
137

京都造形芸術大学紀要［GENESIS］第19号

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
透
き
間
に

─ 
絵
画
を
め
ぐ
る
時
間
を
考
え
る
こ
と
か
ら 

─

鷹
木　

朗

は
じ
め
に

左
側
が
気
に
掛
か
る

用
事
を
片
付
け
に
役
所
に
出
掛
け
、
そ
の
後
、
少
し
時
間
が
あ
っ
た

天
気
も
良
か
っ
た
の
で
、
電
車
に
乗
ら
ず
歩
い
て
帰
っ
た

見
知
っ
た
道
と
初
め
て
の
道
を
交
互
に
繋
ぎ
な
が
ら
街
を
歩
い
て
い
く

比
較
的
足
早
に
歩
く

遠
く
前
方
に
視
線
を
投
げ
て
進
ん
で
い
く
に
も
関
わ
ら
ず
、

左
肩
を
撫
で
て
後
方
に
流
れ
て
い
く
眺
め
が
歩
く
意
識
に
引
っ
掛
か
る

垣
根
や
、
低
い
庇
の
薄
暗
い
店
先
と
そ
の
先
の
植
え
込
み
や
、

突
然
明
る
く
開
け
た
駐
車
場
の
奥
で
ブ
ロ
ッ
ク
塀
越
し
に
見
え
る
青
い
三
角
屋
根
や
、

陽
を
受
け
て
光
る
真
新
し
い
家
の
白
い
壁
や
、

空
き
地
に
張
ら
れ
た
ロ
ー
プ
と
立
て
看
板
な
ど
…

そ
れ
ら
を
記
憶
の
中
に
並
べ
て
ぶ
ら
下
げ
て
お
く

そ
れ
か
ら
幾
日
か
が
過
ぎ
、

そ
の
景
色
を
箪
笥
か
ら
取
り
出
す
よ
う
に
追
い
掛
け
て
み
た
く
な
っ
た

カ
メ
ラ
を
提
げ
て
先
日
の
道
を
歩
く
と
、
身
体
が
温
ま
っ
て
く
る

レ
ン
ズ
を
左
に
向
け
る
と
、
そ
れ
は
見
え
な
く
な
る

前
に
向
け
れ
ば
、
画
角
か
ら
外
れ
て
し
ま
う

歩
き
続
け
て
視
界
か
ら
消
え
る
瞬
間
に
、
そ
れ
は
立
ち
現
れ
る

　

後
か
ら
振
り
返
れ
ば
、
そ
の
視
覚
の
記
憶
は
、
前
方
か
ら
や
っ
て
来
て
視
界
を
外
れ
て
い

く
ま
で
の
一
連
の
流
れ
を
知
覚
し
、
視
野
周
縁
の
光
景
と
し
て
意
識
の
う
ち
で
再
構
成
さ
れ

て
い
る
…
と
言
う
か
、「
視
覚
の
記
憶
」
で
あ
る
こ
と
も
怪
し
い
の
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
、

「
知
っ
て
い
る
こ
と
」
と
「
い
ま
、
断
片
的
に
眼
に
し
た
こ
と
」
を
組
み
合
わ
せ
て
、「
通
り

過
ぎ
て
い
く
景
色
と
い
う
言
葉
」
に
構
成
す
る
意
識
の
働
き
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
体
験
を
反
芻
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
描
く
こ
と
の
契
機
に
し
よ
う
と
考
え
た
。

一
、
絵
は
い
つ
始
ま
る
の
か

　

形
象
再
現
性
を
有
す
る
絵
画
作
品
は
、
一
般
に
、
そ
れ
が
静
物
で
あ
れ
、
風
景
で
あ
れ
、

人
物
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
事
物
を
じ
っ
と
動
か
な
い
画
家
自
身
の
正
面
に
据
え
て
凝
視
す
る

こ
と
か
ら
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
日
常
の
視
覚
体
験
は
、
大
半
が
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
状
況
で
行
わ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
何
か
を
し
な
が
ら
、
つ
ま
り
身
体
的
な
行
為
の
過
程
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
路
上
を
歩
い
て
い
る
と
き
、
通
り
過
ぎ
る
路
傍
の
光
景
を
自
分
の
肩
越
し
に
感
じ
る

と
い
う
よ
う
に
。

　

こ
の
と
き
、
わ
た
し
は
何
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
通
り
に
面
し
た
家
の
生
け
垣
を
見
た

こ
と
を
思
い
出
す
。
そ
れ
は
ツ
ゲ
の
木
の
生
け
垣
だ
。
ど
う
し
て
ツ
ゲ
の
木
だ
と
思
っ
た
の

だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
背
の
低
い
深
い
緑
色
を
見
た
か
ら
だ
。
丸
っ
こ
く
て
密
度
の
あ
る
艶
や

か
な
緑
の
集
合
体
だ
。
い
や
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
本
当
に
見
た
の
か
。
ツ
ツ
ジ
や
サ
ザ
ン
カ

で
は
な
い
気
が
し
た
し
、
で
も
ウ
バ
メ
ガ
シ
の
類
い
で
は
な
か
っ
た
と
言
い
切
れ
る
ほ
ど

し
っ
か
り
見
て
も
い
な
い
…
。

　

お
そ
ら
く
一
番
正
し
い
答
え
は
、「
わ
た
し
が
ツ
ゲ
の
生
け
垣
を
知
っ
て
い
た
か
ら
」
な

の
だ
と
思
う
。
幼
い
こ
ろ
、
親
戚
の
家
に
ツ
ゲ
の
生
け
垣
が
あ
っ
た
。
叔
父
に
こ
れ
は
ツ
ゲ

の
木
だ
と
教
わ
っ
た
。
だ
か
ら
、
い
ま
で
も
「
あ
ん
な
感
じ
の
生
け
垣
だ
」
と
瞬
時
に
思
う

気
が
す
る
。
そ
う
言
え
ば
先
程
「
通
り
に
面
し
た
家
の
…
」
と
書
い
た
が
、
そ
の
生
け
垣
の

奥
に
果
た
し
て
家
が
建
っ
て
い
た
の
か
も
、
実
の
と
こ
ろ
見
て
は
い
な
い
気
が
し
て
く
る
の

で
あ
る
。

　

で
は
、
知
っ
て
い
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
頭
の
中
で
言
葉
に
し
て
意

識
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
は
、
実
際
に
は
多
く
の
場
合
に
お
い

て
、
あ
ら
か
じ
め
言
葉
に
し
て
い
た
も
の
を
見
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
そ
う
だ
。

　

そ
の
よ
う
な
「
見
る
こ
と
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
逸
話
に
触
れ
て
み
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た
い
。

　

十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
、
幼
少
期
か
ら
ず
っ
と
地
下
牢
に
い
た
と
推
測
さ
れ
る
カ
ス
パ
ー
・

ハ
ウ
ザ
ー
は
、
十
六
歳
に
な
り
言
葉
も
歩
き
方
も
覚
え
ぬ
ま
ま
に
路
上
に
放
り
出
さ
れ
て
い

た
と
こ
ろ
を
保
護
さ
れ
た
。
そ
し
て
過
ご
し
た
病
院
で
の
体
験
を
後
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
　

 「
窓
を
見
る
と
き
は
い
つ
も
、
窓
の
よ
ろ
い
戸
が
私
の
目
の
前
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
た
の
で
す
。
そ
の
よ
ろ
い
戸
は
、
白
・
青
・
緑
・
黄
色
・
赤
の
絵
の
具
を
混

ぜ
合
わ
せ
た
よ
う
な
奇
妙
な
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
し
た
も
の
で
し
た
…
（
中
略
）
…
そ
の
時

私
が
見
た
も
の
は
、
野
原
で
あ
り
、
丘
で
あ
り
、
家
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
、

散
歩
し
な
が
ら
確
か
め
て
み
る
と
、
大
き
く
見
え
た
も
の
が
実
際
は
小
さ
か
っ
た
り
、

小
さ
く
見
え
た
も
の
が
実
際
は
大
き
か
っ
た
り
し
て
、
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
い
ま
し
た
（1）
」

　

二
つ
目
は
、
金
子
隆
芳
が
『
色
彩
の
科
学
』
の
中
で
紹
介
し
て
い
る
鳥
居
修
晃
に
よ
る
報

告
（
日
本
色
彩
学
研
究
誌
、
一
九
七
六
、
二
、三
三
│
三
七
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
開
眼
手
術
を
受
け
た

患
者
の
視
覚
訓
練
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
人
は
生
後
十
ヶ
月
頃
に
失
明
し
十
二
歳

の
と
き
に
右
眼
の
開
眼
手
術
を
施
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
光
の
色
や
色
紙
で
の
弁
別
訓
練
が
開

始
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
明
暗
は
術
後
二
週
間
で
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
な
ん
と
か
色

の
見
分
け
が
つ
く
の
に
実
に
二
年
半
掛
か
っ
た
と
言
う
。
形
を
見
る
の
は
さ
ら
に
困
難
で

あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
金
子
は
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

 「
そ
の
人
に
と
っ
て
は
す
で
に
触
覚
空
間
世
界
が
出
来
上
が
っ
て
お
り
、
そ
の
世
界
に

生
活
し
て
い
る
。
正
常
者
は
視
覚
情
報
だ
と
か
色
情
報
だ
と
か
お
お
げ
さ
に
言
う
が
、

視
覚
情
報
や
ま
し
て
色
情
報
に
、
正
常
者
が
考
え
る
ほ
ど
普
遍
的
な
感
覚
価
値
は
な
い

と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
（2）
」

　

最
後
は
、
江
戸
時
代
に
大
宝
律
令
以
来
永
ら
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
人
間
の
解
剖
を
初
め
て

行
っ
た
山
脇
東
洋
の
話
で
あ
る
。
彼
は
、
漢
方
の
五
臓
六
腑
説
に
あ
る
小
腸
と
大
腸
に
本
当

は
そ
の
区
別
が
な
い
の
で
は
、
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
解
剖
（
腑
分
け
＝
実
際
に
は
刑
場

の
使
用
人
に
や
ら
せ
て
、
そ
れ
を
見
て
い
た
）
を
行
っ
た
後
に
著
さ
れ
た
『
蔵
志
』
に
も
、
こ
の

二
つ
の
区
別
は
判
然
と
し
な
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
話
を
紹
介
し
た
養
老
孟
司
は
、

小
腸
と
大
腸
の
区
別
は
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
実
際
に
腑
分
け
を
見
た
東
洋
が
ど
う
し
て
気
が

つ
か
な
か
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、「（
東
洋
が
）
い
く
ら
医
者
で

も
、
五
十
歳
近
く
ま
で
解
剖
を
見
た
こ
と
が
な
く
、
初
め
て
人
間
の
内
部
を
見
る
の
だ
か

ら
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
く
て
も
し
か
た
が
な
い
の
で
あ
る
」
と
も
記
す
。
そ
し
て
、
東
洋
の

解
剖
か
ら
十
七
年
後
に
『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
』
を
携
え
て
腑
分
け
に
立
ち
会
っ
た
杉

田
玄
白
等
と
の
認
識
の
違
い
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
（3）
。

　

ま
た
別
の
と
こ
ろ
で
養
老
は
、
解
剖
学
の
勉
強
は
一
種
の
語
学
で
あ
り
、
人
体
解
剖
学
用

語
を
「
わ
た
し
の
計
算
で
は
、
公
式
に
用
い
ら
れ
る
物
に
限
っ
て
も
、
約
一
万
二
千
語
ほ
ど

あ
る
（4）
」
と
言
う
。
そ
し
て
「
人
体
を
バ
ラ
バ
ラ
に
す
る
」
解
剖
は
「
こ
と
ば
を
使
う
」
こ

と
で
あ
り
、「
名
前
を
つ
け
る
」
こ
と
は
「
も
の
を
切
る
こ
と
」
な
の
だ
と
言
う
。
さ
ら
に
、

「
頭
の
中
で
切
る
か
ら
、
や
が
て
は
実
際
に
切
る
こ
と
に
な
る
…
（
中
略
）
…
人
の
か
ら
だ
を

こ
と
ば
に
し
よ
う
と
す
る
か
ら
、
解
剖
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
（5）
。

　

実
験
心
理
学
な
ど
の
成
果
に
よ
り
、
人
間
は
乳
児
の
段
階
で
既
に
遠
近
感
な
ど
の
空
間
感

覚
を
視
覚
情
報
か
ら
得
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（6）
。
し
か
し
、
幼
い
動
物
は
そ
の
生

育
に
適
切
な
環
境
を
奪
わ
れ
る
と
生
来
備
わ
っ
て
い
る
は
ず
の
行
動
様
式
か
ら
の
逸
脱
が
見

ら
れ
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
み
て
き
た
話
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
日
常
生
活
の
中
で
「
見
た
」
と
思
っ
て
い
る

こ
と
が
い
か
に
幼
少
期
か
ら
の
膨
大
な
体
験
と
記
憶
の
束
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
改
め
て
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
養
老
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
「
言
葉
が

世
界
を
分
節
す
る
」
こ
と
を
簡
明
に
示
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
本
稿
冒
頭
に
書
い
た
筆
者
自
身
の
体
験
を
も
と
に
、「
絵
は
い
つ
始
ま
る
の
か
」

と
い
う
命
題
に
立
ち
返
っ
て
み
た
い
。

　

先
程
、
日
常
の
視
覚
体
験
は
身
体
的
な
行
為
の
途
上
で
行
わ
れ
る
と
書
い
た
。
し
か
し
、

同
時
に
そ
の
体
験
を
一
度
静
止
し
た
状
態
の
記
憶
に
留
め
よ
う
と
す
る
意
識
が
働
か
な
け
れ

ば
、
絵
は
始
ま
ら
な
い
と
も
言
え
よ
う
。

　

わ
た
し
は
路
上
か
ら
撮
影
し
た
数
葉
の
写
真
を
観
察
し
、
筆
を
取
り
始
め
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
先
立
っ
て
、
カ
メ
ラ
を
下
げ
て
歩
い
た
早
春
の
一
日
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
以
前

に
、
面
倒
な
仕
事
を
一
つ
片
付
け
て
足
取
り
が
軽
く
な
っ
た
あ
る
日
の
出
来
事
が
あ
る
。
そ

れ
ら
は
順
に
現
れ
て
次
へ
と
引
き
継
が
れ
る
一
連
の
時
間
で
あ
る
と
言
う
よ
り
も
、
全
て
が

記
憶
の
層
と
し
て
重
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
多
層
的
な
時
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で

「
見
た
」
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
、
事
象
は
幼
少
期
か
ら
の
膨
大
な
体
験
と
記
憶
の
束
に
支
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
描
く
主
体
が
描
か
れ
る
対
象
と
出
会
い
過
ご
し
た
時
間
は
多
層
性
を
帯
び

て
い
る
。
そ
れ
は
、
筆
を
取
り
幾
重
に
も
絵
の
具
の
層
を
重
ね
て
い
く
作
業
の
時
間
、
つ
ま

り
描
く
時
間
の
多
層
性
に
受
け
渡
さ
れ
て
、
照
ら
し
出
さ
れ
る
。

　

絵
は
初
め
て
世
界
を
目
に
し
た
と
き
か
ら
始
ま
り
、
い
ま
も
始
ま
っ
て
い
る
。
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二
、
絵
画
を
め
ぐ
る
時
間
に
つ
い
て

（
一
）
描
く
時
間
と
描
か
れ
る
時
間
／
自
画
像
に
つ
い
て

　

絵
画
に
は
描
く
時
間
と
観
る
時
間
が
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

描
く
時
間
と
は
言
い
換
え
れ
ば
画
家
の
時
間
で
あ
り
、
観
る
時
間
と
は
鑑
賞
者
の
時
間
で

あ
る
。
更
に
言
葉
を
換
え
る
な
ら
、
表
現
の
時
間
と
鑑
賞
の
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
画

家
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
な
い
限
り
絵
画
は
そ
こ
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
表
現
の
時

間
は
鑑
賞
の
時
間
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
双
方
は
層
序
性
が
あ
り
不
可
逆
的

な
関
係
に
あ
る
。
鑑
賞
者
は
制
作
者
の
残
し
た
痕
跡
を
目
で
追
い
、
そ
こ
か
ら
創
造
的
な
読

解
の
作
業
を
行
う
。

　

画
家
は
画
面
と
対
峙
し
制
作
者
と
し
て
の
痕
跡
を
残
し
て
い
く
。
こ
こ
に
は
、
画
家
の
作

業
と
、
そ
れ
に
応
じ
て
刻
々
と
変
化
し
て
い
く
画
面
と
が
織
り
な
す
こ
と
で
生
成
す
る
描
く

時
間
が
あ
る
。
し
か
し
、
外
的
な
形
象
を
再
現
す
る
絵
画
に
お
い
て
は
、
画
家
が
対
峙
し
て

い
る
の
は
画
面
だ
け
で
は
な
い
。
描
く
対
象
と
も
対
峙
し
て
い
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
る
時
間

が
あ
る
。

　

机
上
の
レ
モ
ン
を
画
家
が
描
く
。
画
家
は
果
実
を
見
つ
め
、
そ
の
黄
色
を
感
じ
、
果
皮
の

表
面
の
ま
ろ
や
か
な
凹
凸
と
無
数
の
油
胞
を
観
察
す
る
。
そ
れ
以
前
に
、
画
家
は
レ
モ
ン
を

何
ら
か
の
方
法
で
手
に
入
れ
て
画
架
の
前
の
机
に
置
い
た
は
ず
だ
。
光
と
陰
を
観
察
し
な
が

ら
果
実
の
向
き
を
回
転
さ
せ
も
し
た
だ
ろ
う
。
画
家
の
手
に
取
ら
れ
る
前
に
は
、
そ
れ
は
果

物
屋
の
店
先
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
対
象
に
は
そ
れ
自
身
の
経
緯
が
あ

り
、
画
家
と
出
会
う
こ
と
で
描
か
れ
る
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
の
だ
。

　

描
か
れ
る
そ
の
間
に
も
対
象
は
変
化
し
て
い
く
。
窓
か
ら
の
陽
光
は
傾
き
、
果
皮
は
乾
燥

し
て
い
く
。
ま
た
、
画
家
の
中
で
は
、
実
物
で
あ
れ
、
写
真
な
ど
の
映
像
で
あ
れ
、
絵
や
イ

ラ
ス
ト
で
あ
れ
、
そ
れ
ま
で
に
見
た
無
数
の
レ
モ
ン
が
去
来
し
、
そ
の
色
や
形
や
酸
味
や
、

そ
れ
に
ま
つ
わ
る
無
数
の
記
憶
の
束
が
意
識
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
記
憶
の
束
が
意
識

下
で
作
動
し
て
い
る
。

　

絵
が
完
成
し
た
と
き
、
そ
れ
（
眼
前
の
、
そ
し
て
記
憶
の
レ
モ
ン
）
は
そ
っ
と
描
か
れ
る
こ
と

を
止
め
、
そ
の
他
多
く
の
レ
モ
ン
、
世
界
中
に
存
在
す
る
物
の
集
合
の
中
に
消
え
て
い
く
。

　

い
ま
述
べ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
静
物
画
の
場
合
の
対
象
を
め
ぐ
る
時
間
で
あ
る
が
、
風
景

画
に
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
風
景
は
物
と
は
存
在
の
様
態
が
違
う
。
そ
れ
は
あ
ら
か
じ
め

在
る
の
で
は
な
く
、
見
出
さ
れ
る
。
比
喩
的
に
言
う
な
ら
ば
、
画
家
は
あ
ら
か
じ
め
白
く
四

角
い
画
布
を
意
識
の
う
ち
に
存
在
さ
せ
、
眼
前
に
広
が
る
屋
外
の
様
相
を
そ
の
四
角
を
透
か

し
て
風
景
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
。
画
家
の
目
に
映
る
そ
の
光
景
は
、
山
容
や
木
立
、
建
築

物
の
よ
う
に
時
間
の
経
過
に
も
あ
ま
り
姿
を
変
え
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
道
行
く
人
の
姿
、

空
模
様
、
水
面
の
反
射
や
波
な
ど
の
様
子
、
そ
し
て
何
よ
り
も
そ
れ
ら
全
体
に
降
り
注
ぐ
陽

光
の
よ
う
に
時
々
刻
々
と
変
化
し
続
け
る
も
の
も
あ
る
。
画
家
は
そ
の
時
間
に
も
枠
を
は
め

て
、
こ
れ
を
静
止
さ
せ
る
。
現
実
の
画
布
に
風
景
が
完
成
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
は
描
か
れ
る

対
象
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
山
と
し
て
、
木
々
と
し
て
、
家
並
と
し
て
、
水
と
し
て
、
流
動

す
る
物
の
世
界
へ
と
帰
っ
て
い
く
。

　

人
物
画
の
場
合
も
考
え
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
描
か
れ
た
モ
デ
ル
の
姿
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
実
際
に
筆
を
持
つ
画
家
の
前
に
佇
ん
で
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
記
憶
だ
け
で
描
き

上
げ
た
の
か
、
写
真
か
ら
起
こ
し
た
の
か
、
更
に
は
、
画
家
の
想
像
上
の
世
界
に
し
か
存
在

し
な
い
人
物
な
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
が
、
殆
ど
の
場
合
、
画
家
に

と
っ
て
、
そ
の
人
物
の
姿
は
画
布
に
描
き
留
め
ら
れ
る
そ
の
瞬
間
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
、

そ
の
人
固
有
の
時
間
を
持
つ
他
者
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
動
き
、
行
動
し
、
生
き

て
い
る
人
間
存
在
の
あ
る
瞬
間
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
画
家
と
対
峙
す
る
他

者
と
し
て
、
画
布
に
筆
が
下
ろ
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
絵
が
完
成
す
る
ま
で
の
間
、
描
く
／
描
か

れ
る
時
間
を
共
有
し
て
い
る
。

　

人
物
画
の
中
で
も
、
こ
の
よ
う
な
描
く
時
間
と
描
か
れ
る
時
間
の
関
係
を
如
実
に
感
じ
さ

せ
る
も
の
と
し
て
自
画
像
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
自
画
像
と
は
、
描
か
れ
る
存
在
と
描

く
存
在
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
、
描
か
れ
る
時
間
と
描
く
時
間
が
ぴ
た
り
と
重
な
っ
て
い

る
こ
と
を
画
家
と
鑑
賞
者
の
双
方
が
了
解
し
合
っ
て
い
る
絵
画
形
式
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
が
却
っ
て
、
描
か
れ
る
時
間
と
描
く
時
間
が
出
会
う
と
こ
ろ
に
絵
画
が
生
ま
れ
る
こ
と

を
あ
り
あ
り
と
見
せ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
近
代
的
な
意
味
で
の
絵
画
へ
と
つ
な
が

図 1　ヨハネス・ギュンプ《自画像》
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る
構
造
が
萌
芽
し
た
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
、
画
家
は
繰
り
返
し
自
画
像
に
取
り
組
む
の
で
あ

る
。
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ギ
ュ
ン
プ
の
《
自
画
像
（7）
》
は
こ
の
姿
を
一
種
戯
画
化
し
た
表
現
で
見
せ

て
く
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
画
家
が
画
面
と
対
象
（
鏡
）
へ
と
同
時
に
対
峙
し
、
自
身
と
鏡
像

と
描
出
さ
れ
た
像
の
間
で
、
眼
差
し
が
交
差
し
つ
つ
振
動
し
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。

　

人
物
画
に
限
ら
ず
、
描
く
も
の
と
描
か
れ
る
も
の
は
他
者
と
し
て
対
峙
し
て
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
が
固
有
の
時
間
の
流
れ
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
画
面
で
出
会
い
、
描
く
／
描
か
れ
る

時
間
を
共
有
す
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
自
画
像
に
お
い
て
は
、
こ
の
構
造
が
観
る
者
に
端

的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
自
分
自
身
の
姿
を
一
旦
他
者
と
し
て
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

画
面
上
で
の
出
会
い
を
果
た
し
、
こ
れ
を
描
き
出
す
形
式
が
自
画
像
な
の
だ
。

（
二
）
出
来
事
の
場
と
し
て
の
画
面

　

ギ
ュ
ン
プ
の
《
自
画
像
》
に
見
た
眼
差
し
の
振
動
は
、
画
家
に
と
っ
て
は
馴
染
み
深
い
も

の
だ
。
い
か
な
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
れ
、
描
く
作
業
と
は
、
自
身
が
描
い
て
い
る
痕
跡
を
そ
の

瞬
間
瞬
間
で
見
る
こ
と
と
、
対
象
の
瞬
間
瞬
間
を
見
る
こ
と
の
、
二
つ
の
間
を
め
ま
ぐ
る
し

く
往
還
し
そ
の
眼
差
し
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
振
動
こ
そ
が
筆

を
持
つ
手
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
と
増
幅
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

画
面
と
は
、
描
く
こ
と
の
痕
跡
が
変
化
し
続
け
る
現
象
と
し
て
積
み
重
な
っ
て
い
く
と
同

時
に
、
描
か
れ
る
対
象
が
画
家
に
対
し
て
如
何
に
変
容
し
現
象
す
る
の
か
と
い
う
過
程
と
重

な
っ
て
い
く
場
で
あ
る
。
ま
さ
に
描
か
れ
る
時
間
と
描
く
時
間
が
出
会
う
出
来
事
の
場
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
出
来
事
を
改
め
て
観
察
し
て
み
よ
う
。

　

描
く
作
業
の
痕
跡
は
刻
々
と
様
相
を
変
え
る
。
そ
れ
は
画
家
自
身
を
刻
々
と
変
化
さ
せ
、

次
の
作
業
を
決
定
し
て
い
く
。
画
家
は
、
対
象
の
瞬
間
瞬
間
に
、
そ
こ
か
ら
喚
起
さ
れ
る
過

去
の
記
憶
も
重
ね
合
わ
せ
て
見
て
い
る
。
画
家
の
変
化
と
同
時
に
、
画
面
に
は
新
し
い
変
化

が
も
た
ら
さ
れ
、
対
象
へ
の
見
方
も
変
容
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、
画
家
の
絶
え
間
な
い

作
業
が
画
面
と
対
象
の
絶
え
間
な
い
変
化
を
現
象
さ
せ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
と

き
、
画
家
は
画
面
と
対
象
の
双
方
か
ら
眼
差
し
を
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
多
層
性
を
持
っ
た
描
く
時
間
と
同
じ
く
多
層
性
を

持
っ
て
い
る
描
か
れ
る
時
間
が
、
折
り
重
な
る
よ
う
に
出
会
っ
て
い
く
構
造
は
、
何
も
外
的

な
形
象
を
再
現
す
る
絵
画
だ
け
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
感
じ
ら
れ
て
く
る
。
た
と

え
ば
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
が
あ
の
納
屋
を
改
造
し
た
ア
ト
リ
エ
で
キ
ャ
ン
バ
ス
を
床

に
広
げ
た
と
き
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
い
ま
こ
こ
に
記
し
た
の
だ
と
し
て
も
、
さ
ほ
ど
差
し

支
え
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

　

ポ
ロ
ッ
ク
の
制
作
の
様
子
は
多
く
の
記
録
写
真
や
映
像
に
よ
っ
て
流
布
し
て
い
る
。
こ
れ

を
思
い
出
し
て
、
先
程
の
ギ
ュ
ン
プ
の
自
画
像
と
見
比
べ
て
み
よ
う
。

　

ギ
ュ
ン
プ
は
絵
の
中
で
わ
た
し
た
ち
に
背
を
向
け
、
鏡
と
画
架
に
向
か
っ
て
い
る
。
わ
た

し
た
ち
は
ギ
ュ
ン
プ
の
肩
越
し
に
鏡
と
制
作
中
の
キ
ャ
ン
バ
ス
を
覗
く
格
好
に
な
る
。
画
家

の
視
界
、
そ
の
視
野
面
は
直
立
し
て
い
て
、
対
象
の
鏡
も
直
立
し
て
い
る
。
キ
ャ
ン
バ
ス
も

直
立
し
て
い
て
、
そ
の
全
体
を
収
め
た
実
際
の
画
面
、
わ
た
し
た
ち
が
目
に
し
て
い
る
物
理

的
画
面
も
直
立
し
て
い
る
。
そ
の
空
間
構
造
は
簡
明
で
透
明
感
が
あ
る
。
鏡
と
キ
ャ
ン
バ
ス

は
画
中
画
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
、
わ
た
し
た
ち
は
二
重
の
空
間
を
眺
め
て
お
り
、
気

付
け
ば
、
自
分
た
ち
も
物
理
的
画
面
の
さ
ら
に
外
側
の
画
面
の
中
の
住
人
で
あ
る
か
の
よ
う

に
感
じ
て
い
る
。
画
面
を
円
形
に
区
切
っ
て
い
る
の
も
、
様
式
上
の
問
題
と
言
う
よ
り
も
、

視
野
の
周
縁
で
こ
の
空
間
的
な
感
覚
に
齟
齬
を
来
さ
な
い
た
め
の
配
慮
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

こ
の
絵
画
の
多
層
構
造
を
絵
解
き
し
た
か
の
よ
う
な
作
例
は
、
た
と
え
ば
デ
ィ
エ
ゴ
・
ベ

ラ
ス
ケ
ス
の
《
ラ
ス
・
メ
ニ
ー
ナ
ス
（8）
》
が
典
型
と
し
て
知
ら
れ
る
。
あ
の
作
品
も
一
種
の

自
画
像
で
あ
り
、
同
時
に
集
団
肖
像
画
で
あ
り
、
鏡
像
も
加
わ
り
、
複
数
の
描
か
れ
る
時
間

と
描
く
時
間
が
画
面
の
中
で
折
り
重
な
り
、
そ
し
て
観
る
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
多
層
構
造
の

中
に
招
き
入
れ
ら
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
ベ
ラ
ス
ケ
ス
は
、
こ
の
作
品
に
限
ら
ず
、
絵
画

の
多
層
性
そ
の
も
の
を
モ
チ
ー
フ
に
作
品
化
を
幾
度
か
試
み
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
画
面

図 2　ディエゴ・ベラスケス  　　　
　　　《アラクネの寓話（織女たち）》

09_研究ノート05_鷹木朗_本文01.indd   4 15.10.28   9:49:49 AM



141

京都造形芸術大学紀要［GENESIS］第19号

が
複
数
の
層
状
に
重
な
っ
た
空
間
を
持
つ
が
故
に
、
画
面
の
外
、
つ
ま
り
鑑
賞
者
の
い
る
空

間
へ
と
絵
画
自
身
が
拡
張
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
（9）
。

　

一
方
、
ポ
ロ
ッ
ク
は
、
お
馴
染
み
の
黒
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
と
ジ
ー
ン
ズ
で
画
面
の
中
に
立
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
対
象
と
は
描
く
こ
と
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
ギ
ュ

ン
プ
の
《
自
画
像
》
や
《
ラ
ス
・
メ
ニ
ー
ナ
ス
》
と
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、

そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

ポ
ロ
ッ
ク
の
眼
差
し
は
床
の
キ
ャ
ン
バ
ス
へ
と
落
と
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
の
身
体
運
動
と

と
も
に
そ
の
視
野
面
は
揺
れ
動
く
。
そ
の
と
き
の
画
面
は
水
平
に
広
が
っ
て
い
る
が
、
わ
た

し
た
ち
は
こ
れ
を
壁
に
掛
け
ら
れ
直
立
し
た
状
態
で
出
会
う
の
で
あ
る
。
充
分
に
大
き
な
作

品
の
場
合
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ま
ず
遠
く
か
ら
、
ま
る
で
壁
紙
の
柄
の
よ
う
な
均
一
な
広
が

り
を
眺
め
、
そ
れ
か
ら
近
付
い
て
、
彼
と
同
じ
よ
う
に
眼
差
し
を
揺
り
動
か
し
て
い
く
。

も
っ
と
近
付
く
と
、
絵
の
具
の
滴
り
の
閃
光
の
よ
う
な
美
し
さ
と
同
時
に
他
人
の
靴
の
裏
底

が
眼
前
に
あ
る
よ
う
な
生
々
し
さ
も
感
じ
る
。
同
時
性
と
い
う
言
葉
が
思
い
浮
か
ぶ
。
再
び

画
面
か
ら
離
れ
て
全
体
を
見
渡
し
た
と
き
、
一
つ
ひ
と
つ
の
行
為
の
痕
跡
、
そ
の
無
数
の
生

命
の
一
回
性
に
よ
っ
て
織
り
上
げ
ら
れ
た
宇
宙
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

描
か
れ
る
時
間
と
描
く
時
間
が
接
近
し
殆
ど
一
つ
と
な
っ
た
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の

出
来
事
の
中
に
立
ち
会
う
感
覚
を
味
わ
う
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
絵
解
き
で
は
な
い
。
絵
画
を

め
ぐ
る
時
間
の
多
層
構
造
を
構
成
す
る
膜
は
、
そ
の
一
枚
一
枚
が
限
界
ま
で
薄
く
な
っ
て
広

が
り
、
描
か
れ
る
こ
と
、
描
く
こ
と
、
観
る
こ
と
が
ぴ
っ
た
り
と
張
り
付
い
た
一
枚
の
画
面

と
化
す
か
の
よ
う
だ
。

（
三
）
観
る
時
間
の
多
層
性

　

ギ
ュ
ン
プ
と
ポ
ロ
ッ
ク
の
作
画
の
あ
り
よ
う
を
比
較
す
る
こ
と
か
ら
、
画
面
と
鑑
賞
者
の

関
わ
り
方
が
浮
上
し
て
く
る
。
先
に
、
描
く
時
間
と
観
る
時
間
は
層
序
性
が
あ
り
不
可
逆
的

な
関
係
で
あ
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
も
の
が
見
え
て
き
た
の
で

は
な
い
か
。
描
く
こ
と
と
描
か
れ
る
こ
と
が
画
面
で
多
層
的
に
出
会
う
よ
う
に
、
観
る
こ
と

も
そ
の
二
つ
と
同
時
に
出
会
う
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
だ
。
わ
た
し
た
ち
は
静
物
画
を
観
て
、
そ
こ

に
レ
モ
ン
を
見
る
と
同
時
に
レ
モ
ン
を
描
い
て
い
る
画
家
の
仕
事
を
見
る
。
同
時
に
二
つ
の

も
の
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
象
と
画
面
を
重
ね
て
見
て
い
る
画
家
の
眼
差
し
と
、
こ
の

鑑
賞
者
の
眼
差
し
は
重
な
っ
て
い
る
。

　

わ
た
し
た
ち
が
こ
の
画
布
に
載
せ
ら
れ
た
紡
錘
形
の
黄
色
い
絵
の
具
の
塊
か
ら
レ
モ
ン
を

見
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
当
然
そ
こ
に
は
、
鑑
賞
者
自
身
の
「
レ
モ
ン
体
験
」
と
も
言
う

べ
き
、
物
心
つ
い
た
と
き
か
ら
積
み
重
な
っ
て
い
る
記
憶
の
束
が
あ
り
、
鑑
賞
者
の
記
憶
の

レ
モ
ン
と
画
面
の
絵
の
具
の
痕
跡
と
の
視
覚
情
報
の
照
合
作
業
が
あ
る
。
そ
し
て
、
レ
モ
ン

の
視
覚
像
以
外
の
連
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
記
憶
も
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
黄

色
い
絵
の
具
の
塊
だ
け
が
関
与
す
る
の
で
は
な
く
、
画
面
上
で
そ
の
周
辺
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま

な
色
と
形
の
痕
跡
が
、
そ
こ
に
あ
る
べ
き
は
レ
モ
ン
で
あ
る
と
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。
鑑
賞

者
の
こ
れ
ら
一
連
の
意
識
の
働
き
は
、
描
く
時
間
に
お
け
る
画
家
の
意
識
下
で
作
動
し
て
い

る
記
憶
の
束
と
出
会
っ
て
い
る
行
為
の
よ
う
に
み
え
る
。

　

観
る
者
に
と
っ
て
も
、
絵
は
初
め
て
世
界
を
目
に
し
た
と
き
か
ら
始
ま
り
、
い
ま
も
始

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
テ
キ
ス
ト
表
現
と
絵
画
の
近
代
に
つ
い
て

（
一
）『
出
来
事
と
し
て
の
読
む
こ
と
』
か
ら

　

こ
の
多
層
性
を
持
っ
た
観
る
時
間
が
描
く
時
間
や
描
か
れ
る
時
間
に
画
面
で
出
会
う
と
い

う
出
来
事
は
、
書
く
こ
と
と
読
む
こ
と
の
出
会
い
を
連
想
さ
せ
る
。

　
　

 「
読﹅

﹅む
と
い
う
行
為
を
、
私
た
ち
が
実
践
す
る
た
め
に
は
、
日
本
語
の
文
字
シ
ス
テ

ム
、
日
本
語
の
音
声
シ
ス
テ
ム
、
日
本
語
の
語
彙
と
構
文
を
、
と
り
あ
え
ず
一
つ
の
約

束
事
と
し
て
、
表
現
さ
れ
た
言
葉
に
対
し
て
、
作
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
…
（
中
略
）
…
私
た
ち
が
読﹅

﹅む
の
は
、
私
た
ち
の
「
わ
た
し
」
と
は
異
な
っ

た
表
現
者
の
書
い
た
文
字
の
集
積
、
他
者
が
表
現
し
た
と
こ
ろ
の
言
葉
の
集
積
で
す
。

そ
こ
に
は
同
じ
日
本
語
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
、
最
低
限
の
約
束
事
の
共
有
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
他
者
で
あ
る
表
現
者
が
、
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
言
葉
を
使

用
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
想
定
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
す
。
つ

ま
り
読﹅

﹅む
こ
と
と
は
、
一
瞬
一
瞬
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
他
者
で
あ
る
と
こ
ろ
の
表
現
者
の

使
用
し
た
言
葉
や
構
成
し
た
文
に
対
し
て
、
そ
の
他
者
と
は
異
質
な
言
語
シ
ス
テ
ム
を

持
っ
た
読
者
で
あ
る
「
わ
た
し
」
が
出
会
い
つ
づ
け
て
い
く
運
動
に
ほ
か
な
り
ま
せ 

ん
（10）
」（
傍
点
原
文
の
ま
ま
）

　

こ
れ
は
、
小
森
陽
一
『
出
来
事
と
し
て
の
読
む
こ
と
』
の
冒
頭
に
あ
る
「
行
為
と
し
て
の

読
む
こ
と
」
と
い
う
文
章
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。
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言
葉
に
書
く
こ
と
や
読
む
こ
と
に
比
し
て
、
外
的
形
象
を
描
き
出
す
こ
と
、
ま
た
描
か
れ

た
画
面
か
ら
外
的
形
象
を
見
出
す
こ
と
は
、
よ
り
直
接
的
で
感
覚
的
な
出
来
事
で
あ
る
と
一

般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
双
方
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
そ
れ

は
非
常
に
よ
く
似
た
意
識
の
働
き
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

小
森
は
こ
の
本
の
中
で
、
夏
目
漱
石
の
『
坑
夫
（11）
』
と
い
う
小
説
を
題
材
に
、
こ
れ
を
構

成
す
る
テ
キ
ス
ト
に
み
ら
れ
る
時
制
（
過
去
と
現
在
）
と
相
（
完
了
と
継
続
）
に
関
わ
る
表
現
に

着
目
し
、
発
話
主
体
と
叙
述
内
容
の
時
間
的
距
離
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
漱
石
と
い
う
書

き
手
、
そ
の
漱
石
を
訪
ね
て
自
身
の
体
験
を
語
っ
た
若
者
が
い
る
と
す
る
小
説
成
立
の
経

緯
、
小
説
内
の
発
話
主
体
、
小
説
内
で
描
き
出
さ
れ
る
行
動
主
体
、
わ
た
し
た
ち
読
み
手
と

い
う
風
に
、
言
葉
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
の
あ
り
方
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
が
相
互
の
位

置
や
関
係
を
転
換
す
る
可
能
性
を
も
っ
た
動
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
言
い
方
を
変

え
る
な
ら
、
言
葉
が
常
に
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
・
レ
ベ
ル
と
メ
タ
・
レ
ベ
ル
を
往
還
す
る
振
動
を

伴
っ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
漱
石
が
用
い
る
「
写
生
文
」
の
可
能
性
を
探
る
の

で
あ
る
。

（
二
）
写
生
文
と
近
代
に
つ
い
て

　

江
戸
時
代
に
は
書
簡
を
は
じ
め
公
文
書
や
日
誌
、
張
り
紙
な
ど
の
実
用
文
の
ほ
ぼ
全
て
を

い
わ
ゆ
る
候
文
が
占
め
て
い
た
と
言
う
。
漢
文
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
書
き
言
葉
の

文
体
に
は
時
制
に
よ
る
変
化
が
な
い
。
全
く
同
じ
表
現
が
、
あ
る
と
き
は
過
去
の
出
来
事
の

叙
述
で
あ
り
、
あ
る
と
き
に
は
現
在
進
行
中
の
出
来
事
の
叙
述
と
な
る
。「
…
候
」
と
い
う

文
末
が
連
続
し
て
い
く
そ
の
リ
ズ
ム
は
、
基
本
的
に
発
話
主
体
＝
執
筆
者
で
あ
り
、
そ
の
位

置
は
世
界
の
中
心
＝
特
権
的
な
場
所
に
あ
り
、
世
界
と
の
関
係
は
静
的
で
あ
る
。

　

漱
石
は
、
特
に
書
簡
を
中
心
に
こ
の
よ
う
な
文
語
表
現
が
未
だ
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
時

代
に
生
き
て
い
た
。
そ
し
て
彼
は
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
し
た
経
験
を
持
つ
英
語
教
師
で
あ
る
。

日
本
語
に
は
な
い
時
制
概
念
に
親
し
み
、
ま
た
、
あ
る
意
味
で
「
終
わ
り
の
始
ま
り
」
を
迎

え
て
い
た
西
欧
の
近
代
を
体
感
し
、
そ
の
上
で
、
急
ぎ
足
で
近
代
を
駆
け
抜
け
よ
う
と
し
て

い
る
日
本
に
戻
っ
て
き
た
人
で
あ
る
。
そ
の
人
が
紡
ぎ
出
し
た
日
本
語
表
現
と
し
て
彼
の
小

説
が
あ
る
。

　

小
森
が
取
り
上
げ
た
『
坑
夫
』
で
は
、「
さ
つ
き
」
と
言
う
極
め
て
短
い
時
間
的
距
離
の

過
去
を
振
り
返
る
描
写
で
始
ま
っ
た
物
語
内
世
界
が
、
い
つ
し
か
現
在
形
で
語
ら
れ
、
あ
る

と
き
は
畳
み
掛
け
る
よ
う
な
終
止
形
の
連
続
で
、
読
み
手
が
そ
の
文
を
読
み
終
え
る
と
同
時

に
物
語
内
の
事
象
が
完
了
し
て
い
く
よ
う
な
同
時
性
を
感
じ
さ
せ
、
ま
た
次
の
瞬
間
に
は
、

す
っ
と
発
話
主
体
が
未
来
に
ジ
ャ
ン
プ
し
て
執
筆
し
て
い
る
漱
石
自
身
と
近
付
く
と
い
う
よ

う
に
、
極
め
て
動
的
な
関
係
を
示
す
。

　

西
欧
の
十
九
世
紀
自
然
主
義
の
影
響
下
に
、
瞬
間
を
切
り
取
る
こ
と
が
永
遠
性
を
獲
得
す

る
短
詩
形
と
も
言
う
べ
き
俳
句
に
お
い
て
、
教
養
主
義
を
排
し
て
対
象
と
発
句
者
が
即
時
性

で
結
ば
れ
る
方
法
論
と
し
て
正
岡
子
規
の
「
写
生
」
が
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
を
漱
石

は
深
く
理
解
し
、
散
文
表
現
と
し
て
の
写
生
文
の
開
拓
に
大
き
く
関
与
し
た
。

　
『
坑
夫
』
が
書
か
れ
た
明
治
四
一
年
頃
は
、
黒
田
清
輝
を
中
心
と
し
た
外
光
派
、
つ
ま
り

印
象
派
を
受
容
し
た
写
実
主
義
の
潮
流
が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
し
て
確
立
し
た
時
代
で
も
あ

る
。
イ
ー
ゼ
ル
と
絵
の
具
箱
を
携
え
て
屋
外
に
出
掛
け
た
十
九
世
紀
の
画
家
た
ち
、
こ
と
に

印
象
派
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
人
た
ち
か
ら
始
ま
っ
た
写
生
の
意
味
は
、
そ
れ
ま
で
の

絵
画
の
素
描
、
デ
ッ
サ
ン
の
意
味
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
だ
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
違
い

を
描
か
れ
る
時
間
と
描
く
時
間
の
出
会
い
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

四
、
写
生
か
ら
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
へ

（
一
）
描
線
に
み
る
生
の
一
回
性

　

吉
田
秀
和
の
『
セ
ザ
ン
ヌ
物
語
』
に
は
「
ド
ラ
ク
ロ
ワ
と
ゴ
ッ
ホ
」
と
い
う
章
が
あ
り
、

そ
の
中
で
、
ゴ
ッ
ホ
の
素
描
《
サ
ン
ト
・
マ
リ
ー
の
海
に
浮
か
ぶ
帆
か
け
舟
》（
一
八
八
八
）

を
取
り
上
げ
観
察
し
、
そ
の
筆
遣
い
に
北
斎
の
影
響
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
こ
と
を
記
す
。

そ
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

図 4　ゴッホ 
《サント・マリーの海に浮ぶ帆かけ舟》

図 3　《北斎漫画》第七編四、五（阿波の鳴門）
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 「
こ
こ
で
私
た
ち
が
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
の
は
、
筆
遣
い
の
上
で
、
ど
ん
な
共
通
性

が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
東
洋
画
の
場
合
は 

│
│ 

北
斎
の
版
画
で
さ
え 

│
│ 

筆
遣

い
に
は
、
一
旦
様
式
化
の
過
程
を
経
た
あ
と
で
動
か
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

が
は
っ
き
り
し
て
い
る
点
で
あ
る
…
（
中
略
）
…
い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
に
は
、
あ
の
有

名
な
広
重
の
《
梅
》
や
《
大
橋
の
夕
立
》
を
模
写
し
て
い
る
時
ば
か
り
で
な
く
、
い
ま

見
た
素
描
の
よ
う
な
も
の
の
中
に
も
、
ゴ
ッ
ホ
が
、
浮
世
絵
を
前
に
懸
命
に
運
筆
の
練

習
を
し
て
い
る
姿
が
見
え
て
く
る
。

　
　

 

一
方
、
そ
の
ゴ
ッ
ホ
の
手
本
と
な
っ
た
絵
を
見
て
い
る
と
、
飽
く
な
き
奇
想
の
追
求
家

だ
っ
た
北
斎
の
よ
う
な
人
で
さ
え
、
結
局
は
、
伝
統
の
上
に
し
っ
か
り
根
を
下
ろ
し

て
、
制
作
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
　

 

私
た
ち
の
意
表
を
つ
く
北
斎
の
大
胆
さ
は
、
そ
の
構
図
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
運
筆
で

は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
波
を
描
い
て
、
恐
ら
く
、
も
っ
と
も
天
才
的
な
絵
で

あ
っ
た
〈
富
嶽
三
十
六
景
〉
中
の
《
神
奈
川
沖
波
裏
》
に
つ
い
て
さ
え
言
え
る
だ
ろ 

う
（12）
」

　

こ
の
一
節
を
読
ん
だ
と
き
、
筆
者
に
は
、
は
る
か
以
前
に
読
ん
だ
も
う
一
つ
の
文
章
が
鮮

や
か
に
思
い
出
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
丸
谷
才
一
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
を
次
に
挙
げ

る
。

　
　

 「
北
斎
の
世
界
は
、
た
し
か
に
動
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
な
り
に
異
様

に
の
ん
び
り
と
し
て
い
て
静
か
な
の
だ
。
ち
ょ
う
ど
江
戸
と
い
う
文
化
文
政
の
大
都
会

が
そ
う
で
あ
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
。
そ
こ
で
は
、
事
象
は
全
て
一
回
的
な
も
の
に
す
ぎ

な
い
と
い
う
発
見
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
上
で
持
続
が
敢
え
て
信
じ
ら
れ
て

い
る
。
…
（
中
略
）
…
手
踊
り
の
女
は
、
次
の
瞬
間
、
別
の
動
作
に
移
り
、
彼
女
の
形

は
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
明
日
、
あ
る
い
は
明
後
日
、
こ
の
女
が
ま
た
同
じ

踊
り
を
踊
る
と
き
、
彼
女
は
今
と
そ
っ
く
り
同
じ
姿
で
わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
る
だ
ろ

う
。
彼
女
が
年
老
い
れ
ば
、
や
が
て
彼
女
の
娘
が
こ
れ
と
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
の
趣
で

踊
る
に
ち
が
い
な
い
…
（
中
略
）
…
こ
う
い
う
北
斎
の
、
世
俗
の
日
常
に
対
す
る
信
念
、

文
明
の
型
に
対
す
る
信
念
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
勝
利
や
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
敗

北
を
眺
め
つ
づ
け
て
き
た
印
象
派
の
画
家
た
ち
に
は
、
お
よ
そ
理
解
を
絶
し
た
も
の
で

あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
ド
ガ
は
、
こ
の
一
瞬
が
終
わ
れ
ば
も
う
こ
の
一
瞬
の
若
さ
が

そ
れ
だ
け
失
わ
れ
る
も
の
と
し
て
の
踊
り
子
を
描
く
の
で
あ
る
（13）
」

　

吉
田
は
北
斎
と
ゴ
ッ
ホ
の
描
線
を
見
比
べ
、
北
斎
の
運
筆
に
み
ら
れ
る
伝
統
に
支
え
ら
れ

た
様
式
化
の
働
き
に
対
し
ゴ
ッ
ホ
の
描
線
に
そ
の
瞬
間
の
生
の
一
回
性
を
み
る
。
丸
谷
は
北

斎
と
ド
ガ
の
踊
り
子
の
絵
を
見
比
べ
、
ド
ガ
に
み
ら
れ
る
生
の
一
回
性
の
表
現
と
、
北
斎
の

「
一
回
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
発
見
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
上
で
持
続
が

敢
え
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
感
性
を
語
る
。

　

こ
こ
に
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
、
西
欧
の
近
世
近
代
が
絵
画
に
も
た
ら
し
た
時

間
性
と
、
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
。

（
二
）
振
動
す
る
描
線

　

ゴ
ッ
ホ
の
泡
立
つ
海
面
を
表
す
描
線
、
踊
り
子
の
チ
ュ
チ
ュ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
ド
ガ

の
白
い
筆
触
に
共
通
す
る
の
は
、
筆
が
振
動
を
う
ち
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。

そ
の
振
動
と
は
、
先
に
み
て
き
た
、
画
家
の
画
面
と
対
象
を
往
還
す
る
眼
差
し
の
振
動
で
も

あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
美
術
学
校
で
の
素
描
の
授
業
な
ど
で
行
わ
れ
る
、
人
物
ク
ロ
ッ
キ
ー
を
し
て

い
る
と
き
の
眼
差
し
と
手
の
動
き
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。

　

わ
ず
か
数
分
で
描
く
一
枚
の
ク
ロ
ッ
キ
ー
の
中
で
も
、
モ
デ
ル
の
動
勢
を
見
極
め
て
一
気

に
手
を
動
か
す
と
き
が
あ
り
、
人
体
の
内
実
と
周
囲
の
空
間
の
双
方
に
目
を
配
り
、
そ
の
両

義
性
を
秘
め
た
一
本
の
決
定
的
な
線
を
、
息
を
詰
め
、
ゆ
っ
く
り
と
引
い
て
い
く
と
き
が
あ

る
。
ま
た
、
微
か
に
膨
ら
ん
だ
り
収
縮
し
た
り
す
る
筋
肉
の
盛
り
上
が
り
を
み
な
が
ら
、
筆

圧
の
反
応
を
頼
り
に
抑
揚
あ
る
稜
線
を
描
き
出
す
と
き
も
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
リ
ズ
ミ

カ
ル
な
ハ
ッ
チ
ン
グ
で
人
物
を
面
と
し
て
彫
り
出
し
て
い
く
こ
と
も
あ
る
は
ず
だ
。
あ
る
と

き
は
、
モ
デ
ル
に
は
目
も
く
れ
ず
画
面
だ
け
を
見
な
が
ら
線
を
引
き
、
ま
た
あ
る
と
き
は
画

面
を
見
ず
に
モ
デ
ル
に
沿
っ
て
動
く
眼
差
し
を
基
に
手
を
動
か
し
て
い
る
。

図 5　北斎《手踊り》（肉筆画）
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描
く
手
が
描
か
れ
る
対
象
と
の
距
離
を
詰
め
た
り
離
れ
た
り
し
な
が
ら
振
動
し
、
そ
れ
が

画
面
で
描
線
と
な
っ
て
積
み
重
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
漱
石
の
写
生
文

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
描
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
自
明
の
こ
と
で
は
な
い
。
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た

丸
谷
の
文
章
に
添
え
ら
れ
て
い
る
北
斎
の
一
枚
の
絵
が
あ
る
。「《
林
の
中
の
裸
婦
》
信
州
小

布
施
で
の
北
斎
の
ス
ケ
ッ
チ
」
と
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付
さ
れ
て
い
る
そ
の
絵
を
見
る
と
、
一

種
奇
妙
な
感
覚
に
陥
る
の
で
あ
る
。

　

い
ま
述
べ
て
き
た
振
動
す
る
眼
差
し
を
う
ち
に
含
ん
だ
描
線
と
は
違
う
も
の
、
つ
ま
り

「
一
旦
様
式
化
の
過
程
を
経
た
あ
と
で
動
か
さ
れ
て
い
る
」
運
筆
、「
文
明
の
型
に
対
す
る
信

念
」
に
裏
付
け
ら
れ
た
運
筆
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
画
面
に
図
と

地
の
関
係
を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
固
定
す
る
も
の
と
し
て
働
く
描
線
の
こ
と
だ
。
そ
れ
こ
そ

が
、
東
洋
画
の
伝
統
に
お
い
て
も
、
ま
た
近
代
以
前
の
西
洋
画
に
お
い
て
も
、
最
も
一
般
的

な
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
精
妙
な
デ
ッ
サ
ン
（
白
描
）
を
基
に
、
複
雑
に
絡
み
合
う

図
と
地
の
関
係
が
丁
寧
に
塗
り
分
け
ら
れ
て
タ
ブ
ロ
ー
（
本
絵
）
と
な
る
。

　

た
し
か
に
、
こ
の
北
斎
の
（
お
そ
ら
く
は
晩
年
の
）
ス
ケ
ッ
チ
に
は
そ
れ
ま
で
の
漢
画
修
養

や
春
画
制
作
の
体
験
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
部
分
も
み
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
白
描
画

の
手
法
に
よ
る
草
稿
だ
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
描
線
は
未
だ
振

動
を
う
ち
に
含
ん
で
は
い
な
い
も
の
の
、
あ
る
種
の
た
め
ら
い
を
含
ん
で
引
か
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
は
既
に
近
代
の
影
が
あ
る
。「
一
回
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
発
見
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
上
で
持
続
が
敢﹅

﹅

﹅
え
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
」（
傍
点
鷹
木
）
と
丸
谷
が

評
し
た
屈
折
が
、
画
帖
の
中
に
生
の
か
た
ち
で
表
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
、
描
か
れ
る
こ
と
と
描
く
こ
と
と
観
る
こ
と
が
多
層

的
な
時
間
の
中
で
出
会
う
「
出
来
事
と
し
て
の
絵
画
」
の
構
造
が
、
あ
る
歴
史
的
な
事
件
と

し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
に
透
け
て
み
え
て
く
る
。
お
そ
ら
く
、

ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
『
ラ
ス
・
メ
ニ
ー
ナ
ス
』
で
、
自
身
の
眼
差
し
を
王
女
マ
ル
ガ
リ
ー
タ
の
眼

差
し
と
と
も
に
鏡
の
中
の
国
王
夫
妻
を
介
し
て
わ
た
し
た
ち
に
投
げ
掛
け
た
と
き
か
ら
、
そ

の
時
計
の
針
は
回
り
始
め
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
つ
い
に
は
ポ
ロ
ッ
ク
の
納
屋
に
ま
で
行

き
着
い
た
の
だ
。

　

ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
筆
遣
い
は
流
動
性
に
富
ん
で
い
る
。
筆
触
の
あ
ら
わ
な
画
面
は
、
ル
ネ
サ

ン
ス
期
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
派
以
降
こ
の
時
代
に
は
珍
し
い
こ
と
と
は
言
え
な
い
が
、
特
に
ベ

ラ
ス
ケ
ス
の
そ
れ
は
、
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
で
あ
り
な
が
ら
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
の
振
動
が
感
じ
ら

れ
る
。『
ラ
ス
・
メ
ニ
ー
ナ
ス
』
な
ど
彼
の
一
連
の
大
作
の
、
遠
目
に
は
端
正
で
透
明
な
空

間
が
、
近
寄
れ
ば
全
く
違
う
表
情
を
見
せ
る
こ
と
を
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
。

（
三
）
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ

　

日
本
語
に
お
い
て
、
特
に
洋
画
と
呼
ば
れ
た
絵
画
を
め
ぐ
る
言
説
に
お
い
て
、
以
前
は

デ
ッ
サ
ン
と
タ
ブ
ロ
ー
と
言
う
仏
語
由
来
の
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
い
つ
の

頃
か
ら
か
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
言
う
英
語
由
来
の
言
葉
に
徐
々
に
置
き

換
わ
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

美
術
用
語
と
し
て
の
語
義
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
語
源
も
違
い
、
日
本
語

で
そ
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
て
発
話
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
か
な
り
異
な
る
含
意
が
込
め
ら

れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
わ
た
し
た
ち
が
デ
ッ
サ
ン
／
タ
ブ
ロ
ー
と
言
う
場
合
に
は

そ
の
形
式
的
な
現
れ
を
見
て
い
る
し
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
／
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
言
う
場
合

は
、
行
動
的
概
念
の
違
い
と
し
て
捉
え
る
潜
在
的
な
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
、

わ
た
し
た
ち
が
、
今
日
の
時
点
か
ら
わ
た
し
た
ち
自
身
の
近
代
を
振
り
返
り
、
絵
画
は
出
来

事
と
し
て
あ
っ
た
の
だ
と
捉
え
る
視
点
を
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
証
左
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
言
葉
を
、
デ
ッ
サ
ン
と
タ
ブ
ロ
ー

に
相
当
す
る
言
葉
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
義
に
近
い
、「
線
を
引
く
こ
と
、
図

を
描
く
こ
と
」
と
「
塗
装
す
る
こ
と
、
彩
色
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
に
引
き
戻
し
て
考
え

て
い
き
た
い
。

図 7　北斎《林の中の裸婦》

図 6　素描の授業で描かれたクロッキー
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カ
メ
ラ
を
提
げ
て
歩
い
た
早
春
の
日
か
ら
ま
た
幾
週
か
が
経
ち
、
重
い
腰
を
上
げ
て
画

布
を
張
る
。
幾
枚
か
の
写
真
を
傍
ら
に
置
い
て
、
し
か
し
そ
れ
と
は
関
係
な
く
、
絵
の

具
を
画
布
に
置
い
て
い
く
。
ブ
ラ
シ
で
ペ
イ
ン
ト
す
る
作
業
は
楽
し
く
、
そ
れ
に
身
を

任
せ
な
が
ら
幾
つ
か
の
層
を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
、
あ
る
色
の
場
が
画
面
に
生
ま
れ
て

く
る
。

　
　

 　

そ
し
て
、
た
と
え
ば
路
傍
の
草
む
ら
に
つ
い
て
の
記
憶
が
つ
か
の
間
浮
上
す
る
。
そ

れ
な
ら
描
い
て
み
よ
う
と
そ
の
写
真
を
探
し
出
し
、
今
度
は
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
し
て
い

く
。
と
言
っ
て
も
写
真
の
表
面
は
幾
千
の
色
の
も
や
も
や
し
た
斑
点
に
過
ぎ
な
い
し
、

そ
れ
は
も
は
や
草
む
ら
で
も
な
い
か
ら
、
あ
て
ど
な
く
さ
ま
よ
う
よ
う
に
筆
が
動
き
、

写
真
の
表
面
を
な
ぞ
る
う
ち
に
そ
れ
が
記
憶
の
形
象
を
連
想
さ
せ
た
り
も
す
る
。

　
　

 　

そ
の
記
憶
を
な
ぞ
っ
て
み
る
。
な
ぞ
る
こ
と
が
そ
の
前
の
行
為
の
痕
跡
を
塗
り
つ
ぶ

す
こ
と
に
な
る
。
画
布
と
絵
の
具
と
ブ
ラ
シ
の
組
み
合
わ
せ
は
案
外
融
通
無
碍
で
、
ペ

イ
ン
テ
ィ
ン
グ
が
い
つ
の
間
に
か
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
な
り
、
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
が
い
つ
の

間
に
か
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

 　

そ
ん
な
風
に
描
く
時
間
が
進
ん
で
い
く
。

　

日
常
の
視
覚
体
験
は
、
網
膜
上
の
光
学
的
な
刺
激
を
契
機
に
、
身
体
感
覚
を
言
葉
で
分
節

し
て
像
を
形
成
す
る
と
い
う
意
識
の
働
き
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
制
作

体
験
に
お
け
る
行
為
、
描
く
行
為
は
ど
の
よ
う
に
こ
れ
と
呼
応
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
一
義
的
に
は
画
面
を
分
節
し
て
図
と
地
の
関
係
を
発
生
さ
せ
る
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
対

し
、
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
、
色
を
発
生
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
光
の
刺
激
を
絵
画

空
間
に
す
る
。
平
面
を
画
面
に
転
化
す
る
働
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

描
く
体
験
に
お
け
る
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
、
見
る
体
験
で
の
言
葉
と
身

体
の
働
き
と
相
似
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

描
線
は
そ
れ
そ
の
も
の
が
振
動
し
、
ス
ピ
ー
ド
、
強
弱
、
リ
ズ
ム
を
持
つ
。
画
面
を
分
節

す
る
存
在
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
生
の
一
回
性
を
表
出
し
、
ま
た
、
そ
の
積
み
重
ね
に

よ
っ
て
描
く
時
間
の
多
層
性
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
ド
ロ
ー
す
る
行
為
の
集

積
が
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
な
っ
て
い
く
作
業
の
局
面
は
、
数
あ
る
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
様
態

の
一
つ
の
断
面
で
あ
り
、
線
の
集
積
と
は
言
い
難
い
作
業
も
多
様
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
、

空
間
的
な
深
さ
、
光
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
現
れ
と
し
て
描
く
者
に
働
き
掛

け
、
さ
ら
な
る
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
誘
発
す
る
。

　

制
作
者
と
し
て
の
わ
た
し
は
、
画
面
に
近
付
き
、
そ
し
て
遠
ざ
か
り
と
い
う
振
幅
を
繰
り

返
し
な
が
ら
、
ド
ロ
ー
す
る
こ
と
と
ペ
イ
ン
ト
す
る
こ
と
が
常
に
転
換
可
能
な
関
係
に
あ
る

こ
と
を
実
感
す
る
。
形
象
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
同
時
に
解
体
が
始
ま
り
、
描
き
出
す
こ

と
が
消
し
去
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ッ
ト
な
カ
ラ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
と
化
し
た
画

面
に
も
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
は
潜
在
し
て
い
る
。

五
、
結
び
に
代
え
て

で
も
、
そ
れ
は
左
側
な
の
だ

私
が
気
に
掛
か
る
の
は
い
つ
も
左
側
だ
っ
た

カ
メ
ラ
を
提
げ
た
早
春
の
日
、
そ
の
こ
と
が
少
し
心
に
引
っ
掛
か
っ
て
い
た
が
、

そ
の
理
由
は
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く
の
が
良
い
、
そ
の
と
き
は
そ
う
思
わ
れ
た

あ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
制
作
の
時
間
を
過
ご
し
て
、

モ
チ
ー
フ
は
い
つ
も
左
側
に
置
く
こ
と
を
思
い
出
し
た

キ
ャ
ン
バ
ス
は
右
、
モ
チ
ー
フ
は
左

右
利
き
で
あ
る
わ
た
し
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
無
意
識
の
所
作
で
あ
っ
た

ち
ょ
う
ど
ギ
ュ
ン
プ
や
ベ
ラ
ス
ケ
ス
が
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に

　

本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
五
月
に
行
っ
た
個
展
に
向
け
た
制
作
体
験
で
の
覚
え
書
き
を
基

に
、
自
身
の
頭
を
整
理
す
る
た
め
書
き
始
め
た
も
の
で
あ
る
（14）
。

　

当
初
、
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
ピ
エ
ト
・
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
あ
の
黒
い
水
平
・
垂
直
の
直

線
と
三
原
色
や
無
彩
色
の
矩
形
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。
わ
た
し
に
は
、
そ
れ
が
絵

画
制
作
に
お
け
る
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
と
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
モ
ン
ド
リ
ア
ン
が
い
わ
ゆ
る
抽
象
画
に
至
る
ま
で
に
描
い
た
木

の
連
作
や
埠
頭
と
海
の
絵
な
ど
を
み
れ
ば
、
そ
れ
は
き
っ
と
「
当
た
り
前
す
ぎ
て
、
改
め
て

言
及
す
る
必
要
も
な
い
」
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
た
し
に
と
っ
て
、
そ
の
こ
と
は

今
回
の
制
作
の
中
で
初
め
て
浮
上
し
た
モ
ン
ド
リ
ア
ン
へ
の
見
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ど
う
し
て
モ
ン
ド
リ
ア
ン
は
そ
の
よ
う
な
観
点
を
持
っ
て
制
作
し
た
の
だ
ろ
う
。
ど
う
し

て
絵
画
を
そ
の
よ
う
に
還
元
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
考
え
た
か
っ
た
。
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そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
絵
画
が
出
来
事
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
絵
画
に
お
け
る
時
間

の
多
層
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
、
二
回

ば
か
り
論
考
し
た
も
の
が
あ
る
（15）
。
内
容
の
多
く
は
そ
れ
と
重
な
っ
て
お
り
、
我
な
が
ら
同

じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
あ
る
が
、
絵
画
制
作
と
同
じ

で
、
作
業
を
繰
り
返
し
な
が
ら
多
層
的
に
考
察
を
積
み
重
ね
て
次
の
段
階
へ
ほ
ん
の
少
し
進

む
と
い
う
こ
と
し
か
な
い
ら
し
い
。

　

今
後
稿
を
改
め
て
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
自
身
の
著
作
な
ど
も
参
照
し
つ
つ
、
彼
の
作
品
を
観

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
以
前
と
以
降
に
視
野
を
広
げ
つ

つ
、
既
に
終
焉
を
迎
え
た
ら
し
い
絵
画
と
い
う
出
来
事
の
顛
末
を
見
よ
う
と
思
う
。
一
枚
一

枚
の
「
出
来
事
と
し
て
の
絵
画
」
が
構
成
す
る
「
絵
画
（
メ
デ
ィ
ア
）
と
い
う
出
来
事
」
の

顛
末
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
顛
末
の
後
に
は
、
新
し
い
絵
に
ま
つ
わ
る
物
語
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
が
。

　

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
、
あ
る
意
味
ホ
コ
リ
臭
い
も
の
を
見
届
け
た
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
こ

か
ら
の
出
発
が
今
日
の
美
術
教
育
の
大
切
な
前
提
と
な
る
よ
う
に
感
じ
る
か
ら
だ
。

　

た
と
え
ば
美
術
館
に
子
ど
も
た
ち
を
引
率
し
、「
鑑
賞
教
育
」
を
行
う
。「
さ
あ
、
み
ん
な

ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
た
？
」
な
ど
と
問
い
掛
け
る
。
こ
の
よ
う
な
構
図
に
い
つ
も
、
何
か
ざ

ら
ざ
ら
し
た
違
和
感
を
感
じ
て
い
た
。

　

絵
を
観
る
っ
て
そ
ん
な
こ
と
だ
っ
た
か
し
ら
。
何
も
感
じ
な
く
て
も
良
い
じ
ゃ
な
い
。

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
数
年
後
、
何
か
の
拍
子
に
ふ
と
、
そ
の
と
き
観
た
も
の
が
子
ど
も
た
ち

の
中
の
誰
か
の
意
識
に
浮
上
し
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ず
っ
と
忘
れ
ら
れ
た
ま
ま
か
も

し
れ
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
出
会
い
と
し
て
美
術
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
気
持
ち
を
わ
た
し
の
中
で
解
決
し
た
い
の
だ
。
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　　　Works like pictures and paintings that reproduce an 
image are generally believed to begin with a stationary artist 
gazing at something that is in front of them.  This is the case 
whether the work is a still life, landscape, or portrait.  
However, the majority of ordinary visual experiences do not 
happen under these types of special conditions; rather, they 
typically happen while a person is doing something.  In 
other words, they happen in the process of some physical 
action.  One such example of this is the feeling that the 
scenery of the roadside that one has passed when walking 
on a road is just over one’s shoulder.
　　　In addition, the act of a human being “seeing” 
something is not just the optical stimulus on the retina being 
received then and there.  Rather, “seeing” something is the 
act of perception based on the knowledge that has been 
acquired from early childhood.  This knowledge arises from 
things observed that are articulated into words from within 
the accumulation of physical experiences of the entire body.
　　　Even for realistic works that feel as though a glance 
or a moment in time has been captured and frozen into a 
static image, there are actually a countless bunch of 
memories involved.  At the same time, these works are 
drawn or painted while including the physically dynamic 
passage of time.  Naturally, the appreciators of the works 
compare them to the countless bunches of memories that 
they themselves have acquired through their own physically 
dynamic experiences.  At the same time that the object 
being depicted is identified, their awareness works through 
the traces of the artist's own process and they encounter 
their bunch of memories.
　　　Pictures and paintings become a single scene when 
the artist attempts to depict what should be called the sum 
total of the artist’s own visual experience as a moment 
through some motif.
　　　One can even further search out the essence of what 
is happening in abstract works by perceiving the structure of 
these types of pictures as places where a multi-layered 
meeting of the time when the work is drawn meets with the 
time when it is seen.  Specifically, we will bring up the self 
portraits from the works of modern Europe.  Considerations 

can then be made by comparing these with the attitudes of 
the painters like Jackson Pollock from the 20th-century 
American Abstract Expressionist movement and the 
attitudes we art appreciators have about these works.
　　　Then, we will confirm that this type of structure of 
“pictures as events” is deeply related to a historical event 
that is the modern era.  This will be done by referencing the 
discussion by YOSHIDA Hidekazu about the brush strokes 
seen in Hokusai’s and Van Gogh’s works as well as the 
discussion by MARUYA Saiichi about the different nature 
of time in the works of Hokusai and Degas.
　　　Based on all of the above, the author’s own actual 
drawing and painting process will be reviewed.  By 
examining the two concepts of the action of drawing and 
painting, we will get an outlook on several future questions 
like how the structure of time in modern pictures is reflected 
in the actual drawing and painting process.  We will also 
identify how this impacted the birth of abstract painting and 
its subsequent development as a future topic to be tackled.
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