
物
質
と
精
神
の
交
叉
点
と
し
て
の
絵
画

六
五

は
じ
め
に

二
〇
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ 

（
一
九
〇
一
〜
八
五
） 

の
名
は
今
日
、
日
本
を
も
含
み
世
界
的
に
展
開
し

た
美
術
運
動 

〈
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
〉 

の
先
駆
者
と
し
て
、
あ
る
い
は
近
年
美
術
の
領
域
の
み
な
ら
ず
幅
広
い
関
心
を
集
め
る
語 

〈
ア
ー

ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
〉 

の
生
み
の
親
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
こ
の
人
物
に
関
す
る
言
及
は
し
ば
し
ば
断
片
的
な
も
の
に
留
ま

り
、
い
ま
だ
十
分
な
包
括
的
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
と
い
う
芸
術
家
と
そ
の
作
品
は
、
美
術
史
上

な
お
捉
え
難
い
存
在
で
あ
る
。

デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
が
も
っ
と
も
精
力
的
な
制
作
活
動
を
お
こ
な
っ
た
一
九
四
〇
〜
五
〇
年
代
、
そ
の
作
品
の
外
観
は
め
ま
ぐ
る
し
く

変
化
し
た
。
都
市
生
活
を
描
き
出
し
た
色
彩
に
富
む
一
九
四
〇
年
代
前
半
の
絵
画
群
か
ら
、
暗
い
色
調
に
厚
塗
り
の
油
彩
で
人
物
を
描

き
出
し
た
四
〇
年
代
後
半
〜
五
〇
年
代
初
頭
の
絵
画
群
、
五
〇
年
代
半
ば
以
降
に
は
も
っ
ぱ
ら
静
物
や
風
景
を
題
材
と
し
て
、
そ
の
絵

画
面
は
よ
り
静
的
か
つ
内
省
的
な
も
の
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。
造
形
的
観
点
か
ら
し
て
隔
た
り
が
あ
り
、
一
見
無
秩
序
に
展
開
し
た

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
作
品
を
結
ぶ
の
は
、「
物マ
テ
リ
ア
リ
テ

質
性
」
で
あ
る（

2
）

。
つ
ま
り
絵
具
の
筆
触
跡
や
イ
ン
ク
の
擦
れ
、
滲
み
と
い
っ

た
物マ
テ
ィ
エ
ー
ル

質
感
が
際
立
つ
油
彩
面
に
は
、
と
き
に
細
か
い
砂
や
石
膏
と
い
っ
た
素
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
材
が
混
ぜ
合
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
画
布
上
に
植
物
の

小
　
寺

　
里

　
枝

物
質
と
精
神
の
交
叉
点
と
し
て
の
絵
画

― 

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
か
ら
み
る
ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
芸
術
理
念
と
実
践（

1
）

 

―
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根
や
葉
、
蝶
の
羽
と
い
っ
た
自
然
素
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
材
が
貼
り
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
「
物
質
性
」
を
特
徴
と
し

た
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
作
品
は
、
い
か
な
る
理
念
に
も
と
づ
き
制
作
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
こ
れ
ら
の
「
物
質
性
」
は
、
具
体
的
作
品
経
験

に
お
い
て
い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
も
の
だ
っ
た
の
か
。
本
稿
は
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
す
る
応
答
を
探
り
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
芸
術

理
念
と
実
践
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

考
察
の
出
発
点
と
し
た
い
の
は
、
一
九
四
四
年
の
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
筆
書
簡
に
み
つ
か
る
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

 

〔
街
の
〕
通
り
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
、
不
整
合
で
、
つ
ば
め
の
巣
の
ス
ー
プ
（
あ
る
い
は
孵
化
し
た
〔
ば
か
り
の
〕
卵
）、
夢

幻
状
態
の
胚
形
質
〔
の
よ
う
な
〕。
ま
だ
思
考
さ
れ
て
い
な
く
て
、
思
考
さ
れ
よ
う
と
す
る
途
中
の
。
笑
わ
せ
る
た
め
だ
っ
た
の

で
す
、《
パ
リ
の
光
景
》
と
題
し
た
の
は
。
よ
り
的
確
な
題
名
は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。《
パ
リ
の
光
景
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る

瞬
間
の
人
間
精
神
の
光
景
》。
だ
か
ら
、
あ
な
た
が
言
う
よ
う
に
子
ど
も
っ
ぽ
い
だ
け
で
な
く
、
胎
児
の
よ
う
〔
な
絵
画
〕
な
の

で
す
。
四
肢
が
か
ろ
う
じ
て
か
た
ち
を
形
成
し
は
じ
め
、
い
ま
だ
消
さ
れ
て
い
な
い
追
憶
、
魚
類
や
両
生
類
の
大
昔
の
記
憶
を
と

も
な
う
〔
よ
う
な
〕。
確
か
な
の
は
、
緊
密
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、〔
つ
ま
り
〕
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い

て
、
さ
ら
に
は
術
策
を
も
弄
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
な
の
で
す
、
こ
の
瞬
間
を
捕
獲
し
、
そ
し
て
〔
画
布
上

に
〕
定
着
さ
せ
る
た
め
に
は（

3
）

故
郷
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
で
哲
学
バ
カ
ロ
レ
ア
を
取
得
し
た
後
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
が
画
家
を
目
指
し
て
パ
リ
へ
や
っ
て
き
た
の
は
第
一

次
大
戦
休
戦
協
定
の
締
結
直
前
、
一
九
一
八
年
秋
の
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
前
衛
的
芸
術
が
多
彩
に
展
開
し
た
こ
の
時
期
の
首
都

で
青
春
期
を
過
ご
し
た（

4
）

画
家
は
、
一
九
二
五
年
に
突
如
と
し
て
絵
画
制
作
を
放
棄
、
そ
の
後
本
格
的
な
絵
画
制
作
を
再
開
し
た
の
は
、

占
領
下
一
九
四
二
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
画
業
再
開
か
ら
間
も
な
い
一
九
四
四
年
春
、
画
家
は
文
筆
家
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ラ
ン
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六
七

（
一
八
八
四
〜
一
九
六
八
） 

に
宛
て
、
右
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
記
述
か
ら
約
一
ヶ
月
後
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ

フ
ェ
は
そ
れ
ま
で
制
作
し
て
い
た
カ
ル
テ
ィ
エ
・
ラ
タ
ン
、
ロ
モ
ン
通
り
三
十
四
番
地
の
ア
ト
リ
エ
か
ら
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
駅
北
側
に
位

置
す
る
ヴ
ォ
ジ
ラ
ー
ル
通
り
一
一
四
番
地
へ
、
よ
り
大
き
な
ア
ト
リ
エ
を
求
め
て
引
っ
越
す（

5
）

。
数
階
建
て
の
こ
の
大
規
模
な
ア
ト
リ
エ

で
、
以
後
こ
の
画
家
は
さ
ま
ざ
ま
な
絵
画
技
法
を
生
み
出
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
な
物
質
性
を
特
徴
と
す
る
造
形
制
作
を
行
っ
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
」、「
緊
密
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
回
顧
的
に
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
記
述
は
以
降
さ
ま
ざ

ま
な
素
材
を
取
り
入
れ
な
が
ら
お
こ
な
わ
れ
た
実
験
的
な
絵
画
制
作
を
物
語
っ
た
も
の
と
も
と
れ
る
。
と
す
れ
ば
一
九
四
〇
〜
五
〇
年

代
の
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
よ
る
物
質
性
の
強
調
さ
れ
た
画
業
と
は
、
同
書
簡
で
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ 

―
「
こ
の
瞬
間
を
捕
獲
し
」、

そ
し
て
絵
画
上
に
「
定
着
す
る
」
こ
と 

― 

を
実
現
す
る
べ
く
な
さ
れ
た
一
連
の
造
形
的
試
み
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う（

6
）

。
さ
て
、
こ
の
書
簡
は
一
九
六
七
年
に
画
家
自
身
の
監
修
の
も
と
哲
学
者
・
美
術
史
家
ユ
ベ
ー
ル
・
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
が
編
纂
し
た
記
述
全

集
第
Ⅰ
〜
Ⅱ
巻
に
も
、
ま
た
画
家
の
死
後
一
九
九
五
年
に
生
前
の
未
刊
行
文
書
を
加
え
て
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
が
あ
ら
た
に
刊
行
し
た
同
第
Ⅲ

〜
Ⅳ
巻
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
本
書
簡
が
公
刊
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
三
年
、
書
簡
保
持
者
で
あ
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
資
料
が
所
蔵
さ
れ

る
フ
ラ
ン
ス
国
立
現
代
出
版
資
料
研
究
所 

（IM
E

C

） 

内
の
未
刊
行
文
書
を
元
に
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
／
ポ
ー
ラ
ン
間
の
書
簡
集
が
刊

行
さ
れ
た
際
の
こ
と
だ
っ
た（

7
）

。
編
纂
者
の
一
人
マ
リ
ア
ン
ヌ
・
ジ
ャ
コ
ビ
は
同
書
簡
記
述
を
、
柔
ら
か
く
、
流
れ
る
よ
う
な
物
体
が
描

か
れ
る
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ー
ル
・
ダ
リ
の
絵
画
を
連
想
さ
せ
る
も
の
と
述
べ
、「
つ
ば
め
の
巣
の
ス
ー
プ
」
や
「
夢
幻
状
態
の
胚
形
質
」、

「
胎
児
」
と
い
っ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
に
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
の
関
連
性
を
見
出
し
て
い
る（

8
）

。
ま
た
、
か
た
ち
が
精
神
の
な
か
で
ゆ
っ
く

り
と
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
そ
の
様
が
現
象
学
的
で
あ
る
、
と
も
指
摘
し
て
い
た（

9
）

。

し
か
し
こ
の
書
簡
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
や
現
象
学
と
の
関
連
性
の
み
な
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
着
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想
源
が
推
察
さ
れ
る
こ
の
奇
妙
な
書
簡
記
述
に
関
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン  

（
一
八
五
九
〜
一
九
四

一
） 
と
い
う
参
照
項
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
、
画
家
は
詩
人
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ポ
ン
ジ
ュ
と
共
作
詩
画
集
『
物
質
と
記
憶
』
を
刊
行
し
て

い
た（

10
）

。
詩
人
に
よ
る
散
文
詩
と
画
家
に
よ
る
石リ
ト
グ
ラ
フ
ィ

版
画
三
十
四
点
か
ら
な
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
あ
ま
り
に
も
有
名
な
著
作
名
を
冠
し

た
同
集
は
こ
れ
ま
で
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
研
究
に
お
い
て
も
ポ
ン
ジ
ュ
研
究
に
い
て
も
、
往
々
に
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
揶
揄
す
る

も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た（

11
）

。
物
質
感
の
際
立
つ
厚
塗
り
絵
画
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
画
家
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
と
、『
物
の
味
方
』

（
一
九
四
二
年
） 

を
代
表
的
著
作
と
す
る
詩
人
ポ
ン
ジ
ュ
が
「
物マ

テ

リ

ア

リ

ス

ト

質
主
義
者
」
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
と
す
れ
ば
、
彼
ら
の
理
念
は

「
観イ

デ

ア

リ

ス

ム

念
主
義
的
な
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
は
相
容
れ
な
い
」
も
の
と
み
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る（

12
）

。
こ
の
画
家
と
詩
人
が
、
ガ
ス
ト
ン
・
バ

シ
ュ
ラ
ー
ル
や
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
、
モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
相
関
的
に
語
ら
れ
て
き
た
な
か
、
彼
ら
に
よ
っ

て
批
判
さ
れ
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
す
で
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
過
去
の
存
在
と
も
み
な
さ
れ
て
い
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
が
否
定
的

に
み
ら
れ
た
の
は
、
自
然
な
流
れ
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う（

13
）

。
最
晩
年
に
は
多
く
の
書
籍
を
手
放
し
て
い
た
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
よ
る
読
書

経
験
の
詳
細
は
明
ら
か
と
な
ら
ず
、
こ
の
画
家
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
著
作
に
ど
れ
ほ
ど
通
じ
て
い
た
の
か
は
不
詳
で
あ
る（

14
）

。
し
か
し
本
稿
で

み
る
よ
う
に
、
内
容
や
語
彙
か
ら
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
想
起
さ
せ
る
記
述
を
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
は
数
多
く
残
し
て
い
る
。
以
下
で
は

一
九
四
〇
〜
五
〇
年
代
の
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
よ
る
造
形
作
品
展
開
を
そ
う
し
た
記
述
と
と
も
に
辿
り
、
そ
こ
で
鍵
と
な
っ
て
い
た

「
物マ
テ
リ
ア
リ
テ

質
性
」
の
意
味
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
い
う
参
照
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
　
　「
胎
児
の
よ
う
な
絵
画
」

（
一
―

一
）　「
胎
児
」、「
ブ
リ
ュ
ッ
ト
」、「
パ
ン
生
地
」

ま
ず
は
先
に
み
た
一
九
四
四
年
の
書
簡
記
述
を
、
い
ま
い
ち
ど
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
が
語
っ
て
い
た
の

は
、「
パ
リ
の
光ヴ

ュ景
」
と
題
し
た
自
身
の
絵
画
が
描
き
出
す
と
こ
ろ
が
「
パ
リ
の
光
景
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
パ
リ
の
光
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景
が
精
神
の
な
か
で
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
瞬
間
の
人
間
精
神
の
光
景
」
で
あ
る
、
と
の
内
容
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
動
的
な
様

態
を
、
画
家
は
「
胎
児
の
よ
う
」
と
形
容
し
た
の
で
あ
る
。

《
パ
リ
の
光
景（

15
）

》 （
図
1
） 

と
は
、
こ
の
書
簡
記
述
か
ら
約
一
週
間
前
に
完
成
し
、
書
簡
宛
先
で
あ
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
に
贈
ら
れ
た
絵
画

作
品
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
不
鮮
明
な
複
製
図
版
し
か
存
在
し
な
い
も
の
の
、
お
お
ま
か
な
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

縦
八
十
六
cm
、
横
一
一
六
cm
か
ら
な
る
油
彩
画
布
は
、
鮮
や
か
な
原
色
に
彩
ら
れ
て
い
る
。
空
間
の
奥
行
き
が
廃
さ
れ
、
水
平
軸
が
強

調
さ
れ
た
そ
の
画
面
は
一
見
し
て
稚
拙
な
も
の
で
、「
ワ
イ
ン
、
木
炭
」「
モ
ー
ド
」
と
い
っ
た
看
板
が
掲
げ
ら
れ
た
建
物
の
窓
と
い
う

窓
に
は
、
い
ず
れ
も
指
人
形
の
よ
う
な
人
物
が
配
さ
れ
て
い
る
。
前
景
の
通
り
に
描
き
こ
ま
れ
た
人
物
像
や
、
犬
に
も
似
た
四
肢
の
生

き
物
も
ま
た
丸
い
顔
に
丸
い
胴
体
、
マ
ッ
チ
棒
の
よ
う
な
手
足
を
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く
ポ
ー
ラ
ン
は
こ
う
し
た
特
徴
を
も
っ
て
「
子

ど
も
〔
の
描
画
〕
の
よ
う
」
と
形
容
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
画
家
は
、
同
画
が
「
胎
児
の
よ
う
」
で
あ
る
、
と
返
し
た
の
だ
っ

た
。「

胎
児
の
よ
う
」
と
は
奇
妙
な
表
現
で
あ
る
も
の
の
、
一
九
四
〇
〜
五
〇
年
代
の
画
家
の
芸
術
理
念
を
象
徴
す
る
語
と
し
て
違
和
感

は
な
い（

16
）

。
と
い
う
の
も
翌
一
九
四
五
年
、
画
家
は
み
ず
か
ら
の
理
想
的
「
芸ア

ー

ル術
」
像
を
あ
ら
わ
す
語
と
し
て 

〈
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
〉

な
る
語
を
生
み
出
し
た
。「
ブ
リ
ュ
ッ
ト
」
が
事
物
の
「
天
然
」、「
未
加
工
」
状
態
を
指
す
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
胎
児fœ

tus

」
と

は
こ
れ
か
ら
か
た
ち
を
変
じ
な
が
ら
成
長
し
て
ゆ
く
、
有
機
的
存
在
の
原
初
的
状
態
に
他
な
ら
な
い（

17
）

。
つ
ま
り
「
胎
児
」
と
は
ま
さ

に
、「
ブ
リ
ュ
ッ
ト
」
と
同
様
の
意
味
合
い
を
含
む
語
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
さ
ら
に
着
目
す
べ
き
な
の
が
、
一
九
五
三

年
、
画
家
が
一
九
四
〇
年
代
以
降
約
十
年
間
の
画
業
を
総
括
し
て
刊
行
し
た
図
版
書
籍
（
18
）題

名
で
あ
る
。『
よ
い
酵
母
が
含
ま
れ
た
パ

ン
、
生
地
を
焼
く
の
は
あ
な
た 

― 

ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
』
と
い
う
そ
の
題
名
に
諧ユ
ー
モ
ア謔
を
も
っ
て
意

味
さ
れ
て
い
た
の
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
発
酵
が
進
み
膨
ら
む
「
よ
い
酵
母
」
を
含
ん
だ
、
不
定
形
な
「
パ
ン
生
地
」
の
よ
う
な

存
在
と
し
て
の
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
絵
画
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
同
題
名
で
も
、「
胎
児
」
と
同
様
、
い
ま
だ
明
確
な
か
た
ち
を
も
た
な
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七
〇

い
、
こ
れ
か
ら
具
体
的
な
か
た
ち
を
形
成
し
て
ゆ
く
有
機
体
の
原
初
的
段
階
を
し
め
す
比
喩
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
絵
画
作
品
《
パ
リ
の
光
景
》
の
画
面
に
立
ち
返
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
が
変
幻
す
る
有
機
体
と
し
て
の
絵
画
で
あ
る
と
は
言

い
難
く
、
画
家
の
記
述
と
実
際
の
作
品
と
の
あ
い
だ
に
隔
た
り
が
あ
る
と
の
感
は
拭
え
な
い
。
書
簡
で
語
ら
れ
て
い
た
の
は
、
同
作
に

固
有
の
注
解
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
み
ず
か
ら
の
絵
画
制
作
全
体
に
か
か
わ
る
理
念
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
の
制
作
の
抱
負
で
あ
っ

た
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
先
述
の
よ
う
に
、
こ
の
書
簡
記
述
か
ら
ま
も
な
く
画
家
は
大
規
模
な
ア
ト
リ
エ
へ
と
引
越
し
、
以
後

さ
ま
ざ
ま
な
絵
画
技
法
を
生
み
出
し
な
が
ら
、
物
質
性
を
特
徴
と
す
る
実
験
的
な
造
形
制
作
を
行
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

（
一
―

二
）　
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
い
う
着
想
源

さ
て
、
絵
画
面
を
「
胎
児
」
に
喩
え
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
徐
々
に
形
成
さ
れ
る
「
か
た
ち
」
が
「
魚
類
や
両
生
類
」
の
「
い
ま
だ
消
さ

れ
て
い
な
い
追
憶rappel

」、「
大
昔
の
記
憶souvenir

」
を
と
も
な
う
の
だ
と
語
ら
れ
た
書
簡
は
、
一
見
異
様
で
不
可
解
き
わ
ま
り
な

い
。
と
は
い
え
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
い
う
参
照
点
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
連
想
さ
れ
る
の
は
『
創
造
的
進
化
』（
一
九
〇
七
年
）
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
そ
れ
と
は
異
な
る
独
自
の
進
化
論
的
視
点
に
も
と
づ
き
な
が
ら
宇
宙
生
命
の
雄
大

な
時
間
の
流
れ
が
し
め
さ
れ
た
そ
の
第
一
章
に
お
い
て
は
、「
胚em

bryon

の
発
達
」
が
「
か
た
ち
の
絶
え
間
な
い
変
化
」
と
し
て
、

「
持
続
の
記
録
、
現
在
に
残
存
す
る
過
去
、
し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
有
機
的
な
記
憶
の
よ
う
な
外
観
を
も
た
ら
す
」
も
の
で
あ
る
と

語
ら
れ
て
い
る（

19
）

。
生
命
の
現レ
ア
リ
テ実
の
本
質
が
、
予
見
不
可
能
な
、
絶
え
間
な
い
か
た
ち
の
生
成
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
同
著
は
、
そ
の
よ
う

な
生
成
活
動
が
芸
術
的
創
造
と
類
比
的
に
語
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
刊
行
当
初
よ
り
キ
ュ
ビ
ス
ト
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
芸
術
家
た

ち
に
よ
っ
て
手
に
取
ら
れ
た（

20
）

。
同
著
で
「
胎
児fœ

tus

」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
の
は
遺
伝
的
形
質
を
め
ぐ
る
生
物
学
実
験
に
言
及

さ
れ
た
唯
一
箇
所
で
は
あ
る
も
の
の（

21
）

、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
も
ま
た
こ
の
著
作
か
ら
何
ら
か
の
着
想
を
得
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
う
か
が

え
る
。
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た
と
え
ば
同
著
冒
頭
部
に
お
い
て
「
芸
術
家
に
よ
る
肖
像
画
制
作
」
を
例
に
語
ら
れ
た
予
見
不
可
能
な
過
程
と
し
て
の
造
形
制
作（

22
）

は
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
が
理
想
と
し
た
造
形
制
作
そ
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
偶
然
性
を
も
取
り
入
れ
つ
つ
、
完
成
形
を
あ
え
て
定
め

ず
手
探
り
に
制
作
し
て
ゆ
く
よ
う
な
造
形
手
法
の
重
要
性
は
、
画
家
自
身
に
よ
っ
て
も
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
た
。
そ
の
も
っ
と
も
顕
著

な
例
の
ひ
と
つ
は
、
一
九
四
五
年
執
筆
の
芸
術
論
考
『
覚
書（

23
）

』
で
あ
る（

24
）

。
造
形
芸
術
を
め
ぐ
る
実
践
的
・
理
論
的
記
述
が
そ
れ
ぞ
れ
数

行
〜
二
〇
数
行
ほ
ど
、
全
八
十
六
項
目
に
渡
っ
て
綴
ら
れ
た
こ
の
論
考
の
第
一
項
は
「
か
た
ち
な
き
か
た
ちinform

e

か
ら
出
発
し

て
」
と
題
さ
れ
、
画
布
や
紙
に
落
と
さ
れ
た
「
一
点
の
染
み
」
か
ら
は
じ
ま
っ
て
ゆ
く
発ユ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

見
法
的
な
造
形
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。

デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
芸
術
理
念
を
探
る
上
で
と
り
わ
け
重
要
な
同
論
考
は
、
こ
の
画
家
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
な
か
で
も
『
創
造
的

進
化
』
と
い
う
着
想
源
を
考
え
る
上
で
も
き
わ
め
て
重
要
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
そ
の
第
五
十
四
項
は
、「
溶
け
な
い
砂
糖
を
加
え
る
」

と
題
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
一
―

三
）　「
溶
け
な
い
砂
糖
」

こ
の
題
名
か
ら
即
座
に
連
想
さ
れ
る
の
は
、『
創
造
的
進
化
』
冒
頭
、
先
述
肖
像
画
へ
の
言
及
か
ら
数
十
行
先
で
な
さ
れ
た
有
名
な

記
述
で
あ
る
。
そ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
砂
糖
水
」
を
例
に
と
り
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

わ
た
し
が
一
杯
の
砂
糖
水
を
つ
く
り
た
い
と
す
る
な
ら
、
ど
う
あ
っ
て
も
、
わ
た
し
は
砂
糖
が
溶
け
る
の
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
小
さ
な
事
実
は
、
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
と
い
う
の
も
わ
た
し
が
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
の
時
間
は

も
は
や
、
物
質
界
の
歴
史
全
体
に
も
適
用
さ
れ
る
、
あ
の
数
学
的
時
間
で
は
な
い
の
だ
か
ら
〔
…
〕。
そ
の
時
間
と
は
〔
…
〕
わ

た
し
自
身
の
、
わ
た
し
の
持
続
の
、
あ
る
一
定
の
部
分
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
思
考
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
生
き
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
ん
ら
か
の
相
関
で
は
な
く
、
絶
対
で
あ
る
。
一
体
ど
う
い
う
こ
と
だ
と
い
う
の
か
。
一
杯
の



哲
学
研
究

　
第
六
百
六
号

七
二

水
、
砂
糖
、
そ
し
て
水
に
砂
糖
が
溶
け
る
そ
の
過
程
が
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
ぞ
れ
抽
象
で
あ
り
、
そ
し
て
わ
た
し
の
感
覚
と
悟
性

に
よ
っ
て
切
り
出
さ
れ
た
そ
れ
ら
が
存
す
る
〈
全
体
〉
が
、
お
そ
ら
く
は
ひ
と
つ
の
意
識
の
よ
う
に
進
展
す
る
の
で
な
い
と
い
う

な
ら
ば（

25
）

こ
う
し
て
哲
学
者
は
、
生
命
の
「
現レ
ア
リ
テ実
の
本
質
」
で
あ
る
と
い
う
「
持
続
」
の
概
念
を
、「
何
分
何
秒
」
と
の
よ
う
に
数
値
化
で
き

な
い
、
つ
ま
り
は
そ
の
人
の
心
も
ち
に
よ
っ
て
長
く
も
短
く
も
感
じ
ら
れ
も
す
る
「
絶
対
」
的
な
、
そ
の
人
に
固
有
の
「
生
き
ら
れ

た
」
時
間
と
し
て
定
義
し
た
の
だ
っ
た
。
他
方
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
が
「
溶
け
な
い
砂
糖
を
加
え
る
」
と
題
し
て
語
っ
た
の
は
以
下
の

よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

芸
術
作
品
と
は
、
一
瞬
の
う
ち
に
汲
み
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
ひ
と
つ
の
意
味
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
い

は
ま
っ
た
く
意
味
の
わ
か
ら
な
い
も
の
で
も
な
く
、
膨
大
な
意
味signification

と
方
向sens

を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
精
神
が
〔
…
〕
け
っ
し
て
終
わ
り
に
行
き
着
く
こ
と
の
な
く
進
み
込
む
、
道
の
り
を
開
く
よ
う
な
〔
…
〕（26
）

一
見
す
る
と
、
こ
の
記
述
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
「
持
続
」
の
概
念
と
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
こ
こ
で
「
ど
れ
ほ
ど

待
っ
て
も
溶
け
切
る
こ
と
の
な
い
砂
糖
水
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
芸
術
作
品
を
前
に
、「
精
神
」
が
終
わ
る
こ
と
な
く
「
進
み
」

続
け
る
さ
ま
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
「
道
の
り
」
に
お
い
て
精
神
は
、
作
品
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
「
意
味
」
を
「
切
り
出
し
」

― 

つ
ま

り
「
抽
象
」
し
―
続
け
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
「
ひ
と
つ
の
意
識
の
よ
う
に
進
展
す
る
」「〈
全

体
〉」
と
し
て
の
芸
術
作
品
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、「
胎
児
」
や
「
パ
ン
生
地
」
の
よ
う
に
、
成
長
あ
る
い

は
発
酵
し
な
が
ら
、
か
た
ち
を
変
え
続
け
る
存
在
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
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二
　
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
絵
画
の
物
質
性

と
こ
ろ
で
前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
存
在
が
否
定
的
に
み
ら
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の

画
家
が
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
や
サ
ル
ト
ル
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
と
い
っ
た
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
批
判
的
に
論
じ
た
次
世
代
の
哲
学
者
た
ち
と

相
関
的
に
語
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
っ
た（

27
）

。「
溶
け
な
い
砂
糖
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
サ
ル
ト
ル（

28
）

は
一
九
四
〇
年
刊
行
の
著

作
『
想
像
的
な
も
の
』
の
冒
頭
で
「
知
覚
」
を
「
無
限
の
面
を
備
え
た
現
象
」
と
し
て
説
明
し
、
そ
の
継
起
性
を
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
が

言
っ
た
よ
う
に
、「
砂
糖
が
溶
け
る
」
の
を
待
つ
こ
と
の
必
要
性
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
て
も
い
る（

29
）

。
ケ
ン
ト
・
ミ
ン
タ
ー
ン
が
論
じ

た
よ
う
に
、
肖
像
画
を
そ
の
一
例
と
し
て
芸
術
作
品
の
表
象
に
つ
い
て
多
く
が
論
じ
ら
れ
た
同
書
を
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
は
お
そ
ら
く

は
強
い
関
心
と
と
も
に
手
に
取
っ
て
い
た（

30
）

。
と
は
い
え
サ
ル
ト
ル
が
同
書
で
言
明
し
た
の
が
「
芸
術
作
品
に
お
い
て
〔
…
〕
画
布
上
に

把
握
さ
れ
る
も
の
は
非イ

レ

エ

ル

現
実
的
存
在
で
あ
る
」
と
の
見
解
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば（

31
）

、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
芸
術
理
念
は
こ
の
よ

う
な
考
え
と
は
決
定
的
に
異
な
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
画
家
に
お
い
て
造
形
作
品
と
は
、
現レ
ア
リ
テ実
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
し
て
そ
う
し
た
理
念
が
ど
の
よ
う
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
呼
応
す
る
の
か
、
以
下
で
は
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ

絵
画
に
お
け
る
物
質
性
を
、
作
品
お
よ
び
画
家
自
身
の
記
述
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
具
体
的
に
み
て
み
た
い
。

（
二
―

一
）　
物
質
世
界
と
芸
術
作
品

一
九
四
〇
年
代
後
半
か
ら
五
〇
年
代
末
に
い
た
る
ま
で
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
絵
画
の
「
物
質
性
」
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
ら
わ
れ
た
。
た

と
え
ば
一
九
四
〇
年
代
の
〈
厚
塗
り
〉
と
名
づ
け
ら
れ
た
技
法
に
よ
っ
て
油
彩
が
立
体
的
に
盛
り
上
が
る
作
品
も
あ
れ
ば 

（
図
2
）、

そ
う
し
た
油
彩
に
微
細
な
石
礫
や
藁
と
い
っ
た
素
材
が
混
ぜ
合
わ
さ
れ
た
作
品
も 
（
図
3
）、
ま
た
一
九
五
〇
年
代
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
種
の
蝶
の
羽
根
を
幾
枚
も
貼
り
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
造
形
さ
れ
た
作
品
も
あ
る 
（
図
4
、
5
）。
石
版
画
作
品
《
鳥
の
い
る
茂
み
》
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（
図
6
） 

も
ま
た
、
摺
り
面
に
挟
ま
れ
た
実
物
の
葉
に
よ
っ
て
画
面
一
面
に
葉
脈
模
様
が
も
た
ら
さ
れ
た
作
品
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
多

様
な
素
材
物
質
を
用
い
た
造
形
制
作
を
説
明
す
る
最
適
な
記
述
と
し
て
、
こ
こ
で
は
一
九
五
七
年
に
執
筆
さ
れ
た
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
論

考
『
跡あ
と
か
た形E

m
preint

』
に
着
目
し
た
い
。《
鳥
の
い
る
茂
み
》
を
作
例
と
す
る
版
画
法
を 

〈
跡あ
と
か
た形E

m
preint

〉 

と
名
付
け
た
画
家
は
、

同
名
を
冠
し
た
論
考
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
問
い
か
け
て
い
た
。

空
や
肉
体
、
風
、
剥
き
出
し
の
大
地
の
あ
い
だ
に
〔
…
〕
区
別
が
な
い
〔
と
し
た
ら
…
〕。
彼
〔
＝
画
家
〕
は
そ
れ
ら
を
ど
の
よ

う
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
〔
＝
鑑
賞
者
〕
は
そ
こ
〔
＝
画
家
の
描
き
出
し
た
と
こ
ろ
〕
に
、
何
を
ど

の
よ
う
に
認
識
し
た
ら
い
い
の
か（

32
）

画
家
の
答
え
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

物
質
世
界
（
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
精
神
世
界
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
）
で
生
起
す
る
す
べ
て
の
局
面
〔
…
〕
は
、
同
じ
連
鎖
の
諸
要

素
で
あ
る
と
断
言
し
ま
す
〔
…
〕
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
う
も
断
言
す
る
の
で
す
。
イ
ン
ク
の
染
み
た
わ
た
し
の
紙
片
上
に
あ
ら

わ
れ
る
騒
々
し
い
鳥
た
ち
の
か
た
ち
は
本
物
の
鳥
た
ち
と
同
じ
素
性
の
も
の
で
す
し
〔
…
〕、
一
部
で
は
本
物
の
鳥
な
の
だ
と

〔
…
〕
（
33
）

つ
ま
り
画
家
に
よ
れ
ば
、
油
彩
や
イ
ン
ク
、
あ
る
い
は
蝶
の
羽
根
や
葉
と
い
っ
た
造
形
素
材
と
、
そ
の
素
材
を
も
っ
て
表
象
さ
れ
る

事
物
や
生
物
は
、
物
理
的
に
い
っ
て
隔
た
り
が
な
い
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
先
述
の
論
考
『
覚
書
』
に
お
い
て
も
す
で
に
し
め
さ
れ
て

い
た
。
と
い
う
の
も
同
第
六
十
一
項
は
「
生
物
と
無
生
物
の
あ
い
だ
は
、
た
だ
程
度
の
違
い
の
問
題
で
あ
る（

34
）

」
と
題
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
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物
質
存
在
を
同
じ
地
平
上
に
み
な
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　

《
数
多
く
の
存
在
》 （
図
7
） 

は
、
こ
う
し
た
理
念
が
象
徴
さ
れ
た
作
品
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は
糸
を
摺
面
に
挟
ん
で
な
さ

れ
た 
〈
跡
形
〉 

技
法
に
よ
る
画
面
全
体
は
混
沌
と
し
て
い
る
が
、
白
く
細
か
い
紙
片
が
散
ら
さ
れ
た
暗
い
画
面
上
部
は
星
空
の
よ
う
で

も
あ
り
、
輪
郭
の
は
っ
き
り
し
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
物
体
が
絡
み
合
う
画
面
下
部
の
広
が
り
は
、
大
地
の
よ
う
で
も
あ
る
。
じ
っ
さ
い
に

こ
の
時
期
、
画
家
は
絵
画
作
品
に
お
い
て
も
同
様
に
空
と
大
地
の
二
層
構
造
を
と
る
、
や
は
り
混
沌
と
し
た
風
景
画
を
制
作
し
て
い
た

（
図
8
）。

作
品
上
に
は
「
じ
つ
に
多
様
な
現
象
の
す
べ
て
が
〔
…
〕
姿
を
あ
ら
わ
す（

35
）

」。
論
考
『
跡
形
』
に
お
け
る
こ
う
し
た
言
明
を
も
踏
ま

え
れ
ば
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
と
っ
て
版
画
や
絵
画
と
い
っ
た
造
形
作
品
と
は
、
サ
ル
ト
ル
が
述
べ
た
よ
う
な
「
非
現
実
的
存
在
」
で

あ
る
ど
こ
ろ
か
、
物
質
世
界
の
「
数
多
く
の
」、「
多
様
な
」
事
象
が
混
じ
り
合
い
な
が
ら
併
存
す
る
、
現
実
的
存
在
そ
の
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

（
二
―

二
）　「
持
続
」
す
る
物
質
世
界

こ
の
よ
う
に
論
考
『
跡
形
』
に
お
い
て
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
は
、
造
形
作
品
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
同
一
地
平
上
に
み
な
し
、
そ

の
上
で
自
身
を
「
物
質
世
界
の
探
究
者
で
あ
る
画
家
の
わ
た
し
」
と
規
定
し
て
い
る（

36
）

。「
物
質
」
や
「
現
実
」
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
思

索
の
着
想
源
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
画
家
を
「
物
質
的
現
実
を
も
っ
と
も
仔
細
に
検
討
す
る
」
芸
術
家
と
述
べ
た（

37
）

ベ
ル
ク
ソ
ン
を
挙
げ
る

こ
と
は
的
外
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
ふ
た
た
び
『
創
造
的
進
化
』
に
立
ち
戻
っ
て
み
れ
ば
、
哲
学
者
は
そ
の
冒
頭
で
、
わ
た
し
た
ち
が
「
物
質
的
宇
宙
全
体
」
か

ら
切
り
出
し
て
知
覚
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
個
物
と
は
安
定
的
な
「
状
態
」
で
は
な
く
、
過
渡
的
な
一
「
傾
向
」
に
過
ぎ
な
い
と
の
見
解

を
述
べ
て
い
た（

38
）

。
そ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
宇
宙
は
持
続
す
る（

39
）

」。
こ
う
し
て
哲
学
者
は
、
無
機
／
有
機
に
か
か
わ
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
物
質
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は
各
瞬
間
に
お
い
て
変
化
し
続
け
て
い
る
こ
と
、
物
質
的
世
界
全
体
の
本
質
的
特
徴
と
は
こ
う
し
た
絶
え
間
な
い
生
成
に
あ
る
の
だ
と

論
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
の
持
続
性
を
見
失
わ
な
い
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
れ
に
対
し
て
ベ
ル
ク

ソ
ン
が
し
め
し
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
だ
っ
た
。「
わ
た
し
た
ち
は
生
け
る
有
機
体
を
、
限
定
さ
れ
た
物
質
的
対
象
に
で
は
な

く
、
物
質
的
宇
宙
全
体
と
同
列
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う（

40
）

」。

「
物
質
的
宇
宙
全
体
の
持
続
性
を
見
失
わ
な
い
」
よ
う
な
認
識
方
法
。
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
が
、
素
材
と
し
て
も
題
材
と
し
て
も
、
画

面
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
が
入
り
混
じ
る
作
品
制
作
を
も
っ
て
試
み
て
い
た
の
は
、
生
命
世
界
の
こ
の
よ
う
な
認
識
方
法
の
獲
得
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
論
考
『
跡
形
』
に
お
い
て
画
家
は
、「
木
」
や
「
花
」
と
い
っ
た
有
機
的
生
命
の
ほ
か
、「
わ
た
し
た
ち
と
は
全

然
異
な
る
存
在
で
あ
る
埃
ほ
こ
り

」
を
魅
力
的
な
存
在
と
し
て
語
り
、
自
身
の
版
画
制
作
が
、
人
間
を
「
木
」
や
「
埃
ほ
こ
り

」
と
「
連
続
し
た
存

在
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る（

41
）

。
こ
う
し
た
試
み
が
、
一
九
四
四
年
書
簡
で
語
ら
れ
た
「
瞬
間
」
を

捉
え
る
よ
う
な
画
布
の
模
索
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
画
家
は
、
作
品
支
持
体
で

あ
る
「
紙
面
」
は
「
事
象
が
う
よ
め
く
世
界
を
、〔
…
〕
人
間
の
目
に
は
み
え
な
い
け
れ
ど
現
実
に
存
在
す
る
世
界
を
〔
…
〕
一
瞬
に

お
い
て
捕
え（

42
）

」
る
の
だ
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
た
。

な
ぜ
、
そ
れ
ら
は
み
え
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
あ
ま
り
に
変
化
に
富
み
過
ぎ
て
い
る
か
ら
、
諸
々
の
状
態
が
あ
ま
り
に

も
束
の
間
だ
か
ら
で
す
〔
…
〕（43
）

〈
跡
形
〉 

技
法
に
よ
る
版
画
作
品
の
ひ
と
つ
、《
空
の
荷
車
と
馬
》 （
図
9
） 
を
み
て
み
た
い
。
暗
い
画
面
に
、
流
れ
る
液
体
の
よ
う
な

白
い
形
象
が
、
摺
り
の
段
階
で
挟
ま
れ
た
と
み
ら
れ
る
数
本
の
糸
屑
の
跡
と
、
細
か
く
散
ら
ば
る
白
い
斑
点
と
も
に
浮
き
上
が
る
。
題

名
に
示
唆
さ
れ
た
「
荷
車
」
や
「
馬
」
の
輪
郭
は
し
か
し
、
は
っ
き
り
と
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
も
し
か
す
る
と
こ
こ
で
暗
示
さ
れ
て
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い
る
の
は
、「
荷
車
」
に
も
「
馬
」
に
も
み
え
な
が
ら
絶
え
間
な
く
輪
郭
を
変
じ
て
ゆ
く
、
空
上
の
雲
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
じ
っ
さ

い
画
家
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
作
品
の
な
か
に
「
眼
あ
る
い
は
精
神
」
が
捉
え
る
の
は
、「
あ
る
ひ
と
つ
の
瞬
間
の
外
観
の
み
な
ら
ず
、

未
来
で
も
あ
る（

44
）

」
と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
画
家
は
、
こ
の
よ
う
に
輪
郭
の
不
明
瞭
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
質
が
画
面
上
に
入
り
混
じ
る

版
画
作
品
を
も
っ
て
、「
瞬
間
」
と
い
う
、
捉
え
難
い
現
実
の
一
断
片
を
捕
え
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。

三
　《
パ
リ
の
光
景
》
か
ら
、《
質

テ
ク
ス
チ
ュ
ロ
ロ
ジ
ー

感
学
》
へ 

　
　

― 
一
九
四
〇
〜
五
〇
年
代
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
絵
画
作
品
の
展
開

さ
て
、
論
考
『
跡
形
』
は
文
芸
雑
誌
『
新
文
学
』
上
で
二
〇
頁
に
渡
っ
て
掲
載
さ
れ
た
長
大
な
論
考
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
〈
跡

形
〉
技
法
に
よ
る
版
画
作
品
の
み
な
ら
ず
、
画
家
に
よ
る
造
形
実
践
全
体
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
同
論
考
を
執
筆
し

た
一
九
五
七
年
春
時
点
で
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
は
か
つ
て
一
九
四
四
年
書
簡
で
述
べ
た
と
こ
ろ 

―
「
瞬
間
」
を
捉
え
る
よ
う
な
画
面

の
実
現 

― 

に
成
功
し
て
い
た
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
版
画
制
作
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
画
家
が

も
っ
と
も
重
要
視
し
て
い
た
絵
画
制
作
に
お
い
て
は
い
ま
だ
模
索
が
続
い
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
絵
画
に
転
機
が
お

と
ず
れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
年
の
秋
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
こ
の
時
期
の
絵
画
制
作
を
め
ぐ
っ
て
、
画
家
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。

う
れ
し
い
こ
と
に
、
一
九
四
三
／
四
四
年
の
制
作
で
扱
っ
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
な
主
題
を
扱
っ
た
〔
…
〕
情
景
や
人
物
を
描
く

画
布
の
い
く
つ
か
に
お
い
て
あ
た
ら
し
い
技
法
を
用
い
た
と
こ
ろ
、
当
時
〔
＝
一
九
四
〇
年
代
初
頭
〕
苦
闘
し
つ
つ
も
遂
に
得
ら

れ
な
か
っ
た
効
果
が
得
ら
れ
た
〔
…
〕（45
）
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こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
「
情
景
や
人
物
」
が
描
か
れ
た
「
一
九
四
三
／
四
四
年
の
〔
…
〕
画
布
」
と
は
、《
パ
リ
の
光
景
》
の
よ
う
な

絵
画
作
例
に
他
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
「
当
時
苦
闘
し
つ
つ
も
遂
に
得
ら
れ
な
か
っ
た
効
果
」
と
は
、
一
九
四
四
年
書
簡
で
言
及
さ
れ

た
「
瞬
間
を
〔
画
布
上
に
〕
定
着
さ
せ
」
う
る
よ
う
な
造
形
的
効
果
を
指
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
九
五
七
年
に
よ
う
や
く

得
ら
れ
た
そ
の
「
効
果
」、
ま
た
そ
れ
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
「
あ
た
ら
し
い
技
法
」
が
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
画

家
は
明
記
し
て
い
な
い
。
と
は
い
え
手
が
か
り
が
無
い
訳
で
は
な
い
。
先
の
よ
う
な
記
述
に
続
い
て
画
家
は
、「
効
果
」
が
得
ら
れ
た

作
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
扉
」
を
描
い
た
作
品
（
図
10
）
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
―

一
）　《
扉
》
か
ら
、《
地ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ

形
図
》、《
質
テ
ク
ス
チ
ュ
ロ
ロ
ジ
ー

感
学
》
へ

扉
が
主
題
と
な
っ
た
こ
の
時
期
の
油
彩
画
布
の
ひ
と
つ
、《
シ
バ
ム
ギ
の
あ
る
扉
》
を
み
て
み
た
い 

（
以
下
、《
扉
》
と
略
記
）。
真
正

面
か
ら
画
面
い
っ
ぱ
い
に
大
き
く
描
か
れ
た
木
の
扉
の
足
元
に
、
迫
る
波
の
よ
う
に
シ
バ
ム
ギ
が
生
い
茂
る
。
素
描
や
水
彩
と
し
て
も

複
数
点
が
残
る
こ
の
風
景
は
、
当
時
画
家
が
パ
リ
と
行
き
来
し
つ
つ
暮
ら
し
た
南
仏
ヴ
ァ
ン
ス
の
邸
宅
付
近
の
も
の
で
あ
る
。

同
作
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
得
ら
れ
た
、
と
述
べ
ら
れ
た
「
効
果
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。《
扉
》
の
画
面
中
、
た
と
え
ば

油
彩
面
を
引
っ
掻
く
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
扉
の
木も

く

め理
の
表
現
は
一
九
五
〇
年
代
初
頭
の
作
品
か
ら
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
シ
バ
ム
ギ
の
茂
る
地
面
部
分
に
用
い
ら
れ
て
い
る
〈
ア
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
〉〔
＝
寄
せ
集
め
〕
と
名
付
け
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
コ

ラ
ー
ジ
ュ
技
法
は
一
九
五
三
年
に
開
始
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、「
あ
た
ら
し
い
技
法
」
と
は
い
え
な
い 

（
図
11
、
12
）。
こ
こ
で
着
目
す

べ
き
は
、《
扉
》
を
ひ
と
つ
の
出
発
点
と
し
て
開
始
さ
れ
た
の
が
シ
リ
ー
ズ
《
地
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー

形
図
》、《
質
テ
ク
ス
チ
ュ
ロ
ロ
ジ
ー

感
学
》
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
先
に
引
い
た
記
述
は
、「
一
九
五
七
年
九
月
一
日
〜
十
二
月
三
十
一
日
制
作
の
絵
画
に
関
す
る
覚
書
。《
地
形
図
》・《
質
感
学
》」

と
題
さ
れ
た
記
述
冒
頭
の
一
部
な
の
で
あ
る（

46
）

。
五
〇
点
近
い
画
布
か
ら
な
る
《
地
形
図
》
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
質
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
感
を
描
き
出
し
た
画
布

を
切
り
取
り
、
そ
の
断
片
を
集
め
、
大
き
な
画
布
上
に
貼
り
付
け
る
と
い
う 

〈
ア
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
〉 

技
法
を
用
い
た
作
品
群
で
あ
る
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（
図
13
、
14
）。
画
家
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
「《
地
形
図
》
の
た
め
に
制
作
し
て
い
た
油
彩
画
布
を
切
断
せ
ず
に
一
面
と
し
て
提

示
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た（

47
）

」
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
作
品
群
《
質
感
学
》
だ
っ
た 

（
図
15
〜
19
）。
六
〇
点
以
上
を
数
え
る
《
質

感
学
》
の
画
布
の
多
く
は
、
鉱
物
の
よ
う
な
物
質
を
連
想
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
表
面
の
「
質
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
感
」
を
拡
大
し
た
か
の
よ
う
な
描
写
が
、

画
布
一
面
を
埋
め
尽
く
す
。

こ
こ
で
作
品
《
扉
》
の
画
面
に
立
ち
返
れ
ば
、
そ
の
画
布
を
構
成
す
る
の
は
大
き
く
四
つ
の
色
面 

― 

扉
と
、
扉
下
の
白
っ
ぽ
い
石

壁
、
扉
左
右
の
灰
色
の
石
壁
、
そ
し
て
シ
バ
ム
ギ
の
茂
み 

― 

で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
篩
に
か
け
た
粉
の
よ
う
な
白
い
色
斑
点
が
散
ら

さ
れ
た
そ
の
色
面
は
、
光
に
反
射
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
み
せ
る
扉
の
木も

く

め理
や
壁
の
石
肌
を
絶
妙
に
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
微
細
な
き
ら
め
き
を
発
す
る
よ
う
な
物マ

テ

ィ

エ

ー

ル

質
／
素
材
の
質
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
感
描
写
を
取
り
出
し
、《
扉
》
の
よ
う
に
具
体
的
な
場
所
を
示
唆
す
る
こ

と
な
く
、
ま
る
で
脈
絡
な
く
画
布
一
面
に
拡
げ
た
の
が
、《
地
形
図
》、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
《
質
感
学
》
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
―

二
）「
瞬
間
」
と
継
起
的
な
ま
な
ざ
し

さ
て
、
あ
ら
た
め
て
一
九
四
四
年
の
書
簡
記
述
へ
と
立
ち
返
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
で
「
胎
児
の
よ
う
な
絵
画
」
と
形
容
さ
れ
て
い
た

の
は
、
画
布
上
の
題
材
が
ひ
と
つ
の
固
定
し
た
図
像
で
は
な
く
、
観
者
の
側
で
ぼ
ん
や
り
と
し
た
光ヴ

ュ景
と
し
て
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う

な
絵
画
経
験
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
経
験
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
程
度
継
起
的
な
ま
な
ざ
し
だ
ろ
う
。
一
九
四
〇
年
代
前

半
よ
り
模
索
し
た
造
形
的
「
効
果
」
が
遂
に
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
画
家
自
身
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
《
扉
》
の
画
面
は
、
具
象
性
の
高

い
も
の
で
あ
る
一
方
、
変
化
に
富
ん
だ
質
感
描
写
か
ら
思
わ
ず
近
づ
い
て
画
布
表
面
を
、
つ
ま
り
図
よ
り
も
む
し
ろ
地
を
じ
っ
く
り
と

み
つ
め
た
く
な
る
よ
う
な
画
面
と
い
っ
て
よ
い
。
同
作
か
ら
開
始
さ
れ
た
《
地
形
図
》、
と
り
わ
け
《
質
感
学
》
に
関
し
て
い
え
ば
、

そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
地
し
か
な
い
。
細
か
な
粒
子
の
広
が
り
に
よ
っ
て
不
思
議
に
奥
行
き
を
湛
え
も
す
る
《
質
感
学
》
の
よ

う
な
画
面
は
、
観
者
の
ま
な
ざ
し
を
引
き
留
め
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
画
家
が
模
索
し
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
瞬
時
に
終
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わ
る
こ
と
の
な
い
、
一
定
の
時
間
幅
を
も
っ
た
視
覚
体
験
を
誘
発
す
る
よ
う
な
絵
画
面
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
画
家
が
、
一
九
四
四
年
の
書
簡
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
な
「
画
布
上
に
固
定
」
す
べ
き
「
瞬
間
」
を
模
索
し
続
け
た

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
模
索
の
到
達
点
が
《
質
感
学
》
に
見
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
。
と
い
う
の
も
先
述
の
よ
う
に

《
質
感
学
》
が
《
地
形
図
》
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
群
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
画
家
は
一
九
五
九
年
に
は
《
質
感
学
》
と
同
様
の
外
観
を

し
め
す
版
画
作
品
群
《
現
フ
ェ
ノ
メ
ン
象
》
を
制
作
し
た 

（
図
20
）。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
ほ
ぼ
最
後
の
作
例
と
し
て
、
一
九
六
〇
年
、
画
家
は
国
内

美
術
館
で
は
初
と
な
る
大
回
顧
展
を
開
催
し
た
の
で
あ
る（

48
）

。
ル
ー
ヴ
ル
宮
内
パ
リ
装
飾
美
術
館
に
て
油
彩
二
〇
五
点
、
素
描
・
水
彩
一

八
〇
点
、
版
画
六
点
、
立
体
十
一
点
、
計
四
〇
二
点
が
展
示
さ
れ
た
同
展
は
、
一
九
四
〇
年
代
以
降
の
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
画
業
を
総
括

す
る
大
規
模
な
機
会
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
実
を
も
踏
ま
え
れ
ば
、《
パ
リ
の
光
景
》
か
ら
《
質
感
学
》
と
い
う
、
造
形
的
に
か
な

り
隔
た
り
の
あ
る
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
作
品
を
一
貫
し
た
絵
画
的
模
索
と
み
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
解
釈
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

じ
っ
さ
い
に
大
回
顧
展
時
カ
タ
ロ
グ
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
は
、
一
九
四
四
年
書
簡
の
延
長
線
上
に
読
む
こ
と
が
で
き
る（

49
）

。
と
い

う
の
も
同
論
考
は
、
画
布
上
に
「
定
着
す
る
こ
と
」
が
試
み
ら
れ
た
「
瞬
間
」
を
語
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
記
述
と
と
も
に
、
は
じ
ま

る
の
で
あ
る
。

何
か
を
み
るvoir

と
は
、
な
ん
と
難
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
！
何
で
あ
れ
、
人
が
み
るvoir

も
の
は
即
座
に
脳
に
よ
っ
て
消
化
吸
収

さ
れ
、
そ
の
胃
液
に
触
れ
、
完
全
に
変
質
し
て
し
ま
う
。
漠
然
と
み
るentrevoir

、
な
ん
て
こ
と
は
こ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う

の
で
す
〔
…
対
し
て
〕
絵
画
は
、
次
の
こ
と
を
い
っ
ぺ
ん
に
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
ま
な
ざ

しregard inattentif

の
ほ
ん
の
束
の
間
の
局
面
や
、
情
景
が
、
そ
の
情
景
が
み
え
て
い
るapercevoir

人
に
投
影
す
る
と
こ
ろ
、

そ
し
て
そ
の
人
が
み
ず
か
ら
の
ま
な
ざ
し
に
投
影
し
返
し
て
い
る
そ
の
情
景
。
こ
れ
ら
す
べ
て
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
、
一
度
に
も
た

ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
枚
の
絵
画
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
流
動
的
な
、
は
か
な
い
現
象
の
働
き
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
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で
す（

50
）

画
家
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
、「
一
、〇
〇
〇
分
の
一
秒
」
の
よ
う
な
短
い
間
に
じ
つ
は
そ
れ
を
み
て
い
る
本
人
が
気
づ
か
な
い
ほ
ど
無

数
の
現
象
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
、
絵
画
は
そ
う
し
た
無
数
の
現
象
を
内
包
す
る
「
瞬
間
」
を
、
そ
の
流
動
性
を
失
う
こ
と
な
く
描
き

出
せ
る
の
だ
と
述
べ
る
。
続
い
て
「
絵
画
と
は
眼
で
は
な
く
精
神
に
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
る
」
と
明
言
し
、「
足
元
の
地
面
」
の
よ

う
な
も
っ
と
も
身
近
な
題
材
を
扱
う
自
身
の
絵
画
と
は
、
普
段
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
諸
々
の
事
物
を
「
蘇
ら
せ
るréhabiliter

」
も
の

で
あ
る
と
語
っ
た
上
で
、
画
家
は
以
下
の
よ
う
に
論
考
を
締
め
く
く
っ
た
。「
ヴ
ェ
ー
ル
な
し
に
〔
…
〕
剥
き
出
し
の
状
態
で
。
す
べ

て
の
事
物
は
、
ま
ず
そ
の
最
低
限
に
帰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す（

51
）

」。

さ
て
、『
み
え
るA

percevoir
』
と
題
さ
れ
た
こ
の
論
考
は
、
一
九
四
三
年
か
ら
一
九
五
七
年
末
、
つ
ま
り
ほ
ぼ
《
パ
リ
の
光
景
》

か
ら
《
質
感
学
》
ま
で
の
作
品
を
一
挙
に
展
示
し
た
一
九
五
八
年
開
催
の
個
展（

52
）

に
際
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
語
彙
と
内

容
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
芸
術
を
め
ぐ
る
記
述
を
つ
よ
く
連
想
さ
せ
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
同
論
考
記
述
と
作

品
群
《
質
感
学
》
と
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
「
芸
術
」
を
め
ぐ
る
記
述
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
み
た

い
。

四
　
精
神
と
物
質
の
交
叉
点
と
し
て
の
絵
画

周
知
の
と
お
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
直
接
的
に
芸
術
を
論
じ
た
著
作
は
な
い
。
と
は
い
え
『
笑
い
』 （
一
九
〇
〇
年
） 

に
お
い
て
な
さ
れ

た
断
片
的
記
述
、
お
よ
び
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
た
講
演
『
変
化
の
知
覚
』 （
一
九
一
一
年
） 

に
よ
っ
て
、
こ
の
哲
学

者
に
よ
る
芸
術
観
は
は
っ
き
り
と
し
め
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
現
実
と
は
不
分
割
の
継
起
的
変
化
で
あ
る
こ
と
、
ゆ

え
に
通
常
の
認
識
方
法
で
は
ど
う
し
て
も
捉
え
難
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
た
後
者
冒
頭
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
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述
べ
て
い
る
。「
変
化
に
つ
い
て
考
え
、
そ
し
て
変
化
を
目
に
す
るvoir

た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
先
入
観
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
取
り
除
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い（

53
）

」。
そ
の
上
で
哲
学
者
は
、
事
物
と
わ
た
し
た
ち
の
あ
い
だ
に
「
ヴ
ェ
ー
ル
」
が
介
入
し
な
い
よ
う
な
知
覚
行
為
を

可
能
と
す
る
営
み
と
し
て
「
芸
術
」
を
、
な
か
で
も
「
画
家
」
に
よ
る
そ
れ
を
引
き
合
い
に
出
し
た
。
哲
学
者
に
よ
れ
ば
、
画
家
た
ち

は
慣
例
的
で
体
系
化
さ
れ
た
「
日
常
的
経
験
」
に
お
い
て
は
「
色
あ
せ
た
姿
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン」
と
化
し
て
い
る
現レ

ア

リ

テ

実
世
界
を
真
の
姿
の
も
と
に
取
り

出
し
、「
画
布
の
上
に
定
着
」
す
る（

54
）

。
こ
う
し
た
画
家
の
仕
事
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
あ
ら
た
な
知
覚
様
態
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た

ち
は
現
実
と
い
う
物
質
的
世
界
を
「
輝
か
し
く
、
は
か
な
い
姿
」
の
も
と
に
再
発
見
す
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る（

55
）

。
ベ
ル
ク
ソ

ン
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
芸
術
観
は 

― 

か
す
め
る
程
度
で
は
あ
る
も
の
の
「
芸
術
」
の
語
に
言
及
さ
れ
た 

―
『
物
質
と
記
憶
』
や

『
創
造
的
進
化
』
と
い
っ
た
著
作
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

（
四
―

一
）　「
瞬
間
的
な
光ヴ

ュ景
」
の
知
覚

さ
て
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
よ
る
論
考
『
み
え
る
』
に
お
い
て
語
ら
れ
た
、「
脳
に
よ
っ
て
消
化
吸
収
さ
れ
、
そ
の
胃
液
に
触
れ
、

完
全
に
変
質
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
の
は
、
視
覚
が
捉
え
た
対
象
が
情
報
的
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
識
内
で
概
念
化
さ
れ
る

こ
と
、
た
と
え
ば
視
界
内
の
赤
い
物
体
が
主
体
に
よ
っ
て
「
り
ん
ご
」
と
識
別
さ
れ
る
よ
う
な
日
常
的
知
覚
経
験
の
過
程
で
あ
る
。
画

家
が
絵
画
上
に
体
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
そ
う
し
た
習
慣
的
概
念
化
が
関
与
し
な
い
段
階
に
あ
る
知
覚
、
画
家
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
「
一
、
〇
〇
〇
分
の
一
秒
」
の
よ
う
な
短
い
時
間
の
う
ち
に
、
は
っ
き
り
と
認
識
す
る
こ
と
な
く
無
数
の
事
象
を
捉
え
て
い
る

「
ま
な
ざ
し
の
束
の
間
の
局
面
」
で
あ
っ
た（

56
）

。
　

興
味
深
い
こ
と
に 

― 

こ
の
半
分
の
時
間
で
は
あ
る
も
の
の 

― 

、「
わ
た
し
た
ち
が
瞬
時
に
識
別
す
る
こ
と
の
で
き
る
時
間
の
最

小
間
隔
は
五
〇
〇
分
の
一
秒
」
で
あ
る
こ
と
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
物
質
と
記
憶
』
第
四
章
に
お
い
て
、
生
理
学
研
究
を
引
用
し
な
が

ら
語
っ
て
い
る（

57
）

。
こ
の
よ
う
に
短
い
感
覚
を
わ
た
し
た
ち
が
じ
っ
さ
い
に
余
す
こ
と
な
く
知
覚
で
き
る
の
か
と
い
え
ば
、
答
え
は
否
で
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あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
通
常
、
無
数
に
連
な
る
現
象
の
数
々
を
削
ぎ
落
と
す
こ
と
に
よ
っ
て
知
覚
し
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
哲
学
者
は

述
べ
た
の
だ
っ
た
。「
知
覚
す
る
こ
と
は
不
動
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
の
だ
、
と（

58
）

。
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
物
質
と
記

憶
』
は
一
九
四
五
年
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
と
ポ
ン
ジ
ュ
と
の
詩
画
集
題
名
と
も
な
っ
た
著
作
で
あ
り
、
画
家
が
同
著
を
手
に
取
り
、
頁

を
め
く
る
こ
と
が
一
切
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
し
か
も
右
に
述
べ
た
箇
所
は
物
質
と
精
神
を
め
ぐ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
が
凝
縮

さ
れ
た
、
同
著
の
結
論
部
と
も
い
え
る
箇
所
で
あ
る
。「
芸
術
」
の
語
も
言
及
さ
れ
る
そ
の
内
容
は
、
一
九
四
四
年
の
デ
ュ
ビ
ュ
ッ

フ
ェ
書
簡
記
述
、
お
よ
び
鮮
や
か
な
原
色
が
用
い
ら
れ
た
絵
画
作
品
《
パ
リ
の
光ヴ

ュ景
》
を
考
え
る
う
え
で
も
興
味
深
い
だ
ろ
う
。
と
い

う
の
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
こ
で
、
物
質
的
世
界
を
そ
の
持
続
性
を
失
わ
ず
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
「
事
象
の

内
に
あ
る
歴
史
の
、
莫
大
な
期
間
〔
…
〕
を
そ
の
都
度
飛
び
越
え
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
瞬
間
的
な
光ヴ

ュ景
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
述

べ
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
「
瞬
間
的
な
光ヴ

ュ景
」
は
、「
絵
画
的
」
で
、「
そ
の
色
彩
は
と
て
も
は
っ
き
り
と
し
て
い
て
、
も
っ
と
も
基

礎
的
な
反
復
と
変
化
の
無
限
性
を
凝
縮
し
て
い
る
」（59
）

、
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
曰
く
、
そ
の
よ
う
な
継
起
的
瞬
間
を
捉
え
、
つ
な

ぐ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
「
物
質
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
想
像
力
を
疲
れ
さ
せ
は
す
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
純
粋
な
視
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
覚
を

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」（60
）

。
そ
う
し
て
言
及
さ
れ
た
の
が
、「
誰
し
も
の
目
に
「
走
る
人
間
」
と
し
て
映
る
」、
動
性
を
凝
縮
し
た

「
像
イ
メ
ー
ジ」
で
あ
っ
た
。
哲
学
者
が
こ
う
し
た
動
的
「
像
イ
メ
ー
ジ」
こ
そ
「
芸
術
が
再
現
す
る
」
と
こ
ろ
な
の
だ
と
述
べ
た
と
す
れ
ば（

61
）

、
一
九
一
〇

年
代
、
そ
の
理
論
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
明
確
に
取
り
入
れ
、
し
ば
し
ば
鮮
や
か
な
色
調
の
画
面
に
よ
っ
て
「
動
き
」
を
直
截
的
に
表
象
し

よ
う
と
し
た
画
家
た
ち 

― 

た
と
え
ば
ジ
ャ
ン
・
メ
ッ
ツ
ァ
ジ
ェ
や
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
ボ
ッ
チ
ョ
ー
ニ
、
フ
ラ
ン
テ
ィ
セ
ッ
ク
・
ク
プ

カ 

― 

は
、
こ
う
し
た
記
述
に
反
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
（
図
21
〜
23
）（62
）

。
彼
ら
の
実
践
に
対
し
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
絵
画
に
お
い
て
明

ら
か
な
運
動
性
は
描
き
出
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
《
パ
リ
の
光
景
》
か
ら
《
質
感
学
》
に
至
る
ま
で
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
作
品
は
徐
々
に

色
彩
を
減
じ
、
静
的
か
つ
内
省
的
な
絵
画
面
へ
と
推
移
し
て
い
っ
た
。

と
は
い
え
こ
の
箇
所
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
記
述
を
よ
り
慎
重
に
読
ん
で
み
れ
ば
、《
質
感
学
》
に
結
実
す
る
よ
う
な
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
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フ
ェ
絵
画
は
、
ま
さ
に
哲
学
者
が
語
っ
た
よ
う
な
「
瞬
間
」
の
知
覚
を
、
つ
ま
り
物
質
世
界
の
持
続
性
を
凝
縮
し
た
そ
の
「
瞬
間
」
の

知
覚
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
四
―

二
）　「
純
粋
知
覚
」
に
お
け
る
物
質
の
感
性
的
性
質
　

こ
の
『
物
質
と
記
憶
』
第
四
章
最
終
部
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
従
来
の
観イ
デ
ア
リ
ス
ム

念
論
と
実レ
ア
リ
ス
ム

在
論
双
方
を
批
判
的
に
検
討
し
な
が
ら
み

ず
か
ら
の
論
点
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
物
質
的
空
間
と
時
間
を
す
べ
て
観
想
的
な
も
の
と
帰
す
る
観イ
デ
ア
リ
ス
ム

念
論
に
も
、
ま
た
空
間
や
時

間
を
感
覚
や
意
識
と
完
全
に
別
個
の
次
元
と
み
な
す
実レ
ア
リ
ス
ム

在
論
に
も
与
す
る
こ
と
な
く
、
わ
た
し
た
ち
は
い
か
に
諸
物
質
の
も
つ
感
性
的

性
質
か
ら
継
起
的
瞬
間
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
換
言
す
れ
ば
、
無
数
に
連
な
る
現
象
と
し
て
の
現レ
ア
リ
テ実
を
、
そ
の
流
動
性
を
失

わ
ず
に
知
覚
す
る
こ
と
は
、
い
か
に
可
能
で
あ
る
の
か
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
物
質
的
次
元
と
精
神
的
次
元
が
交
叉
す
る
地
点
、
つ
ま
り
彼
が
「
純
粋
知
覚
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ

の
、
記
憶
を
ま
っ
た
く
も
た
な
い
精
神
に
よ
る
知
覚
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
赤
い
球
体
が
「
り
ん
ご
」
と
認
識
さ
れ
る
の

は
、「
り
ん
ご
」
と
い
う
果
実
を
既
に
知
っ
て
い
る
か
ら
、
つ
ま
り
「
り
ん
ご
」
の
記
憶
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う

し
た
記
憶
を
一
切
持
た
な
い
精
神
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
精
神
は
目
に
映
る
あ
ら
ゆ
る
物
質
を
、
そ
れ
そ
の
も
の
と
し
て

知
覚
す
る
他
な
い
。
こ
う
し
て
「
純
粋
知
覚
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
き
、
精
神
は
「
物
質
の
一
部
を
な
す（

63
）

」、
と
い
う
の
で
あ
る
。

 

〔
…
〕
解
釈
や
計
測
を
め
ぐ
る
あ
ら
ゆ
る
既
存
の
考
え
を
取
り
払
い
、
直じ
か

の
現レ
ア
リ
テ実
と
対
面
し
て
み
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
知
覚
と

知
覚
さ
れ
た
も
の
と
〔
…
〕
の
あ
い
だ
に
は
、
も
は
や
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
隔
た
り
も
本
質
的
な
相
違
も
、
実
際
的
な
区
別
す
ら

も
〔
…
〕
も
は
や
見
出
さ
れ
な
い（

64
）
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こ
う
し
た
記
述
を
も
っ
て
、
い
ま
い
ち
ど
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
よ
る
絵
画
作
品
《
質
感
学
》
の
画
面
を
み
て
み
た
い
。
物
質
の
断
片

を
顕
微
鏡
で
覗
き
込
ん
だ
か
の
よ
う
な
画
布
は
、
明
確
な
図
式
が
な
い
ゆ
え
に
不
思
議
な
深
み
を
湛
え
、
観
者
に
一
瞬
画
面
と
の
距
離

感
を
失
わ
せ
る
。
も
っ
と
い
え
ば
、
観
者
は
微
細
な
粒
子
が
広
が
る
そ
の
画
面
へ
と
入
り
込
み
、
そ
の
内
部
に
浸
る
よ
う
な
感
覚
を
味

わ
う
こ
と
と
も
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
同
作
品
群
の
画
面
が
と
り
わ
け
触
覚
に
訴
え
か
け
る
も
の
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
着
目
す
べ
き
こ
と
に
こ
の
箇
所
で
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
、
あ
る
対
象
の
視
覚
的
知
覚
に
お
い
て
網
膜
に
も
た
ら
さ
れ
る
図イ
メ
ー
ジ像
が
、
わ
た
し
た
ち
の
知
覚
経
験
全
体
が
も
つ
連
続
的
過
程
の

ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
述
べ
て
い
た
。
つ
ま
り
「
す
べ
て
の
感
覚
は
延
長
を
分
有
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
視
覚
は
絶
対
的
な
感

覚
で
は
な
い
。「
視
覚
的
な
か
た
ち
や
立
体
感
、
距
離
感
は
、
触
覚
的
知
覚
の
指
標
と
も
な
る
」
の
で
あ
る（

65
）

。
哲
学
者
に
よ
れ
ば
、「
純

粋
知
覚
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
物
質
的
対
象
が
も
つ
図
式
的
・
等
質
的
運
動
性
と
は
無
関
係
の
多
様
な
感
覚
を
呼

び
起
こ
す
。
そ
の
と
き
物
質
の
も
つ
感
性
的
諸
性
質
は
精
神
と
融
合
し
、「
持
続
の
な
か
に
広
が
り
、
溶
け
る（

66
）

」
の
で
あ
る
。

（
四
―

三
）　
感
性
的
性
質
に
凝
縮
さ
れ
る
「
継
起
的
瞬
間
」

ベ
ル
ク
ソ
ン
記
述
と
の
親
縁
性
を
考
え
る
う
え
で
さ
ら
に
着
目
に
値
す
る
点
と
し
て
、
最
後
に
《
質
感
学
》
の
装
飾
的
と
も
い
っ
て

よ
い
画
面
描
写
が
、
ほ
と
ん
ど
文
脈
を
廃
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
立
ち
止
ま
っ
て
お
き
た
い
。

哲
学
者
に
従
え
ば
、
た
と
え
ば
〝
赤
色
〞
や
〝
球
体
〞
と
い
っ
た
物
質
の
感
性
的
諸
性
質
は
通
常
「
わ
た
し
た
ち
の
知
覚
に
お
い
て

は
記
憶
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
あ
ら
わ
れ
る（

67
）

」
た
め
、
瞬
時
に
「
り
ん
ご
」
へ
と
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
。
対
し
て
記
憶
を
も
た
な
い

精
神
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
一
定
の
概
念
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
つ
ま
り
〝
赤
色
〞
や
〝
球
体
〞
と
い
っ
た
感
性
的

性
質
そ
の
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
曰
く
、
感
性
的
諸
性
質
に
凝
縮
さ
れ
た
「
継
起
的
瞬
間
」
を
、
つ
ま
り
現レ
ア
リ
テ実
の

「
持
続
」
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
地
点
＝
精
神
と
物
質
の
交
叉
点
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
精
神
を
識
別
や
判
断
を
生
む
こ
と
の
な
い
、
最
も
低
次
の
段
階
へ
と
下
げ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
輪
郭
線
の
一
切
な

い
不
確
定
な
視
覚
を
提
示
す
る
《
質
感
学
》
の
よ
う
な
画
布
は
最
適
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。《
都
会
の
濡
れ
た
路
面
》（
図
15
）
や

《
砂
っ
ぽ
い
地
面
》 （
図
17
） 

と
い
っ
た
比
較
的
具
体
的
な
題
名
を
も
つ
数
点
の
画
布
を
の
ぞ
け
ば
、《
質
感
学
》
の
ほ
と
ん
ど
の
画
布
題

名
は
明
確
な
意
味
を
な
さ
な
い 

（
図
16
、
18
、
19
）。
じ
っ
さ
い
に
画
家
は
同
作
品
群
を
「
足
元
の
地
面
」
を
描
い
た
画
布
で
あ
る
と
述

べ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
が
「
星
空
」
に
も
「
大
海
原
」
に
も
、
ま
た
「
布
切
れ
」
に
も
な
り
う
る
画
面
だ
と
語
っ
て
い
た（

68
）

。

あ
ら
た
め
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
論
じ
た
「
純
粋
知
覚
」
に
立
ち
返
れ
ば
、
こ
う
し
た
知
覚
が
あ
ら
わ
れ
る
地
点
と
は
、
他
方
で
記
憶
と

い
う
精
神
の
働
き
が
あ
ら
わ
に
な
る
地
点
で
も
あ
る
。「
赤
い
球
体
」
を
「
り
ん
ご
」
と
判
別
す
る
現
在
の
知
覚
が
過
去
の
延
長
線
上

に
成
り
立
つ
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
「
わ
た
し
た
ち
の
記
憶
は
〔
…
〕
現
在
へ
と
、
過
去
を
引
き
延
ば
す（

69
）

」。
こ
う
し
て
わ

た
し
た
ち
の
知
覚
は
、
そ
こ
へ
動
員
さ
れ
る
過
去
の
記
憶
の
豊
富
さ
と
強
度
に
応
じ
て
、
そ
れ
自
体
で
多
様
な
現
在
と
、
そ
し
て
未
来

を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
の
働
き
を
「
自
由
の
強
度
」
と
述
べ
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
以
下
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

現
在
の
な
か
に
い
る
こ
と
、
そ
れ
も
絶
え
ず
再
開
す
る
現
在
の
な
か
に
い
る
こ
と
、
こ
れ
が
物
質
の
根
本
的
法
則
で
あ
る（

70
）

こ
う
し
た
言
明
は
、《
パ
リ
の
光
景
》
か
ら
《
質
感
学
》
と
い
う
、
一
九
四
〇
〜
五
〇
年
代
の
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
よ
る
一
連
の
絵

画
的
模
索
を
理
解
す
る
上
で
も
示
唆
的
だ
ろ
う
。
薄
塗
り
の
油
彩
で
緻
密
な
描
写
が
な
さ
れ
た
《
質
感
学
》
の
画
布
群
は
、
雨
上
が
り

の
路
面
や
ざ
ら
つ
い
た
砂
っ
ぽ
い
地
面
と
い
っ
た
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
卑
近
な
地
面
の
数
々
に
も
、
鉱
物
表

面
の
拡
大
図
に
も
、
あ
る
い
は
水
滴
の
つ
い
た
ガ
ラ
ス
窓
に
も
、
つ
ま
り
は
観
者
の
想
像
力
に
応
じ
て
、
い
か
よ
う
に
も
み
え
う
る
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
は
、
観
者
に
つ
ね
に
判
断
を
刷
新
さ
せ
続
け
、
知
覚
を
あ
ら
た
に
生
成
さ
せ
続
け
る
よ
う
な
絵
画
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
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は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
絶
え
ず
再
開
す
る
現
在
の
な
か
に
い
る
」
こ
と
を
可
能
と
す
る
絵
画
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

五
　
絵
画
の
力

こ
こ
ま
で
一
九
四
〇
〜
五
〇
年
代
の
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
作
品
に
お
け
る
物
質
性
を
、
画
家
自
身
の
記
述
と
と
も
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲

学
を
参
照
点
と
し
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
。
か
つ
て
「
胎
児
」
や
「
ブ
リ
ュ
ッ
ト
」、
焼
か
れ
る
前
の
「
パ
ン
生
地
」
と
い
っ
た
、
つ

ね
に
原
初
状
態
に
あ
る
、
有
機
体
の
比
喩
を
も
っ
て
表
現
し
た
芸
術
理
念
の
も
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
の
果
て
に
画
家
が
辿
り
着

い
た
の
は
、
不
確
定
な
物
質
の
質
感
を
ご
く
微
視
的
に
、
ひ
た
す
ら
緻
密
に
描
き
出
す
絵
画
群
だ
っ
た
。
仄
か
に
き
ら
め
く
鉱
物
の
表

面
を
思
わ
せ
る
微
細
な
質
感
が
描
き
出
さ
れ
た
《
質
感
学
》
は
繊
細
か
つ
静
的
と
い
え
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
作
品
の
な
か
で
も
特
異
な

作
品
群
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
一
九
五
〇
年
代
前
半
ま
で
の
先
行
諸
作
品
が
、
粗
い
筆
触
や
絵
画
面
の
厚
み
に
よ
っ

て
絵
画
面
の
物
質
感
を
強
調
す
る
（
図
1
）、
物
質
素
材
そ
の
も
の
を
画
布
上
に
提
示
す
る
（
図
2
〜
5
）、
あ
る
い
は
イ
ン
ク
や
絵
の

具
と
い
う
造
形
素
材
の
物
質
性
を
強
調
す
る
（
図
6
〜
9
）
も
の
だ
っ
た
の
に
対
し
、《
質
感
学
》
は
画
布
上
に
施
さ
れ
た
き
わ
め
て

薄
塗
り
の
油
彩
の
み
か
ら
な
り
、
そ
の
画
面
表
面
に
い
わ
ゆ
る
絵
具
の
物マ
テ
ィ
エ
ー
ル

質
感
は
な
い
。
つ
ま
り
同
作
で
達
成
さ
れ
た
の
は
物
質
性
そ

の
も
の
の
提
示
で
は
な
く
、
物
質
性
の
再
現
だ
っ
た
。
画
家
が
辿
り
着
い
た
の
は
こ
の
よ
う
に
、
き
わ
め
て
模ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク

倣
的
か
つ

錯イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク

視

的

な
絵
画
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
芸
術
理
念
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
こ
の
事
実
は
重
要
な
意
味
を
も

つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
の
親
縁
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
最
後
に
そ
の
意
味
を
考
察
し
て
お
き

た
い
。

（
五
―

一
）　「
み
え
るapercevoir

」

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
一
九
四
〇
〜
五
〇
年
代
の
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
画
業
を
実
質
的
に
総
括
す
る
も
の
で
あ
っ
た
論
考
が 

『A
per-
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cevoir

』
と
題
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
動
詞
「apercevoir

」
と
は
暗
が
り
や
遠
方
と
い
っ
た
不
明
瞭
な
視
界
の
な
か
で
対
象
が
瞬

間
的
に
目
に
入
る
よ
う
な
視
覚
行
為
の
ほ
か
、「
悟
る
」
と
い
っ
た
知
性
的
行
為
を
も
意
味
す
る
語
で（

71
）

、「
み
る
」
や
「
み
つ
け
る
」、

あ
る
い
は
再
起
代
動
詞
と
な
れ
ば
「
気
づ
く
」
と
も
訳
出
で
き
る
。
こ
こ
で
は
試
み
と
し
て
、「
み
え
る
」
と
訳
し
て
み
た
。
画
家
が

こ
の
語
と
と
も
に
ど
の
よ
う
な
行
為
を
想
定
し
て
い
た
か
は
、
先
に
引
用
し
た
冒
頭
箇
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま

り
そ
れ
は 

「
流
動
的
な
、
は
か
な
い
現
象
の
働
き
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」 

よ
う
な
、
稀
有
な
知
覚
行
為
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
も
、
こ
の
「apercevoir

」
の
語
が
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
論
考
が
あ
る
。
講
演
『
変
化
の

知
覚
』
で
あ
る
。
そ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
芸
術
の
ね
ら
い
」
と
は
「
自
然
界 

〔
＝
物
質
界
〕 

の
な
か
に
、
そ
し
て
精
神
の
な
か
に
〔
…

そ
れ
ま
で
〕
わ
た
し
た
ち
の
感
覚
や
意
識
を
は
っ
き
り
と
は
捉
え
て
い
な
か
っ
た（

72
）

」
事
象
の
数
々
を
見
出
さ
せ
る
こ
と
以
外
何
も
の
で

も
な
い
。「
画
家
」
が
描
き
出
す
と
こ
ろ
と
は
「
わ
た
し
た
ち
が
知
覚percevoir

し
て
は
い
た
け
れ
ど
、
み
え
てapercevoir

い
な

か
っ
た
現
実
」
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
視
覚
作
品
を
も
っ
て
わ
た
し
た
ち
に
も
「
画
家
が
現
実
に
み
い
だ
し
たaperçu

も
の
が
、

み
え
るapercevoir

」
（
73
）よ

う
に
な
る
の
で
あ
る（

74
）

。
な
ぜ
、
一
般
に
見
落
と
さ
れ
る
現
実
の
事
象
が
芸
術
家
に
は
「
み
え
るapercevoir

」

の
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、「
芸
術
家
が
、
感
覚
や
意
識
を
生
命
活
動
に
結
び
つ
け
て
い
な
い
」
か
ら
で
あ
る（

75
）

。
一
般

に
人
は
生
き
る
た
め
に
知
覚
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
知
覚
す
る
た
め
に
知
覚
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
一
定
の
予
見
の
も
と
に
多
く

の
要
素
を
取
捨
選
択
し
た
う
え
で
知
覚
す
る
か
ら
こ
そ
、
わ
た
し
た
ち
は
円
滑
に
事
象
を
認
識
し
、
滞
り
な
く
日
常
生
活
を
送
れ
る
。

対
し
て
芸
術
家
は
、
こ
う
し
た
生
命
活
動
上
の
利
便
性
を
度
外
視
し
て
知
覚
す
る
。
い
わ
ば
、「
知
覚
す
る
た
め
に
知
覚
す
る（

76
）

」
の
で

あ
る
。
哲
学
者
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
予
見
の
働
か
な
い
無
償
の
知
覚
行
為
こ
そ
、
現
実
を
「
真
の
姿
」
で
捉
え
る
こ
と
を
可
能
と
す
る

の
だ
っ
た
。

さ
て
、
一
九
四
〇
〜
五
〇
年
代
の
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
絵
画
と
は
ま
さ
に
、「
知
覚
す
る
た
め
に
知
覚
す
る
」、
つ
ま
り
判
断
の
た
め
で

な
く
、「
み
る
」
こ
と
そ
の
も
の
が
行
為
の
中
心
と
な
る
よ
う
な
視
覚
体
験
を
引
き
出
す
べ
く
な
さ
れ
た
一
連
の
試
行
錯
誤
で
あ
っ
た
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と
い
っ
て
よ
い
。
じ
っ
さ
い
に
《
パ
リ
の
光
景
》
と
《
質
感
学
》
の
ち
ょ
う
ど
中
間
に
位
置
す
る
作
例
、
一
九
五
〇
〜
五
一
年
制
作
の

油
彩
・
水
彩
・
線
描
画
群
《
ご
婦
人
の
か
ら
だ
》（
図
24
）
に
関
し
て
、
画
家
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。

わ
た
し
の
意
図
は
、
線デ
ッ
サ
ン描
が
、
い
か
な
る
決
定
的
な

図

フ
ィ
ギ
ュ
ー
ルも
も
た
ら
さ
な
い
〔
よ
う
に
す
る
〕
こ
と
で
し
た
。
む
し
ろ
反
対
に
、

図フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル

が
あ
れ
や
こ
れ
や
の
特
定
の
かフ

ォ

ル

ム

た
ち
を
と
る
の
を
阻
止
し
、
漠
然
と
し
た
、
そ
し
て
非
物
質
的
な
状
態
に
と
ど
め
る
よ
う
な

線デ
ッ
サ
ン描
を
、
意
図
し
た
の
で
す（

77
）

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
画
家
は
ま
た
、
絵
画
面
内
で
女
性
裸
体
像
が
「
あ
ま
り
に
も
具
現
化
〔
物
質
化
〕prendre corps

し
す
ぎ
る
」

の
を
妨
げ
る
よ
う
な
「
物
質
的
な
諸
要
素
」
を
、
つ
ま
り
「
女
性
の
身
体
と
は
無
関
係
な
、
樹
皮
や
岩
壁
を
連
想
さ
せ
る
質
感
」
を
付

し
た
と
述
べ
て
い
る
。
題
材
の
明
瞭
な
表
象
に
と
っ
て
は
邪
魔
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
画
布
上
の
造
形
性
は
、
題
材
を
識
別
す
る
と

い
う
知
覚
行
為
で
は
な
く
、
い
わ
ば
み
る
た
め
に
み
る
行
為
を
促
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
画
面
の
な
か
に
女
性
の
肉
体
を
み

と
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
樹
皮
や
岩
壁
と
い
っ
た
要
素
は
何
の
意
味
を
も
た
な
い
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、「
大
脳
は
役

に
立
つ
想
起
群
を
現
働
化
さ
せ
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
想
起
群
は
意
識
の
地
下
に
し
ま
っ
た
ま
ま
に
し
て
い
る（

78
）

」
と
述
べ
た
と
こ
ろ

の
後
者
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
効
率
的
な
知
覚
行
為
に
は
ま
っ
た
く
「
役
に
立
た
な
い
」
造
形
性
を
付
与
し
、
意
図
的
に
不
明
瞭
な

画
面
を
提
示
す
る 

― 

お
そ
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
手
法
に
よ
っ
て
、
画
家
は
み
る
た
め
に
み
る
よ
う
な
行
為
を
引
き
起
こ
す
効
果
を
模

索
し
続
け
た
の
だ
っ
た
。

（
五
―

二
）　「
絵
画
の
運シ
ネ
テ
ィ
ッ
ク

動
学
」

固
定
的
な
図イ
メ
ー
ジ像
を
生
み
出
す
行
為
に
他
な
ら
な
い
絵
画
や
描
画
に
従
事
し
つ
つ
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
は
む
し
ろ
変
幻
す
る
か
た
ち
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を
、
い
わ
ば
「
か
た
ち
な
ら
ぬ
か
た
ち
」
を
体
現
す
る
よ
う
な
絵
画
を
模
索
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
興
味
深
い
の
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

が
『
創
造
的
進
化
』
第
四
章
で
お
こ
な
っ
た
記
述
で
あ
る
。
現
実
の
「
持
続
」
性
を
知
覚
す
る
こ
と
の
困
難
性
が
語
ら
れ
た
そ
の
章

で
、
哲
学
者
は
「
生
の
し
な
や
か
さ
や
多
彩
さ
」
が
「
再
現
さ
れ
え
な
い
」
わ
た
し
た
ち
の
日
常
的
な
認
識
形
式
を
「
映
シ
ネ
マ
ト
ロ
ジ
ッ
ク

画
的
」
と
形

容
し
て
い
た（

79
）

。
曰
く
、「

映
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー

画

」
が
連
続
的
に
投
影
さ
れ
た
静
止
図
像
の
連
な
り
で
あ
る
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
が
日
々
お
こ
な
っ

て
い
る
認
識
の
運
動
性
も
じ
つ
は
擬
似
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
現
実
の
真
の
姿
は
、
ス
ナ
ッ
プ
写
真
的
静
止
図
像
を
つ
な
ぎ

合
わ
せ
る
よ
う
な
形
式
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

現
実
に
は
、
物
体
は
い
か
な
る
瞬
間
に
お
い
て
も
か
た
ち
を
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
か
た
ち
な
ど
な
い
。

と
い
う
の
も
か
た
ち
と
は
不
動
の
も
の
で
あ
り
、
現レ
ア
リ
テ実
と
は
動
き
だ
か
ら
だ
。
現レ

エ

ル

実
世
界
と
は
、
か
た
ち
の
絶
え
間
な
い
変
化
な

の
で
あ
る（

80
）

で
あ
る
か
ら
、
続
け
て
哲
学
者
は
述
べ
た
の
だ
っ
た
。「
静
止
し
た
画
像
で
は
、
動
き
は
再
現
で
き
な
い
。
画イ
メ
ー
ジ像
の
ど
こ
か
に
、
動
き

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

81
）

」
の
だ
と
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
よ
る
論
考
『
覚
書
』
に
は
「
絵
画
の
運シ
ネ
テ
ィ
ッ
ク

動
学
」
と
題
さ
れ
た
項
が
み
つ
か
る（

82
）

。
そ
こ
で
画

家
が
語
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
静
止
図
像
で
あ
る
絵
画
が
み
る
人
の
精
神
の
な
か
で
「
動
く
」
と
い
う
内
容
だ
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
す
れ

ば
「
動
く
」
の
か
。
そ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
画
面
上
に
残
さ
れ
た
擦
れ
や
滲
み
と
い
っ
た
筆
触
の
跡
が
鑑
者
の
精
神
に
働
き
か
け
、
そ

こ
か
ら
画
面
は
各
鑑
賞
者
の
「
内
部
で
」「
駆
動
さ
れ
る
」。
画
家
に
よ
れ
ば
、「
絵
画
は
受
動
的
に
み
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」（83
）

。
つ
ま

り
み
る
人
に
よ
っ
て
、
動
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
一
九
五
三
年
の
書
籍
題
名 

―
『
よ
い
酵
母
が
含
ま
れ
た
パ
ン
、
生
地
を
焼
く
の
は
あ
な
た 

― 

ジ
ャ
ン
・
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デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
』

― 

を
思
い
出
せ
ば
、
同
題
名
で
も
パ
ン
生
地
を
捏
ね
て
成
形
し
、
明
確
な
形
を
も
た

ら
す
こ
と
と
な
る
「
焼
く
」
作
業
が
託
さ
れ
た
の
は
「
あ
な
た
」、
つ
ま
り
絵
画
を
み
る
鑑
者
だ
っ
た
。
一
九
四
四
年
書
簡
で
述
べ
ら

れ
て
い
た
の
も
、
同
様
の
趣
旨
で
あ
る
。「
胎
児
の
よ
う
な
絵
画
」
が
描
き
出
す
と
こ
ろ
と
は
、「
パ
リ
の
光
景
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
固

定
し
た
図イ
メ
ー
ジ像
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
パ
リ
の
光
景
」
が
鑑
賞
者
の
側
で
ぼ
ん
や
り
と
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
瞬
間
の
「
精
神
内
部
の
光
景
」

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
一
九
四
〇
年
代
か
ら
一
九
五
〇
年
代
半
ば
の
作
例
に
お
け
る
多
様
な
「
物
質
性
」
の
由
来
を
物
語
る

も
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
に
よ
っ
て
物
質
感
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
不
明
瞭
な
画
面
は
、

鑑
者
の
能
動
的
な
み
る
行
為
を
引
き
出
す
た
め
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
絵
画
面
を
「
動
く
」
も
の
と
す
る
に
は
、

鑑
者
側
の
一
定
の
努
力
が
必
要
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
は
い
え
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
画
家
が
模
索
し
た
の
が
「apercevoir

」
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
だ
っ
た
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
先
述
の
よ
う
に
「apercevoir

」
が
、
意
識
せ
ず
と
も
不
意
に
「
み
え
る
、
わ
か
る
」
よ
う
な
経
験
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
努
力
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
経
験
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
五
―

三
）　
芸
術
の
力

さ
て
、
本
節
冒
頭
で
述
べ
た
の
は
、
一
九
四
〇
〜
五
〇
年
代
の
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
絵
画
の
う
ち
、《
質
感
学
》
が
そ
れ
以
前
の
作
例

と
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
は
そ
の
模ミ
メ
テ
ィ
ッ
ク

倣
的
か
つ

錯
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク

視

的

な
画
面
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。《
都
会
の
濡
れ

た
地
面
》
や
《
砂
っ
ぽ
い
地
面
》
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
「
地
面
」
を
描
写
し
う
る
題
名
が
付
さ
れ
た
画
布
を
み
て
み
た
い
。
た
と
え

こ
う
し
た
題
名
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
画
布
は
、
そ
こ
に
お
の
ず
と
「
砂
っ
ぽ
い
地
面
」
や
「
都
会
の
濡
れ
た
地
面
」
が

み
と
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
再
現
性
を
備
え
て
い
る
。
水
滴
に
覆
わ
れ
た
路
面
が
、
街
灯
や
車
の
ラ
イ
ト
に
照
ら
さ
れ
て
き
ら
き
ら
と
輝
く

さ
ま
を
、
ま
た
そ
れ
が
と
き
に
満
天
の
星
空
の
よ
う
に
も
み
え
る
こ
と
を
、
わ
た
し
た
ち
は
知
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
公
園
の
砂
場
付
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近
に
あ
る
よ
う
な
、
細
か
い
砂
に
覆
わ
れ
た
ざ
ら
ざ
ら
と
し
た
地
面
を
歩
い
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
各
人
が
過
去
に
経
験
し

て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
地
面
と
い
う
卑
近
な
存
在
を
、
脈
絡
な
く
、
し
か
し
実
物
と
見
紛
う
ほ
ど
精
細
に
描
き
出
し
た
作
品
群
が
《
質
感

学
》
だ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
美
術
史
上
捉
え
難
い
存
在
と
し
て
、
と
も
す
れ
ば
西
洋
美
術
史
の
流
れ
の
周
縁
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
デ
ュ

ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
芸
術
理
念
が
じ
つ
の
と
こ
ろ
き
わ
め
て
西
洋
古
典
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
物
語
っ
て
い
る
。
古
代
ギ

リ
シ
ア
の
画
家
ゼ
ウ
ク
シ
ス
の
有
名
な
逸
話
が
物
語
る
よ
う
に
、
西
洋
に
お
い
て
絵
画
は
詩
と
並
ん
で
、
模ミ

メ

ー

シ

ス

倣
的
再
現
の
技
テ
ク
ネ
ーと
し
て
考

え
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
古
典
的
芸
術
観
に
お
い
て
、
絵
画
と
は
ま
ず
も
っ
て
ま
る
で
魔
法
の
よ
う
に
、
人
々
に
視イ

リ

ュ

ー

ジ

ョ

ン

覚
的
錯
覚
を
与

え
る
媒
体
な
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
が
根
底
に
お
い
て
こ
う
し
た
芸
術
観
に
従
っ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
絵
画
制
作
で

探
求
さ
れ
て
い
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
魔
法
的
な
力
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
じ
っ
さ
い
画
家
は
論
考
『
み
え
る
』
に
お
い
て
も
、
絵
画

が
「
わ
た
し
た
ち
の
日
常
的
な
生
を
素
晴
ら
し
い
祝
祭
へ
と
変
貌
さ
せ
る
」（
強
調
筆
者
）
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
デ
ュ

ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
と
っ
て
絵
画
と
は
、
観
者
の
目
を
惹
き
つ
け
、
知
覚
の
あ
り
方
を
変
じ
、
日
常
を
非
日
常
へ
と
変
え
る
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
芸
術
観
は
、「
芸
術
家
」
を
「
世
間
離
れ
し
た
」
人
々
と
み
な
し
て
い
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
も
明
ら
か
だ
ろ
う（

84
）

。
哲

学
者
と
画
家
の
芸
術
観
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
も
共
通
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
本
稿
で
は
一
九
四
〇
〜
五
〇
年
代
の
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
絵
画
、
そ
こ
で
鍵
と
な
っ
て
い
た
物
質
性
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
参
照

点
と
し
な
が
ら
考
察
し
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
も
ち
ろ
ん
、
画
家
の
着
想
源
と
な
っ
た
数
多
く
の
事
象
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な

い
。
理
念
や
作
品
の
具
体
的
着
想
源
を
示
す
よ
う
な
固
有
名
詞
を
明
示
す
る
こ
と
を
慎
重
に
避
け
た
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
記
述
に
お
い

て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
名
が
確
認
さ
れ
る
の
は
現
在
の
と
こ
ろ
た
っ
た
一
例
だ
け
で
あ
り（

85
）

、
し
か
も
そ
こ
で
哲
学
者
の
名
前
は
、
否
定
的
に
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引
か
れ
て
い
る（

86
）

。
と
は
い
え
こ
の
こ
と
は
む
し
ろ
、
こ
の
画
家
が
哲
学
者
の
著
作
を
詳
細
に
読
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
『
変
化
の
知
覚
』
の
結
論
部
に
お
い
て
、「
芸
術
は
わ
た
し
た
ち
の
知
覚
を
拡
げ
て
く

れ
る
が
、
そ
れ
は
深
層
と
い
う
よ
り
は
表
層
に
お
い
て
」
で
あ
り
、「
す
べ
て
の
事
象
が
深
み
を
獲
得
す
る
」
の
は
、
た
だ
哲
学
に

よ
っ
て
で
あ
る
と
述
べ
た
と
す
れ
ば（

87
）

、
論
考
『
跡
形
』
に
お
い
て
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
は 

― 

こ
れ
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に 

―
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。「
世
界
と
は
無
数
の
層
か
ら
な
る
パ
イ
菓
子
」
の
よ
う
に
深
み
を
も
っ
た
存
在
で
あ
り
、
絵
画
と
は
ま
さ
に
そ
う

し
た
捉
え
難
い
世
界
を
探
究
す
る
も
の
な
の
だ
、
と（

88
）

。
さ
ら
に
同
論
考
最
終
部
で
画
家
は
、
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。
絵
画
と
は

「
言
葉
よ
り
も
そ
れ
は
豊
潤
で
、
そ
れ
は
細
か
な
陰
影
に
富
ん
だ
言
語
で
あ
り
〔
…
〕、
多
く
の
、
変
化
に
富
む
思
考
を
ひ
と
つ
に
ま
と

め
て
言
う
こ
と
の
で
き
る
言
語
」、「
哲
学
に
最
適
の
表
現
形
式
」
な
の
で
あ
る
、
と（

89
）

。

興
味
深
い
こ
と
に
、
記
憶
を
「
未
来
の
た
め
の
、
過
去
と
現
在
の
総
合（

90
）

」
と
呼
ん
だ
『
物
質
と
記
憶
』
第
四
章
最
終
部
に
お
い
て
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
なブ
リ
ュ
ッ
ト

ま
の
物
質
と
、
も
っ
と
も
省
察
に
適
し
た
精
神
と
の
あ
い
だ
に
は
、
記
憶
の
可
能
的

な
強
度
の
す
べ
て
〔
…
〕
自
由
の
段
階
の
す
べ
て
が
あ
る（

91
）

」。
こ
こ
で
哲
学
者
が
言
う
「
も
っ
と
も
省
察
に
適
し
た
精
神
」
と
は
、
哲

学
的
思
考
と
同
様
に
意
識
的
な
努
力
を
必
要
と
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
画
家
が
試
み
た
の
は
、
努
力
を
要
す
る
ま
で
も
な
く
否

応
な
し
に
観
者
へ
と
作
用
す
る
よ
う
な
、
そ
う
し
て
精
神
を
「
なブ
リ
ュ
ッ
ト

ま
の
物
質
」
と
交
叉
さ
せ
、
あ
ら
ゆ
る
「
現
在
」
と
「
未
来
」
を
も

た
ら
す
よ
う
な
芸ア

ー

ル術
の
実
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注

 

（
1
）　
本
稿
で
参
照
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
記
述
は
、『
物
質
と
記
憶
』、『
笑
い
』、『
創
造
的
進
化
』、『
変
化
の
知
覚
』
の
四
点
で
あ
る
。
既
存
の
諸
邦
訳
が
存
在

す
る
こ
れ
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
著
作
を
含
め
、
引
用
文
は
い
ず
れ
も
拙
訳
と
し
た
。
引
用
中
の
強
調
箇
所
は
、
特
に
断
り
が
な
い
限
り
原
文
に
従
う
。
な
お
デ
ュ

ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
よ
る
記
述
は
一
九
六
七
年
、
一
九
九
五
年
に
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
ガ
リ
マ
ー
ル
出
版
全
集
（
以
下P

E
S

.I

〜IV
.

）
に
お
け
る

頁
数
に
、
ま
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
各
著
作
の
頁
数
は
い
ず
れ
もPU

F

カ
ド
リ
ー
ジ
ュ
版
に
従
う
。
以
下
の
文
献
を
示
す
際
に
は
略
号
を
用
い
る
。



哲
学
研
究

　
第
六
百
六
号

九
四

 PAT.

：D
U

B
U

F
F

E
T

 Jean, P
rospectus aux am

ateurs de tout genre, Paris, G
allim

ard, 1946.

 P
E

S.I, II III, et P
E

S.IV

： D
U

B
U

F
F

E
T

 Jean, P
rospectus et tous écrits suivants I, II, III et IV, éd. par D

A
M

ISC
H

 H
ubert, Paris, G

allim
ard, 1967 

(I, II) et 1995 (III, IV
).

 C
orr. JD

-JP.
： D

U
B

U
F

F
E

T
 Jean, PA

U
L

H
A

N
 Jean, C

orrespondance de Jean D
ubuffet et Jean Paulhan (1944 -1968), éd. par JA

K
O

B
I M

arianne et 

D
IE

U
D

O
N

N
É

 Julien, Paris, G
allim

ard, 2003.

 M
M

：B
E

R
G

SO
N

 H
enri, M

atière et m
ém

oire. E
ssai sur la relation du corps à l’esprit, Paris, F

élix A
lcan, 1896.

 R
E

：B
E

R
G

SO
N

 H
enri, R

ire. E
ssai sur la signification du com

ique, Paris, F
élix A

lcan, 1900.

 E
C

：B
E

R
G

SO
N

 H
enri, L’évolution créatrice, Paris, F

élix A
lcan, 1907.

 P
C

：B
E

R
G

SO
N

 H
enri, « L

a perception de changem
ent », deux conférences à l’U

niversité d’O
xford en 1911, dans L

a Pensée et le M
ouvant. 

E
ssais et conférences, Paris, F

élix A
lcan, 1934.

 

（
2
）　
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
が
死
去
し
た
一
九
八
五
年
、
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
は
『E

ntrée en m
atière

』
と
題
し
た
論
考
を
執
筆
し
た
。「
題
材
」
や
「
素
材
」
を
意

味
す
る
「m

マ
テ
ィ
エ
ー
ル

atière

」
へ
の
「
入
り
口
」
＝
「e

ア

ン

ト

レ

ntrée

」、
と
い
う
語
か
ら
な
る
「E

ntrée en m
atière

」
と
は
、「
導
入
部
、
序
論entrée en m

atière

」
と

い
う
意
味
を
な
す
慣
用
句
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
に
同
論
考
は
当
初
、
奇
し
く
も
追
悼
回
顧
展
と
な
っ
た
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
の
「
序
文
」
と
し
て
執
筆
さ
れ
た

も
の
だ
っ
た
。
と
は
い
え
ダ
ミ
ッ
シ
ュ
が
同
題
名
に
意
図
し
て
い
た
の
が
単
に 

「
序
論
」 

と
い
う
意
味
の
み
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。「
物マ
テ
リ
ア
リ
テ

質
性
」、

「
物
質
」
は
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
と
そ
の
作
品
を
語
る
鍵
な
の
で
あ
る
。：D

A
M

ISC
H

 H
ubert, « E

ntrée en m
atière », cat. expo., Jean D

ubuffet. R
é-

trospective, Saint Paul de Vence, Fondation M
aeght, 1985, pp.13 -23, m

odifié et repris dans D
A

M
ISC

H
 H

uber, D
U

B
U

F
F

E
T

 Jean, E
ntrée en 

m
atière C

orrespondance 1961-1985, textes 1961 -2014, éd. par B
E

R
R

E
B

I Sophie, Paris, L
a m

aison rouge et JR
P

 R
ingier K

unstverlag A
G

, 

2016, pp. 18 -22.

 

（
3
）　
一
九
四
四
年
四
月
一
日
付
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
筆
ポ
ー
ラ
ン
宛
書
簡
：C

orr. JD
-JP

., p. 66.

 

（
4
）　
こ
の
時
期
の
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
よ
る
数
少
な
い
現
存
作
品
と
し
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
風
の
水
浴
画
や
ブ
ラ
ッ
ク
風
の
静
物
画
が
残
る
。
こ
れ
ら
一
九
四
〇

年
代
以
前
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
画
家
の
死
後
刊
行
さ
れ
た
以
下
の
改
訂
版
作
品
目
録
第
Ⅰ
巻
を
参
照
：C

atalogue des travaux de Jean D
ubuffet, fasci-

cule I, N
ouvelle édition, Paris, M

inuit, 1993.

 

（ 

5
）　
一
九
四
四
年
五
月
五
日
付
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
筆
ポ
ー
ラ
ン
宛
書
簡
：Ibid., pp. 87 -89.



物
質
と
精
神
の
交
叉
点
と
し
て
の
絵
画

九
五

 
（
6
）　
じ
っ
さ
い
本
文
で
み
て
ゆ
く
よ
う
に
、
画
家
は
一
九
五
〇
年
代
を
と
お
し
て
こ
の
よ
う
な
「
瞬
間
」
に
言
及
し
て
ゆ
く
。
本
稿
で
は
触
れ
な
い
が
、
た

と
え
ば
一
九
五
七
年
の
美
術
雑
誌
『
20
世
紀
』
で
の
対
談
に
お
い
て
画
家
は
、
画
布
上
で
「
現レ

ア
リ
テ実
」
が
強
烈
に
あ
ら
わ
れ
る
の
が
、「
画
布
全
体
が
未
決
定

状
態suspens

に
浸
か
る 

〔
…
〕 

瞬
間
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
：D

ubuffet Jean, « R
éponse à l’enquête « À

 chacun sa réalité » de P. Volboudt », 

X
X

e siècle, no.9, 1957, repris dans P
E

S.II, pp. 201-203 (203).

 

（
7
）　C

orr. JD
-JP

.

 

（
8
）　JA

K
O

B
I M

arianne, « N
om

m
er la form

e et l’inform
e. L

a titraison com
m

e genèse dans l’œ
uvre de Jean D

ubuffet », dans G
enesis, n° 24, 

Paris, Jean-M
ichel P

lace, 2004, pp.89 -104 (96).

 

（
9
）　Ibid., pp.95 -96.

 

（
10
）　D

U
B

U
F

F
E

T
 Jean et P

O
N

G
E

 Francis, M
atière et m

ém
oire ou la lithographes à l’école, Paris, Fernand M

ourlot, 1945.

 

（
11
）　
た
と
え
ば
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
ラ
ゲ
は
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
よ
る
物
質
感
の
強
調
さ
れ
た
造
形
制
作
が
「
観イ

デ

ア

リ

ス

ト

念
主
義
的
な
」
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
批
判
し
、
む

し
ろ
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
『
瞬
間
の
直
観
』 （
一
九
三
二
年
） 

と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。：D

R
A

G
U

E
T

 M
ichel, « Jean D

ubuffet et ses 

am
itiés belges. E

squisse pour un parcours bachelardien (1944 -1951) », L
es C

ahiers du m
usée national d'art m

oderne, 77, A
utom

ne, 2001, 

pp. 60 -79 ; 

こ
う
し
た
ド
ラ
ゲ
に
よ
る
見
解
は
他
の
美
術
史
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
お
お
む
ね
賛
同
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
、
ジ
ャ
コ
ビ
、
バ
テ
ィ
ス
ト
・

ブ
ラ
ン
も
以
下
で
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
：JA

K
O

B
I M

arianne, Jean D
ubuffet et la fabrique du titre, Paris, C

N
R

S É
ditions, 2006, p.33 ; 

B
R

U
N

 B
aptiste, D

e l’hom
m

e du com
m

un a` l'art brut ; « m
ise au pire » du prim

itivism
e dans l'œ

uvre de Jean D
ubuffet (1944 -51), T

hèse de 

doctorat non-publiée, Paris, l’U
niversité Paris-N

anterre, 2013, p. 116 -119 ; 

ポ
ン
ジ
ュ
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
解
釈
に
関
し
て
は
プ
レ
イ
ア
ッ
ド
版

ポ
ン
ジ
ュ
全
集
に
お
け
る
ロ
ベ
ー
ル
・
メ
ラ
ン
ソ
ン
に
よ
る
以
下
の
注
釈
を
参
照
：M

É
L

A
N

Ç
O

N
 R

obert, « N
otes sur L

e Peintre à l’étude – M
atière 

et m
ém

oire », dans P
O

N
G

E
 Francis, Œ

uvres com
plète, tom

e I, G
allim

ard, 1999, pp. 939 -943 (940).

 

（
12
）　D

R
A

G
U

E
T, art.cit., p. 62.

 

（
13
）　
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
と
哲
学
者
た
ち
の
実
際
的
関
係
は
、
に
わ
か
に
は
捉
え
難
い
。
文
筆
家
ル
ネ
・
ド
＝
ソ
リ
エ
に
よ
る
証
言
を
参
照
す
れ
ば
、
一
九
四
〇

年
代
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
ア
ト
リ
エ
に
複
数
回
に
渡
っ
て
訪
れ
て
い
た
：D

E
 SO

L
IE

R
 R

ené, « E
m

barras du beau », dans 

D
ubuffet, culture et subversioni A

ix-en-P
rovence, L

’A
rc, 1968, pp. 67 -73(68) ; 

ま
た
サ
ル
ト
ル
が
主
宰
し
た
雑
誌
『
レ
・
タ
ン
・
モ
デ
ル
ヌ
』
に

ポ
ー
ラ
ン
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
、
ラ
ン
ブ
ー
ル
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
て
み
て
も
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
が
彼
ら
と
き
わ
め
て
近
い
交
友
関
係



哲
学
研
究

　
第
六
百
六
号

九
六

に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
『
眼
と
精
神
』
に
お
い
て
同
書
の
ラ
ン
ブ
ー
ル
に
よ
る
一
文
を
引
用
し
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に

よ
る
絵
画
実
践
を
「
光
を
、
物
マ
テ
ィ
エ
ー
ル
質
の
あ
る
種
の
質

テ
ク
ス
チ
ュ
ア
感
」
と
し
て
あ
ら
わ
す
も
の
と
描
写
し
て
い
る
。
ラ
ン
ブ
ー
ル
に
よ
る
記
述
と
時
期
は
錯
誤
す
る
も
の

の
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
こ
う
し
た
描
写
と
と
も
に
想
定
し
て
い
た
の
は
、
一
九
五
八
年
に
発
表
さ
れ
た
絵
画
シ
リ
ー
ズ
《
質
感
学
》
で
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
か
。：M

E
R

L
E

A
U

- P
O

N
T

Y
 M

aurice, L’Œ
il et l’E

sprit Paris, G
allim

ard, 1981 (1960), pp. 88 -89.

 

（
14
）　
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
読
書
お
よ
び
同
時
代
作
家
た
ち
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
ミ
シ
ェ
ル
・
ラ
ゴ
ン
に
よ
る
以
下
の
回
想
的
記
述
、
お
よ
び
ジ
ャ
コ
ビ
に

よ
る
以
下
の
書
架
研
究
を
参
考
：R

A
G

O
N

 M
ichel, « Jean D

ubuffet, sa relation aux écrivains libertaires », dans Jean D
ubuffet, conférence et 

colloque lors de l’exposition Jean D
ubuffet, Paris, G

alerie nationale du Jeu de Paum
e, 1992, pp. 36 -42 ; JA

K
O

B
I M

arianne, « L
es lectures 

d'un peintre « ennem
i de la culture », L

a bibliothèque de Jean D
ubuffet », dans L

es C
ahiers du m

usée national d'art m
oderne, 77, A

utom
ne, 

2001, pp. 92-123.

 

（
15
）　《
パ
リ
の
光
景
》
は
一
九
四
四
年
に
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
五
点
か
ら
な
る
絵
画
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
同
年
三
月
、
画
家
は
そ
の
中

の
一
点
《
パ
リ
の
光
景
、
す
べ
て
の
人
が
窓
際
に
》
を
ポ
ー
ラ
ン
に
贈
っ
た
。
本
稿
で
は
同
作
を
《
パ
リ
の
光
景
》
と
記
す
。

 

（
16
）　
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
が
絵
画
を
「
胎
児
の
よ
う
」
と
語
っ
た
記
述
は
こ
の
書
簡
の
他
に
は
ほ
と
ん
ど
み
つ
か
ら
な
い
も
の
の
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ラ
ン
ブ
ー

ル
や
ガ
エ
タ
ン
・
ピ
コ
ン
等
、
こ
の
画
家
に
近
し
い
文
筆
家
た
ち
に
よ
る
批
評
文
に
は
同
様
の
表
現
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
当
時
画
家
本
人
が
こ

の
よ
う
な
形
容
を
用
い
て
自
身
の
実
践
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
：P

IC
O

N
 G

aëtan, « P
réface », 

D
ubuffet, cat.exp., 1960, pp. 15-23, repris sous le titre « U

ne réalité inchoative », dans P
IC

O
N

 G
aëtan, L

es lignes de la m
ain, Paris, 

G
allim

ard, 2006, pp. 210 -221.

 

（
17
）　
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
〈
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
・
ア
ー
ト
〉
と
の
英
訳
語
が
普
及
し
て
以
降
、〈
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
〉
の
語
は
い
わ
ば
「
誤
解
」
さ

れ
て
き
た
。
語
の
誕
生
当
初
一
九
四
〇
年
代
半
ば
に
お
け
る
〈
ア
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
〉
の
初
期
構
想
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
：
小
寺
里
枝
「〈
ア
ー

ル
・
ブ
リ
ュ
ッ
ト
〉
の
初
期
構
想
―
一
九
四
〇
年
代
〜
五
〇
年
代
、
ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
芸
術
理
念
」、『
第
六
十
六
回
美
学
会
全
国
大
会
若
手
研

究
フ
ォ
ー
ラ
ム
発
表
報
告
集
』、
美
学
会
、
二
〇
一
六
年
、
一
四
三
〜
一
五
四
頁
。

 

（
18
）　L

IM
B

O
U

R
 G

eorges, Tableau bon levain a` vous de cuire la pâte. L
'art brut de Jean D

ubuffet, Paris/N
ew

 York, R
ené D

rouin/P
ierre 

M
atisse, 1953. 

豊
富
な
図
版
と
文
筆
家
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ラ
ン
ブ
ー
ル
に
よ
る
文
章
、
巻
末
に
掲
載
さ
れ
た
「
画
家
の
コ
メ
ン
ト
」
か
ら
な
る
書
籍
。
同
書

の
題
名
お
よ
び
構
成
が
画
家
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
以
下
一
九
五
三
年
八
月
七
日
付
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
筆
ポ
ー
ラ
ン
宛
書
簡
か
ら
明
ら
か
と
な



物
質
と
精
神
の
交
叉
点
と
し
て
の
絵
画

九
七

る
：C

orr. JD
-JP

., p. 657.

 
（
19
）　B

E
R

G
SO

N
 H

enri, E
C

, pp. 18 -19.

 

（
20
）　
一
九
〇
〇
年
代
末
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
20
歳
ほ
ど
年
長
に
あ
た
る
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ラ
ッ
ク
と
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
、
ジ
ャ
ン
・

メ
ッ
ツ
ァ
ン
ジ
ェ
や
フ
ア
ン
・
グ
リ
ス
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
レ
ジ
ェ
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
兄
弟
と
い
っ
た
画
家
た
ち
に
よ
っ
て
画
壇
で
発
表
さ
れ
て
い
っ
た
キ
ュ
ビ

ス
ム
絵
画
は
、
一
九
一
〇
年
代
初
頭
以
降
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
彼
ら
の
作
品
が
サ
ロ
ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ
で
発
表
さ

れ
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
一
九
一
一
年
秋
、
批
評
家
ア
ン
ド
レ
・
サ
ル
モ
ン
は
雑
誌
上
に
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
キ
ュ
ビ
ス
ム
』、『
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
キ
ュ
ビ
ス
ト

た
ち
』
と
題
し
た
論
考
を
発
表
し
、
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
理
論
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
結
び
つ
け
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
引
用
し
た
の
は
、
批
評
家
た
ち
の
み
な
ら

ず
画
家
た
ち
自
身
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
一
九
一
一
年
、
メ
ッ
ツ
ァ
ン
ジ
ェ
は
『
キ
ュ
ビ
ス
ム
と
伝
統
』
と
題
し
た
論
考
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

た
。「
絵タ
ブ
ロ
ー画
に
は
空
間
が
あ
る
、
つ
ま
り
絵タ
ブ
ロ
ー画
は
持
続
の
な
か
に
存
す
る
も
の
で
も
あ
る
」。：SA

L
M

O
N

 A
ndré, « B

ergson et le cubism
e », « B

ergson 

et les cubistes », Paris-Journal, 28,30 novem
bre 1911 ; M

E
T

ZE
N

G
E

R
 Jean, « C

ubism
e et tradition », Paris-Journal,16 août 1911, p. 5. ; 

一
九
一
〇
年
代
の
芸
術
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
受
容
に
つ
い
て
は
マ
ー
ク
・
ア
ン
ト
リ
フ
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ア
ズ
ー
ヴ
ィ
に
よ
る
以
下
の
研
究
も
参
照
：

A
N

T
L

IF
F

 M
ark, Inventing B

ergson: C
ultural Politics and the Parisian A

vant-G
arde, P

rinceton U
niversity P

ress, 1993 ; A
ZO

U
V

I François, 

L
a G

loire de B
ergson, Paris, G

allim
ard, 2007, pp. 218 -234.

 

（
21
）　B

E
R

G
SO

N
 H

enri, E
C

, p. 82.

 

（
22
）　Ibid., pp. 6 -7.

 

（
23
）　D

U
B

U
F

F
E

T
 Jean, « N

otes pour les fins-lettrés » (1945), dans PAT
. pp.47 -99, repris dans P

E
S.I, pp. 54 -88

（
以
下
、
全
集
に
お
け
る
頁

数
を
示
す
）。

 

（
24
）　D

U
B

U
F

F
E

T, P
E

S.I, p. 54.

 

（
25
）　B

E
R

G
SO

N
, E

C
, pp. 9 -10.

 

（
26
）　D

U
B

U
F

F
E

T, P
E

S.I, p. 79.

 

（
27
）　
も
っ
と
も
ア
ズ
ー
ヴ
ィ
が
「
サ
ル
ト
ル
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
殺
す
必
要
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
の
論
者
た
ち
に
と
っ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判

は
「
必
要
な
手
続
き
」
で
も
あ
っ
た
：A

ZO
U

V
I, op.cit., p. 319. 

『
行
動
の
知
覚
』（
一
九
四
二
年
）
に
お
い
て
明
確
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
批
判
し
た
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
が
一
九
五
〇
年
代
初
頭
に
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
対
し
て
よ
り
慎
重
な
姿
勢
を
み
せ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
が
彼
ら
の
理
論
に
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六
百
六
号

九
八

お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

 
（
28
）　
な
か
で
も
サ
ル
ト
ル
と
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
関
係
性
に
関
し
て
は
、
一
九
四
六
年
に
な
さ
れ
た
ク
レ
メ
ン
ト
・
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
に
よ
る
批
評
記
事
を

根
拠
と
し
て
長
ら
く
当
然
視
さ
れ
て
き
た
：G

R
E

E
N

B
E

R
G

 C
lem

ent, ‘Jean D
ubuffet and F

rench E
xistentialism

’, T
he N

ation,13 July, 1946, 

reprinted in G
R

E
E

N
B

E
R

G
 C

lem
ent, T

he collected essays and criticism
 vol.2. A

rrogant P
urpose 1945 -1949, C

hicago and L
ondon, T

he 

U
niversity of C

hicago P
ress,1986, pp. 91 -92. ;

こ
う
し
た
グ
リ
ー
ン
バ
ー
グ
解
釈
が
「
誤
謬
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
論
文
と
し
て
、
ミ
ン
タ
ー
ン

に
よ
る
以
下
を
参
照
。; M

IN
T

U
R

N
 K

ent, ‘G
reenberg M

isreading D
ubuffet’, in A

bstract E
xpressionism

/ T
he International C

ontext, ed.by 

M
A

R
T

E
R

 Joan, N
ew

 B
runsw

ick, R
utgers U

niversity P
ress, 2007, pp. 125 -137.

 

（
29
）　SA

R
T

R
E

 Jean-Paul, L’im
aginaire : psychologie phénom

énologique de l'im
agination, Paris, G

allim
ard, 1940, p. 18.

 

（
30
）　
ミ
ン
タ
ー
ン
は
以
下
に
お
い
て
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
よ
る
絵
画
シ
リ
ー
ズ
《
肖
像
画
》
を
サ
ル
ト
ル
哲
学
に
反
す
る
実
践
と
し
て
考
察
し
て
い
る
：

M
IN

T
U

R
N

 K
ent, ‘C

hapitre Tw
o: D

ubuffet’s PostW
ar Portraits: P

hysiognom
ic Illegibility, Im

possible E
xchange’ in C

ontre-H
istoire: T

he 

Postw
ar A

rt and W
ritings of Jean D

ubuffet, N
ew

 York, C
olum

bia U
niversity, U

npublished P
hD

. dissertation, 2007, pp. 79 -123.

 

（
31
）　SA

R
T

R
E

, op.cit., pp. 239 -246.

 

（
32
）　D

U
B

U
F

F
T

 Jean, « E
m

preint », L
ettres N

ouvelles, no.48, avril 1958, pp.507 -527, repris dans P
E

S.II, pp. 134 -153(144).

 

（
33
）　Ibid., p. 137.

 

（
34
）　D

U
B

U
F

F
E

T, P
E

S.I, p. 81.

 

（
35
）　D

U
B

U
F

F
E

T, P
E

S.II, p. 136.

 

（
36
）　Ibid., p. 137.

 

（
37
）　
一
九
一
一
年
時
点
で
の
『
変
化
の
知
覚
』
に
お
い
て
。
同
講
演
内
容
は
実
施
直
後
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
印
刷
さ
れ
た
が
、
一
九
三
四
年
刊
行
『
思

考
と
動
く
も
の
』
に
所
収
す
る
際
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
大
き
く
手
直
し
を
加
え
た
。
こ
の
部
分
は
一
九
三
四
年
版
で
は
変
更
が
加
え
ら
れ
た
箇
所
に
あ
た
る
。

一
九
一
一
年
の
講
演
内
容
が
同
時
代
パ
リ
で
ど
れ
ど
芸
術
家
た
ち
に
享
受
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
一
九
一
〇
年
代
初
頭
以
降
、
一
部
の

キ
ュ
ビ
ス
ト
や
未
来
派
に
よ
っ
て
じ
っ
さ
い
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
著
作
が
手
に
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
も
ま
た
一
九
三
四
年
以

前
よ
り
『
変
化
の
知
覚
』
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を
目
に
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
以
下
、
一
九
一
一
年
講
演
版
と
一
九
三
四
年
著
作
版
の
変
更
点

を
下
線
部
で
し
め
す
：「
物
質
的
現
実
世
界
を
も
っ
と
も
仔
細
に
検
討
す
る
芸
術
に
お
い
て
ほ
ど
、
芸
術
家
の
役
割
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
に
な
る
こ
と
は



物
質
と
精
神
の
交
叉
点
と
し
て
の
絵
画

九
九

な
い
。
つ
ま
り
絵
画
の
こ
と
で
あ
る
」« [...] nulle part la fonction de l’artiste n

’est aussi apparente que dans celui des arts qui serre de plus 

près la réalité m
atérielle, je veux dire la peinture. », B

E
R

G
SO

N
 H

enri, « Perception de changem
ent », O

xford, at the C
larendon P

ress, 

1911 ; 

「
そ
の
大
部
分
を
模
倣
に
捧
げ
る
芸
術
に
お
い
て
ほ
ど
、
芸
術
家
の
役
割
が
明
確
に
し
め
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
絵
画
の
こ
と
で
あ
る
」« 

[...] nulle part la fonction de l’artiste ne se m
ontre aussi clairem

ent que dans celui des arts qui fait la plus large place à l’im
itation, je veux 

dire la peinture. », B
E

R
G

SO
N

, P
C

, p. 150.

 

（
38
）　B

E
R

G
SO

N
, E

C
, p. 10.

 

（
39
）　Ibid., p. 11.

 

（
40
）　Ibid., p. 15.

 

（
41
）　D

U
B

U
F

F
E

T, P
E

S.II, p. 135.

 

（
42
）　Ibid., p. 136.

 

（
43
）　Ibid.

 

（
44
）　Ibid., p. 144.

 

（
45
）　D

U
B

U
F

F
E

T
 Jean

, « N
otes su

r les pein
tu

res faites en
tre 1er septem

bre et le
31 décem

bre 1957 : T
O

P
O

G
R

A
P

H
IE

S
, 

T
E

X
T

U
R

O
L

O
G

IE
S », dans P

E
S.II, pp. 126-131(128 -129).

 

（
46
）　Ibid., 

な
お
画
家
の
造
語
で
あ
る
「Texturologie 
テ
ク
ス
チ
ュ
ロ
ロ
ジ
ー
」
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
「
地
肌
学
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
が
、
画
家
が
地

面
の
み
な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
物
質
の
「
質
感
」
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
て
、「
質
感
学
」
と
訳
出
し
た
。
同
作
品
群
に
関
す
る
日
本
語
の
記
述
と
し

て
は
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
考
：
木
村
重
信
「
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
」、『「
絵
画
」
を
超
え
る
絵
画
（
名
画
へ
の
旅
24
）』、
講
談
社
、
一
九
九
三
年
。
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écoratifs, du
16 décem

bre 1960 au
25 février 1961.
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）　D

U
B

U
F

F
E

T
 Jean « A

percevoir » (1958), Jean D
ubuffet 1942 -1960, cat.exp.,1960, pp. 25 -27, repris dans P

E
S.II, pp. 61 -62.
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）　Ibid., p. 61.
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）　Ibid., p. 62.
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）　Jean D

ubuffet: Paintings 1943 -1957, 29th A
pril – 23rd M

ay, 1958, L
ondon, A

rthur Tooth &
 Sons G

allery. 

同
展
カ
タ
ロ
グ
に
一
部
抜
粋
が



哲
学
研
究

　
第
六
百
六
号

一
〇
〇

掲
載
さ
れ
た
後
、
全
体
が
一
九
六
〇
年
回
顧
展
カ
タ
ロ
グ
に
掲
載
さ
れ
た
。
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E
R
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SO

N
, P

C
, pp. 144 -145.
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E
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62
）　
ボ
ッ
チ
ョ
ー
ニ
が
主
執
筆
者
と
な
っ
た
『
未
来
絵
画
宣
言
』（
一
九
一
一
年
）
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
わ
た
し
た
ち
が
画
布

に
再
現
し
た
い
動
作
と
は
、
宇
宙
の
活
力
が
定
着
さ
れ
た
瞬
間
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」。
も
っ
と
も
同
宣
言
に
お
い
て
「
色
彩
画
家
の
知
覚
」
が
称
賛

さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
未
来
派
絵
画
に
お
け
る
鮮
や
か
な
色
調
は
、
ま
ず
も
っ
て
印
象
派
お
よ
び
新
印
象
派
の
流
れ
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
も
あ
り
、
ま
た
未
来

派
を
含
め
、
二
〇
世
紀
前
半
の
画
家
た
ち
に
よ
る
「
動
き
」
へ
の
強
い
関
心
は
、
一
八
九
四
年
に
『
動
きL

e m
ouvem

ent

』
を
刊
行
し
た
生
理
学
者
エ

テ
ィ
エ
ン
ヌ
＝
ジ
ュ
ー
ル
・
マ
ー
レ
イ
や
写
真
家
エ
ド
ワ
ー
ド
・
マ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
ら
に
よ
る
連
続
写
真
等
、
複
数
の
着
想
源
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。：

« M
anifeste des peintres futuristes », L

es peintres futuriste italiens, cat.exp., Paris, G
alerie B

ernheim
-Jeune, 5 -24 février 1912, p. 16. ; 

ボ
ッ

チ
ョ
ー
ニ
を
中
心
と
し
た
未
来
派
絵
画
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
取
り
入
れ
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
：A

N
T

L
IF

F
 M

ark, ‘T
he Fourth 

D
im

ension and Futurism
: A

 Politicized Space’, T
he A

rt B
ulletin, Vol. 82, N

o.4 , 2000, pp. 720-733. ; A
ZO

U
V

I, op.cit., 2007, pp.221 -222 ; 

O
T

T
IN

G
E

R
 D

idier « C
ubism

e +
 futurism

 =
 cubofuturism

e », dans L
e futurism

e à Paris : une avant-garde explosive, dir. O
T

T
IN

G
E

R
 

D
idier, Paris/M

ilano, C
entre Pom

pidou/5 C
ontinents, 2008, pp. 20 -41. ; 

ク
プ
カ
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
受
容
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
：

L
E

IG
H

T
E

N
 Patricia, T

he L
iberation of Painting: M

odernism
 and A

narchism
 in A

vant-G
uerre in Paris, C

hicago U
niversity P

ress, C
hicago 

and L
ondon, 2013, pp. 163 -165.
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, p. 236.

 

（
70
）　Ibid.

 

（
71
）　
以
下
を
参
照
： https://w

w
w

.cnrtl.fr/definition/apercevoir

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
十
三
日
）

 

（
72
）　B

E
R

G
SO

N
, P

C
, p. 149.
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一
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版
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脚
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37
参
照
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こ
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部
分
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一
九
三
四
年
『
思
考
と
動
き
』
所
収
版
で
は
以
下
の
よ
う
に
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
： « 

L
e peintre l’a bien isolée ; il l’a si bien fixé sur la toile que, désorm

ais, nous ne pourrons nous em
pêcher d’apercevoir dans la réalité ce 

qu’il y a aperçu lui-m
êm

e » (1911); « L
e peintre l’a bien isolée ; il l’a si bien fixé sur la toile que, désorm

ais, nous ne pourrons nous 

em
pêcher d’apercevoir dans la réalité ce qu’il y a vu lui-m

êm
e» (1934).
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F
E

T, P
E

S.II, pp. 74 -75(74). 
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（
84
）　
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
「
神
秘
的
」
な
「
芸
術
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
： C

H
R

IST
O

F
L

O
U

R
 R

aym
ond, « B

ergson et la 

conception m
ystique de l’art », dans H

enri B
ergson : essais et tém

oignages inédits, recueillis par B
É

G
U

IN
 A

lbert et T
H

É
V

E
N

A
Z P

ierre, 

N
euchâtel, B

aconnière, 1941, pp. 160 -178.

 

（
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）　
ポ
ー
ラ
ン
が
生
前
所
持
し
た
文
書
の
一
点
か
ら
み
つ
か
っ
た
記
述
。
タ
イ
プ
原
稿
六
ペ
ー
ジ
か
ら
な
る
そ
の
記
述
は
、
書
簡
記
述
を
踏
ま
え
れ
ば
一
九

四
四
年
夏
、
ち
ょ
う
ど
詩
画
集
『
物
質
と
記
憶
』
制
作
開
始
間
際
に
書
か
れ
た
メ
モ
で
あ
っ
た
。：D

U
B

U
F

F
E

T, P
E

S.III, pp. 239 -244.
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）　
表
現
の
手
段
と
し
て
の
言
葉
を
め
ぐ
る
考
察
が
綴
ら
れ
た
同
メ
モ
の
最
終
部
に
お
い
て
、「
ベ
ル
ク
ソ
ン
」
の
名
は
「
ラ
・
ブ
リ
ュ
イ
エ
ー
ル
」
と
並

ん
で
登
場
す
る
。
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
に
よ
れ
ば
、「
ラ
・
ブ
リ
ュ
イ
エ
ー
ル
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
」、
思
考
を
分
離
し
固
定
化
す
る
「
観
念 

Idée

に
依
拠
し
て
い
る
」（
強
調
箇
所
原
文
）。
こ
れ
に
対
し
て
画
家
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
同
メ
モ
を
締
め
括
っ
て
い
た
。「
わ
た
し
は
図
像Im

age

を
用
い
ま
す
〔
…
〕
線
と
色
彩
に
よ
っ
て
、
描
く
の
で
す
」：Ibid., p. 244.
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（図１）ジャン・デュビュッフェ《パリの街並み―すべての人が窓際に Vue de Paris―Tout le monde aux 
fenêtres》1944年、油彩・画布、89×116 cm、所在不明

（図２）ジャン・デュビュッフェ《フランシス・ポ

ンジュの肖像 Portrait de Francis Ponge》1947年、
油彩・ 石膏・厚紙、60×146 cm、アムステルダム
市立美術館

（図２）部分
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（図３）ジャン・デュビュッフェ《ジョルジュ・

ランブール鳥の糞風 George Limbour façon fiente 
de poulet》1945年、油彩・石礫・石膏・炭・藁・
樹脂・繊維板、89×116 cm、個人蔵

（図４）ジャン・デュビュッフェ《薔薇色の空

の風景 Paysage au ciel rose》1955年、蝶の羽
根、21×29c m、個人蔵

（図５）ジャン・デュビュッフェ《アポロ・パップの鼻 
Nez d’Apollo Pap》1955年、蝶の羽根、25×18 cm、ベル
リン、国立版画素描館（シャルフ・ゲルステンベル

ク・コレクション）

（図３）部分
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（図６）ジャン・デュビュッフェ《鳥の

いる茂み Feuillages à l’oiseau》1953年、
単色石版画 （〈跡形〉 技法）、48×49 cm

（図７）ジャン・デュビュッフェ《数多くの存在 Présences nombreuses》
1954年、単色石版画 （〈跡形〉 技法）、56×55cm
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（図８）ジャン・デュビュッフェ《えんじ色の風景 Paysage 
cramoisi》1954年、油彩・画布、73×62 cm、パリ、デュ
ビュッフェ財団

（図９）ジャン・デュビュッフェ《空の荷車と馬 Chars et chevaux célestes》1954年、
単色石版画 （〈跡形〉 技法）、32×48.5 cm
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（図10）ジャン・デュビュッフェ《シバムギのある扉 Porte aux chiendents》1957年10月、油彩・画布、
189×146 cm、ニューヨーク、グッゲンハイム美術館
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（図11）ジャン・デュビュッフェ《岩石と遺跡 Roc et 
vestige》1955年3月、油彩・画布、72×92 cm、個人蔵

（図10）部分

（図12）ジャン・デュビュッ
フェ《レストレル L’Estrel》
1955年 3月、油彩・画布、
114×89 cm、個人蔵

（図10）部分
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（図13）ジャン・デュビュッフェ《土の組織学 Histologie du sol》1957年10月、油彩・画布
（〈アサンブラージュ〉 技法）、66.7×92.6 cm、バーゼル市立美術館

（図14）ジャン・デュビュッフェ《金色の地形図 （土の永眠）Topographie blonde (Dormition du sol)》
1958年 3月、油彩・画布 （〈アサンブラージュ〉 技法）、89 ×116c m、個人蔵
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（図15）ジャン・デュビュッフェ《都会の濡れた路面 Chausée urbaine mouillée》1957年
10月、油彩・画布、81×100 cm、個人蔵

（図16）ジャン・デュビュッフェ《おびたたしい平穏 Sérénité profuse》1957年10月、油彩・
画布、114×146 cm、パリ、国立近代美術館
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（図17）ジャン・デュビュッフェ《質
感学XLIX―砂っぽい地面Texturologie 
XLIX – Chausée Sablonneuse》1958年
3月、油彩・画布、97×130 cm、個人
蔵

（図18）ジャン・デュビュッフェ
《質感学XLVI―黄土色の明るさ
Texturologie XLVI – aux claret ocrée》
1958年 5月、油彩・画布、97×
130 cm、パリ、装飾美術館

（図19）ジャン・デュビュッフェ
《質感学LXIII―規範的な地面の生 
Texturogie LXIII―La vie exemplaire 
du sol》1958年10月、油彩・画布、
130× 162 cm、ロンドン、テー
ト・ブリテン
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（図20）ジャン・デュビュッフェ《質感
学的跡形 Empreinte texturologique (à forme 
resillé)》 1959年、油彩版画 （〈跡形〉 技法）、
48×43 cm

（図23）フランティセック・クプカ《花を摘もうとす
る女 Femme cueillant des fleurs》1909～10年、パステ
ル・紙、45×39 cm、パリ、国立近代美術館

（図21）ウンベルト・ボッチョーニ《心的状況 ―ゆく者た
ち Stati d’animo–Quelli che vanno》1911年、油彩・画布、
70.8×95.9 cm、ニューヨーク、グッゲンハイム美術館

（図22）ジャン・メッツァンジェ《自転車に
乗る人（自転車競技場にて） Le Cycliste (Au 
vélodrome)》1912年、油彩・コラージュ・画
布、130.4×97.1 cm、ヴェネツィア、ペギー・
グッゲンハイム・コレクション
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（図24）ジャン・デュビュッフェ《ご婦人のからだ―流動的濃縮
Corps de dame – Concentration fluidique》1950年12月、油彩・画
布、116×89 cm、個人蔵
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【図版出典一覧】

　デュビュッフェ作品に関しては、以下の作品目録*における冊号・作品番号をしめす。カラー図版出典元が
ある場合には、そちらもしめした。 
 * CTJD.： Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, établi par LOREAU Max (fascicule I-XXVIII) et DE TRENTINIAN 

Armande (fascicule XXIX-XXXVIII), Paris, Jean Jacques Pauvert, Minuit, 1965-1991.

（図 1） CTJD., fasc.I, no. 236.
（図 2） CTJD., fasc.III. no. 154. /発表者撮影（2018年）
（図 3）  CTJD., fasc.III. no. 38. /Jean Dubuffet Anticultural positions, cat.exp., New York, Acquavella Gallery, 2016, p. 

195.
（図 4） CTJD., fasc.X, no. 128.
（図 5）  CTJD., fasc.IX, no. 1. /Dubuffet, cat.exp. Paris, Musée national d’art moderne, 2001, p. 164.
（図 6） CTJD., fasc.IX, no. 45.
（図 7） CTJD., fasc.IX, no. 77.
（図 8） CTJD., fasc.IX, no.  28.
（図 9）  CTJD., fasc.IX, no. 144. /『ジャン・デュビュッフェ』展、富山近代美術館、1997年、80頁．
（図10）  CTJD., fasc.X, no. 102. /Jean Dubuffet Métamorphoses du paysage, cat.exp., Basel, Fondation Beyeler, 2016, 

p. 125.
（図11）  CTJD., fasc.XI, no. 65. /Dubuffet « Hauts Lieux », Landscapes 1944-1984, cat.exp., Avignon, Palais des 

Papes, 1994, p. 194.
（図12） CTJD., fasc.VII, no. 85. /Ibid., p. 484.
（図13） CTJD., fasc.XIV, no. 84. /cat.exp., Basel, 2016, p. 111.
（図14） CTJD., fasc.XIV, no. 85. /cat.exp., Avignon, 1994, p. 125.
（図15） CTJD., fasc.XIII, no. 99. / cat.exp., Paris, 2001, p. 190.
（図16） CTJD., fasc.XIII, no. 101. /Ibid., p. 192
（図17） CTJD., fasc.XIV, no. 38. /cat.exp., Avignon, 1994, p. 124.
（図18） CTJD., fasc.XIV, no. 35. 
（図19） CTJD., fasc.XIV, no. 224. /cat.exp., Paris, 2001, p. 195.
（図20） CTJD., fasc.XIV, no. 133.
（図21）  Le futurisme à Paris : une avant-garde explosive, dir. OTTINGER Didier, Paris/Milano, Centre Pompidou/5 

Continents, 2008, p. 121.
（図22） Ibid., p. 195.
（図23） Ibid., p. 237.
（図24） CTJD., fasc.VI, no. 117, /cat.exp., Paris, 2001, p. 127.
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Du milieu des années 1940 jusqu’à la fin des années 1950, les œuvres de 
Jean Dubuffet (1901-85) sont caractérisées par leur matérialité distinctive ; du-
rant cette période, le peintre a expérimenté plusieurs matières picturales telles 
que du sable fin, du blanc de zinc, ou des bouts de ficelle, et ainsi réalisé des 
tableaux dont l’épaisseur de l’huile mêlée à d’autres substances ou des grattag-
es sollicitent l’attention des spectateurs. Quel rôle a joué cette matérialité dans 
l’art de Dubuffet ? Pour répondre à cette question, je propose de faire référence 
à Henri Bergson, qui considéra l’art des peintres comme une manière de « 
serrer de plus près la réalité matérielle ». De fait, il se trouve plusieurs écrits 
du peintre qui font écho à ceux du philosophe. Dans cet article, nous rap-
prochons les œuvres picturales et graphiques du peintre avec ses écrits tout en 
les comparant avec ceux de Bergson, entre autres Matière et mémoire (1896), 
Révolution créatrice (1907) ou La Perception du changement (1911). Nos analyses 
montrent comment Dubuffet a cherché une perception brute du monde matériel 
en envisageant, comme Bergson, l’art comme une voie de connaissance.
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