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1　

は
じ
め
に

　

白
い
背
景
に
鮮
や
か
な
大
小
の
円
が
い
く
つ
も
浮
か
び
、
そ
の
一
つ
一

つ
の
周
り
を
囲
う
よ
う
に
無
数
の
線
が
伸
び
、
浮
遊
す
る
円
を
互
い
に
結

び
つ
け
て
い
る
【
図
1
】。
画
表
面
は
艶
や
か
に
光
を
反
射
し
て
目
を
楽

し
ま
せ
る
が
、
過
密
す
る
円
と
線
の
色
と
光
が
空
間
を
緊
張
さ
せ
、
観
者

の
眼
前
に
迫
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
戦
後
の
前
衛
作
家
、
田
中
敦
子
（
一
九

三
二―

二
〇
〇
五
）
が
数
十
年
に
わ
た
っ
て
描
い
て
き
た
絵
画
に
共
通
す

る
特
徴
で
あ
る
（
こ
れ
ら
の
絵
画
を
本
論
で
は
便
宜
的
に
「
円
と
線
の
絵

画
」
と
呼
ぶ
）。
田
中
の
絵
画
は
大
き
な
も
の
で
高
さ
数
メ
ー
ト
ル
に
及

ぶ
が
、
基
本
的
に
大
小
の
円
と
幾
重
に
も
重
な
る
線
で
構
成
さ
れ
る
。
画

材
に
は
主
に
合
成
樹
脂
エ
ナ
メ
ル
が
使
わ
れ
、
表
面
は
平
坦
で
光
沢
が
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
円
と
線
と
い
う
た
っ
た
二
つ
の
要
素
が
画
面
全
体
に

織
り
成
す
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
驚
く
ほ
ど
多
彩
な
画
面
を
作
り
出
す
。

　

田
中
の
名
を
最
も
広
め
て
い
る
の
は
彼
女
が
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
六

五
年
ま
で
所
属
し
た
具
体
美
術
協
会
（
以
下
「
具
体
」
と
す
る
）
で
の
活

動
、
と
り
わ
け
二
百
個
近
く
の
電
球
と
管
球
を
用
い
た
《
電
気
服
》（
一

九
五
六
）【
図
2
】
だ
ろ
う
。
だ
が
田
中
は
《
電
気
服
》
以
降
晩
年
に
至

る
ま
で
円
と
線
の
絵
画
の
制
作
に
ほ
ぼ
専
心
し
て
き
た
。
作
者
は
こ
の
絵

画
を
一
九
五
六
年
に
制
作
さ
れ
た
《
電
気
服
》
と
同
時
に
、
そ
の
配
線
図

を
発
展
さ
せ
る
形
で
始
め
た
と
説
明
し
、
以
後
は
ほ
ぼ
こ
の
形
式
の
絵
画

の
み
に
集
中
し
て
制
作
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
円
と
線
の
絵
画
は
描
き
始

論
説田

中
敦
子
の
円
と
線
の
絵
画

中
嶋
泉



図 1　《作品》 1963年 200×332 cm 合成エナメル塗料、キャンバス

図 2　《電気服》 1956年 165.0×80.0×80.0 cm　
管球、電球、合成樹脂エナメル塗料、コード、
制御盤　（写真は 1986年再制作）
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行
し
た
と
い
う
そ
の
過
程
が
、
と
き
に
革
新
的
な
実
験
か
ら
伝
統
的
様
式

へ
の
後
退
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
作
家
自
身
は
初
期

の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
や
オ
ブ
ジ
ェ
か
ら
円
と
線
の
絵
画
ま
で
を
全
て
「
絵
」
だ

と
考
え
て
い
る
と
い
う
興
味
深
く
も
巧
妙
な
発
言
を
残
し
て
し
て
い
る
こ

と（
2
）が
あ
り
、
も
う
一
つ
に
は
田
中
の
絵
画
自
体
が
具
体
の
他
の
作
家
の

絵
画
と
は
対
照
的
と
も
言
え
る
特
徴
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
田
中
敦
子
の
研
究
の
中
で
最
も
充
実
し
た
調
査
と
考
察
を

し
て
い
る
の
は
加
藤
瑞
穂
と
ミ
ン
・
テ
ィ
ア
ン
ポ
で
あ
る
。
加
藤
と
テ
ィ

ア
ン
ポ
は
膨
大
な
基
礎
調
査
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
観
点
か
ら
田
中

の
作
品
の
独
自
性
に
つ
い
て
の
研
究
を
発
表
し
て
い
る
。
加
藤
も
テ
ィ
ア

ン
ポ
も
、
田
中
の
絵
画
が
、
ア
ク
シ
ョ
ン
や
物
質
性
を
強
調
す
る
白
髪
一

雄
や
嶋
本
昭
三
な
ど
の
具
体
一
般
の
絵
画
的
特
徴
【
図
3
】
と
一
致
し
な

い
こ
と
に
論
及
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
加
藤
は
、
円
と
線
の
絵
画
が
そ
れ

以
前
の
作
品
と
同
様
に
身
体
に
働
き
か
け
る
視
覚
的
現
象
性
を
共
有
す
る

こ
と
を
指
摘
し（

3
）、
テ
ィ
ア
ン
ポ
は
、
こ
の
作
家
の
工
業
的
素
材
の
利
用

が
絵
画
の
領
域
を
拡
大
し
、
産
業
化
す
る
日
常
と
芸
術
の
越
境
が
円
と
線

め
ら
れ
た
当
初
か
ら
多

く
の
国
際
展（

1
）に
出
品

さ
れ
る
な
ど
、
戦
後
日

本
を
代
表
す
る
作
品
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
し

か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
こ
の
絵
画
に
特
化

し
た
解
釈
は
こ
れ
ま
で

あ
ま
り
存
在
し
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ

に
は
い
く
つ
か
の
原
因

が
考
え
ら
れ
る
が
、
一

つ
に
は
初
期
の
革
新
的

オ
ブ
ジ
ェ
や
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
か
ら
絵
画
へ
移



図 3　白髪一雄制作風景　1956年
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の
絵
画
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る（

4
）。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
重
要
な
考
察
で
も
、
田
中
が
す
べ
て
の
急
進
的
で
実
験
的
な
試
み
の
後0

に0

絵
画
を
必
要
と
し
、
最
終
的
に
絵
画
の
み
に
尽
力
し
た
こ
と
の
事
情
や

理
論
的
側
面
は
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
論
で
は
、
田
中
の
作
品
歴
を
戦
後
抽
象
絵
画
の
物
質
主
義
を
独
自
の

方
法
で
展
開
し
た
経
緯
と
し
て
辿
り
直
し
、
円
と
線
の
絵
画
が
、
現
代
の

物
質
の
特
質
と
絵
画
の
新
し
い
関
係
に
応
え
る
た
め
の
結
論
と
し
て
形
成

さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
田
中
は
具
体
の
運
動
に
深
く
携
わ
る
一
方
で
、

紀
の
絵
画
的
環
境
の
な
か
で
あ
る
特
定
の
位
置
を
占
め
る
も
の
と
し
て
検

証
す
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
具
体
及
び
戦
後
日
本
で
起
こ
っ
た
絵
画
の

物
質
主
義
の
議
論
を
概
略
し
、
田
中
の
最
初
期
の
活
動
が
同
じ
よ
う
に
絵

画
の
物
質
性
に
触
発
さ
れ
る
こ
と
で
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
手
法
を
と
り
、
同
時

代
的
な
絵
画
批
判
を
共
有
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
次
に
、
こ
の
過
程
で

田
中
の
物
質
的
関
心
と
絵
画
的
方
法
論
が
突
き
詰
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
逆

説
的
に
絵
画
的
空
間
を
要
請
し
た
こ
と
を
議
論
し
、
田
中
の
円
と
線
の
絵

画
が
彼
女
の
制
作
史
の
な
か
で
担
う
意
味
を
考
察
す
る
。

2　

戦
後
絵
画
と
物
質

1　

絵
画
と
物
質
　―

　

田
中
の
異
質
性

　

そ
も
そ
も
田
中
に
お
け
る
実
験
的
作
品
か
ら
絵
画
へ
の
移
行
と
い
う
問

題
は
、
彼
女
の
み
な
ら
ず
具
体
全
体
の
傾
向
と
し
て
こ
れ
ま
で
も
議
論
さ

れ
て
き
た
。
白
髪
や
嶋
本
ら
、
具
体
の
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
タ
ー
を
対

象
と
し
た
尾
崎
信
一
郎
の
研
究
は
、
具
体
を
先
進
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
か

ら
絵
画
へ
の
逆
行
と
み
な
す
従
来
の
見
解
に
対
し
て
重
要
な
反
論
を
提
示

し
た
。
そ
れ
は
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
先
駆
け
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
な

具
体
の
初
期
作
品
お
よ
び
「
舞
台
展
」
や
「
野
外
展
」
に
見
ら
れ
る
先
進

性
は
、「
身
体
を
媒
介
と
し
た
物
質
と
の
直
接
的
な
関
係
」
を
生
み
出
す

も
の
と
し
て
の
行
為
を
本
質
と
し
て
お
り
、
後
の
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン

コ
ラ
ー
ジ
ュ
あ
る
い
は

田
中
が
「
構
成
」
と
呼

ぶ
素
材
の
組
織
化
を
独

自
の
制
作
の
基
盤
と
し

て
い
た
。
コ
ラ
ー
ジ
ュ

は
絵
画
と
彫
刻
、
平
面

と
立
体
の
間
に
存
在
す

る
問
題
系
に
関
与
す
る

手
法
で
あ
り
、
概
念
で

あ
る
。
こ
こ
か
ら
田
中

の
作
品
を
見
直
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
田
中
の
円

と
線
の
絵
画
を
二
十
世
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テ
ィ
ン
グ
的
絵
画
に
結
実
し
て
い
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る（

5
）。
実
際
初

期
具
体
の
最
盛
期
で
あ
る
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
日
本
で
は
、
絵
画
の
物

質
性
（
マ
チ
エ
ー
ル
）
と
技
法
の
革
新
が
最
重
事
項
と
な
っ
て
い
た
。
き

っ
か
け
は
「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
」
や
「
抽
象
表
現
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
欧

米
の
絵
画
が
次
々
と
紹
介
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
や
ジ

ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
の
作
品
に
み
ら
れ
る
、
激
し
い
身
振
り
を
思
わ
せ

る
画
材
の
跡
、
無
骨
な
表
面
の
形
成
、
形
態
の
不
明
瞭
さ
と
い
っ
た
こ
れ

ま
で
に
な
い
抽
象
画
の
表
現
を
目
に
し
た
批
評
家
や
画
家
た
ち
は
、
今
後

の
絵
画
の
方
向
性
を
物
質
性
の
問
題
と
し
て
見
極
め
よ
う
と
し
た
。
具
体

は
い
ち
早
く
絵
画
に
お
け
る
物
質
の
問
題
に
着
目
し
、
吉
原
治
良
は
「
具

体
美
術
宣
言
」
で
白
髪
や
嶋
本
の
身
体
的
な
「
制
作
行
為
」
に
ポ
ロ
ッ
ク

の
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
通
じ
る
「
物
質
」
の
新
し
い
表
現

の
可
能
性
を
見
い
だ
し
て
い
た（

6
）。
後
に
、
尾
崎
や
彼
と
同
様
に
具
体
の

行
為
性
を
指
摘
す
る
建
畠
晢
は
、
白
髪
ら
を
ポ
ロ
ッ
ク
や
マ
チ
ウ
と
比
較

し
、
ハ
ロ
ル
ド
・
ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
の
実
存
主
義
的
絵
画
論
と
突
き
合
わ

せ
て
、
具
体
を
欧
米
の
同
時
代
的
抽
象
絵
画
に
連
な
る
絵
画
運
動
と
し
て

再
定
義
し
て
い
る（

7
）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
田
中
研
究
が
明
ら

か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
ア
ク
シ
ョ
ン
を
伴
わ
な
い
田
中
の
絵
画
は
こ
の

「
物
質
と
行
為
」
の
枠
組
み
に
は
当
て
は
ま
ら
ず
、
別
の
解
釈
の
道
筋
が

必
要
に
な
る
。
例
え
ば
、
建
畠
は
白
髪
ら
の
絵
画
を
「
行
為
の
現
前
」
と

す
る
一
方
で
、
田
中
の
作
品
を
「
イ
メ
ー
ジ
の
現
前
」
と
呼
ん
だ
。

　

画
面
の
華
や
か
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
ひ
そ
む
、
ど
こ
か
無
機
的
な
感

触
、
思
い
入
れ
を
阻
む
よ
う
な
冷
や
や
か
さ
は
、
具
体
や
ア
ン
フ
ォ
ル

メ
ル
に
あ
っ
て
は
、
か
な
り
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
描
く
行

為
の
直
截
な
る
投
影
も
な
け
れ
ば
、
マ
チ
エ
ー
ル
の
顕
在
化
も
み
ら
れ

な
い
。

　

端
的
に
言
え
ば
、
彼
女
の
画
面
か
ら
は
ペ
イ
ン
タ
リ
ー
な
要
素
が
欠

落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
タ
ブ
ロ
ー
は
行
為

0

0

と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
イ
メ
ー
ジ

0

0

0

0

と
し
て
冷
や
や
か
に
現
前
す
る
（
強
調
は
建
畠
）（8
）。

　

建
畠
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
田
中
の
絵
画
の
平
面
性
、
合
成
樹
脂

エ
ナ
メ
ル
が
作
り
出
す
表
面
の
滑
ら
か
さ
、
落
ち
着
い
た
描
き
の
身
振
り

は
、
具
体
の
絵
画
を
特
徴
づ
け
る
と
さ
れ
る
行
為
に
は
該
当
し
な
い
。
そ

れ
ば
か
り
か
田
中
自
身
、
自
分
は
「
ア
ク
シ
ョ
ン
と
は
反
対
の
こ
と
」
を

目
指
し
て
い
た
と
後
年
語
っ
て
お
り
、
一
般
的
具
体
作
家
と
反
対
の
こ
と

を
目
指
し
て
い
た
よ
う
に
す
ら
見
え
る
の
で
あ
る（

9
）。

　

し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
彼
女
が
時
代
の
流
れ
や
具
体
と
の
交
流
か
ら

全
く
隔
絶
さ
れ
た
道
を
歩
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
田
中
の
作
品
・
絵

画
は
、
初
期
具
体
を
特
徴
づ
け
る
二
つ
の
側
面
で
あ
る
「
物
質
と
行
為
」

の
う
ち
「
行
為
」
を
取
り
入
れ
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
種
々
の
物
質
的
試

み
に
は
積
極
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
田
中
は
、
具
体
の
他
の
作
家
た
ち



図 4　《カレンダー》　1954年頃　38.0×54.0 cm
インク、鉛筆、紙（トレーシングペーパー他）
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と
競
う
よ
う
に
、
多
様
な
紙
類
や
、
新
し
く
市
場
に
出
回
っ
た
塗
料
・
絵

具
の
他
、
木
綿
や
麻
、
ベ
ル
や
電
球
等
様
々
な
既
成
素
材
を
制
作
に
取
り

入
れ
た
。
こ
の
こ
と
と
田
中
の
最
初
期
の
作
品
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
構
成
だ
っ

た
こ
と
は
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る（

10
）。
下
記
に
詳
し
く
述
べ

る
よ
う
に
、
絵
画
面
に
様
々
な
素
材
を
導
入
す
る
術
と
し
て
コ
ラ
ー
ジ
ュ

は
直
接
的
且
つ
拡
張
的
な
手
段
で
あ
り
、
白
髪
や
嶋
本
ら
が
専
心
し
た
ア

ク
シ
ョ
ン
と
具
体
の
物
質
へ
の
関
心
の
別
の
形
の
応
答
と
し
て
再
考
の
余

地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
行
為
を
中
心
に
据
え
た
具
体
論

で
は
網
羅
し
き
れ
な
い
、
別
の
絵
画
と
物
質
の
問
題
と
そ
の
解
決
が
田
中

の
絵
画
ま
で
の
試
み
に
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

2　

絵
画
と
物
質
　―

　

田
中
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
構
成

　

知
ら
れ
て
い
る
限
り
で
最
も
早
い
田
中
敦
子
の
作
品
、《
カ
レ
ン
ダ
ー
》

（
一
九
五
四
）【
図
4
】
は
コ
ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
こ
れ
は
カ
レ
ン
ダ
ー
を

既
成
の
構
造
に
み
た
て
、
船
荷
証
券
や
薄
紙
の
紙
片
を
貼
り
込
ん
だ
平
面

作
品
で
、
各
紙
片
に
は
数
字
や
曜
日
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
切
り
貼
り
に
よ
る
画
面
作
り
は
、
同
じ
く
具
体
メ
ン
バ
ー
だ
っ

た
金
山
明
の
構
成
主
義
的
な
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
触
発
さ
れ
て
始
め
ら
れ
た
と

言
わ
れ
て
お
り
、
田
中
は
こ
の
作
業
を
指
し
て
し
ば
し
ば
「
構
成
」
と
呼

ん
で
い
る（

11
）。
こ
う
し
て
制
作
さ
れ
た
作
品
に
は
、
麻
布
を
貼
り
合
わ
せ

た
《
作
品
》（
一
九
五
四
）
や
、
無
地
の
黄
色
の
木
綿
を
使
用
し
た
《
作

品
》（
一
九
五
四
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
の
ご
く
初
期
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
で

興
味
深
い
の
は
、
田
中
の
作
品
は
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
「
描
く
」
と
い
う

行
為
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
こ
と
だ
。
麻
布
の
《
作
品
》
は
、

細
長
く
裁
断
さ
れ
た
麻
布
を
貼
り
合
わ
せ
た
も
の
で
、
布
の
重
な
り
の
合

間
に
数
字
の
断
片
を
思
わ
せ
る
線
が
見
え
隠
れ
す
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は

布
の
貼
合
わ
せ
に
よ
っ
て
明
白
に
認
識
で
き
る
記
号
を
な
し
て
い
な
い（

12
）。

次
の
黄
木
綿
の
作
品
は
、
端
に
数
カ
所
の
数
セ
ン
チ
の
切
り
込
み
が
入
れ

ら
れ
、
そ
の
両
端
が
わ
ず
か
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
構
造
で
、

文
字
通
り
何
も
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
田
中
は
こ

れ
を
第
八
回
芦
屋
支
展
の
洋
画
部
門
に
提
出
し
、
人
々
を
戸
惑
わ
せ
た
が
、

「
黄
色
い
布
の
小
さ
い
継

目
は
か
す
か
み
た
い
な
こ

と
で
す
が
、
私
し
か
で
き

な
い
つ
ぎ
方
で
、
大
き
い

意
味
で
の
構
成

0

0

」（
強
調

筆
者
）（13
）だ
と
説
明
し
て

い
る
。
さ
ら
に
別
の
と
こ

ろ
で
は
、「
ふ
つ
う
の
絵

を
一
け
た
ふ
み
は
ず
し
た

も
の
」（14
）を
作
り
た
か
っ

た
と
考
え
て
い
た
こ
と
、
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「
未
だ
意
味
が
あ
る
」
と
し
て
唯
一
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
数
字
す
ら
も

描
く
こ
と
も
止
め
、「
割
れ
目
だ
け
の
絵
画
」
を
つ
く
ろ
う
と
考
え
た（

15
）

と
も
述
べ
て
お
り
、
作
家
が
こ
の
作
品
で
既
存
の
条
件
か
ら
意
図
的
に
逸

脱
さ
せ
た
絵
画
を
制
作
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、

切
り
貼
り
に
よ
る
コ
ラ
ー
ジ
ュ
は
少
な
く
と
も
あ
る
一
面
で
は
「
描
く
こ

と
」
に
代
わ
る
新
し
い
絵
画
の
方
法
で
あ
り
、「
描
く
」
と
い
う
行
為
を

脱
し
て
な
お
絵
画
を
主
張
す
る
た
め
の
理
論
的
基
盤
に
も
な
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ン
グ
・
ピ
ン
ク
の
人
絹
（
レ
ー
ヨ
ン
）
を
青
い
同
素
材
で
縁
取
り
し
た
も

の
を
地
上
に
張
り
巡
ら
せ
た
【
図
5
】。
電
気
仕
掛
け
の
ベ
ル
が
使
用
さ

れ
た
の
は
こ
れ
と
同
年
で
、
消
防
署
で
借
り
受
け
た
既
製
品
の
ベ
ル
を
コ

ー
ド
で
接
続
し
、
絵
画
展
の
会
場
に
展
開
し
て
《
作
品
》（
一
九
五
五
）

と
し
た
。
電
気
を
使
用
し
た
先
駆
的
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
本
作
を
金
山

は
、
無
形
の
音
と
い
う
素
材
を
「
構
成
」
し
た
も
の
だ
と
解
説
し
て
い

る（
17
）。
一
見
唐
突
と
も
思
わ
れ
る
布
（
平
面
）
か
ら
電
気
器
具
（
立
体
）

へ
の
移
行
だ
が
、
特
定
の
素
材
を
構
成
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
作
家

　

ま
た
田
中
の
場
合
こ
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
構
成
の
手

法
は
、
素
材
へ
の
関
心
と
表
裏
を
な
し
な
が
ら
、

さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
伝
統
的
絵
画
批
判
に
及
ん
で

い
る
。
材
料
と
方
法
は
田
中
に
と
っ
て
最
初
か
ら

不
可
分
の
問
題
で
あ
っ
た
。
白
髪
の
回
想
に
よ
る

と
、
具
体
加
入
当
初
、「
絵
の
具
で
カ
ン
ヴ
ァ
ス

に
絵
を
描
く
の
は
古
い
」（16
）と
言
っ
て
、
反
物
状

の
白
い
布
に
一
本
の
線
を
引
き
、
そ
れ
を
絵
画
と

し
た
と
い
う
。
手
法
が
簡
略
に
な
り
画
面
が
単
純

化
す
る
に
つ
れ
て
、
田
中
が
用
い
る
素
材
は
次
第

に
奇
抜
な
も
の
に
な
っ
た
。「
真
夏
の
太
陽
に
い

ど
む
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
野
外
実
験
展
」（
一
九
五
五
）

に
お
い
て
田
中
は
、
十
メ
ー
ト
ル
も
の
シ
ョ
ッ
キ
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に
と
っ
て
は
理
に
適
っ
た
発
展
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
こ
こ
ま
で

の
発
展
経
路
と
金
山
の
表
現
に
倣
え
ば
、
翌
年
の
《
電
気
服
》
は
「
光
の

構
成
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
最
初
の
《
電
気
服
》
は
エ
ナ
メ
ル
塗
料
で

鮮
や
か
に
塗
り
分
け
ら
れ
た
電
球
と
管
球
が
直
列
に
繫
ぎ
合
わ
さ
れ
、
モ

ー
タ
ー
に
接
続
し
て
ラ
ン
ダ
ム
に
点
滅
す
る
よ
う
設
定
さ
れ
た
も
の
で
、

作
者
は
「
舞
台
を
使
用
す
る
具
体
美
術
展
」（
一
九
五
七
）
に
て
照
明
を

落
と
し
た
舞
台
で
こ
れ
を
着
用
し
、
電
球
を
点
滅
さ
せ
な
が
ら
を
動
き
回

っ
た
【
図
6
】。

3　

田
中
の
物
質
　―

　

《
カ
レ
ン
ダ
ー
》
か
ら
《
電
気
服
》
ま
で

　

こ
こ
で
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
い
う
技
法
の
発
生
と
絵
画
素
材
の
多
様
化
が

そ
も
そ
も
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
し
た
い
。
一
般

に
コ
ラ
ー
ジ
ュ
は
二
十
世
紀
初
頭
ピ
カ
ソ
や
ブ
ラ
ッ
ク
に
よ
っ
て
「
発

見
」
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
工
業
化
が
進
む
こ
と
よ
っ
て
可
能
に
な

っ
た
機
械
的
複
製
に
対
す
る
認
識
が
人
々
の
生
活
圏
や
芸
術
の
領
域
で
進

み
、
商
品
と
芸
術
の
居
場
所
が
市
場
原
理
の
な
か
で
重
な
る
よ
う
に
な
っ

た
時
期
と
一
致
す
る（

18
）。
ト
マ
ス
・
ク
ロ
ウ
は
著
書
『
コ
モ
ン
・
カ
ル
チ

ャ
ー
と
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
』
で
、
キ
ュ
ビ
ズ
ム
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
的
構
成
の

原
理
が
絵
画
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
、
巨
匠
の
仕
事
と
「
偽
物
」
の
区
別

が
一
層
曖
昧
か
つ
無
意
味
に
な
り
、
絵
画
を
人
工
的
イ
メ
ー
ジ
の
断
片
的

な
消
費
の
形
態
に
変
え
た
と
述
べ
て
い
る
。
ク
ロ
ウ
の
議
論
は
、
資
本
主

義
が
も
た
ら
す
物
質
文
化
と
前
衛
芸
術
の
発
展
が
相
互
依
存
的
な
関
係
に

あ
る
こ
と
を
解
き
明
か
す
も
の
で
あ
り
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
は
そ
の
な
か
で
産

業
文
化
を
画
面
に
取
り
込
む
こ
と
で
絵
画
と
い
う
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
最
重
要

領
域
を
守
り
つ
つ
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
性
も
獲
得
す
る
と
い
う
前
衛
芸

術
の
典
型
例
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る（

19
）。
田
中
の
初
期
活
動
の
変
遷
は
、

コ
ラ
ー
ジ
ュ
が
芸
術
に
招
い
た
こ
の
状
況
と
あ
る
面
で
は
似
通
っ
て
い
る
。

テ
ィ
ア
ン
ポ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
田
中
が
取
り
上
げ
た
素
材
は
端

的
に
言
っ
て
、
戦
後
一
九
五
〇
年
代
に
市
場
に
復
活
し
、
新
し
く
開
発
さ

れ
た
「
現
代
の
物
質
」
で
あ
る
。
田
中
の
作
品
を
初
期
か
ら
順
に
見
渡
せ

ば
、
船
荷
証
券
や
建
築
図
面
の
二
次
利
用
や
、
木
綿
、
麻
、
レ
ー
ヨ
ン
と

い
う
安
価
な
素
材
の
選
択
、
さ
ら
に
「
紙
」
か
ら
「
化
学
繊
維
」、
さ
ら

に
ベ
ル
や
電
球
と
い
っ
た
電
気
製
品
へ
至
る
素
材
の
移
行
は
、
一
九
五
〇

年
代
の
日
本
の
生
産
と
消
費
の
景
況
と
推
移
を
映
し
出
し
て
い
る（

20
）。
ま

た
円
と
線
の
絵
画
に
用
い
ら
れ
た
合
成
樹
脂
エ
ナ
メ
ル
塗
料
も
戦
後
開
発

さ
れ
た
こ
う
し
た
新
素
材
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に

田
中
の
制
作
史
全
体
を
関
連
づ
け
る
上
で
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
コ
ラ
ー

ジ
ュ
構
成
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
・
方
法
が
原
理
的
に
包
含
す
る
機
能
に
よ
っ

て
田
中
は
全
く
多
様
な
素
材
を
同
列
に
扱
い
、
そ
れ
ら
を
絵
画
に
投
入
し

（
紙
類
、
布
、
ベ
ル
）、
最
終
的
は
支
持
体
そ
の
も
の
を
代
替
す
る
（
人
絹
、

電
球
）
こ
と
へ
と
発
展
さ
せ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
田
中
は
既
成
素
材
を
「
物
質
」
に
還
元
す
る
態
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度
に
お
い
て
さ
ら
に
徹
底
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
た
い
。
ピ
カ
ソ
の
コ

ラ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
は
挿
入
さ
れ
る
素
材―

木
目
調
の
壁
紙
や
新
聞
紙

な
ど
生
活
圏
の
物
品―

は
絵
画
の
表
象
内
容
を
示
唆
す
る
記
号
的
な
い

し
象
徴
的
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
田
中
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
で
は
素
材

の
象
徴
性
は
剝
奪
さ
れ
る
。
田
中
の
素
材
の
即
物
的
扱
い
に
つ
い
て
は
、

あ
ま
り
触
れ
ら
れ
な
い
も
の
の
、
吉
原
の
「
具
体
美
術
宣
言
」
に
も
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
「
宣
言
」
は
白
髪
、
嶋
本
の
「
制
作
行
為
」
と
物
質
性

へ
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
田
中
や
山
崎
つ
る
子

の
作
品
に
異
な
る
物
質
性
を
指
摘
し
て
い
る
の
だ
。

諸
種
の
物
質
と
取
り
組
ん
だ
作
品
は
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
に
於
け
る

オ
ブ
ジ
ェ
と
は
題
名
や
意
味
を
嫌
っ
た
点
で
も
そ
の
相
違
が
わ
か
る
と

思
う
が
、
具
体
美
術
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
色
を
塗
っ
て
折
り
ま
げ
た
一
枚
の

鉄
板
で
あ
っ
た
り
（
田
中
敦
子
）、
赤
い
硬
質
ビ
ニ
ー
ル
で
つ
く
っ
た

蚊
帳
の
如
き
形
態
で
あ
っ
た
り
（
山
崎
つ
る
子
）
し
た
。
あ
く
ま
で
こ

れ
等
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
物
質
の
特
性
と
そ
の
色
や
形
に
よ
る
訴
え
に
す
ぎ

な
か
っ
た（

21
）。

　

吉
原
は
多
様
な
物
質
が
多
様
な
技
術
を
生
み
出
す
と
い
う
考
え
の
も
と
、

田
中
の
作
品
に
お
け
る
素
材
が
「
い
か
な
る
意
味
も
想
起
さ
せ
な
い
色
彩

や
形
態
そ
の
も
の
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
た
。
そ
の

即
物
性
が
持
つ
批
評
性
の
一
つ
が
、
加
藤
も
指
摘
し
た
伝
統
的
美
に
対
す

る
強
い
反
発
で
あ
る（

22
）。
例
え
ば
前
述
の
黄
色
い
木
綿
に
つ
い
て
田
中
は
、

そ
の
前
作
で
用
い
た
麻
が
素
朴
さ
や
審
美
性
を
見
い
だ
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
を
避
け
る
た
め
に
「
い
や
ら
し
い
色
」
を
選
ん
だ
と
言
い
、
そ
の
次
の

作
品
で
あ
る
ピ
ン
ク
の
人
絹
の
作
品
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
明
確
な
言

葉
を
残
し
て
い
る
。

私
の
作
品
は
安
定
し
た
美
し
さ
を
破
り
た
か
っ
た
の
で
す
。
約
廿
畳
敷

の
桃
色
の
布
は
も
っ
と
も
嫌
い
な
色
を
使
お
う
と
大
阪
中
を
探
し
回
っ

て
や
っ
と
買
っ
た
人
絹
で
す
。
こ
れ
を
大
地
に
敷
き
詰
め
て
太
陽
に
反

射
す
る
異
様
な
輝
き
に
こ
れ
ま
で
の
芸
術
的
と
い
う
外
面
を
破
り
た
か

っ
た
の
で
す（

23
）。

　

戦
後
復
興
期
の
当
時
、
化
学
繊
維
は
天
然
素
材
の
代
用
品
で
あ
り
、
資

本
主
義
後
期
に
見
い
だ
さ
れ
た
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
特
有
の
魅
力
を
感
じ

る
価
値
観
は
未
だ
な
い
と
い
っ
て
い
い
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
「
布
」
は
、

人
工
性
、
質
の
悪
さ
、
悪
趣
味
と
い
っ
た
芸
術
性
と
相
容
れ
な
い
性
質
を

示
す
と
と
も
に
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
地
と
い
っ
た
伝
統
的
「
素
材
」
が
持
つ
文

化
的
象
徴
性
や
意
味
を
纏
わ
な
い
「
物
質
」
と
し
て
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
物
質
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
別
の
面
か
ら
見
て
も
、
具
体
の
ア
ク
シ

ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
見
ら
れ
る
物
質
と
意
義
深
い
対
照
性
を
成
す
。
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白
髪
や
嶋
本
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
解
釈
す
る
吉
原
や
今
日
の
批
評
家
に
と

っ
て
、
物
質
性
と
は
最
終
的
な
作
品
上
で
制
作
の
行
為
を
反
映
す
る
媒
体

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
田
中
の
作
品
で
は
、
物
質
は
支
持
体
で
も
媒
体

で
も
な
く
、
表
意
的
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ

ろ
う
。
こ
う
し
た
「
新
し
い
物
質
」
に
つ
い
て
の
最
大
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
が

《
電
気
服
》
で
あ
る
の
は
疑
い
得
な
い
。
田
中
は
《
電
気
服
》
に
つ
い
て
、

「
人
間
感
情
を
一
さ
い
排
除
し
て
〝
物
〞
自
体
の
美
し
さ
を
作
り
出
す
こ

と
」（24
）が
目
的
で
あ
る
と
し
、「
制
作
中
最
も
興
味
深
く
思
う
の
は
電
球
を

点
滅
さ
せ
る
事
で
、
モ
ー
タ
ー
で
点
滅
器
を
回
転
さ
せ
る
と
、
自
分
の
セ

ッ
ト
し
た
電
球
が
人
間
の
手
で
造
ら
れ
な
い
様
な
異
常
な
美
し
さ
を
見
せ

て
く
れ
る
事
で
あ
る
」
と
感
嘆
を
述
べ
て
い
る（

25
）。
こ
の
《
電
気
服
》
に

み
る
「
異
常
な
美
し
さ
」
と
人
絹
の
「
異
様
な
輝
き
」
は
、
素
材
に
対
す

る
こ
の
作
家
独
特
の
関
心
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
つ
は
作
者
の
手
の
介
在

な
し
に
物
質
が
備
え
る
性
質
へ
の
関
心
、
も
う
一
つ
は
こ
う
し
た
化
学
繊

維
や
電
気
製
品
が
も
た
ら
す
実
体
性
を
超
え
た
非
物
質
的
現
象
へ
の
関
心

で
あ
る
。

　

度
々
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、《
電
気
服
》
は
彼
女
が
大
阪
駅
の
ホ
ー
ム

か
ら
見
た
広
告
の
ネ
オ
ン
が
着
想
源
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
田
中
が
目

を
留
め
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
ネ
オ
ン
の
光
そ
れ
自
体
で
あ
っ
た
こ
と
に
注

意
し
た
い（

26
）。
作
者
自
身
は
電
球
の
光
に
戦
後
復
興
や
都
市
化
な
ど
の
歴

史
・
社
会
的
意
味
を
見
て
と
ろ
う
と
す
る
比
喩
的
な
解
釈
も
否
定
し
て
き

た（
27
）。
大
量
生
産
品
や
消
費
文
化
か
ら
の
引
用
は
、
田
中
の
作
品
を
日
常

性
と
関
連
づ
け
る
見
方
を
導
き
が
ち
だ
が
、
田
中
が
求
め
た
物
質
性
と
は

そ
こ
か
ら
む
し
ろ
逸
脱
す
る
よ
う
な
新
し
い
物
質
の
経
験
で
は
な
か
っ
た

か
。
田
中
が
感
じ
た
「
い
や
ら
し
さ
」
あ
る
い
は
「
異
様
さ
」
に
注
目
す

る
な
ら
ば
、
大
量
の
木
綿
の
黄
色
、
レ
ー
ヨ
ン
の
人
工
的
な
表
面
が
反
射

す
る
色
や
《
電
気
服
》
の
電
気
の
自
動
明
滅
は
、
日
常
の
生
活
圏
に
現
れ

る
「
非
日
常
的
」
な
感
覚
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ

う
。
そ
の
際
問
題
に
な
る
の
は
化
学
繊
維
の
可
能
性
で
も
、
電
球
や
管
球
、

あ
る
い
は
ベ
ル
を
利
用
す
る
こ
と
の
技
術
的
な
意
義
で
も
な
く
、
そ
う
し

た
物
理
的
現
実
が
消
去
さ
れ
た
「
現
象
」
と
し
て
の
作
品
の
効
果
で
あ
る
。

大
地
に
広
げ
ら
れ
た
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
・
ピ
ン
ク
や
暗
闇
で
明
滅
す
る
電
球

は
、
現
実
味
を
欠
く
様
相
と
し
て
立
ち
現
れ
た
に
違
い
な
い
。
彼
女
に
と

っ
て
の
、
一
九
五
〇
年
代
当
時
の
新
し
い
物
質
と
は
、
こ
う
し
た
新
た
な

知
覚
性
を
可
能
に
す
る
素
材
で
あ
り
、
田
中
の
独
自
性
は
、
こ
う
し
た
非

実
体
的
な
素
材
を
「
物
」
と
捉
え
て
作
品
中
に
代
入
す
る
着
想
に
あ
る
と

も
言
え
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
一
見
突
飛
と
も
思
わ
れ
る
発
想
こ
そ
が
、

コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
包
括
的
な
原
理
に
触
発
さ
れ
た
田
中
の
独
自
の
物
質
観
に

依
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
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3　

円
と
線
の
絵
画
へ

1　
《
電
気
服
》
　―

　

絵
画
と
コ
ラ
ー
ジ
ュ

　

こ
こ
ま
で
田
中
の
初
期
作
品
が
、
絵
画
を
物
質
レ
ベ
ル
で
更
新
し
、
新

た
な
知
覚
経
験
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
見
て
き

た
。
田
中
の
作
品
は
既
存
の
絵
画
観
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
、《
電
気
服
》

に
至
っ
て
は
現
在
の
認
識
で
も
絵
画
だ
と
捉
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

し
か
し
こ
こ
で
注
意
を
向
け
て
お
き
た
い
の
が
、
田
中
の
作
品
は
、
様
々

な
点
で
絵
画
の
規
範
を
逸
脱
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
品
の
展
示

状
況
に
お
い
て
「
絵
画
」
と
い
う
形
式
や
概
念
自
体
を
完
全
に
離
脱
し
た

わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
点
だ
。
コ
ラ
ー
ジ
ュ
か
ら
《
電
気
服
》
ま

で
の
作
品
は
、
反
絵
画
的
志
向
性
を
持
ち
な
が
ら
、
矩
形
性
、
平
面
性
や

正
面
性
、
図
と
地
な
ど
い
ず
れ
か
の
絵
画
的
条
件
や
展
示
の
規
則
に
依
存

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る（

28
）。
例
え
ば
、「
描
か
れ
て
い
な
い
」

最
初
の
作
品
で
あ
る
黄
色
の
布
が
「
洋
画
部
門
」
に
出
品
さ
れ
た
こ
と
は

述
べ
た
が
、
布
は
会
場
の
壁
に
垂
直
に
張
ら
れ
る
こ
と
で
平
面
性
と
矩
形

性
と
い
う
絵
画
の
前
提
に
応
じ
る
。
絵
画
か
ら
最
も
隔
た
っ
た
よ
う
に
見

え
る
《
電
気
服
》
で
す
ら
、
舞
台
か
ら
下
り
れ
ば
極
め
て
絵
画
的
な
状
態

に
置
か
れ
る
。
第
三
回
具
体
作
品
展
で
展
示
さ
れ
た
三
体
の
《
電
気
服
》

は
垂
直
に
壁
を
背
に
広
げ
て
貼
り
付
け
ら
れ
、
観
客
に
向
け
て
正
面
性
を

備
え
て
い
る
【
図
7
】。
ラ
バ
ー
ス
ー
ツ
の
上
に
散
る
、
無
数
の
彩
色
さ

れ
た
電
球
の
光
は
地
と
図
の
関
係
を
作
り
だ
し
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
的
構
造
と

絵
画
的
視
覚
性
の
両
方
を
満
た
し
て
い
る
。

　

作
品
が
備
え
る
こ
う
し
た
条
件
は
、
田
中
が
自
分
の
作
品
を
全
て
絵
画

と
意
識
し
て
い
た
と
い
う
発
言
を
裏
付
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

外
部
物
質
を
移
入
し
て
絵
画
を
異
な
る
物
質
・
空
間
的
位
相
へ
更
新
す
る

こ
と
、
逆
に
外
部
を
絵
画
に
含
有
し
て
絵
画
化
す
る
こ
と
も
、
コ
ラ
ー
ジ

ュ
に
固
有
の
両
面
性
で
あ
る（

29
）。
し
か
し
こ
の
相
反
す
る
二
面
性
に
お
い

て
、《
電
気
服
》
は
田
中
の
物
質
と
絵
画
の
実
験
の
集
大
成
で
あ
る
と
同

時
に
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
《
電

気
服
》
の
後
、
田
中
が
円
と
線
の
絵
画
を
発
展
さ
せ
て
い
た
の
と
同
時
期

に
、
制
作
さ
れ
て
い
た
「
電
気
絵
画
」（
一
九
五
七
）【
図
8
】
と
呼
ば
れ

る
作
品
群
の
あ
る
意
味
で
の
「
失
敗
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ

の
作
品
は
、《
電
気
服
》
を
解
い
て
大
判
の
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
に
広
げ
て

貼
り
付
け
た
作
品
で
あ
り
、
技
法
上
は
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
呼
ん
で
良
い
。
一

九
五
七
年
の
第
三
回
具
体
美
術
展
に
出
品
さ
れ
た
こ
の
作
品
の
展
示
風
景

を
み
る
と
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。
電
球
が
点

灯
し
、
背
後
の
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
と
描
か
れ
て
い
る
円
と
線
、
複
雑
に
絡

み
合
っ
た
コ
ー
ド
と
電
球
が
照
ら
し
出
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の

物
質
的
な
差
異
が
露
呈
す
る
。
電
球
の
光
は
背
後
の
「
描
か
れ
た
」
円
と

線
か
ら
物
理
的
に
も
視
覚
的
に
も
浮
き
あ
が
り
、
コ
ー
ド
と
と
も
に
作
品

の
一
部
と
い
う
よ
り
も
技
術
的
仕
掛
け
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、



図 7　《電気服》　展示風景（現存せず）　1957年 4月

図 8　《作品》（「電気絵画」）第 4回具体美術展
風景　1957年 10月
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数
十
キ
ロ
に
も
な
る
と
言
わ
れ
る
電
球
と
コ
ー
ド
の
連
な
り
は
垂
直
に
吊

さ
れ
て
重
く
垂
れ
下
が
り
、
電
球
の
光
の
軽
や
か
さ
と
は
裏
腹
に
そ
の
物

質
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。「
電
気
絵
画
」
は
、
暗
闇
の
な
か
の
《
電
気

服
》
の
光
と
色
の
軽
や
か
な
浮
遊
感
に
比
べ
る
と
、
あ
ま
り
に
も
物
質
的

現
実
が
歴
然
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
コ
ラ
ー
ジ
ュ
が
併
せ

持
つ
絵
画
的
平
面
性
と
彫
刻
的
実
体
性
が
、
統
合
で
は
な
く
矛
盾
と
し
て

現
れ
た
例
だ
と
言
え
る
。
こ
の
「
電
気
絵
画
」
は
、
理
論
的
に
は
平
面
性
、

矩
形
性
、
展
示
方
法
に
お
い
て
《
電
気
服
》
よ
り
「
絵
画
的
」
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
絵
画
的
現
象
と
物
質
的
事
実
と
が
こ
れ
ま
で
の
ど
の
作

品
よ
り
も
隔
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、《
作
品
（
ベ
ル
）》
や
ピ
ン
ク

の
人
絹
の
布
、《
電
気
服
》
に
共
通
す
る
、
物
質
的
条
件
か
ら
自
立
し
た

音
、
色
、
光
の
知
覚
経
験
は
現
れ
な
い
。

　

作
者
で
あ
る
田
中
は
こ
の
作
品
を
「
好
き
で
は
な
か
っ
た
」
と
度
々
述

べ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
作
品
で
「
電
気
、
行
き
詰
ま
っ
た
わ
」
と
感
じ
た

と
い
う（

30
）。
そ
の
詳
細
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、「
電
気
絵
画
」

は
田
中
の
期
待
と
異
な
る
光
景
を
作
り
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
素
材
を
置
き

換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
絵
画
を
更
新
す
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
田
中
の
作
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品
に
一
貫
し
た
方
向
性
だ
と
す
る
な
ら
ば
、《
電
気
服
》
と
「
電
気
絵
画
」

は
そ
の
限
界
を
示
し
て
い
る
。
田
中
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
構
成
は
、
絵
画
と
彫

刻
、
平
面
と
立
体
、
二
次
元
と
三
次
元
空
間
を
往
復
し
、
そ
の
接
続
点
を

探
る
と
同
時
に
物
質
文
化
の
中
で
絵
画
的
危
機
を
自
ら
演
出
す
る
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
が
目
指
し
て
い
た
も
の
が
「
電
気
絵
画
」
で
み

ら
れ
た
よ
う
な
、
素
材
の
物
質
性
の
過
剰
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。
事
実
「
電
気
絵
画
」
の
シ
リ
ー
ズ
は
そ
の
後
続
い
て
制
作
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
、
素
材
を
直
接
コ
ラ
ー
ジ
ュ
構
成
す
る
と
い
う
馴
染
み

の
方
法
は
こ
こ
で
見
限
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、《
電
気
服
》
の
後
、
絵

具
に
よ
る
絵
画
だ
け
で
は
な
く
「
電
気
絵
画
」
の
よ
う
な
直
接
的
コ
ラ
ー

ジ
ュ
が
試
さ
れ
て
な
お
絵
具
で
描
く
こ
と
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
、
田
中
の

円
と
線
の
絵
画
を
理
解
す
る
上
で
実
は
重
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

2　

コ
ラ
ー
ジ
ュ
的
絵
画

　

初
め
て
東
京
で
行
わ
れ
た
南
画
廊
で
の
個
展
（
一
九
六
三
）
で
、
田
中

は
配
線
図
を
も
と
に
し
た
「
素
描
」
と
呼
ば
れ
る
ク
レ
ヨ
ン
や
水
彩
、
イ

ン
ク
の
作
品
と
、
そ
の
後
継
続
し
て
使
用
さ
れ
る
合
成
エ
ナ
メ
ル
樹
脂
塗

料
に
よ
る
絵
画
を
十
点
以
上
展
示
し
た
。
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
円
と

線
の
絵
画
は
、《
電
気
服
》
の
配
線
図
を
利
用
し
て
、《
電
気
服
》
と
「
同

時
に
」
は
じ
め
ら
れ
た
と
作
者
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。《
電
気
服
》

と
の
同
時
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
絵
画
が
《
電
気
服
》
の
「
描

写
」
で
は
な
い
こ
と
、
配
線
図
か
ら
絵
画
へ
発
展
さ
せ
る
と
い
う
着
想
自

体
を
重
視
す
る
こ
と
へ
の
期
待
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
こ
の

個
展
に
寄
せ
た
批
評
で
高
階
秀
爾
は
「
実
用
的
な
配
線
図
を
無
用
な
絵
画

的
世
界
に
ま
で
転
化
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
者
の
特
異
な
個
性
が
は

た
ら
い
て
い
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
だ
が
、
他
方
で
そ
の
手
法
に
は
懐

疑
的
な
意
見
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
高
階
は
続
け
て
「
そ
の
転
化
は
あ
ま

り
に
直
接
的
で
あ
る
」
と
し
、「
線
は
あ
ま
り
に
も
円
を
結
び
つ
け
る
だ

け
で
あ
り
、
円
は
あ
ま
り
に
も
色
を
担
う
だ
け
な
の
だ
。
そ
の
線
と
色
の

間
に
点
滅
し
て
い
る
作
者
の
生
命
を
い
か
に
育
て
上
げ
て
い
く
か
が
今
後

の
課
題
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る（

31
）。
翌
年
、
日
向

あ
き
子
も
「
立
体
作
品
を
そ
の
ま
ま
平
面
作
品
に
移
行
さ
せ
た
時
の
手
続

き
」
を
「
安
易
さ
」
と
み
な
す
批
評
を
著
し
て
お
り
、
田
中
の
絵
画
的
ア

プ
ロ
ー
チ
は
、
造
形
上
の
創
造
性
の
無
さ
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く

な
か
っ
た（

32
）。

　

折
し
も
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
風
の
質
感
の
強
い
画
面
や
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ

イ
ン
テ
ィ
ン
グ
な
ど
表
面
の
複
雑
さ
が
絵
画
で
主
流
に
な
っ
て
い
る
時
代

だ
っ
た
。
メ
ア
リ
ー
・
ケ
リ
ー
は
一
九
八
〇
年
代
に
、
二
十
世
紀
の
芸
術

で
は
、
機
械
的
複
製
に
は
不
可
能
な
要
素
と
し
て
画
家
に
よ
る
「
制
作
行

為
」
が
特
別
に
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
戦
後
抽
象
表
現
の
発

達
で
形
態
や
色
の
意
味
が
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
に
な
る
と
こ
の
傾

向
が
一
層
強
く
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
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グ
の
流
行
を
人
間
主
義
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る（

33
）。
文
化
の
産
業
化

の
時
代
に
お
い
て
、「
描
か
れ
た
跡
」
は
人
間
的
行
為
、
作
家
の
主
体
性
、

ひ
い
て
は
人
間
主
義
や
芸
術
そ
の
も
の
を
保
証
す
る
重
要
な
指
標
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
指
標
を
む
し
ろ
消
し
去
る
よ
う
な
田
中
の
操
作

が
同
時
代
の
抽
象
絵
画
に
期
待
さ
れ
た
要
素
を
い
か
に
裏
切
り
、
そ
の
結

果
当
時
の
絵
画
状
況
の
な
か
で
田
中
の
絵
画
が
ど
れ
ほ
ど
一
般
的
な
解
釈

の
文
脈
か
ら
逸
れ
て
い
た
が
か
が
理
解
さ
れ
る
。

　

し
か
し
逆
に
、
田
中
の
こ
の
特
徴
を
逆
手
に
と
っ
た
批
評
も
あ
る
。
ヨ

シ
ダ
・
ヨ
シ
エ
は
同
じ
個
展
に
際
し
、
田
中
の
作
品
に
は
「〈
人
間
〉
は

不
在
で
あ
る
」
と
し
て
、「
人
間
の
本
源
」
や
「
存
在
」
を
表
す
他
の
現

代
絵
画
と
の
違
い
を
際
だ
た
せ
た（

34
）。
続
け
て
ヨ
シ
ダ
は
、「
空
間
に
お

け
る
音
や
光
の
作
用
の
よ
う
に
、
ぶ
つ
か
り
あ
い
、
も
つ
れ
あ
う
色
と
形

の
喧
噪
な
美
学
を
発
明
し
た
」
と
述
べ
、
田
中
の
絵
画
の
単
純
な
造
形
性

よ
り
も
、
そ
の
空
間
が
織
り
成
す
複
雑
な
視
覚
的
効
果
に
注
目
し
て
い
る
。

ま
た
同
じ
く
、
こ
の
展
覧
会
の
立
案
者
で
も
あ
っ
た
東
野
芳
明
も
円
と
線

の
動
的
要
素
に
着
目
す
る
。

こ
の
色
電
球
の
乱
舞
は
、
舞
台
の
衣
装
に
も
使
わ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の

作
品
の
配
線
図
が
し
だ
い
に
デ
ッ
サ
ン
と
な
り
、
や
が
て
、
現
在
の
円

の
乱
舞
す
る
タ
ブ
ロ
ー
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
の
円
は
、
連
鎖
的

な
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
象
徴
で
あ
り
、
強
烈
な
ア
ク
シ
ョ
ン
と
整
斉
な

フ
ォ
ル
ム
と
が
激
突
し
、
は
じ
き
あ
う
運
動
の
軌
跡
と
い
っ
て
よ
い（

35
）

　

こ
こ
で
は
「
ア
ク
シ
ョ
ン
」
と
は
、
作
家
の
行
為
で
は
な
く
、
画
面
上

に
出
現
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
指
し
て
い
る
。
絵
画
に
お
け
る
現
象
上
の

機
微
に
焦
点
を
当
て
る
二
者
の
批
評
は
、
円
と
線
の
絵
画
と
《
電
気
服
》

の
観
賞
経
験
上
の
共
通
性
を
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
し
な
い
ま
で
も

示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
に
鑑
み
る
と
円
と
線
の
絵
画
で
は
、「
電
気
絵
画
」



図 10　《作品》（たが）　1963年
194.0×131.5 cm　合成エナメル樹脂、
キャンバス

図 11　《作品》（たが）（細部）
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で
は
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
平
面
へ
物
理
的
に
電
球
を
貼
り
付
け

る
と
い
う
方
法
で
は
為
し
得
な
か
っ
た
、
光
と
色
の
展
開
が
実
現
さ
れ
て

い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

円
と
線
の
絵
画
は
事
前
に
大
ま
か
な
構
図
が
決
定
さ
れ
、
田
中
は
下
書

き
を
見
な
が
ら
床
に
敷
か
れ
た
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
大
小
の
円
を
描
き
込
む
。

円
と
線
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
鮮
烈
な
色
彩
は
工
業
用
の
塗
料
で
、

作
家
が
混
色
し
て
調
整
す
る
こ
と
は
な
く
、
規
格
に
従
っ
て
つ
く
ら
れ
る

既
製
品
が
利
用
さ
れ
る（

36
）。
先
に
円
周
が
縁
取
ら
れ
た
円
に
、
そ
の
絵
具

が
濃
淡
の
ム
ラ
が
無
く
な
る
ま
で
は
け
で
塗
り
重
ね
ら
れ
、
切
り
抜
か
れ

た
色
紙
の
断
片
の
よ
う
に
空
白
の
背
景
か
ら
く
っ
き
り
と
映
え
る
。
線
に

は
筆
は
用
い
ら
れ
ず
ス
ポ
イ
ト
の
先
で
引
か
れ
、
塗
料
が
線
状
に
溜
ま
っ

て
、
ビ
ニ
ー
ル
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
コ
ー
ド
の
よ
う
に
画
面
上
に
形
を

成
し
て
い
る
。
制
作
中
の
作
者
を
記
録
し
た
映
像
を
見
る
と
、
田
中
の
求

め
る
表
現
は
絵
具
の
量
の
繊
細
な
調
整
や
表
現
的
に
な
ら
な
い
よ
う
な
気

遣
い
を
要
求
す
る
た
め
、
身
体
的
動
き
が
非
常
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
見
て
取
れ
る
【
図
9
】。
滑
ら
か
な
エ
ナ
メ
ル
素
材
は
抵
抗
感
が
な
い

た
め
に
画
材
と
身
体
の
物
理
的
な
関
わ
り
は
極
め
て
薄
い
。
田
中
は
塗
料

の
缶
に
直
接
筆
を
浸
し
て
絵
具
を
画
面
に
移
し
替
え
る
よ
う
に
描
く
が
、

金
山
は
こ
う
し
た
制
作
の
様
子
を
「
田
植
え
」
に
喩
え
て
い
る（

37
）。
絵
具

の
缶
と
画
面
と
を
往
復
し
、
既
成
塗
料
を
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
移
動
さ
せ
る
動

作
は
、
描
く
と
い
う
よ
り
も
色
彩
を
画
面
に
配
す
る
と
い
う
作
業
に
近
い
。

円
と
線
の
絵
画
に
は
、
こ
う
し
た
人
工
的
な
絵
画
表
面
の
形
成
と
機
械
的

と
も
言
え
る
制
作
過
程
と
の
両
面
で
、
田
中
の
初
期
コ
ラ
ー
ジ
ュ
構
成
の

試
み
と
似
通
っ
た
特
質
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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円
と
線
の
絵
画
は
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
次
第
に
規
模
を
大
き
く
し
、

画
面
構
造
は
よ
り
複
雑
に
な
っ
て
い
っ
た
。
一
重
だ
っ
た
円
は
複
数
の
色

彩
か
ら
成
る
同
心
円
状
の
円
と
し
て
数
を
増
や
し
、
線
も
重
層
的
に
錯
綜

す
る
よ
う
に
な
る
【
図
10
】。
線
は
束
に
な
る
と
一
層
重
み
を
増
し
、
視

線
を
導
く
ア
ク
セ
ン
ト
と
な
っ
て
構
造
の
動
き
を
助
長
す
る
。「
電
気
絵

画
」
で
は
重
く
垂
れ
下
が
っ
て
い
た
電
球
は
、
色
と
り
ど
り
の
円
と
な
っ

て
重
力
の
制
約
の
な
い
空
間
の
な
か
で
暗
闇
の
な
か
に
出
現
し
明
滅
す
る

光
の
よ
う
に
揺
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
加
藤
が
言
う
よ
う
に
光
を
反
射

す
る
エ
ナ
メ
ル
の
円
形
は
、
平
坦
で
滑
ら
か
な
表
面
的
光
沢
ゆ
え
に
電
球

の
「
光
を
描
写
す
る
と
い
う
よ
り
も
」（38
）、
即
物
的
に
置
き
換
え
て
い
る

よ
う
に
現
れ
る
【
図
11
】。
こ
の
視
覚
的
現
象
は
光
沢
を
伴
う
平
面
性
が

強
調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
強
化
さ
れ
、
観
客
の
視
線
は
破
綻
の
な
い
表

面
と
反
射
す
る
色
と
光
の
氾
濫
の
間
を
行
き
来
す
る
。
そ
こ
に
見
え
る
の

は
、
徹
底
し
て
絵
画
の
平
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
少
し
手
前

に
浮
か
び
上
が
っ
て
見
え
る
現
象
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
円
と

線
の
絵
画
に
お
け
る
色
と
動
き
の
刺
激
は
、「
電
気
絵
画
」
で
垂
れ
下
が

る
電
球
よ
り
は
、
暗
闇
で
明
滅
す
る
《
電
気
服
》
の
経
験
に
そ
の
知
覚
経

験
に
お
い
て
よ
り
近
づ
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
絡
み
合
う
円
と
線
は
空

白
を
背
景
に
重
力
の
な
い
画
面
空
間
に
出
現
し
、
相
互
に
接
続
さ
れ
る
い

く
つ
も
の
電
球
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
延
々
と
循
環
さ
せ
、
そ
の
連
鎖
の
な
か

で
完
結
す
る
。
か
く
し
て
円
と
線
の
絵
画
は
、
強
烈
な
視
覚
的
刺
激
と
滑

ら
か
な
表
面
、
無
機
的
と
も
有
機
的
と
も
言
え
る
形
態
、
交
錯
す
る
線
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
慎
重
な
筆
跡
な
ど
、
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ

の
言
説
で
は
矛
盾
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
諸
特
徴
が
同
時
に
見
い
だ
さ
れ
る
、

ユ
ニ
ー
ク
な
表
現
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

4　

む
す
び

　

田
中
の
絵
画
は
明
ら
か
に
、
具
体
の
理
念
、
さ
ら
に
は
戦
後
の
世
界
的

な
絵
画
へ
の
傾
倒
の
流
れ
に
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
寄
り
添
っ
て
い
る
。

田
中
の
絵
画
に
も
見
ら
れ
る
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
や
、
新
し
い
素
材
の
研

究
、
机
や
床
に
置
か
れ
る
カ
ン
ヴ
ァ
ス
、
そ
し
て
あ
る
種
の
絵
画
至
上
主

義
は
み
な
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
に
世
界
各
地
で
拡
大
し
て
い
っ
た
抽

象
絵
画
の
新
し
い
あ
り
方
で
あ
る
。「
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
」

や
「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
」
は
そ
う
し
た
戦
後
絵
画
の
一
部
を
定
義
す
る
枠

組
み
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
状
況
の
全
て
を
語
っ
て
は
く
れ
な
い
。
以
上

の
よ
う
に
複
雑
な
経
緯
を
持
つ
田
中
の
作
品
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
枠

で
は
捉
え
き
れ
ず
、
と
き
に
は
非
統
一
的
に
す
ら
見
え
る
。

　

し
か
し
田
中
の
初
期
の
作
品
か
ら
絵
画
ま
で
を
通
し
て
み
る
こ
と
に
よ

っ
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
田
中
が
興
味
を
持
っ
て
い
た
「
現
代
の
物
質
」

の
経
験
が
、「
絵
画
」
や
「
彫
刻
」
と
い
っ
た
既
存
の
芸
術
メ
デ
ィ
ア
の

前
提
を
既
に
超
え
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
作
家
が
一
般
的
に
思
わ
れ
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て
い
る
よ
う
に
、
彫
刻
や
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
な
作
品
を
断
念
し
て

絵
画
に
「
戻
っ
た
」
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
物
質
の
探
索
と
、
コ
ラ
ー

ジ
ュ
構
成
と
い
う
手
法
を
、
そ
の
限
界
を
見
極
め
た
上
で
統
合
す
る
た
め

に
、
新
た
な
絵
画
の
方
法
を
編
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
円
と
線

の
絵
画
は
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
当
時
の
日
本
で
議
論
さ
れ
て
い

た
絵
画
と
物
質
、
及
び
人
間
と
物
質
の
関
係
に
対
す
る
、
こ
の
作
家
か
ら

の
応
答
で
あ
り
、
一
九
五
〇
年
代
の
絵
画
論
で
は
別
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
、
絵
画
の
物
質
性
の
再
考
と
絵
画
的
視
覚
性
の
両

方
を
兼
ね
備
え
る
野
心
的
な
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

田
中
は
後
年
、
自
身
の
芸
術
観
に
つ
い
て
、
現
代
の
科
学
技
術
や
医
療

の
進
歩
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
芸
術
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
繰
り

返
し
語
っ
て
い
る（

39
）。
科
学
の
進
歩
と
芸
術
へ
の
憧
憬
は
、
急
激
に
産
業

化
す
る
戦
後
の
現
代
文
化
と
戦
前
の
芸
術
の
伝
統
の
回
復
を
同
時
に
求
め

る
一
九
五
〇
年
代
に
特
有
の
芸
術
的
環
境
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
の
後
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
日
本
の
前
衛
美
術
は
反
芸
術
の
時

代
に
入
り
、
絵
画
は
し
ば
し
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
絵
画
を
巡
る
環

境
の
転
換
点
と
も
言
え
る
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の

こ
の
時
代
、
円
と
線
の
絵
画
の
よ
う
な
「
異
な
っ
た
」
試
み
を
し
た
の
は

お
そ
ら
く
田
中
敦
子
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
円
と
線
の
絵
画
の
こ
う
し

た
見
直
し
は
、「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
の
下
に
一
括
さ
れ
る
戦
後
日

本
の
絵
画
の
な
か
に
、
再
考
を
待
た
れ
る
作
家
、
作
品
、
試
み
が
未
だ
多

く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

（
1
）「
世
界
現
代
芸
術
」
展
（
一
九
五
七
年
、
大
阪
）、「
新
し
い
絵
画
世
界
展

―

ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
と
具
体
」（
一
九
五
八
年
、
大
阪
）、「
構
造
と
様
式
」

展
（
一
九
六
二
年
、
ト
リ
ノ
）、「
日
本
の
新
し
い
絵
画
と
彫
刻
」
展
（
一

九
六
五
年
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）
他
。

（
2
）
例
え
ば
、M

ing 
T
iam

po

に
よ
る
公
開
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー“A

tsuko 
T
anaka Interview

 by M
ing T

iam
po w

ith A
kira K

anayam
a”, 

Electrifying A
rt A

tsuko T
anaka 1954-1968 at Belkin A

rt Gal-
lery, Jan 22, 2005, unpublished.

（
3
）
加
藤
瑞
穂
「
境
界
の
探
索
」、『
田
中
敦
子

：

未
知
の
美
の
探
求 

1954-
2000

』（
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
）、
芦
屋
市
立
美
術
博
物
館
、
静
岡
県
立
美
術

館
、
二
〇
〇
一
年
、
六―

一
三
頁
、
加
藤
「
田
中
敦
子
は
い
か
に
批
評
さ

れ
た
か
」、『
研
究
紀
要
』
第
一
号
、
芦
屋
市
立
美
術
博
物
館
、
二
〇
〇
九

註
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年
、
一
三―

二
四
頁
他
。

（
4
）M

ing T
iam

po, “Electrifying Painting”, A
tsuko T

anaka: E
lectri-

fying A
rt 1954-1968, T

he M
orris and H

elen Belkin A
rt Gal-

lery and the Grey A
rt Gallery, 2004, pp.63-77

他.

（
5
）
尾
崎
信
一
郎
「
具
体
美
術
協
会
再
考
③
」、『A

&
C

』
第
三
号
、
一
九
八

七
年
一
一
月
、
四
二―

四
八
頁
、
尾
崎
、「
具
体
美
術
協
会
再
考
④
」、

『A
&
C

』
第
三
号
、
一
九
八
八
年
一
月
、
三
六―

四
三
頁
。

（
6
）
吉
原
が
「
具
体
美
術
宣
言
」
を
発
表
し
た
時
点
で
は
抽
象
絵
画
に
お
け
る

「
物
質
」
の
観
点
は
他
で
は
ま
だ
指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
加

藤
「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
受
容
の
観
点
か
ら
見
た
吉
原
治
良
の
『
具
体
美
術

宣
言
』」、『
吉
原
治
良
研
究
論
集
』、
吉
原
治
良
研
究
会
、
二
〇
〇
九
年
、

五
五―

六
七
頁
（
六
一
頁
）。

（
7
）
建
畠
と
尾
崎
は
一
九
八
〇
年
代
半
以
降
前
後
し
て
具
体
研
究
を
ま
と
め
、

こ
の
グ
ル
ー
プ
の
再
評
価
に
先
鞭
を
付
け
た
。
建
畠
晢
「
生
成
す
る
タ
ブ

ロ
ー
、
具
体
美
術
協
会
の
一
九
五
〇
年
代
」、『
絵
画
の
嵐
』（
展
覧
会
カ

タ
ロ
グ
）、
国
立
国
際
美
術
館
、
一
九
八
五
年
、
一
四―
一
九
頁
。
尾
崎

「
具
体　

絵
画
へ
い
た
る
ア
ク
シ
ョ
ン
」、『
具
体
資
料
集
　―

　

ド
キ
ュ
メ

ン
ト
具
体
一
九
五
四―

一
九
七
二
』、
芦
屋
市
立
美
術
博
物
館
、
一
九
九

三
年
、
一
一―

一
八
頁
。

（
8
）
建
畠
晢
「
冷
や
や
か
な
る
現
前
」、『
点
と
線
の
渦
巻
き―

A
T
SU

K
O
 

T
A
N
A
K
A
-1960

』、T
he Contem

porary A
rt Gallery

、
一
九
八
五

年
、
頁
数
無
記
載
。

（
9
）
二
〇
〇
一
年
三
月
一
〇
日
放
映
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
、「
土
曜
美
の
朝
ア
ー
テ

ィ
ス
ト　

田
中
敦
子
円
と
線
の
宇
宙
」
に
お
け
る
山
根
基
世
と
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
。

（
10
）「
物
質
と
行
為
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、
お
そ
ら
く
最
も
注
目
を
浴
び
る
言

説
で
あ
っ
た
も
の
の
、
素
材
や
技
術
に
対
す
る
当
時
の
広
い
関
心
の
一
部

で
し
か
な
い
。
一
九
五
九
年
の
『
美
術
手
帖
』
臨
時
創
刊
号
「
絵
画
の
技

術
と
絵
画
の
ゆ
く
え
」
や
一
九
五
八
年
一
〇
月
の
『
ア
ト
リ
エ
』
の
「
抽

象
絵
画
の
考
え
方
と
技
法
」
で
は
、
新
旧
画
家
の
多
彩
な
技
法
と
素
材
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
コ
ラ
ー
ジ
ュ
は
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
や
抽
象
表
現

主
義
の
な
か
で
珍
し
い
技
法
で
は
な
く
、
イ
タ
リ
ア
の
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ブ

ッ
リ
や
米
国
の
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ザ
ウ
ェ
ル
な
ど
そ
の
例
に
は
事
欠
か
な
い
。

（
11
）
金
山
と
の
関
連
性
へ
の
指
摘
は
、
加
藤
、
二
〇
〇
一
年
、
四
六
頁
に
よ
る
。

コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
構
成
は
基
本
的
に
は
別
概
念
で
あ
る
が
、
英
語
で
は
コ
ラ

ー
ジ
ュ
に
よ
る
構
成“collage construction”

と
い
う
語
が
存
在
す
る
。

本
論
で
は
こ
れ
に
な
ら
い
、
こ
の
二
つ
の
意
味
が
総
合
さ
れ
た
コ
ラ
ー
ジ

ュ
構
成
と
い
う
訳
語
を
用
い
、
こ
の
二
つ
の
操
作
が
重
な
る
部
分
に
注
目

す
る
。

（
12
）
実
際
は
、
数
字
の
よ
う
に
見
え
る
形
象
は
布
を
裁
断
し
た
後
に
描
き
込
ま

れ
た
も
の
。
加
藤
、
二
〇
〇
一
年
、
四
七
頁
。

（
13
）
無
署
名
記
事
「
意
表
を
つ
く
〝
廿
の
ベ
ル
〞
お
嬢
さ
ん
の
作
品　

ゲ
ン
ビ

展
に
無
事
入
選
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
五
年
一
一
月
二
四
日
に
引
用
さ

れ
た
田
中
の
発
言
。

（
14
）
無
署
名
記
事
「
芦
屋
市
展
の
変
わ
り
種
を
拾
う
」『
毎
日
新
聞
』
一
九
五

五
年
六
月
九
日
。

（
15
）「
金
山
明
・
田
中
敦
子
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」（
一
九
八
五
年
九
月
九
日
、
聞
き

手

：

尾
崎
信
一
郎
、
山
村
徳
太
郎
）、『
具
体
資
料
集
』、
三
九
八
頁
。

（
16
）
白
髪
一
雄
「
冒
険
の
記
録

：

エ
ピ
ソ
ー
ド
で
つ
づ
る
具
体
グ
ル
ー
プ
の
一

二
年　

連
載
第
一
回
」、『
具
体
資
料
集
』、
三
三
五
頁
（
初
出

：

『
美
術

手
帖
』
一
九
六
七
年
七
月
）、
上
前
智
祐
『
現
代
美
術

：

僕
の
場
合
』
一

九
八
八
年
、
三
六
頁
。

（
17
）
金
山
明
「
ベ
ル
作
品
に
つ
い
て
」、『
具
体
』
第
四
号
、
一
九
五
六
年
七
月
、

二
四
頁
。
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（
18
）Christine Poggi, In defiance of Painting, Y

ale U
niversity Press, 

p.253.

（
19
）T

hom
as Craw

, M
odern A

rt in Com
m

on Culture, Y
ale U

niver-
sity Press, pp.8-16.

（
20
）
実
際
は
田
中
に
限
ら
ず
と
も
、
白
髪
や
嶋
本
、
村
上
三
郎
ら
に
も
幅
広
い

「
物
質
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
白
髪
と
村
上
は
後
年
、
セ
ロ
テ
ー
プ
や

ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど
が
当
時
目
新
し
い
新
製
品
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
見
つ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
油
絵
具
一
辺
倒
だ
っ
た
絵
画
の
「
材
料
に
こ
だ
わ
ら

な
い
」
よ
う
い
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
初
期
の
具
体
メ
ン
バ
ー
が
み
せ

た
「
物
質
」
へ
の
関
心
は
少
な
く
と
も
当
初
は
ペ
イ
ン
タ
リ
ー
な
質
感
や

身
体
的
行
為
性
を
示
唆
す
る
も
の
に
限
ら
れ
な
い
、
よ
り
曖
昧
で
多
彩
な

も
の
だ
っ
た
。
白
髪
一
雄
、
村
上
三
郎
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
具
体
的
な
話
」

『
具
体
展
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
』、
芦
屋
市
立
美
術
博
物
館
、
一
九
九
三
年
、
二
〇

二―

二
一
九
頁
。
日
本
経
済
は
一
九
五
〇
年
に
は
戦
前
と
同
等
の
生
産
水

準
に
達
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
主
要
輸
出
品
は
戦
前
に
発
達
し
た
繊
維

製
品
で
、
レ
ー
ヨ
ン
（
人
絹
）
は
そ
の
筆
頭
に
あ
が
る
。
既
製
品
の
ベ
ル

や
電
球
の
直
列
配
線
と
モ
ー
タ
ー
に
よ
る
電
気
仕
掛
け
の
道
具
や
遊
具
は
、

戦
後
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
科
学
雑
誌
で
頻
繁
に
作
り
方
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

田
中
が
こ
う
し
た
も
の
を
見
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
術
は
な

い
が
、
こ
う
し
た
素
材
は
工
作
的
な
意
欲
を
そ
そ
る
も
の
と
し
て
人
々
に

認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。『
子
供
の
科
学
』、『
科

学
の
学
校
』、
一
九
五
〇―

一
九
五
五
年
参
照
。

（
21
）
吉
原
治
良
、「
具
体
美
術
宣
言
」、『
芸
術
新
潮
』
第
一
七
巻
第
二
二
号
、

一
九
五
六
年
一
二
月
、 

二
〇
四
頁
。

（
22
）
加
藤
、
二
〇
〇
一
年
、p.50.

（
23
）
田
中
敦
子
「
モ
チ
ー
フ
を
語
る
」、『
産
業
経
済
新
聞
』
一
九
五
五
年
七
月

二
六
日
。

（
24
）
無
署
名
記
事
「〝
太
陽
族
二
年
生
〞
い
ま
は
何
を
し
て
い
る
？

姿
消
す

〝
無
目
的
の
行
動
〞」、『
國
際
新
聞
』
一
九
五
七
年
七
月
一
三
日
に
引
用
さ

れ
た
田
中
の
言
葉
。

（
25
）
田
中
「
作
品
11

：

舞
台
服
」、『
具
体
資
料
集
』、
二
九
九
頁
（
初
出

：

『
具
体
』
7
号
、
一
九
五
七
年
）。

（
26
）
様
々
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
《
電
気
服
》
の
着
想
が
戦
後
体
験
と
は
関
係
な

く
、
服
で
あ
る
よ
り
も
「
芸
術
」
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
例
え
ば
、Inter-

view
 w

ith T
iam

po, 2005.

（
27
）
作
家
は
円
と
線
の
絵
画
が
し
ば
し
ば
人
々
に
抱
か
せ
る
人
間
性
や
有
機
的

な
モ
チ
ー
フ
と
い
っ
た
比
喩
的
な
連
想
を
否
定
し
続
け
た
。
無
署
名
記
事
、

「A
rtist 

Interview
,

田
中
敦
子　

絵
画
の
電
気
グ
ル
ー
ヴ
」、『
美
術
手

帖
』
二
〇
〇
一
年
七
月
、
一
一
五
頁
等
。

（
28
）
モ
ダ
ニ
ズ
ム
批
評
理
論
が
前
提
と
し
て
き
た
作
品
の
垂
直
性
に
つ
い
て
は

ロ
ザ
リ
ン
ド
・
ク
ラ
ウ
ス
の
論
を
参
照
。Rosalind K

rauss, “T
he Cri-

sis of the Easel Picture”, Jackson Pollock: N
ew

 A
pproaches, 

K
irk V

arnedoe et. al. eds., T
he M

useum
 of M

odern A
rt, 1999, 

pp.155-179.

（
29
）K

atherine H
offm

an, “Collage in the T
w
entieth Century: A

n 
O
verview

”, 
Collage: 

Critical 
V
iew

s, 
U
M

I 
Research 

Press, 
1989, pp.1-37.

（
30
）「
金
山
明
・
田
中
敦
子
氏
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」、
三
九
九
頁
。

（
31
）
高
階
秀
爾
「
色
鮮
や
か
な
円
と
線
の
構
成　

田
中
敦
子
個
展
」、『
朝
日
新

聞
』、
一
九
六
三
年
五
月
三
日
。

（
32
）
日
向
あ
き
子
（
無
題
作
品
批
評
）、『
朝
日
新
聞
』、
一
九
六
四
年
一
一
月

六
日
。

（
33
）M

ary K
elly, “Re-V

iew
ing M

odernist Criticism
”, Screen 

（22: 3

）, 
1981, 

pp.41-61 

（pp.42-45

）.

こ
れ
に
続
く
議
論
と
し
てM

ichael 
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Leja, 
R
efram

ing 
A
bstract 

E
xpressionism

: 
Subjectivity 

and 
Painting in the 1940s, Y

ale U
P, 1993, A

nn E. Gibson, A
bstract 

E
xpressionism

: O
ther Politics, Y

ale U
P, 1997.

（
34
）
ヨ
シ
ダ
が
田
中
と
比
較
し
た
の
は
、
前
田
常
作
等
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
世
代

の
作
家
。
ヨ
シ
ダ
・
ヨ
シ
エ
「
展
覧
会
評
」、『
三
彩
』
一
六
三
号
、
一
九

六
三
年
六
月
、
八
〇
頁
。

（
35
）
東
野
芳
明
「
田
中
敦
子
の
円
」『A

T
SU

K
O
 
T
A
N
A
K
A

』（
南
画
廊
個

展
カ
タ
ロ
グ
）、
一
九
六
三
年
、
頁
数
無
記
載
。

（
36
）
田
中
は
自
分
で
色
を
調
合
す
る
の
で
は
な
く
塗
料
店
に
色
を
特
注
し
、
既

製
品
を
購
入
し
て
い
た
。
筆
者
に
よ
る
加
藤
瑞
穂
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、

二
〇
〇
九
年
九
月
二
五
日
、
於
芦
屋
市
立
美
術
博
物
館
。

（
37
）
岡
部
あ
お
み
監
督
「
田
中
敦
子

：

も
う
一
つ
の
具
体
」、
岸
本
康
撮
影
・

編
集
、
ウ
ー
フ
ァ
ー
！

ア
ー
ト
・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
、
一
九
九
八
年
。

（
38
）
加
藤
、
二
〇
〇
一
年
、
八
九
頁
。

（
39
）
例
え
ば
、
田
中
、「
田
中
敦
子
自
作
を
語
る
」『Circle/ Lines

：

田
中
敦

子
展
普
及
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
録
集
』、
静
岡
県
立
美
術
館
、
二
〇
〇
三
年
、

一
五
頁
。

　

本
稿
の
執
筆
に
際
し
、
芦
屋
市
立
美
術
博
物
館
の
加
藤
瑞
穂
氏
、
カ
ー
ル
ト

ン
大
学
教
授
の
ミ
ン
・
テ
ィ
ア
ン
ポ
氏
、
武
蔵
野
美
術
大
学
教
授
の
岡
部
あ
お

み
氏
に
懇
切
な
助
言
と
作
品
調
査
の
ご
協
力
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
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図
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屋
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立
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、
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図
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