
1　　

第
四
章
　
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
美
術
史＊

１ 

山
本
浩
貴
　

は
じ
め
に
―
―
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
概
念

　
本
稿
は
人
間
と
自
然
の
関
係
、
特
に
そ
の
変
遷
に
着
目
し
な
が
ら
、
多
様
な
エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
と
結
び
付
い
た
芸
術
実
践
の
歴
史

を
や
や
駆
け
足
で
概
観
す
る
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
言
葉
は
、
狭
義
に
は
生
態
学
、
す
な
わ
ち
生
物
と
環
境
の
相
互
作
用
を
扱
う
学
問

分
野
を
指
す2
＊

。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
そ
う
し
た
限
定
さ
れ
た
学
術
的
枠
組
み
を
こ
え
て
、
い
ま
や
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
は
広
く
人

間
と
自
然
の
調
和
を
目
指
す
思
想
、
ひ
い
て
は
そ
の
思
想
に
導
か
れ
る
生
き
方
そ
の
も
の
を
表
す
概
念
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
を
発
祥
と
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
日
本
で
も
流
行
語
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
、「
健
康
で
持
続
可
能
な

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
を
意
味
す
る
「LO

H
A

S

」（Lifestyle of H
ealth and Sustainability

）
と
呼
ば
れ
る
生
活
様
式
は
、
エ
コ
ロ
ジ
カ

ル
な
生
き
方
の
代
表
的
な
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
概
念
が
有
す
る
範
囲
に
は
、
生
態
学
の
知
見
を
取
り
入
れ
た
文
化
的
・
社
会
的
・
政
治
的
・
経
済
的
な

研
究
や
思
索
も
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
事
実
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
ま
つ
わ
る
思
想
は
、
と
り
わ
け
産
業
革
命
に

よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
資
本
主
義
と
そ
れ
に
付
随
す
る
工
業
化
の
進
展
や
消
費
社
会
の
到
来
が
も
た
ら
す
矛
盾
や
弊
害
に
対
す
る
批
判
的
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い
く
。

　
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
哲
学
の
祖
と
さ
れ
る
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
は
、
一
六
二
〇
年
に
「
新
し
い
オ
ル
ガ
ノ
ン
」
を
意
味
す
る
『
ノ

ヴ
ム
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
』
と
い
う
書
物
を
公
刊
し
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
論
理
学

（
オ
ル
ガ
ノ
ン
）
の
刷
新
を
目
論
ん
だ
同
書
で
は
、「
人
間
の
自
然
に
対
す
る
支
配
権
」
を
強
固
に
す
る
力
は
「
た
だ
技
術
と
学
問
に
の

み＊
４

」
宿
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ー
コ
ン
は
、
人
間
が
自
然
を
制
御
す
る
た
め
に
は
、
実
験
や
観
察
に
基
づ
く
知
識
が

不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
然
は
客
観
的
な
知
の
対
象
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
自
然
を
客
体
視
す
る
見
方
は
、
近
代
西
洋
に
お
け
る
風
景
画
の
展
開
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
人
類
学
者
の
フ
ィ
リ
ッ

プ
・
デ
ス
コ
ラ
は
、
風
景
画
の
起
源
と
さ
れ
る
「
室
内
の
窓
」（「
後
背
地
の
景
色
を
切
り
取
る
」
絵
画
表
現
）
を
発
明
し
た
と
さ
れ
る
ル
ネ

サ
ン
ス
期
の
画
家
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
「
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
が
五
〇
年
前
に
体
系
化
し
た
線
遠
近
法
［
透
視
図
法
］
の
数
学

的
基
礎
を
マ
ス
タ
ー
し
た
、
ド
イ
ツ
文
化
圏
で
最
初
の
画
家
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、「
風
景
が
一
つ
の
自
律
的
ジ
ャ
ン
ル
と
し

て
出
現
す
る
こ
と
」
は
、「
新
し
い
規
則
に
従
っ
て
風
景
を
秩
序
化
す
る
こ
と
に
従
属
す
る
出
来
事
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る＊
５

。

　
こ
う
し
た
近
代
的
な
自
然
観
は
科
学
的
知
識
の
蓄
積
を
積
極
的
に
促
し
、
一
八
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
最
初
の
産
業
革
命

を
準
備
し
た
。
交
通
手
段
の
発
達
や
衣
料
事
情
の
改
善
な
ど
を
通
じ
て
、
都
市
生
活
は
便
利
で
快
適
な
も
の
に
変
わ
っ
た
。
そ
の
一
方

で
、
拡
大
さ
れ
た
貧
富
の
差
や
児
童
労
働
の
蔓
延
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
社
会
の
階
層
化
が
進
ん
で
い
っ
た
。
現
代
イ
タ
リ
ア
を
代
表
す

る
美
学
者
で
あ
る
パ
オ
ロ
・
ダ
ン
ジ
ェ
ロ
が
「
風
景
画
は
都
市
で
生
ま
れ
、
一
九
世
紀
と
い
う
産
業
の
時
代
に
支
配
的
な
ジ
ャ
ン
ル
に

な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
「
都
市
的
で
産
業
的
な
社
会
」
が
「
自
然
美
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
呼
び
醒
ま
し
、
自
然

表
象
に
逃
げ
場
を
探
し
求
め
た＊
６

」
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
加
え
て
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
産
業
革
命
は
戦
後
に
顕
著
に
な
っ
た
公
害
な
ど
の
環
境
問
題
の
起
点
で
も
あ
る
。
す
で
に

一
八
九
一
年
の
日
本
で
は
、
田
中
正
造
に
よ
っ
て
足
尾
銅
山
の
鉱
毒
問
題
が
国
会
の
場
で
提
起
さ
れ
て
い
る
。

洞
察
を
伴
い
な
が
ら
深
化
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
で
、「
政
治
的
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
の
思
想
に
先
鞭
を
つ
け
た
ア
ン

ド
レ
・
ゴ
ル
ツ
は
、
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
、「
人
間
の
活
動
は
自
然
の
な
か
に
そ
の
外
的
な
限
界
が
あ
り
、
こ
の
限
界
を
無
視
す
る

と
、
た
ち
ま
ち
し
っ
ぺ
返
し
を
く
う
こ
と
に
な
る
」
と
喝
破
し
、
そ
の
た
め
に
は
「
最
大
限
の
欲
求
を
つ
く
り
だ
し
、
原
料
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
の
最
大
限
流
量
か
ら
最
大
限
利
潤
を
実
現
し
つ
つ
、
最
大
限
の
商
品
材
と
サ
ー
ビ
ス
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
よ

う
」
と
す
る
「
資
本
主
義
の
論
理
の
転
倒＊
３

」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
用
語
が
含
み
も
つ
豊
か
な
射
程
を
、
単
な
る
「
環
境
保
護
」
や
「
サ
ス
テ
ナ

ビ
リ
テ
ィ
ー
」
の
議
論
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
も
重
要
な
論
点
で
は
あ
る
が
）
に
収
斂
さ
れ
が
ち
な
、
狭
い
意
味
で
の
自
然
環
境
の
み
に

還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
環
境
」
と
い
う
言
葉
の
含
意
を
、
私
た
ち
を
取
り
囲
み
、
私
た
ち
の
身
体
や
意
識
を
形
成
し
、
私

た
ち
自
身
も
そ
の
不
可
欠
な
一
部
と
な
っ
て
い
る
物
質
・
精
神
世
界
に
ま
で
拡
張
し
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
芸
術
実
践
の
軌
跡
を
そ
の
社

会
的
・
経
済
的
・
歴
史
的
文
脈
と
の
関
連
で
記
述
し
て
い
き
た
い
。

産
業
革
命
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で

　
本
稿
で
は
、
便
宜
的
に
三
つ
の
時
代
区
分
を
採
用
す
る
。
そ
れ
ら
は
「
産
業
革
命
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
」、「
第
二
次
世
界
大

戦
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
」、「
二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
現
在
ま
で
」
の
三
つ
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
過
去
か
ら
現
在
を
経
て
未

来
へ
と
至
る
過
程
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
思
想
と
実
践
が
リ
ニ
ア
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た
と
い
う
素
朴
な
進
歩
史
観
は
、
こ
こ
で
は
退
け
ら

れ
る
。「
産
業
革
命
」、「
第
二
次
世
界
大
戦
」、「
二
〇
〇
〇
年
代
」
と
い
う
区
切
り
（
前
二
つ
は
歴
史
上
の
出
来
事
で
あ
る
の
に
対
し
、

最
後
の
一
つ
が
年
代
で
あ
る
の
は
不
自
然
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
）
を
設
定
し
た
理
由
は
、
各
項
目
が
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
歴
史
に
お

い
て
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
づ
け
は
、
芸
術
実
践
と
も
結
び
つ
け
な
が
ら
、
本
文
中
で
行
っ
て
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こ
う
し
た
ソ
ロ
ー
の
自
然
観
は
、
時
代
を
超
越
し
て
春
秋
時
代
に

お
け
る
中
国
の
哲
学
者
と
響
き
合
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ソ

ロ
ー
か
ら
大
い
な
る
薫
陶
を
受
け
た
ケ
ー
ジ
が
、
一
方
で
は
古
代

中
国
に
成
立
し
た
『
易
経
』（
儒
教
の
基
本
書
籍
で
あ
る
五
経
の
一

書
）
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
、
独
自
の
「
偶
然
性
の
音

楽
」（《
易
の
音
楽
》、
一
九
五
一
年
）
を
創
作
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
。
紀
元
前
六
世
紀
ご
ろ
に
編
ま
れ
た
『
道
徳
経
』
は
、
万

物
の
根
源
を
指
し
示
す
「
道
（
タ
オ
）」
の
思
想
を
記
し
た
老
子
の

作
と
さ
れ
る
。『
道
徳
経
』
で
は
、「
人
間
は
自
分
の
利
益
の
た
め
に

自
然
を
支
配
す
る
」
が
、
真
に
「
道
」
を
知
る
人
に
と
っ
て
は
「
自

然
は
深
い
基
礎
的
な
調
和₁₂
＊

」
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
と
説
か
れ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、「
世

界
と
わ
れ
わ
れ
の
精
神
」
は
「
他
と
の
格
闘
の
緊
張
に
あ
り
、
戦
い

に
お
け
る
決
定
的
な
生
起
現
象
」
で
あ
る
と
主
張
し
、
ゆ
え
に
「
世

界
は
自
然
の
生
起
現
象
で
あ
り
、
生
き
た
循
環
」
で
あ
る
と
す
る
老

子
の
考
え
に
反
駁
し
た₁₃
＊

。
人
間
と
世
界
の
弁
証
法
的
対
立
を
経
由
し

た
進
歩
を
基
礎
と
す
る
西
洋
の
近
代
的
な
自
然
観
と
、
人
間
と
自
然

と
い
う
二
項
対
立
自
体
を
超
克
し
て
い
く
こ
と
を
志
向
す
る
東
洋
的

な
発
想
の
あ
い
だ
の
鋭
い
対
立
が
、
こ
こ
で
は
露
わ
に
な
っ
て
い
る
。

　
一
九
世
紀
半
ば
に
イ
ギ
リ
ス
で
始
ま
っ
た
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
は
、
こ
の
産
業
革
命
を
時
代
背
景
と
し
て
興
起
し
た
。

こ
の
動
き
は
、
一
般
的
に
「
伝
統
的
な
手
仕
事
の
復
興
、
よ
り
素
朴
な
生
活
様
式
へ
の
回
帰
、
家
庭
の
日
用
品
の
デ
ザ
イ
ン
向
上
を
め

ざ
す
工
芸
の
革
新
運
動7
＊

」
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
芸
術
運
動
の
主
導
者
の
一
人
で
あ
る
美
術
評
論
家
の
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
は
、
一
八

五
一
年
か
ら
五
三
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
大
作
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
石
』
に
お
い
て
、
人
間
を
「
た
ん
な
る
部
分
に
分
割8
＊

」
す
る

機
械
化
・
分
業
化
の
動
き
を
厳
し
く
糾
弾
し
て
い
る
。
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
の
源
流
に
は
、「
モ
ダ
ン
デ
ザ
イ
ン
の
父
」
と

称
さ
れ
る
、
も
う
一
人
の
主
導
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
存
在
が
あ
る
。
モ
リ
ス
が
一
八
七
七
年
に
創
設
し
た
「
古
建
築
物
保
護
協

会
」
は
修
復
と
い
う
名
目
で
乱
発
さ
れ
て
い
た
歴
史
的
建
造
物
の
破
壊
に
反
対
し
、
こ
の
動
き
は
近
年
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
よ
る
環
境
保

全
運
動
の
先
駆
け
と
し
て
再
評
価
さ
れ
始
め
て
い
る
。
晩
年
の
モ
リ
ス
が
一
八
九
〇
年
に
出
版
し
た
小
説
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
よ
り
』
で

は
、
人
と
自
然
が
調
和
し
た
社
会
が
、「
過
去
の
美
し
い
芸
術
作
品
が
現
在
の
美
し
い
自
然
と
混
じ
り
合
っ
た9
＊

」
理
想
郷
と
し
て
描
か

れ
て
い
た
。

　
同
時
代
、
即
ち
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
に
目
を
向
け
て
み
る
。
そ
こ
で
真
っ
先
に
言
及
す
べ
き
人
物
と
し
て
浮
上
す
る
一
八
一
七

年
生
ま
れ
の
ヘ
ン
リ
ー
・
ソ
ロ
ー
は
、
今
日
ま
で
続
く
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
思
想
に
こ
の
上
な
く
多
大
な
影
響
を
与
え
た
人
物
で
あ
る
。
ソ

ロ
ー
は
、
人
間
と
自
然
の
関
係
を
め
ぐ
る
た
く
さ
ん
の
詩
や
文
章
を
残
し
た
。
そ
の
活
動
の
根
幹
に
は
、
常
に
「
人
間
を
社
会
の
一
員

と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
自
然
界
」
の
住
人
、
も
し
く
は
そ
の
重
要
な
一
部
分
と
し
て₁₀
＊

」
眺
め
る
眼
差
し
が
あ
っ
た
。
湖
畔
に
建

て
た
小
屋
で
自
給
自
足
の
生
活
を
送
っ
た
ソ
ロ
ー
は
、
一
日
に
何
時
間
も
森
を
歩
き
回
っ
た
。
そ
の
思
索
の
過
程
で
残
さ
れ
た
様
々
な

動
植
物
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、「
人
間
の
創
造
的
な
直
感
を
揺
り
動
か
し
、
繊
細
な
芸
術
作
品
を
生
み
出
す
源
泉
と
な
っ
て
き
た₁₁
＊

」。
文
化
人

類
学
者
の
今
福
龍
太
は
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
一
九
七
八
年
に
現
代
音
楽
の
生
み
の
親
と
も
目
さ
れ
る
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
が
制
作
し
た

フ
ォ
ト
・
エ
ッ
チ
ン
グ
《
ソ
ロ
ー
に
よ
る
一
七
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
》
を
挙
げ
て
い
る
（
図
１
）。
ケ
ー
ジ
は
、
こ
の
作
品
以
外
に
も
ソ

ロ
ー
を
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
源
と
し
た
様
々
な
作
品
を
生
み
出
し
て
い
る
。

図１　John Cage, Seventeen Drawings by Thoreau, 1978, color photoetching on Hodomura paper, 55.9
× 71.1cm, ©National Gallery of Art, Washington
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に
「
複
数
の
人
間
的
・
非
人
間
的
作
用
者
の
交
渉
か
ら
現
れ
る
、
物
と
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
の
混
淆
」
を
看
取
す
る₁₅
＊

。
こ
の
作
品
は
、
ラ
ン

ド
・
ア
ー
ト
（
ア
ー
ス
・
ワ
ー
ク
）
の
金
字
塔
と
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ン
ド
・
ア
ー
ト
と
は
、「
主
に
自
然
に
存
在
す
る
物
質
を
用
い
て
屋

外
に
設
置
さ
れ
る
芸
術
」
の
潮
流
と
理
解
さ
れ
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降
の
欧
米
で
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た₁₆
＊

。
ス
ミ
ッ
ソ

ン
以
外
の
代
表
的
な
作
家
と
し
て
、
ナ
ン
シ
ー
・
ホ
ル
ト
、
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
イ
ザ
ー
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
デ
・
マ
リ
ア
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

タ
レ
ル
な
ど
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
活
動
し
て
い
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
作
品
は
、
重
機
な
ど
の

大
型
機
械
を
駆
使
し
て
実
現
さ
れ
る
大
規
模
な
も
の
が
大
多
数
を
占
め
て
い
た
。
美
術
批
評
家
の
ル
ー
シ
ー
・
リ
パ
ー
ド
は
二
〇
一
四

年
の
著
作
で
、
ラ
ン
ド
・
ア
ー
ト
を
人
間
に
よ
る
自
然
の
「
植
民
地
化
の
一
形
式
（a kind of colonization in itself

）」₁₇
＊

と
し
て
批
判
し

て
い
る
。
リ
パ
ー
ド
は
、
ラ
ン
ド
・
ア
ー
ト
の
大
部
分
が
持
続
可
能
性
を
無
視
し
た
人
間
に
よ
る
自
然
へ
の
強
引
な
介
入
で
あ
っ
た
と

考
え
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
ラ
ン
ド
・
ア
ー
ト
は
異
な
る
進
展
を
示
し
た
こ
と
は
言
及
に
値
す
る
事
実
だ
ろ
う
。
リ

パ
ー
ド
の
古
く
か
ら
の
友
人
で
も
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
レ
ベ
ッ
カ
・
ソ
ル
ニ
ッ
ト
は
、
歩
く
こ
と
を
主
題
に
据
え
た
著
作
の
中
で

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ン
グ
の
芸
術
実
践
に
言
及
し
て
い
る
（
実
際
、
ソ
ル
ニ
ッ
ト
は
こ
の
本
を
リ
パ
ー
ド
に
勧
め
ら
れ
て
執
筆
し
た
と
述

べ
て
い
る
）。
一
九
六
〇
年
代
半
ば
以
降
、
ロ
ン
グ
は
「
芸
術
の
媒
体
と
し
て
の
歩
行₁₈
＊

」
を
探
求
し
始
め
た
。
そ
の
最
初
期
の
成
果
が
、

一
九
六
七
年
に
発
表
さ
れ
た
《
歩
行
に
よ
る
線
》
で
あ
る
。
自
身
が
草
原
を
往
還
し
て
残
し
た
道
筋
を
写
真
に
記
録
し
た
の
が
、
こ
の

作
品
で
あ
る
。
ロ
ン
グ
と
同
世
代
の
イ
ギ
リ
ス
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
ハ
ミ
ッ
シ
ュ
・
フ
ル
ト
ン
は
、
世
界
各
地
を
歩
い
て
旅
す
る

過
程
を
作
品
化
し
た
。
一
九
七
一
年
に
発
表
さ
れ
た
、
写
真
と
テ
ク
ス
ト
を
組
み
合
わ
せ
た
《
巡
礼
の
道
》
は
、
フ
ル
ト
ン
の
初
期
の

代
表
作
で
あ
る
。
彼
ら
の
後
継
者
に
位
置
す
る
ア
ン
デ
ィ
ー
・
ゴ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ジ
ー
の
繊
細
な
作
品
は
、
雪
や
氷
に
わ
ず
か
に
手
を
加

え
る
こ
と
で
作
ら
れ
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
時
間
し
か
そ
の
姿
を
こ
の
世
界
に
と
ど
め
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ン

ド
・
ア
ー
ト
は
、
自
然
に
対
す
る
干
渉
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
中
国
出
身
の
徐
氷
（
シ
ュ
・
ビ
ン
）
は
、
一
九
八
七
年
か
ら
九
一
年
に
制
作
し
た
《
空
か
ら
降
る
本
》
に
お
い
て
実
在
し
な
い
漢
字

（
そ
の
ど
れ
も
が
漢
字
を
読
め
な
い
者
に
と
っ
て
は
も
っ
と
も
ら
し
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
）
を
捏
造
し
、
洋
の
東
西
を
挟
ん
だ
相
互

理
解
の
齟
齬
を
表
現
し
た
。
二
〇
一
四
年
、
徐
は
植
物
の
枯
れ
枝
や
古
紙
な
ど
の
廃
棄
物
を
用
い
て
制
作
さ
れ
た
江
山
万
里
図
を
含
む

イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
《
背
後
の
物
語
》
を
制
作
し
た
。
江
山
万
里
図
は
、
宋
代
に
描
か
れ
た
山
水
画
の
傑
作
で
あ
る
。《
背
後
の
物

語
》
で
は
、
西
洋
と
は
異
な
る
東
洋
の
自
然
観
が
現
代
風
に
、
そ
し
て
廃
材
を
再
利
用
す
る
と
い
う
文
字
通
り
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
手
法

で
表
現
さ
れ
て
い
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で

　
人
類
に
比
類
な
き
惨
禍
を
も
た
ら
し
た
戦
争
の
後
も
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
収
奪
は
続
い
た
。
そ
の
勢
い
は
衰
え
る
ど
こ
ろ
か
、
ま

す
ま
す
激
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
遠
因
を
た
ど
れ
ば
、
そ
れ
が
自
然
破
壊
を
伴
う
産
業
の
過
剰
な
発
達
に

よ
り
、
市
場
と
し
て
の
植
民
地
を
獲
得
す
る
た
め
の
各
国
の
競
争
か
ら
派
生
し
た
対
立
に
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
。
し
か
し
、
戦
後
に

な
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
観
点
か
ら
の
反
省
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う

し
た
傾
向
に
対
し
て
警
告
を
発
す
る
学
者
も
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
六
二
年
に
出
版
さ
れ
た
『
沈
黙
の
春
』
に
お
い
て
、
生
物
学
者
の

レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
は
生
態
系
を
破
壊
す
る
科
学
薬
品
の
危
険
性
を
告
発
し
た
。
現
在
で
も
読
み
継
が
れ
る
同
書
で
、
カ
ー
ソ
ン

は
「
私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
地
球
は
自
分
た
ち
人
間
だ
け
の
も
の
で
は
な
い₁₄
＊

」
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。

  

『
沈
黙
の
春
』
出
版
か
ら
八
年
後
の
一
九
七
〇
年
、
ア
メ
リ
カ
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
ス
ミ
ッ
ソ
ン
の
《
ス
パ
イ
ラ

ル
・
ジ
ェ
ッ
テ
ィ
》
が
ユ
タ
州
の
グ
レ
ー
ト
ソ
ル
ト
湖
に
建
設
さ
れ
た
。
こ
の
巨
大
な
芸
術
作
品
は
、
全
長
約
四
六
〇
メ
ー
ト
ル
に
及

ぶ
渦
巻
き
状
の
突
堤
で
あ
り
、
土
砂
や
岩
石
な
ど
自
然
素
材
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
美
学
者
の
平
倉
圭
は
、
そ
の
複
雑
な
生
産
過
程
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も
う
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
戦
後
、
最
も
影
響
力
の
あ
る
社
会
派
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
の
一
人
で
あ
る
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ボ
イ
ス
が
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
、
ボ
イ
ス
は

環
境
政
策
を
推
進
す
る
ド
イ
ツ
の
環
境
政
党
「
緑
の
党
」
の
設
立
に
深
く
関

わ
っ
た
。
ボ
イ
ス
は
一
九
八
二
年
の
ド
ク
メ
ン
タ
で
は
《
七
〇
〇
〇
本
の
オ
ー

ク
》
と
題
さ
れ
た
ア
ー
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
、
市
民
と
協
働
し
て

植
樹
作
業
を
行
っ
た
。
こ
う
し
た
活
動
の
根
底
に
は
、「
自
然
へ
の
わ
れ
わ
れ

の
関
係
は
徹
底
的
に
乱
れ
て
い
る₂₁
＊

」
と
い
う
彼
の
深
刻
な
危
機
意
識
が
あ
っ
た
。

　
実
際
の
と
こ
ろ
、「
徹
底
的
に
乱
れ
」
た
自
然
と
私
た
ち
の
関
係
は
、
戦

後
、
徐
々
に
、
し
か
し
着
実
に
人
間
の
身
体
を
蝕
ん
で
い
た
。
日
本
を
例
に

と
れ
ば
、
そ
の
明
確
な
表
出
が
い
わ
ゆ
る
「
四
大
公
害
」
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
を
拠
点
と
し
て
ア
ー
ト
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
融
合
を
目
指
し
た

E
.A

.T
.

（E
xperim

ents in A
rt and T

echnology

）
と
も
関
わ
り
の
あ
っ
た
中
谷

芙
二
子
は
、
一
九
七
二
年
に
《
水
俣
病
を
告
発
す
る
会
―
― 

テ
ン
ト
村
ビ
デ
オ

日
記
》
を
制
作
し
た
（
図
３
）。
水
俣
病
は
一
九
五
六
年
に
正
式
に
認
め
ら
れ

た
疾
患
で
、
第
二
水
俣
病
（
新
潟
水
俣
病
）、
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
、
四
日
市
ぜ

ん
そ
く
と
並
ん
で
四
大
公
害
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
一
九
五
〇
年
代
後

半
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
高
度
経
済
成
長
期
に
日
本
で
発
生
し
た
多
数
の

公
害
の
う
ち
、
特
に
被
害
の
大
き
い
事
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
受
け
て
、

一
九
六
七
年
に
は
公
害
対
策
基
本
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
律
は
一
九

　
ロ
ン
グ
や
フ
ル
ト
ン
と
同
時
代
、
つ
ま
り
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
の
日
本
に
目
を
配
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
松

澤
宥
や
磯
辺
行
久
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
芸
術
実
践
が
輝
き
を
放
っ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
概
念
芸
術
の
始
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
松
澤

は
、
拠
点
と
し
て
い
た
長
野
県
下
諏
訪
の
自
邸
で
八
〇
年
ほ
ど
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
そ
の
山
奥
で
一
九
七
一
年
に
催
さ
れ
た
「
音
会
」

や
、
そ
の
翌
年
の
「
雪
の
会
座
」
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
日
本
美
術
を
研
究
し
て
い
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ロ
ッ
テ
ィ

に
な
ら
っ
て
、
知
を
通
じ
た
自
然
支
配
の
基
盤
を
な
す
近
代
的
理
性
に
対
す
る
「
反
文
明
の
蜂
起₁₉
＊

」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
松
澤
の
「
フ
リ
ー
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
」
実
践
で
は
、
身
体
的
表
現
行
為
を
媒
体
と
し
て
共
感
作
用
を
創
出
す
る
儀
式
が
試
み
ら

れ
た
。

　
一
方
、
版
画
や
彫
刻
な
ど
を
幅
広
く
制
作
し
て
い
た
磯
辺
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
渡
米
し
、
ア
メ
リ
カ
で
環
境
工
学
を
学
ん
だ
。
帰

国
後
は
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
働
き
、
七
〇
年
代
に
は
芸
術
の
視
覚
表
現
と
生
態
学
の
知
見
を
統
合
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な

活
動
を
展
開
し
て
い
く
。
九
〇
年
代
に
な
っ
て
本
格
的
に
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
活
動
を
再
開
す
る
と
、
磯
辺
は
「
人
と
自
然
の
相
互
関
係
」

の
複
雑
な
「
様
相₂₀
＊

」
を
視
覚
化
す
る
作
品
群
に
着
手
し
た
。
そ
の
代
表
例
と
し
て
、
一
九
九
六
年
の
《
成
長
計
画
》
や
二
〇
一
三
年
の

《
偏
西
風
図
》
が
あ
る
（
図
２
）。
い
ず
れ
も
、
目
に
見
え
な
い
生
態
学
的
な
現
象
を
視
覚
的
な
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
に
落
と
し
込
ん
だ
磯
辺

独
自
の
平
面
作
品
で
あ
る
。

　
一
九
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
八
〇
年
代
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
事
象
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
コ
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
協
働
）
に
重

点
を
置
い
た
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
芸
術
実
践
の
出
現
が
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
の
で
き
る
《
ザ
・
フ
ァ
ー
ム
》
は
、
一
九

七
四
年
に
ボ
ニ
ー
・
シ
ャ
ー
ク
の
手
で
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
設
立
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
ク
は
高
速

道
路
の
建
設
の
た
め
に
荒
廃
し
た
地
域
を
公
園
と
し
て
蘇
ら
せ
、
老
若
男
女
が
集
う
場
に
変
貌
さ
せ
た
。
そ
こ
に
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や
図

書
館
に
加
え
て
、
菜
園
や
牧
場
も
併
設
さ
れ
て
い
た
。
人
と
動
植
物
が
と
も
に
学
び
合
う
「
野
生
の
学
舎
」（
今
福
龍
太
）
が
、
こ
こ
に

確
か
に
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

図 2　磯辺行久、《成長計画》、1996 年、ミクストメディア、100 × 200cm、画像提供：アートフロ
ントギャラリー
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九
三
年
に
環
境
基
本
法
が
成
立
す
る
と
同
時
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
大
部

分
の
内
容
は
同
法
に
引
き
継
が
れ
た
。
中
谷
の
映
像
作
品
は
、
生
態
系

の
破
壊
が
引
き
起
こ
し
た
悲
劇
の
犠
牲
者
に
よ
る
抗
議
活
動
を
記
録
し

た
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

　
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
身
近
な
も
の
に
な
っ
た
一
九
九
〇

年
代
に
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
科
学
技
術
を
融
合
し
た
芸
術
作
品
が
目

立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
先
駆
者
の
一
人
に
、
ア
メ
リ
カ
人
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
ピ
ー
タ
ー
・
フ
ェ
ン
ド
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九

八
〇
年
、
フ
ェ
ン
ド
は
《
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ア
ー
ス
・
コ
ン
ス
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
・
ア
ン
ド
・
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
》

を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
衛
星
を
用
い
て
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
探
索
し
た

写
真
作
品
で
、
同
年
に
彼
が
設
立
し
た
事
務
所
の
名
称
に
も
な
っ
て

い
る
。
一
九
九
一
年
に
発
表
さ
れ
た
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る

《
オ
ー
シ
ャ
ン
・
ア
ー
ス
：
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
》
な
ど
、
彼
は
九
〇
年
代
以

降
も
芸
術
を
通
し
て
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
主
題
を
追
求
し
続
け
て
い
る
。

同
様
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
や
科
学
技
術
を
用
い
た
芸
術
実
践
の
中
で
エ
コ

ロ
ジ
ー
の
思
想
と
共
鳴
す
る
例
と
し
て
、
イ
ン
ゴ
・
ギ
ュ
ン
タ
ー
の
イ

ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
《
ワ
ー
ル
ド
・
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
》
は
言
及
に
値
す

る
。
こ
の
作
品
は
一
九
八
八
年
に
制
作
さ
れ
、
九
〇
年
代
に
様
々
な
場

所
で
披
露
さ
れ
た
。
発
光
す
る
多
数
の
地
球
儀
型
オ
ブ
ジ
ェ
の
表
面
に
は
、
世
界
各
地
の
環
境
に
関
連
し
た
統
計
的
デ
ー
タ
が
可
視
化

さ
れ
た
。

　
一
九
九
三
年
に
三
人
の
デ
ン
マ
ー
ク
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
（
ヤ
コ
ブ
・
フ
ェ
ン
ガ
ー
、
ビ
ョ
ー
ン
ス
タ
ー
ネ
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
セ
ン
、

ラ
ス
ム
ス
・
ニ
ー
ル
セ
ン
）
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
ス
ー
パ
ー
フ
レ
ッ
ク
ス
は
、
新
し
い
科
学
技
術
を
芸
術
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
融
合

し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
注
目
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
ア
ー
ト
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
と
い
う
概
念
を
先
取
り
し
て
い
た
。

当
然
な
が
ら
芸
術
家
の
集
ま
り
は
は
る
か
昔
か
ら
存
在
し
た
が
、
美
術
批
評
家
の
福
住
廉
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
概
念
は
特
に
「
単
独

で
は
な
く
複
数
で
チ
ー
ム
を
構
成
し
、
そ
の
集
団
的
主
体
性
を
ひ
と
り
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
す
る
考
え
方₂₂
＊

」
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に

特
徴
が
あ
る
。
科
学
技
術
を
援
用
し
た
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
芸
術
実
践
と
し
て
、
ス
ー
パ
ー
フ
レ
ッ
ク
ス
が
一
九
九
六
年
か
ら
開
始
し
た

ア
ー
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ス
ー
パ
ー
ガ
ス
」
に
言
及
し
た
い
。
こ
れ
は
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
協
力
し
て
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
動
力
源
と

す
る
ユ
ニ
ッ
ト
の
開
発
を
目
指
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
初
の
試
運
転
は
、
ア
フ
リ
カ
東
部
に
位
置
す
る
タ
ン
ザ
ニ
ア
で

行
わ
れ
た
。
こ
の
試
み
は
、
そ
の
後
も
一
九
九
〇
年
代
を
通
じ
て
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
や
メ
キ
シ
コ
を
含
む
様
々
な
国
々
で
展
開
さ
れ
た
。

二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
現
在
ま
で

　
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ
て
、
人
新
世
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
た
。
そ
の
発
端
は
同
年
の
国
際
会
議
に
お
け
る
オ
ゾ
ン
ホ
ー
ル
研
究
の

泰
斗
、
大
気
科
学
者
の
パ
ウ
ル
・
ク
ル
ッ
ツ
ェ
ン
に
よ
る
発
言
で
あ
っ
た
。
こ
の
造
語
に
、
ク
ル
ッ
ツ
ェ
ン
は
「
人
間
の
活
動
が
地
球

に
地
質
学
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
影
響
を
与
え
て
い
る₂₃
＊

」
と
い
う
含
意
を
込
め
た
。
人
新
世
の
概
念
は
瞬
く
間
に
学
術
界
を
席
巻
し
、
様
々

な
学
問
領
域
に
お
い
て
取
り
入
れ
ら
れ
た₂₄
＊

。

　
環
境
史
家
の
Ｊ
・ 

Ｒ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
は
、
人
新
世
の
開
始
を
一
九
四
五
年
に
定
め
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
こ
の
年
を
境
に
「
い

図 3　中谷芙二子、《水俣病を告発する会―― テント村ビデオ日記》、 1971-72 年、ビデオ、モノクロ、
サウンド、20 分、©Fujiko Nakaya, courtesy of PROCESSART INC.
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く
つ
か
の
異
な
る
仕
方
で
観
測
さ
れ
、
判
定
さ
れ
る
地
球
と
生
物
圏
に
対
す
る
人
間
の
影
響₂₅
＊

」
が
爆
発
的
に
増
大
し
た
こ
と
に
求
め
ら

れ
る
。
こ
の
統
計
的
事
実
を
指
し
て
、
マ
ク
ニ
ー
ル
は
「
グ
レ
ー
ト
・
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
シ
ョ
ン
（T

he G
reat A

cceleration

）」
と
名
付

け
た
。
そ
の
原
因
は
人
口
増
加
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
あ
る
い
は
産
業
化
・
都
市
化
や
核
開
発
の
頻
発
な
ど
、
と
り
わ
け
産
業
革
命
以
降

の
人
間
活
動
に
紐
づ
く
複
合
的
な
要
素
に
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
テ
ィ
モ
シ
ー
・
モ
ー
ト
ン
は
、
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
人
新
世
に
関
わ
る
思
索
を
深
化
さ
せ
て
き
た
重
要
人
物
で
あ
る
。「
本
当
に

エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
政
治
と
倫
理
と
哲
学
と
芸
術
を
阻
む
観
念
の
一
つ
が
、
自
然
の
観
念
そ
の
も
の
で
あ
る₂₆
＊

」
と
述
べ
る
と
き
、
モ
ー
ト

ン
は
本
質
を
備
え
た
実
体
と
し
て
の
自
然
と
い
う
概
念
を
否
定
し
て
い
る
。
モ
ー
ト
ン
の
『
自
然
な
き
エ
コ
ロ
ジ
ー
』
を
翻
訳
し
た
篠

原
雅
武
は
、
こ
う
し
た
モ
ー
ト
ン
の
姿
勢
を
「
人
間
と
自
然
を
対
置
さ
せ
、
自
然
を
人
間
よ
り
も
優
位
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
、
生

命
圏
中
心
主
義
を
提
唱
す
る
こ
と
に
、
警
戒
心
を
も
っ
て
い
る₂₇
＊

」
と
解
釈
す
る
。
そ
う
し
た
態
度
は
、
自
然
を
私
た
ち
の
生
を
「「
と

り
ま
く
も
の
」
と
し
て
捉
え₂₈
＊

」、
人
間
と
自
然
の
相
互
浸
透
に
目
を
向
け
る
こ
と
へ
と
私
た
ち
を
導
く
。

　
こ
う
し
た
自
然
観
を
体
現
す
る
例
と
し
て
、
本
田
健
の
画
業
を
挙
げ
た
い
。
彼
は
三
〇
年
前
か
ら
岩
手
県
遠
野
の
山
中
に
暮
ら
し
、

絵
を
描
き
続
け
て
い
る
。
先
述
し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ン
グ
や
ハ
ミ
ッ
シ
ュ
・
フ
ル
ト
ン
か
ら
も
影
響
を
受
け
、
制
作
の
た
め
に
一
日

に
数
時
間
は
山
を
歩
く
と
い
う
。
こ
う
し
て
誕
生
し
た
の
が
一
九
九
〇
年
代
に
開
始
さ
れ
た
「
山
あ
る
き
」
と
題
さ
れ
る
ド
ロ
ー
イ
ン

グ
の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
（
図
４
）。
本
田
は
、
山
中
で
実
際
に
木
や
草
を
見
な
が
ら
絵
を
描
く
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
撮
影
し
た
写
真

を
ア
ト
リ
エ
で
精
密
に
模
写
す
る
と
い
う
手
法
に
こ
だ
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
対
象
は
実
体
と
し
て
の
自
然
そ
の
も
の

で
は
な
く
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
時
間
性
に
お
い
て
再
現
さ
れ
た
山
景
の
表
象
で
あ
る
。
本
田
自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
こ
う
し
た
営

み
は
「
意
識
の
歩
行
」
と
表
現
さ
れ
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
油
彩
画
に
着
手
し
、
本
田
は
自
庭
に
張
っ
た
テ
ン
ト
で
長
時
間
の
写
生

を
行
っ
て
い
る
。
筆
者
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
際
、
そ
の
過
程
で
「
自
然
が
意
識
の
中
に
入
り
込
ん
で
く
る
」
と
彼
は
語
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
感
覚
は
と
て
も
心
地
い
い
も
の
で
あ
る
そ
う
だ
。
こ
れ
は
、
自
然
の
人
間
へ
の
貫
入
を
示
す
好
例
と
言
え
る
。

　
ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
人
類
学

者
の
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
コ
ー
ン
は
「
見
る
こ
と
や
表
象
す
る
こ
と
、

そ
し
て
お
そ
ら
く
は
知
る
こ
と
や
考
え
る
こ
と
で
さ
え
も
、
人
間
の

専
売
特
許
で
は
な
い₂₉
＊

」
と
い
う
気
付
き
を
得
た
と
書
い
て
い
る
。
こ

こ
で
は
人
間
を
取
り
囲
む
自
然
世
界
に
は
、
私
た
ち
の
認
知
能
力
の

限
界
を
こ
え
た
領
域
が
存
在
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
加
え

て
、
コ
ー
ン
は
「
イ
メ
ー
ジ
を
通
じ
て
作
動
す
る₃₀
＊

」
思
考
こ
そ
が
重

要
で
あ
る
と
明
言
す
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
イ
メ
ー
ジ
を
通
じ
て
言

語
に
よ
る
認
識
を
超
越
し
た
事
象
を
感
覚
的
に
把
握
し
よ
う
と
努
め

る
。

　
こ
の
点
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
音
楽
家
・
芸
術
家
カ
ー
ル
ス
テ

ン
・
ニ
コ
ラ
イ
は
特
筆
に
値
す
る
。
美
術
と
音
楽
の
領
域
を
横
断
す

る
ニ
コ
ラ
イ
は
、
音
や
光
な
ど
の
自
然
現
象
を
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て

可
視
化
し
て
き
た
。
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
可
視
化
を
通
じ
て
、
私
た

ち
は
人
間
の
可
聴
域
の
外
側
に
存
在
す
る
「
音
」
を
「
聴
く
」
こ
と

が
で
き
る
。
そ
う
し
た
経
験
は
、
作
品
を
体
験
し
た
人
々
が
自
ら
の

世
界
の
輪
郭
を
新
た
に
引
き
直
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。
い

ず
れ
も
二
〇
〇
〇
年
に
制
作
さ
れ
た
《
テ
レ
フ
ン
ケ
ン
》
や
《
ミ
ル

ク
》
と
い
っ
た
作
品
は
、
音
を
視
覚
化
す
る
試
み
で
あ
る
。《
テ
レ

図 4　本田健、《山あるき ――十二月》、2017 年、162.2 × 162.2cm, キャンバスに紙、チャコール
ペンシル、©Takeshi Honda、画像提供：MEM, Tokyo
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フ
ン
ケ
ン
》
で
は
壁
に
設
置
さ
れ
た
テ
レ
ビ
モ
ニ
タ
ー
に
作
家
が
リ
ミ
ッ
ク
ス
し
た
音
が
波
形
と
な
っ
て
映
し
出
さ
れ
、
写
真
連
作
の

《
ミ
ル
ク
》
は
音
の
周
波
数
に
よ
っ
て
牛
乳
の
表
面
上
に
出
現
す
る
波
紋
の
幾
何
学
模
様
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
後
者
の
作

品
を
、
上
村
洋
一
に
よ
る
二
〇
一
九
年
の
《H

ypertherm
ia 

―
― 

温
熱
療
法
》（
作
家
自
身
が
オ
ホ
ー
ツ
ク
や
知
床
な
ど
世
界
各
地
の
海
で

収
集
し
た
音
を
使
用
し
た
サ
ウ
ン
ド
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
と
比
較
す
る
の
は
興
味
深
い
。

　
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
日
本
国
内
で
開
催
さ
れ
る
芸
術
祭
の
数
は
急
増
し
た
。
そ
れ
ら
は
大
都
市
で
な
く
、
し
ば
し
ば
地
方
都
市
や
過

疎
地
域
で
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
う
し
た
芸
術
祭
の
中
に
は
自
然
を
舞
台
と
し
、
自
然
や
動
植
物
と
の
共
生
を
テ
ー
マ
と
し
た

も
の
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
代
表
例
と
し
て
「
大
地
の
芸
術
祭
」
を
掲
げ
た
、
新
潟
県
の
越
後
妻
有
ア
ー
ト
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
が
あ
る
が
、

先
述
の
磯
辺
行
久
は
二
〇
〇
〇
年
の
そ
の
第
一
回
目
か
ら
参
加
し
て
い
る
。《
川
は
ど
こ
へ
い
っ
た
》（
二
〇
〇
〇
年
）
や
《
サ
イ
フ
ォ

ン
導
水
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
》（
二
〇
一
八
年
）
な
ど
、
磯
辺
は
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
構
造
に
鑑
賞
者
の
目
を
向
け
さ
せ
る
よ
う
な
大
型
の
イ

ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
屋
外
に
設
置
し
て
い
る
。

　
海
外
に
お
い
て
も
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
地
球
環
境
を
め
ぐ
る
国
際
的
取
り
組
み
の
増
加₃₁
＊

に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
新
し
い
エ
コ
ロ

ジ
ー
に
関
係
し
た
芸
術
祭
が
増
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
四
年
の
台
北
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
（
テ
ー
マ
は
「T

he G
reat A

cceleration

」）

や
二
〇
一
七
年
の
モ
ス
ク
ワ
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
（
テ
ー
マ
は
「C

louds

⇄Forests

」）
な
ど
で
あ
る
。
前
者
は
ニ
コ
ラ
・
ブ
リ
オ
ー
、
後

者
は
長
谷
川
祐
子
の
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
展
覧
会
で
も
、
多
彩
な
芸
術
作
品
を
通
じ
て
近
代
の
人
間
中

心
主
義
を
批
評
的
に
再
考
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
た
動
向
を
、
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ア
ー
ト
の
世
界
的
流
行
か
ら
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
用
語
は

「
公
共
空
間
で
の
人
々
と
の
交
わ
り
を
志
向
す
る
社
会
的
芸
術
実
践₃₂
＊

」
を
指
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
美
術
界
で
頻
出
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
流
れ
の
中
で
差
別
や
貧
困
の
問
題
と
格
闘
す
る
作
品
の
み
な
ら
ず
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
関
心
か
ら
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な

生
態
系
や
環
境
の
モ
デ
ル
を
提
案
し
よ
う
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
前
景
化
し
て
き
た
。

　
例
え
ば
、
母
国
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
建
築
を
学
ん
だ
ト
マ
ス
・
サ
ラ
セ
ー
ノ
は
、
自
身
が
「
エ
ア
ポ
ー
ト
・
シ
テ
ィ
」
や
「
ク
ラ
ウ

ド
・
シ
テ
ィ
」
と
呼
ぶ
空
中
都
市
を
構
想
し
て
き
た
。
作
品
の
設
計
に
あ
た
っ
て
空
中
に
浮
か
ぶ
雲
や
蜘
蛛
の
巣
の
構
造
を
研
究
す

る
な
ど
、
サ
ラ
セ
ー
ノ
は
し
ば
し
ば
自
然
や
他
の
生
命
体
の
知
恵
を
借
り
る
。
さ
ら
に
鑑
賞
者
が
実
際
に
体
験
で
き
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
す
る
こ
と
で
、
彼
は
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
未
来
の
居
住
環
境
の
在
り
方
を
現
実
的
に
模
索
し
て
い
る
。

　
も
う
一
例
と
し
て
日
本
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ア
ー
ト
に
目
を
転
じ
る
と
、
藤
浩
志
は
二
〇
〇
〇
年
か
ら
か
え
っ
こ
バ
ザ
ー
ル
（
通
称

「
か
え
っ
こ
」）
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
し
て
い
る
。
藤
は
独
自
の
通
貨
を
媒
体
に
、
異
な
る
地
域
の
子
ど
も
た
ち
が
不
要
に

な
っ
た
玩
具
を
交
換
し
合
う
シ
ス
テ
ム
を
考
案
し
た
。
こ
こ
で
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
地
域
交
流
の
視
点
が
有
機
的
に
交
差
し
、
瞠
目
す
べ

き
相
乗
効
果
が
生
ま
れ
て
い
る
。

　
人
間
と
動
物
の
共
生
と
い
う
テ
ー
マ
も
、
近
年
の
芸
術
実
践
に
お
け
る
重
要
な
主
題
の
一
つ
を
構
成
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
のA

K
I IN

O
M

A
T

A

は
芸
術
を
通
じ
て
自
明
視
さ
れ
る
人
間
と
動
物
の
境
界
を
問
い
直
し
て
き
た
。
彼
女
の
映
像
作
品

《
犬
の
毛
を
私
が
ま
と
い
、
私
の
髪
を
犬
が
ま
と
う
》（
二
〇
一
四
年
）
で
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
犬
が
お
互
い
の
毛
で
作
ら
れ
た
コ
ー

ト
を
身
に
ま
と
っ
て
登
場
す
る
（
図
五
）。
人
類
学
者
の
ア
ナ
・
チ
ン
は
、
独
自
の
マ
ル
チ
ス
ピ
ー
シ
ー
ズ
民
族
誌
を
提
唱
し
て
い
る
。

「
人
間
と
人
間
以
外
の
存
在
に
よ
る
、
多
数
の
世
界
制
作
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト₃₃
＊

」
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
チ
ン
は
人
類
学
の
刷
新
を
目
指
す
。

IN
O

M
A

T
A

も
チ
ン
も
、
ア
ー
ト
と
人
類
学
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
の
違
い
は
あ
れ
ど
、
と
も
に
非
人
間
と
の
相
互
作
用
を
探
求
す
る

こ
と
を
通
じ
て
、
世
界
に
お
け
る
人
間
の
存
在
を
相
対
化
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

　
し
か
し
人
間
と
他
の
生
物
の
共
生
と
い
う
主
題
に
は
、
あ
る
困
難
な
問
題
が
付
き
ま
と
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。「
人
間
が

動
物
に
対
し
て
感
情
的
な
愛
着
を
持
ち
、
と
き
に
性
的
な
欲
望
を
抱
く₃₄
＊

」
動
物
性
愛
に
つ
い
て
書
か
れ
た
、
濱
野
ち
ひ
ろ
の
『
聖
な
る

ズ
ー
』（
二
〇
一
九
年
）
は
激
し
い
議
論
を
呼
ん
だ
。
そ
の
点
に
関
し
て
、
人
間
と
植
物
の
性
愛
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
中
国
の
作
家
・
鄭

波
（
ジ
ェ
ン
・
ボ
ー
）
の
映
像
作
品
《
蕨
戀
》（
二
〇
一
六
年
）、
お
よ
び
そ
の
続
編
で
あ
る
《
蕨
戀
Ⅱ
》（
二
〇
一
八
年
）
―
― 

そ
こ
に
は
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鳥
の
巣
を
形
成
し
て
い
る
シ
ダ
植
物
と
「
性
行
」
し
、
最
終
的
に
そ
れ

を
食
べ
て
し
ま
う
男
性
が
登
場
す
る
―
―
は
非
常
に
核
心
的
な
問
い
を

提
起
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
最
後
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
出
来
事
と
し
て
、
二
〇
一
一
年
に
発
生

し
た
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
福
島
第
一
原
発
の
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
が
あ
る₃₅
＊

。

こ
の
事
故
は
多
数
の
被
曝
者
（
可
能
性
を
含
む
）
や
帰
宅
困
難
者
を
出

し
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
草
の
根
的
に
継
続
さ
れ
て
い
た
反
原
発
デ

モ
の
勢
い
を
大
い
に
加
速
さ
せ
た
。
こ
の
問
題
に
日
本
の
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
も
次
々
と
作
品
を
通
じ
て
反
応
し
た
。

そ
う
し
た
作
品
の
例
と
し
て
、C

him

↑Pom

の
《LE

V
E

L 7 feat. 

明
日
の
神
話
》（
二
〇
一
一
年
）
や
田
中
功
起
の
《
振
る
舞
い
と
し
て
の

ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
あ
る
い
は
、
無
意
識
の
プ
ロ
テ
ス
ト
）》（
二
〇
一

三
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
の
作
品
に
お
い
て
、
現
代
日
本
の
ア
ー

ト
・
ア
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
を
代
表
す
るC

him

↑Pom

は
、
渋
谷
駅
に

設
置
さ
れ
た
岡
本
太
郎
の
巨
大
絵
画
《
明
日
の
神
話
》（
一
九
六
八
―
九

年₃₆
＊

）
の
隅
に
ゲ
リ
ラ
的
に
小
さ
な
パ
ネ
ル
を
追
加
し
た
。
こ
の
パ
ネ
ル

に
は
、
福
島
第
一
原
発
を
想
起
さ
せ
る
黒
煙
を
発
す
る
原
子
炉
の
シ
ル

エ
ッ
ト
が
描
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
芸
術
に
お
け
る
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
心
を
抱
く
田
中
功
起
に
よ
る
後
者
の
作
品
は
、
た

く
さ
ん
の
人
々
が
ひ
た
す
ら
非
常
階
段
の
昇
降
を
繰
り
返
す
姿
を
映
し
た
映
像
で
あ
る
。
こ
こ
で
田
中
は
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
振
る

舞
い
す
ら
も
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
め
ぐ
る
政
治
的
な
態
度
表
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
新
世
の
様
相
を
前
景
化
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

こ
う
し
た
動
き
は
、
日
本
の
現
代
美
術
史
に
お
け
る
社
会
的
転
回
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
ひ
と
つ
を
刻
ん
だ
。

お
わ
り
に
―
― 

人
間
と
自
然
の
美
術
史

　
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
概
念
に
ま
つ
わ
る
芸
術
実
践
は
非
常
に
多
岐
に
及
ぶ
。
こ
の
こ
と
は
、「
は
じ
め

に
」
で
も
強
調
し
た
よ
う
に
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
言
葉
に
含
ま
れ
る
豊
か
さ
に
由
来
す
る
。
近
年
に
お
け
る
異
常
気
象
の
顕
現
や
自

然
災
害
の
頻
発
を
鑑
み
る
と
、
私
た
ち
人
間
が
住
ま
う
地
球
環
境
の
未
来
に
つ
い
て
の
見
通
し
は
暗
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
芸
術
が
果
た
す
こ
と
の
で
き
る
役
割
を
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
本
稿
が
多
少
と

も
有
意
義
で
あ
る
こ
と
を
願
う
。

　
こ
れ
ま
で
、「
美
術
史
」
は
人
間
の
占
有
物
と
さ
れ
て
き
た
。
私
た
ち
が
わ
ざ
わ
ざ
「
人
間
の
」
と
い
う
枕
詞
を
冠
す
る
こ
と
な
く

美
術
史
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
美
術
を

（
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
）「
感
性
や
感
覚
に
働
き
か
け
る
技
法
」
と
定
義
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
技
法
を
活
用
し
な
が
ら
生
を
営

ん
で
い
る
の
は
人
間
だ
け
で
は
な
い₃₇
＊

。
し
か
る
に
「
オ
オ
カ
ミ
の
」
美
術
史
や
「
ア
カ
マ
ツ
の
」
美
術
史
が
存
在
し
て
し
か
る
べ
き
で

あ
ろ
う
（
そ
れ
を
人
間
に
理
解
・
記
述
し
え
る
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
が
）。
本
稿
で
も
見
て
き
た
よ
う
に
、
広
い
意
味
で
の
人
間
と

自
然
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
き
た
芸
術
と
い
う
も
の
が
確
か
に
あ
る
。
そ
ろ
そ
ろ
本
格
的
に
「
人
間
と
自
然
の
美

術
史
」
な
る
も
の
の
構
築
に
つ
い
て
考
え
始
め
る
時
期
が
訪
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

図 5　AKI INOMATA、《犬の毛を私がまとい、私の髪を犬がまとう》、2014 年、©AKI INOMATA
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【
注
】

＊
１
　
本
稿
は
、『
美
術
手
帖
』
二
〇
二
〇
年
六
月
号
（
特
集
「
新
し
い
エ
コ
ロ
ジ
ー
」）
に
寄
稿
し
た
拙
稿
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
美
術
史
」
に
大
幅

な
加
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
同
論
考
の
転
載
を
快
諾
し
て
く
だ
さ
っ
た
美
術
手
帖
編
集
部
の
み
な
さ
ま
、
特
に
「
新
し
い
エ
コ

ロ
ジ
ー
」
特
集
を
企
画
・
立
案
し
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
主
題
と
し
た
芸
術
実
践
の
歴
史
を
概
説
す
る
論
考
の
執
筆
に
つ
い
て
筆
者
に
声
を
か
け

て
く
だ
さ
っ
た
福
島
夏
子
さ
ん
に
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

＊
２
　
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
用
語
の
起
源
に
つ
い
て
、
建
築
家
の
能
作
文
徳
は
、
哲
学
者
の
篠
原
雅
武
と
の
対
談
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。「
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
語
源
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
オ
イ
コ
ス
（
家
）」
と
「
ロ
ゴ
ス
（
論
理
）」
を
複
合
し
た
、
生
物
学
者
で
哲
学
者
の
エ
ル

ン
ス
ト
・
ヘ
ッ
ケ
ル
に
よ
る
造
語
で
す
が
、
当
初
は
生
物
と
環
境
の
相
互
作
用
を
扱
う
学
問
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
環

境
科
学
者
の
エ
レ
ン
・
リ
チ
ャ
ー
ズ
が
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
と
い
う
言
葉
で
、
人
間
と
環
境
と
の
関
係
を
家
政
学
に
持
ち
込
み
、

生
活
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」。
篠
原
雅
武
・
能
作
文
徳
　
二
〇
二
〇
、「
人
新
世
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
か
ら
、

建
築
と
ア
ー
ト
を
考
え
る
」『C

osm
o-E

ggs 

―
宇
宙
の
卵
― 

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
以
後
の
ア
ー
ト
』、
二
一
五--

一
六
頁
、torch press

。

＊
３
　
ア
ン
ド
レ
・
ゴ
ル
ツ
　
一
九
八
三
、『
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
宣
言
』、
二
〇
頁
、
四
〇
頁
、
高
橋
武
智
訳
、
緑
風
出
版
。

＊
４
　
ベ
ー
コ
ン
　
一
九
六
六
、『
ノ
ヴ
ム
・
オ
ル
ガ
ヌ
ム
』、
二
九
四
頁
、
服
部
英
次
郎
訳
、
河
出
書
房
新
社
。

＊
５
　
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ス
コ
ラ
　
二
〇
一
九
、『
自
然
と
文
化
を
越
え
て
』、
九
六--

九
八
頁
、
小
林
徹
訳
、
水
声
社
。

＊
６
　
パ
オ
ロ
・
ダ
ン
ジ
ェ
ロ
　
二
〇
二
〇
、『
風
景
の
哲
学
―
― 

芸
術
・
環
境
・
共
同
体
』、
一
〇
九
頁
、
鯖
江
秀
樹
訳
、
水
声
社
。

＊
７
　
川
端
康
雄
　
二
〇
一
六
、『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
遺
し
た
も
の
―
― 

デ
ザ
イ
ン
・
社
会
主
義
・
手
し
ご
と
・
文
学
』、
八
頁
、
岩
波

書
店
。

＊
８
　
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
　
二
〇
〇
六
、『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
石
―
― 

建
築
・
装
飾
と
ゴ
シ
ッ
ク
精
神
』、
二
六
二
頁
、
内
藤
史
朗
訳
、
法
藏

館
。

＊
９
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
　
二
〇
一
三
、『
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
よ
り
』、
二
六
〇
頁
、
川
端
康
雄
訳
、
岩
波
書
店
。

＊
10
　
Ｈ
・
Ｄ
・
ソ
ロ
ー
　
一
九
九
七
、『
市
民
の
反
抗
　
他
五
篇
』、
一
〇
六
頁
、
飯
田
実
訳
、
岩
波
書
店
。

＊
11
　
今
福
龍
太
　
二
〇
一
六
『
ヘ
ン
リ
ー
・
ソ
ロ
ー
―
― 

野
生
の
学
舎
』、
六
一
頁
、
み
す
ず
書
房
。

＊
12
　
張
鍾
元
　
一
九
八
七
、『
老
子
の
思
想
―
― 

タ
オ
・
新
し
い
思
惟
の
道
』、
二
五
〇
頁
、
上
野
浩
道
訳
、
講
談
社
。

＊
13
　
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
　
一
九
六
七
、『
孔
子
と
老
子
』、
一
三
五--

三
六
頁
、
田
中
元
訳
、
理
想
社
。

＊
14
　
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
　
一
九
七
四
、『
沈
黙
の
春
』、
三
八
一
頁
、
青
樹
簗
一
訳
、
新
潮
社
。

＊
15
　
平
倉
圭
　
二
〇
一
九
、『
か
た
ち
は
思
考
す
る
―
― 

芸
術
制
作
の
分
析
』、
一
五
四
頁
、
東
京
大
学
出
版
会
。

＊
16
　
山
本
浩
貴
　
二
〇
一
九
、『
現
代
美
術
史
―
― 

欧
米
、
日
本
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
』、
四
四
頁
、
中
央
公
論
新
社
。

＊
17
　Lippard, Lucy R

. 2014. U
nderm

ining: A W
ild Ride Through Land U

se, Politics, and Art in the C
hanging W

est, 88, N
ew

 York: 
T

he N
ew

 Press.

＊
18
　
レ
ベ
ッ
カ
・
ソ
ル
ニ
ッ
ト
　
二
〇
一
七
、『
ウ
ォ
ー
ク
ス
―
― 

歩
く
こ
と
の
精
神
史
』、
四
五
二
頁
、
東
辻
賢
治
郎
訳
、
左
右
社
。

＊
19
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ロ
ッ
テ
ィ
　
二
〇
一
七
、「
不
思
議
な
輝
き
―
― 

松
澤
宥
　
文
明
的
統
合
か
ら
反
文
明
の
蜂
起
へ
」
嶋
田
美
子
編

『
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
か
ら
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
へ
―
― 

松
澤
宥
と
虚
空
間
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
』、
八
頁
、
嶋
田
美
子
訳
、
オ
オ
タ
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ツ
。

＊
20
　
磯
辺
行
久
　
二
〇
一
八
、『
川
は
ど
こ
へ
い
っ
た
』、
九
四
頁
、
現
代
企
画
室
。

＊
21
　
ハ
ー
ラ
ン
、
ラ
ッ
プ
マ
ン
、
シ
ャ
ー
タ
　
一
九
八
六
、『
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ボ
イ
ス
の
社
会
彫
刻
』、
一
三
〇
頁
、
伊
藤
、
中
村
、
深
澤
、
長

谷
川
、
吉
用
訳
、
人
智
学
出
版
。

＊
22
　
福
住
廉
　
二
〇
一
七
、「
美
術
批
評
と
動
向
　
日
本
・
ア
ジ
ア
編
」『
美
術
手
帖
』
二
〇
一
七
年
一
二
月
号
、
二
八
頁
。

＊
23
　
吉
川
浩
満
　
二
〇
一
八
、『
人
間
の
解
剖
は
サ
ル
の
解
剖
の
た
め
の
鍵
で
あ
る
』、
一
六
七
頁
、
河
出
書
房
新
社
。

＊
24
　
美
術
史
家
の
Ｔ
・
Ｊ
・
デ
ィ
ー
モ
ス
は
、「
人
新
世
を
正
統
的
な
用
語
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
対
し
究
極
的
に
は
異
を
唱
え
」、
そ
の

主
な
理
由
と
し
て
二
点
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
そ
う
し
た
議
論
で
は
「
人
新
世
の
主
体
な
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
ほ
の
め
か
さ

れ
て
い
る
」
が
、「
そ
の
主
体
が
「
私
た
ち
」
と
い
う
集
合
的
代
名
詞
で
語
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
気
候
変
動
を
引

き
起
こ
し
た
諸
原
因
の
責
任
を
、
万
人
が
等
し
く
負
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
口
ぶ
り
」
に
対
し
て
「
自
己
同
一
化
し
た
く
な
い
と
抵
抗
す
る

人
間
が
多
く
い
る
」
た
め
で
あ
る
。
第
二
に
、「
人
新
世
を
描
写
し
た
イ
メ
ー
ジ
群
で
よ
く
示
さ
れ
る
「
諸
活
動
」
は
、「
人
間
の
」
そ
れ
で

あ
る
と
は
言
い
が
た
」
く
、「
大
半
は
大
企
業
に
よ
る
産
業
「
活
動
」」
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
「
人
新
世
言
説
の
な
か
で
は
概
し
て
隠
蔽

さ
れ
」
て
し
ま
う
た
め
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
モ
ス
は
、
そ
の
代
わ
り
に
、「
資
本
新
世
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
Ｔ
・

Ｊ
・
デ
ィ
ー
モ
ス
　
二
〇
一
九
、「
人じ
ん
し
ん
せ
い

新
世
に
よ
う
こ
そ
！ 

―
―
『
人
新
世
に
抗
し
て
：
視
覚
文
化
と
今
日
の
環
境
』」『
美
術
手
帖
』
二
〇

一
九
年
二
月
号
、
一
一
九--

二
八
頁
、
中
野
勉
訳
。

＊
25
　M

cN
eill, J. R

. and Peter Engelke. 2016. The G
reat Acceleration: An Environm

ental H
istory of the Anthropocene since 1945, 

4, C
am

bridge, M
A

: H
arvard U

niversity Press.
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＊
26
　
テ
ィ
モ
シ
ー
・
モ
ー
ト
ン
　
二
〇
一
八
、『
自
然
な
き
エ
コ
ロ
ジ
ー
―
― 

来
た
る
べ
き
環
境
哲
学
に
向
け
て
』、
二
八
頁
、
篠
原
雅
武
訳
、

以
文
社
。

＊
27
　
篠
原
雅
武
　
二
〇
一
六
、『
複
数
性
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
―
― 

人ノ

ン

・

ヒ

ュ

ー

マ

ン

間
な
ら
ざ
る
も
の
の
環
境
哲
学
』、
四
六
頁
、
以
文
社
。

＊
28
　
篠
原
雅
武
　
二
〇
一
八
、『
人
新
世
の
哲
学
―
― 

思
弁
的
実
在
論
以
後
の
「
人
間
の
条
件
」』、
五
一
頁
、
人
文
書
院
。

＊
29
　
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
コ
ー
ン
　
二
〇
一
六
、『
森
は
考
え
る
―
― 

人
間
的
な
る
も
の
を
超
え
た
人
類
学
』、
八
頁
、
奥
野
克
巳
・
近
藤
宏
監

訳
、
近
藤
祉
秋
・
二
文
字
屋
脩
訳
、
亜
紀
書
房
。

＊
30
　
コ
ー
ン
、
前
掲
書
、
二
九
頁
。

＊
31
　
例
え
ば
、
遺
伝
子
組
み
換
え
生
物
の
使
用
を
規
制
す
る
カ
ル
タ
ヘ
ナ
議
定
書
（
二
〇
〇
四
年
）
や
温
室
効
果
ガ
ス
の
削
減
目
標
を
定
め

た
京
都
議
定
書
（
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
の
国
際
協
定
の
発
効
が
挙
げ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
前
に
も
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
を
目
的
と
し

た
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
一
九
八
五
年
）
や
化
学
物
質
の
国
際
取
引
を
規
制
す
る
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
条
約
（
一
九
九
八
年
）
な
ど
の
国
際
条
約
が
締
結

さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
に
は
気
候
変
動
の
抑
制
を
目
的
と
し
た
パ
リ
協
定
が
合
意
に
至
っ
た
が
、
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
ア

メ
リ
カ
の
離
脱
を
宣
言
し
て
話
題
に
な
っ
た
（
二
〇
一
九
年
に
正
式
に
脱
退
）。

＊
32
　
山
本
、
前
掲
書
、
vi
頁
。

＊
33
　
ア
ナ
・
チ
ン
　
二
〇
一
九
、『
マ
ツ
タ
ケ
―
― 

不
確
定
な
時
代
を
生
き
る
術
』、
三
二
頁
、
赤
嶺
淳
訳
、
み
す
ず
書
房
。

＊
34
　
濱
野
ち
ひ
ろ
　
二
〇
一
九
、『
聖
な
る
ズ
ー
』、
一
五
頁
、
集
英
社
。

＊
35
　
こ
れ
は
一
九
七
九
年
の
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
、
一
九
八
六
年
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
で
の
原
発
事
故
と
も
地
続
き
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
一

九
九
九
年
に
発
生
し
た
東
海
村
Ｊ
Ｃ
Ｏ
臨
界
事
故
で
は
、
日
本
国
内
で
は
初
め
て
の
事
故
被
爆
に
よ
る
死
亡
者
が
出
て
い
る
。

＊
36
　
こ
の
作
品
は
、
一
九
五
四
年
に
お
け
る
第
五
福
竜
丸
の
被
曝
事
故
を
主
題
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
そ
れ
自
体
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
美
術

史
に
お
け
る
重
要
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。

＊
37
　
例
え
ば
、
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。
渡
辺
茂
・
長
谷
川
寿
一
　
二
〇
一
六
、『
美
の
起
源
―
― 

ア
ー
ト
の
行
動
生
物
学
』、
共
立
出

版
。


