
ヴァニタス、あるいは夢幻の風景　香川　　檀

　
　
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
、
あ
る
い
は
夢
幻
の
風
景

―
―
ハ
ン
ナ
・
ヘ
ー
ヒ
、
一
九
二
〇
年
代
の
絵
画

香　

川　
　

檀

　
　
　

は
じ
め
に

　

ド
イ
ツ
の
美
術
家
ハ
ン
ナ
・
ヘ
ー
ヒ
（H

annah H
öch,1889-1978

）
は
、
美
術
史
の
上
で
は
前
衛
芸
術
運
動
ベ
ル
リ
ン
・
ダ
ダ

（1918-1922

）
の
一
員
と
し
て
、
と
く
に
そ
の
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
作
品
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
で
彼
女
は
、
戦

前
か
ら
戦
後
を
通
じ
一
貫
し
て
油
彩
画
や
水
彩
画
を
制
作
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
国
内
で
は
画
家
と
し
て
も
一
定
の
評
価
を
得
て
い
る
。
な

か
で
も
戦
間
期
の
一
九
二
〇
年
代
に
は
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
／
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
原
理
に
よ
る
実
験
的
な
作
画
法
を
絵
画
に
応
用
す
る
試
み
を
重

ね
、
き
わ
め
て
革
新
性
に
富
ん
だ
作
品
を
生
み
出
し
て
い
た
。
ダ
ダ
が
終
息
し
た
一
九
二
二
年
以
降
に
は
、
と
く
に
伝
統
的
な
絵
画
ジ
ャ

ン
ル
に
意
欲
的
に
取
り
組
み
、
絵
画
に
お
け
る
豊
穣
な
季
節
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
ヘ
ー
ヒ
は
ド
イ
ツ
国
外
の
前
衛
美

術
家
た
ち
と
交
流
を
深
め
て
、
イ
タ
リ
ア
の
形
而
上
絵
画
や
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
同
時
代
の
ド
イ
ツ
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国
内
を
席
巻
し
た
新
即
物
主
義
と
は
異
な
る
独
自
の
画
風
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ヒ
を
ベ
ル
リ
ン
・
ダ
ダ
の
文
脈
で
の
み
捉
え
よ

う
と
す
る
英
語
圏
や
日
本
の
美
術
研
究
に
お
い
て
ほ
ぼ
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
彼
女
の
絵
画
を
、
周
辺
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
関
係
も
視
野

に
入
れ
な
が
ら
吟
味
す
る
こ
と
で
、
戦
間
期
の
ド
イ
ツ
美
術
界
に
お
け
る
具
象
絵
画
の
新
た
な
側
面
に
光
を
あ
て
て
み
た
い（
１
）

　
　
　

１
．
油
彩
画
《
階
段
》
の
幻
想
性

　

ヘ
ー
ヒ
は
一
九
二
六
年
、
ベ
ル
リ
ン
・
フ
リ
ー
デ
ナ
ウ
の
ア
ト
リ
エ
で
一
枚
の
油
彩
画
を
完
成
さ
せ
た
。《
階
段 D

ie T
reppe

》
と
題

さ
れ
た
そ
の
絵
に
は
、
漆
黒
の
闇
を
背
景
に
、
手
前
か
ら
奥
に
向
か
っ
て
緩
や
か
に
上
る
階
段
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
１
）。
前
景
に
は

舞
台
の
迫
り
出
し
、
あ
る
い
は
台
座
の
よ
う
な
も
の
が
ふ
た
つ
置
か
れ
、
そ
の
う
ち
手
前
の
台
に
は
黒
々
と
し
た
人
間
が
横
た
わ
っ
て
い

る
。
虚
ろ
な
仮
面
と
化
し
た
極
彩
色
の
異
様
に
大
き
な
頭
部
が
、
い
ま
に
も
奈
落
に
転
げ
落
ち
そ
う
に
見
え
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
左
隣
の

迫
り
出
し
に
は
、
巨
大
な
植
物
の
花
が
、
す
ぐ
隣
の
小
さ
な
電
波
塔
と
、
ガ
ラ
ス
の
器
に
収
ま
っ
た
プ
ロ
ペ
ラ
飛
行
機
を
威
嚇
す
る
か
の

よ
う
に
、
雄
蕊
と
雌
蕊
を
わ
ら
わ
ら
と
伸
ば
し
て
い
る
。
階
段
の
中
ほ
ど
に
は
、
透
明
な
グ
ラ
ス
に
詰
め
こ
ま
れ
た
高
層
ビ
ル
群
と
、
台

座
に
据
え
ら
れ
て
大
西
洋
を
こ
ち
ら
に
見
せ
た
地
球
儀
─
─
ど
ち
ら
も
、
西
洋
文
明
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
さ
ら
に
上
段

に
は
、
赤
ん
坊
が
ひ
と
り
、
ぽ
つ
ん
と
座
っ
て
い
る
。
手
前
の
斃
れ
た
人
間
の
か
ら
だ
と
は
対
照
的
に
、
天
上
か
ら
の
微
か
な
光
に
包
ま

れ
て
輝
い
て
い
る
。
と
は
い
え
、全
体
の
暗
い
色
調
と
い
い
、前
景
を
大
き
く
占
め
る
不
吉
な
人
間
像
と
い
い
、画
面
に
は
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ

ク
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
描
い
た
当
時
、
つ
ま
り
一
九
二
〇
年
代
半
ば
の
ヘ
ー
ヒ
は
、
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
だ
け
で
な
く
絵
画
に
お
い
て
も
精
力
的
に

実
験
を
重
ね
、
展
覧
会
で
そ
の
成
果
を
世
に
問
う
、
き
わ
め
て
充
実
し
た
時
期
に
あ
っ
た
。
な
か
で
も
と
く
に
こ
の
《
階
段
》
や
、
そ
れ

165（2）



ヴァニタス、あるいは夢幻の風景　香川　　檀

に
先
立
っ
て
描
か
れ
た
《
キ
ュ
ー
ブ K

ubus

》（1926

）
の
二
作
は
、
戦
間
期

に
お
け
る
ヘ
ー
ヒ
の
画
業
の
到
達
点
と
し
て
第
二
次
大
戦
後
の
展
覧
会
で
幾
度

も
展
示
さ
れ
る
代
表
作
と
な
る
の
で
あ
る
。
油
彩
画
と
い
う
伝
統
的
ジ
ャ
ン
ル

に
拠
り
な
が
ら
も
、
描
法
の
革
新
性
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
個
々
の
モ
チ
ー
フ

を
な
す
植
物
や
人
体
、
地
球
儀
や
赤
ん
坊
は
、
具
象
的
で
は
あ
る
が
か
な
り
幾

何
学
的
に
抽
象
化
さ
れ
て
お
り
、
花
の
花
弁
や
人
間
の
頭
部
は
あ
た
か
も
機
械

部
品
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
と
に
大
き
さ
が
ち
ぐ
は
ぐ
な
人
体
と
そ
の
頭
部
の
グ

ロ
テ
ス
ク
な
形
姿
は
、
ダ
ダ
の
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
名
残
を
は
っ
き
り
と

留
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
も
は
や
戯
画
の
グ
ロ
テ
ス
ク
で
は
な
い
。
遊

戯
的
な
諷
刺
は
影
を
ひ
そ
め
、
陰
鬱
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
濃
厚
に
た
ち
こ
め
て
い

る
の
だ
。
も
う
ひ
と
つ
ダ
ダ
の
名
残
と
い
え
る
の
は
、
摩
天
楼
の
都
市
風
景
や

プ
ロ
ペ
ラ
飛
行
機
な
ど
が
ミ
ニ
チ
ュ
ア
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
も
ヘ
ー

ヒ
が
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
な
か
で
事
物
や
人
間
の
ス
ケ
ー
ル
を
自
在
に
異

化
し
、
視
覚
的
な
シ
ョ
ッ
ク
効
果
を
狙
っ
た
手
法
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
だ
が
、

こ
の
絵
の
な
か
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
都
市
は
、
完
全
に
世
界
か
ら
孤
立
し
て
人ひ
と
け気
す

ら
な
く
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
な
い
模
型
と
化
し
て
い
る
。
モ
チ
ー
フ
は
互
い
に
親

密
な
結
び
つ
き
を
も
た
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
台
座
に
載
せ
ら
れ
る
か
ガ
ラ
ス

ケ
ー
ス
に
収
め
ら
れ
、
画
面
全
体
を
占
め
る
大
階
段
と
い
う
幻
想
的
な
象
徴
空

図 1．�ハンナ・ヘーヒ《階段》1926 年、油彩、77×106�cm、ベルリン・ナショ
ナルギャラリー
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間
に
ば
ら
ば
ら
に
配
さ
れ
て
い
る
。

　

あ
く
ま
で
具
象
画
で
あ
り
な
が
ら
抽
象
的
に
様
式
化
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
の
構
成
的
な
組
み
合
わ
せ
。
黒
と
色
彩
と
の
鮮
や
か
な
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
の
な
か
に
、
自
然
物
や
機
械
が
メ
タ
リ
ッ
ク
な
輝
き
を
見
せ
る
近
代
的
で
装
飾
的
な
様
式
。
そ
し
て
、
非
現
実
的
な
仮
想
の
空
間

の
な
か
に
舞
台
の
大
道
具
か
映
画
の
セ
ッ
ト
の
よ
う
な
構
築
物
が
設
え
ら
れ
、
自
然
や
人
工
の
モ
チ
ー
フ
が
、
あ
た
か
も
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

さ
れ
る
か
の
よ
う
に
配
さ
れ
た
構
図
。
そ
こ
に
は
、
ど
こ
か
キ
リ
コ
や
ダ
リ
や
マ
グ
リ
ッ
ト
に
も
通
じ
る
憂
鬱
で
魔
術
的
な
世
界
が
繰
り

広
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
キ
リ
コ
よ
り
も
色
鮮
や
か
、
ダ
リ
よ
り
も
無
機
的
、
そ
し
て
マ
グ
リ
ッ
ト
よ
り
も
非
日
常
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
絵
が
一
九
二
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
で
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
通
常
の
美
術
史
に
よ
る
マ
ク
ロ
な
視
点
の
記
述
に
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て

お
ら
ず
、
い
さ
さ
か
意
外
な
印
象
を
抱
く
。
戦
間
期
ド
イ
ツ
の
絵
画
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
い
え
ば
、
表
現
主
義
の
退
潮
と
、
新
即
物
主

義
の
短
命
な
開
花
で
あ
り
、
当
時
、
同
時
代
の
具
象
絵
画
の
傾
向
を
総
括
し
た
、
マ
ン
ハ
イ
ム
市
立
美
術
館
の
グ
ス
タ
フ
・
Ｆ
・
ハ
ル
ト

ラ
ウ
プ
に
よ
る
展
覧
会
「
新
即
物
主
義
（
ノ
イ
エ
・
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
）
─
─
表
現
主
義
以
降
の
ド
イ
ツ
絵
画（
２
）」
に
も
、
批
評
家
フ

ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
に
よ
る
著
作
『
表
現
主
義
以
後
─
─
魔
術
的
レ
ア
リ
ス
ム（
３
）』
に
も
、
ヘ
ー
ヒ
の
こ
の
特
徴
的
ジ
ャ
ン
ル
は
見
当
た
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
一
九
二
五
年
に
開
催
／
公
刊
さ
れ
た
両
者
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
末
期
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
界
で
顕
著

な
傾
向
と
し
て
観
察
さ
れ
た
具
象
性
へ
の
回
帰
や
、
主
情
的
な
表
現
主
義
の
あ
と
に
登
場
し
た
客
観
的
な
事
物
の
描
写
と
そ
こ
か
ら
な
お

も
た
ち
の
ぼ
る
不
条
理
な
魔
術
性
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
新
即
物
主
義
」
や
「
魔
術
的
レ
ア
リ
ス
ム
」
と
し
て
枚
挙
さ

れ
て
い
る
作
品
例
を
み
て
も
、
ヘ
ー
ヒ
の
絵
画
に
あ
て
は
ま
る
様
式
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
戦
後
の

一
九
六
〇
年
代
に
な
っ
て
新
即
物
主
義
の
再
評
価
を
試
み
た
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
・
シ
ュ
ミ
ー
ト
の
大
著
『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
即
物
主
義
と

魔
術
的
レ
ア
リ
ス
ム
：
一
九
一
八
─
一
九
三
三
年
』
で
は
、
ヘ
ー
ヒ
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
、
二
〇
年
代
の
二
点
の
静
物
画
を
も
っ
て

彼
女
を
新
即
物
主
義
の
ご
く
周
縁
に
位
置
づ
け
て
い
る（
４
）。
し
か
し
、
よ
り
幻
想
的
な
大
作
で
あ
る
《
階
段
》
や
《
キ
ュ
ー
ブ
》
に
は
言
及
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し
て
お
ら
ず
、
表
現
の
試
行
錯
誤
の
な
か
で
通
過
し
た
、
即
物
主
義
や
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
離
れ
た
傾
向
の
作
品
と
し
て
、
視
野
の
外
に
置

い
て
い
る
ら
し
く
見
え
る
。
そ
し
て
最
後
に
よ
う
や
く
、
一
九
七
七
年
ベ
ル
リ
ン
で
開
催
さ
れ
た
大
規
模
な
美
術
展
「
二
〇
年
代
の
諸
傾

向（
５
）」
で
、
第
四
部
「
新
し
い
現
実
性
：
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
新
即
物
主
義
」
の
部
門
に
ヘ
ー
ヒ
の
こ
の
《
階
段
》
と
《
キ
ュ
ー
ブ
》
が

取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
特
異
な
絵
画
言
語
に
つ
い
て
の
分
析
は
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
・
シ
ュ
ミ
ー
ト
に
よ
る
カ
タ
ロ
グ
の
テ
ク
ス
ト
に
皆

目
、
見
当
た
ら
な
い
。

で
は
い
っ
た
い
、
こ
の
暗
い
夢
幻
の
風
景
と
い
う
画
想
や
、
架
空
の
建
築
空
間
に
モ
チ
ー
フ
を
ば
ら
ば
ら
に
配
置
す
る
独
特
の
画
面

構
成
の
ス
タ
イ
ル
は
、ど
こ
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ー
ヒ
の
絵
画
作
品
に
つ
い
て
エ
レ
ン
・
マ
ウ
ラ
ー
が
著
し
た『
ハ
ン
ナ
・
ヘ
ー

ヒ
─
確
た
る
境
界
の
彼
方
』
で
は
、
図
像
学
的
に
作
品
の
モ
チ
ー
フ
を
分
類
し
た
章
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
「
組
み
合
わ
さ
れ
た
構
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン成

に
お
け
る
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
（
虚
栄
）
の
隠
喩
」
と
題
さ
れ
た
節
の
な
か
に
、
ほ
ん
の
ひ
と
こ
と
で
は
あ
る
が
《
階
段
》
へ
の
言
及
が
み
ら
れ

る（
６
）。
マ
ウ
ラ
ー
は
、
ヘ
ー
ヒ
の
絵
画
の
な
か
に
、
美
術
史
の
過
去
の
遺
産
で
あ
る
「
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
（
虚
栄
）」
の
寓
意
を
借
り
て
現
代
の

文
明
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
表
現
し
た
作
品
群
が
あ
る
と
指
摘
し
、《
階
段
》
も
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の

記
述
を
手
掛
か
り
に
、
ヘ
ー
ヒ
の
二
〇
年
代
の
絵
画
を
当
時
の
「
新
即
物
主
義
」
や
「
魔
術
的
レ
ア
リ
ス
ム
」
そ
し
て
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
」
と
い
っ
た
諸
傾
向
の
な
か
に
位
置
づ
け
直
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
戦
間
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
幻
想
絵
画
の
一
局
面
を

あ
き
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

　
　
　

２
．「
十
一
月
グ
ル
ー
プ
」
と
大
ベ
ル
リ
ン
美
術
展

　

ヘ
ー
ヒ
の
絵
画
表
現
を
読
解
す
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
二
〇
年
代
の
幻
想
絵
画
は
、彼
女
が
オ
ラ
ン
ダ
の
デ
ン
・
ハ
ー
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グ
に
転
居
し
た
一
九
二
六
年
秋
ま
で
、
も
っ
ぱ
ら
ベ
ル
リ
ン
の
ア
ト
リ
エ
で
制
作
さ
れ
て
い
た
。
制
作
に
向
か
う
と
き
の
彼
女
が
、
ど
こ

に
向
け
て
描
い
て
い
た
の
か
、
誰
に
向
か
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
発
表
の
場
の
問
題
は
、
こ
こ
で
一
考
し
て
お
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
九
二
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
美
術
界
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
や
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
い
っ
た
新
技
法
の

作
品
は
発
表
の
場
を
ほ
と
ん
ど
も
た
ず
、
主
要
な
美
術
展
は
あ
く
ま
で
絵
画
と
彫
刻
と
い
う
伝
統
的
な
ジ
ャ
ン
ル
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

前
衛
芸
術
の
洗
礼
を
受
け
た
ヘ
ー
ヒ
で
は
あ
る
が
、
ダ
ダ
宣
言
の
よ
う
に
タ
ブ
ロ
ー
絵
画
を
否
定
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し

ろ
絵
画
芸
術
を
拡
張
す
る
よ
う
な
み
ず
か
ら
の
表
現
を
革
命
後
の
新
し
い
世
に
問
お
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
主
た
る
場
と
な
っ
た
の
が
、

芸
術
家
団
体
「
十
一
月
グ
ル
ー
プ
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
団
体
が
参
加
し
て
い
た
大
ベ
ル
リ
ン
美
術
展
で
あ
る
。「
十
一
月
グ
ル
ー
プ
」

は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
停
戦
直
後
、
一
九
一
八
年
十
二
月
に
、
そ
の
前
月
に
勃
発
し
た
ド
イ
ツ
国
内
の
革
命
に
賛
同
し
て
革
新
的
芸
術

を
め
ざ
す
建
築
家
や
美
術
家
、
音
楽
家
な
ど
が
結
成
し
た
も
の
で
、
旗
揚
げ
後
ま
も
な
い
ベ
ル
リ
ン
・
ダ
ダ
の
メ
ン
バ
ー
も
、
ヘ
ー
ヒ
の

他
に
ラ
ウ
ー
ル
・
ハ
ウ
ス
マ
ン
や
オ
ッ
ト
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
ス
ら
が
会
員
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
た
。
ま
た
、
建
築
部
門
で
指
導
的
な
役
割

を
は
た
し
た
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
は
、
ダ
ダ
の
運
動
の
シ
ン
パ
的
な
立
場
を
と
り
、
一
九
二
〇
年
に
は
ヘ
ー
ヒ
を
国
際
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
と
展
覧
会
へ
の
出
品
招
致
の
た
め
に
イ
タ
リ
ア
に
派
遣
し
た
り
、
ハ
ウ
ス
マ
ン
に
一
九
二
一
年
の
展
覧
会
ガ
イ
ド
の

テ
ク
ス
ト
を
依
頼
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ヘ
ー
ヒ
は
ダ
ダ
の
終
息
後
も
「
十
一
月
グ
ル
ー
プ
」
と
緊
密
な
関
係
を
保
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

一
方
、
大
ベ
ル
リ
ン
美
術
展
は
、
十
九
世
紀
末
の
帝
政
時
代
か
ら
続
く
毎
年
恒
例
の
美
術
展
で
あ
り
、
も
と
も
と
は
王
立
芸
術
ア
カ
デ

ミ
ー
と
ベ
ル
リ
ン
美
術
家
協
会
が
合
同
で
開
催
し
て
い
た
。
第
一
次
大
戦
後
に
な
る
と
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
政
府
が
こ
れ
を
引
き
継
ぎ
、

そ
の
名
も
「
ベ
ル
リ
ン
美
術
展
」
と
改
め
、
ベ
ル
リ
ン
美
術
家
協
会
、
ベ
ル
リ
ン
分
離
派
、
自
由
分
離
派
、
そ
し
て
「
十
一
月
グ
ル
ー
プ
」

が
傘
下
団
体
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
審
査
会
と
展
示
室
を
設
け
て
展
覧
し
た
。
し
か
し
、
一
九
二
一
年
に
は
ま
た
も
と
の
「
大
ベ
ル
リ
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ン
美
術
展
」
に
名
称
が
戻
さ
れ
、さ
ら
に
伝
統
主
義
の
他
団
体
に
配
慮
し
て
急
進
的
な
作
品
を
出
品
拒
否
し
た
「
十
一
月
グ
ル
ー
プ
」
に
、

ジ
ョ
ー
ジ
・
グ
ロ
ス
や
ハ
ウ
ス
マ
ン
ら
ダ
ダ
イ
ス
ト
が
「
十
一
月
グ
ル
ー
プ
へ
の
公
開
質
問
状
」
を
突
き
つ
け
る
一
幕
も
あ
り
、
こ
の
と

き
は
ヘ
ー
ヒ
も
署
名
者
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
そ
う
し
た
軋
轢
は
あ
っ
た
も
の
の
、
基
本
的
に
こ
の
団
体
の
芸
術
的
指
針
に
ヘ
ー
ヒ
は
共

鳴
し
て
い
た
。
来
場
者
用
に
作
ら
れ
た
「
十
一
月
グ
ル
ー
プ
・
ガ
イ
ド
」
の
出
品
リ
ス
ト
を
見
る
と
、
た
し
か
に
こ
の
部
門
に
は
表
現
主

義
や
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
絵
画
や
構
成
主
義
な
ど
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
新
し
い
様
式
の
作
品
が
目
立
つ
。
イ
タ
リ
ア
か
ら
エ
ン
リ
コ
・

プ
ラ
ン
ポ
リ
ー
ニ
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
テ
オ
・
フ
ァ
ン
・
ド
ゥ
ー
ス
ブ
ル
ク
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
教
師
の
ヴ
ァ
シ
リ
ー
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
や

パ
ウ
ル
・
ク
レ
ー
な
ど
の
名
も
見
え
、
国
際
的
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
美
術
の
動
向
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
ヘ
ー
ヒ
は
一
九
二
〇
年
か
ら
一
九
三
一
年
に
か
け
て
、
オ
ラ
ン
ダ
滞
在
の
中
断
を
は
さ
ん
で
、
ほ
ぼ
毎
年
、
出
品

し
て
い
た
の
で
あ
る（
７
）。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
発
表
の
場
を
前
提
と
し
て
、
ヘ
ー
ヒ
が
ど
の
よ
う
な
絵
画
を
制
作
し
て
い
た
の
か
を
、
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。

二
〇
年
代
前
半
に
彼
女
が
ド
イ
ツ
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
前
衛
美
術
の
動
向
を
吸
収
し
、
一
九
二
〇
年
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
や
一
九
二
四
年
と

翌
年
の
パ
リ
滞
在
な
ど
を
重
ね
て
交
流
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
っ
て
い
た
こ
と
は
前
に
も
書
い
た
。
と
り
わ
け
パ
リ
で
は
、
ピ
エ
ト
・
モ

ン
ド
リ
ア
ン
ら
構
成
主
義
者
と
交
流
し
、
二
五
年
に
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
展
（
ピ
エ
ー
ル
画
廊
）
と
「
現
代
装
飾
美
術
・
産
業
美

術
国
際
展
」（
い
わ
ゆ
る
「
ア
ー
ル
・
デ
コ
」
展
）
を
訪
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
体
験
か
ら
得
た
新
し
い
芸
術
思
想
や
形
態
処
理
の
新
感

覚
は
、
ア
ト
リ
エ
で
の
絵
画
実
験
の
プ
ロ
セ
ス
に
多
様
な
か
た
ち
で
反
映
、
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ヒ
の
戦
間
期
の
絵
画
に
つ
い
て
は
、

画
面
構
成
や
モ
チ
ー
フ
の
処
理
と
い
っ
た
形
態
上
の
分
析
が
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
大
ベ
ル
リ
ン
美
術
展
に

出
品
さ
れ
た
作
例
に
沿
っ
て
そ
の
展
開
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
な
手
続
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
一
九
二
二
年
、
そ
れ
ま
で
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
ラ
ウ
ー
ル
・
ハ
ウ
ス
マ
ン
と
の
別
離
か
ら
時
を
経
ず
し
て
描
か
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図 2．�ハンナ・ヘーヒ《女とサトゥルヌ》1922 年、油彩、87×67�cm、個
人蔵

図 3．�ハンナ・ヘーヒ《ふたつの頭部（想像の橋）》1923/26 年、油彩、
65.5×72.5�cm、個人蔵
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れ
た
油
彩
画
《
女
と
サ
ト
ゥ
ル
ヌ Frau und Saturn

》（1922

年
、
図
２
）
で
あ
る
。
画
面
分
割
を
ベ
ー
ス
に
し
た
立
体
未
来
派
的
な

技
法
で
描
か
れ
、
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
ロ
ー
ネ
ー
の
レ
イ
ヨ
ニ
ス
ム
を
思
わ
せ
る
鮮
や
か
な
色
彩
と
と
も
に
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
挿
画
や
マ
ネ

キ
ン
人
形
を
先
取
り
し
た
か
の
よ
う
な
抽
象
化
さ
れ
た
断
髪
の
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
。
彼
女
は
腕
に
赤
ん
坊
を
抱
い
て
い
る
。
背
後
に

は
、「
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
」
と
さ
れ
る
男
性
の
顔
が
黒
々
と
描
か
れ
、
画
面
左
上
に
は
土
星
を
暗
示
す
る
星
が
輝
い
て
い
る
。
古
代
ロ
ー
マ
神

話
の
サ
ト
ゥ
ル
ヌ
神
は
、
時
間
を
司
る
神
で
あ
る
と
同
時
に
、
時
の
経
過
が
人
間
の
生
命
を
削
り
取
る
と
い
う
意
味
か
ら
、
赤
子
を
貪
り

喰
ら
う
恐
ろ
し
い
神
と
し
て
も
表
わ
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
ヘ
ー
ヒ
が
二
度
の
中
絶
に
よ
っ
て
失
っ
た
幼
い
命
を
愛
お
し
む
自
己
像

と
、
そ
う
し
た
状
況
を
引
き
起
こ
し
た
「
子
殺
し
」
の
元
凶
ハ
ウ
ス
マ
ン
と
の
、
ダ
ブ
ル
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
と
し
て
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
実
際
、
背
後
の
サ
ト
ゥ
ル
神
の
顔
に
ハ
ウ
ス
マ
ン
の
面
影
を
指
摘
す
る
研
究
者
も
い
る
。）
ヘ
ー
ヒ
は
こ
の
自
己
語
り
的
な
作
品
を
、
同

年
夏
の
大
ベ
ル
リ
ン
芸
術
展
に
出
品
し
て
い
る
。
ま
た
、
翌
一
九
二
三
年
に
は
、
同
様
に
断
髪
の
モ
ダ
ン
な
女
性
像
を
男
性
像
と
組
み
合

わ
せ
た
《
ふ
た
つ
の
頭
部 Zw

ei K
öpfe
》（
一
九
二
三
／
二
六
年
、
図
３
）
を
描
い
て
お
り
、
男
女
の
関
係
性
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
こ

と
は
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
や
は
り
多
分
に
自
伝
的
な
作
品
と
い
え
る
。
当
初
は
《
想
像
の
橋 Im

aginierte Brücke

》
と
題
さ
れ
、

一
九
二
六
年
の
大
ベ
ル
リ
ン
美
術
展
に
出
品
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
自
伝
的
な
物
語
性
と
象
徴
表
現
に
よ
る
絵
画
と
並
ん
で
、
ヘ
ー
ヒ
は
、
当
時
ロ
シ
ア
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
構
成
主
義
を
採
り

い
れ
て
、自
然
の
モ
チ
ー
フ
を
幾
何
学
的
に
抽
象
化
し
た
風
景
画
を
試
み
て
も
い
る
。
し
か
し
、も
っ
と
も
大
胆
な
実
験
は
、ダ
ダ
の
フ
ォ

ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
技
法
を
、
あ
た
か
も
個
々
の
写
真
断
片
を
模
写
し
た
か
の
よ
う
に
油
絵
の
な
か
に
再
現
す
る
試
み
で
あ
る
。
社
会
批
評

的
な
《
ロ
ー
マ Rom

a

》（
図
４
）
と
《
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト Journalisten

》（
い
ず
れ
も
一
九
二
五
年
制
作
）
は
、
同
年
の
大
ベ
ル
リ
ン

芸
術
展
に
出
品
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
革
新
的
な
表
現
を
高
く
評
価
し
た
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
が
、
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
に
購

入
を
斡
旋
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。《
ロ
ー
マ
》
は
、
彼
女
が
イ
タ
リ
ア
旅
行
を
し
た
と
き
の
思
い
出
と
、
台
頭
す
る
フ
ァ
シ
ス
ト
の
ム
ッ
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ソ
リ
ー
ニ
の
報
道
写
真
な
ど
を
、油
絵
で
再
現
し
つ
つ
、フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
の
原
理
で
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
画
面
に
イ
メ
ー
ジ
断
片
を
貼

り
つ
け
た
か
の
よ
う
な
「
だ
ま
し
絵
」
的
な
方
法
を
試
み
て
い
る
の
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
の
実
験
は
、
他
の
二
作
品
を
含
め
て
四
点
限
り
で
止
め
て

し
ま
っ
た
。
の
ち
に
ヘ
ー
ヒ
は
未
発
表
の
覚
書
の
な
か
で
、「
こ
の
、
フ
ォ

ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
固
有
の
様
式
の
模
造
は
、
あ
ま
り
気
持
ち
の
よ
い
も

の
で
は
な
い
」
と
記
し
て
お
り
、「
許
さ
れ
な
い
も
の
だ
」
と
さ
え
述
べ

て
い
る（
８
）。
絵
画
へ
の
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
応
用
、
な
い
し
は
絵
画
に

よ
る
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
模
倣
は
、
こ
の
技
法
を
生
涯
に
わ
た
り
追

求
す
る
こ
と
に
な
る
ヘ
ー
ヒ
に
と
っ
て
、
容
認
で
き
な
い
「
邪
道
」
な
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
実
験
の
放
棄
は
、
革
新
へ
の
尻
込
み
と
い
っ
た
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
が
も
つ
写
真
的
特
質
に
対
す
る

彼
女
の
「
芸
術
上
の
倫
理
観
」
が
そ
う
さ
せ
た
の
だ
と
見
な
す
べ
き
だ
ろ

う
。

　

こ
う
し
た
試
行
錯
誤
の
な
か
で
、
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
絵
画
へ
の

応
用
を
完
全
に
放
棄
せ
ず
、
仮
想
空
間
の
な
か
に
部
分
的
に
フ
ォ
ト
モ
ン

タ
ー
ジ
ュ
の
効
果
を
導
入
し
た
の
が
、
一
九
二
六
年
初
頭
に
制
作
し
た

《
キ
ュ
ー
ブ
》（
図
５
）で
あ
る
。
画
面
中
央
の
大
き
な
立
方
体（
キ
ュ
ー
ブ
）

図 4．�ハンナ・ヘーヒ《ローマ》1925 年、油彩、90×106�cm、ベルリニッ
シェガレリー
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の
三
つ
の
面
に
、
そ
れ
ぞ
れ
目
と
鼻
と
、
そ
し
て
特
徴
的
な
口
と
が
描

か
れ
て
い
る
。
画
面
左
に
は
歯
車
や
プ
ロ
ペ
ラ
や
排
気
パ
イ
プ
の
よ
う

な
機
械
が
配
さ
れ
、
遠
景
に
は
煙
を
た
な
び
か
せ
る
工
場
の
煙
突
が
見

え
る
。
対
す
る
画
面
右
手
に
は
幾
何
学
的
に
抽
象
化
さ
れ
た
植
物
が
花

を
つ
け
、
機
械
と
植
物
に
挟
ま
れ
た
画
面
手
前
に
は
、
一
匹
の
猫
が
─

─
人
間
に
飼
い
馴
ら
さ
れ
た
生
き
物
で
あ
る
印
に
、
首
輪
を
つ
け
て
─

─
描
か
れ
て
い
る
。
前
年
に
彼
女
が
パ
リ
で
見
た
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
展
と
ア
ー
ル
・
デ
コ
展
の
影
響
を
伺
わ
せ
る
絵
画
的
、
装
飾
的
な
画

面
で
あ
る
。
こ
れ
ら
文
明
と
自
然
の
諸
現
象
に
囲
ま
れ
た
中
央
に
、
モ

ノ
ク
ロ
の
骰
子
の
よ
う
な
立
方
体
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
の
目
や
鼻
や
口
は
、
ヘ
ー
ヒ
が
雑
誌
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
人
物
写
真

か
ら
写
し
と
っ
た
も
の
で
、
例
え
ば
両
目
は
、
数
年
前
に
ノ
ー
ベ
ル
賞

を
と
っ
た
科
学
者
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
顔
写
真
か
ら
模
写
し
て
い
る

と
い
う（
９
）。
宗
教
画
に
お
い
て
世
界
を
ま
な
ざ
す
神
の
両
眼
だ
け
が
描
か

れ
る
の
に
似
て
、
こ
の
目
は
画
面
を
支
配
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
こ

の
よ
う
に
キ
ュ
ー
ブ
が
色
彩
を
も
た
な
い
の
は
、
こ
の
部
分
が
モ
ノ
ク

ロ
写
真
の
再
構
成
の
よ
う
に
見
え
る
効
果
を
狙
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な

い
か
。
人
間
が
特
定
の
顔
を
も
た
な
い
匿
名
の
存
在
と
な
っ
て
合
理
的

図 5．�ハンナ・ヘーヒ《キューブ》1926 年、油彩、65×72�cm、ベルリニッ
シェガレリー
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な
キ
ュ
ー
ブ
の
な
か
に
収
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
天
空
に
は
虹
が
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
仮
構

し
た
統
一
空
間
の
な
か
に
断
片
的
モ
チ
ー
フ
を
配
す
る
様
式
を
と
っ
た
幻
想
的
な
寓
意
画
は
、
引
き
続
き
同
年
に
制
作
さ
れ
た
《
階
段
》

へ
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
幻
想
性
の
ひ
と
つ
の
源
と
し
て
、
人
間
の
深
層
心
理
に
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
源
を
も
と
め
て
夢
や
無
意
識
に
光
を
あ
て
た
フ
ロ
イ

ト
理
論
と
、
と
く
に
そ
の
影
響
を
つ
よ
く
受
け
た
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
ヘ
ー
ヒ
が
ど
の
程
度
ま
で
直
接
に

触
発
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
二
〇
年
代
前
半
す
で
に
一
般
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
フ
ロ
イ
ト
理

論
に
よ
っ
て
、
表
現
主
義
的
な
主
観
の
表
出
で
は
な
く
、
閾
域
下
に
あ
る
心
的
現
実
を
「
対
象
に
忠
実
に
」
描
こ
う
と
す
る
態
度
が
即
物

主
義
と
呼
ば
れ
る
新
傾
向
の
な
か
に
萌
し
て
い
た）

（1
（

。
し
か
し
彼
女
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
よ
う
に
無
意
識
を
呼
び
寄
せ
る
受
動
的
な

偶
然
の
ち
か
ら
に
は
依
拠
せ
ず
、
あ
く
ま
で
計
算
さ
れ
た
構
成
に
よ
る
作
画
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
。
夢
と
い
う
よ
り
は
、
象
徴
的
な
世
界

の
図
、
と
い
っ
た
ほ
う
が
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
は
現
在
《
キ
ュ
ー
ブ
》
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
の
ち
に
改

題
さ
れ
た
も
の
で
、当
初
ヘ
ー
ヒ
は
こ
れ
を
《
人
間
か
ら
… V

on M
enschen aus

》
と
題
し
て
、一
九
二
六
年
の
大
ベ
ル
リ
ン
展
に
《
想

像
の
橋
（
ふ
た
つ
の
頭
部
）》
と
と
も
に
出
品
し
て
い
る
。

　

こ
の
展
覧
会
の
あ
と
、
ヘ
ー
ヒ
は
オ
ラ
ン
ダ
に
転
居
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
後
の
一
九
二
八
年
に
、
美
術
史
家
ハ
ン
ス
・
ヒ

ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
が
、
当
代
の
女
性
の
芸
術
活
動
に
つ
い
て
『
美
術
家
と
し
て
の
女
性
』
と
い
う
興
味
深
い
本
を
著
し
て
い
る
。
こ
の
な
か

に
、
数
行
で
は
あ
る
が
ヘ
ー
ヒ
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
の
彼
女
は
「
寓
意
め
い
た
魔
術
的
な
い
し
超
現
実
的
な
夢
幻
世

界
」
の
画
家
と
し
て
記
さ
れ
、参
考
図
版
と
し
て
後
述
す
る
《
夢
幻
の
イ
メ
ー
ジ
》
が
掲
載
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
つ
ま
り
主
流
の
美
術
界
に
と
っ

て
の
ヘ
ー
ヒ
は
、
今
日
知
ら
れ
る
ダ
ダ
の
攪
乱
や
構
成
主
義
的
抽
象
の
作
家
と
し
て
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
魔
術
的
」
で
「
超
現
実
的
」

な
心
象
風
景
の
画
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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３
．�

ヘ
ー
ヒ
の
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
画

　

ふ
た
た
び
、
冒
頭
の
《
階
段
》
に
戻
ろ
う
。
こ
の
作
品
に
横
溢
す
る
都
市
と
機
械
文
明
に
対
す
る
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
主
題
と
、
階

段
と
い
う
幻
想
的
な
空
間
構
成
は
ど
こ
か
ら
着
想
し
た
も
の
か
、
と
い
う
問
い
に
た
ち
戻
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ヘ
ー
ヒ
は
、
ダ
ダ
の
運
動
圏
内
に
身
を
お
い
て
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
を
盛
ん
に
制
作
し
て
い
た
一
九
一
九
年
頃
か
ら
、
す
で
に
油
彩

画
や
水
彩
画
に
お
い
て
、
機
械
と
人
間
と
自
然
と
の
関
係
を
作
品
の
主
題
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
ハ
ウ
ス
マ
ン
を
つ
う
じ
て
ダ
ダ
の
運
動

に
関
与
し
て
は
い
た
も
の
の
、
ヘ
ー
ヒ
の
創
作
意
図
は
絵
画
と
い
う
表
現
手
段
を
け
っ
し
て
手
放
す
こ
と
は
な
く
、
ま
た
ダ
ダ
の
グ
ル
ー

プ
に
お
い
て
多
か
れ
少
な
か
れ
共
有
さ
れ
た
直
接
的
な
社
会
批
判
や
政
治
諷
刺
の
ト
ー
ン
一
色
に
染
め
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ

う
し
た
も
の
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
ヘ
ー
ヒ
は
む
し
ろ
、
ダ
ダ
の
シ
ニ
シ
ズ
ム
と
文
明
批
判
の
警
句
を
こ
め
た
ア
レ
ゴ
リ
ー

画
の
方
法
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
水
彩
画
《
彼
と
そ
の
環
境 Er und sein M

illieu

》（
一
九
一
九
年
、
図
６
）
は
、
ガ
ス
管
に
吊
り

下
げ
ら
れ
た
操
り
人
形
（
＝
「
彼
」）
の
背
後
に
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
封
じ
込
め
た
鉄
塔
や
高
層
ビ
ル
や
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
な
ど
文
明
を
象
徴

す
る
建
造
物
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ア
が
描
か
れ
、
そ
の
隣
に
は
円
筒
の
上
に
、
こ
れ
も
ガ
ラ
ス
に
覆
わ
れ
た
植
物
が
小
さ
な
温
室
の
よ
う
に
置

か
れ
、
天
空
に
は
地
球
と
も
月
と
も
つ
か
な
い
天
球
が
浮
か
ん
で
い
る
。
前
述
の
《
階
段
》
に
見
ら
れ
た
ミ
ニ
チ
ュ
ア
模
型
と
し
て
の
都

市
表
象
は
、
す
で
に
こ
の
時
期
、
ヘ
ー
ヒ
の
絵
画
言
語
の
な
か
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
画
面
右
の
中
景
に
配
さ
れ
た
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

の
頂
上
に
は
、
ガ
ラ
ス
の
球
体
が
見
え
る
。
ガ
ラ
ス
球
は
、
バ
ロ
ッ
ク
期
の
オ
ラ
ン
ダ
静
物
画
に
お
い
て
、
世
界
を
映
し
出
し
て
先
を
見

透
す
「
叡
智
」
の
象
徴
で
あ
り
な
が
ら
シ
ャ
ボ
ン
玉
に
も
似
た
「
儚
さ
」
も
同
時
に
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
両
義
性
を
も
っ
た
ヴ
ァ
ニ

タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た）

（1
（

。
そ
し
て
操
り
人
形
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
宿
命
的
な
糸
に
よ
っ
て
操
ら
れ
、
自
身
の
意
志
で
は
動
く
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こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
不
自
由
な
存
在
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
ダ
ダ

イ
ス
ト
た
ち
が
諷
刺
的
に
好
ん
で
使
っ
た
自
動
人
形
に
も
通
じ
る
人
間

の
物
象
化
の
記
号
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
三
年
後
に
制
作
さ
れ
た
《
合
一 V

ereinigung

》（1922

年
、

図
７
）
と
い
う
水
彩
画
も
、
遠
回
し
な
が
ら
、「
文
明
」
対
「
自
然
」

の
主
題
に
連
な
る
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
機
械
と
性
愛
と
い
う
い
か
に

も
ダ
ダ
の
関
心
事
で
あ
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
こ
の
絵
画
で
は
、
機
械
部

品
で
つ
く
ら
れ
た
雄
と
雌
の
花
が
、
昆
虫
に
よ
る
受
粉
の
よ
う
に
交
尾
・

合
体
し
て
い
る
。
大
地
に
頽た
お

れ
た
大
き
な
花
は
ひ
だ
状
の
金
属
の
花
弁

を
も
ち
、
先
の
《
階
段
》
に
描
か
れ
た
花
と
よ
く
似
た
相
貌
を
も
つ
。

遠
景
で
は
、「BERLIN

」
の
標
識
を
つ
け
た
玩
具
の
街
が
台
車
に
載
っ

て
引
か
れ
て
い
き
、
ふ
た
つ
の
家
に
分
か
れ
て
住
む
男
と
女
が
、
窓
か

ら
手
を
差
し
伸
べ
あ
っ
て
い
る
。
機
械
植
物
の
壮
大
な
性
の
営
み
に
比

し
て
、
人
間
の
そ
れ
は
な
ん
と
も
卑
小
で
滑
稽
で
す
ら
あ
る
よ
う
に
見

え
る
。

　

同
じ
年
に
描
か
れ
た
《
蚊
は
死
ん
だ D

er M
ucke ist tot

》（1922

年
、
図
８
）
は
、
水
彩
と
油
彩
の
二
点
が
残
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も

構
成
主
義
の
影
響
を
受
け
た
幾
何
学
的
で
脱
透
視
図
法
的
な
画
面
構
成

図 6．�ハンナ・ヘーヒ《彼とその環境》1919 年、水彩、ca.60×50�cm、個
人蔵
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図 7．�ハンナ・ヘーヒ《合一》1922 年、水彩、68×55�cm、個人蔵

図 8．�ハンナ・ヘーヒ《蚊は死んだ》1922 年、油彩、78×68�cm、ベ
ルリン・ナショナルギャラリー
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が
際
立
ち
、
そ
こ
に
砂
時
計
や
蚊
や
樹
木
、
そ
し
て
メ
ガ
ホ
ン
を
手
に
し
た
よ
う
な
人
間
の
モ
チ
ー
フ
（
人
型
の
コ
ン
パ
ス
で
あ
る
と
い

う
）
が
大
胆
に
抽
象
化
さ
れ
配
置
さ
れ
て
い
る
。
砂
時
計
や
死
ん
だ
昆
虫
は
、
先
の
ガ
ラ
ス
球
と
同
様
、
十
七
世
紀
初
め
に
オ
ラ
ン
ダ
で

成
立
し
た
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
静
物
画
に
お
い
て
儚
さ
の
寓
意
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
美
術
史
に
お
け
る
図
像
学
的
な
伝
統
の
モ
チ
ー
フ
が
こ
こ

で
は
近
代
的
な
抽
象
空
間
の
な
か
に
現
実
の
大
き
さ
を
無
視
し
て
並
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
中
央
の
人
型
コ

ン
パ
ス
の
部
分
に
は
、
は
っ
き
り
と
台
座
が
描
か
れ
て
い
る
。
台
座
と
い
う
装
置
は
、
モ
チ
ー
フ
を
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
た
通
常
の
文
脈

か
ら
引
き
離
し
、
孤
立
さ
せ
、
事
物
と
し
て
の
外
貌
を
展
示
品
の
よ
う
に
即
物
的
に
晒
す
と
同
時
に
、
あ
る
種
の
記
号
と
し
て
、
そ
れ
が

文
化
的
に
担
っ
て
い
る
図
像
学
的
な
意
味
を
読
み
取
る
よ
う
観
者
に
促
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
姿
を
表
わ
し
た
台
座
の
モ
チ
ー
フ
は
、
続

い
て
描
か
れ
た
《
夢
幻
の
イ
メ
ー
ジ T

raum
bild

》（1923

年
頃
、
図
９
）
に
お
い
て
、
さ
ら
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
絵
で

は
、
漆
黒
の
闇
の
空
間
に
方
形
の
テ
ー
ブ
ル
が
ひ
と
つ
、
円
筒
形
の
台
座
が
ふ
た
つ
置
か
れ
て
い
る
。
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
は
、
尖
頭
を
も

つ
教
会
を
は
じ
め
建
物
群
を
市
壁
が
囲
ん
だ
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
都
市
が
、
あ
た
か
も
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
絵
画
に
お
い
て
聖
母
マ
リ
ア
や
聖

人
の
持
物
と
し
て
小
模
型
の
よ
う
に
描
か
れ
る
都
市
の
よ
う
に
置
か
れ
、
円
筒
の
上
で
は
植
物
が
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
テ
ー
ブ
ル
の
端

に
は
、
都
市
か
ら
逃
れ
て
植
物
世
界
の
ほ
う
へ
歩
み
寄
ろ
う
と
す
る
人
間
が
ふ
た
り
い
る
。
よ
く
見
る
と
、
突
端
の
板
か
ら
奈
落
に
い
ま

ま
さ
に
足
を
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
男
で
、
す
で
に
落
下
し
て
い
る
ほ
う
は
女
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
（
楽
園
か
ら
追
放
さ
れ
た

ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
で
あ
ろ
う
か
）。
都
市
と
自
然
と
が
乖
離
し
て
し
ま
っ
た
そ
の
深
淵
に
、
真
っ
逆
さ
ま
に
転
落
す
る
人
間
を
、
ア
ン
リ
・

ル
ソ
ー
を
想
わ
せ
る
素ナ
イ
ー
フ朴
な
筆
致
で
描
い
た
作
品
で
あ
る）

（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ダ
ダ
期
か
ら
ポ
ス
ト
・
ダ
ダ
期
に
か
け
て
の
ヘ
ー
ヒ
が
も
っ
ぱ
ら
絵
画
に
お
い
て
追
究
し
た
テ
ー
マ
は
、「
都
市
と
機

械
文
明
」
に
対
す
る
「
自
然
と
人
間
」
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
壮
大
な
主
題
を
寓
意
的
に
表
現
す
る
た
め
に
彼
女
が
試
み
た
寓
意

画
の
絵
画
言
語
を
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
は
、
画
面
の
空
間
構
成
と
、
そ
こ
に
配
置
さ
れ
る
複
数
の
そ
れ
ぞ
れ
別
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個
の
モ
チ
ー
フ
の
選
択
、
と
い
う
二
点
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
の
隣
国
に
お

け
る
絵
画
動
向
と
の
関
連
が
指
摘
で
き
る
。

　

ま
ず
空
間
の
構
図
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ヒ
は
も
と
も
と
ダ
ダ
の

時
代
か
ら
、
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
な
ど
の
実
験
的
作
品
に
お
い
て
も
画

面
構
成
の
点
で
ほ
ぼ
一
貫
し
た
自
己
の
ス
タ
イ
ル
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
個
々
の
モ
チ
ー
フ
を
散
乱
し
た
断
片
と
し
て
ラ
ン
ダ
ム
に
浮
遊
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
複
合
的
構
成
体
と
し
て
提

示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
見
、
ば
ら
ば
ら
な
継
ぎ
接
ぎ
細
工
の
よ
う
に
見

え
る
形
象
も
、よ
く
見
る
と
「
足
場
」
や
「
台
座
」
の
よ
う
な
も
の
を
も
っ

て
お
り
、
絵
画
に
お
い
て
は
透
視
図
法
が
無
視
さ
れ
撹
乱
さ
れ
て
い
な
が

ら
も
、
近
景
と
遠
景
、
さ
ら
に
は
地
平
線
を
も
つ
「
奥
行
き
空
間
」
が
仮

構
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
す
な
わ
ち
、
画
中
に
舞
台
や
風
景
の
よ
う

な
虚
構
空
間
が
た
ち
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
け
っ
し
て
現

実
の
空
間
の
再
現
描
写
で
は
な
く
、
夢
の
イ
メ
ー
ジ
、
心
象
風
景
と
い
っ

た
も
の
に
近
い
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
ま
ず
影
響
を
あ
た
え
た
の
は
、
キ
リ

コ
や
カ
ッ
ラ
な
ど
イ
タ
リ
ア
形
而
上
絵
画
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
キ
リ

コ
が
ベ
ル
リ
ン
の
美
術
界
に
本
格
的
に
紹
介
さ
れ
る
の
は
、
大
戦
が
終
結

し
て
の
ち
の
一
九
二
〇
年
後
半
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
契
機
に
ベ
ル
リ
ン
・

図 9．�ハンナ・ヘーヒ《夢幻のイメージ》1923 年頃、水彩、ca.50×60�cm、
個人蔵
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ダ
ダ
の
な
か
で
も
「
木
偶
」（
マ
ニ
キ
ー
ノ
）
を
模
し
た
人
形
の
モ
チ
ー
フ
や
人
気
の
な
い
街
路
な
ど
の
背
景
が
作
品
に
さ
か
ん
に
援
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
年
か
ら
、
キ
リ
コ
ら
の
雑
誌
『
ヴ
ァ
ロ
ー
リ
・
プ
ラ
ス
テ
ィ
カ
（
造
形
的
価
値
）』
を
つ
う
じ
て
、

部
分
的
な
が
ら
作
風
と
芸
術
理
念
を
知
っ
て
は
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ヘ
ー
ヒ
の
絵
画
に
も
、
操
り
人
形
が
地
面
に
落
と
す
影
、
交
合
す
る

機
械
植
物
の
遠
景
に
み
え
る
都
市
や
汽
車
、
そ
し
て
台
座
の
上
で
ポ
ー
ズ
を
と
る
コ
ン
パ
ス
人
間
と
し
て
の
木
偶
人
形
な
ど
に
、
イ
タ
リ

ア
形
而
上
絵
画
の
影
響
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。現
実
の
日
常
空
間
が
あ
り
え
な
い
仕
方
で
よ
そ
よ
そ
し
い
異
様
な
姿
に
変
貌
す
る
、

そ
ん
な
禍
々
し
い
出
来
事
が
生
起
す
る
場
と
し
て
の
統
一
空
間
を
絵
画
面
に
仮
構
す
る
方
法
を
、
ヘ
ー
ヒ
は
自
身
の
表
現
世
界
に
つ
う
じ

あ
う
も
の
と
し
て
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
寓
意
表
現
と
し
て
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
な
か
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
の
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
は
、
寓
意
を
生
成

さ
せ
る
た
め
の
絵
画
言
語
に
お
け
る
、
い
わ
ば
単
語
で
あ
っ
た
。
ガ
ラ
ス
球
、
死
ん
だ
昆
虫
、
砂
時
計
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
は
、
美
術
史

の
伝
統
的
な
図
像
学
を
画
面
に
導
き
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
に
意
味
を
担
う
も
の
と
な
る
。
ダ
ダ
は
言
語
に
お
い
て
合
理
的
意
味

を
否
定
し
て
そ
れ
を
解
体
し
た
が
、
ヘ
ー
ヒ
の
絵
画
実
験
は
、
単
語
に
伝
統
的
意
味
を
担
わ
せ
続
け
つ
つ
空
間
構
成
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の

合
理
的
連
関
を
断
つ
と
い
う
方
向
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
ん
な
る
伝
統
的
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
へ
の
回
帰
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
用
い
て
二
十
世
紀
に
お
け
る
新
た
な
象
徴
表
現
を
生
み
出
す
企
て
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
か
ら
発
し
て
国
際
的
に
広
ま
っ
て
い
た
構
成
主
義
の
考
え
方
が
そ
こ
に
重
な
り
、「
構
成
」
が
空
間
造
形
と
モ
チ
ー
フ
選
択
と
を

規
定
す
る
重
要
な
概
念
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
参
照
先
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
の
が
、
ド
イ
ツ
の
西
の
隣
国
オ
ラ
ン
ダ
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
前
衛
美
術
運
動
「
デ
・
ス
テ
ィ
ル
」
の
主
唱
者
テ
オ
・
フ
ァ
ン
・
ド
ゥ
ー
ス
ブ
ル
フ
を
は
じ
め
と
し
て
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
な

ど
抽
象
芸
術
を
主
導
す
る
画
家
た
ち
が
輩
出
し
て
い
る
一
方
で
、
十
七
か
ら
十
八
世
紀
バ
ロ
ッ
ク
絵
画
の
寓
意
表
現
が
再
発
見
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
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４
．
第
一
次
大
戦
後
の
オ
ラ
ン
ダ
静
物
画
︱
︱
グ
ロ
ス
ベ
ル
ク
と
ヒ
ン
ク
ス

　
《
階
段
》
が
描
か
れ
た
翌
年
の
一
九
二
七
年
、
つ
ま
り
ヘ
ー
ヒ
が
オ
ラ
ン
ダ
に
移
住
し
た
直
後
の
こ
と
、
西
部
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ン
ラ
ン

ト
地
方
に
住
む
画
家
カ
ー
ル
・
グ
ロ
ス
ベ
ル
ク
（Carl Grossber

）
（1
（g

）
の
描
い
た
一
枚
の
油
彩
画
が
、
ヘ
ー
ヒ
の
《
階
段
》
と
注
目
す

べ
き
類
似
性
を
見
せ
て
い
る
。《
夢
幻
の
イ
メ
ー
ジ
、
風ロ
ー
タ
ー筒
（
…
…
の
よ
う
な
ノ
ア
の
方
舟
）T

raum
bild Rotor

（A
rche N

oah 

als

…
…
）》（
図
10
）
と
題
し
た
そ
の
絵
に
は
、
世
界
の
ど
こ
に
も
な
い
虚
構
の
都
市
空
間
が
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
中
央
に
当
時
就
航

し
た
ば
か
り
の
大
型
客
船
を
思
わ
せ
る
階
段
状
の
構
築
物
が
配
さ
れ
─
─
こ
れ
は
、
船
体
上
に
立
つ
大
き
な
二
本
の
「
風ロ
ー
タ
ー筒
」
が
、
回
転

し
て
起
こ
し
た
風
力
で
航
行
す
る
、
ド
イ
ツ
で
発
明
さ
れ
た
ロ
ー
タ
ー
船
（
風
行
船
）
で
あ
る
─
─
左
手
に
は
近
代
的
な
産
業
施
設
と
お

ぼ
し
き
建
物
が
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
幾
何
学
的
な
近
代
都
市
の
風
景
画
と
い
っ
て
し
ま
っ
て
も
よ
い
の
だ
が
、
奇
妙
な
こ

と
に
画
面
右
手
に
は
崩
れ
落
ち
る
柱
が
、
そ
の
上
に
は
「
Ｒ
」
や
「
Ｃ
」
な
ど
の
活
字
が
舞
い
、
さ
ら
に
画
面
上
部
を
占
め
る
黒
々
と
し

た
闇
夜
に
は
白
く
輝
く
輪
を
も
っ
た
土
星
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
画
面
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
は
、
鳥
や
猿
な
ど
自
然
界
の

生
き
物
が
、
ま
る
で
崩
壊
す
る
都
市
の
断
末
魔
を
見
届
け
よ
う
と
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
、
黙
示
録
的
な
場
面
に
立
ち
会
っ
て
い
る
。
抽

象
的
な
虚
構
の
空
間
、
階
段
状
の
幾
何
学
的
な
構
造
物
、
都
市
文
明
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
世
界
と
自
然
界
と
の
対
比
、
そ
し
て
闇
を
背
景

に
し
た
赤
・
黄
・
青
な
ど
極
彩
色
の
事
物
と
、
画
面
を
覆
う
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
気
分
。
ヘ
ー
ヒ
の
《
階
段
》
と
の
あ
い
だ
に
見
ら
れ
る

こ
れ
ら
一
連
の
類
似
に
は
、
徴
候
的
な
も
の
が
あ
る
。
グ
ロ
ス
ベ
ル
ク
は
一
九
二
〇
年
代
半
ば
か
ら
産
業
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
と
し
て
、

当
時
最
新
鋭
の
工
場
機
械
を
、
冷
た
く
美
し
い
輝
き
を
放
つ
精
密
な
絵
画
と
し
て
描
い
て
い
た
が
、
ま
も
な
く
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
世
界
に

懐
疑
的
と
な
り
、
機
械
装
置
の
な
か
に
動
物
や
彫
像
な
ど
を
闖
入
さ
せ
た
超
現
実
的
な
絵
画
を
制
作
す
る
よ
う
に
な
る
。
機
械
賛
美
の
よ
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う
に
見
え
て
い
た
彼
の
絵
画
が
に
わ
か
に
反
転
す
る
の
で
あ
り
、
や

が
て
こ
の
《
夢
幻
の
イ
メ
ー
ジ
》
の
よ
う
な
都
市
像
に
行
き
着
く
の

で
あ
る
。（
奇
し
く
も
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
前
節
で
挙
げ
た
ヘ
ー
ヒ

の
一
九
二
三
年
の
寓
意
画
〈
図
９
〉
と
同
名
で
あ
る
。）
ダ
ダ
の
時

期
に
機
械
イ
メ
ー
ジ
を
、
イ
ロ
ニ
ー
を
込
め
て
作
品
に
多
用
し
て
い

た
ヘ
ー
ヒ
と
、
通
じ
合
う
も
の
が
あ
る
。
ヘ
ー
ヒ
と
グ
ロ
ス
ベ
ル
ク

い
ず
れ
の
作
家
に
関
す
る
資
料
に
も
、
両
者
の
接
触
を
う
か
が
わ
せ

る
事
実
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
ふ
た
り
が
共
通
の
文
化
的
背
景
を

も
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
グ
ロ
ス
ベ
ル
ク
は
、
ラ
イ
ン
ラ
ン

ト
地
方
の
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
に
拠
点
を
置
き
な
が
ら
ベ
ル
リ
ン
の
美

術
界
と
繋
が
り
を
も
ち
つ
づ
け
、
さ
ら
に
西
部
ド
イ
ツ
と
い
う
地
の

利
を
活
か
し
て
一
九
二
〇
年
代
半
ば
に
は
オ
ラ
ン
ダ
に
も
足
を
運
ん

で
い
た
。
ヘ
ー
ヒ
が
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
タ
ー
ス
を
つ
う
じ
て
一
九
二
六
年

か
ら
オ
ラ
ン
ダ
の
美
術
界
と
交
流
を
深
め
て
い
た
こ
と
と
い
わ
ば
同

時
進
行
で
、
彼
も
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
た
ち
と
相
互
に
刺
激
を
与
え

あ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

第
一
次
大
戦
後
の
オ
ラ
ン
ダ
は
、
ド
イ
ツ
の
美
術
家
た
ち
に
と
っ

て
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
大
戦
の
敵
国
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス

図 10．�カール・グロスベルク《夢幻のイメージ、風筒（…のようなノアの方舟）》
1927 年、油彩、90.5×70.5�cm、個人蔵
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と
の
関
係
に
は
い
ま
だ
多
く
の
感
情
的
し
こ
り
が
残
っ
て
い
る
な
か
で
、
オ
ラ
ン
ダ
は
近
世
以
降
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
絵
画
の
伝
統
を
も

ち
、
ド
イ
ツ
か
ら
は
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
と
並
ぶ
「
絵
画
の
国
」
と
し
て
あ
る
種
の
畏
敬
の
念
を
も
た
れ
て
い
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な

く
、
オ
ラ
ン
ダ
は
モ
ン
ド
リ
ア
ン
や
ド
ゥ
ー
ス
ブ
ル
ク
の
活
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ま
だ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
伝
統
を
墨
守
し
よ
う
と
す

る
敗
戦
国
ド
イ
ツ
以
上
に
、
革
新
的
な
芸
術
を
寛
容
に
う
け
い
れ
る
土
壌
が
あ
っ
た
（
少
な
く
と
も
、
ド
イ
ツ
の
美
術
家
た
ち
の
目
に
は
、

そ
の
よ
う
に
映
っ
た
）。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
一
九
二
〇
年
代
の
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
、
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
、
デ
ン
・
ハ
ー

グ
、
ゲ
ン
ト
な
ど
の
諸
都
市
に
ド
イ
ツ
人
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
頻
繁
に
訪
れ
、
と
り
わ
け
ス
ケ
ベ
ニ
ン
ゲ
ン
近
郊
の
ケ
イ
ク
ド
イ
ン
と
い
う

避
暑
地
に
は
ド
イ
ツ
人
の
芸
術
家
コ
ロ
ニ
ー
が
形
成
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た）

（1
（

。
一
方
、
二
〇
年
代
に
開
催
さ
れ
た
ド
イ
ツ
で
の
主
要
な
美

術
展
に
は
オ
ラ
ン
ダ
人
画
家
の
出
品
が
め
ざ
ま
し
く
、
例
え
ば
一
九
二
六
年
の
大
ベ
ル
リ
ン
美
術
展
で
は
、
約
八
十
名
ほ
ど
の
出
品
作
家

の
う
ち
一
割
を
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
が
占
め
て
い
る
。
他
の
外
国
人
が
三
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
い
か
に
ド
イ
ツ
の
美
術

界
に
占
め
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
勢
の
影
響
力
や
比
重
が
大
き
か
っ
た
か
が
窺
え
る）

（1
（

。
ヘ
ー
ヒ
と
グ
ロ
ス
ベ
ル
ク
の
オ
ラ
ン
ダ
訪
問
も
、
そ
う

し
た
盛
ん
な
交
流
関
係
が
生
ん
だ
趨
勢
の
一
端
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
人
的
交
流
と
い
う
実
際
面
の
事
情
に
加
え
、
オ
ラ
ン
ダ
に
は
、
や
が
て
ド
イ
ツ
が
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
絵
画
思
想
上
の

あ
る
重
要
な
契
機
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ド
イ
ツ
の
文
化
哲
学
者
オ
ズ
ヴ
ァ
ル
ト
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
著
し
た

『
西
洋
の
没
落
』（
一
九
一
九
年）

（1
（

）
は
、
近
代
以
降
、
国
力
が
衰
退
の
一
途
を
辿
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
の
芸
術
界
に
と
り
わ
け
大
き
な
衝
撃
を
与

え
、
ド
イ
ツ
以
上
に
こ
の
地
で
、
第
一
次
大
戦
後
の
厭
世
的
な
気
分
を
助
長
し
た）

（1
（

。
西
洋
文
明
の
進
歩
と
近
代
化
の
恩
恵
を
素
朴
に
寿
ぐ

世
界
観
は
、
敗
戦
国
ド
イ
ツ
以
上
に
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
否
定
的
に
見
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
精
神
的
態
度
に
芸
術
面
で
共
振

し
た
の
が
、十
七
世
紀
バ
ロ
ッ
ク
期
の
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
に
お
け
る
静
物
画
と
、そ
の
「
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
」
表
現
で
あ
る
。
か
つ
て
の
北
部
ネ
ー

デ
ル
ラ
ン
ド
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
宗
教
改
革
の
結
果
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
美
術
に
見
る
よ
う
な
歴
史
物
語
や
聖
人
像
を
主
題
と
す
る
絵
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画
が
衰
退
し
、
風
俗
画
や
静
物
画
の
ジ
ャ
ン
ル
が
発
展
し
た
。
と
り
わ
け
静
物
画
は
、
眼
前
の
事
物
を
冷
静
な
ま
な
ざ
し
で
客
観
的
に
観

察
し
描
写
す
る
透
徹
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
に
貫
か
れ
、
し
か
も
卓
上
に
配
す
る
モ
チ
ー
フ
の
選
択
と
構
成
に
よ
っ
て
「
モ
ノ
に
語
ら
せ
る
」

独
特
の
意
味
付
与
の
語
法
を
あ
み
だ
し
た
。
こ
の
と
き
、
世
俗
的
絵
画
の
な
か
に
教
訓
的
な
寓
意
を
こ
め
、
あ
わ
せ
て
艶あ
で

や
か
な
奢
侈
品

の
取
り
合
わ
せ
に
よ
る
眼
の
愉
し
み
を
鑑
賞
者
に
供
す
べ
く
、
こ
の
世
の
富
や
栄
耀
栄
華
の
む
な
し
さ
を
意
味
す
る
「
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
（
虚

栄
）」
の
画
題
が
前
景
化
し
て
く
る
。
死
を
想
起
さ
せ
る
た
め
の
髑
髏
、
砂
時
計
、
蝋
燭
、
花
、
楽
器
、
シ
ャ
ボ
ン
玉
や
ガ
ラ
ス
器
の
よ

う
な
儚
く
壊
れ
や
す
い
物
な
ど
が
、
寓
意
を
に
な
う
記
号
と
し
て
画
中
に
描
き
こ
ま
れ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
の
こ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
伝
統

が
、
二
十
世
紀
に
な
っ
て
徐
々
に
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
文
明
観
が
蔓
延
す
る
な
か
で
、
再
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

美
術
史
家
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
が
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
具
象
絵
画
の
動

向
を
さ
ぐ
っ
た
論
考
「
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
に
お
け
る
レ
ア
リ
ス
ム
と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」
は
、
こ
の
点
で
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
現
実
の
批
判
的
分
析
の
た
め
の
絵
画
言
語
と
し
て
、
画
家
が
意
識
的
に
静
物
画
を
選
ん
だ
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
生
ま
れ
、
ド
イ
ツ
軍
の
ベ
ル
ギ
ー
侵
攻
を
う
け
て
オ
ラ
ン
ダ
に
逃
げ
て
き
た
ラ
ウ
ー
ル
・
ヒ
ン

ク
ス
（Raoul H

yncke

）
（1
（s

）
と
い
う
画
家
の
場
合
、
風
景
画
か
ら
静
物
画
へ
と
作
風
を
劇
的
に
転
換
し
、
そ
こ
に
現
代
文
明
へ
の
批
判

を
こ
め
て
い
く
。

ラ
ウ
ー
ル
・
ヒ
ン
ク
ス
は
深
刻
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
に
陥
っ
た
結
果
、
一
九
二
四
年
に
そ
れ
ま
で
制
作
し
た
作
品
（
印

象
派
的
な
風
景
画
）
を
破
り
捨
て
て
し
ま
い
、そ
の
後
は
絵
画
の
た
だ
ひ
と
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
へ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
回
帰
へ
と
向
か
い
、

そ
れ
を
自
ら
の
思
考
と
、
現
実
の
批
判
的
分
析
の
た
め
の
唯
一
の
言
語
手
段
と
な
し
た
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
静
物
画
で
あ
る）

11
（

。

145（22）



ヴァニタス、あるいは夢幻の風景　香川　　檀

　

卓
上
の
事
物
を
描
く
こ
と
が
、
い
か
に
し
て
現
実
の
批
判
的
分
析
へ
と
繋
が

り
う
る
の
か
。
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ン
ク
ス
は
ま
ず
立
体
派
に

ち
か
い
抽
象
的
な
静
物
の
配
置
の
乱
れ
や
不
調
和
か
ら
孤
立
や
ば
ら
ば
ら
感
を

表
現
す
る
。
だ
が
、
一
九
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
精
密
描
写
に
よ
る
だ
ま
し
絵

的
な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
追
求
す
る
と
と
も
に
、
髑
髏
や

鎖
と
い
っ
た
人
間
を
寄
せ
付
け
な
い
凄
惨
で
冷
徹
な
モ
チ
ー
フ
を
、「
ヴ
ァ
ニ

タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て
用
い
、
過
去
の
象
徴
言
語
に
よ
っ
て
現
代
の
暴
力

と
人
間
の
驕
り
を
想
起
さ
せ
る
絵
画
に
転
じ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。（
図
11
）

彼
の
静
物
画
の
中
心
に
は
髑
髏
が
あ
る
。
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
類
型
、
死

の
ア
レ
ゴ
リ
ー
、
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
の
参
照
は
、
ラ
ウ
ー
ル
・
ヒ

ン
ク
ス
の
場
合
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
彼
は
、
時
代

の
終
末
、
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
（
死
を
想
え
）
の
文
化
史
的
な
象
徴
性
を
、

付
随
す
る
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
、
同
時
代
の
、
現
代
に
関
連
し
た
意
味
に

お
い
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
同
時
代
的
な
意
味
を
獲
得
し
た
オ
ラ
ン
ダ
静
物
画
の
寓
意

性
は
、
声
高
に
主
情
の
迸
り
や
政
治
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
訴
え
る
こ
と
を
や
め
た
戦

図 11．ラウール・ヒンクス《鎖》1934 年、油彩、サイズ・所蔵元
不明
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間
期
の
絵
画
芸
術
の
な
か
で
、
静
か
な
批
判
や
警
告
を
ふ
く
ん
だ
表
現
に
結
び
つ
い
て
い
く
。
そ
れ
は
、
も
っ
と
も
政
治
性
か
ら
疎
遠
と

さ
れ
て
き
た
は
ず
の
静
物
の
描
写
を
ア
レ
ゴ
リ
ー
へ
と
変
換
す
る
こ
と
で
、
同
時
代
の
政
治
的
な
暴
力
や
抑
圧
へ
の
告
発
を
こ
め
た
バ

ロ
ッ
ク
期
の
寓
意
表
現
と
パ
ラ
レ
ル
な
性
格
を
も
つ
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　

５
．
即
物
的
（
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
）
と
超
現
実
的
（
シ
ュ
ル
レ
ア
ル
）
の
は
ざ
ま

　

ド
イ
ツ
の
グ
ロ
ス
ベ
ル
ク
が
一
九
二
〇
年
代
に
、
そ
し
て
ベ
ル
ギ
ー
の
ヒ
ン
ク
ス
が
一
九
三
〇
年
代
初
頭
に
見
出
し
た
オ
ラ
ン
ダ
静
物

画
の
現
代
性
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
よ
り
は
る
か
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
戦
間
期
ド
イ
ツ
の
具
象
絵
画
に
影
響
を
あ
た
え
て

い
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
第
一
次
大
戦
前
夜
に
絶
頂
に
た
っ
し
た
表
現
主
義
の
昂
揚
し
た
陶
酔
的
気
分
が
、
開
戦
後
の
戦
闘
の
過
酷
な
現
実

を
目
の
当
た
り
に
し
て
一
挙
に
醒
め
て
し
ま
っ
た
あ
と
、
大
戦
終
結
か
ら
数
年
の
う
ち
に
、
醒
め
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
即
物
的
な
具
象
絵
画

が
際
立
っ
た
傾
向
と
し
て
観
測
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
眼
前
の
事
物
を
描
写
す
る
静
物
画
や
室
内
画
の
方
法
で
、
モ
ノ
に
即
し
て
、
激

動
の
世
に
お
け
る
己
の
存
在
を
確
か
め
る
よ
う
な
客
観
的
、
か
つ
不
安
を
た
た
え
た
画
面
が
登
場
す
る
。
こ
れ
が
、
戦
間
期
ド
イ
ツ
で
美

術
の
一
大
傾
向
と
し
て
喧
伝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
新
即
物
主
義
」（「
魔
術
的
レ
ア
リ
ス
ム
」
の
呼
称
の
ほ
う
は
定
着
し
な
か
っ
た
）
で

あ
り
、
そ
こ
に
寓
意
と
し
て
の
「
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
」
が
新
た
な
相
貌
を
お
び
て
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
オ
ラ
ン
ダ
と
の
人
的

交
流
が
そ
れ
を
加
速
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
は
唯
一
、
ド
イ
ツ
の
こ
の
新
傾
向
を
と
も
に
担
う
国
で
あ
り
、
一
九
二
五
年
に
ド
イ
ツ
の
マ
ン
ハ

イ
ム
市
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
「
新
即
物
主
義
」
展
に
数
名
の
オ
ラ
ン
ダ
人
画
家
が
参
加
し
て
い
る
ほ
か
、
一
九
二
九
年
に
は
オ
ラ
ン

ダ
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市
立
美
術
館
で
も
前
衛
芸
術
団
体
「
独
立
」
が
催
し
た
年
次
展
覧
会
が
「
新
即
物
主
義
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
い

る
。
前
述
の
カ
ー
ル
・
グ
ロ
ス
ベ
ル
ク
も
こ
れ
に
出
品
し
て
い
た
こ
と
は
、
特
筆
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
世
界
大
戦
の
あ
と
の
醒
め
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た
客
観
主
義
、
即
物
主
義
と
、
オ
ラ
ン
ダ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
静
物

寓
意
画
の
伝
統
と
が
、
こ
こ
で
出
会
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
即
物
主
義
の
絵
画
は
、
ヒ
ン
ク
ス
の
よ
う
な
対

象
を
写
真
の
よ
う
に
精
緻
に
描
く
細
密
描
写
で
は
な
く
、
さ
り
と

て
か
つ
て
の
表
現
主
義
の
よ
う
に
荒
々
し
い
筆
跡
を
残
す
描
法
で

も
な
い
。
明
瞭
な
輪
郭
線
と
構
図
を
も
ち
つ
つ
、
抽
象
化
さ
れ
た

簡
潔
な
フ
ォ
ル
ム
を
も
つ
金
属
容
器
や
ガ
ラ
ス
コ
ッ
プ
や
鉢
植
え

の
サ
ボ
テ
ン
な
ど
が
、
静
か
に
、
ま
る
で
真
空
の
空
間
に
閉
じ
込

め
ら
れ
た
よ
う
に
孤
立
し
て
描
か
れ
て
い
る
（
図
12
）。
眼
前
の
事

物
と
の
息
詰
ま
る
よ
う
な
対
峙
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
、
モ
ノ
に
即

し
て
の
主
体
の
確
認
を
は
か
る
即
物
主
義
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
卓
上
に
事
物

を
並
べ
た
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
静
物
画
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

む
し
ろ
選
び
出
し
た
モ
チ
ー
フ
を
空
間
に
配
置
し
、
そ
れ
ら
に
何

か
を
語
ら
せ
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
空
間

は
必
ず
し
も
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に

な
る
。
自
由
に
と
り
あ
つ
め
た
自
然
や
人
工
物
の
モ
チ
ー
フ
を
配

置
す
る
室
内
風
景
（
例
え
ば
マ
グ
リ
ッ
ト
な
ど
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

図 12．�ゲオルク・ショルツ《サボテンと腕木信号》1923年、硬質繊維板に油彩、
69×52.3�cm、ウェストファーレン州立美術・文化史美術館（ミュン
スター）
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ム
絵
画
）
や
、
は
る
か
遠
景
に
地
平
線
や
水
平
線
を
の
ぞ
む
屋
外
空
間
や
都
市
風
景
（
例
え
ば
キ
リ
コ
の
形
而
上
絵
画
）
は
、
す
べ
て
タ

ブ
ロ
ー
と
い
う
画
面
の
上
に
個
物
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
／
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
さ
れ
た
心
象
風
景
と
い
う
意
味
で
、「
静
物
画
的
な
風
景
画
」
だ
と

い
え
る）

11
（

。
そ
れ
は
、
個
々
の
モ
チ
ー
フ
に
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
（
虚
栄
）
の
図
像
学
的
意
味
を
担
わ
せ
る
伝
統
的
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
画
と
は
別
の
、
異

な
る
も
の
同
士
の
併
置
や
衝
突
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
、
よ
り
近
代
的
な
意
味
生
成
に
基
づ
い
た
現
代
の
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

さ
に
ヘ
ー
ヒ
の
《
階
段
》
や
グ
ロ
ス
ベ
ル
ク
の
《
夢
幻
の
イ
メ
ー
ジ
》
の
よ
う
な
幻
想
的
な
都
市
像
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
意
味
生
成
の
原
理
は
、
や
が
て
一
九
三
〇
年
代
に
な
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
絵
画
、
と
く
に
そ
の
「
デ

ペ
イ
ズ
マ
ン
」
の
技
法
に
よ
る
驚
異
の
イ
メ
ー
ジ
、無
意
識
に
棹
差
す
イ
メ
ー
ジ
と
も
繋
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、ヴ
ィ
ー

ラ
ン
ト
・
シ
ュ
ミ
ー
ト
が
、
一
九
二
〇
年
代
ド
イ
ツ
の
魔
術
的
レ
ア
リ
ス
ム
や
新
即
物
主
義
の
絵
画
が
も
つ
「オ
プ
テ
ィ
ー
ク

視
覚
」
に
は
、
の
ち
の
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
の
イ
メ
ー
ジ
論
理
を
先
取
り
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
、と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、正
鵠
を
射
て
い
る
と
い
え
よ
う）

11
（

。
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
即
物
主
義
は
（
ア
ド
ル
ノ
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
そ
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
論
で
対
置
さ
せ
た
こ
と
と
は
裏
腹
に
）、
少
な

く
と
も
印
象
派
や
表
現
主
義
な
ど
と
よ
り
は
は
る
か
に
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る）

11
（

。
も
っ
と
も
、
ヘ
ー
ヒ
や
グ
ロ
ス
ベ
ル
ク
の
空

間
は
、
マ
グ
リ
ッ
ト
や
キ
リ
コ
の
描
く
日
常
的
な
室
内
や
見
慣
れ
た
街
路
と
は
異
な
り
、
Ｓ
Ｆ
ア
ニ
メ
映
画
に
登
場
し
そ
う
な
未
来
都
市

の
大
舞
台
さ
な
が
ら
の
、
黙
示
録
的
な
光
景
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ふ
た
り
の
画
家
が
い
ず
れ
も
機
械
主
義
の
時
代
の
洗
礼
を

受
け
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ヘ
ー
ヒ
の
《
階
段
》
に
た
ち
戻
る
な
ら
ば
、
こ
の
絵
画
に
見
ら
れ
る
独
特
の
幻
想
性
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
オ
ラ
ン
ダ
の
即
物
的
な
静
物

画
の
流
れ
を
汲
み
つ
つ
、
空
間
に
モ
チ
ー
フ
を
孤
立
さ
せ
て
配
置
す
る
ダ
ダ
以
来
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
原
理
を
絵
画
に
応
用
し
た
こ
と
に
依

拠
し
て
い
る
。
彼
女
は
こ
の
作
品
を
制
作
す
る
前
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
に
滞
在
し
て
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
展
を
観
て
い
る
た
め
、

そ
の
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、こ
の
時
点
で
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
に
は
ま
だ
ル
ネ
・
マ
グ
リ
ッ
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ト
も
イ
ヴ
・
タ
ン
ギ
ー
も
ダ
リ
も
出
品
し
て
お
ら
ず
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
絵
画
に
一
貫
し
た
絵
画
思
想
や
典
型
的
技
法
と
い
う
も
の
が

明
示
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ヒ
の
場
合
、そ
の
関
心
事
は
「
無
意
識
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
受
動
的
に
招
喚
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
夢
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
口
実
に
し
て
現
実
を
超
え
た
幻
想
的
イ
メ
ー
ジ
を
作
為
的
に
構
成
し
、
オ
ラ
ン
ダ
静
物
画
の
ヴ
ァ

ニ
タ
ス
を
現
代
の
文
明
批
判
の
寓
意
画
と
し
た
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
ヘ
ー
ヒ
の
オ
ラ
ン
ダ
移
住
後
、
こ
の
作
品
は
一
九
二
八
年
に
ア
ム

ス
テ
ル
ダ
ム
で
開
か
れ
た
「
独
立
」
展
に
出
品
さ
れ
て
い
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
批
評
家
の
目
に
ど
う
映
っ
た
の
か
、
詳
し
い
資
料
は
残
念

な
が
ら
残
っ
て
い
な
い
。

〔
本
稿
は
、
科
研
費
基
盤
研
究
（
C
）「
戦
後
ド
イ
ツ
に
お
け
る
〈
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
〉
の
受
容
」（
課
題
番
号
：16K

02335

、

研
究
代
表
者　

香
川
檀
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。〕

（
1
）
本
稿
の
一
部
は
、
拙
論
「
写
真
ス
ク
ラ
ッ
プ
の
イ
メ
ー
ジ
思
考
─
─
ハ
ン
ナ
・
ヘ
ー
ヒ
《
ア
ル
バ
ム
》
を
め
ぐ
っ
て
」（『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
第

45
巻
第
3
・
4
号
、2014

年
）
の
抜
粋
と
合
わ
せ
、
批
評
雑
誌
『
ユ
リ
イ
カ
』（
特
集
：
ダ
ダ
・
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
21
世
紀
）
に
「
即
物
的
ア
ル
バ

ム
と
魔
術
的
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
│
│
ハ
ン
ナ
・
ヘ
ー
ヒ
、〈
ポ
ス
ト
・
ダ
ダ
〉
の
イ
メ
ー
ジ
思
考
」
と
し
て
発
表
し
た
。（『
ユ
リ
イ
カ
』
臨
時
増
刊
号
、
青
土
社
、

2016

年8

月
、280-293

頁
）

（
2
）Gustav Friedrich H

artlaub

に
よ
る
展
覧
会
、「N

eue Sachlichkeit : D
eutsche M

alerei seit dem
  Expressionism

us

」, Städtische K
unst- 

halle M
annheim

, 1925. 6. 14

〜9. 13.

（
3
）Franz Roh, N

ach-E
xpressionism

us : M
agischer R

ealism
us –Problem

e der neuesten europäischen M
alerei, Leipzig, 1925.

（
4
）W

ieland Schm
ied, N

eue Sachlichkeit und M
agischer R

ealism
us in D

eutschland 1918-1933, H
annover:Fackelträger-V

erlag,1969. 

本

書
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
ヘ
ー
ヒ
の
絵
画
は
、《
ラ
ベ
ル
た
ち
が
小
競
り
合
い
す
る
》（1922

）
と
、《
カ
ッ
プ
の
あ
る
静
物
》（1927

）
の
二
点
で
、
顕
著
に

新
即
物
主
義
的
傾
向
を
示
す
作
品
と
し
て
選
ば
れ
た
。
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（
5
）A

usst.-K
at., T

endenzen der Zw
anziger Jahre, 15.Euroäische K

unstausstellung Berlin : D
ietrich Reim

er V
erlag,1977.　

4. D
ie neue 

W
irklichkeit—

Surrealism
us und N

eue Sachlichkeit. 
（
6
）Ellen M

aurer, H
annah H

öch : Jenseits fester G
renzen—

D
as M

alerische W
erk bis 1945, Berlin: Gebr.M

ann V
erlag, S.133.

（
7
）H

elga K
liem

ann, D
ie N

ovem
bergruppe, Berlin: D

eutsche Gesellschaft für Bildende K
unst, 1969. S.51.

た
だ
し
、
オ
ラ
ン
ダ
転
居
の
直
前

も
し
く
は
直
後
に
完
成
し
た
と
思
わ
れ
る
《
階
段
》
は
、
大
ベ
ル
リ
ン
芸
術
展
に
は
出
品
さ
れ
ず
、
転
居
の
翌
々
年
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
前
衛
美
術
団

体
展
「
独
立
」
に
初
出
品
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
国
内
で
の
公
開
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

（
8
）K

aroline H
ille, H

annah H
öch : D

ie Zw
anziger Jahre—

K
unst, Liebe, Freundschaft, Berlin: Edition Braus, 2015, S.68.

（
9
）Ralf Burm

eister （H
g.

）, H
annah H

öch : A
ller A

nfang ist D
A

D
A

!, Berlinische Galerie, H
atje Cantz, 2007, S.112. （Janina N

entw
ig 

に

よ
る
作
品
解
説
）

（
10
）W

ieland Schm
ied, ‘D

ie neue W
irklichkeit ---Surrealism

us und Sachlichkeit’, in: T
endenzen der Zw

anziger Jahre,

（
注
5
）S.4 / 21

（
11
）H

ans H
ildebrandt, D

ie Frau als K
ünstlerin, Berlin,1928,S.127. 

ベ
ル
リ
ニ
ッ
シ
ェ
・
ガ
レ
リ
ー
に
よ
る
ヘ
ー
ヒ
の
遺
品
目
録
に
は
、
こ
の
ヒ
ル
デ

ブ
ラ
ン
ト
の
本
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
彼
女
が
本
書
を
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。K

ünstlerarchiv der Berlinische Galerie （H
g.

）,
H

annah H
öch : E

ine Lebenscollage, Bd.2 （1921-1945

）, 1995, 2.A
bteilung

（D
okum

ente

）, S.346, （
資
料
番
号
、28.69

）

（
12
）
種
村
季
弘
『
魔
術
的
レ
ア
リ
ス
ム
│
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
芸
術
』、PA

RCO

出
版
、1988

年
、
95
頁
。
ま
た
別
の
説
で
は
、
こ
の
時
代
に
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド

に
伝
え
ら
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
宗
教
的
寓
意
に
お
い
て
、
ガ
ラ
ス
球
が
世
界
を
映
し
出
す
球
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
信
仰
心
と
同
一
の
も
の
、
人
間
の
心
の

無
限
性
を
表
す
も
の
と
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
る
。

（
13
）
ル
ソ
ー
の
《
夢
》（1910

）
に
み
る
素
朴
な
画
風
は
、
パ
リ
に
お
い
て
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
や
ト
リ
ス
タ
ン
・
ツ
ァ
ラ
に
よ
っ
て
称
賛
さ
れ
、
ド
イ
ツ
で

も
ダ
ダ
や
新
即
物
主
義
の
絵
画
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
。前
述
の
フ
ラ
ン
ツ
・
ロ
ー
に
よ
る
絵
画
論『
表
現
主
義
以
後
│
│
魔
術
的
レ
ア
リ
ス
ム
』で
も
、

こ
の
作
品
が
口
絵
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
14
）Carl Grossberg, 1894-1940

。
ド
イ
ツ
西
部
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
地
方
の
ヴ
ッ
パ
タ
ー
ル
出
身
。
一
九
一
九
年
か
ら
二
一
年
に
か
け
て
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の

美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
と
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
フ
ァ
イ
ニ
ン
ガ
ー
の
も
と
で
絵
画
を
学
ん
だ
。
そ
の
ほ
か
イ
ン
テ
リ
ア
の
設
計
者
と
し
て
も
活
動
し
、

建
築
家
メ
ン
デ
ル
ゾ
ー
ン
の
依
頼
で
ベ
ル
リ
ン
の
ウ
ニ
ヴ
ェ
ル
ズ
ム
映
画
館
の
内
装
を
手
が
け
て
い
る
。本
稿
で
は
主
に
以
下
の
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
に
拠
っ

た
。V

on der H
eydt M

useum

（H
g.

）, Carl G
rossberg : R

etrspektiv zum
 100. G

eburtstag, 1994. 

ま
た
、種
村
季
弘
『
魔
術
的
レ
ア
リ
ス
ム
』

（
前
掲
書
）
に
も
、
第
７
章
「
カ
ー
ル
・
グ
ロ
ス
ベ
ル
ク—

黒
い
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」
と
し
て
彼
の
表
現
世
界
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。（123-134

頁
）

（
15
）H

einz O
hff, „H

olland“
, in: K

ünstlerarchiv der Berlinische Galerie
（H

g.
）, H

annah H
öch: E

ine Lebenscollage, Bd.2

（1921-1945

）, 
1.A

bteilung, S.257-282. 
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（
16
）
一
九
二
六
年
「
大
ベ
ル
リ
ン
美
術
展
」
カ
タ
ロ
グ
で
は
出
品
作
家
リ
ス
ト
に
国
籍
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
も
と
に
筆
者
が
統
計
を
と
っ
た
。

（
17
）O

sw
ald Spengler, D

er U
ntergang des A

bendlandes, U
m

risse einer M
orphologie der W

eltgeschichte, Band 1: W
ien 1918, Band 2: M

ün-
chen 1922.

（
18
）
種
村
、
前
掲
書
、184

頁
。

（
19
）
ヒ
ン
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
種
村
季
弘
『
魔
術
的
レ
ア
リ
ス
ム
』（
前
掲
書
）
に
も
簡
単
な
紹
介
が
あ
る
。189-192

頁
。

（
20
）A

ndreas V
ow

inckel, “Realism
us und Surrealism

us in der holländischen M
alerei“. Günther W

irth

（H
g.

）In: V
an G

ogh bis Cobra ; 
holländishce M

alerei 1880-1950, Stuttgart, 1980, S.187-211, （hier S.193

）

（
21
）V

ow
inckel, ebd S.194.

（
22
）
エ
レ
ン
・
マ
ウ
ラ
ー
は
、
静
物
画
が
本
来
モ
チ
ー
フ
の
構
成
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
画
面
の
構
造
の
な
か
に
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
原

理
が
潜
ん
で
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
る
読
解
可
能
性
の
措
定
が
作
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
静
物
画
は
読
解
さ
れ
る
と
い
う
。

（M
aurer, ebd. S.133-134

）

（
23
）Schm

ied, ebd., S.4/2. 

（
24
）ebd. 4/29.
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