時
に
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
『
神
秘

の
樹
と
明
日
の
鳥
た
ち
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を

聞
か
さ
れ
た
時
か
ら
ゾ
ク
ゾ
ク
し
て
い
た
の
で

す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
実
は
僕
は
、
一
五
年

前
に
山
形
に
や
っ
て
来
て
、
東
北
を
フ
ィ
ー
ル

ド
に
仕
事
を
は
じ
め
た
と
き
、
い
く
つ
か
の
封

印
を
し
て
い
る
の
で
す
。
ま
ず
、
そ
の
こ
と
か

ら
お
話
し
ま
す
。

　

東
京
で
仕
事
を
し
て
い
た
頃
、
僕
は
当
た
り

前
の
よ
う
に
外
国
の
思
想
家
や
学
者
の
仕
事
を

引
用
し
、
そ
れ
に
乗
っ
か
る
よ
う
な
形
で
自
分

の
様
々
な
仕
事
を
展
開
し
て
い
ま
し
た
が
、
東

北
に
き
た
と
き
、
そ
れ
を
一
切
捨
て
ま
し
た
。

で
す
か
ら
こ
の
一
五
年
間
、
僕
は
ほ
と
ん
ど
、

外
国
人
の
名
前
を
、
自
分
の
書
く
も
の
の
中
に

登
場
さ
せ
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
は
、
柳
田
や
折
口
信
夫
﹇
※
3
﹈
も
同

じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
彼

ら
は
同
時
代
の
海
外
の
思
想
家
た
ち
の
仕
事
を
、

原
書
を
取
り
寄
せ
て
み
ん
な
読
ん
で
い
ま
す
。

で
も
、
ほ
と
ん
ど
彼
ら
の
書
い
た
著
作
の
中
に
、

そ
の
名
前
は
出
て
こ
な
い
。
そ
れ
は
批
判
の
的

に
も
な
る
部
分
で
も
あ
る
の
で
す
が
。

　

そ
し
て
僕
自
身
は
、
も
う
少
し
進
め
て
、
ほ

と
ん
ど
海
外
の
文
献
を
読
む
こ
と
自
体
、
や
め

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
東
北
に
フ
ィ
ー
ル
ド
を

定
め
て
、
ど
こ
ま
で
自
分
は
も
の
を
深
く
考
え

酒
井　
　

皆
さ
ん
、「
イ
ラ
ン
カ
ラ
プ
テ
」。

こ
れ
、
ど
な
た
か
ご
存
じ
で
す
か
？ 

ア
イ
ヌ

語
で
「
こ
ん
に
ち
は
」
の
意
味
で
す
。
私
は

ま
る
っ
き
り
ア
イ
ヌ
語
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
最

近
、
外
国
語
、
あ
る
い
は
自
国
語
と
い
う
区
分

を
意
識
し
は
じ
め
ま
し
て
。
す
る
と
ア
イ
ヌ
語

が
私
に
近
づ
い
て
き
た
の
で
す
ね
。
急
に
こ
の

言
語
に
つ
い
て
、
親
愛
の
情
が
湧
き
出
て
、
最

近
、
ち
ょ
っ
と
勉
強
し
て
み
よ
う
か
な
と
い
う

気
に
な
っ
て
い
ま
す
。
萱
野
茂
﹇
※
1
﹈
さ
ん

が
亡
く
な
っ
た
せ
い
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
。

　

実
は
、
私
は
民
俗
学
に
強
い
関
心
が
あ
り
な

が
ら
、
北
海
道
の
生
ま
れ
な
の
で
、
津
軽
海
峡

と
い
う
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
よ
う
な
歴
史
学
的
な

障
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
柳
田
國
男
﹇
※
2
﹈
流
に

言
う
と
民
俗
学
研
究
の
無
資
格
者
と
思
い
込
ん

で
お
り
ま
す
。
今
日
は
こ
の
場
に
、
本
学
の
大

学
院
長
で
民
俗
学
者
の
赤
坂
憲
雄
さ
ん
と
、
ず

い
ぶ
ん
昔
か
ら
私
が
お
付
き
合
い
し
て
い
る
詩

人
の
吉
増
剛
造
さ
ん
を
お
迎
え
し
て
、
お
二
人

か
ら
詩
と
民
俗
学
の
知
の
メ
ソ
ッ
ド
を
織
り
交

ぜ
た
、
言
葉
の
宇
宙
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
お
聞

き
し
た
い
と
、
ま
あ
、
こ
う
い
う
趣
向
で
す
の

で
、
少
々
演
出
的
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ア
イ
ヌ

語
で
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
る
わ
け
で
す
。「
イ

ラ
ン
カ
ラ
プ
テ
」。

酒
井　
　

さ
て
、
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
演

題
は
、『
神
秘
の
樹
と
明
日
の
鳥
た
ち
』
で
す
。

「
樹
」
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
私
が
こ
の
東

北
芸
術
工
科
大
学
と
縁
を
持
っ
た
と
き
、
と

て
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
充
ち
た
樹
が
一
本
ド
ン
と
、

本
館
一
階
の
フ
ロ
ア
に
置
か
れ
て
い
た
の
が
印

象
的
で
し
て
、
以
来
、
こ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
場

を
表
す
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
私
の
頭
の
中
に
定

着
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
「
明
日
の
鳥
た

ち
」
と
い
う
の
は
、
柳
田
國
男
の
、『
傳
説
と

そ
の
蒐
集
』
と
い
う
短
い
エ
ッ
セ
ー
の
、「
傳

説
が
植
物
な
ら
昔
話
は
小
鳥
に
似
て
居
る
」
と

い
う
、
次
の
一
節
か
ら
ヒ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

傳
説
を
愛
す
る
心
は
自
然
を
愛
す
る
心
に

等
し
い
。
春
の
野
に
行
き
藪
に
入
つ
て
木

の
芽
や
草
の
花
の
名
を
問
ふ
様
な
心
地
で

あ
る
。
散
つ
て
ゐ
る
傳
説
を
比
べ
て
見
よ

う
と
す
る
心
持
が
そ
の
蒐
集
で
あ
る
。

傳
説
は
古
い
國
土
の
自
然
に
生
い
茂
つ
た

椿
や
松
や
杉
の
様
で
あ
る
。
其
處
に
成
長

し
繁
茂
し
て
ゐ
る
植
物
も
、
皆
夫
々
枝
振
り

が
異
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
面
白
い
。
傳
説
研

究
は
世
態
人
情
の
微
妙
を
窺
は
し
め
る
と

同
時
に
掬
め
ど
も
つ
き
な
い
情
趣
が
あ
る
。

人
は
よ
く
傳
説
と
昔
話
と
を
混
同
す
る
。

然
し
學
問
は
こ
の
二
つ
を
區
別
す
る
。
傳

説
が
植
物
な
ら
昔
話
は
小
鳥
に
似
て
居
る
。

何
處
へ
で
も
「
昔
々
あ
る
所
に
│
│
」
と
云

ふ
同
じ
い
姿
で
飛
び
歩
い
て
ゐ
る
。

　

よ
く
私
た
ち
は
、
か
つ
て
偉
人
が
座
っ
た
木

の
切
り
株
な
ど
を
、
い
わ
ば
伝
説
に
近
い
、
動

か
し
が
た
い
場
所
と
し
て
指
定
し
ま
す
ね
。
柳

田
は
植
物
を
そ
う
い
っ
た
場
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と

し
て
使
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
昔
話
は
小
鳥

に
似
て
い
る
と
は
、
あ
る
種
の
伝
説
を
聞
い
た

鳥
た
ち
が
、
そ
れ
を
つ
い
ば
ん
で
、
世
界
中
を

飛
ん
で
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
種
を
撒
い
て
い
く

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

私
は
今
日
の
こ
の
集
い
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た

東
北
／
福
生
／
封
印
切
り

赤坂憲雄  Norio Akasaka 

1953年東京都生まれ。東京大学文学部卒。民俗学者。現在、東北芸術
工科大学大学院長･同東北文化研究センター所長。専門分野は民俗学･東
北文化論。山形、さらには東北一円をフィールドとして、みずからの足
で歩き、みずからの眼で見て、みずからの耳で聞く作業を続けている。
東北の小さな民の具体的な歴史を掘り起こし、歴史以前の闇のなかに埋
もれた〈もうひとつの東北〉を浮き彫りにしながら、東北学の構築をめ
ざしている。主な著書に、『異人論序説』（砂子屋書房、1985）／『排除
の現象学』（洋泉社、1986）／『山の精神史』（小学館、1991）／『遠野／
物語考』（宝島社、1994）／『漂泊の精神史』（小学館、1994）／『柳田国
男の読み方』（ちくま新書、1994）／『物語からの風』（五柳書院、1995）
／『東北学へ』３部作（作品社、1996～ 98）／『山野河海まんだら』（筑
摩書房、1999）／『海の精神史』（小学館、2000）／『東西／南北考』（岩
波新書、2000）／『一国民俗学を越えて』（五柳叢書、2000）などがある。

国
文
学
者
・
歌
人

大
阪
府
西
成
郡
木
津
村
生
ま
れ
。
折
口
学

と
呼
ば
れ
る
民
俗
学
を
基
盤
と
し
た
国
文

学
を
展
開
し
、日
本
民
俗
学
の
創
成
に
貢
献
。

民
俗
学
に
マ
レ
ビ
ト（
神
、
権
威
）の
概
念

を
持
ち
込
ん
だ
。
歌
人
と
し
て
釈
迢
空
の

筆
名（
法
名
）で
は
古
語
を
駆
使
し
、
日
本

語
の
美
し
さ
を
あ
ら
わ
し
た
。
自
身
が
女

性
に
な
っ
た
夢
を
見
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
し
て
書
か
れ
た『
死
者
の
書
』は
折
口
学

の
集
大
成
と
い
わ
れ
る
小
説
で
あ
る
。
没

後
、
業
績
は『
折
口
信
夫
全
集
』全
三
十
一

巻
・
別
巻
一
、『
ノ
ー
ト
篇
』全
十
八
巻
・

別
巻
一（
中
央
公
論
新
社
）に
ま
と
め
ら
れ

た
。

※
1　

萱
野
茂（
か
や
の
・
し
げ
る
）

一
九
二
六
〜
二
〇
〇
六
年
／
ア
イ
ヌ
文
化

研
究
者

北
海
道
沙
流
郡
平
取
町
二
風
谷
生
ま
れ
。

ア
イ
ヌ
文
化
、
お
よ
び
ア
イ
ヌ
語
の
保
存
・

継
承
の
た
め
に
活
動
を
続
け
た
。
二
風
谷

ア
イ
ヌ
資
料
館（
シ
シ
リ
ム
カ
二
風
谷
ア

イ
ヌ
資
料
館
）を
創
設
し
、
館
長
を
務
め

た
。
政
治
活
動
面
で
は
ア
イ
ヌ
初
の
日
本

の
国
会
議
員
。
在
任
中
に
は
、「
日
本
に

も
大
和
民
族
以
外
の
民
族
が
い
る
こ
と
を

知
っ
て
欲
し
い
」と
い
う
理
由
で
、
委
員

会
に
お
い
て
史
上
初
の
ア
イ
ヌ
語
に
よ
る

質
問
を
言
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
著

書
や
絵
本
な
ど
多
数
。
一
九
七
五
年
菊
池

寛
賞
、
一
九
八
九
年
吉
川
英
治
文
化
賞
、

一
九
九
三
年
北
海
道
文
化
賞
な
ど
を
受
賞
。

※
2　

柳
田
國
男（
や
な
ぎ
た
・
く
に
お
）

一
八
七
五
〜
一
九
六
二
年
／
民
俗
学
者
・

詩
人

兵
庫
県
神
東
郡
田
原
村
辻
川
生
ま
れ
。

一
九
〇
〇
年
に
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業

後
、
農
商
務
省
に
勤
務
し
、
農
政
視
察
や

講
演
の
た
め
全
国
の
農
山
村
を
旅
し
、
各

地
に
残
る
地
方
習
俗
や
伝
承
な
ど
の
調
査

を
実
施
し
て
い
る
。
九
州
椎
葉
村
の
狩
猟

習
慣
を
記
録
し
た『
後
狩
詞
記
』や
、
東
北

遠
野
郷
の
習
俗
・
口
碑
を
記
録
し
た『
遠
野

物
語
』等
の
著
作
は
、
民
俗
学
の
出
発
点

の
記
念
碑
的
著
作
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
。
日
本
各
地
の
伝
承
記
録
の
集
大

成
に
力
を
注
ぎ
日
本
民
俗
学
を
確
立
す
る

と
共
に
、『
海
南
小
記
』、『
民
間
伝
承
論
』

『
海
上
の
道
』な
ど
多
く
の
著
作
を
残
し
た
。

そ
の
著
作
は『
定
本
柳
田
國
男
集
』に
収
め

ら
れ
て
い
る
。

※
3　

折
口
信
夫（
お
り
く
ち
・
し
の
ぶ
）

一
八
八
七
〜
一
九
五
三
年
／
民
俗
学
者
・

神
秘
の
樹
と
明
日
の
鳥
た
ち 

│
詩
・
旅
・
思
索
│

鼎
談
採
録

赤
坂
憲
雄 

N
orio A

kasaka

× 

吉
増
剛
造 

G
ozo Y

oshim
asu

× 

酒
井
忠
康 

T
adayasu Sakai

美
術
館
大
学
構
想
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
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考
え
て
い
る
の
で
す
が
… 

今
日
の
会
は
、
は

じ
め
に
ア
イ
ヌ
の
言
葉
か
ら
入
っ
て
い
き
ま
し

た
ね
。
そ
の
こ
と
に
つ
な
げ
て
語
り
は
じ
め
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
戦
争
で
追
わ
れ
て
い
っ
て
、
い
じ
め
ら

れ
て
、多
摩
川
の
傍
の
、横
田
基
地
近
く
の
「
福

生
」
と
い
う
街
で
育
っ
た
の
で
す
。
そ
の
福
生

と
い
う
地
名
に
ね
、
ア
イ
ヌ
語
説
が
あ
る
の
で

す
。「
ふ
っ
ち
ゃ
」
っ
て
、
か
な
り
揺
ら
い
で

い
る
の
で
す
が
、福
生
と
は
、「
福
が
生
ま
れ
る
」

と
い
う
当
て
字
で
す
け
れ
ど
、
子
ど
も
の
頃
か

ら
「
ふ
っ
さ
」
と
発
音
す
る
た
び
に
、
そ
の

呼
吸
に
不
思
議
な
魔
力
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　

実
は
、
五
〇
才
を
過
ぎ
て
か
ら
も
う
し
わ
だ

け
に
な
っ
て
、
こ
の
詩
人
、
だ
め
に
な
っ
ち
ゃ

っ
た
な
、
ぶ
っ
壊
れ
た
な
と
思
っ
て
、
北
海

道
に
行
っ
て
、
石
狩
川
の
河
口
に
座
っ
て
懸
命

に
な
っ
て
書
い
た
詩
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ

の
時
に
、「
福
生
」
と
い
う
の
が
、
ア
イ
ヌ
の

人
た
ち
… 

特
に
女
の
人
た
ち
が
、
何
か
を
癒

す
時
に
吹
き
か
け
る
息
だ
と
い
う
説
が
見
つ
か

っ
た
の
で
す
。
子
ど
も
の
時
に
出
会
っ
た
声
色

が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
で
、
赤
坂
さ
ん
の
大

切
な
封
印
の
差
し
出
し
…
「
封
印
切
り
」
だ
な
。

そ
の
封
印
切
り
の
恐
ろ
し
さ
に
誠
意
を
感
じ
て
、

そ
う
言
わ
れ
て
み
た
ら
、
私
の
方
は
、
全
く
通

じ
な
い
言
葉
の
方
へ
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
気

が
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
と
ね
、
こ
れ
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
話
で

す
が
、
ち
ょ
う
ど
明
日
、
妻
が
パ
リ
か
ら
帰
っ

て
く
る
の
で
す
。
私
は
六
カ
国
語
を
喋
る
ブ

ラ
ジ
ル
出
身
の
イ
タ
リ
ア
系
の
女
の
人
と
一
緒

に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
ね
（
笑
）。
言
葉
が
永
遠
に

通
じ
な
い
わ
け
で
す
よ
。
言
葉
が
通
じ
な
い
と

は
変
な
い
い
方
で
失
礼
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で

も
何
か
を
育
て
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
け
れ
ど
も
、

い
っ
そ
通
じ
な
く
て
も
い
い
と
か
、
そ
う
い
う

極
論
で
も
な
く
て
、
通
じ
な
い
状
態
が
通
じ
な

い
な
り
に
育
ま
れ
て
い
く
、「
生
き
な
お
さ
れ

て
い
く
」
と
で
も
い
う
の
か
な
？ 

そ
う
い
う

日
常
を
、
私
も
生
き
て
い
る
の
だ
な
と
。
赤
坂

さ
ん
の
封
印
切
り
の
話
、
封
印
を
切
る
時
の
紙

の
音
み
た
い
な
も
の
に
衝
撃
を
受
け
て
、
そ
ん

な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し
た
。

酒
井　
　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
の

お
話
で
お
二
人
と
も
全
身
全
霊
と
い
う
か
、
き

れ
い
ご
と
の
人
じ
ゃ
な
い
と
分
り
ま
す
ね
。
一

種
の
戦
い
に
近
い
言
葉
の
お
仕
事
を
継
続
さ
れ

て
い
る
。

酒
井　
　

私
は
現
在
、
鎌
倉
に
住
ん
で
い
ま
し

て
、
長
く
務
め
た
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
も

鎌
倉
八
幡
宮
の
境
内
に
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
俗
界
と
、
神
域
と
し
て
の
八
幡

宮
の
境
界
を
意
識
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
ん
な

こ
と
を
い
ち
い
ち
意
識
し
な
く
て
い
い
の
で
す

が
、
実
際
に
そ
う
い
う
場
に
公
私
と
も
に
ず
い

ぶ
ん
と
長
く
住
ん
で
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
気

に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
赤
坂
さ
ん
の
『
境
界

の
発
生
』﹇
※
6
﹈
を
読
む
機
会
が
あ
っ
て
、
そ

の
中
で
、実
に
見
事
に
、私
に
言
わ
せ
れ
ば
「
死

都
鎌
倉
」
の
過
去
と
現
在
の
境
界
が
、
一
つ
の

風
景
と
し
て
見
事
に
描
写
し
て
あ
っ
て
、
目
か

ら
鱗
と
い
う
か
、
大
変
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け

た
の
で
す
。

　
「
か
つ
て
境
界
と
は
目
に
見
え
、
手
で
触
れ

る
こ
と
の
で
き
る
、
疑
う
余
地
の
な
い
自
明
な

も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。（
…
）
し
か
し
私

た
ち
の
時
代
に
は
、
も
は
や
あ
ら
ゆ
る
境
界
の

自
明
性
が
喪
わ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。
境
界
が

溶
け
て
ゆ
く
時
代
。
わ
た
し
た
ち
の
生
の
現
場

を
そ
う
名
付
け
て
も
よ
い
」
と
。

　

元
来
が
も
や
も
や
し
た
と
こ
ろ
の
あ
る
自
然

風
土
の
日
本
で
、
多
少
の
あ
い
ま
い
さ
を
好
む

よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
の
暮
ら
し
の
風
景
と
い
う

の
は
、
皆
さ
ん
も
思
い
描
く
こ
と
で
き
ま
す
よ

ね
。
し
か
し
、
現
代
の
鎌
倉
に
長
年
暮
ら
し
て

い
る
私
に
、
ド
ス
を
突
い
て
く
る
よ
う
に
迫
っ

て
き
た
の
が
次
の
描
写
で
す
。

　
「
た
と
え
ば
辻
や
橋
の
た
も
と
は
、
か
つ
て

妖
怪
や
怨
霊
た
ち
が
跳
梁
す
る
魔
性
の
空
間
と

信
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
境
界
に
対
す
る
感
受
性

の
衰
え
と
と
も
に
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
魔
性
の

ら
れ
る
の
か
を
試
し
て
み
た
か
っ
た
の
で
す
。

け
れ
ど
も
、
一
五
年
や
っ
て
、
そ
の
封
印
を
今
、

ほ
ど
こ
う
か
な
と
、
ち
ょ
う
ど
思
っ
て
い
た
時

期
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

　

も
う
一
つ
の
封
印
は
、
僕
が
東
北
に
や
っ
て

来
て
、
村
に
入
っ
て
東
北
の
お
爺
さ
ん
お
婆
さ

ん
に
「
聞
き
書
き
」
を
は
じ
め
た
頃
に
定
め
た

も
の
で
す
。
そ
の
と
き
の
言
葉
の
や
り
と
り
の

中
で
、
自
分
が
東
京
で
使
っ
て
い
た
言
葉
は
、

ほ
と
ん
ど
使
い
物
に
な
ら
な
い
と
痛
い
ほ
ど
に

感
じ
た
の
で
す
。
村
の
公
民
館
で
講
演
と
い
う

形
で
た
び
た
び
呼
ば
れ
る
う
ち
に
、
そ
の
場
で

人
々
に
言
葉
が
届
く
か
届
か
な
い
か
と
い
う
こ

と
が
、
僕
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
大
な
問
題
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
野
良
仕
事

を
し
て
い
る
お
爺
さ
ん
に
届
く
よ
う
な
言
葉
を
、

自
分
で
つ
く
ろ
う
、
語
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま

し
た
。

　

そ
の
二
つ
の
封
印
と
い
う
か
、
理
由
が
あ
っ

て
、
僕
は
山
形
に
拠
点
を
移
し
て
か
ら
、
言
葉

の
選
び
方
や
文
体
が
、
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
と

自
覚
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
今
、
僕
は
徐
々
に

封
印
を
解
き
は
じ
め
て
い
て
、自
分
な
り
の「
場

所
論
」
を
書
き
は
じ
め
て
い
る
の
で
す
が
、
こ

れ
は
逆
に
、
誰
に
も
分
っ
て
も
ら
え
な
く
て
も

い
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
﹇
※
4
﹈
や
、
エ
リ
ア
ー
デ
﹇
※
5
﹈
が
出
て

き
た
り
し
て
、
実
に
楽
し
い
（
笑
）。
そ
ん
な
、

僕
自
身
の
あ
る
種
の
曲
が
り
角
で
、
こ
の
言
葉
、

『
神
秘
の
樹
と
明
日
の
鳥
た
ち
』
に
出
会
っ
て
、

こ
う
い
っ
た
文
体
で
も
の
を
考
え
る
こ
と
を
し

て
い
な
い
は
ず
の
自
分
の
心
が
、
ザ
ワ
ザ
ワ
し

は
じ
め
た
の
を
感
じ
て
、「
あ
あ
、
こ
れ
も
う

い
い
よ
な
、
許
し
て
も
ら
え
る
よ
な
」
っ
て
、

そ
ん
な
気
持
ち
で
こ
こ
に
座
っ
て
い
ま
す
。

吉
増　
　

今
の
赤
坂
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
、
も

う
こ
れ
で
今
日
の
鼎
談
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て

も
い
い
よ
う
な
、
そ
の
く
ら
い
大
切
な
発
語
と

い
う
か
、
大
事
な
こ
と
を
差
し
出
し
て
下
さ
い

ま
し
た
ね
。

　

さ
て
、
次
に
私
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
話
し

は
じ
め
よ
う
か
な
と
、
さ
っ
き
か
ら
頭
の
中
で

境
界
／
多
摩
蘭
坂
／
青
春
の
光
景

吉増剛造  Gozo Yoshimasu

1939年東京都生まれ。慶應義塾大学国文科卒。詩人。在学中から『三田
詩人』『ドラムカン』を中心に旺盛な詩作活動を展開、以後先鋭的な現代
詩人として内外で活躍、高い評価を受ける。文学・芸術に関する評論も
多い。朗読や現代美術や音楽とのコラボレーション、写真などの活動も
意欲的に展開している。主な詩集に『出発』（新芸術社、1964）／『黄金
詩篇』（思潮社、1970）高見順賞／『頭脳の塔』（青土社、1971）／『草書
で書かれた、川』（思潮社、1977）／『熱風』（中央公論社、1979）／『オ
シリス、石ノ神』（思潮社、1984）現代詩花椿賞／『螺旋歌』（河出書房新社、
1990）詩歌文学館賞／『花火の家の入り口で』（青土社、1995）／『「雪の島」
あるいは「エミリーの幽霊」』（集英社、1998）芸術選奨文部大臣賞／『ご
ろごろ』（毎日新聞社、2004）／『何処にもない木』（試論社、2006）な
どがある。

※
6　
『
境
界
の
発
生
』（
き
ょ
う
か
い
の

は
っ
せ
い
）

著
者　

赤
坂
憲
雄

文
化
や
歴
史
の
昏
が
り
に
埋
も
れ
た
境
界

の
風
景
や
人
々
を
発
生
的
に
掘
り
起
こ
し

た
論
考（
砂
子
屋
書
房
、
一
九
八
九
年
／

講
談
社
﹇
講
談
社
学
術
文
庫
﹈、
二
〇
〇
二

年
）。

※
4　

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

（M
artin H

eidegger

）

一
八
八
九
〜
一
九
七
六
年
／
哲
学
者

ド
イ
ツ
生
ま
れ
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
思
想
か

ら
大
き
な
影
響
を
受
け
、
現
象
学
の
手
法

を
用
い
存
在
論
を
展
開
し
た
。
一
九
二
七

年
、
代
表
作
の『
存
在
と
時
間
』で
存
在
論

的
解
釈
学
に
よ
り
伝
統
的
な
形
而
上
学
の

解
体
を
試
み
、
出
版
後
一
夜
に
し
て
世
界

的
な
名
声
を
博
す
。

※
5　

ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ

（M
ircea Eliade

）

一
九
〇
七
〜
一
九
八
六
年
／
宗
教
学
者
・

宗
教
史
家
・
作
家

ブ
カ
レ
ス
ト
生
ま
れ
。
主
に
幻
想
小
説
お

よ
び
自
伝
的
小
説
で
有
名
。
八
つ
の
言
語

を
使
い
こ
な
し
た
。
大
学
卒
業
後
イ
ン
ド

へ
留
学
。
イ
ン
ド
哲
学
、
ヨ
ー
ガ
な
ど
を

研
究
し
ブ
カ
レ
ス
ト
大
学
講
師
な
ど
を
経

て
シ
カ
ゴ
大
学
神
学
部
宗
教
史
学
教
授
に

就
任
、
世
界
的
な
比
較
宗
教
研
究
に
努
め

た
。
日
本
に
於
い
て
は
宗
教
民
俗
学
者
の

堀
一
郎（
柳
田
國
男
の
女
婿
）
と
親
交
が

あ
っ
た
。
著
書
に『
永
遠
回
帰
の
神
話
：

祖
形
と
反
復
』（
未
来
社
、
一
九
六
三
年
）、

『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』（
ち
く
ま
学
芸
文

庫
、
二
〇
〇
四
年
）、
小
説『
マ
イ
ト
レ

イ
』（
作
品
社
、
一
九
九
九
年
）、『
ム
ン

ト
ゥ
リ
ャ
サ
通
り
で
』（
法
政
大
学
出
版
局
、

一
九
七
七
年
）な
ど
。
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と
は
崖
地
の
こ
と
で
す
ね
。「
多
摩
蘭
」
と
は

お
そ
ら
く
、「
た
ま
ら
ね
ぇ
な
」
か
ら
き
て
い
る
。

不
思
議
な
大
き
な
坂
で
す
よ
。
し
か
し
、
坂
が

出
て
く
る
と
こ
ろ
が
ま
た
赤
坂
憲
雄
さ
ん
ら
し

い
け
れ
ど
、
そ
の
上
、
あ
ん
な
す
ば
ら
し
い
シ

ー
ン
に
山
口
昌
男
さ
ん
ま
で
出
し
て
く
る
と
は

な
ぁ
…
何
か
聞
い
て
い
て
幸
せ
に
な
っ
て
き
た

（
笑
）。

　

そ
れ
か
ら
ね
、
こ
の
間
、
N
H
K
の
、『
こ

だ
わ
り
人
物
伝
』
と
い
う
番
組
で
、
柳
田
國
男

の
特
集
に
出
演
し
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
に
ね
、

柳
田
が
生
ま
れ
て
一
三
歳
ま
で
過
ご
し
た
辻
川

と
い
う
、
兵
庫
県
の
姫
路
の
先
ま
で
行
っ
て
き

ま
し
た
。
柳
田
國
男
は
幼
少
の
時
分
に
、
三
木

さ
ん
と
い
う
家
に
放
り
込
ま
れ
た
の
で
す
が
、

そ
こ
は
大
庄
屋
で
書
物
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、

本
を
読
み
ふ
け
っ
た
と
い
う
。「
よ
し
、
じ
ゃ

あ
そ
の
書
物
蔵
に
行
っ
て
み
よ
う
」
っ
て
、
カ

メ
ラ
ク
ル
ー
と
一
緒
に
潜
っ
て
い
っ
た
ら
、
書

物
蔵
な
の
に
本
が
な
い
。
よ
く
よ
く
見
る
と
、

下
駄
箱
の
中
に
紙
の
束
が
い
く
つ
か
置
い
て
あ

っ
て
、
そ
の
戸
を
さ
ら
に
上
げ
る
と
、
和
本
が

ね
、
ず
ー
っ
と
積
み
重
ね
て
あ
る
の
で
す
。
手

に
と
っ
て
一
つ
一
つ
見
な
い
と
、
何
が
書
か
れ

て
い
る
の
か
、
積
ま
れ
て
い
る
状
態
で
は
皆
目

わ
か
ら
な
い
。

　

そ
の
と
き
私
は
、
ハ
ッ
と
感
心
し
た
の
で
す
。

図
書
館
か
ら
持
っ
て
き
た
、
あ
の
キ
ン
キ
ラ
キ

ン
の
背
の
あ
る
本
の
世
界
、
あ
あ
い
う
分
類
し

や
す
い
、
陳
列
し
や
す
い
書
物
の
世
界
に
、
私

た
ち
は
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
よ
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
本
で
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
。

け
れ
ど
も
あ
の
柳
田
が
、
本
当
に
「
本
の
虫
」

に
な
っ
て
い
た
と
き
は
、
柔
ら
か
く
て
、
ク
タ

ッ
と
し
て
い
る
和
本
を
手
に
と
っ
て
、
そ
の
中

へ
懸
命
に
入
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
い
う
柳
田
の

精
神
が
あ
る
か
ら
ね
、
今
、
赤
坂
さ
ん
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
、
坂
を
自
転
車
で
担
い
で
い
っ
た
シ

ー
ン
は
、
も
し
か
す
る
と
、
柳
田
國
男
の
「
俺

の
青
春
は
こ
ん
な
も
ん
じ
ゃ
ね
ぇ
」
っ
て
い
う

魂
も
入
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
ね
（
笑
）。

酒
井　
　

今
の
お
話
は
、『
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
』

モ
ノ
や
空
間
そ
の
も
の
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
う
し
て
世
界
は
い
ま
、
魔
性
と
も
カ
オ
ス
や

闇
と
も
無
縁
に
、
ひ
た
す
ら
の
っ
ぺ
り
と
、
明

る
い
均
質
感
に
浸
さ
れ
て
い
る
」。

　

こ
れ
は
衝
撃
で
し
た
。
東
北
に
く
る
前
に
、

日
本
中
あ
ち
こ
ち
を
、
こ
う
い
う
観
点
で
眺
め

て
い
た
の
で
す
か
。

赤
坂　
　
『
境
界
の
発
生
』
は
、
僕
が
三
〇
代

前
半
に
雑
誌
や
何
か
の
求
め
に
応
じ
て
書
き
散

ら
し
た
文
章
を
ま
と
め
た
本
な
の
で
す
が
、
今

読
み
返
し
て
み
る
と
、
自
分
で
も
わ
け
が
分
ら

な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

今
、
酒
井
さ
ん
に
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
鎌
倉
に

関
す
る
記
述
は
、
そ
の
中
で
も
比
較
的
分
り
や

す
く
書
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
僕
は
そ
の

世
界
を
捨
て
る
た
め
に
山
形
に
来
た
よ
う
な
気

が
し
ま
す
ね
。
そ
れ
を
検
証
す
る
た
め
に
来
た

の
で
は
な
く
て
。

　

僕
は
、「
異
人
」
と
か
、「
境
界
」
と
か
、「
サ

ク
リ
フ
ァ
イ
ス
」
と
か
、
そ
う
い
う
あ
る
種
の

解
釈
の
道
具
を
、
ご
く
若
い
頃
に
掴
ん
で
し
ま

っ
た
の
で
す
ね
。
こ
の
三
つ
で
現
代
の
事
件
も

風
景
も
読
み
解
け
る
、
と
て
も
便
利
な
道
具
で

あ
る
と
。
で
も
、
僕
は
そ
の
文
法
が
嫌
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。「
も
う
こ
れ
い
い
や
、
こ
れ
捨

て
ち
ゃ
お
う
」
と
、
東
北
に
裸
で
き
た
の
で
す
。

そ
れ
ま
で
東
北
の
闇
な
ん
て
、
一
つ
も
探
し
歩

い
た
こ
と
は
な
い
で
す
し
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら

抜
け
出
す
た
め
に
、
東
北
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド

が
僕
に
と
っ
て
必
要
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
吉
増
さ
ん
の
お
仕
事
を
い
ろ
い

ろ
読
ん
で
い
た
中
で
、『
恋
の
山
』﹇
※
7
﹈
が

気
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
お
い
く
つ
頃
の
詩

で
し
ょ
う
か
？　

吉
増　
　

一
九
七
一
年
く
ら
い
。
三
〇
代
の
頃

か
… 

も
う
ち
ょ
っ
と
若
い
か
な
。

赤
坂　
　

そ
の
中
に
こ
ん
な
一
節
が
あ
り
ま
し

た
。「
国
分
寺
近
く
、
多
摩
蘭
坂
の
は
け
の
大

傾
斜
へ
」。
こ
れ
、
僕
の
暮
ら
し
て
い
る
場
所

に
す
ご
く
近
い
の
で
す
ね
。
多
摩
蘭
坂
は
よ
く

自
転
車
で
下
っ
た
り
登
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
何
を
思
い
出
し
て
い
た
の
か
と
い
う

と
、
実
は
僕
は
、
二
〇
代
の
頃
は
小
説
を
書
い

て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
あ
あ
、
も
う
こ
れ

は
だ
め
だ
な
と
思
っ
て
、
三
〇
歳
に
な
る
手
前

で
や
め
た
の
で
す
が
、
そ
の
境
目
の
二
〇
代
後

半
、
高
校
時
代
か
ら
通
っ
て
い
た
国
立
の
小
さ

な
書
店
で
、偶
然
に
『
定
本
柳
田
國
男
集
』﹇
※

8
﹈
に
出
会
っ
た
の
で
す
。

　

値
段
を
見
た
ら
四
万
五
千
円
で
し
た
。
当
時

の
僕
は
と
て
も
貧
し
く
て
、
お
金
は
ほ
と
ん
ど

な
い
生
活
で
す
し
、
全
集
な
ん
て
買
っ
た
こ
と

が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
な
ぜ
か
そ
の
『
定
本

柳
田
國
男
集
』
を
買
っ
て
し
ま
っ
た
。
ダ
ン
ボ

ー
ル
を
も
ら
っ
て
、
自
転
車
の
荷
台
に
取
り
付

け
て
、
ふ
ら
ふ
ら
し
な
が
ら
多
摩
蘭
坂
を
登
っ

て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
の
坂
の
途
中
で
、

僕
は
山
口
昌
男
﹇
※
9
﹈
さ
ん
に
会
っ
て
い
る

の
で
す
。
勿
論
、
本
当
に
は
行
き
逢
っ
て
い
ま

せ
ん
よ
。
た
ま
た
ま
す
れ
違
っ
た
人
を
、
勝
手

に
山
口
昌
男
だ
と
決
め
た
の
で
す
。
幻
想
で

す
け
れ
ど
（
笑
）。
僕
に
と
っ
て
多
摩
蘭
坂
は
、

そ
う
い
う
絵
柄
に
お
さ
ま
っ
て
い
ま
す
。
一
生

懸
命
に
自
転
車
を
こ
い
で
、「
買
っ
て
し
ま
っ

た
」
柳
田
の
全
集
を
積
ん
で
、
ふ
ら
ふ
ら
し
な

が
ら
坂
を
登
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
、『
定
本

柳
田
國
男
集
』
に
出
会
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
僕

は
民
俗
学
の
世
界
に
は
進
ん
で
い
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
何
年
か
し
て
、
小
説
を

き
っ
ぱ
り
や
め
て
、『
異
人
論
序
説
』﹇
※
10
﹈

を
書
い
て
デ
ビ
ュ
ー
し
、
そ
れ
か
ら
『
境
界
の

発
生
』
を
発
表
し
ま
す
。　

　

さ
き
ほ
ど
の
、
吉
増
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て

い
て
、
な
ん
だ
か
『
定
本
柳
田
國
男
集
』、
多

摩
蘭
坂
、
山
口
昌
男
さ
ん
の
亡
霊
、
そ
の
辺
が

絡
み
合
っ
て
、
二
〇
代
の
僕
の
青
春
の
光
景
が

呼
び
出
さ
れ
た
気
が
し
た
の
で
す
。

酒
井　
　

い
や
、
吉
増
さ
ん
ふ
う
に
い
う
と
、

私
も
時
々
使
う
け
れ
ど
も
、「
溝
」
と
い
う
言

葉
が
浮
か
ん
で
き
ま
し
た
ね
。
ど
う
も
聞
い
て

い
る
と
、
赤
坂
さ
ん
は
断
絶
す
る
、
あ
る
い
は

捨
て
る
と
い
う
こ
と
が
上
手
な
人
で
す
ね
。

吉
増　
　

そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
と
同
時
に
、
と

て
も
気
持
ち
い
い
、
そ
の
坂
の
光
景
が
き
れ
い

に
立
っ
て
く
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

　

多
摩
蘭
坂
と
い
う
の
は
ね
、
大
岡
昇
平
の
名

作
、『
武
蔵
野
夫
人
』﹇
※
11
﹈の
舞
台
で
、「
は
け
」

酒井忠康  Tadayasu Sakai 

1941年北海道生まれ。慶応義塾大学文学部美学美術史学科卒。64年神
奈川県立近代美術館勤務。92年館長。2004年同館顧問。世田谷美術館
館長に就任、現在に至る。その間、数多くの企画展を担当。全国美術
館会議理事。美術館連絡協議会理事長。国際美術評論家連盟会員。日
本近代の美術史に造詣が深く、芸術家の風土性や気象をベースにした美
術評論に特色がある。目下、パブリック・アートの現状について調査中。
1986、88年ヴェニス・ビエンナーレのコミッショナー。1989、91年サ
ンパウロ･ビエンナーレのキュレーター。多数の著作・著書の主要なも
ののうち日本近代美術史に関するものとして『海の鎖─描かれた維新』
（青幻舎、2004）／現代彫刻に関するものとして『彫刻家への手紙』（未
知谷、2003）／美術館活動に関するものとして『その年もまた─鎌倉近
代美術館を巡る人々─』（鎌倉春秋、2004）などがある。

的
な
関
係
の
綾
が
描
か
れ
て
い
る（
新
潮

社
、
一
九
五
〇
年
）。

※
12　
『
ア
ー
キ
ペ
ラ
ゴ
』（A

rchipelago

）

著
書　

今
福
龍
太
・
吉
増
剛
造

現
代
世
界
の
文
化
の
混
交
と
変
容
を
ど
の

よ
う
に
と
ら
え
る
の
か
。
ク
レ
オ
ー
ル
主

義
を
提
唱
す
る
人
類
学
者
今
福
龍
太
氏
と
、

言
語
の
解
体
と
創
造
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
追

及
し
て
き
た
詩
人
吉
増
剛
造
氏
の
一
六
年

に
わ
た
る
対
話（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六

年
）。

※
13　

今
福
龍
太（
い
ま
ふ
く
・
り
ゅ
う
た
）

一
九
五
五
年
〜
／
人
類
学
者
・
文
化
批
評

家東
京
生
ま
れ
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
メ
キ

シ
コ
、
カ
リ
ブ
海
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
沖
縄
・

奄
美
な
ど
を
移
動
し
な
が
ら
、
幅
広
い
批

評
活
動
・
文
化
運
動
を
展
開
。
現
在
、
東

京
外
国
語
大
学
教
授
。

※
14　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

（W
alter B

enjam
in

）

一
八
九
二
〜
一
九
四
〇
年
／
文
芸
評
論
家

ド
イ
ツ
生
ま
れ
。
フ
ラ
ブ
ル
ク
大
学
、
ベ

ル
リ
ン
大
学
に
学
ぶ
。
文
化
社
会
学
者
と

し
て
、
史
的
唯
物
論
と
ユ
ダ
ヤ
的
神
秘
主

義
を
結
び
つ
け
た
。
エ
ッ
セ
イ
の
か
た
ち

を
採
っ
た
自
由
闊
達
な
エ
ス
プ
リ
の
豊
か

さ
と
文
化
史
、
精
神
史
に
通
暁
し
た
思
索

の
深
さ
、
二
〇-

二
一
世
紀
の
都
市
と
人
々

の
有
り
様
を
予
見
し
た
よ
う
な
分
析
に
は

定
評
が
あ
る
。
著
書
に『
ド
イ
ツ
悲
劇
の

根
源
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
五

年
）、『
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
』（
紀
伊
國

屋
書
店
、
一
九
六
九
年
）、『
モ
ス
ク
ワ
の

冬
』（
一
九
八
二
年
）、『
子
ど
も
の
た
め
の

文
化
史
』（
晶
文
社
、
一
九
八
八
年
）、『
パ

サ
ー
ジ
ュ
論
』（
一
九
九
三
年
）な
ど
多
数
。

※
7　
『
恋
の
山
』（
こ
い
の
や
ま
）

著
者　

吉
増
剛
造

『
続
・
吉
増
剛
造
詩
集
』内
の
詩
論（
リ
ズ

ム
の
魔
に
吹
か
れ
て
恋
の
山
に
い
た
る
）

か
ら（
思
潮
社
、
一
九
九
四
年
）。

※
8　
『
定
本
柳
田
國
男
集
』（
て
い
ほ
ん

や
な
ぎ
だ
く
に
お
ぜ
ん
し
ゅ
う
）

著
者　

柳
田
國
男

膨
大
な
柳
田
の
著
作
を
、
柳
田
の
指
示

の
も
と
に
、
自
筆
及
び
著
者
校
訂
の
あ

っ
た
筆
記
原
稿
に
限
っ
て
収
録
し
た
定
本

集
。
全
三
六
巻（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
二

〜
一
九
七
四
年
）。

※
9　

山
口
昌
男（
や
ま
ぐ
ち
・
ま
さ
お
）

一
九
三
一
年
〜
／
文
化
人
類
学
者

北
海
道
美
幌
町
生
ま
れ
。
東
京
都
立
大
学

社
会
人
類
学
専
攻
修
士
課
程
修
了
。
該
博

な
知
識
を
背
景
に
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ

な
ど
世
界
各
地
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を

行
い
、「
中
心
と
周
縁
」、「
ト
リ
ッ
ク
ス

タ
ー
」等
の
概
念
を
駆
使
し
て
専
門
の
文

化
人
類
学
か
ら
演
劇
、
映
画
、
文
学
ま
で

幅
広
い
研
究
、著
作
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

一
九
九
六
年
に『「
敗
者
」の
精
神
史
』（
岩

波
書
店
、
一
九
九
五
年
）で
大
佛
次
郎
賞

受
賞
。
主
要
著
作
は『
山
口
昌
男
著
作
集
』

（
筑
摩
書
房
・
全
五
巻
、
二
〇
〇
三
年
）に

収
め
ら
れ
て
い
る
。

※
10　
『
異
人
論
序
説
』（
い
じ
ん
ろ
ん
じ
ょ

せ
つ
）

著
者　

赤
坂
憲
雄

内
部
／
外
部
、
秩
序
／
混
沌
と
い
っ
た
共

同
体
＝「
我
ら
」と
そ
の
外
部
＝「
彼
ら
」の

二
元
論
的
関
係
性
を
そ
の
両
者
の
は
ざ
ま

に
棲
む
人
々
＝
異
人
に
沿
っ
て
考
察
す
る

一
冊（
砂
子
屋
書
房
、
一
九
八
五
年
／
筑

摩
書
房
﹇
ち
く
ま
学
芸
文
庫
﹈、
一
九
九
二

年
）。

※
11　
『
武
蔵
野
夫
人
』（
む
さ
し
の
ふ
じ
ん
）

著
者　

大
岡
昇
平

大
岡
昇
平
の
代
表
作
の
一
つ
。
若
き
復
員

軍
人
の
勉
と
、
そ
の
既
婚
の
従
姉
の
道
子

と
の
悲
恋
を
扱
っ
た
物
語
。
家
族
の
人
間
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記
述
も
残
っ
て
い
て
、
様
々
な
問
題
が
山
積
し

て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、

僕
は
『
遠
野
物
語
』
に
は
、学
問
的
な
「
區
別
」

以
前
の
、
カ
オ
ス
が
あ
る
か
ら
こ
そ
面
白
い
と

思
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

僕
が
東
北
の
山
野
を
、
お
爺
さ
ん
お
婆
さ
ん

の
話
を
聞
き
書
き
し
て
歩
い
て
い
た
と
き
、
つ

く
づ
く
実
感
し
た
の
は
、
あ
れ
は
「
神
話
」、

こ
れ
は
「
伝
説
」、
あ
れ
は
「
昔
話
」、
こ
れ
は

「
世
間
話
」
だ
、「
民
話
」
だ
と
か
い
う
、
学
術

的
な
分
類
の
フ
ィ
ル
タ
ー
は
、
常
民
に
と
っ
て

何
の
意
味
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

つ
ま
り
、
自
分
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
語

っ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
地
域
の
「
伝
説
」
が

物
語
化
し
て
紛
れ
込
ん
で
し
ま
う
。
あ
る
い
は

世
間
話
の
よ
う
な
う
わ
さ
話
が
、
よ
く
よ
く
聞

い
て
い
る
と
村
の
「
神
話
」
の
よ
う
な
も
の
に

つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。
と
て
も
じ
ゃ
な
い

け
れ
ど
、
学
問
的
な
分
類
が
意
味
を
成
さ
な
い
、

混
沌
と
し
た
世
界
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
す
ね
。

『
遠
野
物
語
』
と
い
う
の
は
、
ギ
リ
ギ
リ
の
と

こ
ろ
で
そ
の
カ
オ
ス
を
掬
い
取
っ
て
い
る
。
だ

か
ら
面
白
い
の
で
す
。　

　

け
れ
ど
も
そ
の
後
、『
遠
野
物
語
』
の
伝
承

世
界
を
学
問
的
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
取
り
組

み
が
盛
ん
に
な
っ
て
、
海
外
か
ら
様
々
な
研
究

が
入
っ
て
き
て
、
収
集
や
分
類
上
の
語
彙
と
い

う
か
文
法
が
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、

「
伝
説
と
昔
話
は
違
い
ま
す
」
と
、
柳
田
の
学

問
は
、
人
々
が
生
き
て
い
る
現
場
か
ら
遠
ざ
か

っ
て
い
き
ま
す
。
そ
ん
な
も
の
が
学
問
な
ら
ば

ど
う
で
も
い
い
と
、
僕
は
思
っ
て
し
ま
う
の
で

す
ね
。
そ
れ
が
ま
ず
一
つ
で
す
。

　

次
に
、
柳
田
は
こ
の
エ
ッ
セ
ー
の
中
で
、
小

鳥
は
移
動
し
、
樹
木
は
土
着
し
て
い
る
も
の
と

し
て
語
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
柳
田
の

樹
木
研
究
が
破
綻
し
て
い
ま
す
ね
。
実
は
、
小

鳥
の
移
動
範
囲
は
き
わ
め
て
小
さ
い
の
で
す
。

チ
ー
チ
ク
、
チ
ー
チ
ク
と
さ
え
ず
り
な
が
ら
、

そ
れ
が
隣
の
村
の
小
鳥
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
レ

ベ
ル
の
伝
播
は
し
た
と
し
て
も
、
小
鳥
そ
の
も

の
の
生
態
の
範
囲
は
意
外
に
狭
い
。　

　

そ
れ
に
対
し
て
、
樹
木
は
と
て
も
大
き
な
移

動
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
椿
と

い
う
樹
木
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
柳
田
國

男
自
身
が
、
稲
を
持
っ
て
日
本
列
島
を
渡
っ
て

き
た
人
た
ち
が
、
北
へ
北
へ
と
旅
を
す
る
途

中
で
、「
神
の
宿
る
場
所
」
に
椿
を
植
え
て
い

っ
た
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
語
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
日
本
の
椿
は
、
自
然
の
産
物
じ
ゃ

な
く
て
、
人
間
が
外
か
ら
持
ち
運
ん
だ
文
化
財

だ
と
い
う
理
解
が
正
し
い
の
で
す
。
歴
史
を
丁

寧
に
辿
っ
て
い
く
と
、
樹
木
は
も
の
す
ご
く
動

い
て
い
て
、
土
着
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
負
わ
せ
る

に
は
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、
こ
れ
は
養
老
孟
司

﹇
※
21
﹈
さ
ん
に
聞
い
た
話
で
、
詳
細
は
不
確
な

の
で
す
が
、
養
老
さ
ん
は
「
昆
虫
は
動
い
て
な

い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
虫
た
ち
は

百
万
年
前
か
ら
そ
の
地
域
に
、
ほ
と
ん
ど
変
わ

ら
な
い
姿
で
ず
っ
と
生
息
し
て
い
る
と
。
こ
れ

は
化
石
で
分
る
ら
し
い
で
す
ね
。

　
「
移
動
」
と
か
「
定
着
」
と
い
う
こ
と
を
我
々

が
思
考
す
る
と
き
、
虫
な
ん
て
小
さ
な
生
き
物

は
、
ど
ん
ど
ん
移
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
け
れ
ど
も
、
実
際
は
百
万
年
前
か
ら
あ
ま
り

移
動
し
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
小
鳥
は
動

い
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
確
か
に
渡
り
鳥
は

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
鳥
た
ち
の
多
く
は
実
際
に

は
あ
ま
り
大
き
く
動
い
て
い
な
い
。
そ
の
反
対

に
、「
根
つ
き
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
植
物
は
、

人
間
の
歴
史
と
と
も
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
移
動

し
て
い
る
。
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
こ
こ
に
重

ね
る
と
、
柳
田
の
「
傳
説
が
植
物
な
ら
昔
話
は

小
鳥
に
似
て
居
る
」
と
い
っ
た
比
喩
的
な
対
比

を
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
と
こ
ろ
か
ら
ひ
っ
く
り

返
し
て
考
え
た
方
が
い
い
と
、
僕
は
思
え
て
な

ら
な
い
の
で
す
。

吉
増　
　

確
か
に
、
赤
坂
さ
ん
が
明
晰
に
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
柳
田
國
男
は
、
稲
と
麦
だ

け
で
は
な
く
て
、
白
珠
椿
の
小
枝
を
持
っ
て
、

何
万
年
か
前
に
こ
の
列
島
に
渡
っ
て
き
た
人
た

ち
が
い
た
と
語
っ
て
い
ま
す
ね
。
し
か
も
、
椿

を
「
心
霊
を
卜
す
る
」
と
植
え
て
い
た
の
は
女

の
人
だ
っ
た
と
。
そ
う
い
う
想
像
力
と
い
う
か
、

全
身
聴
覚
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
柳
田
の
独

特
の
も
の
で
す
ね
。

﹇
※
12
﹈
と
い
う
対
談
集
の
中
で
、
文
化
人
類
学

者
の
今
福
龍
太
﹇
※
13
﹈
さ
ん
と
交
わ
さ
れ
て

い
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹇
※
14
﹈
の
靴
下
の
話
に
つ

な
が
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

吉
増　
　

そ
う
そ
う
。
こ
れ
は
全
世
界
の
子
ど

も
が
や
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
靴
下
を

裏
返
し
に
し
て
履
く
と
、
ど
っ
ち
が
裏
だ
か
表

だ
か
わ
か
ら
な
い
。「
ケ
ツ
頭
」
と
か
い
っ
て

遊
ぶ
で
し
ょ
う
？ 

着
物
だ
っ
て
褞ど

て
ら袍

だ
っ
て
、

ど
っ
ち
が
表
だ
か
分
ら
な
い
よ
う
な
感
じ
が
す

る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
も
そ
の
遊
び
方
を
し
て
い
て
、

そ
の
ク
タ
ッ
と
し
た
不
思
議
な
手
触
り
を
、
実

に
見
事
に
表
現
し
て
い
ま
す
よ
。

　

今
夜
は
、
こ
の
あ
と
の
森
繁
哉
﹇
※
15
﹈
さ

ん
の
踊
り
﹇
※
16
﹈
を
見
る
の
を
楽
し
み
に
し

て
い
る
の
で
す
が
、
土
方
巽
﹇
※
17
﹈
に
も
そ

う
い
う
感
覚
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
蝉
が
引
っ
か

い
た
よ
う
な
、
ど
っ
ち
が
布
団
だ
か
本
体
だ
か

わ
か
ら
な
い
よ
う
な
…
。
あ
あ
い
う
表
裏
一
体

の
身
体
性
と
い
う
の
は
、
ほ
う
っ
て
お
く
と
忘

れ
て
し
ま
う
感
覚
で
す
よ
ね
。

赤
坂　
　

こ
の
辺
で
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
、
柳
田
國
男
の
エ
ッ

セ
イ
『
傳
説
と
そ
の
蒐
集
』
に
つ
い
て
、
僕
な

り
の
見
解
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

僕
は
今
回
、
吉
増
さ
ん
の
『
生
涯
は
夢
の

中
径
』﹇
※
18
﹈
と
い
う
、
折
口
信
夫
に
関
す

る
、
絶
妙
と
い
う
か
、
あ
る
種
、
形
容
し
が
た

い
詩
の
実
験
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す

が
、
そ
の
中
で
柳
田
國
男
は
常
に
悪
役
な
の
で

す
。
で
す
か
ら
今
日
の
鼎
談
で
は
、
民
俗
学
者

と
し
て
の
立
場
上
、
柳
田
擁
護
に
ま
わ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
で

す
が
、
本
当
は
僕
も
折
口
の
ほ
う
が
好
き
な
の

で
す
（
笑
）。
酒
井
さ
ん
に
は
申
し
訳
な
い
の

で
す
が
、
柳
田
の
こ
の
短
い
文
章
を
繰
り
返
し

読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
や
は
り
批
判
せ
ざ
る
を

得
な
い
な
と
い
う
気
分
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

柳
田
は
、「
人
は
よ
く
傳
説
と
昔
話
と
を
混

同
す
る
。
然
し
學
問
は
こ
の
二
つ
を
區
別
す

る
」
と
言
い
、
続
け
て
比
喩
的
に
「
傳
説
が
植

物
な
ら
昔
話
は
小
鳥
に
似
て
居
る
」、
こ
う
い

う
語
り
方
が
上
手
い
で
す
よ
ね
。
小
鳥
は
「
漂

泊
」
と
か
「
移
動
」
と
い
っ
た
メ
タ
フ
ァ
ー
を

負
わ
さ
れ
、
樹
木
は
「
土
着
」
の
表
象
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
。
僕
は
そ
れ
が
気
に
入
ら
な
い

と
い
う
か
…
ち
ょ
っ
と
違
う
な
と
思
う
の
で
す
。

　

ま
ず
、
柳
田
の
『
遠
野
物
語
』﹇
※
19
﹈
は
、

こ
の
文
章
か
ら
二
〇
年
近
く
前
に
出
版
さ
れ
て

い
る
の
で
す
ね
。
遠
野
地
方
の
民
話
に
つ
い
て

は
、
佐
々
木
喜
善
﹇
※
20
﹈
と
い
う
語
り
部
の

定
住
の
鳥
・
漂
泊
の
樹
木

エ
ジ
ー
の
秘
密
を
明
か
す
、
詩
・
講
演
・
評

伝
か
ら
紡
が
れ
た
し
な
や
か
な
詩
的
思
考

の
奇
蹟
。
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
の
折
口

信
夫
論
集
成（
思
潮
社
、
一
九
九
九
年
）。

※
19　
『
遠
野
物
語
』（
と
お
の
も
の
が
た
り
）

著
者　

柳
田
國
男

一
九
一
二
年
に
発
表
の
説
話
集
。
岩
手

県
遠
野
町（
現
、
遠
野
市
）
出
身
の
佐
々

木
喜
善
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
地
元
の
民
話

を
、
柳
田
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
内
容
は
、
河
童
や
座
敷
童
な
ど
妖
怪
に

纏
わ
る
も
の
や
、
神
隠
し
な
ど
怪
談
系
の

も
の
を
多
く
含
む
。『
遠
野
物
語
』本
編
は

一
一
九
話
で
、
続
い
て
発
表
さ
れ
た『
遠

野
物
語
拾
遺
』に
は
二
九
九
話
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。

※
20　

佐
々
木
喜
善（
さ
さ
き
・
き
ぜ
ん
）

一
八
八
六
〜
一
九
三
三
年
／
民
話
研
究
家

岩
手
県
遠
野
市
生
ま
れ
。
一
九
〇
五
年
頃

か
ら
佐
々
木
鏡
石
の
筆
名
で
小
説
を
発
表

し
始
め
、
一
九
〇
八
年
頃
か
ら
柳
田
国
男

に
知
己
を
得
、
喜
善
の
語
っ
た
遠
野
の
話

を
基
に
柳
田
が『
遠
野
物
語
』を
著
す
。
作

家
活
動
と
民
話
の
蒐
集
・
研
究
を
続
け
る

傍
ら
、
土
淵
村
村
会
議
員
・
村
長
を
務
め
る
。

オ
シ
ラ
サ
マ
や
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
な
ど
の
研

究
と
、
四
〇
〇
編
以
上
に
上
る
昔
話
の
蒐

集
は
、
日
本
民
俗
学
・
口
承
文
芸
研
究
の

大
き
な
功
績
で
、「
日
本
の
グ
リ
ム
」と
称

さ
れ
る
。
主
な
著
作
に
、
昔
話
集『
紫
波

郡
昔
話
』、『
東
奥
異
聞
』、
ほ
か
多
数
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
の
著
作
は『
佐
々
木
喜
善
全
集
』

（
遠
野
市
立
博
物
館
発
行
）で
読
む
こ
と
が

で
き
る
。

※
15　

森
繁
哉（
も
り
・
し
げ
や
）

一
九
四
七
年
〜
／
現
代
舞
踏
家

山
形
県
生
ま
れ
。「
水
の
踊
り
」「
庭
、
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ズ
」な
ど
、
数
多
く
の
舞

台
作
品
の
他
、
道
路
で
の
表
現
活
動「
第

一
次
」「
第
二
次
道
路
劇
場
」を
経
て
、
出

羽
三
山
山
中
で「
千
の
行
」を
展
開
。
大
蔵

村
を
本
拠
地
と
し
、
主
宰
す
る
舞
踏
集
団

「
里
山
ダ
ン
ス
事
務
所
」を
構
成
す
る
村
人

た
ち
と「
す
す
き
野
シ
ア
タ
ー
」を
運
営
。

ま
た
、
土
地
の
生
活
記
録
と
し
て
の
舞
踏

表
現
や
、
野
外
オ
ペ
ラ
シ
リ
ー
ズ
の
演
出

を
通
じ
て
、
人
々
と
の
文
化
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
創
り
あ
げ
、
文
化
伝
承
の
講
座
と
し

て「
南
山
夜
学
校
」
を
開
設
し
職
人
の
技

術
伝
承
に
も
力
を
注
い
で
い
る
。
さ
ら
に

「
身
体
民
族
学
」と
い
う
独
自
の
理
論
を
構

築
。
そ
の
多
彩
な
活
動
に
よ
り
イ
ン
タ
ー

ク
ロ
ス
賞
、山
形
県
社
会
文
化
賞
等
を
受
賞
。

現
在
、
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
。

※
17　

土
方
巽（
ひ
じ
か
た
・
た
つ
み
）

一
九
二
八
〜
一
九
八
六
年
／
舞
踏
家
・
振

付
家

秋
田
県
生
ま
れ
。
舞
踏
の
創
始
者
。
暗
黒

舞
踏
と
い
う
新
し
い
表
現
形
式
を
確
立
し

た
。
西
洋
の
古
典
舞
踊
が
人
間
の
肉
体
を

肯
定
的
・
発
展
的
に
と
ら
え
、
美
的
で
伸

び
や
か
な
振
り
付
け
に
よ
っ
て
人
間
の
ロ

マ
ン
を
表
現
し
た
の
に
対
し
、
土
方
は
解

体
さ
れ
衰
弱
に
向
か
う
肉
体
の
動
き
に
美

し
さ
を
見
出
し
、ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
様
々

な
芸
術
家
た
ち
に
影
響
を
与
え
た
。
上
演

作
品
に『
禁
色
』（
一
九
五
九
年
）、『
ひ

と
が
た
』（
一
九
七
六
年
）な
ど
が
あ
り
、

一
九
七
七
年
に
演
出
し
た『
ラ
・
ア
ル
ヘ
ン

チ
ー
ナ
頌
』は
舞
踏
の
最
高
峰
と
し
て
伝

説
的
な
上
演
と
な
っ
た
。
著
作
に『
美
貌

の
青
空
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
）な

ど
が
あ
る
。

※
18　
『
生
涯
は
夢
の
中
径
』（
し
ょ
う
が

い
は
ゆ
め
の
な
か
み
ち
）

著
者　

吉
増
剛
造

折
口
信
夫
の
生
涯
の
軌
跡
を
求
め
、
こ
れ

ま
で
誰
に
も
読
み
解
か
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
、
こ
の
類
稀
な
文
学
者
の
特
異
な
ポ

※ 16　彫刻風土─時の溯上─
舞踏＝森繁哉
彫刻＝西雅秋
日時＝ 2004年 10月 28日［土］  17時 30分～
会場＝東北芸術工科大学水上能舞台『伝統館』
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そ
し
て
ま
た
柳
田
は
、
み
な
さ
ん
も
ご
存
知

だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
鳥
を
よ
く
観
察
し
て

い
る
人
で
す
。
こ
こ
に
も
小
鳥
が
出
て
き
た
か

ら
要
注
意
で
す
よ
。
何
か
考
え
て
い
る
に
違
い

な
い
。
き
っ
と
そ
こ
に
も
う
少
し
深
い
ト
リ
ッ

ク
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
口
を
つ
ぐ
ん

0

0

0

で
い
る

0

0

0

様
子
と
い
う
の
か
、
ど
こ
か
複
雑
で
謎

め
い
た
こ
の
人
の
真
性
を
通
路
に
し
て
、
日
本

に
民
俗
学
と
い
わ
れ
る
学
問
の
扉
が
開
い
て
い

っ
た
と
い
う
ふ
う
に
、
私
は
思
い
ま
す
け
れ
ど

ね
…
。

　

そ
の
と
き
に
ね
、
民
族
と
か
昔
話
で
は
な
く

て
、
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
そ
う
で
す
け
れ

ど
、
何
度
も
聞
い
て
、
話
を
重
ね
て
い
く
作
業

に
よ
っ
て
、
物
語
に
あ
る
種
の
「
溜
り
」
が
で

き
て
い
く
。
そ
れ
を
「
記
録
」
と
か
「
記
憶
」

と
か
名
付
け
る
必
要
は
な
く
て
、
語
る
こ
と
を

重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
様
々
な
学
問
の
境
目
が

消
え
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
他
人

の
記
憶
を
今
一
度
た
ど
り
直
し
て
み
る
と
か
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
の
、
と
て
も
珍
し
く
、
良
い
例

と
し
て
、
柳
田
國
男
の
存
在
や
著
作
が
あ
る
と

い
う
ふ
う
に
私
は
思
う
わ
け
で
す
。

酒
井　
　

な
る
ほ
ど
。
こ
れ
は
な
か
な
か
や
や

こ
し
い
立
場
に
私
は
立
た
さ
れ
ま
し
た
。
議
題

の
提
案
者
と
し
て
、
さ
き
ほ
ど
の
赤
坂
さ
ん
の

論
に
対
す
る
、
私
な
り
の
柳
田
弁
護
を
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
と
ん
で
も
な
い
、

私
が
そ
ん
な
担
い
手
で
は
な
い
こ
と
を
み
な
さ

ん
は
既
に
ご
存
知
で
す
ね
。

　

し
か
し
、
例
え
ば
伊
藤
若
冲
﹇
※
22
﹈
の
絵

に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
魚
や
貝
類
な
ど
、
実
に
多

種
多
様
な
生
物
の
モ
チ
ー
フ
が
一
挙
に
同
じ
空

間
に
ド
ン
と
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
こ

れ
を
生
態
学
的
に
い
ろ
い
ろ
と
調
べ
て
い
く
と
、

絶
対
い
る
わ
け
が
な
い
魚
も
含
ま
れ
て
い
る
は

ず
で
す
よ
。
や
っ
ぱ
り
そ
こ
に
は
、
こ
の
画
家

一
流
の
想
像
力
が
介
在
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

い
わ
ゆ
る
博
物
史
や
博
物
学
の
見
方
を
す
る

と
、
や
は
り
若
冲
や
柳
田
國
男
が
生
き
た
時
代

に
は
、
そ
う
い
う
生
き
も
の
た
ち
の
「
図
鑑

的
な
世
界
」
と
い
う
か
、
あ
る
種
の
全
体
性
が
、

多
少
ぼ
ん
や
り
と
は
し
て
い
て
も
、
う
っ
す
ら

と
し
た
予
感
の
向
こ
う
に
見
え
て
い
た
時
代
だ

と
思
う
の
で
す
。
け
れ
ど
も
徐
々
に
日
本
の
近

代
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
こ
に
挟
み
込
ま
れ

た
彼
ら
の
想
像
力
が
、
時
代
の
検
閲
を
受
け
る

よ
う
な
形
で
、
は
っ
き
り
く
っ
き
り
と
、
否
応

な
く
他
と
区
分
す
る
よ
う
に
視
覚
化
さ
れ
、
認

知
さ
れ
、
解
体
さ
れ
て
い
く
の
で
す
ね
。

吉
増　
　

あ
れ
は
一
九
八
四
年
で
し
た
が
、
多

摩
美
術
大
学
に
講
義
に
呼
ば
れ
た
と
き
か
ら
は

じ
ま
っ
た
習
慣
で
、
私
は
壇
上
で
喋
る
こ
と
を
、

前
の
日
の
朝
に
あ
ら
か
じ
め
詳
細
に
書
い
て

準
備
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
続
け
て
い
ま
す
。

そ
の
辺
か
ら
詩
は
だ
め
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で

す
が
、
と
も
か
く
こ
れ
を
、
自
分
で
は
フ
リ
ー

ペ
ー
パ
ー
と
名
付
け
た
り
、
あ
る
い
は
『
佃
新

報
』
だ
と
書
い
た
り
し
て
、
そ
の
日
に
皆
様
に

差
し
上
げ
て
い
る
の
で
す
。
お
土
産
コ
ピ
ー
で

す
ね
。

　

私
は
お
土
産
っ
て
、
ど
う
し
て
も
差
し
上
げ

た
い
の
で
す
。
い
つ
か
恐
山
で
イ
タ
コ
の
話
を

聞
い
て
い
ま
し
た
ら
、
若
い
亡
霊
が
出
て
き
て
、

「
お
れ
は
靖
国
に
入
っ
た
け
れ
ど
も
、
お
土
産

も
貰
え
ね
ぇ
で
」
な
ん
て
口
寄
せ
し
て
い
る
の

を
聞
い
て
、「
こ
れ
は
大
変
だ
、
お
土
産
と
い

う
の
は
大
事
な
の
だ
」
と
思
っ
て
、
そ
れ
以
降
、

気
を
つ
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
す
（
笑
）。

　

今
夜
は
、
せ
っ
か
く
二
度
と
な
い
よ
う
な
充

実
し
た
話
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
リ
・
テ
リ
ン

グ
＝
再
話
す
る
と
い
う
か
、
私
自
身
が
書
い
た

も
の
を
発
語
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
ん

な
風
に
そ
の
言
葉
が
変
わ
っ
て
い
く
か
と
い
う

実
験
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

 〈
佃
新
報
〉
を
リ
・
テ
リ
ン
グ
す
る

※
21　

養
老
孟
司（
よ
う
ろ
う
・
た
け
し
）

一
九
三
七
年
〜
／
解
剖
学
者

神
奈
川
県
鎌
倉
市
生
ま
れ
。
東
京
大
学

医
学
部
卒
。
一
般
的
な
心
の
問
題
や
社

会
現
象
を
、
脳
科
学
や
解
剖
学
を
は
じ

め
と
し
た
医
学
・
生
物
学
領
域
の
雑
多
な

知
識
を
交
え
な
が
ら
解
説
す
る
こ
と
で

多
く
の
読
者
を
得
た
。『
現
代
思
想
』（
青

土
社
）に
連
載
し
た『
唯
脳
論
』（
筑
摩
書

房
、
一
九
九
八
年
）で
注
目
さ
れ
、『
バ
カ

の
壁
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年
）の
大
ヒ

ッ
ト
に
よ
り
広
く
知
ら
れ
る
。
一
九
八
九

年
に『
か
ら
だ
の
見
方
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
九
四
年
）で
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
を

受
賞
。
そ
の
他
テ
レ
ビ
出
演
や
講
演
会
な

ど
を
幅
広
く
こ
な
し
、
ま
た
、
無
類
の
虫

好
き
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、

東
京
大
学
名
誉
教
授
。

※
22　

伊
藤
若
冲（
い
と
う・じ
ゃ
く
ち
ゅ
う
）

一
七
一
六
〜
一
八
〇
〇
年
／
画
家

京
都
生
ま
れ
。
江
戸
中
期
京
都
画
壇
を
代

表
す
る
画
家
の
一
人
。
二
三
歳
で
家
督

を
継
ぎ
、
家
業
の
か
た
わ
ら
狩
野
派
、
光

琳
派
や
中
国
の
元
代
、
明
代
の
画
法
を
学

ぶ
。
四
〇
歳
で
家
業
を
弟
に
譲
っ
て
か
ら

は
、
生
涯
妻
子
を
持
た
ず
絵
画
の
制
作
に

専
念
。
写
生
的
、
装
飾
的
な
花
鳥
画
と
水

墨
画
に
異
色
の
画
風
を
作
り
上
げ
た
。
数

十
羽
の
鶏
を
飼
っ
て
そ
の
形
状
を
写
し
取

っ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
り
、
動
物
や
鳥
獣

魚
介
、
植
物
、
野
菜
を
題
材
に
し
た
作
品

が
多
い
。
一
九
七
〇
年
に
辻
惟
雄
の『
奇

想
の
系
譜
』が
出
版
さ
れ
て
以
来
注
目
を

浴
び
、
特
に
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
そ

の
超
絶
し
た
技
巧
や
奇
抜
な
構
成
が
再
評

価
さ
れ
た
。
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ん
て
、
柳
田
さ
ん
も
遠
野
物
語
の
序
文
で
、
早
池
峰
の
こ
と
を
、「
か
た
か
な
の
へ
の
字
に
似
た
り
」
っ
て
こ

う
、
す
ご
い
で
す
ね
。
し
か
も
、
ほ
か
の
写
真
に
は
撮
影
者
の
名
前
が
入
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
は
入

っ
て
な
か
っ
た
の
で
、
多
分
こ
の
逆
光
の
す
ご
い
写
真
は
、
僕
が
み
て
思
い
込
ん
で
、
こ
れ
は
、
完
璧
に
、
こ

の
す
ご
い
ペ
ー
ジ
、
ペ
ー
ジ
が
す
ご
い
。
こ
の
ペ
ー
ジ
の
目
は
、
赤
坂
さ
ん
の
目
で
あ
る
と
言
う
ふ
う
な
確

信
が
、
こ
の
恐
る
べ
き
く
の
字
の
道
│
│
坂
へ
の
道
を
上
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
、

こ
れ
、
鎌
倉
の
と
こ
ろ
で
目
が
留
ま
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
酒
井
忠
康
さ
ん
は
神
奈
川
県
立
美
術
館
の
美
術

館
長
と
し
て
、
長
年
勤
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
鎌
倉
を
見
る
目
が
す
る
ど
い
の
で
び
っ
く
り

し
て
い
る
わ
け
で
す
よ
。
こ
の
、
で
こ
ぼ
こ
急
坂
ひ
か
り
道
を
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
こ
う
い
う
驚
き

を
こ
れ
か
ら
私
た
ち
が
紡
い
で
解
い
て
い
っ
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
か
。
昨
日
の
夜
、
三
軒
茶
屋
の
劇
場
ト
ラ
ム

の
学
者
た
ち
と
、
話
し
た
く
ね
ぇ
と
思
っ
て
、
無
性
に
嫌
に
な
っ
て
、
飛
び
出
し
て
き
ち
ゃ
っ
た
そ
の
寸
前
に
、

能
代
の
秋
田
の
人
…
吉
田
文
憲
さ
ん
と
、
と
っ
さ
に
抱
き
合
う
よ
う
に
し
て
立
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
赤

坂
さ
ん
と
吉
田
文
憲
さ
ん
は
、
非
常
に
親
し
い
、
両
方
と
も
小
説
書
く
よ
う
な
気
質
が
あ
る
。
し
か
も
、
吉

田
文
憲
さ
ん
も
、
い
つ
か
『
麒
麟
』
と
言
う
雑
誌
に
二
〇
年
近
く
前
で
す
け
ど
ね
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
写
真

を
お
撮
り
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ど
う
も
そ
の
、
赤
坂
さ
ん
│
│
こ
の
坂
を
見
て
か
ら
赤
坂
さ
ん
っ
て
字
が

見
え
る
と
、
何
か
胸
騒
ぎ
し
ま
す
け
れ
ど
ね
。
こ
の
ペ
ー
ジ
の
光
に
目
が
釘
付
け
に
な
っ
た
の
は
、
ベ
ケ
ッ

ト
の
、
石
が
傷
つ
か
な
い
よ
う
に
そ
っ
と
庭
の
木
の
枝
に
乗
せ
て
お
い
た
、
の
、
そ
の
「
乗
せ
」
と
「
運
び
」

と
の
コ
レ
ス
ポ
ン
ダ
ン
ス
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
も
、
恐
ろ
し
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、
中
上
建
次
さ
ん
と

も
親
し
か
っ
た
、
吉
田
文
憲
さ
ん
が
撮
っ
た
写
真
を
、
染
み
込
む
よ
う
に
し
た
「
紙
の
瞳
」
の
よ
う
な
も
の

と
、
交
差
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
「
化
粧
坂
」
と
い
う
言
葉
を
選
ん
で
い
る
、
こ
れ
も
穢
れ
の

と
こ
ろ
で
、
い
い
か
げ
ん
に
い
っ
て
、
そ
の
目
の
穢
れ
（
よ
ご
れ
）
に
よ
っ
て
触
る
、
目
の
穢
れ
（
よ
ご
れ
）

の
境
界
に
触
り
は
じ
め
た
な
、
こ
れ
も
、
誰
が
い
っ
て
い
る
の
か
な
…
も
う
さ
さ
や
く
と
い
っ
て
も
、
口
辺
の
、

さ
さ
や
く
と
て
い
う
字
が
書
け
な
い
か
ら
、「
焼
く
焼
く
」
っ
て
書
い
て
、
赤
坂
さ
ん
の
別
の
ペ
ー
ジ
に
目
を

落
と
し
て
、
と
た
ん
に
こ
う
い
う
も
の
が
立
ち
は
じ
め
た
。
目
の
穢
れ
の
境
界
に
触
る
な
ん
て
い
う
こ
と
ば

が
、
ポ
ー
ン
と
立
ち
は
じ
め
た
。
酒
井
さ
ん
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
こ
う
し
た
言
葉
の
光
を
、
手
の
枝
に

乗
せ
て
運
ん
だ
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
し
ら
。
実
際
に
手
を
動
か
し
て
何
か
が
咄
嗟
に
立
っ
て

く
る
と
い
う
こ
と
が
、
詩
と
か
芸
術
と
い
う
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
て
、
わ
た
し
た
ち
の
生
の
、
こ
れ
か
ら
書
く
、

何
か
、
間
断
な
き
、
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
し
ら
。
酒
井
さ
ん
、
ど
う
…
。
い
つ
も
酒
井
さ
ん
の
傍
に
い

る
ら
し
い
、
一
種
の
誇
る
べ
き
偉
人
で
し
た
け
ど
ね
、
砂
澤
ビ
ッ
キ
っ
て
い
う
人
に
、
何
か
…
本
当
は
こ
ん
な

話
な
か
っ
た
け
ど
、
呼
び
か
け
て
い
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。
で
、「
ト
ー
ノ
」
っ
て
言
う
の
が
ア
イ
ヌ
語
で

「
湖
」
っ
て
い
う
意
味
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
ね
、「
遠
野
」
っ
て
書
か
な
い
で
、「
ト
ー
ノ
」
で
水
の
香
り
を

か
い
だ
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
牧
野
の
木
村
迪
夫
さ
ん
と
森
繁
哉
さ
ん
に
、
十
年
ぶ
り

に
お
会
い
で
き
ま
す
日
に
、
な
ん
で
し
ょ
う
ね
、
こ
の
ペ
ー
パ
ー
は
。
自
分
で
も
驚
い
て
い
ま
し
て
、
一
生
懸

命
、
こ
れ
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
学
ん
だ
目
の
色
で
す
け
ど
、
黄
色
塗
っ
て
、
イ
エ
ロ
ー
を
塗
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

山
形
新
聞
の
部
分
は
、
掬
め
ど
も
尽
き
な
い
尽
き
な
い
手
の
、
運
び
の
庭
で
す
ね
。
坂
で
す
よ
ね
。
と
、
こ

こ
ま
で
書
い
て
、
赤
湯
あ
た
り
に
て
っ
て
書
い
て
、
あ
、
こ
れ
は
…
『
啄
み
新
聞
』
だ
な
っ
て
。
手
が
…
書
く
、

書
く
な
ん
て
い
う
言
葉
を
使
わ
な
く
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
な
。
つ
っ
つ
く
で
も
な
い
け
ど
、
つ
い
ば
む

よ
う
に
し
て
ね
、
こ
ん
な
こ
と
す
る
か
ら
、
朝
日
新
聞
、
読
売
新
聞
か
ら
注
文
が
な
く
っ
て
ね
（
笑
）。
ど
う

ぞ
、
こ
ん
な
こ
と
で
。
し
か
し
こ
れ
は
、
こ
う
し
た
…
な
ん
て
い
う
の
か
な
、
ま
、
戦
い
な
ん
て
簡
単
に
言
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
こ
と
を
習
慣
化
し
て
い
っ
て
、
間
断
な
く
何
か
を
立
ち
上
げ
て
い
く
っ
て
い
う
こ

と
が
、
喜
び
に
変
わ
る
よ
う
な
と
き
が
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
と
、
柳
田
さ
ん
が
な
さ
っ
て
た
こ
と
、

あ
る
い
は
赤
坂
さ
ん
が
お
や
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
は
、
ま
た
違
う
こ
と
だ
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
い
ま
す
。

最
後
に
一
点
だ
け
、
こ
の
写
真
を
貼
り
足
し
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
僕
は
写
真
家
で
も
あ
っ
て
、
そ
の
、

つ
い
こ
の
あ
い
だ
福
島
で
、
す
で
に
撮
っ
て
来
て
い
た
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
パ
ラ
チ
の
写
真
と
、
そ
れ
か
ら
サ
ン
パ

ウ
ロ
の
夜
景
の
青
い
光
の
夜
景
と
を
重
ね
た
上
に
、
何
で
も
い
い
か
と
思
っ
て
、
福
島
の
風
景
を
撮
っ
た
の
で

す
よ
。
意
味
が
な
か
っ
た
な
、
こ
れ
…
出
来
て
き
た
ら
こ
ん
な
ん
だ
っ
た
。
あ
…
、 「
目
の
無
差
別
性
」
に
た

ど
り
着
い
た
。

え
ー
と
、
こ
う
い
う
タ
イ
ト
ル
を
と
て
も
い
い
感
じ
で
口
ず
さ
ん
で
い
て
、
ゆ
っ
く
り
し
た
、
こ
れ
、
何
か

ど
こ
か
で
、
酒
井
さ
ん
の
友
情
が
働
い
て
い
る
の
で
す
ね
。
何
か
景
色
が
浮
か
ん
で
き
て
、
そ
れ
で
…
寒
い

で
す
ね
、
山
形
ね
。
そ
ろ
そ
ろ
雪
の
便
り
が
聞
こ
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
訪
れ
を
耳
に
し
よ
う
と

し
て
、
す
こ
し
怯
え
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
一
期
一
会
の
時
に
「
や
ま
が
た
」、

こ
れ
、
ひ
ら
が
な
で
書
く
と
違
う
な
。
そ
う
す
る
と
「
も
が
み
」
っ
て
出
て
く
る
か
な
。「
ま
ぎ
の
」
っ
て
出

て
く
る
か
な
、
少
し
に
ご
っ
た
よ
う
な
、
そ
れ
を
聞
く
無
量
の
心
の
ア
ン
テ
ナ
の
ひ
と
つ
、
芭
蕉
さ
ん
の
「
雲

の
峰
い
く
つ
崩
れ
て
」。
こ
の
「
崩
れ
て
」
と
い
う
崩
壊
感
覚
が
芭
蕉
さ
ん
な
の
で
す
が
。
こ
の
山
形
、
最
上
、

牧
野
に
、
そ
ろ
そ
ろ
と
に
じ
り
寄
る
よ
う
に
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
…
と
呼
び
か
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
と
て

も
丁
寧
に
お
誘
い
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
ま
ず
挨
拶
っ
て
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
で
す
か
ら
ね
。
頭

を
た
た
い
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
。
先
ほ
ど
の
柳
田
さ
ん
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
枝
ぶ
り
が
異
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
関
わ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
し
て
、
そ
の
日
そ
の
日
の
催
し
や
、
お
教
室
、
そ
の
都
度
ご
と
に
こ

う
し
て
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
、
最
近
は
『
佃
新
報
』
と
か
申
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
日
の
皆
様
へ
の
枝
ぶ
り
…

今
日
の
朝
刊
…
山
形
版
か
山
形
新
聞
…
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
実
は
昨
日
の
夜
、
サ
ン
チ
ャ
と
い
う

所
、
三
軒
茶
屋
で
す
け
ど
、
そ
の
シ
ア
タ
ー
ト
ラ
ム
と
言
う
と
こ
ろ
で
、『
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
を
読
む
』

と
い
う
恐
ろ
し
い
催
し
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
も
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
、
佃
新
報
の
一
〇
月
二
七
日
夕
刊
ベ
ケ

ッ
ト
版
を
組
ん
で
い
き
ま
し
て
、
そ
の
枝
振
り
を
戦
（
そ
よ
）
せ
る
よ
う
に
し
て
、
別
の
声
、
私
が
し
ゃ
べ

っ
て
い
る
の
で
す
け
ど
、
そ
れ
は
す
で
に
別
の
声
で
、
リ
・
テ
リ
ン
グ
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
、
最
後
に
う

ま
く
読
み
解
け
な
か
っ
た
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
幼
い
時
の
目
が
、
う
ま
く
読
み
解
け
な
く
て
心
に
傷
が
残
っ
た
り

す
る
と
、
そ
れ
が
、
心
の
傷
が
、
ま
た
ひ
と
り
で
に
動
き
だ
し
て
、
何
か
動
い
て
く
は
ず
で
す
。
で
、
こ
の

山
形
版
を
筆
耕
し
て
、
筆
を
耕
す
よ
う
に
し
て
、
筆
耕
っ
て
い
う
の
は
当
た
っ
て
い
ま
す
よ
ね
？　

紙
に
筆

で
耕
す
よ
う
に
し
て
、
幻
想
ま
じ
り
で
す
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
ベ
ケ
ッ
ト
…
三
分
の
一
く
ら
い
ベ
ケ
ッ
ト
の

目
に
な
っ
て
、
山
形
か
秋
田
か
、
青
森
の
ハ
ナ
ノ
ワ
の
よ
う
な
、
大
昔
の
人
の
目
が
、
さ
っ
と
見
え
た
よ
う
な

気
が
し
て
き
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
今
日
ご
一
緒
す
る
長
年
の
友
の
酒
井
忠
康
さ
ん
は
確
か
古
平
か
余
市
だ

っ
け
？　

の
出
身
で
あ
る
し
、
そ
れ
で
…
ま
あ
今
日
の
ち
ょ
っ
と
守
り
神
み
た
い
だ
け
ど
天
才
彫
刻
家
だ
っ

た
、
西
雅
秋
さ
ん
の
お
師
匠
さ
ん
筋
に
当
た
る
、
若
林
奮
の
俤
も
、
こ
こ
に
立
っ
て
い
て
、
あ
り
う
べ
か
ら

ざ
る
小
川
の
湧
き
水
の
よ
う
な
も
の
か
ら
、
出
て
く
る
の
を
さ
さ
や
い
て
い
る
、
そ
う
い
う
耳
を
さ
ら
に
開

く
よ
う
に
し
て
、
そ
う
し
て
、
こ
う
い
う
、
次
の
よ
う
な
ベ
ケ
ッ
ト
の
目
を
読
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
れ
、
ベ
ケ

ッ
ト
を
読
ん
で
勉
強
し
て
い
た
と
き
、
劇
作
家
の
中
に
囲
い
込
ま
れ
ち
ゃ
っ
て
、
不
条
理
劇
だ
と
か
、『
ゴ
ド

ー
を
待
ち
な
が
ら
』
だ
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
身
動
き
と
れ
ず
に
脚
本
見
せ
ら
れ
た
ベ
ケ
ッ
ト
の
、
も

っ
と
病
ん
だ
と
こ
ろ
を
引
っ
張
り
出
そ
う
と
思
っ
て
、
昨
日
は
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ツ
を
読
む
ベ
ケ
ッ
ト
と
い
う
こ

と
で
、
話
を
し
た
の
で
す
。
み
ん
な
、
困
っ
ち
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
目
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
も
う
一
回
引
い
た
、
最
後
の
ベ
ケ
ッ
ト
の
、
最
後
に
引
い
て
う
ま
く
読
み
解
け
な
か
っ
た
の
は
、
幼
い
こ

ろ
ベ
ケ
ッ
ト
は
、「
い
つ
の
ま
に
か
一
人
で
海
岸
沿
い
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
り
、
じ
っ
と
身
動
き
ひ
と
つ
せ
ず

に
、
海
を
見
つ
め
て
立
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
で
、
こ
う
い
う
と
き
、
彼
は
あ
る
種
の
石
へ
の
愛

着
と
自
ら
呼
ぶ
も
の
に
の
め
り
こ
ん
で
い
っ
た
。
特
に
気
に
入
っ
た
石
を
海
岸
に
見
つ
け
る
と
、
波
に
よ
る

摩
滅
や
、
移
り
気
な
天
候
か
ら
守
る
た
め
に
、
そ
の
石
を
持
っ
て
帰
っ
た
、
と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
石

が
傷
つ
か
な
い
よ
う
に
、
傷
が
つ
か
な
い
よ
う
に
、
そ
っ
と
庭
の
木
々
の
枝
に
乗
せ
て
お
い
た
」。
こ
れ
う
ま

く
読
み
解
け
な
か
っ
た
。
こ
れ
、
ち
ょ
っ
と
…
す
ご
い
な
ぁ
と
い
う
…
ま
あ
ベ
ケ
ッ
ト
の
物
語
の
中
に
い
っ
ぱ

い
出
て
き
ま
す
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
行
か
れ
た
方
は
、
あ
の
地
層
の

古
い
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
ス
ト
ー
ン
、
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
の
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
う
い
う
風
土

が
浮
か
ん
で
く
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
し
ぐ
さ
を
僕
は
初
め
て
読
み
ま
し
た
。
そ
れ
で
今
日
の
お

世
話
役
で
あ
る
学
芸
員
の
宮
本
武
典
さ
ん
が
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
し
て
く
だ
さ
っ
た
、
こ
の
右
の
黄
色
い
と
こ
ろ

が
見
え
る
は
ず
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
、
石
が
傷
つ
か
な
い
よ
う
に
そ
っ
と
庭
の
木
々
の
枝
に
乗
せ
て
お
い

た
。
こ
こ
を
見
て
い
く
と
、
な
ん
だ
か
若
林
奮
さ
ん
の
目
と
一
緒
に
見
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
感
じ

で
す
け
れ
ど
、
そ
う
す
る
と
昨
日
読
み
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
私
の
耳
元
に
近
づ
い
て
き
て
、
戻
り
は
じ

め
た
か
も
し
れ
な
く
っ
て
、
こ
の
枝
振
り
の
よ
う
な
空
気
の
風
が
…
立
っ
て
き
て
、
私
も
、
東
北
道
の
古
川

か
、
一
関
あ
た
り
ま
で
し
か
開
通
し
て
い
な
い
時
に
、
下
へ
降
り
て
、
何
だ
っ
け
、
八
号
線
だ
っ
け
？　

あ
れ

を
走
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
う
し
て
走
っ
て
い
る
と
き
に
、
大
湯
と
か
花
輪
と
か
言
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
僕
の
感
じ
で
は
十
和
田
町
に
あ
る
、
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
見

た
と
き
に
、
ペ
ア
が
二
つ
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
ね
、
あ
る
い
は
酒
井
さ
ん
の
故
郷
に
近
い
、
こ
れ
、
ぜ
ひ
行
っ

て
み
て
く
だ
さ
い
、
素
敵
な
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
が
あ
っ
て
、
小
樽
の
近
く
の
忍
路
（
お
し
ょ
ろ
）
と
言
う

と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
か
わ
い
ら
し
い
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
の
驚
く
よ
う
な
石
の
寄
せ
ら
れ
方
。
こ
う

し
た
、
む
し
ろ
天
才
と
言
う
よ
り
も
狂
的
に
近
い
よ
う
な
ベ
ケ
ッ
ト
の
、
石
が
傷
つ
か
な
い
よ
う
に
そ
っ
と

庭
の
木
々
の
枝
に
乗
せ
て
お
い
た
と
い
う
、
こ
う
し
た
し
ぐ
さ
と
い
う
か
、
裂
開
（
す
き
ま
）
と
い
う
に
よ

っ
て
、
こ
れ
が
見
え
た
。
こ
れ
は
当
然
ベ
ケ
ッ
ト
を
読
む
目
で
も
あ
り
ま
す
し
、
実
は
こ
れ
は
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
ば
っ
か
り
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
お
そ
ら
く
三
内
丸
山
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
太
古
の
人
た
ち
の
、
し
ぐ
さ
の
背
後
の
空
気
の
光
み
た
い
な
も
の
が
ス
ー
ッ
と
、
こ
の
狂
的
な
ベ
ケ
ッ
ト

の
し
ぐ
さ
に
よ
っ
て
見
た
。
昨
日
は
そ
れ
が
い
え
な
か
っ
た
で
す
け
れ
ど
も
、
今
日
は
、
こ
れ
を
皆
さ
ん
に

差
し
上
げ
よ
う
と
思
っ
て
、
小
さ
な
メ
モ
っ
て
い
う
感
じ
で
、
来
て
お
り
ま
し
た
。
こ
ん
な
、
こ
う
い
う
ふ

う
に
し
て
揺
さ
ぶ
る
よ
う
に
し
て
っ
て
い
う
と
こ
ろ
で
、
宮
本
さ
ん
か
ら
送
っ
て
い
た
だ
い
た
、
先
ほ
ど
の
赤

坂
氏
に
よ
っ
て
、『
境
界
の
発
生
』
を
読
み
は
じ
め
て
、
す
ぐ
に
十
八
ペ
ー
ジ
の
、
鎌
倉
の
こ
の
写
真
の
と
こ

ろ
で
目
が
釘
付
け
に
な
り
ま
し
た
。
白
状
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
赤
坂
憲
雄
氏
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
貧
し
い

界
（
さ
か
い
）
読
み
と
言
う
の
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
ね
、
今
日
始
ま
っ
て
い
く
の
で
す
。
え
ー
、「
知

ら
れ
ざ
る
鎌
倉
を
紡
ぐ
小
さ
な
旅
を
」
よ
く
も
ま
あ
紡
ぐ
な
ん
て
書
い
た
な
あ
と
思
う
ん
で
す
が
…
い
や
い

や
ま
あ
、
普
通
は
「
た
ど
る
」
と
か
何
と
か
書
く
は
ず
で
す
よ
。「
わ
た
し
た
ち
は
一
つ
の
坂
か
ら
始
め
る

こ
と
に
し
よ
う
。
化
粧
坂̶

̶
」。
う
ま
い
ね
ぇ
…
。
そ
う
し
て
、「
く
の
字
型
に
鋭
く
折
れ
る
急
坂
で
」
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ベ
ケ
ッ
ト
の
石
／
境
界
感
覚
の
素
質

酒
井　
　

吉
増
さ
ん
、
た
い
へ
ん
魅
力
的
な
朗

誦
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
劇
作
家
で
あ
り
、
ノ

ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
偉
大
な
る
文
学
者
、
サ

ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
﹇
※
23
﹈
の
名
前
が
出

て
き
ま
し
た
ね
。
吉
増
さ
ん
は
ベ
ケ
ッ
ト
に
た

い
へ
ん
共
感
を
持
っ
て
お
ら
れ
て
、
た
び
た
び

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
へ
旅
行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ケ

ル
ト
の
魂
っ
て
い
う
の
は
、
あ
る
対
象
に
近
づ

い
た
ら
、
そ
の
近
づ
い
た
距
離
だ
け
遠
ざ
か
っ

て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。

　

ベ
ケ
ッ
ト
や
Ｗ
・
Ｂ
・
イ
ェ
イ
ツ
﹇
※
24
﹈

と
い
っ
た
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
詩
人
た
ち
に
共

通
し
た
、
そ
う
し
た
「
遠
の
く
」
一
面
が
、
今
、

吉
増
さ
ん
が
確
か
に
語
ら
れ
た
よ
う
に
、
赤
坂

さ
ん
の
『
境
界
の
発
生
』
の
文
中
、「
知
ら
れ

ざ
る
鎌
倉
を
紡
ぐ
小
さ
な
旅
を
、
わ
た
し
た
ち

は
一
つ
の
坂
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
化

粧
坂
│
│
」
と
い
う
く
だ
り
に
も
符
合
し
て
き

て
…
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
堪
え
ま
し
た
ね
。

　
赤
坂　
　

僕
か
ら
も
吉
増
さ
ん
の
発
声
に
応
答

し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ベ
ケ
ッ
ト
の
石
…
。

柳
田
も
石
に
こ
だ
わ
り
ま
し
た
よ
ね
。
石
っ
て
、

不
思
議
で
す
よ
。
八
戸
の
方
で
は
、
イ
タ
コ
も

海
岸
で
石
を
拾
っ
て
、
石
に
自
分
の
魂
を
込
め

る
そ
う
で
す
ね
。

　

こ
れ
は
石
に
ま
つ
わ
る
個
人
的
な
体
験
な

の
で
す
が
、
対
馬
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

青
海
と
書
く
、
と
て
も
素
晴
ら
し
い
村
が
あ
っ

た
の
で
す
。
あ
ま
り
人
に
教
え
た
く
な
い
く
ら

い
に
美
し
い
海
際
の
村
で
す
。
そ
こ
に
寄
神

神
社
と
い
う
、
海
か
ら
や
っ
て
く
る
神
を
迎
え

る
た
め
の
神
社
が
海
岸
に
あ
っ
た
。
男
三
人
で

旅
を
し
て
い
て
、
そ
の
神
社
の
前
の
浜
に
降
り

た
の
で
す
。
す
る
と
、
そ
の
海
辺
に
は
、
ど
う

し
た
わ
け
か
、
ま
あ
る
い
、
本
当
に
丸
い
石
が
、

あ
た
り
一
面
に
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
男
三

人
が
も
の
も
言
わ
ず
に
、
狂
っ
た
よ
う
に
拾
い

は
じ
め
て
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
と
き
僕
も
夢
中
で
拾
っ
て
、

そ
の
丸
い
石
を
、
し
ば
ら
く
自
宅
に
置
い
て
お

い
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
柳
田
は
「
石
は

成
長
す
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
球

体
だ
っ
た
石
が
、
い
つ
の
間
に
か
小
さ
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
ま
あ
る
い
の
だ
け
れ
ど

も
、
平
た
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
…
。
そ
ん
な
は

ず
な
い
で
す
よ
ね
（
笑
）。
と
、
僕
も
思
っ
た

け
れ
ど
も
、
石
っ
て
も
し
か
し
た
ら
、
成
長
す

る
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。
い
い
加
減
な

話
で
す
ね
。

　

ベ
ケ
ッ
ト
は
石
を
傷
つ
か
な
い
よ
う
に
、
そ

っ
と
庭
の
木
の
枝
に
乗
せ
て
お
い
た
。
こ
れ
も

海
岸
か
ら
拾
っ
て
き
た
石
で
す
よ
ね
。
ベ
ケ
ッ

ト
の
、
そ
う
い
う
独
特
な
感
覚
に
は
、
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
の
風
土
や
ケ
ル
ト
文
化
が
、
背
景
と

し
て
決
定
的
に
作
用
し
て
い
た
と
思
う
の
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
人
た
ち
が
、
石
に
対
す

る
こ
う
い
う
執
着
を
持
つ
と
は
、
僕
は
思
え
な

い
。
だ
か
ら
、
石
に
対
す
る
執
着
で
風
景
や
記

憶
、
土
地
の
歴
史
と
つ
な
が
っ
て
い
る
感
覚
と

い
う
の
は
、
理
屈
で
は
な
く
て
体
験
を
通
し
て
、

僕
も
す
ご
く
よ
く
分
る
と
い
う
か
、
伝
わ
っ
て

き
ま
す
ね
。

酒
井　
　

石
と
い
え
ば
、
萱
野
茂
さ
ん
の
『
ア

イ
ヌ
の
碑
』﹇
※
25
﹈
に
も
、「
川
石
を
や
た
ら

と
動
か
す
な
」
と
か
、「
石
が
あ
ら
ゆ
る
時
代

の
記
憶
を
そ
こ
に
集
積
し
て
い
る
」
と
い
う
こ

と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
、

河
原
の
石
の
配
置
を
見
て
、
い
ろ
い
ろ
な
占
い

を
す
る
も
の
だ
か
ら
、
川
原
の
石
を
む
や
み
に

移
動
さ
せ
て
は
い
け
な
い
、
と
ね
。

　

私
の
友
人
の
彫
刻
家
・
砂
澤
ビ
ッ
キ
﹇
※
26
﹈

は
、
も
う
だ
い
ぶ
前
に
壮
絶
な
死
に
方
を
し
ま

し
た
が
、
彼
と
会
っ
て
い
る
と
、
ど
う
い
っ
た

ら
い
い
の
か
な
…
こ
う
し
た
ア
イ
ヌ
の
人
特
有

の
、
天
の
も
の
は
天
に
返
す
っ
て
い
う
感
覚
が
、

ご
く
自
然
な
形
で
会
話
の
端
々
に
出
て
き
て
ね
、

そ
う
い
う
ベ
ケ
ッ
ト
的
な
感
応
力
を
感
じ
ま
し

た
。

吉
増　
　

奄
美
大
島
や
沖
縄
で
は
、
石
の
「
育

つ
」
こ
と
を
「
ほ
じ
と
ぅ
り
」
と
い
う
言
葉

で
表
し
ま
す
。
水
の
中
で
は
珊
瑚
も
育
つ
し
、

石
も
育
つ
よ
う
な
世
界
が
あ
る
の
で
す
ね
。
そ

う
い
う
世
界
へ
の
想
像
力
、
つ
ま
り
、
そ
れ
こ

そ
境
界
感
覚
の
素
質
を
、
わ
れ
わ
れ
は
失
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
で
も
ね
、
こ
れ
は
僕
の
意
見

で
す
け
れ
ど
、
こ
う
い
う
話
を
た
く
さ
ん
聞
い

て
、
自
分
の
知
識
の
引
き
出
し
が
い
っ
ぱ
い
に

膨
ら
む
ま
で
貯
め
た
ら
、
そ
の
「
膨
ら
み
の
エ

ッ
ジ
」
を
触
っ
て
い
く
よ
う
な
感
触
が
出
て
く

る
気
が
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
従
来
の
学
問
的

な
や
り
方
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
芸
術
的

な
や
り
方
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う

こ
と
が
可
能
だ
っ
て
い
う
気
が
、
今
夜
は
す
る

な
。
そ
れ
が
石
で
あ
り
墓
石
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
か
も
し
れ
な
い
け
ど
。

　

そ
れ
か
ら
ひ
と
つ
だ
け
余
計
な
こ
と
を
付
け

加
え
る
と
、
僕
ら
と
同
世
代
の
天
才
的
な
漫
画

家
で
、
つ
げ
義
春
﹇
※
27
﹈
さ
ん
っ
て
い
た
で

し
ょ
？　
『
無
能
の
人
』﹇
※
28
﹈、
変
な
人
で
ね
、

石
を
集
め
る
人
な
の
で
す
。
や
や
ベ
ケ
ッ
ト
的

な
目
が
あ
る
。
世
の
中
に
は
と
き
ど
き
い
る
の

で
す
よ
、
そ
う
い
う
人
が
。
た
だ
彼
ら
を
た
ん

な
る
「
変
な
人
」
に
し
な
い
で
、
変
人
に
し
な

い
よ
う
に
、
こ
う
い
う
表
現
に
き
ち
ん
と
置
き

換
え
て
い
っ
て
、
理
解
し
て
い
っ
て
、
み
ん
な

で
話
し
て
い
く
と
、
そ
う
い
う
人
々
の
存
在
が

磨
か
れ
て
く
る
。
伝
承
だ
と
か
、
民
話
と
言
わ

れ
る
も
の
の
中
に
は
、
そ
ん
な
魅
力
的
な
存
在

が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
宝
庫
と
し

て
の
民
俗
学
を
、
私
は
見
て
い
る
の
ね
。

赤
坂　
　

そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
ま
で
膨
大
に
集

積
さ
れ
て
き
た
民
俗
資
料
が
、
い
ま
吉
増
さ
ん

が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
読
ま
れ
方
を
す
る
な

ら
、
こ
れ
は
と
て
も
幸
福
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
か

と
思
い
ま
す
ね
。
つ
ま
り
、
今
日
、
こ
こ
に
い

る
若
い
人
た
ち
に
と
っ
て
、
民
俗
学
的
な
世
界

は
ほ
と
ん
ど
異
文
化
で
す
よ
ね
。
日
常
生
活
か

ら
は
る
か
に
遠
い
世
界
で
す
。
で
も
、
異
文
化

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
僕
は
、
あ
え
て
そ

れ
を
「
内
な
る
異
文
化
で
あ
る
」
と
い
う
言
い

方
を
す
る
の
で
す
。
こ
れ
は
決
し
て
ア
フ
リ
カ

の
文
化
で
は
な
い
。
自
分
の
中
に
隠
さ
れ
た
記

憶
、
あ
る
種
の
集
合
的
無
意
識
の
領
域
な
の
で

す
。　

　

僕
自
身
は
東
京
で
生
ま
れ
、
東
京
で
育
っ
て
、

民
俗
的
な
世
界
を
知
ら
ず
に
大
人
に
な
っ
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
正
直
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、

見
る
も
の
出
会
う
人
が
み
ん
な
珍
し
く
て
、
珍

し
く
て
、
と
い
う
感
覚
で
こ
の
世
界
に
入
っ
て

き
ま
し
た
か
ら
、
今
、
吉
増
さ
ん
の
言
わ
れ
た

こ
と
は
す
ご
く
よ
く
分
る
。
も
し
か
し
た
ら
語

り
の
場
に
根
ざ
し
な
が
ら
、
も
っ
と
物
質
的
な

想
像
力
そ
の
も
の
を
、
ゴ
ロ
っ
と
、
つ
く
り
出

す
こ
と
が
我
々
に
は
出
来
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

今
日
は
何
か
、
そ
う
い
う
可
能
性
を
強
く
感
じ

ま
し
た
。

酒
井　
　

さ
て
、
も
っ
と
も
っ
と
時
間
が
ほ
し

い
、
詩
人
の
吉
増
さ
ん
と
民
俗
学
者
の
赤
坂
さ

ん
と
の
鼎
談
の
続
き
を
、
も
っ
と
聞
い
て
い
た

い
と
い
う
想
い
を
、
司
会
の
私
自
身
が
断
ち
切

れ
な
い
ま
ま
、
閉
会
の
時
間
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

　

ま
っ
た
く
今
日
は
、「
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
」

の
連
続
で
し
た
。『
神
秘
の
樹
と
明
日
の
鳥
た

ち
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
見
つ
け
た
時
点
で
、

私
は
「
や
っ
た
ぜ
」
っ
て
い
う
よ
う
な
気
持

ち
で
鎌
倉
か
ら
意
気
揚
々
と
山
形
に
き
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
お
二
人
に
そ
の
浅
い
認
識
を
根
底

か
ら
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
ま
し
た
ね
。
根
っ
こ
が

上
に
あ
っ
て
、
枝
葉
が
下
に
あ
る
よ
う
な
、
価

値
観
の
嬉
し
い
転
倒
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
ど
う
も
、
ペ
ラ
ペ
ラ
の
、
要
す
る

に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
と
い
う
だ
け

の
レ
ベ
ル
で
、
言
葉
と
い
う
も
の
を
と
ら
え
て

い
る
よ
う
で
す
。
し
か
し
今
夜
は
、
長
時
間
に

わ
た
っ
て
、
お
二
人
に
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
柳

田
國
男
や
、
風
土
と
言
葉
の
関
係
に
つ
い
て
縦

横
無
尽
に
語
っ
て
い
た
だ
き
、
改
め
て
、
そ
う

じ
ゃ
な
い
、
言
葉
や
語
り
の
も
つ
豊
穣
さ
、
可

能
性
に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。
吉
増
さ
ん
、
赤

坂
さ
ん
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
こ

こ
に
お
座
り
に
な
っ
て
お
付
き
合
い
し
て
く
だ

さ
っ
た
皆
さ
ん
に
も
。
今
日
は
本
当
に
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
採
録
・
構
成
＝
美
術
館
大
学
構
想
室
）

を
行
な
っ
た
。

※
27　

つ
げ
義
春（
つ
げ
・
よ
し
は
る
）

一
九
三
七
年
〜
／
漫
画
家
・
随
筆
家

東
京
都
葛
飾
区
生
ま
れ
。
五
歳
の
時
に

父
親
に
死
な
れ
、
母
と
兄
弟
達（
弟
の
忠

男
も
漫
画
家
）と
転
居
し
な
が
ら
極
貧
生

活
を
送
る
。
漫
画
家
を
志
し
て
か
ら
は
水

木
し
げ
る
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
な
ど
を
し
つ

つ
、『
ガ
ロ
』（
青
林
堂
、
一
九
六
四
〜

二
〇
〇
二
年
）に
て『
沼
』、『
チ
ー
コ
』な

ど
を
発
表
。
そ
れ
ま
で
の
漫
画
表
現
に
と

ら
わ
れ
な
い
新
し
い
世
界
を
作
る
。
そ
の

後
、
精
神
衰
弱
も
ひ
ど
く
な
り
徐
々
に
漫

画
を
描
く
ペ
ー
ス
が
落
ち
、
八
〇
年
代
半

ば
を
最
後
に
休
筆
中
。
主
な
作
品
と
し
て
、

漫
画『
ね
じ
式
』、『
無
能
の
人
』、『
リ
ア

リ
ズ
ム
の
宿
』な
ど
多
数
、
随
筆『
貧
困
旅

行
記
』（
新
潮
社
・
新
版
版
、
一
九
九
五
年
）

な
ど
。

※
28　
『
無
能
の
人
』（
む
の
う
の
ひ
と
）

著
者　

つ
げ
義
春

多
摩
川
の
河
原
で
石
を
売
る
男
と
そ
の
家

族
を
中
心
に
、
現
代
社
会
か
ら
落
ち
こ

ぼ
れ
た
人
々
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
か
つ
暖
か
く

描
く
。
主
人
公
の
助
川
は
つ
げ
自
身
が
モ

デ
ル
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
一
九
九
一
年
、

竹
中
直
人
監
督
・
主
演
で
映
画
化
さ
れ
た
。

※
23　

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト

（Sam
uel B

eckett

）

一
九
〇
六
〜
一
九
八
九
年
／
劇
作
家
・
小

説
家
・
詩
人

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
ま
れ
。
不
条
理
演
劇
を

代
表
す
る
作
家
の
一
人
。
ま
た
、
二
〇
世

紀
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
劇
作
家
と
し
て

も
知
ら
れ
て
い
る
。
一
九
六
九
年
ノ
ー
ベ

ル
文
学
賞
受
賞
。
代
表
作『
ゴ
ド
ー
を
待

ち
な
が
ら
』は
不
条
理
劇
の
代
表
作
と
し

て
演
劇
史
に
そ
の
名
を
残
し
、
多
く
の
劇

作
家
た
ち
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。

※
24　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・バ
ト
ラ
ー
・
イ
ェ
イ
ツ

（W
illiam

 B
utler Yeats

）

一
八
六
五
〜
一
九
三
九
年
／
詩
人
・
劇
作

家ア
イ
ル
ラ
ン
ド
生
ま
れ
。
神
秘
主
義
的
思

想
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
を
描
き
、
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
文
芸
復
興
を
促
し
た
。
日
本
の

能
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

一
九
二
三
年
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
。
代

表
作
に『
ア
シ
ー
ン
の
放
浪
』な
ど
が
あ
る
。

※
25　
『
ア
イ
ヌ
の
碑
』（
あ
い
ぬ
の
い
し

ぶ
み
）

著
者　

萱
野
茂

ア
イ
ヌ
文
化
の
精
華
を
伝
え
、
民
族

の
魂
を
守
る
男
の
自
伝（
朝
日
新
聞
社
、

一
九
九
〇
年
）。

※
26　

砂
澤
ビ
ッ
キ（
す
な
ざ
わ
・
び
っ
き
）

一
九
三
一
〜
一
九
八
九
年
／
彫
刻
家

北
海
道
旭
川
市
生
ま
れ
。
土
産
物
の
木
彫

か
ら
出
発
し
、
大
胆
に
し
て
繊
細
、
原
始

的
に
し
て
モ
ダ
ン
な
独
自
の
作
風
を
確
立

し
た
。
北
海
道
の
先
住
民
で
あ
る
ア
イ
ヌ

の
血
を
引
き
、
そ
の
作
品
に
も
ア
イ
ヌ
文

化
の
伝
統
が
息
づ
い
て
い
る
が
、
砂
澤
自

身
は「
ア
イ
ヌ
の
芸
術
家
」
と
い
う
枠
に

は
め
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

初
期
に
は
阿
寒
湖
畔
と
鎌
倉
、
そ
の
後
札

幌
を
制
作
の
拠
点
と
し
た
が
、
一
九
七
八

年
か
ら
は
旭
川
と
同
じ
上
川
支
庁
の
北
部
、

音
威
子
府
村
筬
島（
お
さ
し
ま
）の
小
学
校

跡
に
ア
ト
リ
エ
を
構
え
、
亡
く
な
る
ま
で

の
十
余
年
、
精
力
的
に
木
彫
作
品
の
制
作
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●
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

『
生
き
る
こ
と
を
鞄
に
入
れ
た
、
あ
る
日
の
彫
刻
家
』

対
談
＝
西
雅
秋
×
酒
井
忠
康

日
時
＝
一
〇
月
二
七
日﹇
金
﹈一
七
時
四
〇
分
〜
一
九
時 

●
舞
台
公
演

『
彫
刻
風
土
│
時
の
溯
上
│
』

舞
踏
＝
森
繁
哉（
舞
踏
家
／
本
学
教
授
）

日
時
＝
一
〇
月
二
八
日﹇
土
﹈開
演
一
七
時
三
〇
分
〜

会
場
＝
水
上
能
舞
台「
伝
統
館
」（
※
作
品「
彫
刻
風
土
│
山
形
│
」周
辺
）

 

●
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
テ
ン
ス

文
部
科
学
省 

平
成
一
八
年
度
現
代
的
教
育
ニ
ー
ズ
取
組
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

「
芸
術
と
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
廃
校
活
用
と
地
域
教
育
」事
業

『
西
雅
秋
│
彫
刻
風
土
│
朝
日
町’06

』

会
期
＝
一
〇
月
二
九
日﹇
日
﹈〜
一
一
月
四
日﹇
土
﹈／
一
一
時
〜
一
八
時

会
場
＝
旧
朝
日
町
立
立
木
小
学
校
教
室
内

共
同
制
作
＝
建
築
・
環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科
元
倉
ゼ
ミ
×
か
も
し
か
隊

協
力
＝
朝
日
町
立
木
地
区
、
あ
と
り
え
マ
サ
ト

 

●
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
イ
ベ
ン
ト

『C
A

ST
IN

G
 IR

O
N

 A
SA

H
IM

A
C

H
I ’06  

│
鉄
と
落
下
│
』

日
時
＝
一
〇
月
二
九
日﹇
日
﹈一
四
時
〜
一
五
時

会
場
＝
旧
朝
日
町
立
立
木
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

西
雅
秋 

│
彫
刻
風
土
│

美
術
館
大
学
構
想
企
画
展

＋A
R

T
IST

 in R
ESID

EN
C

E PR
O

G
R

A
M

 2006

日
時
＝
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
二
五
日﹇
水
﹈〜
一
一
月
二
七
日﹇
月
﹈  （
※
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
み
一
一
月
一
六
日﹇
木
﹈ま
で
展
示
）

（
※
能
舞
台
設
置
作
品
の
み
一
一
月
二
七
日
ま
で
展
示
）

会
場
＝
七
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー
／
水
上
能
舞
台「
伝
統
館
」／
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
パ
ッ
サ
ー
ジ
ュ

協
力
＝
株
式
会
社
鈴
木
鋳
造
所
、
株
式
会
社
雅
仙



酒
井　
　

私
が
西
さ
ん
と
の
出
会
い
で
強
烈
に

記
憶
に
残
し
て
い
る
こ
と
は
、
彫
刻
家
で
あ
り

な
が
ら
、「
世
の
中
に
も
の
が
あ
ふ
れ
て
い
る

の
に
、
ど
う
し
て
こ
れ
以
上
つ
く
る
必
要
が
あ

る
の
だ
ろ
う
。
い
っ
た
い
何
を
つ
く
れ
ば
い
い

の
だ
」
と
言
っ
た
こ
と
で
す
ね
。
あ
る
展
覧
会

を
き
っ
か
け
に
、
西
さ
ん
の
仕
事
の
意
味
を
尋

ね
た
時
に
ね
。
あ
れ
は
…
琵
琶
湖
の
展
覧
会
だ

っ
た
か
な
？

西　
　
　

そ
う
で
す
ね
。
一
九
八
四
年
の
琵
琶

湖
の
展
覧
会
で
は
じ
め
て
酒
井
さ
ん
に
お
会
い

し
て
…
。
そ
れ
か
ら
も
う
随
分
と
永
い
付
き
合

い
で
す
。「
も
の
を
つ
く
ら
な
い
こ
と
が
一
番

つ
く
る
こ
と
に
近
い
」
と
い
う
信
念
、
確
か
に

こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
変
な
、
ニ
ヒ
ル
な
言
葉
で
す

が
、
当
時
は
実
際
に
「
彫
刻
」
が
つ
く
れ
な
い

と
い
う
か
、
つ
く
る
こ
と
に
疑
問
が
生
じ
て
い

た
時
期
で
し
た
か
ら
、
あ
え
て
そ
う
い
う
言
葉

で
作
品
を
語
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

酒
井　
　

今
か
ら
二
三
年
く
ら
い
前
で
す
よ
ね
。

滋
賀
県
に
新
し
い
県
立
美
術
館
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
き
な
国
際
的
な
彫
刻
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
ま

と
め
役
を
し
て
い
た
私
は
、
西
雅
秋
と
い
う
彫

刻
家
が
、
一
七
ト
ン
の
セ
メ
ン
ト
の
塊
を
、
た

っ
た
一
人
で
上
げ
る
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
神
秘

的
な
光
景
を
目
の
当
た
り
に
し
た
わ
け
な
の
で

す
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
話
し
て

く
だ
さ
い
よ
。

西　
　
　

一
九
七
〇
年
代
は
、
大
阪
万
博
を
ピ

ー
ク
に
日
本
が
高
度
経
済
成
長
の
右
上
が
り
の

と
き
で
す
ね
。
こ
の
国
の
多
く
の
芸
術
家
が
、

そ
う
い
う
流
れ
の
中
で
踊
ら
さ
れ
な
が
ら
、
特

に
彫
刻
家
や
絵
描
き
は
、
み
ん
な
飛
ぶ
よ
う

に
作
品
が
売
れ
て
、
御
殿
を
建
て
て
ね
。
そ
う

い
う
狂
乱
状
態
に
、
僕
は
「
何
か
ち
ょ
っ
と
違

う
の
で
は
な
い
か
な
」
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
、

あ
え
て
自
分
は
時
代
か
ら
距
離
を
お
い
て
、
飯

能
の
山
を
買
っ
て
土
地
を
耕
し
て
い
た
。
酒
井

酒
井　
　

西
雅
秋
さ
ん
と
の
お
付
き
合
い
の
中

で
、
私
が
感
じ
て
い
る
個
人
的
な
印
象
は
、
芸

術
家
と
し
て
一
流
で
あ
り
な
が
ら
、
家
庭
を
大

事
に
し
、
常
に
「
人
間
ら
し
く
生
き
る
こ
と
」

の
原
風
景
と
い
う
か
、
日
々
の
暮
ら
し
の
中
に

き
ち
ん
と
立
っ
て
い
る
人
、
と
い
う
も
の
で
す
。

そ
う
い
う
印
象
が
あ
っ
て
、
今
回
の
対
話
の
タ

イ
ト
ル
を
、
あ
え
て
散
文
的
に
、『
生
き
る
こ

と
を
鞄
に
入
れ
た
、
あ
る
日
の
彫
刻
家
』
と
し

ま
し
た
。

　

西
さ
ん
は
、
そ
の
、「
き
ち
ん
と
生
き
る
こ

と
」
を
通
し
て
、
自
然
と
人
間
の
関
係
に
つ
い

て
考
え
た
り
、
あ
る
い
は
現
代
社
会
を
考
え
た

り
す
る
深
い
思
考
の
結
果
、
従
来
私
た
ち
が
考

え
て
い
る
常
識
的
な
彫
刻
よ
り
も
、
は
る
か
に

多
彩
で
、
多
岐
的
で
、
広
い
意
味
を
持
つ
作
品

を
発
表
し
続
け
て
い
ま
す
。
本
来
、
彫
刻
と
い

う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
す

ね
。
あ
の
ロ
ダ
ン
も
、
社
会
と
戦
っ
た
芸
術
家

で
す
か
ら
ね
。

　

私
は
二
二
歳
の
と
き
に
、
美
術
館
の
仕
事
を

す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
延
々
と
作
家
の
こ

と
を
調
べ
た
り
、
亡
く
な
っ
た
人
の
こ
と
を
研

究
し
た
り
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
頻
繁
に
自

分
の
頭
で
処
理
で
き
な
い
も
の
に
で
く
わ
す
こ

と
が
多
い
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
私
の
お
師
匠

さ
ん
の
土
方
定
一
﹇
※
1
﹈
の
大
事
な
教
え
と

し
て
私
の
頭
に
響
い
て
く
る
の
は
、「
理
解
で

き
な
い
も
の
に
興
味
持
て
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
こ
れ
は
、「
お
前
み
た
い
な
頭
の
悪
い

奴
が
観
て
わ
か
る
程
度
の
作
品
で
、
本
当
に
良

い
も
の
が
あ
る
の
か
な
？
」
と
い
う
こ
と
で
ね

（
笑
）。

　

西
さ
ん
の
作
品
も
、
一
見
し
て
シ
ン
プ
ル
な

よ
う
で
、
実
は
す
ご
く
濃
密
な
、
現
代
文
明
へ

の
批
評
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。
今
回
、
展
示
さ
れ
て
い
る
作
品
の
中

に
も
、
一
般
に
は
ど
う
捉
え
て
い
い
の
か
、
見

当
も
つ
か
な
い
コ
ン
セ
プ
チ
ャ
ル
な
も
の
も
含

ま
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
作
家
か
ら
直

接
に
話
を
聞
け
る
機
会
を
逃
さ
ず
、
好
奇
心
を

向
け
て
い
く
よ
う
に
す
れ
ば
、
皆
さ
ん
の
感
性

も
知
識
も
磨
か
れ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
今
日

は
私
の
話
は
と
も
か
く
、
西
さ
ん
の
話
は
大
変

御
利
益
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
よ
く
聞
い
て

く
だ
さ
い
。
そ
れ
で
は
西
さ
ん
、
ど
う
ぞ
。

西　
　
　

こ
ん
に
ち
は
。
西
で
す
。
は
じ
め
に

感
謝
の
言
葉
を
。

　

僕
は
今
ま
で
先
生
と
い
う
も
の
を
一
度
も
や

っ
た
こ
と
が
な
く
て
ね
。
今
年
で
六
〇
歳
に
な

る
け
れ
ど
、
今
回
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・

レ
ジ
デ
ン
ス
で
は
、
四
〇
歳
違
う
君
た
ち
が
初

め
て
扱
う
素
材
を
一
か
ら
教
え
て
あ
げ
て
、
教

え
る
っ
て
こ
と
は
、
こ
ん
な
に
疲
れ
る
こ
と
な

の
だ
な
ぁ
と
つ
く
づ
く
思
い
ま
し
た
。

　

彫
刻
専
攻
の
卒
業
生
や
大
学
院
生
み
た
い
に
、

普
段
か
ら
石
膏
や
シ
リ
コ
ン
を
扱
っ
て
い
る

人
た
ち
が
制
作
に
参
加
し
て
く
れ
る
﹇
写
真
1
﹈

と
作
業
効
率
が
よ
く
な
る
け
れ
ど
、
ア
ト
リ
エ

に
は
そ
う
い
う
素
材
や
技
法
を
初
め
て
経
験
す

る
学
生
た
ち
も
大
勢
や
っ
て
き
て
、
ど
ん
ど
ん

先
に
進
も
う
と
す
る
僕
の
ズ
ボ
ン
の
裾
だ
と
か

ベ
ル
ト
を
持
っ
て
ね
、
グ
ゥ
ッ
と
オ
モ
リ
が
い

っ
ぱ
い
付
い
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
し
た
。

　

何
も
言
わ
な
い
う
ち
に
、
自
然
に
去
っ
て
い

く
学
生
も
い
た
け
れ
ど
、
今
回
の
滞
在
制
作
に
、

た
く
さ
ん
の
若
い
人
た
ち
が
、
な
ん
だ
か
ん
だ

と
ず
っ
と
最
後
ま
で
く
っ
つ
い
て
き
て
く
れ
て
、

僕
も
疲
れ
た
け
ど
一
生
懸
命
や
っ
て
、
最
後
に

は
学
生
た
ち
が
足
を
バ
タ
足
に
し
て
舟
を
押
し

て
く
れ
る
よ
う
な
感
じ
で
。
そ
う
や
っ
て
後
押

し
し
て
く
れ
て
こ
こ
ま
で
来
て
、
い
よ
い
よ
今

回
の
展
覧
会
は
は
じ
ま
る
の
で
す
が
、
こ
れ
で

終
わ
っ
た
と
、
ホ
ッ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
。

「
つ
く
ら
な
い
」
彫
刻
と
、

戦
争
の
遺
物

西雅秋  Masaaki Nishi 

1946年広島県生まれ。1972年武蔵野美術大学彫刻科卒。彫刻家。1979

年～ 80年アメリカ・バーモンド州に滞在。1989年～ 90年には武蔵野
美術大学派遣研究員としてフランス、パリに滞在。自然の作用や歴史的
事実の痕跡から「自然との関わり」や「人間の営み」についての問いを投
げかけるというスタンスで、時間の移り変わりとともにその表情や意味
を変える彫刻作品を制作し、国内外で高く評価される。『第 30回中原
悌二郎賞』優秀賞（1999）、『第 1回武蔵野美術大学建築学科芦原義信賞』
受賞（2005）、『2006年文化庁芸術選奨新人賞』受賞など受賞多数。海
外のアーティスト・イン・レジデンスとしては 1999年にホロフゴ滞在（デ
ンマーク）、2000年にはコペンハーゲンに滞在（デンマーク）。グルー
プ展への参加は『第 21 サンパウロ・ビエンナーレ』（1999／ブラジル）、
『国際彫刻クワトロエンナーレ リーガ（2000／ラトビア）、『大地の芸
術祭・越後妻有アートトリエンナーレ』（2000、2006）などに出品。
主な個展として『西雅秋 Nishi Masaaki』（1998／広島市現代美術館）、
『西雅秋展─空と大地と記憶の造形』（2005／神奈川県立近代美術館葉
山）がある。

※
1　

土
方
定
一（
ひ
じ
か
た･

て
い
い

ち
）一
九
〇
四
〜
一
九
八
〇
年
／
美
術
評

論
家

岐
阜
県
生
ま
れ
。
東
京
帝
国
大
学
卒
業
。

神
奈
川
県
立
美
術
館
館
長
。
戦
前
に
ド
イ

ツ
に
留
学
し
、
帰
国
し
て
か
ら
は
草
野
心

平
ら
と
と
も
に
詩
人
と
し
て
活
躍
し
な
が

ら
、
文
学･

美
術
の
評
論
活
動
を
行
っ
て
い

た
。
戦
後
北
京
か
ら
引
き
揚
げ
て
く
る
と
、

ま
も
な
く
一
九
五
一
年
に
開
館
し
た
神
奈

川
近
美
の
副
館
長
と
な
っ
た（
一
九
六
五

年
か
ら
館
長
）。
著
書
に『
近
代
日
本
洋
画

史
』（
宝
雲
舎
、
一
九
四
七
年
）『
ブ
リ
ュ

ー
ゲ
ル
』（
美
術
出
版
社
、
一
九
六
八
年
）

な
ど
。

写
真
1

生
き
る
こ
と
を
鞄
に
入
れ
た
、
あ
る
日
の
彫
刻
家

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
採
録

西
雅
秋 

M
asaaki N

ishi

× 

酒
井
忠
康 

T
adayasu Sakai

「
西
雅
秋 

│
彫
刻
風
土
│
」
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に
と
っ
て
思
い
出
の
品
と
い
う
だ
け
で
な
く
て
、

西
雅
秋
と
い
う
彫
刻
家
の
手
に
よ
っ
て
時
間
を

隔
絶
し
、
距
離
も
、
場
所
も
ま
っ
た
く
違
う
こ

こ
に
、
今
、
運
ば
れ
て
、
私
た
ち
に
強
い
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
と
て

も
不
思
議
な
気
が
し
ま
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
靴
の
隣
に
展
示
さ
れ
て
い
る
、
真

っ
白
い
鳩
﹇
写
真
3
﹈
が
額
の
内
側
に
掛
か
っ

て
い
る
作
品
も
気
に
な
り
ま
す
。
前
に
西
さ
ん

に
聞
い
た
か
ら
記
憶
に
留
め
て
い
た
の
だ
け
れ

ど
、
確
か
あ
な
た
は
子
ど
も
の
頃
に
伝
書
鳩
を

飼
っ
て
い
た
の
だ
っ
け
？　

西　
　
　

そ
う
で
す
。
中
学
か
ら
高
校
の

一
、二
年
生
ま
で
伝
書
鳩
を
、
一
番
多
い
時
で

三
、四
〇
羽
は
飼
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
檻
を
つ

く
っ
て
金
網
を
張
っ
て
、
毎
日
朝
か
ら
晩
ま
で

鳩
を
ず
っ
と
見
て
い
て
も
飽
き
な
か
っ
た
。
今

思
う
と
、
鳩
小
屋
の
中
の
鳩
た
ち
は
、
人
間
社

会
の
縮
図
を
見
せ
て
く
れ
て
い
ま
し
た
ね
。
エ

サ
を
撒
く
と
サ
ー
ッ
と
下
り
て
き
て
ご
は
ん
を

食
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ン
ゴ
箱
、
ミ
カ
ン
箱
の

部
屋
へ
帰
っ
て
行
く
。
一
つ
一
つ
の
箱
に
は
玄

関
が
あ
っ
て
、
つ
が
い
が
い
て
、
必
ず
間
違
え

な
い
で
夫
婦
の
所
へ
帰
る
の
で
す
。
た
ま
に
酔

っ
ぱ
ら
っ
た
雄
鳩
が
隣
の
部
屋
へ
入
る
と
、
隣

の
雄
親
に
突
っ
つ
か
れ
て
落
っ
こ
ち
た
り
す
る

（
笑
）。

　

年
老
い
た
鳩
は
、
金
網
越
し
の
日
差
し
が
暖

か
い
所
で
、
半
分
目
を
つ
む
り
な
が
ら
ず
っ
と

う
ず
く
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
隣
に
生
ま
れ
た
飛

べ
な
い
子
ど
も
が
、
鳩
小
屋
の
隅
っ
こ
で
、
そ

の
ま
た
隣
の
元
気
な
あ
ん
ち
ゃ
ん
に
い
じ
め
ら

れ
て
頭
が
血
だ
ら
け
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
様

子
を
見
て
ね
、
平
和
の
象
徴
の
鳩
が
、
実
は
残

酷
な
面
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
ね
。

　

人
に
教
わ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
鳩
の
た
め
に
一
生
懸
命
、
快
適
な
空
間
を

つ
く
っ
て
あ
げ
ま
し
た
。
何
軒
つ
く
っ
た
か
な
、

鳩
の
小
屋
を
。
建
築
科
の
学
生
じ
ゃ
な
い
け
れ

ど
、
小
屋
の
中
の
小
宇
宙
と
い
う
か
、
鳩
の
世

界
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
自
分
な
り
に
い
ろ
い

ろ
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

　

フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
し
て
い
た
頃
の
作
品
で
は
、

生
き
た
鳩
を
使
っ
て
い
ま
す
。
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー

セ
ン
タ
ー
﹇
※
6
﹈
の
前
の
広
場
に
直
径
一
〇

メ
ー
ト
ル
の
円
を
米
で
描
い
て
、
そ
れ
を
鳩
た

ち
が
一
斉
に
つ
い
ば
ん
で
三
〇
秒
く
ら
い
円
が

サ
ァ
ー
ッ
と
消
え
て
、
鳩
の
輪
が
で
き
る
の
で

す
。
そ
れ
を
僕
は
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
だ
っ
て
言
っ

て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
戦
後
の
日
本
に
駐
留
し
た
ア
メ
リ
カ

兵
士
が
キ
ャ
ン
デ
ィ
と
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
道
路

に
撒
く
と
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
に
群

が
っ
て
く
る
と
い
う
映
像
を
見
て
制
作
し
た
作

品
な
の
で
す
。
戦
争
に
負
け
て
、
疲
弊
し
き
っ

て
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
日
本
の
子
ど

も
た
ち
を
ア
メ
リ
カ
人
が
偉
そ
う
な
顔
し
て
ね
、

バ
ー
ッ
と
お
菓
子
を
撒
く
。
ア
メ
リ
カ
は
今
で

も
相
変
わ
ら
ず
偉
そ
う
で
腹
が
立
つ
け
ど
ね
。

酒
井　
　

恐
ろ
し
い
こ
と
を
考
え
て
い
る
ね

（
笑
）。
私
た
ち
は
鳩
と
い
っ
た
ら
も
っ
と
ロ

マ
ン
チ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
け
ど
な
ぁ
。

伝
書
鳩
に
手
紙
を
託
し
て
、
女
の
人
の
所
へ
行

く
練
習
を
さ
せ
る
と
か
ね
（
笑
）。

酒
井　
　

と
こ
ろ
で
、「
つ
く
ら
な
い
彫
刻
」

の
他
に
、
鳩
の
円
の
よ
う
に
「
消
え
て
い
く
」

西
さ
ん
の
作
品
と
い
え
ば
、
私
が
審
査
員
を
し

た
宇
部
市
の
野
外
彫
刻
展
で
グ
ラ
ン
プ
リ
を
と

っ
た
鉄
の
作
品
、
あ
れ
も
問
題
作
だ
っ
た
ね
。

西　
　
　

高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
、
幅
が
一
・
二

メ
ー
ト
ル
で
一
六
枚
あ
る
平
面
の
鉄
板
を
、
組

む
と
円
に
な
る
よ
う
に
一
枚
ず
つ
「
八
つ
橋
」

状
に
曲
げ
て
出
品
し
た
の
で
す
。
普
通
は
搬
入

日
に
持
っ
て
行
く
の
だ
け
れ
ど
、
僕
だ
け
一
年

前
に
搬
入
し
て
宇
部
の
公
園
の
中
に
埋
め
さ
せ

て
も
ら
っ
た
。
他
の
出
品
者
が
、
作
品
を
ト
ラ

ッ
ク
に
積
ん
で
大
事
に
大
事
に
搬
入
し
て
い
る

と
き
に
、
僕
は
一
年
振
り
に
そ
れ
を
土
中
か
ら

掘
り
起
こ
し
て
、
泥
が
こ
び
り
つ
い
た
ま
ま
組

み
上
げ
た
。

　

そ
れ
が
グ
ラ
ン
プ
リ
を
も
ら
っ
た
の
で
す

が
、
宇
部
市
は
代
々
こ
の
野
外
彫
刻
展
の
グ
ラ

ン
プ
リ
作
品
を
買
上
げ
て
い
て
、
そ
の
賞
金
に

さ
ん
と
出
会
っ
た
の
は
ち
ょ
う
ど
そ
ん
な
時
代

で
し
た
。

　

琵
琶
湖
の
ほ
と
り
に
、
直
径
が
一
〇
メ
ー
ト

ル
、
幅
が
五
〇
セ
ン
チ
、
深
さ
が
五
〇
セ
ン
チ

の
穴
を
グ
ル
ッ
と
掘
っ
て
、
そ
こ
に
鉄
筋
を
入

れ
て
、
吊
り
金
具
を
六
カ
所
に
付
け
て
、
琵
琶

湖
の
水
と
そ
こ
の
砂
を
練
っ
て
つ
く
っ
た
セ
メ

ン
ト
を
運
ん
で
流
し
込
ん
だ
。
約
二
、三
週
間

後
に
固
ま
っ
た
セ
メ
ン
ト
は
、
一
七
ト
ン
く
ら

い
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
を
自
分
の
山
か

ら
持
っ
て
行
っ
た
大
き
な
木
で
三
股
を
組
ん
で
、

大
地
か
ら
抜
い
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
時
は
、
酒
井
さ
ん
と
同
じ
よ
う
な
立
場

の
人
た
ち
か
ら
「
上
が
り
っ
こ
ね
ぇ
」
っ
て
言

わ
れ
て
…
。
で
も
半
日
か
け
て
綺
麗
に
上
げ
た

ら
、
当
時
、
栃
木
県
立
美
術
館
館
長
だ
っ
た
大

島
清
次
﹇
※
2
﹈
さ
ん
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
あ
ん

な
こ
と
言
っ
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

っ
て
電
話
を
し
て
き
て
ね
。
そ
れ
が
多
分
、
自

分
の
今
に
つ
な
が
る
、「
つ
く
ら
な
い
彫
刻
」

の
最
初
で
し
た
。

酒
井　

西
さ
ん
の
作
品
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー

ジ
の
中
核
に
は
、
あ
な
た
は
広
島
生
ま
れ
な
の

で
、
や
っ
ぱ
り
原
爆
の
光
景
が
あ
る
。
そ
れ
か

ら
、
こ
の
二
一
世
紀
の
地
球
環
境
へ
の
文
明
批

評
的
な
視
点
。
こ
の
二
つ
が
常
に
交
錯
し
て
い

る
。
特
に
原
爆
の
問
題
は
外
し
て
考
え
ら
れ
な

い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。

西　
　
　

僕
は
一
九
四
六
年
一
〇
月
二
九
日

に
広
島
の
「
可
部
」
と
い
う
町
で
生
ま
れ

て
、
明
後
日
で
ち
ょ
う
ど
六
〇
歳
に
な
り
ま
す
。

一
九
四
五
年
に
広
島
に
原
爆
が
落
ち
て
、
五
歳

で
東
京
の
目
黒
に
家
族
で
出
て
行
く
わ
け
で
す
。

　

子
ど
も
の
頃
、
親
類
が
集
ま
っ
た
時
に
は
、

必
ず
原
爆
投
下
の
八
時
一
五
分
直
後
に
起
こ
っ

た
こ
と
の
話
に
な
る
の
で
す
。
井
伏
鱒
二
﹇
※

3
﹈
の
『
黒
い
雨
』
に
は
、
被
爆
し
た
学
生
た

ち
が
太
田
川
に
沿
っ
て
北
に
逃
げ
な
が
ら
、
大

き
な
火
傷
を
し
て
、
川
の
中
に
顔
を
突
っ
込
ん

で
死
ぬ
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
僕
の
祖

父
や
祖
母
は
そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
を
広
島
の

中
心
地
に
向
か
っ
て
自
転
車
で
探
し
に
行
く
わ

け
で
す
よ
。
す
る
と
生
き
延
び
た
子
ど
も
た
ち

が
市
内
か
ら
十
何
キ
ロ
の
道
の
り
を
一
生
懸
命

歩
い
て
く
る
の
に
落
ち
合
う
の
だ
け
れ
ど
、
み

ん
な
一
様
に
顔
が
ふ
く
れ
て
誰
が
誰
だ
か
わ
か

ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、「
あ
、誰
々

さ
ん
ち
の
子
ど
も
だ
」
と
わ
か
る
と
、
そ
の
子

を
ま
ず
助
け
て
、
自
転
車
に
乗
せ
連
れ
て
行
っ

て
、
ま
た
翻
っ
て
自
分
の
家
の
子
を
探
し
に
行

っ
た
り
と
…
そ
ん
な
話
ば
か
り
頭
に
焼
き
付
い

て
い
ま
す
ね
。
こ
う
い
う
の
、「
心
象
被
爆
」

と
い
う
ら
し
い
け
れ
ど
。

酒
井　
　

戦
争
の
記
憶
と
い
う
と
、
今
回
の
出

品
作
の
中
に
は
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
ユ
ダ
ヤ
人

強
制
収
容
所
か
ら
持
ち
帰
っ
て
き
た
と
い
う
靴

の
オ
ブ
ジ
ェ
﹇
写
真
2
﹈
が
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。

あ
れ
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
…
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ

収
容
所
の
も
の
で
す
か
？

西　
　
　

マ
イ
ダ
ネ
ク
﹇
※
4
﹈
収
容
所
で
す
。

み
な
さ
ん
も
ご
存
知
の
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
収
容

所
は
、
世
界
中
か
ら
た
く
さ
ん
の
観
光
客
が
欧

州
旅
行
コ
ー
ス
の
一
つ
と
し
て
訪
れ
る
、
言
っ

て
み
れ
ば
「
悲
劇
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
」
み
た
い

な
場
所
で
す
。
看
守
が
い
っ
ぱ
い
い
て
、「
触

っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
い
う
張
り
紙
が
あ
る
。

美
術
館
と
同
じ
よ
う
な
部
分
も
あ
り
ま
す
ね
。

　

僕
は
、『
シ
ョ
ア
ー
』﹇
※
5
﹈
と
い
う
、
ホ

ロ
コ
ー
ス
ト
の
悲
惨
さ
を
淡
々
と
九
時
間
半
も

記
録
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
に
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
ま
し
て
… 

そ
の
映
画
に
、
出
て
く

る
マ
イ
ダ
ネ
ク
と
い
う
強
制
収
容
所
跡
地
へ
行

っ
た
の
で
す
。
こ
の
大
学
の
敷
地
の
倍
ぐ
ら
い

あ
ろ
う
か
と
い
う
巨
大
な
収
容
所
な
の
に
、
見

て
い
る
人
が
二
人
か
三
人
く
ら
い
し
か
い
な
い

よ
う
な
、
も
の
す
ご
く
寂
し
い
、
緊
迫
感
を
持

っ
た
場
所
で
。
そ
こ
に
、
亡
く
な
っ
た
ユ
ダ
ヤ

人
た
ち
の
靴
が
山
積
み
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の

中
か
ら
ひ
と
つ
持
ち
帰
っ
た
の
で
す
。

　

靴
の
持
ち
主
で
あ
る
犠
牲
者
の
女
性
に
は
、

い
つ
も
い
つ
も
申
し
訳
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

で
も
、
こ
こ
山
形
や
、
他
に
も
日
本
の
い
く
つ

か
の
所
で
こ
う
い
う
話
が
で
き
れ
ば
、
彼
女
も

少
し
は
救
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
。
心
か
ら
す
い
ま

せ
ん
で
し
た
と
言
い
つ
つ
、
今
日
ま
で
手
元
に

置
い
て
い
る
の
で
す
。

酒
井　
　

そ
の
靴
は
、
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
女
性

土
を
喰
う
鉄

※
6　

ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー
セ
ン
タ
ー

（C
entre Pom

pidou

）

レ
ン
ゾ
・
ピ
ア
ノ
設
計
の
パ
リ
に
あ
る
総

合
文
化
施
設
。
彩
色
さ
れ
た
む
き
出
し
の

パ
イ
プ
と
ガ
ラ
ス
面
で
構
成
さ
れ
た
外
観

は
、
現
代
的
を
通
り
越
し
て
前
衛
的
と
呼

べ
、
建
物
自
体
が
芸
術
作
品
と
い
わ
れ
て

い
る
。

写
真
2「N

.T

」

写
真
3「
帰
巣
」（
部
分
）

※
2　

大
島
清
次（
お
お
し
ま･

せ
い
じ
）

一
九
二
八
〜
二
〇
〇
六
年
／
美
術
評
論
家

栃
木
県
生
ま
れ
。
パ
リ
国
立
図
書
館
版
画

部
、
栃
木
県
立
美
術
館
の
館
長
を
歴
任

し
、
世
田
谷
美
術
館
の
館
長
を
開
館
時
か

ら
十
七
年
間
努
め
、「
地
方
公
共
美
術
館

の
父
」と
も
称
さ
れ
た
。
印
象
派
な
ど
近

代
の
西
洋
美
術
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
中
心

に
研
究
。
社
会
に
開
か
れ
た
美
術
館
運
営

の
提
言
と
実
践
で
も
知
ら
れ
た
。
著
書

に『
美
術
館
と
は
何
か
│FIELD

 N
O

T
E 

B
O

O
K

』（
青
英
舎
、
一
九
九
五
年
）『
ジ

ャ
ポ
ニ
ス
ム
│
印
象
派
と
浮
世
絵
の
周
辺
』

（
講
談
社
、
一
九
九
二
年)

な
ど
。

※
3　

井
伏
鱒
二（
い
ぶ
せ･

ま
す
じ
）

一
八
九
八
〜
一
九
九
三
年
／
小
説
家

広
島
県
生
ま
れ
。
早
稲
田
大
学
文
学
部
仏

文
科
中
退
。
一
九
二
三
年
同
人
雑
誌『
世

紀
』に
て『
幽
閉
』を
発
表
。
そ
れ
を
改
作

し
た
一
九
二
九
年『
山
椒
魚
』な
ど
で
文
壇

に
登
場
し
、
一
九
三
八
年
の
直
木
賞
受
賞

以
降
多
数
の
賞
を
受
賞
。
戦
時
中
、
開
戦

時
に
南
シ
ナ
海
上
の
輸
送
船
の
中
に
い
た

こ
と
や
、
日
本
軍
占
領
後
の
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
に
駐
在
し
現
地
で
日
本
語
新
聞
の
編
集

に
携
わ
っ
た
経
験
が
、そ
の
後
の『
黒
い
雨
』

（
新
潮
社
、
一
九
六
六
年
）な
ど
の
作
品
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
。
他

の
著
作
に『
ジ
ョ
ン
萬
次
郎
漂
流
記
』（
河

出
書
房
、
一
九
三
七
年
）、『
荻
窪
風
土
記
』

（
新
潮
社
、
一
九
八
二
年
）な
ど
。

※
4　

マ
イ
ダ
ネ
ク（M

ajdanek

）

ポ
ー
ラ
ン
ド
、ル
ブ
リ
ン
郊
外
に
位
置
す
る
。

※
5　
『
シ
ョ
ア
ー
』（SH

O
A

H

）

ユ
ダ
ヤ
人
絶
滅
政
策（
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
）に

か
か
わ
っ
た
人
々
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
集
。

対
象
は
、
被
害
者
た
る
ユ
ダ
ヤ
人
生
還
者
、

加
害
者
た
る
元
ナ
チ
ス
、
傍
観
者
た
る
ポ

ー
ラ
ン
ド
人
。
九
時
間
三
〇
分
に
お
よ
ぶ

長
編
映
画
で
製
作
に
一
一
年
の
歳
月
を
費

や
し
て
い
る
。
ク
ロ
ー
ド･

ラ
ン
ズ
マ
ン
監

督
。
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は
、
宇
部
市
民
の
税
金
が
充
て
ら
れ
る
わ
け
で

す
。
僕
は
、
市
が
購
入
し
て
く
れ
る
の
は
嬉

し
い
で
す
が
、
作
品
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
は
、

展
示
が
終
わ
っ
た
ら
ま
た
土
に
埋
め
戻
し
て
も

ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
を
言
っ
た
も

の
だ
か
ら
…
。

酒
井　
　

あ
の
時
は
も
め
ま
し
た
ね
。

西　
　
　

そ
う
、
な
に
し
ろ
宇
部
市
に
と
っ
て

も
は
じ
め
て
の
こ
と
で
し
た
か
ら
、
も
め
た
と

い
う
か
、
戸
惑
っ
た
よ
う
で
す
。
で
も
、
僕
は

自
分
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
紙
に
き
ち
ん
と
書

い
て
、
市
民
に
配
っ
た
ら
ち
ゃ
ん
と
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
し
て
も
ら
え
た
。
そ
れ
か
ら
は
展
覧
会
へ

の
出
展
依
頼
が
あ
る
度
に
、
わ
ざ
わ
ざ
掘
り
起

こ
し
て
も
ら
う
わ
け
だ
け
れ
ど
、
機
会
が
な
け

れ
ば
、
た
え
ず
土
の
中
に
あ
っ
て
、
年
々
身
を

細
め
て
、
僕
と
同
じ
よ
う
に
酸
化
し
て
い
く
の

で
す
。

酒
井　
　

あ
な
た
は
冗
談
交
じ
り
に
「
い

や
ぁ
、
鉄
が
土
を
喰
っ
て
い
る
ん
だ
よ
」
っ
て

言
っ
た
。
私
た
ち
は
あ
ま
り
そ
う
い
う
こ
と
を

考
え
な
い
よ
。「
鉄
が
土
を
喰
う
」
な
ん
て
ね
。

そ
れ
か
ら
ま
た
違
う
時
に
、「
鉄
っ
て
い
う
の

は
ね
、
ち
ょ
っ
と
男
っ
ぽ
く
て
、
固
く
て
、
無

愛
想
だ
け
れ
ど
、
本
心
は
優
し
い
。
鉄
は
段
々

自
然
に
還
っ
て
い
く
か
ら
ね
」
と
言
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
に
引
き
替
え
、「
同
じ
金
属
で
も

銅
（
ブ
ロ
ン
ズ
）
は
、
一
見
し
て
女
性
的
で

加
工
し
や
す
い
け
れ
ど
、
執
念
深
く
て
な
ぁ
、

こ
い
つ
は
。
な
か
な
か
酸
化
し
な
い
し
、
思
い

通
り
に
な
ら
な
い
」
っ
て
。

　

彫
刻
家
の
若
林
奮
﹇
※
7
﹈
が
、
こ
の
方
は

先
年
、
癌
で
亡
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
若
い

頃
か
ら
鉄
の
彫
刻
を
つ
く
っ
て
い
て
、
戦
後
日

本
の
金
属
彫
刻
の
方
向
性
を
打
ち
出
し
た
人
で

も
あ
る
し
、
彫
刻
に
文
明
批
評
と
い
う
問
題

と
非
常
に
密
接
な
関
連
を
持
た
せ
た
人
で
す

ね
。
そ
の
若
林
さ
ん
も
、
鉄
に
つ
い
て
西
さ
ん

と
同
じ
よ
う
な
話
を
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で

す
。
私
が
「
鉄
は
い
じ
っ
て
い
る
と
ケ
ガ
も
す

る
し
、
大
変
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
」
と
聞
い
た

ら
、「
い
や
ぁ
、
水
み
た
い
な
も
の
だ
よ
」
っ

て
ね
。
こ
の
彫
刻
家
の
独
特
の
物
質
観
と
い
う

の
は
、
ち
ょ
っ
と
我
々
に
は
思
い
も
つ
か
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
ね
。

西　
　
　

僕
が
二
二
、三
歳
で
、
若
林
奮
さ
ん

が
三
〇
歳
く
ら
い
の
時
か
な
？ 

小
金
井
の
小

さ
な
ア
ト
リ
エ
を
訪
問
し
た
の
で
す
。
き
っ
か

け
は
、
大
学
三
年
生
の
頃
、
大
学
の
教
授
が
語

っ
て
い
る
彫
刻
に
、
何
か
漠
然
と
し
た
違
和
感

を
感
じ
て
い
た
時
に
、
若
林
さ
ん
の
『
残
り
元

素
』
と
い
う
作
品
を
見
て
、「
へ
ぇ
ー
、
こ
う

い
う
彫
刻
家
が
日
本
に
い
る
ん
だ
」
と
、
び
っ

く
り
し
た
こ
と
で
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
少
し
こ
の
人
の
こ
と
を
調
べ

た
り
聞
い
た
り
し
て
み
る
と
、
一
九
七
〇
年
の

大
阪
万
博
で
日
本
中
が
浮
か
れ
上
が
っ
て
い
る

時
、
万
博
会
場
に
売
れ
っ
子
の
芸
術
家
た
ち
が

彫
刻
を
「
お
っ
立
て
て
」
い
く
の
だ
け
れ
ど
、

若
林
さ
ん
だ
け
は
、
地
下
に
穴
を
掘
っ
て
、
そ

の
中
に
自
分
の
世
界
を
つ
く
っ
た
と
い
う
。
万

博
見
物
に
日
本
中
か
ら
人
が
押
し
寄
せ
て
い
く
、

み
ん
な
が
踏
み
つ
け
て
い
く
そ
の
下
で
、
誰
に

も
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
自
分
の
世
界
を
展
開
し

た
と
い
う
こ
と
に
、
意
図
は
よ
く
わ
か
ら
な
か

っ
た
け
れ
ど
興
味
が
湧
い
た
の
で
す
。

酒
井　
　

実
は
、
万
博
の
前
年
に
、
国
際
鉄

鋼
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
大
阪
で
開
催
さ
れ
て
い
て
、

世
界
ラ
ン
カ
ー
の
彫
刻
家
た
ち
が
日
本
に
来
て

一
緒
に
制
作
を
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
中
に
、

若
林
奮
さ
ん
と
か
、
先
だ
っ
て
亡
く
な
ら
れ
た

飯
田
善
國
﹇
※
8
﹈
さ
ん
と
か
、
他
に
も
国
際

的
な
作
家
た
ち
│
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
パ
オ
ロ
ッ

ツ
ィ
﹇
※
9
﹈
と
か
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
キ
ン
グ
﹇
※

10
﹈
と
か
、
も
う
今
で
い
え
ば
二
〇
世
紀
彫
刻

の
世
界
ラ
ン
カ
ー
た
ち
が
群
れ
を
な
し
て
大
阪

へ
来
て
仕
事
を
し
た
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
が
、
万
博
開
催
の
直
前
に
な

っ
て
、
あ
る
種
の
政
治
的
・
経
済
的
な
理
由
か

ら
、
急
遽
、
万
博
会
場
で
展
示
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
若
林
さ
ん
は
「
そ
ん
な
こ
と
聞
い
て
な

い
よ
。
僕
は
万
博
に
賛
成
す
る
つ
も
り
で
作
品

つ
く
っ
て
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
こ
と

で
、
作
品
を
土
の
中
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
と
い

う
の
が
真
相
で
す
。
三
・
五
メ
ー
ト
ル
の
鉄
の

彫
刻
は
、『
ク
ロ
バ
エ
の
羽
』
と
い
う
タ
イ
ト

ル
で
、
今
で
も
、
旧
国
立
国
際
美
術
館
﹇
※
11
﹈

い
も
感
じ
さ
せ
る
幾
何
学
パ
タ
ー
ン
を
作

品
に
転
用
す
る
な
ど
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
ア

ー
ト
の
共
同
作
業
を
試
み
て
い
る
。

※
10　

フ
ィ
リ
ッ
プ･
キ
ン
グ

（Phillip K
ing

）

一
九
三
四
年
〜
／
彫
刻
家

チ
ュ
ニ
ジ
ア
共
和
国
生
ま
れ
。「
プ
ラ
イ

マ
リ
ー･

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー（
基
本
構
造
）」

派
を
代
表
す
る
作
家
。
そ
れ
ま
で
の
彫
刻

が
持
つ
重
量
感
や
人
間
の
手
の
跡
を
排
し
、

工
業
生
産
物
的
な
基
本
形
態
を
組
合
わ

せ
な
が
ら
環
境
に
お
け
る
空
間
性
を
追
求
、

ミ
ニ
マ
ル･

ア
ー
ト
の
先
駆
け
と
な
っ
た
。

一
九
六
八
年
、
第
三
四
回
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア･

ビ
エ
ン
ナ
ー
レ（
一
九
八
八
年
に
も
出
品
）、

一
九
八
七
年
、
国
際
鉄
鋼
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

YA
H

AT
A

'87

（
北
九
州
）な
ど
に
出
品
。

※
7　

若
林
奮（
わ
か
ば
や
し･

い
さ
む
）

一
九
三
六
〜
二
〇
〇
三
年
／
彫
刻
家

東
京
都
生
ま
れ
。
一
九
六
〇
年
頃
よ
り
作

品
の
創
作
を
始
め
て
以
来
、
主
に
鉄
や
銅
、

鉛
な
ど
の
素
材
を
使
い
、
深
い
自
然
観
に

基
づ
き「
観
察
す
る
」こ
と
を
通
じ
て
、
形

体
の
意
味
を
極
め
て
独
自
の
観
点
か
ら
探

究
し
、
思
索
的
な
作
品
を
制
作
。
戦
後
日

本
に
お
い
て
最
も
重
要
な
彫
刻
家
に
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
。
一
九
八
〇
、八
六
年
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア･

ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
出
品
す
る

な
ど
国
際
展
、
展
覧
会
多
数
。
二
〇
〇
三

年
芸
術
選
奨
文
部
科
学
大
臣
賞
な
ど
多
く

の
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

※
8　

飯
田
善
國（
い
い
だ･

よ
し
く
に
）

一
九
二
三
〜
二
〇
〇
六
年
／
彫
刻
家･

現
代

美
術
家･

詩
人

栃
木
県
生
ま
れ
。
抽
象
的
な
造
形
で
人
体

を
表
現
し
た『
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｏ
』シ
リ
ー
ズ
で
知

ら
れ
る
。
戦
後
、
画
家
を
志
し
て
東
京
藝

術
大
学
に
入
学
。
後
に
ロ
ー
マ
へ
留
学
し

彫
刻
を
学
び
、
ヘ
ン
リ
ー･

ム
ー
ア
の
抽

象
彫
刻
な
ど
に
影
響
を
受
け
彫
刻
制
作
に

転
じ
て
か
ら
は
、
ウ
ィ
ー
ン
や
ベ
ル
リ
ン

な
ど
主
に
欧
州
で
活
躍
し
た
。
帰
国
後
は

木
や
ブ
ロ
ン
ズ
、
彩
色
を
施
し
た
ロ
ー
プ

な
ど
を
組
み
合
わ
せ
抽
象
造
形
を
展
開
し
、

そ
の
作
品
は
現
代
日
本
彫
刻
展
な
ど
で

相
次
ぎ
受
賞
す
る
な
ど
高
く
評
価
さ
れ
た
。

ま
た
詩
人
や
版
画
家
、
美
術
評
論
家
と
し

て
の
活
動
な
ど
で
も
知
ら
れ
る
。
著
書
に

『
震
え
る
空
間
』（
小
沢
書
店
、
一
九
八
一

年
）な
ど
。

※
9　

エ
ド
ゥ
ア
ル
ド･

パ
オ
ロ
ッ
ツ
ィ

（Eduardo Paolozzi

）

一
九
二
四
〜
二
〇
〇
五
年
／
彫
刻
家

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
生
ま
れ
。
エ
デ
ィ
ン
バ

ラ
美
術
カ
レ
ッ
ジ
で
学
ぶ
。
工
業
素
材
を

つ
か
っ
た
彫
刻
作
品
に
は
じ
ま
り
、
広
告

や
雑
誌
の
切
り
抜
き
な
ど
キ
ッ
チ
ュ
な
大

衆
文
化
を
象
徴
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
と
り
こ

ん
だ
作
品
を
発
表
、
英
国
ポ
ッ
プ･

ア
ー
ト

の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
ま

た
当
時
に
は
機
能
的
に
不
十
分
な
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
技
術
を
駆
使
し
、
手
作
業
の
風
合

右上から時計回りに
写真 4「Innocence-Angle」
写真 5「Innocence-国分」
写真 6「Innocence-冷却パイプより」
写真 7「Innocence-TSUCHI」（部分）
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の
脇
に
そ
の
ま
ま
埋
ま
っ
て
い
ま
す
。
鉄
板
の

蓋
が
あ
り
、
鍵
が
掛
か
っ
て
い
て
誰
も
入
れ
ま

せ
ん
。
中
は
ち
ょ
う
ど
私
が
立
て
る
く
ら
い
の

部
屋
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
若
林
奮
と
西
さ
ん
の
関
わ
り
と
い

え
ば
、
先
ほ
ど
の
話
に
も
出
て
い
た
、
私
が
館

長
を
し
て
い
た
鎌
倉
の
神
奈
川
県
立
近
代
美

術
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
、
若
林
さ
ん
の
鉄
彫

刻
、『
残
り
元
素
』
で
す
ね
。
こ
れ
は
戦
後
の

彫
刻
史
を
美
術
史
家
が
説
明
す
る
と
き
に
は
外

す
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
記
念
碑
的
な
作
品
な

の
で
す
が
、
な
に
し
ろ
鉄
で
す
か
ら
展
示
し
て

い
る
と
錆
び
て
く
る
。
そ
れ
で
美
術
館
は
、
作

品
の
型
を
と
っ
て
、
そ
れ
を
ブ
ロ
ン
ズ
に
抜
い

て
、
末
永
く
大
事
に
保
管
し
た
い
と
考
え
、
日

本
中
の
鋳
物
屋
さ
ん
に
相
談
し
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
専
門
家
の
人
た
ち
に
作
品
を
見

て
も
ら
っ
て
、
見
積
り
を
出
し
て
も
ら
っ
た
ら
、

と
ん
で
も
な
い
値
段
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
技
術

的
に
も
ち
ょ
っ
と
抜
き
よ
う
が
な
い
と
断
ら
れ

た
の
で
す
。
そ
れ
で
い
よ
い
よ
困
っ
て
、
西

さ
ん
に
そ
の
話
を
し
た
ら
、「
い
や
、
そ
ん
な

に
難
し
く
な
い
か
も
よ
？
」
と
、
ぱ
っ
と
抜
い

て
も
ら
い
ま
し
た
。
し
か
も
、
魔
術
師
か
な
と

思
っ
た
く
ら
い
、
完
璧
に
抜
い
て
く
だ
さ
っ
た
。

今
で
も
鎌
倉
で
展
示
す
る
と
き
は
西
さ
ん
が
抜

い
た
も
の
を
お
披
露
目
し
て
い
ま
す
。
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
鉄
の
方
は
、
包
帯
を
撒
い
て
収
蔵
庫
に

入
れ
て
あ
る
。

西　
　
　

今
回
の
展
示
で
も
、
同
じ
一
つ
の
も

の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
鉄
製
と
ブ
ロ
ン
ズ
製
で
対
に

な
っ
て
併
置
す
る
作
品
を
四
組
展
示
﹇
写
真
4

〜
7
﹈
し
て
い
ま
す
が
、
鉄
製
の
「
彫
刻
」
は
、

実
は
僕
が
つ
く
っ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
原
発

の
冷
却
パ
イ
プ
や
五
右
衛
門
風
呂
の
釜
と
い
っ

た
収
集
物
な
の
で
す
。
ブ
ロ
ン
ズ
は
『
残
り
元

素
』
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
鉄
製
の
原
型
か
ら

わ
ざ
わ
ざ
精
巧
に
型
を
取
っ
て
コ
ピ
ー
し
た
も

の
な
の
で
す
。
け
れ
ど
も
同
じ
も
の
で
も
、
例

え
ば
、
鉄
と
ブ
ロ
ン
ズ
を
同
時
に
海
に
沈
め
る

と
、
鉄
の
酸
化
と
い
う
の
は
本
当
に
は
や
く
て
、

日
に
日
に
な
く
な
っ
て
い
く
。
最
終
的
に
は
ブ

ロ
ン
ズ
だ
け
が
残
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
鉄
と
ブ

ロ
ン
ズ
の
消
失
の
時
間
の
差
異
を
、
原
型
の
も

つ
様
々
な
象
徴
性
に
絡
め
つ
つ
作
品
化
し
て
い

る
の
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
一
階
の
吹
き
抜
け
の
通
路
に
は
、

ブ
ロ
ン
ズ
の
大
木
を
巨
大
な
写
真
と
と
も
に
展

示
し
て
い
ま
す
﹇
写
真
8
﹈。
あ
の
写
真
の
、
朝

焼
け
の
海
に
浮
か
ん
で
い
る
の
が
、
原
型
と
な

っ
た
木
の
幹
な
の
で
す
。
一
五
〇
年
く
ら
い
経

っ
て
い
る
桂
の
木
で
す
が
、
あ
る
日
、
ア
ト
リ

エ
近
く
の
道
端
に
転
が
っ
て
い
た
そ
の
木
の
年

輪
を
剥
が
し
て
み
た
ら
、
一
枚
一
枚
、
剥
い
で

い
っ
て
、
五
〇
枚
く
ら
い
削
っ
た
と
き
、
そ
う

か
、
こ
の
年
輪
の
こ
の
表
面
は
、
僕
が
オ
ギ
ャ

ー
っ
て
泣
い
た
、
そ
の
声
の
記
憶
を
持
っ
て
る

ん
だ
と
思
っ
て
ゾ
っ
と
し
た
の
で
す
。
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
一
年
前
の
年
輪
に
は
、
あ
の
広

島
の
振
動
を
、
微
妙
だ
け
れ
ど
感
じ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
と
。

酒
井　
　

な
る
ほ
ど
。
原
爆
が
落
ち
た
時
の
こ

と
を
、
木
が
そ
の
体
内
と
い
う
か
、
年
輪
に
記

憶
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
彫
刻
家
は

面
白
い
こ
と
を
考
え
る
な
ぁ
。

西　
　
　

僕
は
年
輪
を
一
枚
一
枚
、
剥
い
で
い

く
こ
と
が
、
こ
の
世
界
の
記
憶
を
一
年
ず
つ
溯

っ
て
い
く
こ
と
に
気
が
つ
い
た
時
、
何
故
か
す

ご
く
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
木
の
幹
を
ま
る

ご
と
型
に
と
っ
て
、
川
口
の
鋳
物
工
場
に
運

ん
で
ブ
ロ
ン
ズ
に
移
し
替
え
る
と
い
う
愚
か
な

行
為
を
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
原
型
と
な
っ

た
原
木
を
四
国
の
足
摺
岬
﹇
※
12
﹈
ま
で
運
び
、

漁
船
に
約
二
、三
時
間
乗
せ
て
、
黒
潮
に
放
流

し
ま
し
た
。
今
で
も
き
っ
と
環
太
平
洋
文
化
圏

の
太
平
洋
上
を
グ
ル
グ
ル
と
、
ア
ラ
ス
カ
に
上

が
っ
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
下
り
て
南
太
平

洋
上
か
ら
ま
た
上
が
っ
て
と
い
う
溯
上
を
繰
り

返
し
て
い
る
は
ず
で
す
。

酒
井　
　

最
後
に
山
形
で
学
生
さ
ん
た
ち
と
一

緒
に
制
作
し
た
『D

EAT
H

　

M
AT

C
H

（
彫

刻
風
土
／
山
形
）』﹇
写
真
9
﹈
の
解
説
を
ぜ
ひ

お
願
い
し
ま
す
。
あ
れ
は
「
東
北
の
破
壊
」
な

D
EA
T
H

　

M
A
T
CH
 

│
彫
刻
風
土
／
山
形
│

写
真
8
／
右　
「1996 colonist

」（
本
館

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
に
て
展
示
）

写
真
9「D

EAT
H

 M
AT

C
H

（
彫
刻
風
土

／
山
形
）」展
示
風
景

※
11　

旧
国
立
国
際
美
術
館（
き
ゅ
う
こ

く
り
つ
こ
く
さ
い
び
じ
ゅ
つ
か
ん
）

一
九
七
〇
年
、
大
阪
府
吹
田
市
で
日
本
万

国
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
際
、
世
界
各
国

か
ら
集
め
ら
れ
た
美
術
品
を
展
覧
す
る
た

め
建
設
さ
れ
た
。
万
博
終
了
後
は
美
術
館

と
し
て
再
利
用
し
、
一
九
七
七
年
に
開
館

し
た
の
が
国
立
国
際
美
術
館
で
あ
る
。
現

在
は
大
阪
市
の
中
心
地
で
あ
る
中
之
島
に

移
転
し
、
二
〇
〇
四
年
に
休
館
。

※
12　

足
摺
岬（
あ
し
ず
り
み
さ
き
）

高
知
県
南
西
部
土
佐
清
水
市
に
属
し
、
太

平
洋
に
突
き
出
る
足
摺
半
島
の
先
端
の
岬
。

一
般
に
は
四
国
最
南
端
の
地
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
る
。
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の
で
し
ょ
う
か
？

西　
　
　

こ
れ
は『Baltic Taste

（
バ
ル
チ
ッ
ク
・

テ
イ
ス
ト
）』﹇
写
真
10
﹈
と
い
う
作
品
の
山
形

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
現
地
制
作
し
た
も
の
で

す
。

　

僕
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス

で
度
々
バ
ル
ト
三
国
に
招
か
れ
て
い
る
の
で
す

が
、『Baltic Taste

』
は
、
主
に
ラ
ト
ビ
ア
や
エ

ス
ト
ニ
ア
と
い
っ
た
国
々
で
採
集
し
た
、
そ
の

土
地
の
歴
史
や
文
化
、
信
仰
に
ま
つ
わ
る
様
々

な
ガ
ラ
ク
タ
や
土
産
物
や
骨
董
品
と
し
て
売
ら

れ
て
い
る
品
々
を
、
シ
リ
コ
ン
型
に
し
て
、
石

膏
で
た
く
さ
ん
抜
い
て
、
白
い
皿
の
上
で
混
ぜ

て
食
べ
て
も
ら
う
と
い
う
作
品
で
す
。
平
和
の

象
徴
の
鳩
と
、
バ
ル
カ
ン
砲
と
い
う
ア
メ
リ
カ

の
爆
撃
機
の
弾
を
一
緒
に
味
を
混
ぜ
る
と
い
う

よ
う
な
食
べ
方
を
し
て
い
る
人
も
い
た
り
、
マ

リ
リ
ン
・
モ
ン
ロ
ー
と
マ
ル
ク
ス
の
肖
像
を
混

ぜ
て
み
た
り
…
。

　

旧
共
産
圏
の
国
々
を
歩
く
と
、
レ
ー
ニ
ン
、

ス
タ
ー
リ
ン
、
マ
ル
ク
ス
な
ど
、
か
つ
て
共
産

主
義
の
象
徴
と
し
て
家
々
で
誇
ら
し
げ
に
飾
っ

て
あ
っ
た
彫
像
が
、
今
は
平
気
で
近
所
の
リ
サ

イ
ク
ル
屋
で
売
ら
れ
て
い
る
の
を
見
か
け
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
現
地
で
仲
良
く
な
っ
た
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
の
中
に
は
、
つ
い
こ
の
間
、
政
府
か
ら
解

放
さ
れ
て
、
こ
れ
か
ら
ど
う
や
っ
た
ら
生
き
て

い
け
る
の
か
と
い
う
人
も
い
た
り
し
て
、
い
ろ

い
ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
「D

EAT
H

 M
AT

C
H

（
彫
刻
風
土
／
山
形
）」

は
そ
の
東
北
版
な
の
で
す
。
昨
夜
、
山
形
の
パ

ー
テ
ィ
ー
を
、
制
作
に
関
わ
っ
て
く
れ
た
学

生
や
先
生
た
ち
を
こ
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
招
い
て
、

五
、六
〇
人
で
や
っ
た
わ
け
で
す
。
あ
れ
は
、

破
壊
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
み
ん
な
と
あ
そ

こ
で
「
食
べ
た
」
の
で
す
よ
ね
。
芋
煮
会
じ
ゃ

な
い
け
れ
ど
。
あ
そ
こ
に
積
ん
で
あ
る
石
膏
の

塊
は
、
山
形
を
学
生
た
ち
と
ま
わ
っ
て
、
面
白

い
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
ち
ょ
っ
と
飲
ん
だ
拍
子

に
、「
も
う
一
杯
飲
む
か
ら
、
こ
れ
貸
し
て
く

れ
」
な
ん
て
言
っ
て
収
集
し
た
も
の
な
の
で
す
。

　

鋳
物
屋
さ
ん
の
倉
庫
で
埃
を
か
ぶ
っ
て
い
た

仏
さ
ん
の
首
だ
と
か
、
飲
み
屋
に
飾
っ
て
あ
っ

た
金
精
様
﹇
※
13
﹈
と
か
、
山
形
が
産
し
た
野

菜
や
果
物
、
廃
校
に
残
さ
れ
て
い
た
郷
土
玩
具

と
ね
。
聖
と
俗
、
善
と
悪
、
生
と
死
、
男
と
女
、

戦
争
と
平
和
。『Baltic Taste

』
と
同
じ
で
、
こ

の
混
沌
と
し
た
世
界
に
い
て
、「
ち
ょ
っ
と
簡

単
に
彫
刻
な
ん
て
つ
く
れ
る
は
ず
な
い
な
」
と

い
う
、
僕
の
姿
勢
を
作
品
化
し
て
い
る
の
で
す
。

ど
こ
へ
旅
を
し
て
も
、
生
活
し
て
も
、
そ
の
国

の
風
土
が
育
ん
だ
生
活
と
、
僕
の
身
体
に
し
み

込
ん
だ
風
土
が
い
つ
も
ぶ
つ
か
り
合
う
。

酒
井　
　

な
る
ほ
ど
。
西
雅
秋
と
い
う
人
の
生

き
方
と
考
え
方
が
、
少
し
ず
つ
見
え
て
き
た
よ

う
に
思
い
ま
す
ね
。

　

今
日
の
西
さ
ん
の
お
話
を
、
余
計
な
こ
と

だ
け
れ
ど
、
私
な
り
に
要
約
す
る
と
、
こ
ん
な

ふ
う
に
言
え
る
か
な
。「
出
会
い
の
対
象
を
語

る
こ
と
に
よ
っ
て
場
所
を
定
め
る
。
自
己
を
語

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、

限
り
な
く
普
遍
的
な
世
界
へ
近
付
い
て
行
こ
う

と
す
る
」
と
。

　

生
き
る
こ
と
と
彫
刻
と
向
き
合
う
こ
と
の
関

係
を
め
ぐ
る
、
と
て
も
真
摯
で
魅
力
的
な
お
話

で
し
た
。
西
さ
ん
、
締
め
く
く
り
に
一
言
お

願
い
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
と
お
疲
れ
だ
っ
た
で

し
ょ
う
か
ら
。

西　
　
　

い
や
、
実
は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
く

て
、
明
後
日
、
朝
日
町
の
廃
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド

に
、
五
ト
ン
の
鉄
の
塊
を
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
高

さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
﹇
※
14
﹈
の
で
す
。
こ
れ

も
僕
が
や
る
こ
と
を
超
え
て
、
そ
の
場
に
立
ち

合
っ
た
人
た
ち
が
単
純
に
身
体
で
感
じ
る
作
品

な
の
だ
け
れ
ど
、
毎
回
、
落
と
す
た
び
に
誰
か

が
涙
を
流
し
て
泣
く
。
僕
も
そ
の
理
由
は
よ
く

わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
。

　

た
ぶ
ん
僕
は
、
彫
刻
家
に
な
る
方
法
を
探
っ

て
き
た
の
で
は
な
く
て
、
ど
う
や
っ
た
ら
彫
刻

家
で
は
な
く
い
ら
れ
る
の
か
、
そ
も
そ
も
創

造
す
る
っ
て
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
、

「
彫
刻
」
に
固
執
し
つ
づ
け
な
が
ら
、
懸
命
に

生
活
し
な
が
ら
考
え
て
き
た
か
ら
、
こ
の
世
界

で
仕
事
を
続
け
て
い
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す

ね
。                 
（
採
録
・
構
成
＝
美
術
館
大
学
構
想
室
）

※
13　

金
精
様（
こ
ん
せ
い
さ
ま
）

豊
饒
と
子
孫
繁
栄
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
男

性
の
性
器
を
か
た
ど
っ
た
石
や
木
を
祀
る

民
俗
神
。

※
14　
『C

A
ST

IN
G

 IR
O

N

』

二
〇
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
ま
で
ク
レ
ー
ン
車

で
分
銅
型
の
鉄
塊
を
吊
り
上
げ
、
大
地
に

落
下
さ
せ
る
作
品
。
こ
れ
ま
で
群
馬
県
の

渋
川
や
、
福
井
県
の
金
津
で
も
発
表
さ
れ

て
い
る
。『
西
雅
秋
│
彫
刻
風
土
│
』展
で

は
、
山
形
県
朝
日
町
に
あ
る
廃
校
の
グ
ラ

ウ
ン
ド
で
、
住
民
や
学
生
約
三
百
名
が
見

守
る
中
で
落
と
さ
れ
た
。
五
ト
ン
の
鋳
鉄

は
、
今
も
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
旧
朝
日
町

立
立
木
小
学
校
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

写
真
10　
「B

altic Taste

」（
部
分
）

写
真
左　
「
彫
刻
風
土
」
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荒
々
し
い
粒
子
の
モ
ノ
ク
ロ
写
真
に

は
、
芸
術
作
品
の
記
録
と
呼
ぶ
に
は
、

い
さ
さ
か
奇
妙
な
光
景
が
焼
き
付
け
ら

れ
て
い
た
。
吃
立
す
る
ク
レ
ー
ン
車
の

車
体
と
お
ぼ
し
き
垂
直
線
が
、
灰
色
の

画
面
の
左
を
よ
ぎ
り
、
カ
メ
ラ
は
曇
天

を
背
に
し
た
画
面
中
央
に
、
分
銅
型
の

異
様
な
物
体
を
捉
え
て
い
た
。
地
上

二
〇
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
四
ト
ン

の
鋳
鉄
を
地
面
へ
と
放
下
す
る
と
い
う

作
品
『C

AST
IN

G
 IRO

N

』﹇
写
真
1
﹈。

当
時
、
素
朴
な
美
大
生
だ
っ
た
私
は
、

そ
の
落
下
す
る
塊
を
平
坦
な
映
像
と
し

て
眺
め
な
が
ら
、
何
故
か
直
感
的
に
、

そ
れ
が
途
方
も
な
く
重
い
無
垢
の
鉄
だ

と
理
解
し
た
。
そ
し
て
「
西
雅
秋
」
と

い
う
名
と
、
一
九
八
七
年
に
群
馬
県
渋

川
で
撮
影
さ
れ
た
と
い
う
こ
の
記
録
写

真
の
、
一
見
し
て
浅
間
山
荘
事
件
﹇
※

1
﹈
の
ル
ポ
タ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
な
ざ
ら

つ
い
た
感
触
を
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ン
チ

よ
う
に
記
憶
に
叩
き
込
ん
だ
。
口
に
含

ん
だ
錆
に
血
の
味
を
感
じ
る
よ
う
な
、

未
開
の
身
体
感
覚
が
引
き
ず
り
出
さ
れ

て
い
く
よ
う
な
、
ま
だ
見
知
ら
ぬ
彫
刻

家
か
ら
の
挑
発
で
あ
っ
た
。

　

だ
か
ら
、
二
〇
〇
五
年
の
暮
れ
に
世

田
谷
美
術
館
で
、
美
術
館
大
学
構
想
の

酒
井
忠
康
委
員
長
か
ら
、
そ
の
「
西
雅

秋
」
を
、
第
二
回
目
﹇
※
2
﹈
の
本
構

想
の
企
画
展
作
家
と
し
て
招
聘
し
て
は

ど
う
か
と
提
案
さ
れ
た
時
、
私
は
、
あ

の
鉄
の
落
下
に
よ
る
波
紋
が
、
遠
心
力

を
伴
っ
て
巡
り
巡
っ
て
、
東
北
の
地
で

再
び
出
会
い
直
す
の
だ
な
と
い
う
、
不

思
議
な
興
奮
を
感
じ
て
い
た
﹇
※
3
﹈。

　

西
雅
秋
氏
は
、
八
〇
年
代
か
ら
主
に

金
属
鋳
造
に
よ
る
文
明
批
評
的
な
作
品

を
発
表
し
続
け
て
い
る
。
サ
ン
パ
ウ

ロ
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
へ
の
出
展
や
、
デ

ン
マ
ー
ク
や
バ
ル
ト
海
沿
岸
諸
国
で
の

招
聘
制
作
の
他
、
国
内
外
で
多
く
の
受

賞
歴
を
持
つ
、
日
本
を
代
表
す
る
彫
刻

家
の
一
人
で
あ
る
。

　

埼
玉
県
飯
能
市
の
山
間
に
ス
タ
ジ
オ

を
構
え
、
金
属
の
酸
化
や
溶
解
の
過
程

に
、
自
然
と
人
間
と
の
根
源
的
な
関
係

を
問
う
そ
の
仕
事
は
、「
東
北
を
拠
点

に
、
芸
術
の
発
生
と
風
土
と
の
関
係
性

を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
う
、
酒
井
委

員
長
が
定
め
た
本
構
想
の
企
画
展
の
趣

旨
に
沿
う
も
の
だ
っ
た
が
、
は
じ
め
て

飯
能
の
工
房
を
訪
ね
た
時
、
ち
ょ
う
ど

葉
山
で
回
顧
展
的
な
個
展
﹇
※
4
﹈
を

終
え
た
ば
か
り
の
彫
刻
家
は
、
こ
の
突

然
の
、
聞
い
た
こ
と
も
な
い
山
形
の
小

さ
な
大
学
か
ら
の
出
展
依
頼
を
、
少
々

困
惑
気
味
に
受
け
と
め
た
よ
う
だ
。

　

も
と
も
と
寡
作
な
作
家
で
あ
る
。
し

か
も
、「
つ
く
ら
な
い
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

が
、
も
っ

と
も
つ
く
る
こ
と

0

0

0

0

0

に
ち
か
い
」
と
い
っ

た
、
作
品
制
作
に
対
す
る
独
自
の
ス
ト

イ
シ
ズ
ム
か
ら
、「
孤
高
」「
鉄
の
仙

人
」
と
評
さ
れ
る
彫
刻
家
で
あ
る
。
私

は
「
と
に
か
く
春
に
な
っ
た
ら
一
度
だ

け
、
旅
行
の
つ
も
り
で
い
い
か
ら
山
形

に
来
て
ほ
し
い
」
と
だ
け
伝
え
た
の
だ

が
、
二
〇
〇
六
年
春
、
陶
芸
家
で
あ
る

夫
人
を
伴
っ
て
の
来
形
以
降
、
美
術
館

大
学
構
想
室
ス
タ
ッ
フ
は
、
半
年
に
も

わ
た
る
、
西
雅
秋
氏
の
東
北
に
お
け
る

驚
異
的
な
仕
事
ぶ
り
に
伴
走
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　

本
学
に
お
け
る
西
雅
秋
氏
の
展
覧
会

タ
イ
ト
ル
『
彫
刻
風
土
』
は
、
そ
も
そ

も
二
〇
〇
五
年
の
葉
山
で
の
展
覧
会
で

発
表
さ
れ
た
、
様
々
な
収
集
物
を
複
合

的
に
配
置
し
た
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
こ

こ
で
彫
刻
家
は
、
展
覧
会
の
た
め
に
制

作
し
た
新
作
と
し
て
、
飯
能
近
辺
の

家
々
か
ら
譲
り
受
け
た
犬
小
屋
を
積
み

上
げ
、
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
強
制
収
容
所
跡
の

造
作
か
ら
引
用
し
た
と
い
う
ア
ル
ミ
ニ

ウ
ム
製
の
構
造
物
と
組
み
合
せ
て
展
示

し
た
。

　

主
で
あ
る
犬
が
死
ん
だ
後
も
、「
抜

け
殻
」
の
よ
う
に
家
の
軒
先
に
放
置
さ

れ
て
い
る
小
屋
。
濃
密
な
死
の
余
韻
と

と
も
に
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
物
的
証
拠

と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
収
容
所
。
生
々

し
い
喪
失
の
事
実
を
語
る
あ
る
種
の
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
、
そ
う
し
た
「
遺

品
」
に
注
視
し
、
素
材
に
取
り
込
む
西

氏
独
特
の
彫
刻
観
は
、
も
ち
ろ
ん
、
出

身
地
で
あ
る
広
島
を
め
ぐ
る
幼
少
期
の

心
象
被
爆
﹇
※
5
﹈
が
色
濃
く
反
映
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
他
に
も

彫
刻
家
は
、
二
宮
金
次
郎
像
や
金
精
様

（
木
製
の
奉
納
男
根
）、
日
露
戦
争
の
砲

弾
な
ど
、
日
本
の
歴
史
や
土
着
信
仰
の

ア
イ
コ
ン
に
も
興
味
を
示
し
、
石
膏
や

ブ
ロ
ン
ズ
で
繰
り
返
し
作
品
化
し
て
い

る
。

　

山
形
訪
問
を
機
に
生
ま
れ
た
芸
工
大

の
展
示
プ
ラ
ン
は
、
こ
う
し
た
彫
刻
家

の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
収
集
癖
と
、

ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
的
展
示
手
法
に

※
1　

一
九
七
二
年
二
月
一
九
日
に
、
長

野
県
軽
井
沢
町
に
あ
る
保
養
所「
浅
間
山

荘
」に
お
い
て
連
合
赤
軍
が
起
こ
し
た
立

て
篭
り
事
件
。
二
月
二
八
日
の
警
察
に
よ

る
強
行
突
入
の
際
、
巨
大
な
鉄
球
で
入
口

を
破
壊
す
る
様
子
は
、
テ
レ
ビ
で
生
中
継

さ
れ
、
そ
の
日
の
総
世
帯
視
聴
率
は
調
査

開
始
以
来
最
高
の
数
値
を
記
録
し
た
。

※
2　

 

第
一
回
目
の
企
画
展
は
、写
真
家
・

宮
本
隆
司
氏
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の
ダ
ン
ボ
ー

ル
ハ
ウ
ス
を
テ
ー
マ
に
し
た
、
ピ
ン
ホ
ー

ル
カ
メ
ラ
に
よ
る
写
真
展『
宮
本
隆
司
写

真
展 

│
箱
の
時
間
│
』（
二
〇
〇
五
年
一
〇

月
一
八
日
﹇
火
﹈〜
一
一
月
八
日
﹇
火
﹈）で

あ
っ
た
。

※
3　

実
際
に
西
氏
と
私
は
い
く
つ
か
の

ニ
ア
ミ
ス
を
し
て
い
た
。
パ
リ
滞
在
時
に

は
、
一
〇
年
の
時
差
を
経
て
、
同
じC

ité 

Internationale des A
rts

の
、
ま
っ
た
く

同
じ
部
屋
に
住
ん
で
い
た
。
そ
し
て
〈
ヒ

ロ
シ
マ
〉は
、
私
の
母
の
郷
里
で
も
あ
る
。

※
4　
『
西
雅
秋
展
│
空
と
大
地
と
記
憶
の

造
形
』二
〇
〇
五
年
一
一
月
一
九
日
﹇
土
﹈

〜
一
二
月
一
八
日﹇
日
﹈神
奈
川
県
立
近
代

美
術
館 

葉
山

※
5　

P.44

掲
載
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

｢

生
き
る
こ
と
を
鞄
に
入
れ
た
、
あ
る
日

の
彫
刻
家｣

参
照

写
真
1
／
左

「C
A

ST
IN

G
 IR

O
N

 SH
IB

U
K

AW
A

'87

」

／
鉄
と
落
下
／
一
九
九
八
年
／
渋
川
現
代

彫
刻
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ'87

鉄
と
波
紋

風土に偏在する
彫刻的なるもの

展覧会レポート

「西雅秋 ─彫刻風土─」

宮本武典

採
集
さ
れ
る
「
彫
刻
」
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焦
点
を
絞
り
、『
彫
刻
風
土
』
の
対
象

と
し
て
「
東
北
」
を
捉
え
た
時
、
ど
の

よ
う
な
素
材
が
集
め
ら
れ
、
ど
の
よ
う

に
山
形
が
「
彫
刻
化
」
さ
れ
る
の
か
を

探
る
試
み
と
な
っ
た
。
だ
か
ら
必
然
的

に
、
展
覧
会
の
形
式
も
、
西
氏
が
自
分

の
ス
タ
ジ
オ
で
制
作
し
た
新
作
を
ギ
ャ

ラ
リ
ー
に
並
べ
る
の
で
は
な
く
、
山
形

で
「
彫
刻
的
な
る
も
の
」
を
採
集
す
る

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
お
こ
な
い
、
現

地
で
制
作
し
発
表
す
る
と
い
う
、
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス
を
兼

ね
た
展
開
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
二
回
に
分
け

て
お
こ
な
わ
れ
た
西
雅
秋
氏
の
滞
在
制

作
は
、
は
じ
め
に
学
生
と
と
も
に
山
形

市
、
上
山
市
、
朝
日
町
な
ど
で
風
土
に

根
ざ
し
た
「
彫
刻
的
な
る
も
の
」
を
収

集
す
る
旅
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
と
り
わ

け
西
氏
が
関
心
を
示
し
た
の
は
、
日
本

最
古
の
鋳
物
場
と
し
て
の
伝
統
を
持

つ
、
山
形
鋳
物
の
街
・
銅
町
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
大
量
の
砂
鉄
を
産
し
た
と
い
う

馬
見
ヶ
崎
川
沿
い
に
は
、
八
百
年
以
上

も
続
く
茶
道
具
や
仏
具
な
ど
を
手
が
け

る
鋳
物
屋
が
軒
を
連
ね
て
い
る
。

　

西
氏
は
、
自
身
の
鋳
造
家
と
し
て
の

経
験
か
ら
、
こ
う
し
た
鋳
物
工
場
の
倉

庫
﹇
写
真
2
﹈
に
、
寺
院
に
納
め
ら
れ
た

仏
像
や
、
銅
像
に
仕
立
て
ら
れ
た
著
名

人
の
胸
像
、
公
園
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
や

学
校
の
校
章
な
ど
、
過
去
に
鋳
込
ま
れ

た
様
々
な
造
形
物
の
原
型
（
石
膏
や
木

製
）
が
保
管
さ
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て

い
た
。
分
厚
い
埃
を
か
ぶ
っ
た
そ
れ
ら

は
、
必
ず
し
も
「
芸
術
作
品
」
で
は
な

い
が
、
無
名
の
職
人
た
ち
が
手
が
け
た

土
地
の
信
仰
や
記
憶
の
「
彫
刻
に
よ
る

記
録
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
他
、
谷
間
の
集
落
に
佇
む
廃
校

の
図
工
室
や
、
古
い
郷
土
料
理
店
の
飾

り
棚
、
山
の
中
腹
に
ひ
ろ
が
る
果
樹

園
、
神
社
で
開
か
れ
る
骨
董
市
な
ど
か

ら
も
、
泥
人
形
や
コ
ケ
シ
な
ど
の
郷
土

玩
具
、
竹
や
藁
で
つ
く
ら
れ
た
素
朴
な

民
具
、
仏
像
や
仏
具
、
果
実
や
野
菜
な

ど
、
多
種
多
様
な
品
々
が
採
集
さ
れ
て

大
学
の
ア
ト
リ
エ
に
持
ち
込
ま
れ
た
。

　
『D

EAT
H

 M
AT

C
H

（
彫
刻
風
土
／

山
形
）』
の
素
材
と
し
て
集
め
ら
れ
た

品
々
は
、
西
氏
と
彫
刻
コ
ー
ス
の
学
生

た
ち
の
手
に
よ
っ
て
丁
寧
に
シ
リ
コ
ン

製
の
雌
型
に
写
し
と
ら
れ
て
い
っ
た
。

﹇
写
真
3
﹈
細
部
ま
で
克
明
に
コ
ピ
ー
さ

れ
た
の
ち
、
石
膏
を
流
し
込
ま
れ
て
量

産
さ
れ
て
い
く
玩
具
や
仏
具
は
、
固
有

の
触
感
や
色
彩
を
そ
ぎ
落
と
さ
れ
、
同

じ
石
膏
の
粉
っ
ぽ
い
白
色
に
均
一
化
さ

れ
て
い
く
こ
と
で
、か
え
っ
て
純
粋
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ォ
ル
ム
を
際
立
た
せ
て

い
く
。

　

握
っ
た
だ
け
で
割
れ
て
し
ま
う
く
ら

い
、
薄
く
軽
く
仕
上
げ
ら
れ
た
石
膏

パ
ー
ツ
が
、
学
生
た
ち
の
手
に
よ
っ
て

慎
重
に
型
か
ら
取
り
出
さ
れ
廊
下
に
並

べ
ら
れ
て
い
く
様
は
、
そ
の
制
作
風
景

自
体
が
、
土
地
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
根

ざ
し
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
作
品
の
よ
う

だ
っ
た
。
ス
タ
ッ
フ
総
出
の
作
業
は
展

覧
会
の
搬
入
ま
で
二
ヶ
月
間
、
可
能
な

限
り
多
く
の
石
膏
パ
ー
ツ
を
量
産
す
べ

く
継
続
し
、
数
人
で
抱
え
上
げ
る
大
き

な
弁
財
天
の
頭
か
ら
、
幼
児
の
拳
大
ほ

ど
の
二
宮
金
次
郎
像
ま
で
、
最
終
的
に

展
示
さ
れ
た
パ
ー
ツ
は
数
百
個
に
も
及

ん
だ
。

　
『
西
雅
秋 

│
彫
刻
風
土
│
』
展
メ

イ
ン
会
場
と
な
っ
た
東
北
芸
術
工
科
大

学
七
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
は
、
オ
ー
プ
ン

前
日
に
な
っ
て
、
彫
刻
家
が
上
山
市
の

骨
董
店
で
譲
り
受
け
た
と
い
う
、
か
つ

て
養
蚕
に
使
わ
れ
て
い
た
平
籠
が
点
々

と
床
に
置
か
れ
、
そ
の
上
に
石
膏
に
鋳

抜
か
れ
た
品
々
が
積
み
上
げ
ら
れ
た
。

古
代
イ
ン
ド
の
、
亀
が
背
負
っ
た
キ
ッ

チ
ュ
な
世
界
図
の
よ
う
な
そ
の
盆
景

は
、
聖
と
俗
、
生
と
死
、
男
と
女
、
正

義
と
悪
、
過
去
と
現
在
な
ど
、
相
対
化

す
る
様
々
な
意
味
を
渾
然
一
体
に
内
包

し
た
、
私
た
ち
の
生
き
る
こ
の
村
山
盆

地
の
博
物
誌
的
な
層
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
夜
は
、
西
氏
の
現
地

制
作
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
学
生
・
教
職
員

約
六
〇
名
が
、
招
待
客
と
し
て
作
品

の
最
後
の
仕
上
げ
に
参
加
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
西
氏
に
促
さ
れ
、
七
つ

の
平
籠
の
ま
わ
り
で
円
座
を
組
ん
だ
私

た
ち
﹇
写
真
4
﹈
は
、
彫
刻
家
の
「
み
ん

な
お
疲
れ
さ
ま
。
乾
杯
！
」
の
呼
び
声

と
と
も
に
、
お
よ
そ
二
分
間
、
籠
に
山

盛
り
に
積
ま
れ
た
石
膏
を
各
々
の
皿
に

と
り
、
次
々
と
砕
い
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。

　

 

型
抜
き
作
業
の
過
程
で
、
西
氏
は

度
々
、
こ
の
儀
式
め
い
た
破
壊
行
為
の

こ
と
を
「
彫
刻
を
食
べ
る
」
と
口
に
し

て
い
た
。
こ
の
と
き
の
「
彫
刻
の
宴
」

に
参
加
し
た
民
俗
学
者
で
舞
踏
家
の
森

繁
哉
氏
は
、
火
葬
の
際
、
燃
え
残
っ
た

遺
骨
の
一
部
を
口
に
含
ん
で
弔
う
「
骨

食
（
は
）
み
」
の
風
習
を
連
想
し
た
と

語
っ
て
い
た
。

　

確
か
に
鉄
柵
で
囲
わ
れ
た
宴
の
後

が
、
静
寂
に
満
ち
た
緊
張
感
を
漂
わ
せ

て
い
る
様
は
、
焼
き
場
の
光
景
の
よ
う

で
、
床
に
累
々
と
散
乱
し
て
い
る
石
膏

片
は
、
現
実
世
界
の
形
而
上
的
な
影
、

死
し
た
彫
刻
の
記
憶
と
し
て
、
壊
さ
れ

る
前
よ
り
も
か
え
っ
て
く
っ
き
り
と
存

在
し
て
い
た
。

　

西
氏
が
山
形
で
学
生
た
ち
と
収
集
・

制
作
し
た
石
膏
パ
ー
ツ
の
う
ち
、
大

写
真
2

写
真
3

写
真
4

「
彫
刻
」
を
食
す
る

お
ぼ
ろ
げ
な
舟
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台
に
上
が
っ
て
、
廊
下
側
の
高
い
窓
か

ら
教
室
の
内
部
を
覗
く
と
、
教
室
の
中

で
は
学
生
た
ち
が
、
代
わ
る
代
わ
る
、

自
ら
の
「
家
族
」
や
「
学
校
」
に
ま
つ

わ
る
物
語
を
、
朝
日
町
で
収
集
・
制
作

し
た
石
膏
フ
ィ
ギ
ア
を
用
い
て
教
室
の

床
に
再
現
し
て
い
た
﹇
写
真
7
﹈。

　

白
い
円
の
中
で
、
同
心
円
状
に
刻
印

さ
れ
て
い
く
仮
想
の
集
落
の
誕
生
と
終

焉
を
め
ぐ
る
ク
ロ
ニ
ク
ル
は
、
参
加
し

た
学
生
た
ち
の
口
述
筆
記
と
し
て
、
黒

板
に
詳
細
に
板
書
さ
れ
て
い
く
。
箱
庭

療
法
の
記
録
の
よ
う
に
、
び
っ
し
り
と

書
き
込
ま
れ
て
い
く
黒
板
を
よ
く
見
る

と
、
そ
の
は
じ
ま
り
に
は
西
氏
の
筆
跡

で
「
円
の
中
心
に
は
、
決
し
て
帰
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
、
白
い
チ
ョ
ー
ク

で
書
か
れ
て
い
た
。

　

そ
し
て
『C

AST
IN

G
 IRO

N

』
は
、

二
〇
〇
三
年
に
落
と
さ
れ
た
ま
ま
﹇
※

9
﹈
埋
め
ら
れ
て
い
た
福
井
県
金
津
市

の
公
園
か
ら
掘
り
出
さ
れ
、
秋
の
紅
葉

に
色
づ
く
朝
日
町
に
運
び
込
ま
れ
た
。

ク
レ
ー
ン
車
が
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
表
れ
、

落
下
予
定
時
刻
の
三
〇
分
前
に
な
る

と
、人
々
が
学
校
に
集
ま
り
は
じ
め
る
。

集
落
の
お
年
寄
り
、
子
ど
も
た
ち
、
役

場
の
人
々
、
そ
し
て
朝
日
町
長
ま
で
秋

晴
れ
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
駆
け
付
け
、
学

生
た
ち
も
、続
々
と
車
で
乗
り
付
け
る
。

大
勢
の
人
々
が
、
巨
大
な
ク
レ
ー
ン
車

を
眩
し
そ
う
に
見
上
げ
な
が
ら
腰
を
降

ろ
し
て
取
り
巻
く
様
は
、
さ
な
が
ら
秋

の
田
ん
ぼ
で
催
さ
れ
る
収
穫
祭
か
、
御

柱
の
神
事
の
よ
う
な
景
色
と
な
っ
た
。

　
『C

A
S

T
IN

G
 IR

O
N

│A
S

A
H

I

M
AC

H
I ’06

│

』
は
、
約
一
四
〇
名
の

人
々
が
静
か
に
見
守
る
中
、
ゆ
っ
く
り

と
空
中
に
吊
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。

ク
レ
ー
ン
車
の
う
な
り
声
と
と
も
に
、

重
力
に
逆
ら
っ
て
登
っ
て
い
っ
た
四
ト

ン
の
鉄
は
、限
界
ま
で
高
み
に
到
達
し
、

ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
鳴
ら
さ
れ
た
次
の
瞬

間
、
ふ
っ
と
、
解
放
さ
れ
た
よ
う
に
落

下
し
た
。

　

か
つ
て
私
の
心
象
の
中
で
、「
ヒ
ロ

シ
マ
」
を
想
起
さ
せ
る
禍
々
し
い
光
景

と
し
て
刻
み
込
ま
れ
た
鉄
の
落
下
は
、

谷
間
の
集
落
で
は
平
穏
で
懐
か
し
い
昔

話
の
一
場
面
の
よ
う
に
、
苔
む
し
た
雪

国
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
柔
ら
か
く
受
け
と

め
ら
れ
た
﹇
写
真
8
﹈。
こ
の
日
、
一
〇

月
二
九
日
は
、
西
雅
秋
氏
の
還
暦
の
誕

生
日
で
あ
っ
た
。

　

朝
日
町
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
終

え
た
西
氏
は
、
大
学
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

に
展
示
さ
れ
て
い
た
作
品
『D

EAT
H

 

M
AT

C
H

（
彫
刻
風
土
／
山
形
）』
や

『Baltic Taste

』
の
石
膏
パ
ー
ツ
を
、「
み

ん
な
で
分
け
合
っ
て
ほ
し
い
」
と
の
伝

言
を
残
し
、
上
海
の
ア
ー
ト
シ
ョ
ー
に

参
加
す
る
た
め
、
い
く
つ
か
の
シ
リ
コ

ン
型
だ
け
を
持
っ
て
山
形
を
去
っ
た
。

　

大
学
で
も
朝
日
町
で
も
、
展
覧
会
の

最
終
日
に
は
大
勢
の
人
々
が
集
ま
り
、

籠
の
上
の
白
い
瓦
礫
の
中
か
ら
、
め
い

め
い
気
に
入
っ
た
石
膏
片
を
箱
や
紙
袋

に
詰
め
て
帰
っ
て
い
っ
た
。
家
々
に
散

ら
ば
っ
て
い
っ
た
『
西
雅
秋 

│
彫
刻

風
土
│
』
展
の
遺
物
は
、
棚
や
、
机
の

上
や
、
引
き
出
し
の
中
で
、
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
記
憶
を
伝
え
残
し
て
い
く

だ
ろ
う
。

　

私
は
、
西
雅
秋
氏
と
一
緒
に
、
も
と

も
と
縁
の
な
い
は
ず
の
山
形
を
巡
り
な

が
ら
、
自
ら
の
記
憶
の
古
層
を
辿
っ
て

い
る
よ
う
な
、
不
思
議
な
感
覚
を
覚
え

て
い
た
。
野
の
果
実
に
、
素
朴
な
玩
具

や
仏
像
に
、
こ
の
列
島
に
暮
ら
し
て
き

た
人
々
の
、
誠
実
な
生
の
営
み
や
、
自

然
の
摂
理
に
沿
っ
た
死
の
痕
跡
が
偏
在

し
て
い
た
。

　

西
雅
秋
と
い
う
一
人
の
彫
刻
家
の
、

｢

彫
刻
風
土｣

と
い
う
ま
な
ざ
し
を
借

り
つ
つ
、
東
北
の
地
で
芸
術
と
生
活
の

フ
ィ
ー
ル
ド
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
眺

め
た
と
き
、
有
限
な
時
間
を
生
き
る
私

た
ち
人
間
が
、
何
を
つ
く
り
、
何
を
語

り
、
何
を
残
す
べ
き
か
が
見
え
て
き
た

気
が
し
た
。

（
本
展
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
／
美
術
館
大
学
構
想
室
学

芸
員
）

型
の
も
の
は
、
水
上
能
舞
台
「
伝
統

館
」
に
曵
き
上
げ
ら
れ
た
二
艘
の
木
造

船
﹇
※
6
﹈
に
積
み
上
げ
ら
れ
﹇
写
真
5
﹈、

ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
展
示
さ
れ
た『D

EAT
H

 

M
AT

C
H

（
彫
刻
風
土
／
山
形
）』
と

同
様
に
、
一
〇
月
二
八
日
の
夕
刻
に
粉

砕
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
プ
ロ
セ

ス
は
、『
彫
刻
風
土 

│
時
の
溯
上
│
』

と
題
し
た
森
繁
哉
氏
と
、
西
雅
秋
氏
の

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
と
し
て
一
般

に
も
公
開
さ
れ
た
。

　
「
西
さ
ん
の
作
品
は
鑑
賞
す
る
の
で

は
な
く
体
感
す
る
も
の
だ
。
本
番
で
は

観
客
席
を
排
し
、
お
客
さ
ん
自
身
も
舞

台
空
間
の
中
に
取
り
込
ん
で
し
ま
お

う
」
と
い
う
森
氏
の
強
い
提
案
に
よ
っ

て
、
公
演
当
日
は
、
あ
え
て
桟
敷
席
を

使
用
せ
ず
、一
五
〇
名
の
観
客
は
全
員
、

毛
布
を
持
っ
て
能
舞
台
に
上
が
り
、
舟

と
石
膏
の
山
を
ぐ
る
り
と
取
り
囲
む
恰

好
で
、
肩
を
寄
せ
あ
っ
て
舞
踏
と
彫
刻

の
出
会
い
に
立
ち
合
っ
た
。

　

夕
焼
け
が
薄
暮
の
青
に
染
ま
り
は
じ

め
、
舞
台
上
か
ら
望
む
出
羽
三
山
の
平

坦
な
シ
ル
エ
ッ
ト
を
背
景
に
、
頭
か
ら

爪
先
ま
で
、
真
白
な
装
い
の
森
氏
が
、

舟
に
満
載
さ
れ
た
石
膏
像
の
小
山
を
、

内
側
か
ら
突
き
崩
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り

と
這
い
出
し
て
き
た
﹇
写
真
6
﹈。
舞
踏

手
は
、舞
台
上
の
散
乱
し
た
石
膏
片
を
、

足
の
裏
で
柔
ら
か
く
掴
む
よ
う
に
静
か

に
踊
り
、
白
い
彫
刻
の
山
は
、
積
み
上

げ
ら
れ
た
寝
雪
が
、
春
の
日
差
し
を
受

け
て
徐
々
に
溶
け
出
し
、
大
地
に
染
み

入
っ
て
消
え
て
い
く
よ
う
に
、
ゆ
っ
く

り
と
解
体
さ
せ
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

賽
の
河
原
、
姥
捨
て
、
補
陀
洛
渡
海

﹇
※
7
﹈、
民
家
の
梁
に
掛
け
ら
れ
た
戦

没
者
の
遺
影
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
、

広
島
、9.11

の
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゼ
ロ
…
こ

の
と
き
私
た
ち
は
、
水
上
の
能
舞
台
と

い
う
特
殊
な
磁
場
に
立
っ
て
い
て
、
世

界
に
密
や
か
に
充
満
し
て
い
る
死
者
た

ち
の
声
に
耳
を
澄
ま
せ
て
い
る
か
の
よ

う
だ
っ
た
。
シ
ャ
ー
マ
ン
の「
口
寄
せ
」

的
な
舞
踏
家
の
身
振
り
は
、
観
者
そ
れ

ぞ
れ
の
内
な
る
心
象
の
な
か
に
、
死
の

イ
メ
ー
ジ
の
雌
型
と
言
っ
て
も
い
い
、

共
同
体
の
記
憶
と
し
て
の
「
死
者
た
ち

の
物
語
」
を
導
き
出
し
て
い
っ
た
。

　

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
森
氏
が
二
人

の
奏
者
に
抱
え
ら
れ
、
池
に
放
り
投
げ

ら
れ
る
と
い
う
、
突
然
の
転
調
と
と
も

に
訪
れ
た
。
冷
た
い
水
の
中
で
、
幽
霊

の
よ
う
に
朧
げ
に
直
立
す
る
舞
踏
手

は
、
か
つ
て
彫
刻
家
が
四
国
の
足
摺
岬

か
ら
黒
潮
に
放
っ
た
と
い
う
桂
の
大
木

﹇
※
8
﹈
に
導
か
れ
る
よ
う
に
ゆ
っ
く
り

と
東
へ
と
進
む
。
能
舞
台
で
は
縦
笛
奏

者
た
ち
が
、
森
氏
の
動
き
を
追
お
う
と

右
往
左
往
す
る
観
衆
を
横
目
に
、
木
の

棒
で
舟
の
舳
先
を
力
一
杯
叩
き
は
じ
め

る
。「
ド
ー
ン
、
ド
ー
ン
」
と
響
く
湿

り
気
を
帯
び
た
木
を
打
つ
音
と
、
薄
暮

か
ら
漆
黒
へ
、
蔵
王
丘
陵
に
完
全
な
夜

が
訪
れ
る
と
と
も
に
、『
地
彫
刻
風
土 

│
時
の
溯
上
│
』
は
幕
と
な
っ
た
。

　

死
者
た
ち
の
声
、
死
の
イ
メ
ー
ジ
の

雌
型
は
、
海
上
を
漂
う
巨
木
に
導
か
れ

て
、
一
瞬
、
私
た
ち
を
舞
台
上
に
取
り

残
し
て
あ
の
世
へ
と
旅
立
っ
て
い
っ
た

が
、
舞
踏
手
と
彫
刻
家
が
手
を
取
っ
て

再
び
現
れ
る
と
、そ
の
厳
か
な
余
韻
は
、

会
場
か
ら
の
熱
狂
的
な
拍
手
に
よ
っ
て

霧
散
し
て
い
っ
た
。

　

林
檎
の
産
地
と
し
て
名
高
い
、
山
形

県
朝
日
町
に
あ
る
旧
立
木
小
学
校
は
、

一
〇
年
前
に
廃
校
に
な
り
、
空
い
た
教

室
を
本
学
の
卒
業
生
た
ち
の
グ
ル
ー
プ

が
工
房
と
し
て
シ
ェ
ア
し
て
い
る
。
夏

の
旅
の
過
程
で
、
西
雅
秋
氏
が
か
つ
て

の
図
工
室
に
残
さ
れ
て
い
た
郷
土
玩
具

を
採
集
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な

り
、
本
学
が
「
文
部
科
学
省
平
成
十
八

年
度
現
代
的
教
育
ニ
ー
ズ
取
組
支
援
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
の
助
成
を
受
け
て
展
開
し

て
い
る
、
芸
術
に
よ
る
廃
校
活
用
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト「
芸
術
工
房
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

の
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
、『
西
雅
秋 
│

彫
刻
風
土
│
』
の
一
部
を
、
朝
日
町
に

巡
回
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

具
体
的
な
プ
ラ
ン
を
検
討
す
る
ス

タ
ッ
フ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
は
、
現
地
の

状
況
を
知
る
メ
ン
バ
ー
か
ら
、
過
疎
化

の
進
む
保
守
的
な
集
落
に
お
い
て
、
大

学
で
展
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
破
壊
的

な
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
彫
刻
作
品
は
受
け

入
れ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

懸
念
が
語
ら
れ
た
。地
域
に
と
っ
て「
学

校
」
と
い
う
場
は
、
子
ど
も
た
ち
の
姿

が
日
常
的
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
し

て
も
、
集
落
の
未
来
を
予
見
す
る
特
別

な
場
所
に
他
な
ら
な
い
。

　

慎
重
論
が
多
勢
を
し
め
る
中
、
西
氏

は
「
人
々
に
理
解
し
て
も
ら
お
う
、
受

け
入
れ
て
も
ら
お
う
と
い
う
考
え
で
は

な
く
、
厳
し
い
自
然
に
向
き
合
う
集
落

の
暮
ら
し
と
同
様
に
、
自
分
な
り
に
真

摯
に
継
続
さ
せ
て
き
た
彫
刻
家
と
し
て

の
仕
事
を
、
こ
こ
で
ま
っ
す
ぐ
展
示
し

て
み
た
い
」
と
語
り
、
朝
日
町
で
の
展

覧
会
で
、『C

AST
IN

G
 IRO

N

』
の
も

た
ら
す
震
動
を
、
共
同
体
の
記
憶
と
東

北
の
大
地
に
刻
み
込
み
た
い
と
話
し

た
。
ま
た
、
廃
校
の
内
部
空
間
で
は
、

そ
こ
に
残
さ
れ
て
い
る
学
校
教
育
の
遺

物
を
再
構
成
す
る
即
興
的
な
イ
ン
ス
タ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
制
作
・
展
示
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　

能
舞
台
公
演
『
西
雅
秋 

│
彫
刻
風

土
│
』
の
翌
日
か
ら
朝
日
町
に
入
っ
た

西
氏
は
、
建
築
・
環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科

生
と
と
も
に
、
校
舎
の
中
で
の
制
作
過

程
を
オ
ー
プ
ン
ス
タ
ジ
オ
形
式
で
公
開

し
た
。
廊
下
に
置
か
れ
た
鉄
製
の
朝
礼

写
真
6

写
真
7

写
真
8

※
6　
『
西
雅
秋
展 

│
空
と
大
地
と
記
憶

の
造
形
│
』
の
出
品
作「
大
地
の
雌
型
よ

り
」制
作
の
た
め
収
集
さ
れ
た
、
葉
山
で

最
後
の
木
造
舟
。　

※
7　

南
方
海
上
に
あ
る
と
想
像
さ
れ
た

補
陀
洛
世
界
に
往
生
ま
た
は
真
の
観
音
浄

土
を
目
指
し
て
船
出
す
る
宗
教
的
実
践
行

の
こ
と
。
観
音
に
対
す
る
信
仰
表
出
で
あ

り
、
漂
流
、
入
水
の
形
態
を
と
っ
て
行
な

わ
れ
た
捨
身
行
で
あ
っ
た
。

※
8　

P. 48

掲
載
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

｢

生
き
る
こ
と
を
鞄
に
入
れ
た
、
あ
る
日

の
彫
刻
家｣

参
照

※
9　
『
ア
ー
ト
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
二
〇
〇
三 

│
森
の
野
獣
│
』（
二
〇
〇
三
年
一
〇
月

一
一
日﹇
土
﹈〜
一
一
月
一
六
日﹇
日
﹈）金

津
創
作
の
森
で
実
施
。

写
真
5

廃
校
の
円
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●
山
形
展
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

『
地
球
を
ま
る
ご
と
描
く
』

講
演
＝
松
本
哲
男

日
時
＝
四
月
一
日﹇
土
﹈一
四
時
三
〇
分
〜
一
六
時

●
京
都
巡
回
展

会
期
＝
四
月
二
八
日﹇
金
﹈〜
五
月
二
〇
日﹇
土
﹈

会
場
＝
京
都
造
形
芸
術
大
学G

alerie A
ube

●
京
都
展
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
＆
ラ
イ
ブ

『
駆
け
上
が
る
水 

│
大
地
・
身
体
・
絵
画
の
音
域
を
め
ぐ
る
│
』

対
談
＝
松
本
哲
男
×
鎌
田
東
二（
宗
教
学
者
／
京
都
造
形
芸
術
大
学
教
授
）

サ
ッ
ク
ス
演
奏
＝
姜
泰
煥

日
時
＝
四
月
二
八
日﹇
金
﹈一
七
時
〜
一
八
時
三
〇
分

松
本
哲
男
展 

│
鼓
動
す
る
大
地
│

東
北
芸
術
工
科
大
学
学
長
就
任
記
念

会
期
＝
二
〇
〇
六
年
四
月
一
日﹇
土
﹈〜
四
月
二
〇
日﹇
木
﹈

会
場
＝
七
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、studio144

、
ガ
レ
リ
ア
ノ
ル
ド

企
画
＝
美
術
館
大
学
構
想
室
、
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松
本　
　

今
回
、
こ
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
オ
ー
ブ
に

展
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
私
の
日
本
画

家
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
の
う
ち
、
五
〇
歳
か
ら

六
〇
歳
ま
で
に
制
作
し
た
作
品
の
全
て
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
滝
の
制
作
途
中
、
他
の
作
品
も
描

い
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
巨
大
な
絵
画
を

淡
々
と
描
き
続
け
る
精
神
力
の
持
続
の
大
変
さ

を
、
今
、
噛
み
し
め
て
い
ま
す
。
よ
く
頑
張
っ

た
な
ぁ
と
（
笑
）。

　

今
日
、
改
め
て
こ
う
し
て
私
の
一
〇
年
間
を

眺
め
て
み
て
、「
滝
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
向
か
っ

て
、
自
分
の
気
持
ち
を
追
い
込
ん
で
い
け
た

気
迫
の
原
動
力
は
何
だ
っ
た
の
か
、
今
日
は
宗

教
学
者
の
鎌
田
先
生
と
滝
の
魅
力
に
つ
い
て
い

ろ
い
ろ
お
話
し
し
な
が
ら
、
自
分
な
り
に
振
り

返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、一
番
大
き
か
っ
た
の
は
、
な
ん
と
い
っ

て
も
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
フ
ォ
ー
ル
ズ
﹇
※
1
﹈
と

の
鮮
烈
な
出
会
い
で
す
。
当
初
は
恥
ず
か
し
な

が
ら
こ
の
巨
大
な
滝
が
ア
フ
リ
カ
の
ど
こ
に
あ

る
の
か
、
ま
た
ど
の
程
度
の
規
模
の
滝
な
の
か

さ
え
知
ら
な
い
で
取
材
旅
行
に
行
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
ら
、
地
球
の
割
れ
目
に
水
が
落
ち
て

い
く
の
で
は
な
く
て
、
逆
に
飛
沫
を
あ
げ
て
吹

き
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
、
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ

の
滝
だ
っ
た
の
で
、
地
球
の
す
ご
さ
に
圧
倒
さ

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
時
の
感
激
が
、

一
〇
年
間
も
滝
を
描
き
続
け
る
原
動
力
に
な
る

わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
最
初
に
写
生
を
し
た
ヴ
ィ
ク
ト

リ
ア
・
フ
ォ
ー
ル
ズ
な
の
に
、一
〇
年
間
の
滝

シ
リ
ー
ズ
の
中
で
、
完
成
す
る
の
が
も
っ
と
も

遅
か
っ
た
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、
ア
フ
リ
カ

と
い
う
野
性
的
な
風
土
と
、
我
々
東
洋
人
の
血

と
い
う
か
自
然
観
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま

す
よ
ね
。
現
地
で
地
面
に
這
い
つ
く
ば
っ
て
巨

大
な
滝
を
必
死
に
ス
ケ
ッ
チ
し
な
が
ら
、
大
地

や
水
の
匂
い
、
太
陽
の
光
が
ま
っ
た
く
違
う
の

で
、
ど
う
し
て
も
思
う
よ
う
に
描
く
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
悩
ん
で
、
悩
ん
で
…
。

　

あ
る
時
に
、「
俺
は
東
洋
人
だ
。
こ
れ
は
ア

フ
リ
カ
だ
ぞ
」
と
、
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
な
が
ら

も
絵
の
上
で
は
開
き
直
っ
て
、
最
終
的
に
は

東
洋
人
の
山
水
画
の
血
で
描
い
て
し
ま
い
ま
し

た
。
東
洋
的
な
絵
作
り
と
い
い
ま
す
か
、
あ
る

意
味
で
は
現
実
の
風
景
で
は
な
く
て
、
ス
ケ
ッ

チ
を
も
と
に
自
分
な
り
に
咀
嚼
し
た
、
架
空
の

滝
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

事
実
、
あ
そ
こ
に
有
名
な
『
悪
魔
の
喉
笛
』

が
、
滝
壺
を
覗
き
込
む
よ
う
な
視
点
で
描
か
れ

て
い
ま
す
が
、
実
際
は
こ
の
よ
う
に
は
見
え
な

い
の
で
す
。
最
終
的
に
は
自
分
が
見
上
げ
て
い

る
よ
う
な
感
じ
で
、
大
量
の
水
が
落
ち
込
ん
で

い
く
姿
を
、
見
上
げ
る
よ
う
に
描
く
部
分
と
、

逆
に
上
か
ら
覗
き
込
む
視
点
を
絵
の
な
か
に
共

存
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
初
め
て
絵
に

「
音
」
が
入
っ
た
気
が
し
た
の
で
す
。

鎌
田　
　

僕
は
、
今
で
も
年
に
二
回
は
必
ず
滝

に
打
た
れ
て
い
ま
す
。
東
北
芸
術
工
科
大
学
の

あ
る
山
形
の
湯
殿
山
神
社
﹇
※
2
﹈
の
、
御
神

体
の
す
ぐ
下
に
も
有
名
な
滝
が
あ
り
ま
す
ね
。

は
じ
め
て
滝
に
打
た
れ
た
の
が
今
か
ら
二
十
五

年
前
で
す
が
、
そ
れ
以
降
、
日
本
各
地
、
世
界

の
い
く
つ
か
の
場
所
で
滝
に
入
っ
て
き
た
の
で

す
が
、
松
本
さ
ん
の
こ
の
大
き
な
滝
の
作
品
を

見
た
時
、
僕
は
『
地
獄
の
黙
示
録
』﹇
※
3
﹈
の

ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
川

と
、
そ
の
上
流
の
滝
で
の
体
験
を
思
い
出
し
ま

し
た
。

　

普
通
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
フ
ォ
ー
ル
ズ
の
よ

う
な
大
き
な
滝
で
は
滝
行
は
絶
対
に
で
き
ま
せ

ん
よ
。
滝
の
中
に
入
っ
て
行
こ
う
と
し
て
も
、

落
水
の
壁
を
突
き
破
れ
な
い
。
水
流
で
押
し
流

さ
れ
る
し
、
暴
風
雨
の
時
は
も
の
す
ご
い
し
ぶ

き
と
風
が
吹
い
て
い
て
、
人
間
を
拒
絶
す
る
自

然
そ
の
も
の
の
威
力
と
い
う
か
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
持
っ
て
い
ま
す
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
無
理

矢
理
に
筏
を
組
ん
で
、
筏
を
ロ
ー
プ
で
引
っ
張

り
な
が
ら
滝
に
近
づ
い
て
行
き
ま
し
た
ら
、
ま

さ
に
滝
の
中
の
、
喉
笛
の
奥
に
は
洞
窟
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
洞
窟
は
奥
行
き
一
〇
メ
ー
ト
ル

以
上
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ど
こ
ま
で
続
い

て
い
る
の
か
ち
ょ
っ
と
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
、

そ
の
滝
の
奥
ま
で
入
っ
て
行
く
た
め
に
は
、
流

れ
が
落
ち
て
い
る
水
の
壁
を
突
き
抜
け
て
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
力
で
は
不
可
能
な
の

で
す
が
、
手
で
な
ん
と
か
ロ
ー
プ
を
た
ぐ
り
な

が
ら
、
そ
の
時
は
滝
の
中
へ
と
入
っ
て
行
く
こ

と
が
で
き
た
の
で
す
。

松
本　
　
『
悪
魔
の
喉
笛
』
の
一
番
奥
で
は
、

イ
ワ
ツ
バ
メ
﹇
※
4
﹈
が
水
し
ぶ
き
を
越
え
て
、

滝
の
中
で
巣
を
つ
く
り
、
子
育
て
を
し
て
い
ま

し
た
。
滝
の
真
上
か
ら
水
し
ぶ
き
を
じ
っ
と
眺

め
て
い
た
時
に
、
ふ
い
に
イ
ワ
ツ
バ
メ
が
飛
ん

で
き
て
、
直
線
的
に
滝
の
中
へ
と
突
き
抜
け
て

い
く
の
を
見
た
の
で
す
。
そ
こ
に
自
然
の
す
ご

さ
を
感
じ
ま
し
た
ね
。
一
〇
セ
ン
チ
く
ら
い
の

小
さ
な
鳥
が
、
あ
の
猛
烈
な
水
し
ぶ
き
を
越
え

て
し
ま
う
。
生
命
の
戦
い
を
見
た
よ
う
な
気
が

し
ま
し
た
。

鎌
田　
　
　

あ
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
フ
ォ
ー
ル

ズ
の
水
を
、
人
間
が
ま
と
も
に
受
け
た
ら
大
変

な
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
。
一
五
メ
ー
ト
ル
や

二
〇
メ
ー
ト
ル
の
大
き
い
身
体
で
、
し
か
も
、

も
の
す
ご
く
体
重
も
あ
る
巨
人
で
あ
れ
ば
、
あ

る
い
は
滝
に
打
た
れ
る
の
は
可
能
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
一
〇
セ
ン
チ
の
イ
ワ
ツ
バ
メ
が
、
滝
、

と
い
っ
て
も
水
の
穴
と
い
う
か
空
隙
だ
ら
け
で

す
か
ら
、
そ
う
い
う
隙
間
の
中
に
ス
ー
っ
と
一

直
線
に
入
り
込
ん
で
行
っ
て
、
そ
の
中
で
巣
を

滝
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

※
4　

イ
ワ
ツ
バ
メ

（D
elichon dasypus

）

ス
ズ
メ
目
ツ
バ
メ
科
に
分
類
さ
れ
る
鳥
類

の
一
種
。
ア
フ
リ
カ
大
陸
と
ユ
ー
ラ
シ

ア
大
陸
に
広
く
分
布
す
る
渡
り
鳥
。
体
長

一
三
セ
ン
チ
ほ
ど
。
飛
び
な
が
ら
昆
虫
類

を
捕
食
す
る
。

※
1　

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
フ
ォ
ー
ル
ズ

（V
ictoria falls

）

世
界
三
大
フ
ォ
ー
ル
の
一
つ
。
ジ
ン
バ
ブ

エ
共
和
国
と
ザ
ン
ビ
ア
の
国
境
に
あ
る
滝
。

ザ
ン
ベ
ジ
川
の
中
流
に
あ
り
、
最
大
幅
が

一
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
と
最
も
深
く
、
滝
壷

は
落
差
が
一
〇
八
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
。

※
2　

湯
殿
山
神
社

（
ゆ
ど
の
さ
ん
じ
ん
じ
ゃ
）

山
形
県
庄
内
地
方
に
ひ
ろ
が
る
月
山･

羽
黒

山･

湯
殿
山
に
あ
る
出
羽
三
山
神
社
の
一
つ
。

修
験
道
を
中
心
と
し
た
山
岳
信
仰
の
場
と

し
て
、
現
在
も
多
く
の
修
験
者
、
参
拝
者

を
集
め
る
。
山
頂
に
神
社
が
あ
り
、
標
高

は
一
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
。

※
3　
『
地
獄
の
黙
示
録
』

（A
pocalypse N

ow

）

一
九
六
〇
年
代
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
下
の
ジ

ャ
ン
グ
ル
を
舞
台
に
、
一
人
の
ア
メ
リ
カ

軍
将
校
暗
殺
を
命
じ
ら
れ
た
大
尉
が
、
四

人
の
部
下
と
共
に
目
撃
す
る
戦
争
の
狂
気

を
描
い
た
映
画
。
フ
ラ
ン
シ
ス･

フ
ォ
ー
ド

･

コ
ッ
ポ
ラ
監
督
。

松本哲男  Tetsuo Matsumoto 

1943年栃木県生まれ。宇都宮大学教育学部卒、日本画家塚原哲夫氏に
師事。93年 4月～東北芸術工科大学芸術学部美術科（日本画コース）助
教授。96年 4月～東北芸術工科大学芸術学部美術科（日本画コース）教授。
現在、東北芸術工科大学学長。日本美術院評議員。72年日本美術院院
友に推挙される。今野忠一氏に師事する。主な受賞に、74年再興第 59
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つ
く
る
事
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
あ
る
種
の

逆
説
と
い
う
か
、
生
命
と
い
う
も
の
は
面
白
い

も
の
だ
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。
自
然
が
持
っ
て
い

る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
、
陰
陽
の
両
方
の
要
素
を

秘
め
て
い
る
。

　

さ
き
ほ
ど
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
滝
の
洞
窟
の
中

は
本
当
に
別
世
界
で
し
た
よ
。
前
の
方
は
滝
が

ダ
ァ
ー
っ
と
落
ち
て
い
る
の
に
、
洞
窟
の
中

は
逆
に
静
ま
っ
た
、
お
母
さ
ん
の
胎
内
の
よ
う

で
し
た
。
大
地
の
胎
内
に
入
り
込
ん
で
、
外

の
世
界
を
中
か
ら
静
か
に
見
て
い
る
よ
う
で
し

た
。
こ
の
時
の
印
象
が
僕
に
は
非
常
に
強
烈

で
、
松
本
さ
ん
の
描
く
よ
う
な
、
こ
う
い
う
魅

力
的
な
滝
を
見
る
と
、
僕
は
中
に
入
っ
て
行
き

た
く
な
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
滝
も
き
っ
と
ど

こ
か
に
、
間
違
い
な
く
地
球
の
穴
と
い
う
か
、

洞
窟
を
秘
め
て
い
る
と
僕
は
思
い
ま
す
ね
。
そ

し
て
、
吹
き
上
が
っ
て
い
く
よ
う
に
風
を
押
し

出
す
、
滝
を
動
か
し
て
い
く
風
穴
が
ど
こ
か
に

あ
っ
て
、
そ
れ
が
喉
笛
を
奏
で
る
の
で
す
。

　

大
き
い
台
風
な
ど
が
や
っ
て
く
る
と
、
洞
窟

が
「
ピ
ュ
ー
ッ
」
と
鳴
っ
た
り
し
ま
す
が
、
そ

う
い
う
常
に
巨
大
な
音
が
入
り
込
ん
で
行
く
穴

が
か
ら
は
、「
ビ
ュ
ー
ン
」
と
い
う
、
ま
た
違

う
音
が
し
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
だ
け
は
、

『
悪
魔
の
喉
笛
』
と
い
う
名
称
に
な
っ
て
、
普

通
の
洞
窟
と
は
違
う
、
強
烈
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

も
っ
た
場
所
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
土
地
の
人

た
ち
は
感
じ
取
っ
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

松
本　
　

な
る
ほ
ど
。
い
い
こ
と
教
え
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
あ
の
音
は
滝
の
中
か
ら
響
い
て

い
た
の
で
す
ね
。
私
は
『
悪
魔
の
喉
笛
』
を
写

生
す
る
時
、
あ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
渦
巻
く
よ

う
な
印
象
を
、
ど
う
や
っ
て
絵
に
描
い
て
表
し

た
ら
い
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
要
す
る
に
滝
が
液
体
だ
と
思
う
か
ら
描
け

な
い
の
で
す
。
粒
状
に
な
っ
て
大
気
中
に
も
飛

散
し
た
水
の
流
れ
、
そ
し
て
ま
た
水
の
流
れ
で

は
な
く
、
穴
か
ら
の
見
え
な
い
風
や
音
の
出
入

り
と
い
う
か
、
空
気
が
流
れ
を
描
く
よ
う
に
意

識
を
切
り
替
え
た
ら
、
ど
ん
ど
ん
筆
が
進
む
よ

う
に
な
っ
た
の
で
す
。

鎌
田　
　

そ
も
そ
も
滝
に
向
か
わ
れ
る
き
っ
か

け
は
な
ん
だ
っ
た
の
で
す
か
？ 

ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
・
フ
ォ
ー
ル
ズ
が
最
初
で
す
か
？ 

松
本　
　

五
〇
歳
の
時
、
パ
リ
で
そ
れ
ま
で
の

仕
事
を
ま
と
め
た
大
き
な
個
展
を
開
催
し
て
、

そ
の
後
、
絵
の
テ
ー
マ
が
定
ま
ら
ず
悶
々
と

し
て
い
た
時
、「
次
に
何
を
描
く
の
？
」
と
訊

か
れ
て
、
ふ
い
に
、
何
の
考
え
も
な
く
、「
三

大
フ
ォ
ー
ル
﹇
※
5
﹈
だ
！
」
と
突
然
思
い
つ

い
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
ア
フ
リ
カ

で
滝
の
偉
容
を
目
に
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
こ
の

一
〇
年
間
の
…
五
〇
代
の
青
春
は
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
（
笑
）。

鎌
田　
　

滝
と
と
も
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
滝

と
と
も
に
去
り
ぬ
（
笑
）。

　

冗
談
は
さ
て
お
き
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
フ
ォ

ー
ル
ズ
が
あ
る
の
は
ア
フ
リ
カ
の
ジ
ン
バ
ブ
エ

で
す
よ
ね
。
僕
の
友
達
で
あ
の
聖
地
の
、
特
に

石
を
中
心
に
二
〇
何
年
写
真
を
撮
り
続
け
て
い

る
男
が
い
ま
す
が
、
ジ
ン
バ
ブ
エ
に
は
有
名
な

指
ピ
ア
ノ
﹇
※
6
﹈
が
あ
る
で
し
ょ
？ 

大
き
い

胡
桃
の
木
の
中
に
そ
れ
を
入
れ
て
、
そ
れ
を
反

響
さ
せ
て
良
い
音
を
鳴
ら
せ
る
民
俗
楽
器
で
す

が
、
そ
の
音
の
感
覚
も
含
め
て
、
ジ
ン
バ
ブ
エ

と
い
う
の
は
、
非
常
に
繊
細
で
微
妙
な
波
動
と

い
う
も
の
を
感
知
す
る
国
で
す
よ
。
そ
こ
に
、

直
感
的
に
行
か
れ
た
わ
け
で
す
ね
。

　

音
と
い
う
の
は
穴
で
す
。
さ
き
ほ
ど
松
本
さ

ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
一
種
の
粒
子
が
波

動
状
に
な
っ
て
、
そ
の
粒
子
と
粒
子
が
波
に

の
っ
て
空
隙
を
つ
く
る
時
に
初
め
て
音
が
振
動

と
し
て
発
生
し
て
く
る
。
竹
林
に
行
く
と
、
風

が
吹
い
て
来
た
時
に
「
サ
ァ
ー
ッ
、ザ
ァ
ー
ッ
」

と
い
う
音
が
す
る
で
し
ょ
う
？ 

そ
れ
は
葉
が

擦
れ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
の
擦
れ
葉
の

集
合
体
が
「
ダ
ァ
ー
ッ
」
と
い
う
音
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
は
葉
が
小
さ
い
粒
子
と
し
て
擦
れ

て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
擦
れ
と
擦
れ
の
間

に
、
隙
間
が
重
な
り
な
が
ら
、
融
合
と
分
裂
を

繰
り
返
し
て
い
く
の
で
す
。

　

波
動
を
感
じ
る
た
め
に
は
、受
け
る
側
の「
位

滝
の
波
動
／
駆
け
上
が
る
水 

※
5　

三
大
フ
ォ
ー
ル

（Th
ree m

ajor falls

）

ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
の
国
境
に
あ
る「
ナ

イ
ア
ガ
ラ
・
フ
ォ
ー
ル
ズ
」と
、
ア
フ
リ
カ

の「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
フ
ォ
ー
ル
ズ
」、
南

米
の「
イ
グ
ア
ス
・
フ
ォ
ー
ル
」の
こ
と
を

指
す
。

※
6　

指
ピ
ア
ノ･

親
指
ピ
ア
ノ

（Th
um

b Piano

）

祭
礼
や
儀
式
の
時
に
先
祖
の
霊
や
ス
ピ
リ

ッ
ト（
精
霊
）と
の
交
信
を
す
る
た
め
に
演

奏
さ
れ
て
き
た
神
聖
な
役
割
を
持
つ
楽
器

で
、
オ
ル
ゴ
ー
ル
の
原
型
と
な
っ
た
楽
器
。

構
造
は
、
鉄
の
棒
を
ハ
ン
マ
ー
で
叩
い
て

作
っ
た
平
ら
な
キ
ー
を
、
木
の
板
に
ワ
イ

ヤ
ー
や
ボ
ル
ト
で
締
め
付
け
て
装
着
し
た

も
の
。
両
手
の
親
指
を
使
っ
て
キ
ー
を
は

じ
い
て
弾
く
。
日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な

形
状
を
持
つ
楽
器
は
一
様
に「
親
指
ピ
ア

ノ
」ま
た
は「
カ
リ
ン
バ
」と
総
称
さ
れ
て

い
る
が
、
本
場
ア
フ
リ
カ
で
は
国
や
地
域

に
よ
っ
て
楽
器
が
異
な
り
、
ジ
ン
バ
ブ
エ

で
は「
ム
ビ
ラ
」と
い
う
。

写
真
左

「
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
フ
ォ
ー
ル
ズ（
部
分
）」
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ま
す
。
一
つ
一
つ
の
粒
子
を
、
念
じ
な
が
ら
描

い
て
い
く
の
で
す
。
果
た
し
て
伝
わ
る
か
ど
う

か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
。

鎌
田　
　

僕
は
、
こ
の
大
き
な
絵
の
近
く
に
い

る
と
、本
当
に
匂
い
の
よ
う
な
も
の
も
含
め
て
、

自
分
の
感
覚
が
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ま

す
よ
。
だ
か
ら
、
こ
の
絵
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・

フ
ォ
ー
ル
に
も
、
波
動
を
感
知
す
る
た
め
の
視

線
の
幅
や
、
画
面
か
ら
の
的
確
な
距
離
が
必
要

で
、そ
の
一
定
の
位
置
に
立
っ
た
時
に
初
め
て
、

こ
の
作
品
が
持
っ
て
い
る
全
体
像
や
力
の
よ
う

な
も
の
を
、
ク
リ
ア
ー
に
キ
ャ
ッ
チ
で
き
る
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。

松
本　
　

そ
れ
は
描
き
手
に
も
あ
る
感
覚
で

す
ね
。
こ
こ
に
こ
う
し
て
座
っ
て
眺
め
て
い
る

と
、
自
分
で
も
素
晴
ら
し
く
見
え
る
（
笑
）。

自
分
の
ア
ト
リ
エ
で
は
、
こ
の
絵
は
こ
ん
な
に

活
き
活
き
し
て
い
な
い
の
で
。

鎌
田　
　

今
か
ら
一
〇
年
ち
ょ
っ
と
前
の
こ
と

で
す
が
、
深
夜
一
二
時
ぐ
ら
い
に
、
那
智
の
滝

﹇
※
7
﹈
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
そ
の

日
は
土
砂
降
り
で
、
那
智
の
滝
の
下
に
あ
る
飛

瀧
神
社
の
奥
の
所
に
入
っ
て
法
螺
貝
を
吹
い
た

り
、
般
若
心
経
を
唱
え
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

そ
う
し
た
ら
、
自
我
や
音
、
世
界
に
せ
よ
、
そ

ん
な
も
の
は
と
て
も
小
さ
い
も
の
で
、
す
べ
て

か
き
消
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

そ
の
時
、
目
の
前
の
那
智
の
滝
が
、
不
思
議

な
白
い
力
で
上
の
方
へ
、
本
当
に
上
空
の
方
へ

動
い
て
い
く
よ
う
に
見
え
た
の
で
す
よ
。
幻

想
で
は
な
く
て
。
と
同
時
に
、
僕
は
滝
に
打
た

れ
た
後
、
幽
体
離
脱
と
い
っ
た
ら
変
で
す
が
、

三
〇
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
身
体
が
浮
き
立
つ
よ
う
な

状
態
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
時
、
滝
が
落
ち

て
い
る
所
か
ら
逆
流
す
る
よ
う
に
空
の
方
へ
突

き
上
げ
て
い
く
何
か
の
霊
的
な
力
を
、
私
た
ち

人
間
は
転
写
し
て
い
る
と
い
う
か
、
写
し
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。

鎌
田　
　

こ
の
絵
は
ど
れ
く
ら
い
の
広
さ
の
ア

ト
リ
エ
で
制
作
さ
れ
た
の
で
す
か
？

松
本　
　

宇
都
宮
の
ア
ト
リ
エ
は
一
二
〇
畳
あ

り
ま
す
。
こ
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
ほ
ぼ
半
分
く
ら

い
だ
と
思
い
ま
す
。
昨
日
の
搬
入
作
業
の
時
、

ア
ト
リ
エ
で
観
た
も
の
と
は
ま
っ
た
く
違
う
絵

の
表
情
を
、展
示
し
な
が
ら
感
じ
て
い
ま
し
た
。

な
に
し
ろ
長
大
な
絵
な
の
で
、
作
品
を
後
ろ
か

ら
一
二
人
が
か
り
で
持
ち
上
げ
て
も
ら
っ
て
、

一
〇
セ
ン
チ
く
ら
い
横
に
ず
ら
し
た
り
前
に
出

し
た
り
し
て
い
た
ら
、
こ
の
絵
が
こ
の
壁
面
に

ピ
タ
ッ
と
付
い
て
い
た
時
よ
り
も
、
次
第
に
迫

力
を
増
し
て
い
っ
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。

鎌
田　
　

つ
ま
り
、
壁
か
ら
あ
え
て
離
し
て
展

示
し
た
方
が
、
絵
に
力
が
出
る
わ
け
で
す
か
？ 

ま
る
で
生
き
て
い
る
よ
う
に
、
観
る
側
の
視
線

の
方
へ
迫
り
出
し
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。

松
本　
　

そ
う
で
す
。
こ
れ
は
壁
か
ら
ち
ょ
っ

と
離
し
て
、
微
妙
な
カ
ー
ブ
を
つ
け
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
絵
の
大
き
さ
、
地
球
の
大
き
さ
の
ひ

ろ
が
り
が
強
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
額

を
取
り
払
っ
た
絵
そ
の
も
の
が
床
か
ら
自
立

し
て
い
ま
す
よ
ね
。
こ
の
よ
う
に
座
っ
て
見
て

い
る
高
さ
が
、
私
が
ア
ト
リ
エ
で
描
い
て
い
る

状
態
﹇
写
真
1
﹈
と
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
で
す
。

こ
ん
な
展
示
を
、
東
北
芸
工
大
の
学
芸
ス
タ
ッ

フ
が
提
案
し
て
く
れ
て
、
私
と
は
違
う
日
本
画

の
魅
力
と
い
う
か
、
世
界
観
を
引
っ
ぱ
り
出
さ

れ
て
き
た
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
と
て
も

感
激
し
て
い
る
の
で
す
。

鎌
田　
　

僕
は
高
校
三
年
生
の
時
に
、
銀
座

の
テ
ア
ト
ル
東
京
で
、
ス
タ
ン
リ
ー
・
キ
ュ
ー

ブ
リ
ッ
ク
監
督
の
『
二
〇
〇
一
年
宇
宙
の
旅
』

﹇
※
8
﹈
と
い
う
Ｓ
Ｆ
映
画
が
封
切
り
に
な
っ

て
、
す
ぐ
に
観
に
い
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
映

画
館
が
シ
ネ
ラ
マ
と
い
う
湾
曲
し
た
画
面
で
。

今
だ
っ
た
ら
珍
し
く
も
何
と
も
な
い
で
す
け
れ

ど
、
音
が
こ
ち
ら
か
ら
こ
ち
ら
ま
で
ビ
ュ
ー
ン

と
回
る
よ
う
な
画
面
で
、
宇
宙
空
間
を
宇
宙
船

が
木
星
の
方
に
近
づ
い
た
り
、
宇
宙
の
青
雲
が

爆
発
し
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。

今
回
の
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
の
中
で
、
松
本
さ
ん

も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す

が
、
本
当
に
映
像
と
音
の
中
、
ま
さ
に
宇
宙
の

中
に
自
分
が
引
き
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
な
孤
独

置
」
や
「
距
離
」
が
重
要
で
す
。
音
の
中
に
入

り
過
ぎ
て
も
聞
こ
え
な
い
し
、
音
そ
の
も
の
が

低
・
高
周
波
で
あ
っ
た
り
、
超
音
波
に
な
っ
た

ら
我
々
人
間
に
は
聞
こ
え
ま
せ
ん
。
や
は
り
、

「
波
動
」
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
、
聞
く
側

の
身
体
性
も
含
め
た
、
あ
る
種
の
一
定
の
感
覚

の
幅
の
中
で
捕
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
す
ね
。

　

滝
の
中
で
は
、
粒
子
同
士
が
ぶ
つ
か
り
合
っ

て
い
る
時
の
、
様
々
な
モ
ジ
ュ
ー
ル
が
存
在
し

て
い
ま
す
。
音
の
飛
沫
に
風
が
「
ビ
ュ
ウ
ッ
」

と
現
れ
る
こ
と
で
微
妙
に
変
化
し
ま
す
。
ま

た
、
雨
が
降
っ
て
、
雨
の
水
量
が
大
き
く
な
っ

た
時
も
、
音
は
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま

す
よ
ね
。
し
ぶ
き
の
全
体
の
形
も
大
き
く
変

わ
っ
て
い
く
。
滝
に
は
と
て
も
豊
か
な
音
の
グ

ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
の
で
す
。

松
本　
　

確
か
に
、
滝
の
轟
き
や
飛
沫
か
ら
大

き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
ま
す
ね
。
で
す
か
ら

私
は
、
そ
の
場
に
あ
る
匂
い
や
手
で
触
れ
る
岩

や
土
、
水
の
触
感
、
顔
に
当
た
っ
た
風
や
音
な

ど
、
様
々
な
振
動
を
体
全
身
で
受
け
止
め
て
、

そ
の
記
憶
を
基
に
、
な
め
尽
く
す
よ
う
な
気
持

ち
で
描
く
の
で
す
。

　

こ
う
い
う
大
き
い
絵
を
描
く
時
は
、
あ
え

て
細
い
面
相
筆
で
そ
の
空
気
を
描
こ
う
と
思
っ

て
、
粒
子
の
一
つ
一
つ
を
丁
寧
に
描
き
ま

す
。
こ
の
一
二
メ
ー
ト
ル
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・

フ
ォ
ー
ル
ズ
も
、
端
か
ら
端
ま
で
全
部
、
自
分

の
世
界
に
鍛
え
上
げ
る
に
は
、
小
さ
な
空
気
の

粒
を
描
い
て
攻
め
て
い
く
。
そ
う
い
う
自
然
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
波
動
を
、

丁
寧
に
丁
感
じ
な
が
ら
、
自
分
な
り
に
咀
嚼
し

て
描
い
て
い
か
な
い
と
、
現
代
の
写
生
と
い
う

か
、
自
然
を
テ
ー
マ
に
し
た
絵
画
は
成
立
し
な

い
と
思
い
ま
す
ね
。

鎌
田　
　

匂
い
と
い
う
の
は
、
平
面
の
中
で

は
具
体
的
に
ど
う
い
う
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て

い
く
の
で
す
か
？ 

色
彩
で
す
か
？ 

形
態
で
す

か
？ 
気
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
？

松
本　
　

先
ほ
ど
お
話
し
し
た
、
そ
の
場
に
充

満
し
て
い
る
匂
い
も
含
め
た
様
々
な
波
動
を
、

常
に
頭
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
描
い
て
い

絵
画
の
フ
ォ
ル
ム
、
滝
の
フ
ォ
ル
ム

※
7　

那
智
の
滝（
な
ち
の
た
き
）

和
歌
山
県
那
智
勝
浦
町
に
あ
る
滝
。
華
厳

の
滝（
栃
木
県
）、
袋
田
の
滝（
茨
城
県
）

と
日
本
三
名
瀑
の
一
つ
。
滝
に
対
す
る
自

然
信
仰
の
聖
地
で
も
あ
り
、
飛
瀧
神
社
が

あ
る
。
二
〇
〇
四
年
に
は
ユ
ネ
ス
コ
の
世

界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。

※
8　
『
二
〇
〇
一
年
宇
宙
の
旅
』

（2001 A Space O
dyssey

）

世
界
映
画
史
に
残
る
不
朽
の
名
作
。
そ
れ

ま
で
の
S
F
映
画
に
対
す
る
認
識
を
、
根

底
か
ら
覆
す
よ
う
な
高
品
質
な
S
F
X
技

術
は
、
後
の
S
F
映
画
全
て
に
影
響
を
与

え
て
い
る
。
ス
タ
ン
リ
ー
･
キ
ュ
ー
ブ
リ

ッ
ク
が
監
督
。

写
真
1

鎌田東二  Toji Kamata

1951年徳島県生まれ。国学院大学神道学博士課程修了。文学博士。宗
教哲学者。現在、京都造形芸術大学教授。宗教哲学･民俗学･日本思想
史・芸術論など多彩な学問を闊達に横断する。様々なフィールドワーク
に国内･海外を駆け巡る研究即実践の行動派。学者やアーティストとの
幅広い交流をもとに、広く一般に向けた霊性に基づく学問と芸術の探
究の場 NPO法人東京自由大学の運営や伊勢･猿田彦神社「おひらきま
つり」など文化創造活動にも取組む。法螺貝･石笛奏者で、ギター片手
に自作の歌も歌う自称「神道ソングライター」。主な著書に『翁童論４部
作』（新曜社、1988～ 2000）／『神と仏の精神史』（春秋社、2000）／『神
道のスピリチュアリティ』（作品社、2003）／『霊性の文学誌』（作品社、
2005）、編著に『謎のサルタヒコ』（創元社、1997）／『ケルトと日本』（角
川書店、2000）他。近著に『霊的人間』（平凡社、2006）など。
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を
感
じ
、
ポ
ツ
ン
と
浮
い
て
い
る
よ
う
な
感
覚

を
持
ち
ま
し
た
。
こ
の
絵
も
、
ア
ト
リ
エ
か
ら

離
れ
て
、
こ
う
い
う
空
間
の
照
明
や
配
置
な
ど

の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
印
象
を
変
え
て

い
く
の
で
す
ね
。

　

そ
れ
か
ら
こ
の
、
あ
え
て
額
縁
に
入
れ
ず
に

湾
曲
し
な
が
ら
壁
面
か
ら
迫
り
出
す
展
示
に
、

滝
そ
の
も
の
の
フ
ォ
ル
ム
を
感
じ
ま
す
。
僕
は

学
者
で
、
絵
の
鑑
賞
に
つ
い
て
は
素
人
目
な
の

で
す
が
、
額
縁
の
あ
る
絵
は
、「
絵
の
中
の
世

界
に
入
っ
て
し
ま
い
た
い
」と
思
う
の
で
す
が
、

こ
の
よ
う
に
絵
の
中
の
世
界
と
外
を
分
け
る
フ

レ
ー
ム
が
な
い
と
、
イ
ワ
ツ
バ
メ
の
よ
う
に
、

こ
の
身
を
も
っ
て
、「
絵
の
中
を
突
き
抜
け
て

行
き
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
こ

の
方
が
、
よ
り
自
然
の
活
力
を
感
じ
さ
せ
て
く

れ
ま
す
よ
ね
。
こ
れ
だ
け
の
大
き
い
絵
画
で
も

額
縁
に
入
れ
て
展
示
し
よ
う
と
す
る
発
想
自
体

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
風
景
の
切
り
取
り
方
な

の
で
し
ょ
う
ね
。

松
本　
　

ま
っ
た
く
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
、
実

は
私
自
身
も
絵
と
い
う
の
は
額
縁
が
な
い
と
駄

目
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
学
芸
員

の
宮
本
君
が
、
せ
っ
か
く
つ
い
て
い
た
額
を
全

部
丁
寧
に
外
し
て
、
絵
を
ま
る
裸
に
し
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
見
て
、
私
は
最
初
、

抵
抗
を
感
じ
た
の
で
す
が
、
い
ざ
展
示
さ
れ
た

姿
を
見
て
み
る
と
、「
な
る
ほ
ど
な
ぁ
」
と
感

心
し
た
の
で
す
よ
。
逆
に
、
自
由
な
広
が
り
の

あ
る
空
間
が
出
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
れ

は
、
私
が
ア
フ
リ
カ
で
肌
で
感
じ
て
、
ア
ト
リ

エ
で
絵
に
移
し
と
っ
た
「
滝
」
そ
の
も
の
の
印

象
で
す
ね
。
こ
れ
ま
で
も
他
の
美
術
館
で
展
示

し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
額
縁
な
し
で
飾

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
違
う
絵
に
生
ま
れ
変

わ
っ
た
よ
う
な
気
さ
え
し
ま
す
。
そ
れ
に
不
思

議
と
東
洋
的
で
す
。

鎌
田　
　

遠
近
感
を
無
理
矢
理
に
自
然
の
中
に

閉
じ
込
め
て
い
く
よ
う
な
西
洋
的
な
視
線
、
そ

う
い
う
窮
屈
で
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
印
象
を

感
じ
な
い
で
す
よ
。
と
て
も
ゆ
っ
た
り
し
て
い

る
。
僕
は
人
類
の
絵
画
史
に
お
い
て
、
日
本
や

東
洋
の
平
面
性
や
自
然
観
が
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
、特
徴
を
持
つ
の
か
知
り
ま
せ
ん
が
、

本
当
に
何
も
な
い
空
間
の
中
に
、
イ
メ
ー
ジ
が

ぼ
ん
や
り
と
浮
き
立
っ
て
い
る
時
の
方
が
、
遥

か
に
パ
ワ
ー
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
ま
す
ね
。

松
本　
　

そ
う
で
す
ね
。
描
き
手
で
あ
る
私
自

身
も
、
こ
の
絵
の
前
に
立
っ
て
い
る
と
、
鎌
田

さ
ん
が
よ
く
お
っ
し
ゃ
る「
聖
地
の
ポ
イ
ン
ト
」

と
い
う
の
か
、
し
っ
か
り
と
大
地
の
基
軸
と
な

る
場
所
か
ら
、
地
球
全
体
を
眺
め
て
い
る
よ
う

な
気
が
す
る
の
で
す
。

　

私
は
今
年
で
六
〇
歳
に
な
り
ま
し
た
が
、
は

じ
め
て
ア
フ
リ
カ
の
滝
に
出
会
っ
た
時
の
感
激

と
同
じ
ス
ケ
ー
ル
で
、
今
度
は
六
〇
代
な
り
の

テ
ー
マ
を
模
索
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
学

長
を
務
め
る
と
な
る
と
、
ア
ト
リ
エ
で
筆
を
と

る
時
間
は
少
な
く
な
り
そ
う
で
す
が
、
厳
し
け

れ
ば
厳
し
い
ほ
ど
、
き
っ
と
絵
は
良
く
な
る
と

信
じ
て
、
地
球
上
に
ま
だ
ま
だ
あ
る
、
人
間
の

魂
を
奮
わ
せ
る
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
風
景
に
出

会
う
た
め
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

鎌
田　
　

そ
れ
で
は
最
後
に
、
松
本
さ
ん
が

東
北
芸
術
工
科
大
学
の
学
長
に
就
任
し
た
こ
と

と
、
こ
の
京
都
に
お
け
る
『
松
本
哲
男
展
│

鼓
動
す
る
大
地
│
』
開
催
の
お
祝
い
と
、
東
北

芸
術
工
科
大
学
が
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す「
縄
文
」

や
「
東
北
」
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
駆
使
し
な

が
ら
、
日
本
の
、
あ
る
い
は
世
界
の
状
況
に
新

し
い
息
吹
と
想
像
力
を
伝
え
て
く
れ
ま
す
こ
と

を
祈
念
し
、
石い

わ
ぶ
え笛

と
法
螺
貝
﹇
写
真
2
﹈
を
奉

奏
し
た
い
と
思
い
ま
す
。〈
朗
々
〉

（
構
成
＝
美
術
館
大
学
構
想
室
）

　

東
北
芸
術
工
科
大
学
の
宮
本
武
典

か
ら
、『
三
大
瀑
布
』
と
即
興
音
楽
と

を
コ
ラ
ボ
レ
ー
ト
さ
せ
る
と
い
う
ア
イ

デ
ィ
ア
を
聞
き
、
即
座
に
思
い
浮
か
ん

だ
の
が
韓
国
の
ア
ル
ト
・
サ
ッ
ク
ス
奏

者
の
姜
泰
煥
だ
っ
た
。
画
家
・
松
本
哲

男
が
デ
ッ
サ
ン
を
し
な
が
ら
聴
い
た
と

い
う
、
大
瀑
布
の
放
つ
轟
音
の
イ
メ
ー

ジ
。
姜
泰
煥
が
時
折
み
せ
る
烈
し
い
タ

ン
ギ
ン
グ
、
地
下
水
脈
を
汲
み
上
げ
て

で
も
い
る
か
の
様
な
強
靱
な
サ
ー
キ
ュ

ラ
ー
・
ブ
レ
ス（
循
環
呼
吸
奏
法
）。

そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
自
然
と
重
な
っ

た
の
だ
。

　

姜
泰
煥
は
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
・
ブ
レ
ス

や
マ
ル
チ
フ
ォ
ニ
ッ
ク（
重
音
奏
法
）

等
の
超
絶
技
巧
と
、
韓
国
の
伝
統
的
音

階
と
を
融
合
さ
せ
た
独
創
的
な
イ
ン
プ

ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー
シ
ョ
ン（
即
興
演
奏
）
で

知
ら
れ
、
そ
の
表
現
は
長
い
年
月
を
経

て
洗
練
さ
れ
、
ア
ジ
ア
の
孤
峰
と
さ
え

言
え
る
唯
一
無
比
の
存
在
で
あ
る
。

　

松
本
哲
男
に
つ
い
て
も
、
そ
の
作
品

に
つ
い
て
も
予
備
知
識
の
無
か
っ
た
私

は
、
第
六
感
的
に
姜
泰
煥
を
提
案
し
た

も
の
の
、
そ
の
時
点
で
は
些
か
の
危
惧

も
抱
い
て
い
た
。
即
興
演
奏
で
は
、
空

間
の
音
響
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
の
ア

ト
モ
ス
フ
ェ
ア
か
ら
少
な
く
な
い
影
響

を
受
け
る
こ
と
に
あ
る
。

　

場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
ら
と
の
相
互

作
用
か
ら
音
楽
が
創
り
出
さ
れ
て
ゆ

く
。
他
分
野
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

が
多
い
所
以
だ
。
し
か
し
、
同
時
に
、

現
れ
た
音
そ
の
も
の
が
自
律
し
た
ア
ー

ト
で
あ
り
、
別
の
事
象
や
イ
メ
ー
ジ
を

音
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
は
、
基
本
的
に
具
象
的
表
現

と
の
相
性
が
あ
ま
り
良
く
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
。

　

し
か
し
、
画
家
の
ア
ト
リ
エ
を
訪
問

す
る
機
会
を
得
た
こ
と
で
、
私
の
危
惧

は
、
あ
っ
け
な
く
霧
散
し
た
。
そ
の
壁

面
に
は
『
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
フ
ォ
ー
ル

ズ
』
が
立
て
掛
け
ら
れ
、
現
場
で
描
き

上
げ
ら
れ
た
デ
ッ
サ
ン
が
床
に
並
べ
ら

れ
た
（
そ
の
細
密
さ
か
ら
、
如
何
に

長
時
間
に
渡
り
轟
音
に
曝
さ
れ
て
来
た

か
が
解
る
）。
湧
き
出
し
た
雲
の
様
な

水
飛
沫
を
基
調
と
し
た
、
そ
の
巨
大
な

画
面
を
ぼ
ん
や
り
と
遠
く
か
ら
凝
視
し

て
い
る
と
、（
封
じ
込
め
て
も
、
封
じ

込
め
て
も
弾
け
出
す
様
な
）
無
数
の
ミ

ク
ロ
の
張
力
に
よ
っ
て
、
次
第
に
画
面

が
振
動
し
て
く
る
よ
う
な
感
触
が
あ
っ

た
。
現
場
で
の
丹
念
な
デ
ッ
サ
ン
に
基

づ
く
滝
の
絵
で
あ
り
な
が
ら
、
滝
を
描

く
と
い
う
手
法
を
持
っ
て
表
現
さ
れ
た

「
何
か
」。
そ
れ
は
大
地
の
鼓
動
で
あ

り
、
人
間
・
松
本
哲
男
の
鼓
動
で
あ
る
。

寺
内
久
（jazz &

 now
 

主
宰
／
ラ
イ
ブ
用
フ
ラ

イ
ヤ
ー
か
ら
転
載
）

姜泰煥  Kang Tae Hwan

1944年ソウル出身。韓国が生んだ世界的なサックス奏者。類をみない様々な技法の中でもふたつの音域を同時に吹いてハ
ーモナイズさせる「マルチフォニック奏法」や、呼と吸を同時に行う超長音の「サーキュレイト奏法」は、自国の伝統スケー
ルをも織り込んで深い思想を表現する。主な来日公演として、90年 4月、横浜「Bay'90フェスティバル」に、横浜市長の招
待により高田みどり（perc.）とのデュオで共演。9月、福岡市「日韓 Jazz Session'90」に福岡市商工会議所の招きにより、山下
洋輔とのデュオで出演。11月、「東京国際演劇祭 '00」の中「日韓行為芸術祭《交隣》」に招かれて出演。その他、91年 5月に
はメールス・ジャズ・フェスティバルに再び招かれる。6月、韓国・仁川市長の主宰する「Art Festival」に招かれて出演。92

年秋、ロシアのアルハンゲリスク・ジャズ祭、リトアニアのヴィリニュス・ジャズ祭、そしてラトヴィアのリガ、モスクワ
でのコンサートと旧ソ連をツアーした。96年 8月、富山県利賀村の「国際演劇祭」に招かれ、コンサートを行なう。主なCD

音源は「ASIAN SPIRITS」韓国盤（96年）、「SEVEN BREATH」NEWS（02年）、「I THINK SO」IMA（02年）など。

写
真
2

─鼓動する大地─
─大地・身体・絵画の音域をめぐる─

ギャラリーライブレポート

松本哲男展開催記念

姜泰煥（サックス演奏）

二
つ
の
波
紋
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東
北
芸
術
工
科
大
学

卒
業
／
修
了
研
究
・
制
作
展2006

会
期
＝
二
〇
〇
七
年
二
月
一
四
日﹇
水
﹈〜
一
八
日﹇
日
﹈

会
場
＝
東
北
芸
術
工
科
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
／
悠
創
館

主
催
＝
東
北
芸
術
工
科
大
学 

運
営
＝
二
〇
〇
六
年
度
東
北
芸
術
工
科
大
学
卒
展
運
営
委
員
会
、
卒
展
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
ズ
、
美
術
館
大
学
構
想
室

総
合
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
＝ 

宮
島
達
男（
現
代
美
術
家
／
東
北
芸
術
工
科
大
学
副
学
長
・
デ
ザ
イ
ン
工
学
部
長
）

●O
U

R A
R

T. O
U

R SIT
E.

卒
業
／
修
了
研
究
・
制
作
展2006

『
卒
展P

R
IZ

E
2006

・
公
開
審
査
会
』

日
時
＝
二
月
一
三
日﹇
火
﹈一
七
時
三
〇
分
〜
一
九
時
三
〇
分

会
場
＝
本
館
二
〇
一
講
義
室

企
画
＝
美
術
館
大
学
構
想
室
、
卒
展
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
ズ

審
査
員
＝

酒
井
忠
康（
美
術
評
論
家
／
世
田
谷
美
術
館
館
長
／
本
学
大
学
院
教
授
）

北
川
フ
ラ
ム（
ア
ー
ト
フ
ロ
ン
ト
代
表
／
女
子
美
術
大
学
教
授
）

茂
木
健
一
郎（
脳
科
学
者
／
ソ
ニ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
研
究
所
シ
ニ
ア
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
）

松
本
哲
男（
日
本
画
家
／
本
学
学
長
）

山
田
修
市（
画
家
／
本
学
芸
術
学
部
長
）

宮
島
達
男（
現
代
美
術
家
／
本
学
副
学
長
・
デ
ザ
イ
ン
工
学
部
長
）

●O
U

R A
R

T. O
U

R SIT
E.

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
？
』

日
時
＝
二
月
一
四
日﹇
水
﹈一
三
時
〜
一
五
時

会
場
＝
本
館
二
〇
一
講
義
室

企
画
＝
美
術
館
大
学
構
想
室
、
卒
展
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
ズ

パ
ネ
リ
ス
ト
＝
酒
井
忠
康（
美
術
評
論
家
／
世
田
谷
美
術
館
館
長
／
本
学
大
学
院
教
授
）

茂
木
健
一
郎（
脳
科
学
者
／
ソ
ニ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
研
究
所
シ
ニ
ア
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
）

モ
デ
レ
ー
タ
ー
＝
宮
島
達
男（
現
代
美
術
家
／
本
学
副
学
長
・
デ
ザ
イ
ン
工
学
部
長
）
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私
の
古
い
友
人
で
、
現
代
美
術
作
家
の
李
禹

煥
が
パ
リ
の
美
術
学
校
で
教
え
て
い
た
時
の
こ

と
で
す
。
彼
が
「
さ
あ
、
作
業
を
始
め
て
く
だ

さ
い
」
と
言
う
と
、
欧
米
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は

一
週
間
く
ら
い
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
繰
り
返

す
の
で
す
が
、
ア
ジ
ア
、
特
に
日
本
の
留
学
生

は
い
き
な
り
白
い
キ
ャ
ン
バ
ス
に
向
か
っ
て
サ

ー
ッ
と
仕
事
が
ス
タ
ー
ト
す
る
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
そ
れ
で
私
は
は
じ
め
、「
あ
ま
り
理
屈

に
基
づ
い
て
考
え
な
い
で
仕
事
を
す
る
、
い
い

と
こ
ろ
が
あ
る
よ
ね
」
と
言
っ
た
の
で
す
が
、

李
氏
は
「
い
や
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
だ
」
と
言

う
。
一
週
間
く
ら
い
す
る
と
、
美
し
く
描
き
だ

し
た
日
本
の
留
学
生
の
筆
が
止
ま
っ
た
そ
う
で

す
。
も
う
先
へ
行
け
な
く
な
る
。
そ
し
て
ち
ょ

う
ど
そ
れ
を
見
計
ら
っ
た
か
の
よ
う
に
欧
米
人

の
制
作
が
始
ま
る
の
で
す
。
こ
こ
に
は
、
私
た

ち
日
本
人
が
根
本
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

次
は
ち
ょ
っ
と
謎
解
き
の
よ
う
な
話
に
な
り

ま
す
。
あ
る
お
母
さ
ん
が
料
理
を
し
て
い
て
手

が
離
せ
な
い
の
で
「
お
風
呂
に
水
を
入
れ
て
き

て
」
と
小
さ
な
息
子
に
言
っ
た
ら
、
し
ば
ら
く

し
て
戻
っ
て
き
て
、「
お
母
さ
ん
、
お
風
呂
足

り
な
い
」
と
言
う
。「
水
が
あ
ふ
れ
た
」
と
言

わ
な
い
の
で
す
。
私
は
こ
う
い
う
子
ど
も
ら
し

い
、
認
識
の
根
底
に
触
る
よ
う
な
、
不
思
議
な

も
の
の
見
方
、
世
界
の
把
握
の
仕
方
に
惹
か
れ

ま
す
。

　

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
、
こ
う
し

た
「
あ
れ
？
」
と
思
う
よ
う
な
感
覚
を
大
切

に
仕
事
し
て
い
る
し
、
優
れ
た
作
品
は
私
た
ち

に
も
こ
の
感
覚
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
す
。
そ

こ
で
先
ほ
ど
の
話
で
す
が
、
欧
米
の
作
家
た
ち

は
単
に
水
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て

「
お
風
呂
が
足
り
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
考
え

て
い
る
。
し
か
し
ア
ジ
ア
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の

多
く
は
、「
お
風
呂
に
水
を
入
れ
れ
ば
そ
れ
で

い
い
」
と
、
器
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
か
ら
蛇

口
を
閉
め
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。

　

反
対
に
、
海
外
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
接
す
る

と
、
例
え
ば
木
と
い
う
素
材
を
扱
う
時
、
木
の

持
っ
て
い
る
生
命
感
な
ど
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
殺

し
た
い
と
い
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
木

を
な
る
だ
け
〈
材
木
〉
と
し
て
使
い
た
い
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
ね
。
素
材
は
、
彼
ら
の
思
い

描
く
構
想
の
支
持
体
で
あ
れ
ば
い
い
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
日
本
人
は
、
そ
の
木
の
中
に
あ

る
〈
命
〉
を
ど
う
引
き
出
し
て
い
く
か
考
え
る
。

　

李
御
寧
の
著
書
『「
縮
み
」
指
向
の
日
本
人
』

に
、
一
寸
法
師
の
昔
話
を
例
に
と
っ
た
、「
日

本
人
は
物
事
を
縮
小
し
た
視
点
で
見
る
」
と
の

記
述
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
話
の
中
に
お
椀
と

箸
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
同
じ
木
で
も
、
お
椀
は

い
わ
ゆ
る
小
口
で
作
り
、
正
目
で
切
っ
た
も
の

は
箸
に
な
る
。
そ
の
小
さ
な
世
界
の
微
妙
な
差

異
に
こ
そ
、
私
た
ち
日
本
人
の
造
形
世
界
が
あ

る
と
思
い
ま
す
ね
。

　

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
つ
く
る
作

品
は
、
そ
れ
が
発
生
し
たSIT

E

（
場
所
）
の
影

響
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
む
し
ろ

私
は
、
積
極
的
に
影
響
を
受
け
た
ほ
う
が
い
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
東
北
や
日
本
を
改
め
て
確

認
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
そ
れ
を
自
分
の
仕
事

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
ど
う
変
換
し
て
い
く
か
？ 

こ

の
方
法
論
を
、
若
い
皆
さ
ん
は
こ
れ
か
ら
身
に

つ
け
て
欲
し
い
。
し
か
し
そ
の
方
法
論
は
、
先

ほ
ど
私
が
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
例
え
て
語
っ

た
よ
う
に
、
や
や
こ
し
い
様
々
な
問
題
を
誘
発

し
ま
す
。
そ
れ
ら
を
検
証
し
、
解
決
す
る
に
は
、

学
生
時
代
は
あ
ま
り
に
短
い
。
む
し
ろ
皆
さ
ん

は
、
こ
の
山
形
で
与
え
ら
れ
た
様
々
な
〈
器
〉

を
一
度
解
体
し
て
、
そ
の
仕
組
み
を
理
解
す
る

こ
と
が
重
要
で
す
。

　

あ
ら
ゆ
る
表
現
者
に
お
い
て
、
自
分
の
居
場

所
の
本
当
の
意
味
で
の
効
果
は
、
長
い
時
間
を

か
け
て
自
分
の
仕
事
に
反
映
さ
れ
て
く
る
も
の

な
の
で
す
。

　

今
の
時
代
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
は
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
け

れ
ど
も
、
こ
の
山
形
の
地
に
は
そ
れ
と
は
違
っ

た
風
土
性
や
精
神
世
界
が
あ
る
。
だ
か
ら
”そ

っ
ち
“
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
ほ
う

が
か
え
っ
て
新
し
い
表
現
に
つ
な
が
る
可
能
性

が
あ
る
と
思
っ
て
、
昨
夜
、
自
分
の
ブ
ロ
グ
に

「
も
う
ネ
ッ
ト
か
ら
離
れ
て
出
羽
三
山
の
中
に

入
っ
て
し
ま
え
」
と
書
い
た
の
で
す
。
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本
物
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、
現
代
の
美
意
識

自
体
が
頼
っ
て
き
た
歴
史
的
な
文
脈
の
基
盤
を

掘
り
下
げ
て
、
そ
れ
自
体
を
揺
る
が
す
表
現
を

す
る
。
価
値
の
序
列
は
変
わ
り
う
る
も
の
。
僕

は
優
れ
た
表
現
と
い
う
の
は
、
あ
る
種
の
〈
認

知
テ
ロ
リ
ズ
ム
〉と
し
て
社
会
に
作
用
す
る
も

の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
現
状
の
美
意
識
や
、

そ
れ
に
至
る
文
脈
を
固
定
化
し
た
も
の
と
し
て

考
え
る
こ
と
ほ
ど
、
真
の
ア
ー
ト
、
創
造
か
ら

離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
の
で
す
。

　

皆
さ
ん
は
た
ま
た
ま
山
形
で
制
作
活
動
し
て

い
た
わ
け
で
す
ね
。
中
に
は
東
京
で
大
学
生
活

し
た
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
人
も
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
人
の
意
識
の
中
で
、
山
形
が
谷

で
、
大
都
会
が
山
だ
と
す
る
と
、
谷
か
ら
山
に

登
っ
て
い
く
ベ
ク
ト
ル
が
常
套
手
段
で
す
が
、

も
う
一
つ
、
別
の
選
択
肢
と
し
て
、
僕
は
、
自

分
が
い
る
谷
か
ら
さ
ら
に
下
層
へ
と
、
掘
っ

て
降
り
て
い
く
と
い
う
手
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
そ
の
時
、
山
形
を
紹
介
す
る
市
役

所
の
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
よ
う
な
も
の
を
作

っ
て
は
だ
め
な
の
で
す
。
作
品
を
制
作
す
る
時

に
、
周
り
の
環
境
か
ら
受
け
る
影
響
と
い
う
の

は
、
そ
ん
な
に
簡
単
に
言
語
化
で
き
る
も
の
で

は
な
い
。
言
葉
に
で
き
る
も
の
ほ
ど
陳
腐
な
の

で
す
。
皆
さ
ん
は
も
っ
と〈
起
源
〉に
向
か
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
眼
前
の
風
景
や
歴
史
の
背

後
に
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
を
暴
き
出
し
て
、”地

域
に
の
た
う
ち
ま
わ
っ
て
る
も
の
“
を
見
せ
る

こ
と
ま
で
し
な
い
と
、
サ
イ
ト
ス
ペ
シ
フ
ィ
ッ

ク
と
言
っ
て
も
、
す
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
、
つ
ま

ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

私
た
ち
が
生
き
る
そ
れ
ぞ
れ
のSIT

E

に
優

劣
は
あ
る
の
か
…
？ 

こ
れ
は
た
い
へ
ん
難
し
い

問
題
で
す
。
山
形
は
東
京
に
対
し
て
田
舎
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
東
京
自
体
は
世
界
の
田
舎
で

す
。
自
分
の
土
地
に
根
ざ
し
て
制
作
す
る
の
は

い
い
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
〈
世
間
知

ら
ず
〉で
は
困
る
。
世
界
の
ア
ー
ト
シ
ー
ン
の

流
れ
を
つ
か
む
感
覚
を
持
っ
て
い
な
い
と
ど
う

し
よ
う
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
文
明

の
持
っ
て
い
る
あ
る
種
の
弱
さ
と
い
う
か
、
だ

め
さ
加
減
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

僕
は
サ
イ
ト
ス
ペ
シ
フ
ィ
ッ
ク
と
い
う
こ
と

を
皆
さ
ん
に
は
大
事
に
し
て
ほ
し
い
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
生
き
るSIT

E

に
優
劣
な
ん
て
無
い
と

信
じ
て
欲
し
い
の
で
す
が
、
一
方
で
客
観
的
な

自
己
批
評
が
い
か
に
重
要
か
と
い
う
こ
と
を
、

身
に
し
み
て
わ
か
っ
て
欲
し
い
の
で
す
。
自
分

の
個
人
的
な
思
い
や
感
情
を
、
た
だ
作
品
と
し

て
表
現
す
れ
ば
い
い
な
ん
て
、
甘
っ
ち
ょ
ろ
い

こ
と
を
言
っ
て
欲
し
く
な
い
。

　

世
界
の
ア
ー
ト
シ
ー
ン
と
い
う
の
は
大
変
な

世
界
で
す
。
そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
で
、
厳
し
い
批

評
の
世
界
に
身
を
投
じ
て
、
今
、
こ
の
世
界
で

ど
う
い
う
こ
と
が
思
想
と
し
て
流
通
し
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
た
上
で
、

自
分
の
足
元
を
深
く
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
た

と
す
る
と
、
そ
の
人
は
こ
の
時
代
に
お
い
て
、

す
ば
ら
し
い
表
現
者
に
な
っ
て
い
く
可
能
性
が

あ
る
の
で
す
。

酒井忠康  Tadayasu Sakai 

プロフィール= P.31参照
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宮
島　
　

ま
ず
こ
れ
は
環
境
デ
ザ
イ
ン

学
科
の
学
生
で
す
ね
。
酒
井
さ
ん
は
美

術
館
館
長
と
し
て
、
様
々
な
美
術
館
建

築
の
コ
ン
ペ
に
審
査
員
と
し
て
参
加
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
山
家
君
の
こ
の
提
案

を
ど
ん
な
風
に
ご
覧
に
な
り
ま
し
た

か
？

酒
井　
　

大
変
面
白
い
発
想
を
す
る

な
ぁ
と
い
う
の
が
一
つ
と
、
自
分
の
中

で
の
生
活
感
を
ま
さ
ぐ
っ
て
い
る
と
い

う
か
、
手
探
り
し
て
い
る
感
じ
が
あ
り

ま
す
ね
。
問
題
を
究
極
ま
で
問
い
詰
め

た
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
途
中
の
景

色
を
見
せ
ら
れ
た
面
白
さ
で
す
ね
。

茂
木　
　

僕
は
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
﹇
※
2
﹈

だ
と
か
隈
研
吾
﹇
※
3
﹈
の
『
負
け
る

建
築
』
だ
と
か
、
フ
ン
デ
ル
ト
ヴ
ァ
ッ

サ
ー
﹇
※
4
﹈
の
直
線
を
排
し
た
建
築

と
か
、
こ
の
構
想
に
近
い
も
の
と
い
う

の
は
過
去
に
い
く
つ
か
あ
っ
た
と
思
う

の
で
す
が
、
そ
う
い
う
の
を
踏
ま
え
た

う
え
で
も
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
感
じ
て

い
ま
し
た
。

　

特
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
多
様
性

と
景
観
の
統
一
性
を
ど
う
両
立
さ
せ
る

か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
日
本
で
は
様

式
を
統
一
が
ほ
と
ん
ど
成
さ
れ
て
い
な

く
て
、
景
観
が
本
当
に
ム
チ
ャ
ク
チ

ャ
に
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
画
一
化
さ

れ
る
の
を
嫌
が
る
。
山
家
君
の
提
案
は
、

基
本
的
に
A
と
い
う
も
の
を
ユ
ニ
ッ
ト

と
し
な
が
ら
も
、
ユ
ニ
ッ
ト
を
ど
う
つ

な
げ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
多
様
性
を

持
た
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
多
様
性
と
様

式
的
な
統
一
感
を
両
立
さ
せ
る
道
を
示

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
空
間
利
用

が
効
率
的
で
す
よ
ね
。

　

た
だ
、
ウ
ィ
ー
ン
の
フ
ン
デ
ル
ト
ヴ

ァ
ッ
サ
ー
が
構
想
し
て
い
た
、
丘
陵
集

合
住
宅
に
す
る
よ
う
な
建
築
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
実
現
し
て
い
な
い
の
だ
け

れ
ど
、
お
そ
ら
く
こ
れ
も
実
現
す
る
の

は
難
し
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
よ

く
や
っ
た
な
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。

宮
島　
　

彼
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

に
は
、
基
本
設
計
図
の
パ
ネ
ル
が
展
示

さ
れ
て
い
ま
し
て
、
先
ほ
ど
酒
井
さ
ん

も
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
変
化

し
て
い
く
、
増
殖
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ

と
、
建
築
的
な
思
考
や
造
形
展
開
が
非

常
に
上
手
く
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て
、
こ
の

模
型
の
完
成
度
と
と
も
に
、
総
合
的
に

洗
練
さ
れ
て
見
え
て
き
ま
し
た
。
非
常

に
優
れ
た
作
品
だ
と
思
い
ま
す
。

宮
島　
　

こ
の
作
品
の
選
出
を
め
ぐ
っ

て
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
り
ま
し
た

ね
。
茂
木
さ
ん
は
ど
う
見
ら
れ
ま
し
た

か
？

茂
木　
　

僕
は
南
君
本
人
と
五
分
く
ら

い
話
を
し
た
の
で
す
が
、
卒
業
後
は
地

元
の
福
岡
に
帰
っ
て
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と

し
て
活
動
す
る
そ
う
だ
け
れ
ど
、
大
変

だ
よ
ね
（
笑
）。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
僕
は
、
絵
と
立

体
造
形
の
関
係
性
に
か
な
り
工
夫
が
あ

る
な
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。
案
外
あ

り
そ
う
で
な
い
と
い
う
か
、
こ
の
具
体

的
な
造
形
は
C
G
で
も
な
い
し
、
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
で
も
な
い
し
、
神
話
的
、
あ

る
い
は
妖
怪
的
存
在
で
も
な
い
し
、
ミ

ニ
マ
リ
ズ
ム
﹇
※
5
﹈
で
も
な
い
し
…
。

要
す
る
に
、
妙
な
中
間
的
領
域
を
上
手

く
突
い
て
い
る
の
で
す
。
何
ら
か
の
シ

ン
ボ
リ
ズ
ム
﹇
※
6
﹈
で
あ
る
と
い
う
よ

う
に
言
う
こ
と
は
簡
単
で
す
が
、
そ
う

い
う
も
の
で
も
回
収
で
き
な
い
中
間
項

を
拾
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
こ

の
味
わ
い
が
将
来
を
期
待
さ
せ
る
と
思

い
ま
し
た
ね
。

酒
井　
　

私
は
ち
ょ
っ
と
戸
惑
う
感
じ

で
見
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
特
別
に

奇
を
て
ら
っ
た
絵
画
だ
と
は
思
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
ド
イ
ツ
の
ホ
ル
ス
ト
･
ア

ン
テ
ス
﹇
※
7
﹈
の
描
く
シ
ン
プ
ル
な

人
間
像
と
か
、
文
学
で
言
え
ば
フ
ラ
ン

ツ
・
カ
フ
カ
﹇
※
8
﹈
の
超
現
実
主
義

的
な
世
界
観
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

を
作
品
か
ら
連
想
で
き
ま
し
た
ね
。
た

だ
、
奈
良
美
智
﹇
※
9
﹈
と
同
じ
よ
う
に
、

こ
う
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
創
作
的
な
絵

画
が
時
代
に
評
価
さ
れ
、
一
人
歩
き
し

て
い
く
と
、
も
は
や
自
分
が
描
い
て
い

る
の
か
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
一
人
歩
き

し
た
も
の
を
追
い
か
け
て
い
る
の
か
わ

か
ら
な
く
な
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
現

象
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。

　

で
も
、
こ
の
作
品
を
追
い
か
け
て
い

る
自
分
を
、
さ
ら
に
客
体
化
し
て
追
い

か
け
、
分
析
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
、

二
重
三
重
の
構
造
が
、
今
後
の
彼
の
想

像
力
に
働
か
せ
う
る
よ
う
だ
と
、
こ
の

宮
島　

 

今
回
の
卒
業
／
修
了
研
究
・

制
作
展
で
は
、
本
学
が
山
形
市
に
開
学

し
て
一
五
周
年
の
節
目
に
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
、「O

U
R

 ART. O
U

R
 SIT

E.

」

と
い
う
開
催
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
、
こ
れ

ま
で
市
内
各
所
で
分
散
し
て
開
催
し
て

い
た
会
場
を
、
す
べ
て
キ
ャ
ン
パ
ス
に

一
本
化
し
て
開
催
す
る
と
い
う
改
革
を

お
こ
な
い
ま
し
た
。
会
場
の
移
転
だ
け

で
は
な
く
、
大
学
に
と
っ
て
の
卒
展
の

あ
り
方
を
全
面
的
に
見
直
し
、
交
流
プ

ロ
グ
ラ
ム
や
、
鑑
賞
を
ス
ム
ー
ズ
に
す

る
た
め
の
バ
ス
の
運
行
、
学
生
に
よ
る

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
組
織
の
結
成
と
自
主
的

な
展
覧
会
運
営
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
な

い
様
々
な
新
し
い
試
み
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
優
秀
な
卒
業
／
修
了
制
作
・
研
究
に

大
学
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
「
買
い
上

げ
賞
」
の
選
考
を
、
外
部
の
ゲ
ス
ト
を

交
え
て
お
こ
な
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

各
学
科
コ
ー
ス
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
選

出
さ
れ
て
い
る
優
秀
賞
と
は
別
の
視
点

で
、
今
の
社
会
か
ら
見
た
こ
の
大
学
の

相
対
的
な
価
値
の
あ
り
か
た
を
、
外
部

の
客
観
的
な
意
見
を
交
え
つ
つ
、
選
出

過
程
を
通
し
て
議
論
し
て
い
こ
う
と
考

え
た
の
で
す
。

　

選
考
会
は
、
ち
ょ
う
ど
昨
日
、
展
覧

会
の
オ
ー
プ
ン
前
日
で
す
ね
、
こ
こ
に

い
ら
っ
し
ゃ
る
酒
井
忠
康
さ
ん
と
茂
木

健
一
郎
さ
ん
、
そ
れ
か
ら
選
考
会
だ
け

の
参
加
者
と
し
て
、
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
の
北
川
フ
ラ
ム
さ
ん
を
お
招
き
し
、

そ
し
て
本
学
か
ら
は
松
本
哲
男
学
長
、

山
田
修
市
学
部
長
と
私
が
、
二
〇
〇
六

年
度
に
出
品
さ
れ
た
五
百
数
十
点
の
作

品
を
見
て
、
そ
の
中
か
ら
五
作
品
を
選

出
い
た
し
ま
し
た
。
五
点
に
絞
り
込
む

審
査
会
の
テ
ー
ブ
ル
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
、

昨
夜
、
こ
の
同
じ
講
義
室
で
お
こ
な
わ

れ
、
多
く
の
学
生
が
聴
講
し
て
い
ま
す
。

本
日
は
、
そ
の
結
果
を
み
な
さ
ん
に
ご

覧
い
た
だ
き
な
が
ら
、
東
北
に
お
け
る

芸
術
や
デ
ザ
イ
ン
教
育
の
可
能
性
や
問

題
に
つ
い
て
、
短
い
時
間
で
は
あ
り
ま

す
が
、
素
敵
な
お
二
人
の
ゲ
ス
ト
と
と

も
に
語
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
さ
き
ほ
ど
の
、
茂
木
さ
ん
の

「
ク
オ
リ
ア
と
文
脈
」
と
い
う
講
話
は
、

今
回
の
選
評
会
へ
の
非
常
に
重
要
な
示

唆
だ
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と

い
う
の
も
、
私
は
一
九
九
九
年
に
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
･
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
﹇
※
1
﹈

と
い
う
大
き
な
国
際
美
術
展
に
日
本
代

表
と
し
て
出
品
し
、
こ
の
世
界
を
覆
い

尽
く
そ
う
と
す
る
、
あ
る
操
作
さ
れ
た

文
脈
＝
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

（
世
界
標
準
）
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
絶
望
し
た
経
験
が
あ

る
の
で
す
。
ア
ー
ト
や
デ
ザ
イ
ン
の
価

値
を
決
め
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
、
今
の

ア
ー
ト
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
パ
ワ
ー
ゲ
ー
ム

に
、
完
全
に
追
従
し
て
い
る
と
い
う
実

感
を
持
っ
た
の
で
す
。

　
「O

U
R

 ART. O
U

R
 SIT

E
.

」
と
い
う

テ
ー
マ
を
掲
げ
た
本
学
の
卒
展
は
、「
東

北
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
い
う
、
地
域
に
根

ざ
し
た
建
学
の
理
念
を
持
ち
、
ど
こ
か

ら
か
の
借
り
物
の
価
値
で
は
な
い
、
こ

こ
で
し
か
で
き
得
な
い
よ
う
な
芸
術
活

動
や
研
究
に
取
り
組
む
と
い
う
の
が
、

私
た
ち
の
大
学
の
一
つ
の
指
針
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
表
明
す
る
大
き
な
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
と
私
は
理
解
し
て

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
、
五
百
数
十
名

の
中
か
ら
、
五
作
品
を
選
ぶ
基
準
と
し

て
留
意
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
、
事
前

に
審
査
員
の
方
々
に
は
お
願
い
し
て
い

ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
さ
っ
そ
く
、
受
賞
し
た

順
に
見
な
が
ら
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い

る
も
の
を
通
し
て
、
大
学
や
芸
術
の
あ

り
か
た
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科

山
家
章
宏
『
共
存
す
る
住
宅
』

美
術
科
洋
画
コ
ー
ス

南
健
吾

『
一
列
に
並
ぶ
』『
群
生
』

年
）、
キ
ッ
ズ
プ
ラ
ザ
大
阪
の
「
こ
ど
も

の
街
」（
大
阪
市
北
区
、
一
九
九
七
年
）
や
、

大
阪
市
環
境
局
舞
洲
工
場
（
大
阪
市
此
花

区
、ゴ
ミ
処
理
場
、二
〇
〇
一
年
）
が
あ
る
。

※
5　

ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
（M

inim
alism

）

一
九
六
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
登
場
し
主

流
を
占
め
た
傾
向
・
創
作
理
論
。
美
術･
建

築
な
ど
の
造
形
分
野
に
お
い
て
、
必
要
最

小
限
を
目
指
す
手
法
。

※
6　

シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
（Sym

bolism

）

一
八
八
〇
年
代
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
で
起
こ

っ
た
反
写
実
主
義
、
反
科
学
主
義
的
な
文

芸･

美
術
傾
向
。

過
去
の
宗
教
や
神
話
に
主
題
を
採
る
こ
と

で
絵
画
に
象
徴
的
・
暗
示
的
な
物
語
性
を

獲
得
し
よ
う
と
す
る
反
現
実
主
義
的
な
表

現
。

※
7　

ホ
ル
ス
ト･

ア
ン
テ
ス

（H
orst Antes

）

一
九
三
六
年
〜
／
画
家･

彫
刻
家

ド
イ
ツ
生
ま
れ
。
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
国
立

美
術
学
校
に
学
び
、
一
九
五
〇
年
代
は

ド
イ
ツ
表
現
主
義
の
よ
う
な
強
い
色
彩
を

用
い
て
描
い
た
。
一
九
五
九
年
ド
イ
ツ
青

年
画
家
展
や
、
六
一
年
パ
リ
青
年
ビ
エ

ン
ナ
ー
レ
な
ど
に
出
品
し
注
目
さ
れ
る
。

一
九
六
六
年
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ビ
エ
ン
ナ

ー
レ
で
ユ
ネ
ス
コ
賞
受
賞
。
一
九
七
三
年

以
降
は
、
母
校
に
戻
っ
て
教
鞭
を
と
り
な

が
ら
制
作
を
続
け
る
。
大
き
な
頭
を
持
ち
、

胴
体
が
な
く
て
す
ぐ
に
足
に
続
い
て
お
り
、

両
腕
が
む
な
し
く
宙
に
浮
い
て
い
る
独
特

な
人
物
像
を
制
作
し
て
い
る
。

※
8　

フ
ラ
ン
ツ･

カ
フ
カ

（Franz K
afka

）

一
八
八
三
〜
一
九
二
四
年
／
小
説
家

チ
ェ
コ
生
ま
れ
。
プ
ラ
ハ
大
学
で
法
律
学

を
専
攻
し
な
が
ら
、
化
学･

美
術
史･

ド
イ

ツ
文
学
を
学
ぶ
。
常
に
不
安
と
孤
独
を
漂

わ
せ
る
非
現
実
的
で
幻
想
的
な
作
品
世
界

は
、
表
現
主
義
的
と
も
い
わ
れ
る
独
特
の

不
条
理
さ
に
満
ち
て
い
る
。
著
書
に
『
変

身
』『
審
判
』
な
ど
が
あ
る
。

※
1　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア･

ビ
エ
ン
ナ
ー
レ

（La Biennale di Venezia

）

イ
タ
リ
ア･

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
一
八
九
五
年

か
ら
二
年
に
一
度
行
わ
れ
る
国
際
芸
術
祭
。

参
加
各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ビ
リ
オ
ン
で

自
国
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
紹
介
し
、
日
本

は
第
二
回
の
一
八
九
七
年
か
ら
参
加
し
て

い
る
。

※
2　

メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
（M

etabolism

）

一
九
六
〇
年
代
に
展
開
さ
れ
た
建
築
運
動
。

「
新
陳
代
謝
」
に
ち
な
ん
で
命
名
。
未
来

の
建
築
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
を
交
換
す
る
こ
と

で
、
生
命
の
よ
う
に
「
新
陳
代
謝
」
を
繰

り
返
せ
る
と
考
え
た
。
創
設
メ
ン
バ
ー
は

浅
田
孝
、
川
添
登
、
菊
竹
清
訓
、
黒
川
紀
章
、

栄
久
庵
憲
司
、
粟
津
潔
。

※
3　

隈
研
吾
（
く
ま･

け
ん
ご
）

一
九
五
四
年
〜
／
建
築
家

神
奈
川
県
生
ま
れ
。
東
京
大
学
工
学
部
建

築
学
科
卒
。
同
大
学
院
建
築
意
匠
専
攻

修
了
。
日
本
設
計
、
戸
田
建
設
に
勤
務
後

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
客
員
研
究
員
な
ど
を
経

て
隈
研
吾
建
築
都
市
設
計
事
務
所
を
設
立
。

慶
應
義
塾
大
学
理
工
学
部
教
授
。
初
期
は

M
2（
自
動
車
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
）な
ど
古

典
主
義
建
築
を
引
用
し
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

建
築
を
手
が
け
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
竹

の
家
な
ど
自
然
素
材
を
生
か
し
た
建
築
を

提
案
し
て
い
る
。
近
年
、
格
子
を
多
用
し

た
デ
ザ
イ
ン
が
特
徴
的
な
作
品
が
多
く
見

ら
れ
る
。
著
書
に
『
負
け
る
建
築
』（
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

※
4　

フ
リ
ー
デ
ン
ス
ラ
イ
ヒ･

フ
ン
ダ
ー

ト
ヴ
ァ
ッ
サ
ー

（Friedensreich H
undertw

asser

）

一
九
二
八
〜
二
〇
〇
〇
年
／
画
家･

建
築
家

オ
ー
ス
ト
リ
ア
生
ま
れ
。
日
本
で
は
「
フ

ン
デ
ル
ト
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
」
と
い
う
呼
び
方

が
多
く
用
い
ら
れ
る
。
色
鮮
や
か
な
外
見

や
徹
底
的
に
直
線
を
排
除
し
た
建
築
で
よ

く
知
ら
れ
る
。
ま
た
自
然
と
の
共
生
を
謳

う
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
で
も
あ
る
。
日
本
で
の

作
例
に
、
T
B
S
の
「
二
一
世
紀
カ
ウ
ン
ト

ダ
ウ
ン
時
計
」（
東
京
都
赤
坂
、
一
九
九
二
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人
は
非
常
に
恵
ま
れ
た
素
質
が
あ
る
よ

う
に
思
い
ま
す
ね
。
こ
れ
か
ら
で
す
。

宮
島　
　

私
も
こ
の
作
品
に
は
非
常

に
戸
惑
い
を
覚
え
ま
し
た
ね
。「
な
ん

だ
ろ
う
？ 
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か

な
？
」
と
思
っ
て
（
笑
）。
良
い
意
味

で
制
作
の
背
景
と
い
う
か
、
文
脈
が
見

え
な
い
の
で
す
。
表
面
的
に
は
、
酒
井

さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
ホ
ル
ス

ト
･
ア
ン
テ
ス
の
仕
事
を
想
起
し
た
の

で
す
が
、
多
分
、
本
人
は
知
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
ね
（
笑
）。

で
も
、
そ
う
い
う
表
出
の
類
異
性
も
含

め
て
、
何
か
不
思
議
な
感
じ
、
違
和
感

が
の
こ
る
作
品
で
し
た
。

宮
島　
　

工
芸
コ
ー
ス
の
遠
藤
君
は
実

際
に
走
る
オ
ー
ト
バ
イ
を
エ
ン
ジ
ン
な

ど
も
全
て
自
分
で
つ
く
り
込
ん
で
い
る

の
で
す
ね
。
バ
イ
ク
を
デ
ザ
イ
ン
す
る

の
と
も
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
、
む
し
ろ
オ

ー
ト
バ
イ
を
彫
刻
化
し
た
と
も
い
え
る

作
品
で
す
。

酒
井　
　

私
は
賛
成
票
を
入
れ
な
か
っ

た
の
で
す
が
（
笑
）。
ま
あ
で
も
、
他

の
作
品
を
い
ろ
い
ろ
と
相
対
的
に
見
て
、

結
果
と
し
て
は
良
い
の
を
選
ん
だ
と
思

い
ま
す
よ
。

　

こ
の
作
品
は
、
実
際
に
制
作
さ
れ
た

工
房
で
展
示
さ
れ
て
い
た
の
が
良
か
っ

た
で
す
ね
。
き
れ
い
な
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の

よ
う
な
場
所
に
置
か
れ
て
い
た
ら
、
お

そ
ら
く
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
。
つ
ま
り
先
程
、
宮
島
さ
ん

が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
今
回
は

「SIT
E

」
と
い
う
問
題
を
気
に
し
な
が

ら
卒
展
全
体
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
、

サ
イ
ト･

ス
ペ
シ
フ
ィ
ッ
ク
﹇
※
10
﹈
と

い
う
考
え
方
が
、
選
考
に
お
け
る
一
つ

の
テ
ー
マ
だ
っ
た
と
思
う
の
で
、
工
場

の
よ
う
な
場
所
に
展
示
さ
れ
た
こ
と
で
、

作
者
の
姿
が
空
間
・
時
間
的
に
イ
メ
ー

ジ
で
き
ま
し
た
か
ら
ね
。
私
は
彫
刻
と

い
う
の
は
記
憶
の
装
置
だ
と
思
っ
て
い

る
の
で
す
。

茂
木　
　

僕
は
、
こ
れ
は
す
ご
い
仕
事

だ
と
思
い
ま
す
ね
。

　

遠
藤
君
と
も
三
分
く
ら
い
話
を
し
た

の
で
す
が
、
最
初
は
た
だ
の
オ
ー
ト
バ

イ
が
置
い
て
あ
る
と
思
っ
て
ス
ル
ー

し
よ
う
と
し
た
の
だ
け
れ
ど
、
何
か
引

っ
か
か
り
ま
し
た
。
本
人
に
聞
い
た
ら
、

「
自
分
で
つ
く
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て

い
た
の
で
、「
馬
鹿
な
奴
だ
な
ぁ
」
と

思
い
ま
し
た
（
笑
）。
こ
れ
、
パ
ー
ツ

と
か
も
自
分
で
金
型
切
り
出
し
て
加
工

し
た
り
、
自
分
で
型
式
認
定
を
受
け
て

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
つ
け
て
公
道
を
走

っ
て
い
る
ら
し
い
の
で
す
。

　

僕
が
好
き
な
話
で
、
あ
の
マ
ル
セ
ル

･
デ
ュ
シ
ャ
ン
﹇
※
11
﹈
の
レ
デ
ィ
メ

イ
ド
の
男
性
便
器
、
つ
ま
り
『
泉
』
は
、

実
は
デ
ュ
シ
ャ
ン
本
人
が
自
分
で
つ
く

っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ

に
対
し
て
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
友
達
が
、「
買

う
と
こ
ろ
を
見
て
い
た
」
と
い
う
証
言

を
し
た
り
し
て
ね
。

　

オ
ー
ト
バ
イ
と
い
う
の
は
既
製
品
の

最
た
る
も
の
で
、
も
し
自
作
し
よ
う
と

し
た
ら
、
明
ら
か
に
自
分
が
つ
く
っ

た
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
、

奇
抜
な
デ
ザ
イ
ン
に
し
た
り
す
る
わ
け

で
し
ょ
う
。
い
か
に
も
「
俺
が
つ
く
り

ま
し
た
よ
」
み
た
い
に
。
こ
れ
は
ど
う

見
て
も
、
そ
こ
ら
辺
に
あ
り
そ
う
と
い

う
か
、
あ
ま
り
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
す
ぎ
て

な
い
。
で
も
、
あ
え
て
そ
れ
を
自
分
で

つ
く
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
い
ろ
ん
な

文
脈
が
入
り
込
み
う
る
と
こ
ろ
を
突
い

て
い
る
。
壮
大
な
愚
行
と
い
う
の
か
な
、

誰
も
や
ろ
う
と
思
わ
な
い
こ
と
を
や
る

と
い
う
か
。

　

ま
だ
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
は
な
い
し
、

技
術
的
に
優
れ
た
も
の
で
も
な
い
け
れ

ど
、
若
者
ら
し
い
夢
を
感
じ
さ
せ
た
の

で
、
僕
は
素
直
に
惹
か
れ
ま
し
た
。
で

も
、
こ
の
展
示
の
方
法
が
あ
ま
り
良
く

な
く
て
、
写
真
を
撮
る
と
か
、
ヤ
ノ
ベ

ケ
ン
ジ
﹇
※
12
﹈
み
た
い
に
、
世
界
観

の
構
築
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
と
、

マ
ー
ケ
ッ
ト
の
中
で
は
流
通
し
や
す
い

も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
た
だ
、
そ
の
愚
行
を
積
み
重
ね
て
、

何
か
思
い
も
よ
ら
な
い
も
の
を
掘
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
今
言
っ
た
よ
う

な
こ
と
が
本
当
に
良
い
こ
と
か
ど
う
か

わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
遠
藤
君
に
は

も
っ
と
愚
行
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
い

う
の
が
個
人
的
な
希
望
で
す
。

宮
島　
　

こ
の
作
品
は
彫
刻
コ
ー
ス
か

ら
選
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
洗
浄
さ
れ
て

い
な
い
羊
の
毛
に
、
柿
渋
を
塗
っ
て

い
て
展
示
室
全
体
に
独
特
な
香
り
と
い

う
か
匂
い
を
放
っ
て
い
た
作
品
で
す
ね
。

　

こ
れ
は
割
に
審
査
員
一
同
、
は
じ
め

か
ら
推
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
の
で
す

が
、
酒
井
さ
ん
、
彫
刻
の
専
門
家
と
し

て
彼
女
の
作
品
は
ど
う
考
え
ま
す
か
？

酒
井　
　

私
は
、
や
っ
ぱ
り
あ
ま
り
推

さ
な
か
っ
た
ね
（
笑
）。
こ
れ
は
オ
ッ

ペ
ン
ハ
イ
ム
﹇
※
13
﹈
の
仕
事
に
ち
ょ

っ
と
本
質
的
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

抵
抗
を
感
じ
た
の
と
、
自
然
の
素
材
の

扱
い
方
が
あ
ま
り
上
手
に
い
っ
て
な
か

っ
た
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
で
も
、
独

特
の
パ
ワ
ー
と
、
ち
ょ
っ
と
細
か
い
こ

と
は
気
に
し
な
い
、
野
生
的
な
凄
み
が

あ
っ
て
、
そ
れ
が
審
査
さ
れ
て
い
た
み

な
さ
ん
の
記
憶
を
引
き
出
し
て
い
た
の

か
な
。
柿
渋
が
臭
っ
た
の
が
ま
た
良
か

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

茂
木　
　

僕
が
最
初
に
お
話
し
た
い
こ

と
は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
石
膏
製
の
腕
の

彫
刻
も
脇
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
で
す

ね
。
彫
刻
的
な
ス
キ
ル
を
き
ち
ん
と
身

に
付
け
て
い
て
、
そ
れ
で
い
て
こ
の
強

烈
な
物
体
が
置
い
て
あ
る
と
い
う
と
こ

ろ
に
非
常
に
好
感
を
持
っ
た
の
で
す
。

酒
井　
　

私
も
最
終
的
に
賛
成
し
ま
し

た
が
、
あ
と
二
つ
別
の
観
点
を
述
べ
て

お
き
ま
す
。
彫
刻
と
い
う
の
は
、
作
品

の
造
形
的
な
ス
タ
イ
ル
に
捕
わ
れ
る
こ

と
よ
り
も
、
石
や
鉄
、
石
膏
や
木
な
ど

の
素
材
自
体
に
執
着
す
る
、
変
に
堅
苦

し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。
学
生
の

う
ち
に
、
素
材
を
扱
う
こ
と
を
学
ぶ
こ

と
は
大
切
で
す
が
、
一
方
で
、
素
材
に

頼
る
姿
勢
か
ら
も
自
由
に
な
ら
な
い

と
い
け
な
い
。
自
分
な
り
の
彫
刻
を
、

「
も
っ
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
発
想
し
て
、

実
験
的
に
や
り
な
さ
い
よ
」
と
い
う
、

一
つ
の
励
み
と
し
て
彼
女
の
作
品
を
考

え
ら
れ
た
ら
、
他
の
保
守
的
な
学
生
た

ち
も
、
ぐ
っ
と
主
観
的
な
方
向
に
も
踏

み
出
し
う
る
と
い
う
の
が
一
つ
で
す
ね
。

そ
れ
と
、
最
近
、
私
が
審
査
に
加
わ
っ

た
あ
る
彫
刻
の
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
で
、

面
白
い
現
象
に
遭
遇
し
ま
し
た
。
玉
川

大
学
の
農
学
部
の
女
学
生
が
出
展
し
て

き
た
の
で
す
。
自
然
の
素
材
を
シ
ャ
ー

プ
に
使
っ
た
、
釜
谷
さ
ん
に
似
た
タ
イ

プ
の
仕
事
で
、
し
か
も
自
分
た
ち
が

ち
ゃ
ん
と
素
材
を
植
え
て
育
て
る
と
こ

ろ
か
ら
き
ち
ん
と
や
っ
て
い
る
。
そ
れ

こ
そ
バ
イ
オ
研
究
も
フ
ォ
ロ
ー
し
て
あ

っ
て
ね
。
こ
れ
か
ら
の
ア
ー
ト
シ
ー
ン

に
は
、
美
術
大
学
以
外
の
専
門
大
学
か

ら
も
強
敵
が
現
れ
ま
す
よ
。
素
材
に
つ

い
て
も
、
き
っ
ち
り
と
多
方
面
か
ら
研

究
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。

茂
木　
　

僕
が
一
番
良
か
っ
た
の
は
ス

ケ
ー
ル
感
か
な
。
た
だ
サ
イ
ズ
が
大
き

い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
日
本
と

い
う
文
脈
を
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
超

え
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
す
。

こ
の
大
学
に
は
民
俗
学
者
の
赤
坂
憲
雄

さ
ん
も
い
ら
し
て
、
東
北
学
と
い
う
、

民
俗
学
の
研
究
を
展
開
し
て
い
る
。
こ

の
大
学
に
は
、
あ
る
意
味
で
は
み
ち
の

く
と
い
う
場
所
か
ら
、
今
の
日
本
の
チ

ン
ケ
な
ス
ケ
ー
ル
感
を
壊
す
力
が
期
待

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
意
味

で
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
？　

宮
島　
　

そ
う
で
す
ね
。
は
じ
め
に
も

言
っ
た
よ
う
に
、
今
回
の
彫
刻
コ
ー
ス

の
展
示
は
昨
年
ま
で
の
主
会
場
だ
っ
た

地
元
の
美
術
館
か
ら
、
洋
画
や
日
本
画

コ
ー
ス
と
と
も
に
キ
ャ
ン
パ
ス
戻
っ
て

き
た
の
で
す
。
教
室
を
開
放
し
て
ギ
ャ

ラ
リ
ー
に
す
る
オ
ー
プ
ン
ス
タ
ジ
オ
は
、

欧
米
で
は
よ
く
あ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
の
形
式
で
す
け
れ
ど
、
制
作
の
現

場
を
そ
の
ま
ま
見
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、

一
人
当
た
り
の
ス
ペ
ー
ス
は
か
な
り
確

保
で
き
た
し
、
そ
の
場
で
じ
っ
く
り
配

置
に
つ
い
て
考
え
た
り
と
、
彼
女
の
作

品
に
限
ら
ず
、
大
振
り
な
作
品
、
場
を

上
手
く
利
用
し
た
作
品
が
増
え
ま
し
た
。

　

前
年
ま
で
の
卒
展
に
比
べ
て
、
単
純

に
個
々
の
作
品
の
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く

な
っ
て
き
た
と
同
時
に
、
茂
木
さ
ん
が

お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
大
学
と
い
う
場

所
、
東
北
と
い
う
風
土
性
に
つ
い
て
も
、

作
り
手
は
ま
だ
無
意
識
的
な
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
場
の
特
性
に
引
っ
ぱ
り

出
さ
れ
て
き
つ
つ
あ
る
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
釜
谷
さ
ん
の
作
品
は
そ
の
好
例

で
す
ね
。

※
12　
ヤ
ノ
ベ
ケ
ン
ジ（
や
の
べ･

け
ん
じ
）

一
九
六
六
年
〜
／
現
代
美
術
家

大
阪
府
生
ま
れ
。
本
名･

矢
延
憲
司
。
京
都

市
立
芸
大
卒
。
一
九
九
〇
年
瞑
想
の
た
め

の
体
験
型
作
品
『
タ
ン
キ
ン
グ･

マ
シ
ー

ン
？
』
を
発
表
。
同
年
「
キ
リ
ン
プ
ラ
ザ

大
阪
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ワ
ー
ド
」
の

最
優
秀
作
品
賞
を
受
賞
。
以
後
『
現
代
に

お
け
る
サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
』
を
テ
ー
マ
に

実
機
能
の
あ
る
大
型
機
械
彫
刻
を
制
作
し

て
い
る
。
ま
た
、『
未
来
の
廃
墟
を
旅
す
る

時
間
旅
行
』
を
テ
ー
マ
に
据
え
た
『
ア
ト

ム
ス
ー
ツ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
』
で
は
、
放
射

線
感
知
服
『
ア
ト
ム
ス
ー
ツ
』
を
身
に
ま

と
い
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
や
太
陽
の
塔
を

訪
れ
る
な
ど
、
自
ら
が
動
き
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
発
す
る
。
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
形
態
に
社
会

性
の
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
た
作
品
群

は
国
内
だ
け
で
な
く
海
外
か
ら
の
評
価
も

高
い
。

※
13　

メ
レ
ッ
ト･

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

（M
eret O

ppenheim

）

一
九
一
三
〜
一
九
八
五
年
／
美
術
家

ド
イ
ツ
生
ま
れ
。
パ
ウ
ル･

ク
レ
ー
の
作

品
を
含
む
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
作
品
展
を
見
て

影
響
さ
れ
、
シ
ュ
レ
レ
ア
リ
ス
ム
的
な
作

品
を
つ
く
り
始
め
る
。
パ
リ
に
移
り
住
み
、

そ
の
美
貌
か
ら
、
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
の
三
大

美
女
の
ひ
と
り
に
数
え
ら
れ
る
。
生
計
の

手
段
と
し
て
は
、
家
具 

や
オ
ブ
ジ
ェ
の
デ

ザ
イ
ン
を
し
て
い
た
。『
毛
皮
の
昼
食
―
毛

皮
に
覆
わ
れ
た
カ
ッ
プ
と
皿
、
ス
プ
ー
ン
』

が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
に
購
入

さ
れ
、
一
躍
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
寵
児

と
な
る
。

※
9　

奈
良
美
智
（
な
ら･

よ
し
と
も
）

一
九
五
九
年
〜
／
現
代
美
術
家

青
森
県
生
ま
れ
。
愛
知
県
立
芸
術
大
学
美

術
学
部
卒
、
同
大
大
学
院
修
了
。
デ
ュ

ッ
セ
ル
ド
ル
フ
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
に
在
籍
。

そ
の
後
ド
イ
ツ
、
ケ
ル
ン
近
郊
の
ア
ト
リ

エ
を
拠
点
に
作
品
制
作
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

中
心
に
国
際
的
に
注
目
さ
れ
、
一
躍
世
界

的
な
作
家
に
な
る
。
つ
り
目
の
小
さ
な
女

の
子
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
ド

ロ
ー
イ
ン
グ
等
で
知
ら
れ
る
。
現
在
は
ド

イ
ツ
を
引
き
揚
げ
、日
本
を
拠
点
に
活
動
中
。

※
10　

サ
イ
ト･

ス
ペ
シ
フ
ィ
ッ
ク

（Site Specific

）

美
術
作
品
が
「
特
定
の
場
所
に
帰
属
す
る
」

性
質
を
示
す
用
語
。
美
術
作
品
に
と
っ
て

「
特
権
的
な
場
所
」
で
あ
る
は
ず
の
美
術
館

の
機
能
を
補
完
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に

批
判
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。

※
11　

マ
ル
セ
ル･

デ
ュ
シ
ャ
ン

（M
arcel D

ucham
p

）

一
八
八
七
〜
一
九
六
八
年
／
美
術
家

フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ
。
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
・
ダ
ダ
の
中
心
人
物
と
見
な
さ

れ
、
二
〇
世
紀
の
美
術
に
も
っ
と
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
作
家
の
一
人
と
言
わ
れ

て
い
る
。
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
他
の
巨
匠
た
ち

と
異
な
る
と
こ
ろ
は
三
〇
歳
代
半
ば
以
降

の
半
生
に
は
ほ
と
ん
ど
作
品
ら
し
い
作
品

を
残
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
手
仕
事

の
「
絵
画
」
ら
し
い
作
品
を
描
い
て
い
た

の
は
一
九
一
二
年
頃
ま
で
で
、
以
後
は
油

絵
を
放
棄
し
た
。
そ
の
後
、
通
称
「
大
ガ

ラ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
ガ
ラ
ス
を
支
持
体
と

し
た
作
品
の
制
作
を
続
け
て
い
た
が
、
こ

れ
も
未
完
の
ま
ま
一
九
二
三
年
に
放
棄
。

以
後
数
十
年
間
は
「
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
」
と

称
す
る
既
製
品
（
ま
た
は
既
製
品
に
少
し

手
を
加
え
た
も
の
）
に
よ
る
作
品
を
散
発

的
に
発
表
す
る
ほ
か
、ほ
と
ん
ど「
芸
術
家
」

ら
し
い
仕
事
を
せ
ず
、
チ
ェ
ス
に
没
頭
し

て
い
た
。

美
術
科
工
芸
コ
ー
ス

遠
藤
勇
太
『
黒
の
２
号
』

美
術
科
彫
刻
コ
ー
ス

釜
谷
り
え
『
女
』
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宮
島　
　

非
常
に
重
要
な
、
示
唆
的
な

お
話
で
し
た
。
酒
井
さ
ん
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

茂
木
さ
ん
は
こ
の
卒
展
全
体
を
見
て
、

わ
り
と
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
飛
び
出
し

て
い
く
よ
う
な
作
品
が
多
か
っ
た
と
感

じ
ら
れ
た
よ
う
で
す
が
、
総
括
的
な
印

象
的
は
い
か
が
で
す
か
？

茂
木　
　

僕
は
東
京
の
美
大
で
週
一
回

授
業
を
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
の
学
生
だ

と
、
油
絵
の
学
生
は
も
う
油
絵
は
描
か

な
い
し
、
彫
刻
の
学
生
は
ま
だ
彫
刻
を

や
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
日
本
画
の
学
生

は
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
や
っ
て
い

た
り
し
て
、
も
う
そ
う
い
う
時
代
な
の

だ
な
と
い
う
の
が
一
つ
あ
り
ま
す
ね
。

　

日
本
画
と
か
油
絵
と
か
、
ト
ラ
デ
ィ

シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
で
確
か
な
技
法
を

学
ん
だ
上
で
、
そ
う
い
っ
た
現
代
的
な

表
現
を
し
た
方
が
良
い
の
か
ど
う
か
わ

か
ら
な
い
の
で
す
が
、
で
も
観
者
と
し

て
は
単
純
に
興
味
深
い
こ
と
な
の
で
す

よ
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
か
す
ご
く
不
思
議
で
す
け
れ
ど
、

僕
は
そ
れ
が
生
物
の
本
質
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

例
え
ば
セ
キ
セ
イ
イ
ン
コ
と
か
ジ
ュ

ウ
シ
マ
ツ
と
か
を
飼
っ
て
い
た
時
に
、

ア
ワ
と
ヒ
エ
し
か
や
ら
な
い
の
に
、
何

故
こ
の
鳥
た
ち
は
ヒ
ナ
か
ら
大
き
く
な

っ
て
派
手
派
手
と
し
て
い
る
の
か
？ 

要
す
る
に
あ
の
ア
ワ
や
ヒ
エ
が
、
羽
毛

と
か
に
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
ね
。

本
当
に
不
思
議
で
す
よ
、
生
物
っ
て
。

　

僕
ら
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
は
、
日
本

画
と
か
油
絵
と
か
、
あ
る
い
は
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
な
デ
ザ
イ
ン
や
研
究
の
領
域

で
も
同
じ
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う

い
う
不
思
議
な
メ
タ
モ
リ
ズ
ム
﹇
※
14
﹈

の
中
で
変
質
し
て
い
く
。
ア
ワ
と
ヒ
エ

み
た
い
な
、
た
と
え
ど
ん
な
前
近
代
的

な
教
育
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
も
、
閉
鎖

的
な
社
会
状
況
の
な
か
で
も
、
表
現
の

世
界
に
は
、
こ
う
い
う
才
能
と
い
う

か
、
行
為
が
生
ま
れ
て
い
く
。
そ
う
い

う
と
こ
ろ
を
見
る
と
「
あ
あ
、
生
き

て
い
る
な
ぁ
、
こ
い
つ
ら
」
と
か
思
っ

て
、
う
れ
し
く
て
し
か
た
な
い
の
で
す
。

　

僕
は
今
回
の
審
査
に
呼
ん
で
い
た
だ

い
て
、
た
く
さ
ん
の
作
品
や
研
究
を
拝

見
し
ま
し
た
が
、結
局
は
「
勇
気
の
量
」

に
点
数
を
あ
げ
て
い
た
よ
う
な
気
が
し

ま
す
ね
。
そ
の
人
が
ど
れ
だ
け
勇
気
を

持
っ
て
飛
べ
て
い
る
か
と
い
う
か
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
、「
こ
い
つ
、
上
手

い
し
良
い
も
の
持
っ
て
い
る
の
に
、
も

う
ち
ょ
っ
と
勇
気
が
あ
っ
た
ら
い
い
と

こ
ろ
に
行
け
る
の
に
」
っ
て
い
う
作
品

が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
。

　

勇
気
と
い
う
の
は
途
中
で
得
ら
れ
る

の
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
上
手
い
人
は

優
等
生
に
な
り
が
ち
で
す
よ
ね
。
勝

手
に
決
め
付
け
て
は
い
け
な
い
け
れ
ど
、

今
回
の
五
人
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
教
育

的
な
評
価
基
準
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
っ

た
タ
イ
プ
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
僕
は
表
現
と
い
う
の
は
勇
気
が

な
い
と
で
き
な
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
、

も
し
今
回
の
卒
展
で
「
私
は
勇
気
が
示

せ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
っ

た
人
は
、
ぜ
ひ
次
か
ら
は
勇
気
を
持
っ

て
頑
張
っ
て
く
れ
た
ら
な
と
思
い
ま
す
。

（
構
成
＝
美
術
館
大
学
構
想
室
）

酒
井　
　

映
像
の
作
品
も
全
部
見
て
、

こ
れ
が
一
番
印
象
強
く
残
り
ま
し
た
ね
。

こ
の
人
は
、
人
間
の
問
題
に
つ
い
て
何

か
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で

す
が
。

茂
木　
　

僕
は
こ
の
作
者
に
す
ご
く
興

味
を
持
ち
ま
し
た
ね
。
ど
れ
だ
け
い
ろ

ん
な
こ
と
を
通
り
抜
け
て
、
こ
う
い
う

表
現
に
至
る
の
か
な
と
い
う
感
じ
が
し

ま
す
。

　

僕
は
優
れ
た
作
品
は
、
必
ず
何
か
を

上
手
く
隠
蔽
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

だ
か
ら
僕
は
、
こ
の
C
G
作
品
が
何
を

隠
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
す
ご

く
興
味
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
例
え
ば
、

一
輪
車
に
乗
っ
て
い
る
人
の
造
形
だ
と

か
、
そ
の
列
が
乱
れ
ず
に
走
り
続
け
て

い
て
、
そ
れ
を
群
集
が
チ
ア
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
非
常
に
深
い
批
評
性
を
感
じ

ま
し
た
。
そ
れ
を
考
え
な
く
て
も
わ
か

る
よ
う
な
ら
、ち
ゃ
ち
な
作
品
な
の
で
す
。

宮
島　
　

さ
て
、
最
後
に
お
二
人
に
は
、

今
回
の
卒
展
を
見
て
、
さ
っ
き
の
遠
藤

君
の
作
品
が
飾
っ
て
あ
っ
た
工
芸
棟
の

鉄
工
房
（
ピ
ロ
テ
ィ
ー
）、
あ
の
サ
イ

ト
が
非
常
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
か
っ
た

と
い
う
こ
と
を
酒
井
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
な

に
か
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

酒
井　
　
あ
の
場
に
は
、
何
と
も
い
え

な
い
磁
場
み
た
い
な
も
の
が
あ
り
ま
し

た
よ
ね
。
そ
の
見
え
ざ
る
魅
力
に
、
ど

の
よ
う
に
自
分
の
磁
石
が
対
応
す
る
か

と
い
う
の
は
か
な
り
大
事
な
ポ
イ
ン
ト

で
す
ね
。
や
は
り
視
覚
の
問
題
と
い
う
、

目
で
捉
え
る
と
い
う
感
覚
は
、
も
ち
ろ

ん
現
代
の
造
形
美
術
の
世
界
の
ほ
ぼ
十

割
ち
か
い
価
値
構
造
を
形
成
し
て
い
ま

す
が
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
視

覚
の
土
台
に
な
っ
て
い
る
人
間
の
感
覚

と
い
う
の
は
他
に
も
い
く
つ
も
あ
り
ま

す
ね
。
特
に
身
体
の
皮
膚
感
覚
と
直
接

結
び
つ
い
た
人
間
の
感
応
力
は
、
場
の

問
題
を
考
え
る
時
の
重
要
な
要
素
の
一

つ
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
は
匂
い
も

あ
る
だ
ろ
う
し
、
も
ち
ろ
ん
触
覚
も
あ

る
。

　

現
代
社
会
は
ち
ょ
っ
と
殺
伐
と
し
て

い
る
の
で
、
安
易
に
植
物
的
な
も
の
は

弾
き
飛
ば
さ
れ
る
よ
う
な
感
じ
が
あ
り

ま
す
か
ら
、
あ
の
鉄
工
房
の
天
井
か
ら

吊
っ
た
巨
大
な
鉄
の
球
体
な
ど
は
、
残

念
な
が
ら
選
外
と
な
り
ま
し
た
が
、
か

な
り
パ
ワ
ー
あ
る
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

仕
事
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

け
れ
ど
も
ま
あ
、
サ
イ
ト
の
問
題
も

確
か
に
重
要
で
す
が
、
今
は
時
代
の
移

り
変
わ
っ
て
い
く
ペ
ー
ス
が
は
や
い
で

す
か
ら
、
私
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル

で
当
た
り
前
だ
、
定
説
だ
、
慣
例
だ
と

信
じ
込
ま
れ
て
い
る
あ
る
種
の
「
型
」

を
、
作
家
自
身
が
自
覚
的
に
考
え
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
強
く
言
い
た
い
で
す

ね
。
私
は
サ
イ
ト
の
究
極
は
「
私
」
だ

ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
が
私
た
ち

の
生
き
る
サ
イ
ト
を
考
え
る
、
大
き
な

き
っ
か
け
に
な
る
の
で
す
。
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メ
タ
モ
リ
ズ
ム
（M

etam
olism

）

条
件
等
色
。
あ
る
光
源
の
下
で
は
同
じ
色

に
見
え
る
が
、
別
の
光
源
下
で
は
違
う
色

に
見
え
る
現
象
。

宮島達男  Tatsuo Miyaj ima 

1957年東京都生まれ。東京藝術大学修士課程修了。現在、東
北芸術工科大学副学長･デザイン工学部長。発光ダイオード
（LED）のデジタルカウンターを使用した作品で知られ、コン
ピュータ･グラフィックス、ビデオなどを使用した作品もある。
21世紀の日本の美術作家のうち、国際的にもっとも評価され
ている一人である。主な発表に 1988、99年『ヴェネツィア･
ビエンナーレ』（イタリア）／ 2005年『宮島達男展」（熊本市
現代美術館、熊本）など国内外で多数。2006年度の卒業 /修
了研究・制作展では総合ディレクターを務めた。

大
学
院
ビ
ジ
ュ
ア
ル

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン

山
川
晃
『La M

agistral

』
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展
覧
会
「
作
座
考
」
の
空
間
構
成
に
つ

い
て
（
デ
ザ
イ
ン
の
プ
ロ
セ
ス
）

  
・
生
け
花
と
の
コ
ラ
ボ
ネ
ー
シ
ョ
ン

や
杉
を
用
い
た
意
図
は
ど
う
し
て
か
。

ま
た
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
院
生

　
　

と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

○
コ
ン
セ
プ
ト

広
い
展
示
会
場
に
対
し
て
、
特
に
工
芸

の
作
品
は
小
さ
な
も
の
が
多
い
た
め
、

全
体
に
ま
と
ま
り
が
出
る
よ
う
な
空
間

演
出
を
考
案
し
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
鑑

賞
す
る
た
め
の
順
路
を
つ
く
ら
な
い
よ

う
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
一
つ
の
ブ
ー

ス
に
、
一
人
の
作
家
の
作
品
を
展
示
し

ま
す
が
、
隣
の
作
家
と
の
境
界
を
意
識

し
た
構
成
を
考
え
ま
し
た
。
陶
芸
や
漆

芸
、
金
工
と
い
っ
た
領
域
が
違
う
作
品

で
す
が
、
作
家
ど
う
し
の
関
係
性
を
見

せ
て
い
く
よ
う
に
、
互
い
に
干
渉
し
あ

え
る
よ
う
な
空
間
の
演
出
を
狙
い
と
し

ま
し
た
。

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
も
、
非
常
に
小
さ
な
作

品
も
あ
る
の
で
、
個
々
に
ス
ポ
ッ
ト
を

当
て
た
う
え
で
か
た
ま
り
と
し
て
照
ら

す
な
ど
、微
妙
な
調
整
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
展
示
の
中
で
、
工
芸
教
員
の
作

品
が1

つ
の
展
示
台
に
集
ま
っ
て
い
る

畳
敷
き
の
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
工

芸
品
と
い
う
こ
と
か
ら
、
茶
道
や
華
道

の
よ
う
な
伝
統
的
な
も
の
を
連
想
し
ま

し
た
の
で
、
陶
芸
や
金
工
の
花
器
に
生

花
を
生
け
た
り
、
茶
道
具
を
置
く
こ
と

で
、
文
化
的
な
土
壌
の
強
い
鶴
岡
に
お

い
て
、
日
本
の
伝
統
を
色
合
い
を
演
出

す
る
こ
と
で
、
よ
り
よ
く
見
せ
ら
れ
る

も
の
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

○
素
材

会
場
が
鶴
岡
と
い
う
こ
と
で
、
地
元
の

木
材
を
使
用
し
て
何
か
形
に
し
て
い
き

た
い
と
考
え
、
杉
の
木
を
使
う
こ
と
に

決
め
ま
し
た
。

杉
を
使
っ
た
理
由
は
、
ま
る
た
や
人
口

的
な
も
の
は
、
陶
器
や
漆
な
ど
の
素
材

が
生
き
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ま
り
主
張
し

な
い
よ
う
な
材
木
を
使
用
し
よ
う
と
考

え
、
自
然
体
で
あ
る
生
の
材
木
に
し
ま

し
た
。
工
芸
的
な
装
飾
を
施
す
と
、
類

似
す
る
の
で
、
逆
に
少
し
粗
い
も
の
、

き
ち
ん
と
し
す
ぎ
な
い
も
の
を
選
び
ま

し
た
。

○
制
作

大
ま
か
な
レ
イ
ア
ウ
ト
は
自
分
が
考
え

た
も
の
で
す
が
、
木
材
の
長
さ
や
組
み

方
な
ど
は
、
大
学
院
生
の
尾
崎
尋
彦
君

と
三
原
政
志
君
か
ら
案
を
出
し
て
も
ら

い
な
が
ら
、
構
想
を
練
り
ま
し
た
。
展

示
台
の
他
に
、
和
室
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

1.8m

の
杉
材
を
四
方
に
配
置
し
、
茶

道
や
華
道
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
せ
る
よ

う
木
の
フ
レ
ー
ム
を
つ
く
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
展
示
台
の
上
に

は
ア
ク
リ
ル
ケ
ー
ス
を
用
い
、
作
品
を

よ
り
よ
く
見
え
る
よ
う
に
考
え
ま
し

た
。

制
作
は
模
型
づ
く
り
を
基
本
と
し
、
実

際
に
作
品
が
展
示
で
き
る
か
ど
う
か
、

大
き
さ
や
重
さ
な
ど
を
何
度
も
議
論
し

て
い
き
ま
し
た
。
建
築
設
計
や
空
間
構

成
で
は
、
模
型
に
よ
る
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
が
仕
上
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
い
ち

ば
ん
よ
く
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。CG

だ
と
カ
メ
ラ
の
画
角
や
パ
ー

ス
が
自
由
に
な
り
す
ぎ
て
、
か
え
っ
て

人
の
目
で
見
た
結
果
と
違
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
多
い
か
ら
で
す
。

×
感
想

今
回
は
、
作
家
が
本
学
の
教
員
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
て
、
作
品
ジ
ャ
ン
ル
の
領

域
を
一
堂
に
展
示
で
き
た
た
め
、
学
部

の
内
容
が
一
目
観
て
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
在
学
生
は
、
ま
と
ま
っ
て

教
員
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
機
会
が
あ
ま

り
な
い
た
め
、
今
回
の
企
画
は
良
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。

今
度
は
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
と
映
像
を
組
み

合
わ
せ
た
展
示
を
考
え
て
も
よ
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

展
覧
会
「
作
座
考
」
の
空
間
構
成
に
つ

い
て
（
デ
ザ
イ
ン
の
プ
ロ
セ
ス
）

  

・
生
け
花
と
の
コ
ラ
ボ
ネ
ー
シ
ョ
ン

や
杉
を
用
い
た
意
図
は
ど
う
し
て
か
。

ま
た
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
院
生

　
　

と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

○
コ
ン
セ
プ
ト

広
い
展
示
会
場
に
対
し
て
、
特
に
工
芸

の
作
品
は
小
さ
な
も
の
が
多
い
た
め
、

全
体
に
ま
と
ま
り
が
出
る
よ
う
な
空
間

演
出
を
考
案
し
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
鑑

賞
す
る
た
め
の
順
路
を
つ
く
ら
な
い
よ

う
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
一
つ
の
ブ
ー

ス
に
、
一
人
の
作
家
の
作
品
を
展
示
し

ま
す
が
、
隣
の
作
家
と
の
境
界
を
意
識

し
た
構
成
を
考
え
ま
し
た
。
陶
芸
や
漆

芸
、
金
工
と
い
っ
た
領
域
が
違
う
作
品

で
す
が
、
作
家
ど
う
し
の
関
係
性
を
見

せ
て
い
く
よ
う
に
、
互
い
に
干
渉
し
あ

え
る
よ
う
な
空
間
の
演
出
を
狙
い
と
し

ま
し
た
。

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
も
、
非
常
に
小
さ
な
作

品
も
あ
る
の
で
、
個
々
に
ス
ポ
ッ
ト
を

当
て
た
う
え
で
か
た
ま
り
と
し
て
照
ら

す
な
ど
、微
妙
な
調
整
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
展
示
の
中
で
、
工
芸
教
員
の
作

品
が1

つ
の
展
示
台
に
集
ま
っ
て
い
る

畳
敷
き
の
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
工

芸
品
と
い
う
こ
と
か
ら
、
茶
道
や
華
道

の
よ
う
な
伝
統
的
な
も
の
を
連
想
し
ま

し
た
の
で
、
陶
芸
や
金
工
の
花
器
に
生

花
を
生
け
た
り
、
茶
道
具
を
置
く
こ
と

で
、
文
化
的
な
土
壌
の
強
い
鶴
岡
に
お

い
て
、
日
本
の
伝
統
を
色
合
い
を
演
出

す
る
こ
と
で
、
よ
り
よ
く
見
せ
ら
れ
る

　

鶴
岡
ア
ー
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
広
い
展

示
会
場
に
対
し
て
、
特
に
工
芸
の
作
品

は
小
さ
な
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
が

あ
り
、
は
じ
め
は
ど
の
よ
う
に
空
間
を

構
成
し
て
い
い
の
か
考
え
込
ん
で
し
ま

い
ま
し
た
。
た
だ
、
せ
っ
か
く
の
広
さ

を
で
き
る
だ
け
生
か
す
た
め
に
は
、
単

純
に
空
間
を
間
仕
切
り
で
区
切
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所

を
割
り
当
て
る
と
い
う
や
り
方
は
し
た

く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
き
な
ス

ペ
ー
ス
の
中
で
、
全
体
が
見
え
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
そ
れ
ぞ
れ

の
作
品
が
ち
ゃ
ん
と
浮
き
出
て
分
か
る

よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
考
え
出
し
た
仕
掛
け

が
、
地
元
の
杉
材
を
使
っ
た
フ
レ
ー
ム

状
の
キ
ュ
ー
ブ
（
箱
）
で
す
。
ひ
と
り

ひ
と
り
の
作
家
に
、
フ
レ
ー
ム
を
ひ
と

つ
ず
つ
担
当
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、

そ
の
場
所
が
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
味
を
発

揮
す
る
空
間
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
長
さ
一
・
八
メ
ー
ト
ル

（
大
型
作
品
で
は
二
・
七
メ
ー
ト
ル
）
の

杉
角
材
を
フ
レ
ー
ム
に
し
て
キ
ュ
ー
ブ

状
に
組
み
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
ブ
ー

ス
と
し
て
作
家
ご
と
に
割
り
与
え
ま
し

た
。
結
果
的
に
は
、
和
室
を
想
わ
せ
る

空
間
が
で
き
あ
が
り
、
茶
道
や
華
道
と

工
芸
品
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な
り

合
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
尺
・
間
と
い

う
単
位
で
設
計
し
た
こ
と
か
ら
く
る
も

の
で
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
ブ
ー
ス
は
建

築
的
な
要
素
も
含
ん
だ
構
成
に
な
っ
て

い
る
と
い
え
ま
す
。

　

展
示
用
品
を
設
計
す
る
際
に
注
意
し

た
の
は
、
あ
ま
り
加
工
し
て
つ
く
り
込

ま
な
い
こ
と
で
し
た
。
展
示
物
が
工
芸

品
を
中
心
と
し
て
い
る
た
め
、
展
示
台

自
体
が
主
張
し
て
し
ま
う
と
、
も
と
も

と
作
品
の
素
材
が
持
つ
良
さ
を
殺
し
て

し
ま
い
ま
す
の
で
、
節
が
残
っ
た
ま
ま

の
角
材
で
フ
レ
ー
ム
を
組
ん
だ
り
、
表

面
が
あ
ま
り
磨
か
れ
て
い
な
い
コ
ン
パ

ネ
で
台
を
組
み
立
て
た
り
し
て
、
な
る

べ
く
生
の
材
木
に
近
い
、
多
少
荒
さ
の

残
る
自
然
物
に
近
い
状
態
に
仕
上
げ
ま

し
た
。

　

作
家
個
別
の
ブ
ー
ス
構
成
に
加
え

て
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
全
体
に
ま
と

ま
り
が
出
る
か
を
意
識
し
な
が
ら
、
展

示
空
間
の
演
出
を
考
え
ま
し
た
。
ま
ず

は
、
あ
え
て
鑑
賞
す
る
た
め
の
順
路
を

つ
く
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。
普
通

な
ら
作
家
ご
と
に
ス
ペ
ー
ス
を
区
切
っ

て
ブ
ー
ス
を
作
り
、
そ
の
範
囲
内
で
構

成
を
完
結
さ
せ
る
の
で
す
が
、今
回
は
、

隣
の
作
家
と
の
境
界
を
意
識
し
た
構
成

を
考
え
ま
し
た
。
陶
芸
や
漆
芸
、
金
工

と
い
っ
た
領
域
が
違
う
作
品
で
す
が
、

作
家
ど
う
し
の
関
係
性
が
見
え
て
く
る

よ
う
な
、
互
い
に
干
渉
し
あ
え
る
空
間

を
演
出
し
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

実
際
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
つ
い
て
は
、

二
人
の
大
学
院
生
に
ア
イ
デ
ア
を
出

し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
配
置
計
画
を
練

り
ま
し
た
。
ス
ケ
ー
ル
模
型
を
つ
く

り
、
フ
レ
ー
ム
や
展
示
台
の
位
置
関
係

や
導
線
な
ど
に
つ
い
て
、
何
度
も
繰
り

返
し
議
論
し
ま
し
た
。
通
常
、
建
築
設

計
の
空
間
構
成
で
は
、
模
型
に
よ
る
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
仕
上
り
の
イ
メ
ー

ジ
を
再
現
す
る
最
良
の
方
法
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ

ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
の
方
が
万
能
だ
と
思
わ

れ
が
ち
で
す
が
、
仮
想
カ
メ
ラ
の
画
角

や
パ
ー
ス
が
自
由
に
な
り
す
ぎ
て
、
か

え
っ
て
人
の
目
で
見
た
結
果
と
は
か
け

離
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
か
ら
で

す
。

　

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
も
、
大
小

さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
引
き
立
て
る
た
め

に
、
個
々
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
う
え

で
、
さ
ら
に
塊
と
し
て
ま
と
め
て
照
ら

す
な
ど
、
微
妙
な
調
整
を
行
い
ま
し

た
。
広
く
薄
暗
い
空
間
の
中
で
、
作
品

が
浮
き
上
が
っ
て
見
え
る
よ
う
な
ド
ラ

マ
チ
ッ
ク
な
演
出
に
な
っ
た
と
思
い
ま

す
。

　

ま
た
、
展
示
構
成
の
中
で
、
複
数
の

作
家
の
作
品
が
ひ
と
つ
に
集
ま
る
畳
敷

き
の
展
示
台
や
、
素
材
の
違
う
花
器
に

生
け
花
を
生
け
込
む
ス
ペ
ー
ス
を
つ
く

り
ま
し
た
。
作
家
ご
と
に
、
あ
る
い
は

陶
器
・
金
属
・
漆
器
な
ど
の
素
材
ご
と

に
違
う
個
性
の
茶
道
具
を
並
べ
て
み
た

り
、
地
元
の
華
道
団
体
と
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
試
み
た
り
す
る
な
ど
、
鶴
岡

と
い
う
文
化
的
な
土
壌
に
ふ
さ
わ
し
い

展
示
を
演
出
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。

（
構
成
＝
美
術
館
大
学
構
想
室
）

竹内昌義  Masayoshi Takeuchi

1962年神奈川県生まれ。東京工業大学修士課程修了。建築家。
現在、東北芸術工科大学建築・環境デザイン学科准教授。建築
家ユニットみかんぐみ共同主宰。カミカンカグなどの家具の制
作。建築デザインを主に、家具、プロダクトの設計を行う。主
な作品に『NHK長野放送局』（長野県、1996）／『高田あけ
ぼの保育園』（熊本県、2001）／『愛･地球博トヨタグループ館』
（愛知県、2005）など。主な著書に『団地再生計画／みかんぐ
みのリノベーションカタログ』（INAX出版、2001）／『POST-

OFFICE ワークスペース改造計画』（TOTO出版、2005）など。
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作座考 ─ BANDED BLUE 2・東北芸術工科大学の7作家展 ─

竹内昌義

「作座考」BANDED BLUE 2・東北芸術工科大学の 7作家83



デザイナー・造形作家／プロダクトデ
ザイン学科教授
プロダクトデザインと環境芸術を専門
とし、家具、製品、都市環境、パブリッ
クアートの分野で研究・実践活動を行っ
ている。主な仕事に、上越市謙信公広
場のモニュメント 2基（新潟県）1992、
グッドデザイン賞 1999、同 2004、山
形エクセレントデザインセレクション
大賞受賞 2000など。新制作協会会員、
日本デザイン学会理事。

降旗英史  Hidehumi Hurihata

漆芸家／美術科工芸コース教授
乾漆技法を主にした立体造形作品を制
作する。近年はレリーフ状の平面作品
も制作し、自然の風景や環境をテーマ
にしている。変塗技術における技術・
技法を調査・研究し、産地の技術開発
やデザイン開発に従事。2005年にはス
ペインにて変塗ワークショップ、講演
を行う。また、東南アジアを中心に漆
液、漆技術の調査も行う。

小林伸好  Nobuyoshi Kobayashi

漆芸家／美術科工芸コース准教授
漆芸の中の加飾技法、ことに蒔絵や併
用される螺鈿・平文・卵殻などの素材・
技法を研究しながら創作活動を行って
いる。また、これらの表現技法をいか
した製品開発や工芸品の修復もてがけ
ている。日本伝統工芸展等に出品。92
伝統工芸新作展奨励賞、94・98・01宮
内庁買上、03日本漆工協会会長賞。

水上修  Osamu Mizukami

金属工芸家／美術科工芸コース准教授
伝統的金属加工技術をもとにジュエ
リー、クラフトワーク、オブジェを制
作。近年薄い金属板による制作展開を
主としていて、国内外にて発表を重ね
る。コレクション／ビクトリア &アル
バート美術館、フィラデルフィア美術
館等。

金子透  Toru Kaneko
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作座考－ 2 －展示台を茶室に見立てて

陶芸家／美術科工芸コース教授
現代陶芸の旗手として、独自の手法と
文様による手びねりの造形を試み、個
展の度に新しい作風を発表している。
海外での個展や展覧会出品も多く、広
く評価を得ている。昨年よりボストン
美術館「Contemporary Clay」展に出品中。
近年連続企画の「和太歳時器」展を毎年
催し、古来の陶芸技法による作陶の試
みを展開している。

和太守卑良  Morihiro Wada

陶芸家／美術科工芸コース専任講師
（本名：佐々木理一）
造形作品制作を中心に器、インテリア、
陶壁なども手掛ける。練込技法、化粧
技法、色絵など、加飾と焼成に研究を
重ね、近年は素材の表情と物のあり方
の実験作品を展開している。サロン・
ド・プランタン賞など受賞。ほか公募
展入選多数。上山市に陶磁研究アトリ
エを開設。伝統工芸東日本支部準会員。

佐々木里知  Richi Sasaki 

作座考－ 1 －花器と生け花のコラボレーョン （左から）和太守卑良、佐々木理知、金子透による花器に、三橋光彩（いけばな小原流）
による生け込みがおこなわれた。

竹内昌義が設えた畳敷きの展示台の上に、出品作家が制作した陶、漆、金属などの素材
による、茶碗 ・茶入 ・ 花入 ・ 水指 ・ 香合 ・ 茶杓が並べられた。
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二
〇
〇
六
年
に
開
学
一
五
周
年
を
迎

え
た
東
北
芸
術
工
科
大
学
は
、
既
に

五
千
人
の
卒
業
生
を
社
会
に
送
り
出
し

て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
・

彼
女
ら
の
す
べ
て
が
、
ク
リ
エ
イ
タ
ー

の
道
を
志
向
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

ア
ー
ト
や
デ
ザ
イ
ン
を
学
ん
だ
こ
と

を
、
各
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
上
手

に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
日
々
の
暮
ら

し
を
精
神
的
に
豊
か
に
し
て
く
れ
れ
ば

充
分
だ
。
人
間
ら
し
い
生
活
と
、
芸
術

は
等
価
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、心
の
中
で
は「
一
五

年
経
っ
た
。
さ
あ
、
ホ
ン
モ
ノ
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
は
ど
こ
に
い
る
」と
声
高
に
、

ア
ー
ト
に
賭
け
る
卒
業
生
た
ち
の
活
躍

を
求
め
た
い
想
い
が
あ
る
。
洋
の
東
西

を
問
わ
ず
ア
ー
ト
シ
ー
ン
は
、
ギ
ャ
ラ

リ
ス
ト
、
編
集
者
、
評
論
家
、
学
芸
員
、

コ
レ
ク
タ
ー
と
い
っ
た
人
々
の
、
ま
だ

見
ぬ
才
能
へ
の「
愛
」に
も
似
た
所
有

欲
の
発
動
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

る
。
東
北
で
学
ん
だ
五
千
人
の
中
に
、

新
し
い
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
待
望
熱

に
呼
応
す
る
若
者
は
存
在
し
て
い
る
の

か
？ 

『I'm
 here.

』と
は
、こ
う
し
た「
ま

な
ざ
し
」を
意
識
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
懸
命
に
制
作
を
続
け

る
芸
工
大
出
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
発

掘
し
、
そ
の
人
と
作
品
を
紹
介
し
て
い

く
展
覧
会
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。

　

大
学
で
彫
刻
と
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
を
学
ん
だ
岩
本
あ
き
か
ず
は
、現
在
、

家
族
を
介
護
し
な
が
ら
絵
を
描
く
日
常

を
過
ご
し
て
い
る
。「
精
神
の
バ
ラ
ン

ス
を
と
る
た
め
」に
、
枕
元
で
描
く
と

い
う
絵
画
は
、
一
見
、
柔
ら
か
な
パ
ス

テ
ル
カ
ラ
ー
に
彩
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

こ
に
描
か
れ
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
な
生
物

や
シ
ェ
イ
プ
の
、「
脱
皮
」的
な
連
な

り
は
、
見
る
者
に
イ
メ
ー
ジ
の
不
穏
な

転
調
を
予
感
さ
せ
る
。

　

橋
本
大
祐
は
、P.I.C

.S

に
所
属
し
、

テ
レ
ビ
業
界
で
多
く
の
ス
ポ
ッ
ト
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
を
手
が
け
る
映
像
デ
ィ
レ

ク
タ
ー
で
あ
る
。
多
く
の
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
か
ら
の
要
求
を
こ
な
す
毎
日
に
心
身

と
も
に
疲
弊
す
る
と
、
仕
事
と
し
て
の

映
像
制
作
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
、
自
動

筆
記
的
な
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
楽
し
む
と

い
う
。
二
〇
〇
五
年
の
文
化
庁
メ
デ
ィ

ア
芸
術
祭
で
優
秀
賞
を
受
賞
し
た
C
G

作
品『flow

erly

』は
、
そ
う
し
た
密
や

か
な
逸
脱
行
為
か
ら
生
ま
れ
た
ア
ー
ト

作
品
だ
っ
た
。
滲
み
と
と
も
に
発
生
と

消
滅
を
繰
り
返
す
有
機
的
な
色
相
は
、

リ
リ
カ
ル
で
美
し
い
。

　

小
林
和
彦
の
映
像
や
写
真
は
、山
形
・

東
京
間
の
新
幹
線
の
車
窓
や
、
歩
行
の

記
録
を
素
材
に
制
作
さ
れ
る
。
そ
の
作

品
に
共
通
す
る
円
環
構
造
は
、
都
市
を

「
移
動
」す
る
際
の
呼
吸
や
心
音
の
リ

ズ
ム
を
リ
ア
ル
に
感
じ
さ
せ
る
。
私
た

ち
の
身
体
の
中
に
あ
る「
都
市
の
生
理
」

を
発
見
さ
せ
る
ス
コ
ー
プ
で
あ
る
。

　

鈴
木
伸
は
、
金
属
工
芸
を
学
ん
だ
後
、

現
在
は
東
京
藝
術
大
学
で
空
間
デ
ザ

イ
ン
を
学
ぶ
。
神
奈
川
出
身
の
鈴
木
に

と
っ
て
、
山
形
で
の
大
学
生
活
は
空
間

把
握
の
ス
ケ
ー
ル
を
根
本
的
に
変
え
て

し
ま
っ
た
と
い
う
。
切
り
裂
い
た
化
繊

布
に「
東
京
」の
映
像
を
投
影
し
た
イ
ン

ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、都
市
の
ノ
イ
ズ
に

浸
さ
れ
つ
つ
も
懸
命
に
適
応
し
よ
う
と

す
る
鈴
木
自
身
の
身
体
感
覚
の
、
疑
似

体
験
装
置
と
し
て
制
作
さ
れ
て
い
た
。

　

坂
田
啓
一
郎
に
は
、
職
人
的
な
木
彫

作
家
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
た
が
、

今
回
、
マ
ケ
ッ
ト
と
と
も
に
展
示
さ
れ

た
制
作
メ
モ
を
見
て
、
そ
こ
に
神
秘
主

義
的
な
言
葉
や
数
列
が
び
っ
し
り
と
書

き
付
け
ら
れ
て
い
る
の
に
驚
い
た
。
彫

刻
の
ス
ケ
ー
ル
や
、「
彫
る
」行
為
に
、

何
か
宿
命
的
な
裏
付
け
を
求
め
る
自
問

自
答
の
過
程
が
、
そ
の
彫
刻
の
鋭
角
な

先
端
に
表
れ
て
い
る
。

　

今
回
、
招
聘
し
た
五
人
の
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
置
か
れ
て
い
る

個
人
的
な
状
況
や
環
境
と「
折
り
合
い

を
つ
け
る
」た
め
に
、
制
作
を
継
続
さ

せ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
こ
う
し

た
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
制
作
態
度

は
、「
若
さ
」
に
よ
る
も
の
か
、
そ
れ

と
も
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
求
め
ら
れ

る
、
近
代
以
降
か
わ
ら
な
い
、
あ
る
種

の
社
会
的
要
請
に
よ
る
も
の
な
の
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
ら
の
表
現
か
ら
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
社
会
へ
の
リ
ア
ク

シ
ョ
ン
や
、
切
羽
詰
ま
っ
た
感
情
の
表

出
に
、
無
条
件
に
共
感
を
覚
え
る
。
そ

こ
に
は
、
私
た
ち
自
身
の「
生
の
現
実
」

が
投
影
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
彼
ら
は

0

0

0

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
な
る
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
作
品

0

0

を
つ
く
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ

の
展
覧
会
に
お
け
る
、
い
や
、
ア
ー
ト

に
お
け
る「
リ
ア
ル
」と
は
、
そ
う
い

う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
能
な「
生
き
る
こ

と
」と「
表
現
す
る
こ
と
」の
愛
憎
関
係

か
ら
発
生
し
て
く
る
の
だ
。

（
二
〇
〇
五
・
二
〇
〇
六
年「I'm

 here.

」キ
ュ
レ
ー

タ
ー
／
美
術
館
大
学
構
想
室
学
芸
員
）

1973兵庫県生まれ／ 1998東北芸術工科大学芸
術工学研究科修了／ 1997「彫刻三人展」ギャラ
リーせいほう（東京）／ 1999「彫刻五人展」県
民ギャラリー（宮城）／ 2002「彫刻の現況展」東
北芸術工科大学（山形）、「DONO D'AMICIA」
RapolanoTerme （Siena）、「白石野外彫刻展」白石市（宮
城）／ 2003「昭和会展」日動画廊（東京）／ 2006「宮
崎国際現代彫刻・空港展」宮崎空港（宮崎）

坂田啓一郎  Keiichiro Sakata

「芸術≒生活」から
生まれるリアリティー 

展覧会レポート

『 I'm here. 2006 ─リアルはどこだ─』

宮本武典

●
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

『
リ
ア
ル
は
こ
こ
だ
』

パ
ネ
リ
ス
ト
＝
出
展
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
＋
山
崎
環（
N
P
O
法
人
リ
ブ
ッ
ジ
代
表
）＋
宮
本
武
典（
本
学
学
芸
員
／
司
会
）

日
時
＝
九
月
二
三
日﹇
土
﹈一
四
時
三
〇
分
〜
一
六
時

●I'm
 here.2006

開
催
記
念
ダ
ン
ス
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

『
カ
フ
カ
・
掟
の
門
』

舞
踏
＝
森
繁
哉（
舞
踏
家
／
本
学
教
授
）

日
時
＝
九
月
二
三
日﹇
土
﹈一
六
時
三
〇
分
〜
一
七
時

I'm
 here. 2006  

│
リ
ア
ル
は
ど
こ
だ
│

卒
業
生
支
援
セ
ン
タ
ー
企
画
事
業

会
場
＝
せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
6
F
ギ
ャ
ラ
リ
ー
4
2
0
0
b

会
期
＝
二
〇
〇
六
年
九
月
二
二
日﹇
金
﹈〜
九
月
二
七
日﹇
水
﹈

主
催
＝
卒
業
生
支
援
セ
ン
タ
ー

企
画
＝
美
術
館
大
学
構
想
室　

協
力
＝
東
北
芸
術
工
科
大
学
校
友
会
、
せ
ん
だ
い
メ
デ
ィ
ア
テ
ー
ク
、
仙
台
美
術
学
院

参
加
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
＝ 

岩
本
あ
き
か
ず
、
小
林
和
彦
、
鈴
木
伸
、
橋
本
大
佑
、
坂
田
啓
一
郎

I'm here. 2006／リアルはどこだ89



1973広島生まれ、1999東北芸術工科大
学卒業。1998～ 2005ガーディアン ガー
デン年末チャリティー企画参加（東京）、
1999西瓜糖・個展（東京）、2000 Karo 
Karo House・個展（東京）、2001 G.H 
gallery・個展（東京）、2002、2004 SPACE
YUI・個展（東京）、2003 SPACE YUI（谷
口広樹氏とのコラボレーションによる二
人展）、2004 Michael Steinberg Fine Art 
gallery （N.Y）in polytechnicolor展出品、
2005 M.Y.ART PROSPECTS（N.Y）他。
グラフィックアート『 3.3㎡』展入賞（４回）他。

岩本あきかず  Akikazu Iwamoto

1977年生まれ、東北芸術工科大学卒。
2001 NHK BS「デジスタ 」ロドニー
賞＆伊藤有壱賞受賞、2001 UNITED 
CINEMA  ANIMATION  FESTIVAL 審
査員特別賞受賞、2001 JAPAN DIGITAL
ANIMATION  FESTIVAL  入 賞、  2001 
Forum des Images（パリ）招待出展、2002
Impact Compact 2002（ニューヨーク）
作品出展、2005 エジンバラ国際映画
祭ミラーボール招待出展、2005 Resfest 
2005 -Japan Toure Original プログラム
RESMIX SHORTS上映、2005 文化庁
メディア芸術祭アニメーション部門 優
秀賞受賞、2006 Optronica（ロンドン）招
待出展、2006 onedotzero j-star （ロンド
ン）招待出展。現在、映像ディレクター
として、P.I.C.S.所属。

橋本大佑  Daisuke Hashimoto

1979静岡県生まれ、2005東北芸術
工科大学大学院芸術工学研究科修了。
2003「デジタル・インターコネクショ
ン」町田市立国際版画美術館（東京）、
2005「scan Gate」新宿ニコンサロン（東
京）、「生まれるイメージ」山形美術館
（山形）、現在、東北芸術工科大学情報
デザイン学科助手。

小林和彦  Kazuhiko Kobayashi

1982東京都生まれ、2006東北芸術工
科大学美術科工芸コース金属工芸専攻
卒業。2005個展『SPATIAL ART』悠創
館（山形）、個展『香澄町インスタレー
ション』 山形建設株式会社倉庫内（山
形）、2004「CHOICE」小野画廊（銀座）
2005 「工芸問答」東北芸術工科大学（山
形）、2006 「東北芸術工科大学卒業制作
展」 旧七蔵そば（山形）。現在、東京藝
術大学大学院美術研究科デザイン専攻
在学中。

鈴木伸  Shin Suzuki

TUAD AS MUSEUM: Annual Report 2006 I'm here. 2006／リアルはどこだ 9091



収蔵作品一覧

●卒業・修了制作買上作品 2 0 0 6

『Rolly－free』
50㏄バイク 1台  87×210×65㎝
遠藤勇太　美術科工芸コース

『女』　写真・映像記録
釜屋りえ　美術科彫刻コース

『一列に並ぶ』　キャンバスに油彩  162×130㎝
『群生』　キャンバスに油彩  162×112㎝
南健吾　美術科洋画コース

『La Magistral』　CGアニメーション 3分 52分
山川晃　
大学院デザイン工学専攻ビジュアルコミュニケーションデザイン領域

『共生する住宅』
模型・パネル  13.5×102.5×80.5 ／ 24×80.5×111.5㎝
山家章宏　環境デザイン学科

─ 2 0 0 5

『live on chain』
岩絵の具、麻紙、箔  255.3×209.8㎝
亀岡里美　美術科日本画コース

『聖』　ペン、インク、墨、和紙、他  227.3×181.8㎝
加藤彩子　美術科洋画コース

『裏のデザイン ─二面性プロダクトデザイン研究─ 』
綿、サテン等　スカート  80×80×70㎝ ／シャツ  45×25×50㎝
鈴木奈々瀬　生産デザイン学科

『靴と人のケミストリー』
素材不明  40×80㎝ ／ 20点組
日塔なつ美　情報デザイン学科グラフィックコース

『未来デザイン（M.C.D.）紹介ゲームの制作』　ゲームコンテンツ
鈴木さやか・佐藤秀憲・三浦真隆　未来デザイン学系ゲームデザインコース

『─ camof lage ─』
パネルにアルミ箔、テンペラ、油彩  162×390.9㎝
武山信之　大学院芸術文化専攻洋画領域

『空想 仮想の狭間 No.3 』
大理石板材  120×40×180㎝
上野真司　大学院芸術文化専攻彫刻領域

『Boundary』
漆、麻布、乾漆  68×20×110㎝
渡邊希　大学院芸術文化専攻工芸領域

『都市アメニティに関する研究
─鶴岡公園を中心に地域コンテンツを考える─ 』
建築模型、パネル
高橋典子　大学院デザイン工学専攻環境デザイン領域

─ 2 0 0 4

『龍魚』　紙本着彩  130×250㎝
布田篤　美術科日本画コース

『前途ある未来に』
紙に水性木版  290×192㎝
西舘紘子　美術科洋画コース

『妄想』　パネルにアクリル、コラージュ  182×182㎝
高橋大　美術科洋画コース

『出来事その１』
キャンバスに油彩  227×182㎝
渡邊まり　美術科洋画コース

『NUNO POWER』
シルク、綿　サイズ可変
伊藤千春　美術科工芸コース

『集住を楽しむ 100の仕掛け』
素材・秘密  φ70～75㎜
宇野健太郎　生産デザイン学科

『浮遊感』
塩ビミラーシート、MDF  90×45×180㎝
瀬川那美　生産デザイン学科

『しましマジック─モーショングラフィック─』
筒型 3点、本 1点、壁面 3点
長谷川稔　情報デザイン学科グラフィックコース

『菊地和幸画報』
紙に印刷  56×84㎝ ／ 14点組
菊地和幸　情報デザイン学科グラフィックコース

『妖精きのこ』
紙にデジタルイラストレーションを出力  42×28㎝ ／ 5点組
管家彰　情報デザイン学科映像コース

『転生としての ASSAMBLAGE』
スタイロフォーム、他  121×115×22㎝
水野琢司　環境デザイン学科

『自宅で受けられるギフトビジネスの提案』　webコンテンツ
卯月絵理子　未来デザイン学系 e‒ビジネスコース

『知識と人間関係をともに学べるカードゲームの企画提案』
ゲームコンテンツ
阿部真人　未来デザイン学系ゲームデザインコース

『日本剣術をゲーム的な技に発展させる為の研究』　
ゲームコンテンツ
飯島弘通　未来デザイン学系ゲームデザインコース

『after dark』
岩絵具、色土、砂、箔、パネル  200×640㎝
高橋芙美子　大学院芸術文化専攻日本画領域

『線からなる糸』
木、塗料  120×310×110㎝
松岡圭介　大学院芸術文化専攻彫刻領域

『手絞りの』
銅、アルミニウム  15×29×26㎝ ／ 15×29×30㎝ ／ 15×29×32㎝ ／ 15×29×44㎝
木瀬浩詞　大学院芸術文化専攻工芸領域

『Phase of Sound ─ frequency ─』　
ミクストメディア
酒井聡　大学院デザイン工学専攻生産デザイン領域

『ライフスタイルに着目した都市型住居形─特殊解からの構築・可能性─』
建築模型
佐藤充　大学院デザイン工学専攻環境デザイン領域

『intro ／ サークル・オブ・ライフ！／ outro』　ビデオ 7分、3分、2分
早坂あかり　
大学院デザイン工学専攻ヴィジュアルコミュニケーションデザイン領域

─ 2 0 0 3

『情景』　紙本着彩  146×227㎝
入部直子　美術科日本画コース

『UNTITLED』
紙に墨彩  250×190㎝
保坂智昭　美術科洋画コース

『アンダーグラウンドから、』
木、モルタル  117×92×96㎝
小野さやか　美術科彫刻コース

『colony II』
鉄  33×39×8㎝
菅原隆彦　美術科彫刻コース

『春待恋宝石箱』
栃、麻布、白蝶貝、あわび貝  20×170×170㎝
梛野明子　美術科工芸コース

『柔・硬・弾』　
遠藤一斗　生産デザイン学科

『Wearable space』　
原田加代子　生産デザイン学科

『巣～生態系から見た持続的な住居間～』
スタイロフォーム、他
松野奈帆　生産デザイン学科

『APOLO PANPAN』　
小松沙織　生産デザイン学科

『水たまりのかえる』　アニメーション
阿部貴未　情報デザイン学科映像コース

『2.5 CAMOUFLAGE』　アニメーション
丸山紗綾香　情報デザイン学科映像コース

─ 2 0 0 2

『雲間』　鉄  90×90×110㎝
黒田良行　美術科彫刻コース

─ 2 0 0 1

『amoral－amorphous 3 〈戦争〉』
変形キャンバスにアクリル絵具  232×190㎝
鈴木永一　美術科洋画コース

『カーニバル』
真鍮、銅、黒檀  44×23.5×75㎝
中條広一郎　美術科工芸コース

─ 2 0 0 0

『小紋嵌花器』
赤銅、銀、四分一、銅  35×18×15㎝
中村大朋　美術科工芸コース

─ 1 9 9 9

『こぼれ落ちた無数の記憶』
キャンバスに油彩  227×264㎝ ／ 2点組
林桃子　美術科洋画コース

─ 1 9 9 7

『想』　紙本彩色  225×172㎝
白木淳子　美術科日本画コース

─ 1 9 9 6

『URBAN REMIX & URBAN WEB』
スチールフレーム、スタイロフォーム  56×80×30㎝ ／ 240×35×30㎝
城浩太郎・渡邊祐広・長谷川高之・上野智子・鈴木理夏・須佐久美子　
環境デザイン学科

『融雪点』　樹脂、石膏、漆喰  160×180×330㎝
泰山慎太郎　美術科彫刻コース

─ 1 9 9 5

『P』　木、スピーカー、光センサー、他  160×300×300㎝
曽我部哲也　情報デザイン学科映像コース

『裸婦』　キャンバスに油彩  259×194㎝
黒尾宏光　美術科洋画コース

『自己反復』
アルミニウム、鉄  120×120×330㎝
斎藤宏達　美術科工芸コース

●学長奨励賞買上作品 2 0 0 4

『過ぎゆく』　
紙本着彩  167×151㎝
須田千恵　美術科日本画コース

『部屋・紫・少女の砂』　
キャンバスに油彩  162×162㎝
後藤拓朗　美術科洋画コース

『結び目の真実』　紙にエッチング  60×90㎝
『環』　紙にエッチング  60×90㎝
佐藤妙子　大学院芸術文化専攻洋画領域

『結のうつわ』　紙にエッチング  20×14.5㎝
『束の証明』　紙にエッチング  20×14.5㎝
『故に』　紙にエッチング  60×44.5㎝
佐藤真衣　大学院芸術文化専攻洋画領域

●寄贈作品

『Urban déjà vu（アーバン・デジャブー）』
建築作品  56×56×45㎝
『山形県金山町立明安小学校（2003）』
建築作品写真パネル  A1判 5点（カラー）  A2判 6点（モノクロ）
『鶴岡アートフォーラム（2005）』
建築作品写真パネル  A1判 5点（カラー）  A2判 6点（モノクロ）
小沢明　前学長・名誉教授

『Death Match（彫刻風土－山形）』
石膏、蚕籠、和紙　サイズ可変
西雅秋

『明ける』
紙本着彩  80×116㎝
今野忠一　美術科日本画コース名誉教授

『十月の風景』　キャンバスに油彩  162×198㎝
本山唯雄　美術科洋画コース名誉教授

『虹を越えて TB001－003 』　陶板  90×90㎝
會田雄亮　美術科工芸コース名誉教授

『宇宙からの予告』
樟、ステンレススチール、鉄板  92×64×236㎝
中嶋一雄　美術科彫刻コース名誉教授

『フィッシュライン』1963年
『モノブロ洋食器』1965年
『クックパル：台所への生活提案』1979年
『クックパル・コレクション』1979年
『リンクテーブルウェアー ／ アルブルテーブルウェアー』　1981－82年他
90×90㎝の展示台にレイアウト ／ 11テーマ、計 247点
羽生道雄　生産デザイン学科名誉教授

『Fontaine 〈泉〉』
ステンレススチール  250×900×2200㎝
ポール・ビュリィ（山形県・山形市寄贈）

『陰の空間』『四次元』『陰と陽の空間』
ステンレススチール  85×85×70㎝ ／ 35×80×15㎝ ／ 58×54×68㎝
『影の空間』『核空間』『見えざる空間』
キャンバスに油彩  各 82×82㎝
豊田豊

『Untitled』
キャンバスに油彩  74×92㎝ ／ 2点組
フェデリコ・エルレーロ

『ROCK ART SYMBOLS』
キャンバスにアクリル  162×130㎝　1点
紙に印刷  103×72.8㎝　3点組
粟津潔

『二重体』　
ビデオ、インスタレーション　サイズ可変
富田俊明

●その他の作品

『旅・ひとり』
ブロンズ  25×32×55㎝
峯田義郎

『エヴァの誘惑（サンラザール大聖堂の浮き彫り）』
複製品　石膏に着色  74×127×21㎝ 12世紀

TUAD AS MUSEUM: Annual Report 2006 収蔵作品一覧 9293



TUAD EVENT CALENDAR 2006

● 4月 1日［土］～ 4月 20日［木］
東北芸術工科大学学長就任記念「松本哲男展─鼓動する大地─」
（7階ギャラリー／図書館 2階スタジオ 144・ガレリアノルド）

● 4月 9日［日］～ 4月 22日［土］
日本画 2年展・4年古典模写展（芸術研究棟 A）

● 4月 16日［日］
シアトル美術館のコンサベーション
～地域における位置づけと活動～ Nicholas Dorman　
（東京サテライトキャンパス）

● 5月 10日［水］～ 7月 31日［月］
美の鼓動、永遠に～萬来舎写真展：山形展
（文化財保存修復研究センター展示室）

● 5月 13日［土］
公開講座　魅惑のスペイン美術 3～プラド美術館展への誘い～［第 1回］
「ゴヤとその時代」安發 和彰　（東京サテライトキャンパス）

● 5月 19日［金］
芸術学開放講義　「東西美術紀行」
～魅惑のイタリア美術パート 2～［全 2回］　石鍋真澄　

● 5月 20日［土］
公開講座　魅惑のスペイン美術 3～プラド美術館展への誘い～［第 2回］
「17世紀の宗教画 スルバラン、ムリーリョを中心として」
楠根圭子　（東京サテライトキャンパス）

● 5月 25日［木］～ 6月 7日［水］
GRAPHIC PRESENTATION 2006～グラフィック 3・4年生作品展
（悠創館ギャラリー）

● 5月 29日［月］
東北芸術工科大学伝統館薪能　
能：「清経」松山隆雄　山中冴晶　宝生閑　
狂言：「成上り」野村万作　高野和憲　深田博治　
能：「土蜘蛛」観世榮夫　清水寛二　西村高夫　浅見慈一
（水上能舞台「伝統館」）　

● 5月 30日［火］
シアトルの眠れぬ夜～アメリカの美術館におけるキュレータの役割～
白原由起子（東京サテライトキャンパス）

● 5月 31日［水］
東アジア芸術の饗宴 vol.22 
オペラ「夕鶴」
（水上能舞台「伝統館」）　

● 6月 7日［水］
東アジア芸術の饗宴 vol.23　
THE猿まわし─日本古来の動物芸「猿まわし」
（大学正面前）　

● 6月 9日［金］
芸術学開放講義　「東西美術紀行」～魅惑のイタリア美術パート 2～　
篠塚千恵子　

● 6月 24日［土］～ 7月 9日［日］
作座考「BANDED BLUE  2　東北芸術工科大学の 7作家」
（鶴岡アートフォーラム）

● 6月 28日［水］
公開講座　「日本の芸術教育の現状と課題」
ワークショップやまがた・ちびっ子カーペンターズ　
内野務　

● 7月 4日［火］～ 7月 14日［金］
大学院レビュー　（7階ギャラリー／エントランスホール）

● 7月 8日［土］
失われいく近代建築を未来へ伝える～
「美の鼓動、永遠に～萬来舎写真展（山形展）」によせて　
（文化財保存修復研究センター展示室）　Nicholas Dorman　
小西通恵　

● 7月 10日［月］～ 7月 22日［土］
院刻展～大学院生の彫刻作品展～
（図書館 2階 ガレリアノルド）

● 7月 11日［火］～ 7月 22日［土］
春のかたち～学生の彫刻作品展～（悠創館ギャラリー）

● 7月 19日［水］
東アジア芸術の饗宴 vol.24
中国民族音楽の夕べ─悠久の大地から─（水上能舞台「伝統館」）

● 7月 20日［木］
東アジア芸術の饗宴 vol.25　
舞台芸術制作発表舞台「くるくるさらり─最上川の水面にうつる三つの物語─」
（水上能舞台「伝統館」）　

● 7月 21日［金］
「博物館のリスクアセスメントと IPM（有害生物防除管理）」　
ヴィノッド・ダニエル　松田泰典　杉山真紀子　

● 7 月 21日［金］～ 8月 3日［木］
夏のあかりと素材展～学生の工芸作品展～
（本館前広場全域／本館１階ホール・通路／エントランスホール）

● 7月 23日［日］
「博物館のリスクアセスメントと IPM（有害生物防除管理）」　
ヴィノッド・ダニエル　松田泰典　杉山真紀子　（東京サテライトキャンパス）
公開講演会＆シンポジウム　

● 7月 24日［月］～ 8月 10日［木］
大橋仁写真展「いま」　（こども劇場）

● 7月 29日［土］
「デッサンの楽しみ方」
～コンテやオイルパステルなどで、花を “デッサン”してみよう～
松田魏　（学都仙台サテライトキャンパス）

● 8月 2日［水］
フォークシンガー小室等 ─東北に歌う─
（水上能舞台「伝統館」）　

● 8月 5日［土］
公開講議・セミナー
ゲーム業界研究セミナー「ゲーム業界の今 ─プロデューサーへの道」　
広瀬豪　（大学院仙台スクール）

● 8月 6日［日］　
大橋仁講演会　（こども劇場）

● 8月 23日［水］～ 8月 27日［日］
「あかりと素材から」～学生の工芸作品展～
（スパイラルガーデン）　

● 9月 22日［金］～ 9月 27日［水］
I'm here. 2006リアルはどこだ　（せんだいメディアテーク）　

● 9月 26日［火］～ 10月 5日［木］
映像コース 3年展～学生の映像作品展～
（7階ギャラリー／図書館 2階 AVルーム）

● 10月 11日［水］～ 10月 22日［日］
20周年記念展「日本の現代住宅 1985 - 2005」
～ひとめでわかる建築（住宅）の流れ～（7階ギャラリー）

● 10月 14日［土］
シンポジウム「子どもの社会力と感性」
門脇康司　原科成美　（こども劇場）　

● 10月 17日［火］～ 10月 30日［月］
小沢明展　（図書館 2階スタジオ 144）

● 10月 18日［水］　
小沢明展　記念講演会

● 10月 21日［土］
公開シンポジウム「第１回文化遺産防災フォーラム in山形」
竹田純子　奥村弘　村田忠繁　二神葉子　平川新　内田俊秀　
松田泰典　手代木美穂　（こども劇場）　

● 10月 22日［日］
第 13回全国高等学校デザイン選手権大会　決勝大会

● 10月 25日［水］～ 11月 5日［日］
第 7回デッサン・ドローイング展　（悠創館ギャラリー）

● 10月 25日［水］～ 11月 27日［月］
西雅秋展─彫刻風土─
（7階ギャラリー／水上能舞台「伝統館」／インフォメーション・パッサージュ）

● 10月 28日［土］
シンポジウム 2006　「神秘の樹と明日の鳥たち」─詩・旅・思索─
（こども劇場）
吉増剛造　赤坂憲雄　酒井忠康
「彫刻風土─時の溯上─」　西雅秋　森繁哉　（水上能舞台「伝統館」）

● 10月 28日［土］～ 12月 3日［日］
『時空を結ぶ鳥居展』─山形における石鳥居群の再発見・再認識─
（文化財保存修復研究センター展示室）　

● 10月 29日［日］
歴史遺産シンポジウム　「みちのくの世界遺産 出羽三山／平泉／白神山地」
─東北に息づく地域文化を未来へ─

● 10月 29日［日］～ 11月 27日［月］
「西雅秋展─彫刻風土─朝日町 '06」（旧朝日町立立木小学校あとりえマサト）

● 10月 29日［日］
オープンイベント
CASTING IRON ASAHIMACHI '06 （旧朝日町立立木小学校グラウンド）

● 10月 31日［火］
デザインカフェ̶デザインを語るワークショップ　
「デザインてナ～ニ？」降旗英史　

● 11月 4日［土］
やまや文化フォーラム「“黄金都市”平泉～今あかされる中世都市の秘密～」
工藤雅樹　入間田宣夫　前川佳代　赤坂憲雄
（仙台市・アエル 5階情報産業プラザホール）

● 11月 9日［木］～ 11月 21日［火］
日本画コース 3年生展 ～学生の日本画作品展～（悠創館ギャラリー）

● 11月 17日［金］
グラフィックデザイナー持塚三樹氏との研究会
「幼児教育のプログラムの開発と実践」とワークショップ
（こども劇場）　

● 11月 18日［土］～ 12月 3日［日］
助手展 2006～東北芸術工科大学 助手有志による展覧会～（7階ギャラリー）

● 11月 23日［木］
研究拠点落成記念シンポジウム
～地域文化遺産を市民とともに守る～
三輪嘉六　李午憙　松田泰典　藤原徹　北野博司　
手代木美穂　張大石　半田正博　田川新一朗　米村祥央

● 11月 25日～ 12月 24日［日］
「第７回デッサン・ドローイングコンクール 受賞作品展」　
（東京サテライトキャンパス）

● 12月 2日［土］
「旧風間家住宅『丙申堂』」杉皮葺き石置屋根映像記録 上映会　
（鶴岡市・丙申堂）

● 12月 2日［土］
公開講座「新・環境的未来型」　妹島和世

● 12月 3日［日］
『地域文化遺産の保護と活用の新たなる地平線─
日本最古の石鳥居群の本来性と実在性を求めて』
李ピルヨン　萩原秀三郎　伊藤清郎　矢野光夫　大滝太一　
赤坂憲雄　張大石　温井亨　松田泰典

● 12月 5日［火］～ 12月 15日［金］
大学院レビュー（7階ギャラリー／エントランスホール）

● 12月 20日［水］
デザインカフェ─ デザインを語るワークショップ
「落語ときそばにみる江戸の時間と生活」　早坂功

● 1月 10日［水］
大学院特別講座　北川フラム公開講座

● 1月 12日［金］～ 1月 24日［水］
写真展「めくるめく東北」　企画・構成／内藤正敏
1月 13日［土］ギャラリートーク　（7階ギャラリー）　

● 1月 13日［土］
「夢×企画力」＝映画魂　映画「リンダ・リンダ・リンダ」
根岸洋之　（大学院仙台スクール）

● 1月 17日［水］
戦争・平和・芸術シリーズ
芸術学部長企画講演　戦争と藝術「原爆の図から戦艦大和の最期まで」　
齋藤研

● 1月 17日［水］
歴史遺産学科考古学講座
東北先史考古学の現在と未来「ねつ造以降の東北考古学を考える」
安斎正人

● 1月 20日［土］
ゲーム業界研究セミナー「ゲーム業界の今─プロデューサーへの道」　
石黒正親　（大学院仙台スクール）

● 1月 23日［火］
講演会「トルコで発掘調査を進めるわけ」「地域文化遺産をその地域で守り伝えること」
大村幸弘　

● 1月 27日［土］
公開講議・セミナー
ゲーム業界研究セミナー「キャラクタービジネス論」　
久保雅一　（大学院仙台スクール）

● 2月 14日［水］～ 2月 18日［日］
卒業・修了研究制作展 2006　（本学／悠創館ギャラリー）

● 2月 25日［日］～ 3月 1日［木］
「東北芸術工科大学　日本画・洋画卒業制作展」　（上野の森美術館）

● 2月 27日［火］
「東北芸術工科大学東北文化研究センターアーカイブス」
完成記念公開シンポジウム
「近代ビジュアル資料の可能性―舟景の絵はがきを読む」
森本孝　赤坂憲雄　田口洋美　岸本誠司

● 3月 2日［金］
公開講座　魅惑のスペイン美術 4～聖なる流血と祈りの美術～
「スペイン・キリスト教の死の表現をめぐって」　
安發和彰　（東京サテライトキャンパス）

● 3月 3日［土］～ 4日［日］
あたらしいがっこう柳渕分校開校記念　アートの祭『分教場の春』
（大蔵村旧南山小学校柳渕分校全館）

● 3月 10日［土］　
大学コンソーシアムやまがたシンポジウム
基調講演「こどものちから・おとなのかかわり」　和久洋三
パネルディスカッション「ケータイキッズ時代の子育て」
片桐隆嗣　和久洋三　片桐道子　小池隆太　呉尚浩

●実技講座
○陶芸講座〈ろくろ入門～中級編〉
　～気軽にろくろで器を作ってみよう～ [全 15回 ]
○陶芸講座（志野を焼く）～志野焼きにチャレンジしよう～［全 15回］
○日本画講座〈前期〉～気軽に日本画を描いてみよう～［全 12回］
○日本画講座〈後期〉～気軽に日本画を描いてみよう～［全 12回］
○日本画講座〈自由制作〉
　～自分の好きな題材で日本画を制作してみよう～［全 17回］
○銅版画講座〈春期〉
　～基本的技法（エッチング、アクアチント）での制作と応用～［全 6回］
○銅版画講座〈秋期〉
　～基本的技法（エッチング、アクアチント）での制作と応用～［全 6回］
○漆芸講座～オリジナルの菓子器を作ろう～［全 18回］
○ 油彩中級講座
　 ～人物を主なモチーフとしながら、さらに自分らしい表現をみつけていきま
しょう～［全 6回］　
○デッサンの楽しみ方～様々な素材を使い、自由に描いてみよう～［全 4回］
○油彩初級編（静物画を描く）～楽しく油彩をはじめてみよう～［全 4回］
○油彩実技講座～油彩で裸婦を描く～［全 5回］

●ドキュメンタリー映画上映会［全 5回］
山形国際ドキュメンタリー映画祭実行委員会との共催企画
「生まれなかった映画たち」　10月 26日［木］
「イラク―ヤシの影で」　11月 16日［木］
「氷の夢」　11月 30日［木］
「テキサス・テナー：イリノイ・ジャケー・ストーリー」　12月 14日［木］
「さらば USSR」　1月 16日［火］
（図書館 2階 AVルーム）
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