
複
製
の
知
覚

　
ー
ス
ラ
イ
ド
鑑
賞
の
諸
問
題
1

前
　
　
川

修

複
製
と
透
明
性

　
ヴ
ァ
ル
タ
i
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
「
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
」
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
一
九
〇
〇
年
頃
に
技
術
的
複
製
は
あ
る
水
準
に
到
達
し
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
技
術
的
複
製
は
、
従
来
伝
え
ら
れ
て
き
た
芸
術
作
品
す
べ

　
　
て
を
そ
の
対
象
と
し
は
じ
め
、
ま
た
そ
れ
ら
の
作
品
が
作
用
す
る
仕
方
に
き
わ
め
て
深
い
変
化
を
も
た
ら
し
は
じ
め
た
だ
け
で
な
く
、

　
　
芸
術
の
技
法
の
あ
い
だ
に
、
独
自
の
地
位
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
水
準
を
研
究
す
る
う
え
で
何
よ
り
も
参
考
に
な
る
の
は
、
そ

　
　
の
二
つ
の
発
現
形
態
i
芸
術
作
品
の
複
製
、
な
ら
び
に
映
画
芸
術
一
が
芸
術
の
従
来
の
形
態
に
ど
の
よ
う
な
逆
作
用
を
及
ぼ
し
て

　
　
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
O
り
§
山
、
ψ
ω
摯
捗
）

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
世
紀
転
換
期
の
複
製
技
術
の
水
準
を
語
り
な
が
ら
、
そ
の
特
徴
と
な
る
二
つ
の
技
術
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
が
映
画

と
い
う
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
そ
の
も
の
が
コ
ピ
ー
で
し
か
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
従
来
の
芸
術
と
は
明
瞭
に
切
断
さ
れ
た
芸
術
形
式
、
そ
し
て
他
方
が

芸
術
作
品
の
複
製
、
つ
ま
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
寄
生
し
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
準
じ
た
二
次
的
地
位
し
か
与
え
ら
れ
な

い
コ
ピ
ー
技
術
で
あ
る
。
し
か
し
、
複
製
芸
術
論
の
議
論
は
、
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
方
向
を
提
示
し
な
が
ら
も
、
も
っ
ぱ
ら
後
者
の
み
に
分

析
の
手
を
広
げ
て
い
く
。
映
画
が
可
能
に
し
た
芸
術
の
制
作
、
伝
達
、
受
容
の
方
法
の
変
化
、
そ
し
て
そ
の
政
治
的
含
意
を
簡
潔
に
描
き
出

複
製
の
知
覚
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す
こ
と
、
こ
れ
が
こ
の
論
文
で
の
彼
の
意
図
で
あ
っ
た
。
映
画
芸
術
は
、
従
来
の
芸
術
形
態
と
照
ら
し
あ
わ
さ
れ
、
様
々
な
特
性
描
写
を
施

さ
れ
る
。
「
ア
ウ
ラ
」
と
「
ア
ウ
ラ
の
衰
滅
」
、
「
礼
拝
価
値
」
と
「
展
示
価
値
」
、
「
集
中
」
と
「
散
漫
」
と
い
っ
た
お
な
じ
み
の
言
葉
は
、

そ
の
分
析
結
果
な
の
で
あ
る
。
他
方
、
先
ほ
ど
指
摘
さ
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
複
製
媒
体
、
つ
ま
り
写
真
へ
の
言
及
は
、
こ
の
論
文
の
な
か
で

は
極
力
抑
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
こ
れ
に
先
立
つ
「
写
真
小
史
」
で
、
彼
は
発
明
か
ら
同
時
代
ま
で
の
写
真
、
そ
し
て
そ
の

言
説
に
つ
い
て
、
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
二
本
の
論
文
を
よ
く
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
れ
で
も
な
お
、
ひ
と
つ
だ
け
手
つ
か
ず
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
問
題
が
あ
る
。

た
し
か
に
、
冒
頭
の
引
用
部
を
含
む
章
は
、
こ
う
始
ま
っ
て
い
る
。
「
芸
術
作
品
は
、
原
則
的
に
は
い
つ
も
複
製
可
能
で
あ
っ
た
」
（
9
9

§
－
ト
幹
し
。
㎝
ご
。
そ
し
て
こ
の
命
題
の
後
で
、
複
製
の
系
譜
が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
駆
け
足
で
辿
ら
れ
て
い
る
一
巨
匠
の
作
品
の
、
弟
子
た

ち
が
技
法
習
熟
の
た
め
に
お
こ
な
う
模
作
、
木
版
、
銅
版
画
、
石
版
画
の
発
明
、
写
真
の
登
場
…
1
。
だ
が
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
複
製
芸
術

論
」
で
も
、
「
写
真
小
史
」
で
も
十
分
に
論
じ
て
い
な
い
の
は
、
先
ほ
ど
彼
自
身
が
語
っ
て
い
た
「
芸
術
作
品
の
複
製
」
、
し
か
も
一
九
〇
〇

年
前
後
に
量
も
役
割
も
飛
躍
的
に
増
大
し
た
「
芸
術
」
の
「
写
真
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
芸
術
篇
の
「
写
真
」
と
は
、
「
般
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
よ
う
な
、
「
写
真
家
」
が
撮
影
し
た
「
作
品
」
の

「
芸
術
的
」
写
真
の
こ
と
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
「
芸
術
写
真
」
と
い
う
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
流
行
し
た
ソ
フ

ト
・
フ
ォ
ー
カ
ス
の
写
真
「
作
品
」
の
こ
と
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
美
術
の
研
究
調
査
や
講
義
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
記
録
資
料
と

し
て
の
「
作
品
の
複
製
写
真
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
本
論
が
焦
点
を
合
わ
せ
て
み
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
複
製
写
真
の
な
か
で
も
、
と
く

に
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
ス
ラ
イ
ド
写
真
、
そ
の
生
成
と
普
及
に
と
も
な
う
歴
史
的
知
覚
様
態
の
変
化
で
あ
る
。

　
ス
ラ
イ
ド
写
真
は
、
こ
れ
に
投
影
装
置
と
ス
ク
リ
ー
ン
と
い
う
二
つ
の
付
属
設
備
を
加
え
て
使
用
す
る
、
最
初
か
ら
上
映
を
見
込
ん
で
製

作
さ
れ
た
視
覚
媒
体
で
あ
っ
た
。
現
在
で
も
美
術
史
の
授
業
で
ス
ラ
イ
ド
を
用
い
な
い
ケ
ー
ス
は
稀
で
あ
る
。
ス
ラ
イ
ド
上
映
は
、
作
品
鑑

賞
の
必
須
の
補
助
季
段
i
い
わ
ゆ
る
「
義
眼
」
一
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
す
で
に
一
九
〇
〇
年
頃
に
は
こ
の
講
義
ス
タ



イ
ル
は
確
立
さ
れ
て
い
た
。
お
も
む
ろ
に
講
義
室
の
照
明
が
落
ち
、
前
方
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
燈
々
と
作
品
映
像
が
映
し
出
さ
れ
、
そ
れ
を
背

に
し
て
解
説
が
な
さ
れ
る
様
子
、
こ
れ
は
一
世
紀
を
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
事
態
な
の
で
あ
る
。
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
に
装
填
さ
れ
た
一
枚
一
枚

目
写
真
が
、
次
々
と
独
特
の
リ
ズ
ム
で
映
し
だ
さ
れ
て
い
く
。
一
方
で
、
送
り
手
で
あ
る
操
作
寒
暖
美
術
史
家
は
、
す
べ
て
の
視
覚
的
、
言

語
的
統
御
を
一
任
さ
れ
た
結
果
と
し
て
生
じ
る
独
特
の
充
足
感
に
満
た
さ
れ
、
他
方
で
、
そ
の
受
け
手
で
あ
る
観
者
た
ち
は
、
目
の
前
で
明

滅
す
る
映
像
を
つ
う
じ
て
一
種
の
没
入
状
態
に
入
り
込
む
。
見
方
に
よ
っ
て
は
、
ス
ラ
イ
ド
・
シ
ョ
ー
と
も
、
生
理
学
的
な
視
覚
実
験
と
も

呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
こ
の
手
法
は
、
そ
れ
自
身
、
主
体
と
客
体
の
独
特
な
関
係
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ス
ラ
イ
ド
の
知
覚
は
そ
の
当
事
者
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
「
自
明
」
で
あ
る
た
め
か
、
こ
の
、
技
術
と
身
体
が
と
り
結
ぶ

新
た
な
関
係
に
研
究
者
艮
尋
者
の
視
線
が
抵
抗
を
覚
え
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ス
ラ
イ
ド
に
関
す
る
言
説
は
、
ス
ラ
イ
ド
が
オ
リ
ジ
ナ

ル
に
対
し
て
い
か
に
透
明
で
あ
る
か
、
と
い
う
議
論
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
偶
然
写
真
に
映
り
こ
ん
だ
、
被
写
体
（
作
品
）
以
外

の
余
計
な
部
分
を
綺
麗
に
マ
ス
キ
ン
グ
す
る
た
め
に
ど
れ
だ
け
研
究
者
が
努
力
を
傾
け
た
の
か
が
話
題
と
な
り
、
あ
る
い
は
作
品
と
「
戦
利

品
」
よ
ろ
し
く
そ
の
隣
で
微
笑
む
研
究
者
と
い
う
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
写
真
が
撮
影
さ
れ
、
そ
れ
が
研
究
発
表
の
場
で
上
映
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
透
明
」
な
媒
体
が
も
つ
証
拠
的
、
資
料
的
価
値
ば
か
り
に
議
論
は
終
始
し
、
ス
ラ
イ
ド
に
は
二
次
的
地
位
し
か
与
え
ら
れ
る
こ

と
が
な
い
。
は
た
し
て
ス
ラ
イ
ド
は
そ
れ
ほ
ど
透
明
な
の
だ
ろ
う
か
。
ス
ラ
イ
ド
そ
の
も
の
の
不
透
明
性
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
起
き
る
認

識
や
知
覚
の
「
ず
れ
」
は
看
過
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
こ
の
「
ず
れ
」
が
契
機
と
な
っ
て
、
衰
滅
し
た
と
診
断
さ
れ
た
は
ず

の
芸
術
作
品
の
ア
ウ
ラ
は
復
活
し
、
あ
る
い
は
、
真
正
性
や
直
接
性
、
作
品
相
互
の
連
続
性
と
い
っ
た
芸
術
作
品
の
諸
々
の
価
値
づ
け
や
そ

こ
へ
向
け
ら
れ
る
諸
欲
求
が
新
た
に
発
生
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
以
下
に
は
、
ス
ラ
イ
ド
の
も
っ
こ
の
「
不
透
明
さ
」
を
拡
大
し
、
そ

う
す
る
こ
と
で
可
視
的
に
な
る
「
ず
れ
」
に
光
を
当
て
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ス
ラ
イ
ド
自
身
が
不
透
明
で
あ
る
か
ら
こ
そ
ス
ラ
イ
ド
像
そ

の
も
の
が
可
視
的
に
な
る
、
と
い
う
単
純
な
原
理
に
な
ら
っ
て
、
ス
ラ
イ
ド
を
議
論
す
る
、
こ
れ
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

複
製
の
知
覚

八
一
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二
　
複
製
の
不
透
明
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
写
真
ス
ラ
イ
ド
の
技
術
史
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
る
程
度
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
そ
の
起
源
に
は
一
七
世
紀
以
来

の
投
影
術
と
一
九
世
紀
半
ば
の
ガ
ラ
ス
写
真
の
発
明
と
い
う
、
二
つ
の
起
源
が
あ
り
、
両
者
が
結
び
つ
く
こ
と
で
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
ス

ラ
イ
ド
上
映
が
社
会
に
認
知
さ
れ
広
ま
っ
た
、
と
い
う
説
明
が
そ
こ
で
は
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
論
が
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
技
術
史
的
方
法
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
諸
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
こ
の
視
覚
装
置
が
も
た
ら
し
た
知
覚
、
そ
れ
に

関
す
る
言
説
、
他
の
視
覚
媒
体
と
の
対
立
関
係
、
そ
し
て
そ
の
制
度
的
含
意
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
・
王
に
ド
イ
ツ
に
、
し
か
も
大
学
で

の
美
術
史
の
授
業
に
話
を
限
定
し
て
、
ス
ラ
イ
ド
装
置
と
い
う
新
た
な
視
覚
装
置
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
違
和
感
を

引
き
起
こ
し
た
の
か
、
そ
の
政
治
的
用
法
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
一
九
世
紀
後
半
に
美
術
史

講
義
で
の
ス
ラ
イ
ド
利
用
を
促
進
し
た
二
人
の
人
物
の
琶
葉
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
二
人
と
は
、
美
術
史
家
ブ
ル
ー
ノ
・
マ
イ

ヤ
…
と
ヘ
ル
マ
ン
・
グ
リ
ム
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
ー
は
、
「
八
七
〇
年
代
以
来
、
ガ
ラ
ス
写
真
の
ス
ラ
イ
ド
を
美
術
史
の
授
業
に
利
用
す
べ
く

数
々
の
実
験
を
行
い
、
同
僚
た
ち
の
前
で
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
。
し
か
も
彼
は
講
義
用
の
膨
大
な
ス
ラ
イ
ド
シ
リ
ー
ズ
ま
で
作

成
し
て
い
る
。
た
だ
し
彼
の
プ
ラ
ン
は
、
実
際
に
は
数
々
の
技
術
的
問
題
や
方
法
へ
の
不
満
、
そ
し
て
既
成
の
複
製
手
段
と
の
対
立
に
よ
っ

て
十
分
な
実
現
を
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く
一
八
九
〇
年
代
に
な
っ
て
、
ヘ
ル
マ
ン
・
グ
リ
ム
と
い
う
ス
ラ
イ
ド
の
大
々
的
な
喧

伝
者
の
成
功
を
つ
う
じ
て
、
ス
ラ
イ
ド
装
置
は
美
術
史
の
授
業
に
浸
透
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
両
者
の
言
葉
か
ら
、
ス
ラ
イ
ド
が
孕
ん
で
い

た
諸
問
題
を
析
出
し
て
お
く
。

複
製
版
画
と
の
比
較

最
初
の
問
題
が
、
「
複
製
版
画
」

と
「
複
製
写
真
」
の
対
立
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
写
真
を
め
ぐ
る
論
争
と
い
え
ば
、
「
芸
術
」

と

「
写



真
」
と
の
比
較
、
あ
る
い
は
「
写
真
は
芸
術
か
否
か
」
と
い
う
論
争
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
並
ん
で
、
複
製

版
画
と
い
う
旧
来
の
複
製
手
段
と
写
真
と
い
う
新
た
な
複
製
手
段
を
つ
き
合
わ
せ
る
議
論
、
こ
れ
も
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
世
紀
末
ま
で
頻

繁
に
お
こ
な
わ
れ
た
比
較
で
あ
る
。
ア
リ
ナ
リ
や
ブ
ラ
ウ
ン
等
の
複
製
会
社
が
創
設
さ
れ
、
活
動
を
開
始
し
た
世
紀
半
ば
以
降
、
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

な
議
論
は
写
真
に
つ
い
て
の
言
説
の
な
か
で
重
要
な
位
置
価
値
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
デ
イ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
写
真
が
発
明
さ
れ
る
以
前
、
岩
心
の
芸
術
作
品
を
伝
達
す
る
に
は
、
複
製
版
画
が
用
い
ら
れ
て

い
た
。
写
真
と
い
う
新
た
な
複
製
手
段
は
、
こ
の
旧
式
の
複
製
媒
体
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
複
製
版
画
は
、
版
画
家
の
手
に
よ

る
解
釈
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
複
製
版
画
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
作
品
別
に
よ
る
以
外
に
、
版
画
家
別
に
分
類
さ
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
版
画
に
お
い
て
、
複
製
は
あ
る
種
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
コ
ピ
ー
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鑑
賞
者
は
、
こ
の
よ
う
に

し
て
、
特
定
の
主
体
（
版
画
家
）
に
よ
る
解
釈
手
続
き
を
経
た
画
像
を
通
じ
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
へ
と
思
い
を
め
ぐ
ら
す
。
し
か
し
、
コ
ピ
ー

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
性
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
そ
の
も
の
と
の
間
に
は
何
も
齪
蠕
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
マ
イ
ヤ
ー
は
、
複
製
版
画
に
お
い
て
、
何

が
重
要
で
あ
っ
た
か
を
説
明
し
て
い
る
。

　
　
七
〇
年
代
ま
で
の
芸
術
作
品
の
芸
術
的
模
倣
の
場
合
、
あ
っ
さ
り
と
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
、
個
々
の
様
式
に
対
す
る
忠
実
さ
は
ほ

　
　
と
ん
ど
問
題
に
は
な
ら
な
い
の
だ
、
と
。
人
々
は
複
製
に
お
い
て
、
現
存
す
る
、
誰
も
が
検
証
可
能
な
同
一
の
芸
術
作
品
の
、
多
か
れ

　
　
少
な
か
れ
際
立
っ
た
芸
術
的
複
製
を
多
数
並
べ
て
み
て
、
本
質
的
に
は
き
わ
め
て
一
般
的
な
も
の
が
再
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

複
製
版
画
に
お
い
て
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
一
般
性
」
が
再
認
さ
れ
れ
ば
よ
い
。
こ
こ
で
は
、
例
え
ば
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
聖
母
像
と
い
っ
た
オ

リ
ジ
ナ
ル
作
品
と
そ
の
コ
ピ
ー
は
、
全
体
的
輪
郭
、
頭
部
や
手
の
形
、
そ
し
て
色
合
い
に
お
い
て
、
大
ま
か
な
対
応
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は
誰
某
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
了
解
の
み
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
あ
と
は
各
々
の
版
画
家
の
手
が
複
製
に
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
を
付
加
す
る
。
ま
た
、
複
製
版
画
家
の
な
か
に
は
、
美
術
史
家
と
緊
密
な
協
力
関
係
に
あ
っ
た
者
も
い
た
。
後
者
は
言
葉
に
よ
る
解

複
製
の
知
覚

入
三
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釈
作
業
を
行
い
、
前
者
は
手
（
線
）
に
よ
る
解
釈
を
行
う
と
い
う
、
作
品
を
挟
ん
だ
相
補
的
な
分
業
と
協
力
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
た
。
写

真
と
複
製
版
画
の
比
較
の
な
か
で
よ
く
聞
か
れ
る
受
忍
－
写
真
と
い
う
「
死
せ
る
」
機
械
に
比
べ
て
、
複
製
版
画
は
、
も
っ
と
良
質
の

「
生
き
生
き
と
し
た
」
「
忠
実
な
」
模
倣
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
一
、
こ
の
常
套
句
が
理
解
さ
れ
る
の
は
以
上
の
よ
う
な
点
に
お
い

て
な
の
で
あ
る
。

　
グ
リ
ム
の
採
っ
た
行
動
へ
の
反
応
か
ら
も
、
同
様
の
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
七
〇
年
代
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
美
術
史
学

教
授
で
あ
っ
た
グ
リ
ム
は
、
複
製
写
真
の
た
め
の
部
門
を
制
度
的
に
美
術
館
に
設
け
、
そ
の
援
助
を
行
う
よ
う
当
時
の
政
府
に
要
請
し
て

（
5
）

い
る
。
し
か
し
、
美
術
館
の
果
た
す
機
能
は
既
成
の
複
製
版
画
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
収
集
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
こ
の
要
請
は

却
下
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
も
、
石
膏
像
や
複
製
版
画
と
い
う
「
手
に
よ
る
複
製
」
と
、
写
真
に
よ
る
「
機
械
技
術
的
な
複

製
」
と
の
区
別
が
い
か
に
自
明
で
あ
っ
た
か
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
複
製
写
真
／
ス
ラ
イ
ド
は
、
「
死
せ
る
」
装
置
に
よ
る
、

「
不
活
性
」
な
、
「
悲
し
む
べ
き
」
媒
体
で
あ
る
と
い
う
価
値
評
価
を
被
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
細
部
の
視
覚
と
均
等
な
注
意

　
複
製
写
真
／
ス
ラ
イ
ド
の
導
入
が
も
た
ら
し
た
二
つ
目
の
問
題
は
、
写
真
の
網
部
的
視
覚
と
投
影
に
よ
る
そ
の
強
調
と
い
う
問
題
で
あ
っ

た
。
一
八
七
〇
年
代
、
マ
イ
ヤ
ー
は
、
美
術
史
学
者
た
ち
の
目
の
前
で
作
品
複
製
の
写
真
ス
ラ
イ
ド
を
は
じ
め
て
上
映
し
た
。
そ
の
際
、
彼

へ
向
け
ら
れ
た
非
難
の
多
く
は
、
作
品
が
細
部
に
至
る
ま
で
あ
ま
り
に
も
克
明
に
再
現
さ
れ
る
た
め
に
、
作
品
そ
の
も
の
を
再
認
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
写
真
は
・
王
春
な
事
柄
と
翻
次
的
な
箏
柄
を
区
別
し
な
い
、
つ
ま
り
、
無
差
劉
主
義
で
あ
る
と
い
う

非
難
、
こ
れ
は
、
写
真
複
製
の
み
な
ら
ず
、
写
真
一
般
に
対
し
て
当
初
か
ら
向
け
ら
れ
て
い
た
批
覇
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
イ
ヤ
ー
は
次
の

よ
う
に
反
論
す
る
。
機
械
に
よ
る
複
製
は
、
複
製
版
画
家
の
手
の
解
釈
か
ら
は
漏
れ
る
作
晶
の
過
剃
な
細
部
を
記
録
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
、
と
。
彼
は
、
手
が
意
慈
に
完
全
に
は
従
わ
な
い
た
め
に
残
さ
れ
る
無
意
識
的
な
痕
跡
、
こ
の
無
意
識
的
痕
跡
巨
細
部
へ
の
目
が
写
真
に



よ
っ
て
訓
練
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ケ
ン
プ
は
、
こ
の
細
部
の
視
覚
と
、
一
九
世
紀
の
モ

レ
ッ
リ
法
一
画
家
が
意
図
せ
ず
描
き
残
し
た
細
部
、
い
わ
ば
無
意
識
の
痕
跡
に
し
た
が
っ
て
作
品
の
画
家
へ
の
帰
属
を
決
定
す
る
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

1
と
の
近
接
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
写
真
の
「
視
覚
的
無
意
識
」
（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
）
は
、
美
術
の
見
方
そ
の
も
の
に
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
グ
リ
ム
は
、
紙
焼
き
写
真
の
複
製
が
作
品
を
縮
小
さ
せ
て
し
ま
う
の
に
対
し
て
、
ス
ラ
イ
ド
投
影
は
作
品
画
像
を
拡
大
化
す
る
と
い
う
点

を
強
調
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
拡
大
化
は
「
細
部
」
を
明
瞭
に
す
る
と
い
う
効
果
を
も
ち
、
そ
れ
が
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
利
点
を
生
じ

さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　
拡
大
化
に
よ
っ
て
、
作
品
を
概
観
す
る
こ
と
や
記
憶
の
な
か
に
作
品
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
。
…
…
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
そ

　
　
の
も
の
を
眺
め
る
と
、
そ
の
魅
力
あ
る
特
性
の
た
め
に
作
品
の
内
的
価
値
に
つ
い
て
思
い
違
い
を
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
人
は
、

　
　
内
的
価
値
を
外
的
要
因
ゆ
え
に
、
実
際
よ
り
も
っ
と
精
神
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
思
い
な
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
し
か

　
　
し
、
ス
キ
オ
プ
テ
ィ
コ
ン
〔
ス
ラ
イ
ド
投
影
装
置
の
こ
と
〕
は
、
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
仮
象
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
一
級
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
作
品
の
み
が
精
査
に
耐
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
作
品
を
直
接
見
る
よ
り
も
、
ス
ラ
イ
ド
を
介
し
て
鑑
賞
す
る
ほ
う
が
、
そ
の
内
的
価
値
に
つ
い
て
勘
違
い
を
す
る
こ
と
が
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
グ
リ
ム
は
ま
た
、
作
品
の
細
部
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
作
品
の
質
や
真
贋
の
判
定
は
、
か
え
っ
て
容
易
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
こ
の
拡
大
化
さ
れ
た
細
部
は
、
次
の
よ
う
な
観
者
の
「
注
意
」
の
変
化
を
引
き
起
こ
す
。

　
　
講
義
の
際
に
基
調
と
な
る
暗
闇
、
ほ
ぼ
漆
黒
の
状
態
は
、
注
意
を
集
中
さ
せ
て
く
れ
る
。
映
像
と
同
時
に
響
き
渡
る
教
師
の
雷
葉
は
、

　
　
見
る
こ
と
と
考
え
る
こ
と
を
新
た
な
や
り
か
た
で
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
完
全
に
静
ま
り
か
え
っ
た
講
義
室
で
の
た
っ

　
　
た
一
時
間
の
講
義
で
、
こ
の
言
葉
に
一
連
の
具
体
的
観
察
〔
〉
房
。
冨
自
§
α
q
Φ
邑
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
観
察
は
記
憶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
の
奥
深
く
に
根
づ
く
し
、
観
察
が
均
等
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
確
固
と
し
た
有
機
的
な
連
関
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

複
製
の
知
覚

八
五
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名
製
画
像
を
見
る
際
の
主
体
の
姿
勢
、
と
く
に
注
意
の
変
化
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
暗
闇
の
な
か
で
の
鑑
賞
は
、
観
者
に
、
現
実
の
作
品
を

目
に
す
る
蒔
よ
り
も
、
も
っ
と
集
中
し
て
画
像
に
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
種
の
鑑
賞
は
、
直
接
的
鑑
賞
の
際
に
起
き

る
さ
ま
ざ
ま
な
騒
音
や
障
害
を
取
り
除
く
こ
と
で
、
注
意
の
負
担
を
軽
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
画
像
へ
向
け
ら
れ

る
注
意
の
質
に
も
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
作
品
を
直
接
観
る
際
に
は
存
在
す
る
、
画
像
各
部
の
階
層
が
い
っ
た
ん
細
部
の
集
合
へ
と

分
解
さ
れ
、
そ
れ
が
均
質
な
か
た
ち
で
記
憶
に
残
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
と
作
品
へ
向
け
ら
れ
る
注
意
の
脱
中
心
化
、
均
質
化

も
、
ス
ラ
イ
ド
の
利
点
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
目
と
手
の
分
離

　
ス
ラ
イ
ド
写
真
の
三
つ
目
の
問
題
が
、
複
製
写
真
／
ス
ラ
イ
ド
が
引
き
起
こ
し
た
制
度
的
変
化
、
つ
ま
り
版
画
家
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
、
美
術

史
学
者
、
公
衆
の
各
々
の
機
能
転
換
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
の
「
収
集
」
に
あ
た
る
美
術
館
で
の
直
接
の
鑑
賞
、
そ
し
て
「
線
に
よ
る

解
釈
」
を
お
こ
な
う
複
製
版
画
家
、
そ
し
て
作
品
を
「
雷
葉
」
で
語
る
美
術
史
学
者
、
そ
し
て
こ
の
最
後
の
両
者
が
作
品
を
伝
え
る
相
手
で

あ
る
公
衆
、
こ
の
四
項
は
複
製
写
真
以
前
に
は
あ
る
種
均
衡
し
た
関
係
を
保
っ
て
い
た
。
こ
の
均
衡
に
写
真
が
侵
入
し
て
く
る
。
複
製
版
画

家
は
職
を
失
い
、
な
お
か
つ
二
つ
に
分
裂
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
版
画
家
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
複
製
で
は
な
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
画
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

制
作
す
る
道
と
、
技
術
的
な
図
面
や
構
造
を
図
解
す
る
た
め
の
線
図
を
描
く
道
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
他

方
で
、
美
術
史
学
者
に
も
こ
れ
と
は
騎
の
分
裂
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た
グ
リ
ム
の
要
請
と
そ
の
却
下
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
大
学
で
美
術
史
を
論
じ
る
人
々
は
、
美
術
館
と
の
あ
る
種
の
切
断
を
経
験
し
て
い
た
。
講
義
で
ス
ラ
イ
ド
複
製
を
使
用
せ
ざ
る
を
え
な

い
彼
ら
に
残
さ
れ
た
選
択
肢
は
、
自
ら
の
手
で
複
製
写
真
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
を
作
る
か
、
あ
る
い
は
複
製
会
社
作
成
の
既
製
品
の
ス
ラ
イ
ド
写

真
を
使
用
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
容
易
に
入
手
可
能
な
複
製
会
社
の
ス
ラ
イ
ド
に
対
し
て
、
美
術
史
学
者
た
ち
の
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

満
が
始
終
聞
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。



　
既
製
品
の
複
製
写
真
に
な
ぜ
不
満
が
ぶ
つ
け
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
写
真
に
埋
め
こ
ま
れ
て
い
た
眼
差
し
の
構
造
に
原
因
が

あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
既
製
品
の
作
品
写
真
と
い
う
、
う
わ
べ
は
客
観
的
で
忠
実
な
映
像
、
そ
の
撮
影
の
視
点
や
ア
ン
グ
ル
は
、

実
は
美
術
史
学
者
の
意
図
と
は
違
う
と
こ
ろ
に
主
眼
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
複
製
会
社
が
購
買
層
と
し
て
想
定
し
て
い
た
の
が
、

教
養
市
民
階
級
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
肖
像
写
真
へ
の
熱
狂
が
い
っ
た
ん
沈
静
化
し
た
後
、
市
民
階
級
が
写
真
に
求
め
た
の
は
、
過

去
の
巨
匠
の
作
品
を
映
像
に
よ
っ
て
私
的
に
所
有
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
複
製
会
社
が
提
供
し
た
作
品
ス
ラ
イ
ド
写
真
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
こ

の
要
求
に
応
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
複
製
写
真
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
支
え
て
い
る
複
数
の
眼
差
し
が
い
ず
れ

も
匿
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
匿
名
の
眼
差
し
の
間
に
は
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
複
製
版
画
家
と
い
う
特

定
の
主
体
が
、
限
ら
れ
た
特
定
の
注
文
者
た
ち
に
向
け
て
複
製
像
を
作
成
す
る
場
合
と
は
ち
が
い
、
複
製
写
真
は
そ
の
製
作
に
た
ず
さ
わ
る

視
線
も
匿
名
で
あ
り
、
そ
の
幅
広
い
受
容
者
の
視
線
も
匿
名
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
美
術
史
学
者
は
、
こ
の
匿
名
の
視
線
に
貫
か
れ
た

画
像
を
使
用
す
る
だ
け
の
、
そ
の
点
で
は
教
養
市
民
階
級
と
立
場
の
変
わ
ら
な
い
「
見
る
」
だ
け
の
存
在
へ
と
、
「
鑑
賞
者
」
の
地
位
へ
と

置
き
移
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
　
形
の
一
複
柵
裂
一
「
芸
術
写
真
」
と
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ

　
目
に
よ
る
教
育
と
様
式
論

　
　
写
真
と
と
も
に
史
上
は
じ
め
て
手
が
、
イ
メ
…
ジ
を
複
製
す
る
過
程
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
芸
術
上
の
責
務
か
ら
解
放
さ
れ
る

　
　
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
責
務
は
今
や
ひ
と
え
に
図
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
（
9
の
・
ミ
契
る
’
ω
㎝
ド
）

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
こ
の
一
節
は
、
先
に
述
べ
た
ス
ラ
イ
ド
写
真
が
も
た
ら
し
た
諸
問
題
－
細
部
と
そ
の
拡
大
、
均
等
な
注
意
、
美
術
史
学

者
の
機
能
転
換
1
を
指
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
と
く
に
最
後
の
、
美
術
史
学
者
の
「
見
る
こ
と
」
の
遊
離
と
で
も
呼
ぶ
べ
き

事
態
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。

複
製
の
知
覚

入
側
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複
製
会
社
、
大
学
、
美
術
館
、
教
養
市
民
階
級
の
間
の
分
裂
の
結
果
、
美
術
史
家
は
独
自
の
媒
介
的
役
割
を
保
持
す
る
た
め
、
自
分
を
観

世
の
な
か
で
も
最
良
の
観
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、
一
八
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
初
頭
に
は
、

芸
術
作
品
の
見
方
を
テ
ー
マ
に
し
た
、
彼
ら
の
乎
に
よ
る
啓
蒙
的
な
本
が
次
々
と
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
を
貫
い
て
い
る
キ
ー

ワ
ー
ド
は
、
「
見
る
こ
と
」
を
学
ぶ
こ
と
、
見
て
わ
か
る
こ
と
、
「
見
る
こ
と
」
を
教
え
る
こ
と
、
「
見
る
こ
と
」
の
能
力
な
ど
で
あ
っ
た
。

デ
イ
リ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
こ
う
い
つ
た
見
る
こ
と
の
「
新
た
な
儀
式
」
の
う
え
に
、
美
術
史
家
た
ち
は
自
分
た
ち
の
活
動
を
基
礎
づ
け
る
こ
と

に
な
る
。
彼
ら
は
、
以
前
と
は
異
な
る
仕
方
で
、
作
品
と
公
衆
と
の
媒
介
者
に
な
ろ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
美
術
史
家
は
、
む
し
ろ
公
衆
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

想
、
「
理
想
的
観
者
」
と
し
て
振
舞
う
の
で
あ
る
。

　
デ
イ
リ
ー
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
見
る
こ
と
の
儀
式
」
や
「
理
想
的
観
者
」
の
問
題
は
、
芸
術
作
品
の
記
述
、
あ
る
い
は
作
品
分
析

の
方
法
論
に
も
関
係
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ェ
ッ
ツ
オ
ル
ト
も
、
一
八
九
〇
年
代
に
お
け
る
芸
術
作
品
の
記
述
方
法
の
変
化
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

い
て
触
れ
、
こ
れ
と
、
写
真
な
ど
視
覚
装
置
の
導
入
の
問
題
を
、
間
接
的
に
関
連
づ
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
《
奇
跡
の
漁

り
》
の
カ
ル
ト
ン
を
記
述
す
る
仕
方
に
は
、
こ
れ
ら
複
製
写
真
や
ス
ラ
イ
ド
の
導
入
以
前
と
以
後
で
は
、
歴
然
と
し
た
変
化
が
生
じ
て
い
る

の
で
あ
る
。
写
真
図
版
の
導
入
以
前
に
は
、
こ
の
絵
を
見
て
、
キ
リ
ス
ト
や
弟
子
た
ち
の
頭
を
掠
め
て
飛
び
去
る
鳥
た
ち
が
「
孤
独
や
寂
し

さ
」
を
惹
起
し
、
そ
こ
か
ら
数
々
の
夢
想
が
追
体
験
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
作
品
受
容
の
仕
方
、
つ
ま
り
「
文
学
的
」
記
述
が
主
流
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
以
後
に
は
、
同
じ
作
品
に
関
し
て
、
岸
辺
の
線
や
山
の
稜
線
、
群
像
や
鳥
た
ち
の
輪
郭
線
が
、
絵
の
構
成
上
、
緊
密
な
分
節

を
お
こ
な
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
類
の
形
式
分
析
的
、
「
様
式
的
」
記
述
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
美

術
の
見
方
へ
の
写
真
の
影
響
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
例
と
し
て
、
複
製
を
用
い
て
芸
術
の
歴
史
を
語
る
二
つ
の
方
法
に

さ
ら
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
す
る
。



　
歴
史
の
二
つ
の
複
製

　
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
作
品
記
述
の
突
然
の
転
換
、
そ
の
例
と
し
て
ヴ
ェ
ッ
ツ
オ
ル
ト
が
挙
げ
て
い
た
の
は
、
実
は
、
写
真
複
製
を
利

用
す
る
以
前
の
グ
リ
ム
と
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
グ
リ
ム
の
ポ
ス
ト
を
継
い
だ
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
で
あ
る
。
彼
ら
は
各
々
、
作
品
の
複
製
映
像
を

め
ぐ
っ
て
異
な
る
態
度
を
と
り
、
二
種
類
の
言
説
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
グ
リ
ム
に
つ
い
て
。
グ
リ
ム
の
芸
術
に
た
い
す
る
態
度
は
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
想
像
力

に
支
え
ら
れ
た
、
芸
術
家
賛
美
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
必
然
的
に
彼
の
美
術
史
は
英
雄
伝
と
な
る
。
彼
は
ス
ラ
イ
ド
装
置
の
美
術
史
講

義
へ
の
導
入
を
促
進
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
ス
ラ
イ
ド
導
入
以
後
も
、
芸
術
作
品
に
つ
い
て
の
彼
の
言
説
に
は
そ
れ
以

前
と
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
巨
匠
の
歴
史
を
聴
衆
の
想
像
力
や
記
憶
に
効
果
的
に
刷
り
こ
む
た

め
の
補
助
手
段
と
し
て
ス
ラ
ぞ
ド
を
喧
伝
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
グ
リ
ム
に
と
っ
て
、
ス
ラ
イ
ド
写
真
は
そ
の
順
序
を
編
集
す
る

こ
と
で
効
果
的
な
物
語
り
方
を
心
逸
に
す
る
。
ま
た
、
投
影
に
よ
る
拡
大
を
つ
う
じ
て
、
比
較
的
小
さ
な
サ
イ
ズ
の
作
品
や
版
画
作
品
が
、

ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
大
作
な
ど
と
文
字
通
り
肩
を
並
べ
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
ひ
い
て
は
ド
イ
ツ
の
芸
術
の
本
質
が
「
救
済
」
さ
れ
る
こ
と
に

も
な
る
。
ス
ラ
イ
ド
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
大
勢
の
聴
衆
に
、
ド
イ
ツ
の
芸
術
家
の
英
雄
的
物
語
と
し
て
、
短
時
間
に
数
多
く
の
内
容
を
圧

縮
し
て
呈
示
す
る
効
果
を
も
つ
。
こ
こ
で
は
複
製
が
、
か
え
っ
て
天
才
目
英
雄
と
し
て
の
画
家
崇
拝
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
称
揚
と
い
う
数
々
の

神
話
的
な
概
念
を
助
長
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
他
方
で
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は
、
ス
ラ
イ
ド
装
置
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
に
つ
い
て
の
薪
た
な
語
り
方
と
記
述
方
法
を
創
出
し
た
と

い
わ
れ
る
。
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
講
義
で
の
様
子
は
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
く
れ
る
。
彼
は
そ
こ
で
文
字
通
り
「
理
想
的
観
心
」
と
し
て
振

舞
う
の
で
あ
る
。
彼
の
軍
紀
に
よ
れ
ば
、
著
書
よ
り
も
講
演
や
講
義
で
の
言
葉
と
身
振
り
こ
そ
が
自
分
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
。

講
義
で
の
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は
、
投
影
さ
れ
た
ス
ラ
イ
ド
を
聴
衆
と
と
も
に
凝
視
し
な
が
ら
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
沈
黙
し
、
一
つ
一
つ
作
品
の
観

察
を
述
べ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
作
晶
と
の
対
話
の
様
子
が
、
講
演
者
と
し
て
の
彼
の
人
気
を
支
え
て
い
た
。
「
理
想
的
観
者
」
を
装
い
な

複
製
の
知
覚

八
九
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が
ら
、
芸
術
の
見
方
を
同
時
に
多
く
の
人
々
に
教
育
す
る
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
姿
、
こ
れ
は
写
真
ス
ラ
イ
ド
と
い
う
装
置
な
し
に
は
不
可
能
な

　
　
（
1
3
）

の
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は
一
般
的
に
、
美
術
史
に
お
い
て
複
製
像
を
有
効
に
活
用
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
今
で
も
美
術
史
の

授
業
で
慣
例
化
し
て
い
る
、
二
枚
の
ス
ラ
イ
ド
を
同
時
に
投
影
し
な
が
ら
作
品
相
互
の
様
式
比
較
を
行
う
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
創
始
し
た

か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
が
企
て
た
様
式
史
と
い
う
構
想
そ
の
も
の
は
、
あ
る
意
味
で
複
製
可
能
性
が
支
え
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

複
数
の
画
像
を
並
列
し
、
同
時
に
処
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
複
製
の
利
点
に
よ
っ
て
、
様
式
史
は
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
方
法
を
説
明
す
る
際
に
必
ず
挙
げ
ら
れ
る
、
視
の
歴
史
、
つ
ま
り
芸
術
家
の
伝
記
を
抑
え
、
彼
ら
の
名
前
抜
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

で
一
連
の
芸
術
作
品
を
語
る
、
と
い
う
姿
勢
は
、
複
製
写
真
に
よ
る
作
品
の
歴
史
的
相
対
化
と
無
関
係
で
は
な
い
。
彼
の
様
式
目
形
式
分
析

的
方
法
は
、
ー
グ
リ
ム
と
は
異
な
っ
た
i
装
置
と
方
法
論
の
緊
密
な
関
係
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
前

述
の
マ
イ
ヤ
ー
も
、
時
代
ご
と
の
様
式
の
拘
束
か
ら
の
解
放
、
「
学
問
的
な
芸
術
の
見
方
」
と
い
う
表
現
で
、
芸
術
に
つ
い
て
の
語
り
方
、

記
述
の
仕
方
と
複
製
写
真
の
導
入
と
の
並
行
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。
複
製
写
真
は
、
各
時
代
の
各
版
画
家
固
有
の
様
式
的
解
釈
に
縛
ら
れ

た
複
製
版
画
に
比
べ
る
と
、
様
式
か
ら
相
対
的
に
解
放
さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
に
学
問
的
な
慧
智
は
並
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。

　
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
様
式
論
は
、
言
説
へ
の
写
真
複
製
の
浸
透
を
示
す
顕
著
な
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
グ
リ
ム
も
ま
た
岡
様
に
、
写
真
複
製

の
別
の
利
用
可
能
性
を
示
し
て
い
た
。
両
者
は
複
製
技
術
の
二
つ
の
可
能
性
を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
政
治
的
、
社
会
的
姿
勢

は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は
、
グ
リ
ム
の
英
雄
崇
拝
的
美
術
史
か
ら
、
そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
笑
様
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
言
説
か
ら
意
識
的
に
距
離
を
と
る
た
め
、
ス
ラ
イ
ド
を
用
い
て
作
品
の
様
式
を
語
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
以

下
に
は
こ
の
よ
う
な
社
会
史
的
背
景
の
研
究
と
は
異
な
る
方
向
か
ら
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
ら
美
術
史
学
者
／
芸
術
学
者
に
お
け
る
知
覚
の
問
題

を
考
え
て
み
た
い
。
つ
ま
り
、
当
時
の
社
会
に
流
通
し
て
い
た
、
彼
自
身
も
自
明
と
み
な
し
て
い
た
知
覚
へ
と
視
野
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に

す
る
。
彼
が
前
提
に
し
て
い
た
知
覚
の
問
題
一
新
た
な
画
像
と
そ
の
受
容
一
は
、
実
は
芸
術
に
限
定
さ
れ
た
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で



あ
る
。

　
絵
画
的
ー
ー
写
翼
的
な
画
像

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は
、
『
美
術
史
の
基
礎
概
念
』
で
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
「
バ
ロ
ッ
ク
」
と
い
う
二
つ
の
様
式
概
念
の
各
々
の
特
性
を
比
較

す
る
た
め
に
、
五
つ
の
対
概
念
を
呈
示
し
た
。
そ
れ
が
、
「
線
的
一
絵
画
的
」
、
「
平
面
－
奥
行
き
」
、
「
閉
じ
ら
れ
た
形
式
一
開
か
れ
た
形

式
」
、
「
多
数
性
－
統
一
性
」
、
「
明
瞭
性
－
不
明
瞭
性
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
そ
も
そ
も
純
粋
に
様
式
（
ル
ネ
サ
ン
ス
と
バ
ロ
ッ

ク
）
の
み
を
指
し
示
す
は
ず
の
指
標
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は
あ
る
箇
所
で
、
当
時
の
公
衆
の
趣
味
に
合
致
し
た
写
真
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
を
「
絵
画
的
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
「
絵
画
的
」
は
、
当
時
浸
透
し
て
い
た
写
真
の
視
覚
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
デ
イ
リ
ー
の
説
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
写
真
の
空
間
と
は
、
世
紀
転
換
期
の
写
真
に
特
徴
的
な
カ
メ
ラ
の
視
覚
空
間

1
「
被
写
界
深
度
」
が
深
い
た
め
に
い
く
つ
も
の
面
の
重
な
り
合
い
と
し
て
構
成
さ
れ
、
こ
の
面
の
前
後
関
係
と
し
て
「
奥
行
き
」
が
捉

え
ら
れ
る
よ
う
な
空
間
一
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
「
面
的
性
質
困
跨
窪
α
q
冨
三
（
デ
イ
リ
ー
）
を
も
っ
た
、
「
写
真
的
縫
絵
画
的
」
空

間
の
な
か
で
は
、
視
線
は
線
を
な
ぞ
る
よ
う
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
点
を
選
択
し
、
少
数
の
点
へ
と
周
期
的
に
嬉
野
す
る
運
動
を
繰
り
返
す
。

こ
の
こ
と
は
「
絵
画
的
」
の
極
に
属
す
る
他
の
諸
概
念
、
「
単
一
的
弓
＝
「
不
明
瞭
性
」
「
開
か
れ
た
形
式
」
に
も
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
一
た
だ
し
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
「
絵
画
的
」
と
称
さ
れ
る
絵
画
の
写
真
写
り
が
き
わ
め
て
ひ
ど
か
っ
た
こ
と
を
彼
自
身
は
告

白
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
。

　
「
絵
画
的
」
な
画
像
の
以
上
の
よ
う
な
特
性
、
実
は
こ
れ
は
芸
術
作
品
の
複
製
写
真
に
限
ら
れ
た
特
性
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
こ
の
よ
う

な
視
覚
の
様
態
は
、
一
方
で
は
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ
と
い
う
一
九
世
紀
後
半
に
流
行
し
た
写
真
を
用
い
た
視
覚
装
置
、
あ
る
い
は
、
「
芸
術

写
真
」
に
関
す
る
言
説
に
お
い
て
も
、
議
論
や
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
特
性
な
の
で
あ
る
。

複
製
の
知
覚

九
一
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九
二

　
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ
の
視
覚

　
一
九
世
紀
後
半
か
ら
世
紀
転
換
期
に
か
け
て
の
写
真
の
流
れ
の
な
か
で
、
つ
ね
に
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
扱
い
を
受
け
て
こ
な
か
っ
た
写
真
、

そ
れ
が
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ
写
真
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
は
両
目
の
視
差
に
関
す
る
生
理
学
的
視
覚
実
験
の
た
め
に
、
科
学
者
チ
ャ

ー
ル
ズ
・
ホ
イ
ッ
ト
ス
ト
ー
ン
が
発
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
一
の
対
象
を
わ
ず
か
に
異
な
る
角
度
を
つ
け
て
撮
影
し
た
（
あ
る
い
は
手

書
き
の
像
も
あ
っ
た
）
異
な
る
二
つ
の
像
を
、
互
い
に
隔
て
た
ま
ま
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
に
晒
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
立
体
的
な
視
覚
が
生
じ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

様
を
研
究
す
る
た
め
の
道
具
、
そ
れ
は
ま
た
、
大
衆
的
な
見
世
物
と
し
て
一
九
世
紀
後
半
に
流
布
し
た
装
置
で
も
あ
っ
た
。

　
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ
特
有
の
視
覚
を
簡
略
に
説
明
す
る
。
ま
ず
、
こ
こ
で
は
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
効
果
を
高
め
る
た
め
、
映

像
の
周
辺
部
、
映
像
以
外
の
も
の
を
視
野
か
ら
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
覆
い
な
ど
被
験
老
ほ
観
者
が
余
計
な
も
の
、
映
像
の
限
界
を

見
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
工
失
が
な
さ
れ
る
。
愚
者
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
映
像
以
外
の
も
の
か
ら
孤
立
さ
せ
ら
れ
、
し
か
も
画
像
と
の

位
置
関
係
を
一
定
に
固
定
さ
れ
る
。
科
学
的
実
験
の
た
め
に
は
、
観
者
が
不
動
の
位
置
を
保
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
装
置
を
用
い
た
生
理
学
実
験
が
興
味
深
い
の
は
、
次
の
点
で
あ
る
。
こ
の
両
眼
の
視
差
に
よ
る
立
体
視
の
実
験
は
、
そ
の
先
に
現
実
の
三

次
元
的
知
覚
の
確
実
性
や
触
知
性
を
確
認
す
る
と
い
う
目
標
を
持
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
実
験
は
同
時
に
、
現
実
と
映
像
と
の
不
一

致
や
分
離
性
、
記
号
に
す
ぎ
な
い
映
像
に
よ
る
現
実
性
の
構
成
を
証
明
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
こ
の
実
験
で
は
現
実
に
は

あ
り
え
な
い
視
差
や
角
度
、
あ
る
い
は
左
右
の
映
像
を
互
い
に
置
換
す
る
こ
と
で
も
立
体
視
が
得
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ
の
堅
気
は
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
が
「
絵
画
的
」
と
呼
ん
だ
、
分
裂
的
で
不
安
定
な
知
覚
に
要
因
が
あ
っ
た
。
ヴ

ェ
ル
フ
リ
ン
と
も
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
芸
術
理
論
家
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
が
、
こ
の
装
置
を
批
判
し
た
の
は
、
た
だ
そ
の
大
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

性
や
内
容
の
低
俗
性
（
匿
名
の
ヌ
ー
ド
写
真
）
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
。
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
が
芸
術
に
求
め
る
安
定
し
た
視
覚
と
は
違
い
、

こ
の
装
置
の
画
像
は
不
安
定
で
途
切
れ
が
ち
な
視
線
の
運
動
を
要
請
す
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た
、
間
欠
的
に
前
後
に
移
動
す
る
眼
差
し
、
そ
の

繰
り
返
し
の
焦
点
化
が
、
害
者
に
没
入
し
た
享
受
の
状
態
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ
の
考
案
者
の
一
人
オ
リ



ヴ
ァ
1
・
ウ
ェ
ン
デ
ル
・
ホ
ー
ム
ズ
は
、
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ
の
魅
力
が
、
夢
の
よ
う
な
強
度
の
陶
酔
感
、
著
し
い
没
入
状
態
に
あ
る
と
語

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
写
真
ス
ラ
イ
ド
と
の
関
係
と
い
う
こ
こ
で
の
文
脈
で
は
、
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ
と
の
い
く
つ
か
の
差
異
は
指
摘
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
匿
名
の
観
者
が
各
々
遊
離
さ
れ
、
画
像
と
現
実
と
の
比
較
対
照
の
可
能
性
を
遮
断
さ
れ
、
画
像
の
表
面
を

迅
速
に
揺
れ
動
く
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
あ
る
種
の
散
漫
な
没
入
状
態
は
、
両
者
に
共
通
し
た
特
性
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
芸
術
写
真
」
の
視
覚

　
本
論
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
芸
術
作
品
の
複
製
ス
ラ
イ
ド
と
い
う
「
芸
術
」
の
「
写
真
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
芸
術
写
真
」
と
は
異
な

る
。
後
者
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
生
じ
た
現
象
で
あ
り
、
写
真
の
視
覚
を
従
来
の
絵
画
的
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
芸
術

へ
と
高
め
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
あ
え
て
芸
術
写
真
の
言
説
を
参
照
す
る
の
は
、
そ
れ
が
世
紀
転
換
期
の
写
真
的
視
覚
の
問

題
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
芸
術
写
真
の
代
表
者
で
あ
り
、
そ
の
思
想
の
浸
透
に
貢
献
し
た
ピ
ー
タ
ー
・
ヘ
ン
リ
ー
・
エ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
9
）

ー
ソ
ン
の
『
自
然
主
義
的
写
真
』
に
は
、
僅
か
で
は
あ
る
が
写
真
と
知
覚
の
問
題
を
め
ぐ
る
考
察
が
含
ま
れ
て
い
る
。
彼
の
言
う
芸
術
写
真

は
、
ソ
フ
ト
フ
ォ
ー
カ
ス
に
よ
っ
て
ピ
ン
ト
を
は
ず
し
た
微
妙
な
階
調
を
も
つ
写
真
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
映
像

が
選
択
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
理
由
を
、
彼
は
次
の
よ
う
な
「
生
理
学
的
」
事
実
に
依
拠
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
目
は
、

中
心
部
と
周
辺
部
で
は
そ
の
明
瞭
さ
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
明
瞭
に
見
よ
う
と
す
る
対
象
は
視
野
の
中
心
に
、
凝
視
す
る
必
要
の
な
い
も

の
は
周
辺
部
で
不
明
瞭
に
映
る
。
人
々
は
写
真
の
映
像
を
あ
る
が
ま
ま
の
正
確
な
現
実
と
思
い
こ
ん
で
い
る
が
、
人
間
の
視
覚
は
む
し
ろ
記

号
的
な
も
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
現
実
は
人
間
の
生
理
学
的
構
造
に
よ
っ
て
記
号
へ
と
変
換
さ
れ
た
う
え
で
知
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
す
べ
て
が
明
瞭
と
な
っ
た
映
像
は
人
間
の
視
覚
に
忠
実
な
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
明
瞭
さ
や
ず
れ
や
歪

み
を
も
つ
そ
の
よ
う
な
人
間
的
1
1
記
号
的
視
覚
は
、
写
真
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
忠
実
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
こ
で
エ
マ
ー
ソ
ン

は
、
金
体
を
ぼ
か
し
、
し
か
も
そ
の
度
合
を
中
心
部
と
周
辺
部
で
微
妙
に
偏
差
を
つ
け
る
写
真
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
議
論
が
さ
ら

複
製
の
知
覚

九
三
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に
興
味
深
い
の
は
、
芸
術
写
真
の
対
照
例
と
し
て
彼
が
パ
ノ
ラ
マ
的
な
風
景
写
真
を
引
き
合
い
に
出
す
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
文
字

通
り
被
芸
界
深
度
が
深
く
、
左
右
の
広
が
り
も
大
き
く
、
著
者
を
そ
の
な
か
に
呑
み
こ
ん
で
い
く
写
真
を
指
す
。
具
体
的
な
例
と
し
て
彼
は
、

奥
行
き
が
深
く
、
し
か
も
数
々
の
対
象
が
そ
れ
ぞ
れ
く
っ
き
り
と
写
さ
れ
た
風
景
写
真
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
種
の
写
真
は
、
彼
が
雷
う
よ

う
に
パ
ノ
ラ
マ
と
い
う
一
九
世
紀
を
通
じ
て
大
流
行
し
た
円
形
の
見
世
物
と
同
様
に
、
映
像
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
明
瞭
に
写
し
て
い
る
。
そ

の
強
調
点
の
な
い
細
部
の
集
積
と
も
言
え
る
写
真
に
た
い
し
て
、
人
は
、
注
意
を
集
中
し
て
一
点
に
向
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
つ
ね
に
視
線

は
逸
脱
的
軌
道
を
辿
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
手
の
写
真
は
芸
術
的
で
は
な
い
、
と
エ
マ
ー
ソ
ン
は
断
写
す
る
の
で
あ
る
。

　
視
覚
の
周
辺
部
と
中
心
部
の
無
差
置
性
、
視
点
の
揺
動
性
、
三
者
の
あ
る
種
の
没
入
状
態
、
こ
れ
ら
は
、
ス
テ
レ
オ
写
真
、
芸
術
写
真
ば

か
り
で
な
く
、
ス
ラ
イ
ド
写
真
に
も
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
の
視
覚
が
も
っ
て
い
た
自
明
な
特
性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
鑑
賞
者
と
観
察
者

　
ふ
た
た
び
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
複
製
芸
術
論
の
議
論
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
　
「
讃
す
る
と
、
「
集
中
」
と
「
散
漫
」
と
い
う
二

つ
の
知
覚
の
様
態
が
算
盤
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
礼
拝
堂
や
美
術
館
で
の
極
度
に
集
中
し
た
作
品
鑑
賞
の
姿
勢
と
、
都

市
の
街
路
で
絶
え
間
な
い
刺
激
の
洪
水
に
巻
き
込
ま
れ
、
そ
の
た
め
に
鈍
化
し
た
自
動
的
な
姿
勢
が
粗
描
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
一
九
世
紀
後
半
に
始
ま
る
近
代
化
、
そ
れ
に
伴
う
知
覚
の
断
絶
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
二
分
法
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。
こ
の
対
立
は
、
今
時
に
哲
学
者
、
社
会
学
者
、
芸
術
学
者
ら
の
思
想
の
な
か
で
ー
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
や
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
ク

ラ
カ
ウ
ア
～
、
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
や
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
、
そ
し
て
ア
ロ
イ
ス
・
り
ー
グ
ル
な
ど
一
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
変
奏
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
や
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
は
、
「
生
理
学
的
」
に
す
ぎ
な
い
散
漫
な
日
常
的
知
覚
か
ら
芸
術
的
知
覚
を
区

題
し
、
後
者
を
能
動
性
や
創
造
性
を
要
請
す
る
も
の
と
み
な
す
。
あ
る
い
は
、
り
ー
グ
ル
は
、
現
代
の
散
漫
な
注
意
の
様
態
に
、
一
七
世
紀

の
集
団
肖
像
画
に
見
ら
れ
る
集
中
や
注
意
の
姿
勢
を
対
抗
さ
せ
、
現
在
に
お
け
る
前
近
代
的
な
知
覚
の
喪
失
を
慨
嘆
す
る
。
彼
ら
の
議
論
が



回
避
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
刺
激
過
剰
ゆ
え
の
注
意
の
拡
散
や
逸
脱
、
そ
し
て
、
こ
う
い
つ
た
注
意
の
散
乱
を
統
御
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ

た
数
々
の
生
理
学
的
実
験
や
言
説
で
あ
っ
た
。
先
述
の
エ
マ
ー
ソ
ン
の
議
論
（
視
覚
の
中
心
部
と
周
辺
部
の
あ
い
だ
の
生
理
学
的
区
別
、
そ
し

て
芸
術
的
な
写
真
の
知
覚
の
裏
づ
け
）
も
こ
れ
と
同
様
の
軌
道
を
描
い
て
い
た
。
生
理
学
的
知
覚
を
基
礎
に
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
超
え
出
た

自
由
な
視
覚
活
動
を
境
界
確
定
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
彼
ら
の
議
論
の
流
れ
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
議
論
の
随
所
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
考
察
は
、
そ
の
よ
う
な
二
項
対
立
の
反
響
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ

に
は
、
集
中
と
散
漫
と
い
う
両
者
が
境
を
接
し
た
「
散
漫
な
集
中
」
と
で
も
言
う
べ
き
、
連
続
的
な
領
野
が
提
示
さ
れ
て
も
い
る
。
ス
テ
レ

オ
ス
コ
ー
プ
や
パ
ノ
ラ
マ
、
写
真
と
い
う
数
々
の
視
覚
装
置
、
都
市
や
建
築
と
い
っ
た
移
動
空
間
、
あ
る
い
は
夢
や
陶
酔
状
態
と
い
っ
た
別

の
意
識
状
態
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
注
意
と
逸
脱
、
集
中
と
散
漫
の
双
方
が
実
は
連
続
し
た
過
程
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ

の
過
程
の
な
か
で
は
、
極
度
の
集
中
は
散
漫
さ
や
忘
我
状
態
に
移
行
し
、
高
め
ら
れ
た
散
漫
さ
は
極
度
の
注
意
を
要
請
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ク
レ
ー
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
散
漫
と
集
中
が
形
成
す
る
連
続
的
領
野
は
、
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
水
準
の
言
説

（
心
理
学
、
哲
学
、
芸
術
理
論
、
社
会
学
な
ど
）
と
実
践
（
生
理
学
実
験
か
ら
、
芸
術
家
の
実
践
や
受
容
者
の
体
験
、
視
覚
的
娯
楽
、
あ
る
い
は

催
眠
術
に
至
る
ま
で
）
が
身
体
と
い
う
場
に
お
い
て
交
錯
し
た
結
果
、
生
じ
て
き
た
と
い
う
。
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、

注
意
と
い
う
見
出
し
の
も
と
で
、
膨
大
な
量
の
実
践
や
言
説
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
認
識
の
危
機
」
と
呼
ば
れ
る
、
現
実

と
表
象
、
主
体
と
客
体
、
身
体
の
外
部
と
内
部
、
理
論
と
実
践
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
境
界
が
侵
食
さ
れ
、
す
べ
て
が
1
力
動
的
で
、
恒
常

的
な
不
安
定
状
態
に
あ
る
1
過
程
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
過
程
の
徴
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
保
証
項
は
も
は
や
存
在

し
な
い
。
諸
々
の
記
号
に
す
ぎ
な
い
知
覚
が
必
然
的
に
帯
び
る
不
安
定
性
や
相
対
性
を
い
か
に
し
て
安
定
し
た
確
実
な
も
の
へ
と
回
収
す
る

か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
「
た
だ
の
知
覚
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
対
し
て
、
い
か
に
し
て
「
純
粋
な
」
芸
術
的
知
覚
を
実
現
す
る
か
、
と

い
う
問
題
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
や
実
践
に
与
え
ら
れ
た
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
そ
の
ひ
と
つ
の
中
心
的
領
野
で
あ
る
生
理
学
的

実
験
に
お
い
て
は
、
も
は
や
意
識
で
も
内
観
で
も
な
く
、
数
値
化
さ
れ
た
身
体
へ
の
刺
激
と
そ
の
反
応
が
基
礎
と
さ
れ
た
。
人
間
の
身
体
が

複
製
の
知
覚

九
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観
察
装
置
に
繋
が
れ
、
「
散
漫
な
注
意
」
と
言
う
べ
き
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
集
中
を
保
ち
な
が
ら
、
大
喜
の
迅
速
な
刺
激
に
晒
さ
れ
、
小
刻
み

に
注
意
の
持
続
を
分
解
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
実
験
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
言
説
は
、
近
代
化
の
結
果
で
あ
る
不
均
衡
な
状
態
を
回
避
し
、

そ
れ
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
合
理
化
や
産
業
的
効
率
化
の
要
請
と
も
関
係
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
測
定
の
結
果
、
「
純
粋
な
（
た
だ
の
）
知

覚
」
が
取
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
純
粋
な
知
覚
」
が
、
ー
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
、
エ
マ
ー
ソ
ン
に
お
い
て
一

ま
た
別
の
意
味
で
「
純
粋
な
」
美
的
知
覚
の
区
劉
の
た
め
に
援
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
本
論
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
複
製
映
像
を
見
せ
る
ス
ラ
イ
ド
装
置
は
、
芸
術
的
知
覚
を
教
育
し
、
訓
練
す
る
た
め
の
最
大

の
媒
体
、
言
う
な
れ
ば
一
種
の
実
験
装
置
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
実
験
に
お
け
る
被
験
者
、
つ
ま
り
「
観
察
者
」
の
様
子
は
、
作

品
の
ス
ラ
イ
ド
鑑
賞
に
お
い
て
も
典
型
的
な
か
た
ち
で
「
再
現
」
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ス
ラ
イ
ド
鑑
賞
の
特
徴
を
挙
げ

れ
ば
明
ら
か
に
な
る
。
鑑
賞
者
睦
観
察
者
は
、
余
分
な
聴
覚
的
、
視
覚
的
刺
激
を
で
き
る
か
ぎ
り
排
除
し
た
環
境
で
、
不
動
の
位
置
に
固
定

さ
れ
、
＝
疋
の
距
離
を
保
ち
な
が
ら
知
覚
の
焦
点
を
前
方
の
一
点
に
定
め
、
次
に
呈
示
さ
れ
る
刺
激
を
待
ち
構
え
て
は
、
瞬
時
に
イ
メ
ー
ジ

を
走
査
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
は
、
強
烈
な
揺
動
的
知
覚
（
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ
）
、
あ
る
い
は
、
迅
速
な
運
動
的
知
覚
（
パ
ノ
ラ
マ
）

が
体
験
さ
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
i
本
論
で
十
分
に
考
察
す
る
余
地
は
な
い
が
ー
ス
ラ
イ
ド
鑑
賞
に
あ
て
ら
れ
た
持
続
と
三
野
と
い

う
時
運
の
リ
ズ
ム
も
重
要
で
あ
る
。
実
験
、
あ
る
い
は
娯
楽
用
の
さ
ま
ざ
ま
な
視
覚
装
置
に
お
い
て
、
潜
在
的
に
は
際
限
の
な
い
凝
視
を
中

断
さ
せ
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
逆
に
鑑
賞
者
の
注
意
の
強
度
を
維
持
す
る
た
め
に
、
映
像
の
上
映
に
は
反
復
的
な
切
替
が
必
要
で
あ
っ
た
。

映
像
の
切
替
に
よ
る
視
覚
的
欲
求
の
制
御
と
喚
起
、
こ
れ
は
ス
ラ
イ
ド
に
お
い
て
も
指
摘
で
き
る
事
態
な
の
で
あ
る
。
こ
の
操
作
は
、
生
理

学
的
な
実
験
に
お
け
る
観
察
時
間
の
細
分
や
注
意
の
定
期
的
切
替
の
強
翻
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
操
作
に
よ
っ
て
知
覚
の
不

均
衡
な
秩
序
は
一
時
的
に
安
定
化
さ
せ
ら
れ
、
産
業
的
効
率
に
か
な
っ
た
従
順
な
身
体
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ス
ラ
イ
ド
に

よ
る
映
像
の
編
集
、
切
替
は
、
世
紀
転
換
期
の
芸
徳
学
者
た
ち
が
考
え
て
い
た
以
上
に
、
広
範
な
知
覚
の
編
成
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。



　
芸
術
作
品
の
複
製
ス
ラ
イ
ド
上
映
は
、
芸
術
の
知
覚
を
規
律
1
1
訓
練
す
る
と
と
も
に
、
近
代
的
知
覚
の
再
編
成
を
す
る
場
で
あ
っ
た
。
そ

こ
に
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
生
じ
た
、
身
体
と
技
術
と
言
説
が
相
互
に
あ
る
新
た
な
布
置
に
お
い
て
組
み
合
わ
さ
っ
た
状
態
が
圧
縮
さ
れ
て

い
る
。
芸
術
の
複
製
ス
ラ
イ
ド
は
、
こ
の
よ
う
な
連
関
か
ら
遊
離
さ
れ
る
純
粋
な
芸
術
的
知
覚
を
再
現
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
そ
れ
は
、
芸
術
的
知
覚
が
近
代
的
な
知
覚
再
編
の
過
程
で
、
こ
の
よ
う
な
不
均
衡
な
状
態
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
様
子
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
私
た
ち
が
ス
ラ
イ
ド
を
見
る
際
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
よ
う
な
身
体
と
技
術
の
遭
遇
が
「
再
現
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
ま
た
、
観
察
に
お
い
て
も
鑑
賞
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
統
御
不
可
能
な
あ
る
種
の
極
限
状
態
i
こ
れ
ら
映
像
の
上
演
が
一
種
の
陶

酔
状
態
や
精
神
的
病
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
視
覚
虚
病
を
引
き
起
こ
し
た
一
は
不
可
避
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
ま
た
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
注

　
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
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著
作
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以
下
の
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の
を
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用
部
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．
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巻
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　It　is　no　doubt　for　us　that　Newton’s　second　law　defines　the　relation　between　force

and　acceleration，　which　the　eighteenth　century’s　mathematicians　didn’t　admit．

Since　force　was　the　obscure　concept　indicating　pressure，　gravity，　impulse，　energy

and　so　on，　they　regarded　the　second　law　as　a　definition　of　force．　To　recognize　the

second　law　as　the　basis　of　mechanics，　the　concept　of　force　had　to　be　defined　more

precisely．　lt　is　only　at　the　second　half　of　the　nineteenth　century　that　Newton’s　laws

of　motion　were　understood　as　the　basis　of　mechanics　and　that　Newton　was　recog－

nized　as　the　founder　of　mechanics．

Perception　of　Reproduction

　　A　Sliding　View　on　Slide－Viewing

　　　　Osamu　MAEKAWA

Associate　Professor　of　Aesthetics

　Osaka　Gakuin　Junior　College

　　Photographic　slides　reproducing　works　of　art　are　often　still　used　in　lectures　on

art　history．　The　apparatus　is，　in　fact，　essential　for　art　history；　one　migltt　say　that

the　slide　has　become　a　kind　of　artificial　eye　for　the　discipline．　However，　as　the　slide

has　always　been　regarded　as　nothing　more　than　a　self－evideRt　and　transparent

medium，　it　has　not　been　treated　very　seriously；　indeed，　its　existence　is　rarely

noticed　at　alL　The　slide　itself　is　materially　and　figurative1ジ‘opaque”and　it　is　only

when　this　opaque　slide　is　illuminated，　that　images　become　visible，　letting　one　look

through　the　slide　at　something．　ln　this　article，　1　would　lil〈e　to　focus　on　this　process

specific　to　slide－projection　and　to　utilize　the　same　process，　in　a　figurative　sense　一

that　is，　by　throwing　a　light　on　the　slide　itself，　to　mal〈e　visible　the　problems

contained　within　the　mediu肌Through　this　process，　I　intend　to　make　clear　what

transformations　of　perception　were　caused　by　slides　and　what　relation　this　medium

had　to　the　human　body．　More　concretely，　1　will　reveal　the　following　issues　pertain－

ing　to　early　years　of　slide－viewing：　the　sense　of　abnormality　that　was　experienced
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in　perceiving　pictures　through　slides，　the　contrast　between　a　reproduction　of　a　slide

and　other　kinds　of　reproductions，　what　discourses　were　given　on　this　medium，　and

with　what　political　intent　this　apparatus　was　applied．

　　As　a　result　of　the　study，　it　becomes　clear　that　the　photographic　slide，　in　line　with

other　optical　devices　such　as　stereo－graphs，　panoramas，　art－photography，　and

experimental　devices，　realized　a　different　kind　of　perception，　which　was　accepted

as　evident　in　everyday　life，　and　that　viewing　via　this　medium　was　closely　related　to

the　problem　of　attention　and　distra¢tion，　which　had　become　a　main　subject　of　study

in　physiological　psychology　and　other　disciplines．

While　viewing　pictures　through　slides，　we　are　reproducing　with　our　body　these

experiments　in　perception．
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