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ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
︵socially engaged art

︶
と
い
う
言
葉
は
不
思
議
で
あ
る
︒
ソ
ー
シ

ャ
ル
と
は
何
か
︒
ア
ー
ト
と
は
何
か
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
意
味
を
ど
う
設
定
す
る
か
で
︑
指
し
示
す
も
の
が
異
な
っ
て
く
る
︒

た
と
え
る
な
ら
ば
︑
同ど

う
し
ょ
う
い
む

床
異
夢
︵
同
じ
場
で
違
う
夢
を
み
る
︶
の
人
た
ち
を
乗
せ
て
進
む
船
の
よ
う
な
も
の
だ
︒
筆
者
は
︑︵
自

分
を
含
む
︶
人
間
の
意
識
も
社
会
の
一
部
︑
身
体
も
自
然
の
一
部
と
捉
え
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
な
ぜ
社
会
と
ア
ー
ト
を

い
っ
た
ん
対
峙
さ
せ
た
う
え
で
再
び
結
び
つ
け
よ
う
︵engaged

︶
と
す
る
の
か
と
戸
惑
っ
て
し
ま
う
︒

　

だ
が
︑
こ
の
言
葉
を
よ
く
眺
め
る
な
ら
ば
︑
現
代
に
生
き
る
人
間
の
心
情
や
要
請
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
一
つ
は
︑

人
間
に
と
っ
て
の
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
が
︑
人
間
的
で
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
の
焦
燥
感
︒
も
う
一
つ
は
︑
ア
ー
ト
の
作
用

を
再
認
識
し
活
用
す
る
と
い
う
企
て
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
い
ま
ア
ー
ト
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
︑

貨
幣
に
よ
る
交
換
価
値
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
︑
よ
り
多
義
的
で
豊ほ

う
じ
ょ
う饒
な
イ
メ
ー
ジ
に
広
げ
る
こ
と
で
は
な
い
か
︒
本

章
は
︑
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
︑
自
然
や
時
間
と
い
っ
た
も
の
に
ま
で
広
げ
な
が
ら
︑
人
間
の
創
造
性
に
つ
い
て
の
思
考
を

試
み
る
も
の
で
あ
る
︒

　
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
が
生
ま
れ
る
構
造

　

社
会
に
対
す
る
不
安
は
︑
つ
ね
に
芸
術
活
動
に
影
響
を
与
え
て
き
た
︒
18
世
紀
の
産
業
革
命
か
ら
始
ま
っ
た
﹁
機
械
で

な
く
人
間
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
﹂
と
い
う
問
い
は
︑
人
間
の
感
覚
・
認
識
を
重
視
し
た
印
象
主
義
や
キ
ュ
ビ
ス
ム
と
い

っ
た
芸
術
動
向
の
契
機
と
な
っ
た
︒
ま
た
20
世
紀
の
戦
争
は
︑
そ
の
残
虐
性
を
前
に
﹁
人
間
性
と
は
何
か
﹂
を
問
う
芸
術

表
現
を
生
み
出
し
た
︒
し
か
し
︑
不
安
や
怖
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
人
間
が
表
現
活
動
を
行
う
こ
と
は
︑
近
世
に
始
ま

っ
た
こ
と
で
は
な
い
︒
美
術
史
家
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ォ
リ
ン
ゲ
ル
は
﹃
抽
象
と
感
情
移
入
﹄
の
中
で
︑﹁
原
始
時
代

の
人
間
は
変
化
極
ま
り
な
い
自
然
の
外
界
現
象
を
前
に
し
て
︑
抽
象
的
造
形
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
確
固
た
る
も
の
と
し
な

が
ら
幸
福
感
を
得
よ
う
と
し
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵
１
９
５
３
︑
Ｐ
35
︶︒
美
醜
を
越
え
て
︑
世
界
か
ら
感
得
し
た
も
の
か
ら

創
造
は
始
ま
る
︒
社
会
の
あ
り
よ
う
と
芸
術
は
︑
一
枚
の
葉
の
表
と
裏
の
よ
う
な
関
係
な
の
で
あ
る
︒

　

21
世
紀
に
お
け
る
自
然
の
大
変
動
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
は
社
会
的
・
政
治
的
シ
ス
テ
ム
の
脆

ぜ
い
じ
ゃ
く弱
性
を
暴
露
し
た
︒
２
０
０
１

年
の
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
を
は
じ
め
と
す
る
突
発
的
な
惨
事
が
日
常
を
寸
断
し
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
人
工
知
能
技

術
の
発
展
は
︑
予
想
以
上
の
速
さ
で
経
済
活
動
の
仕
組
み
を
塗
り
替
え
つ
つ
あ
る
︒
哲
学
者
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ー
ド
リ
ア
ー

ル
は
︑
す
べ
て
の
実
体
が
情
報
化
さ
れ
る
未
来
を
﹁
現
実
の
完
了
﹂
と
呼
び
︑
シ
ス
テ
ム
が
無
数
の
技
術
的
な
人
工
装
置

の
中
に
我
々
を
︵
思
考
さ
え
も
︶
追
放
す
る
と
述
べ
た
︵
塚
原
１
９
９
５
︑
Ｐ
18
︶︒
各
個
人
の
デ
ジ
タ
ル
端
末
の
中
で
︑
現

実
が
同
時
に
共
有
さ
れ
て
い
る
︵
と
錯
覚
さ
れ
る
︶
世
界
に
は
︑
先
史
時
代
の
圧
倒
的
な
自
然
観
に
も
似
た
社
会
︑
つ
ま

り
人
間
の
主
体
抜
き
に
制
御
な
く
動
き
続
け
る
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
︒

　

日
本
は
近
年
︑
阪
神
・
淡
路
大
震
災
︵
１
９
９
５
年
︶︑
新
潟
県
中
越
地
震
︵
２
０
０
４
年
︶︑
東
日
本
大
震
災
︵
２
０
１
１

年
︶︑
熊
本
地
震
︵
２
０
１
６
年
︶
な
ど
の
大
規
模
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
︒
こ
の
論
考
を
書
い
て
い
る
今
も
︑
九
州
北

ア
ー
ト
を
通
じ
た
再
生
～
修し

ゅ
げ
ん験

の
世
界
観
と
災
害
復
興

知
足
美
加
子
（
彫
刻
）
　

第 7 章
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起
点
と
決
定
権
は
人
間
の
側
に
あ
る
︒
見
通
し
の
き
か
な
い
現
代
社
会
を
生
き
の
び
よ
う
と
す
る
際
︑
よ
り
生
々
し
い
人

間
の
必
然
性
に
起
因
し
た
ア
ー
ト
の
創
造
力
に
︑
人
は
活
路
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　
人
間
と
ア
ー
ト

　

こ
れ
ま
で
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
に
お
け
る
社
会
的
な
部
分
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
き
た
が
︑
こ
こ

で
前
提
と
な
っ
て
い
る
ア
ー
ト
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
︑
歴
史
的
経
緯
を
た
ど
り
な
が
ら
整
理
し
た
い
︒

　

ア
ー
ト
と
い
う
言
葉
は
ラ
テ
ン
語
の
ア
ル
ス
を
語
源
と
し
︑
技
術
や
才
能
を
意
味
す
る
︒
西
欧
の
ア
ー
ト
は
﹁
人
の
技

芸
﹂
を
表
す
も
の
で
︑
新
し
い
概
念
を
切
り
開
く
﹁
思
考
の
技
術
﹂
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
強
い
︒
こ
の
姿
勢
は
現
代
美

術
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
る＊

１

︒
16
世
紀
よ
り
︑
西
欧
で
は
ア
カ
デ
ミ
ー
と
呼
ば
れ
る
芸
術
教
育
機
関
が
設
立
さ
れ
︑
美

術
理
論
や
解
剖
学
︑
幾
何
学
な
ど
の
教
養
を
備
え
た
芸
術
家
が
育
成
さ
れ
た＊

２

︒
特
権
的
で
︑
社
会
と
乖か
い
り離
し
が
ち
な
ア
ー

ト
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
︑
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
存
在
が
生
み
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

日
本
で
は
明
治
以
前
に
︑
自
然
と
人
間
を
対
立
さ
せ
る
よ
う
な
西
欧
的
な
ア
ー
ト
の
概
念
は
存
在
し
な
か
っ
た
︒
古
来
︑

木
や
山
︑
海
と
い
っ
た
自
然
そ
の
も
の
を
神
仏
と
し
て
敬
う
宗
教
観
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒﹁
美
﹂
の
概
念
と
し
て
は
︑

清き
よ

ら
︵
清
浄
な
こ
と
︶︑
幽
玄
︑
わ
び
・
さ
び
︑
粋い
き

と
い
っ
た
心
の
あ
り
よ
う
や
︑﹁
花
鳥
風
月
﹂
と
い
っ
た
自
然
の
あ
り

よ
う
を
慈
し
ん
で
き
た
︒
平
安
時
代
か
ら
盛
ん
と
な
っ
た
阿あ

み

だ
弥
陀
信
仰
等
に
お
け
る
仏
教
美
術
の
美
し
さ
は
︑
苦
し
い
現

世
か
ら
の
救
済
を
意
味
し
た
︒
日
本
人
が
美
術
家
に
対
し
て
︑
求
道
者
で
あ
る
僧
侶
の
よ
う
な
高
尚
さ
や
無
償
性
を
求
め

る
傾
向
は
︑
こ
の
よ
う
な
信
仰
観
や
美
意
識
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
﹁
美
術
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
明
治
初
期
に
思
想
家
の
西に

し

周あ
ま
ねが

﹁
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
﹂︵fine art

︶
を
訳
し
て
で
き
た
も

の
だ
︵
辻
２
０
０
５
︑
Ｐ
１
︶︒
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
︵
１
８
７
３
年
︶
に
出
品
し
た
も
の
を
﹁
美
術
﹂
と
銘
打
つ
ま
で
は
︑

部
豪
雨
︵
２
０
１
７
年
︶
の
復
旧
復
興
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
自
然
災
害
は
︑
往
々
に
し
て
﹁
昨
日
と
つ

な
が
ら
な
い
今
日
﹂
を
生
き
る
こ
と
を
私
た
ち
に
強
い
る
︒
あ
る
日
突
然
︑
昨
日
ま
で
の
日
常
を
失
い
︑
準
備
も
な
い
ま

ま
に
断
絶
し
た
時
間
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
時
代
の
雰
囲
気
に
よ
る
も
の
か
︑
漫
画
や
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
の
世
界
で
は
﹁
ル
ー
プ
も
の
﹂︵
時
間
を
巻
き
戻
し
て
現
実
を
や
り
直
す
︶
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
が
よ
く
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
︒
新
海
誠
監
督
の
映
画
﹃
君
の
名
は
︒﹄︵
２
０
１
６
年
︶
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
︒

　

過
去
か
ら
継
続
す
る
物
語
が
寸
断
さ
れ
︑
予
測
で
き
な
い
﹁
得
体
の
し
れ
な
い
も
の
と
し
て
の
社
会
﹂
が
人
間
の
前
に

拡
大
し
︑
不
透
明
な
社
会
状
況
が
人
間
性
を
疎
外
す
る
と
い
う
構
図
が
︑
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
と

い
う
概
念
を
生
み
出
す
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
私
た
ち
は
孤
独
な
迷
宮
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う

希
求
に
よ
っ
て
︑
迷
宮
を
﹁
社
会
﹂
と
表
象
し
︑
意
識
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

筆
者
は
︑
こ
の
よ
う
に
意
識
化
さ
れ
た
﹁
社
会
﹂
を
︑
よ
り
人
間
的
な
も
の
に
導
く
作
用
が
ア
ー
ト
に
あ
る
と
考
え
て

い
る
︒
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
の
新
規
性
と
は
︑
断
片
化
し
た
社
会
の
中
で
︑
こ
の
ア
ー
ト
の
作
用

が
再
認
識
さ
れ
た
点
に
あ
る
︒
美
術
評
論
家
の
松
井
み
ど
り
は
︑
現
代
を
﹁
先
が
見
え
な
い
︵precarious

︶
状
況
﹂
と

し
た
う
え
で
︑
21
世
紀
の
ア
ー
ト
を
﹁
社
会
に
対
し
て
身
体
的
・
感
情
的
・
実
践
的
に
反
応
し
︑
現
代
社
会
と
個
人
の
関

係
を
考
え
る
た
め
の
手
段
﹂
と
捉
え
て
い
る
︵
２
０
１
２
︑
Ｐ
１
７
４
︲
１
７
７
︶︒
個
と
し
て
追
い
込
ま
れ
た
人
間
は
︑
生
き

の
び
る
た
め
に
﹁
い
ま
︑
こ
こ
﹂
の
世
界
に
感
覚
的
に
反
応
し
︑
他
者
と
の
関
係
性
を
模
索
す
る
︒
つ
な
が
り
や
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
が
︑
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
に
関
連
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
の
も
︑
こ
の
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
語
ら
れ
る
関
係
性
と
は
主
に
﹁
い
ま
を
生
き
る
人
間
﹂
と

い
う
横
の
つ
な
が
り
で
あ
る
︒

　

実
際
︑
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
は
︑
社
会
か
ら
の
ア
ー
ト
へ
の
影
響
よ
り
も
︑
ア
ー
ト
の
力
を
使

っ
て
社
会
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
を
強
調
す
る
︒
ア
ー
ト
は
個
人
の
精
神
的
必
然
性
を
主
軸
と
し
︑
創
造
の
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修
験
の
世
界
観

　

筆
者
は
︑
西
欧
型
の
美
術
教
育
に
よ
っ
て
自
己
決
定
の
勇
気
を
得
た
こ
と
で
︑
逆
説
的
で
は
あ
る
が
︑
伝
統
的
な
自
然

知
に
向
き
合
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
筆
者
は
︑
福
岡
県
と
大
分
県
に
ま
た
が
る
英ひ
こ
さ
ん

彦
山
の
修し
ゅ
げ
ん験
者
︵
衆し
と
が
た

徒
方
︶
知ち
そ
く
い
ん

足
院
の

子
孫
で
あ
る
︒
修し

ゅ
げ
ん
ど
う

験
道
と
は
︑
山
岳
信
仰
を
軸
と
し
た
日
本
古
来
の
宗
教
で
あ
り
︑
そ
の
実
践
者
は
︑
山や
ま
ぶ
し伏
と
呼
ば
れ
る
︒

　

神
仏
習し

ゅ
う
ご
う
　

合
︵
神
と
仏
の
両
方
を
尊
ぶ
考
え
方
︶
で
あ
る
修
験
道
は
︑
明
治
政
府
の
神
仏
分
離
令
な
ど
に
よ
り
廃
止＊
３

さ

れ
た
歴
史
を
も
つ
︒
修
験
道
美
術
も
︑
廃
仏
毀き

し
ゃ
く釈
と＊
４

呼
ば
れ
る
仏
教
排
斥
運
動
に
よ
っ
て
人
為
的
に
破
壊
さ
れ
た
︒
英

彦
山
に
暮
ら
し
て
い
た
人
々
の
多
く
は
還げ

ん
ぞ
く俗
︵
僧
籍
を
捨
て
る
こ
と
︶
し
︑
そ
れ
ま
で
の
価
値
観
を
否
定
さ
れ
な
が
ら
︑

昨
日
ま
で
と
つ
な
が
ら
な
い
今
日
を
生
き
た
︒
し
か
し
︑
多
く
の
山
伏
が
山
を
下
り
る
中
︑
筆
者
の
先
祖
は
英
彦
山
に

居
を
構
え
生
き
抜
い
た
︒

　

筆
者
は
︑
先
祖
か
ら
の
伝
統
が
断
絶
し
て
い
る
中
︑
自
分
が
山
伏
の
家
系
に
生
ま
れ
た
こ
と
を
ど
う
捉
え
れ
ば
よ
い
の

か
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
成
長
し
た
︒
大
学
卒
業
前
の
数
か
月
︑
英
彦
山
で
過
ご
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
れ
ば

い
い
の
か
︑
方
向
性
の
定
ま
ら
な
い
時
期
だ
っ
た
︒
山
に
は
修
験
者
が
大
切
に
し
て
き
た
巨
石
︵
窟く

つ

︶︑
巨
木
︑
道
が
残

さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ら
を
た
ど
っ
て
山
中
を
歩
く
日
々
が
続
い
た
が
︑
あ
る
日
︑
先
祖
の
墓
に
あ
る
赤
松
を
前
に
し
た
と

き
︑
木
の
方
向
か
ら
風
が
吹
い
た
︒
そ
の
瞬
間
︑﹁
土
葬
さ
れ
た
先
祖
が
土
と
な
り
︑
こ
の
木
が
吸
い
︑
い
ま
風
と
な
っ

て
い
る
︒
土
と
は
あ
ら
ゆ
る
死
の
集
積
で
あ
り
︑
だ
か
ら
命
が
生
ま
れ
る
︒
失
う
も
の
は
何
も
な
い
﹂
と
腹
の
底
か
ら
納

得
し
た
︒
実
は
︑
創
造
に
つ
い
て
︑
筆
者
に
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
︑
芸
術
教
育
で
は
な
く
墓
場
の
土
と
木

で
あ
っ
た
︒
森
を
歩
き
な
が
ら
︑
自
然
か
ら
感
受
し
た
も
の
に
つ
い
て
考
え
︑
気
づ
き
を
得
る
体
験
を
通
じ
て
︑
命
を
肯

定
す
る
力
を
得
た
の
で
あ
る
︒

絵
画
や
工
芸
品
を
美
術
と
い
う
概
念
で
認
識
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
︒
日
本
に
お
け
る
﹁
芸
術
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑

こ
の
明
治
期
に
輸
入
さ
れ
た
西
欧
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
よ
る
新
し
い
概
念
を
希
求
す
る
傾
向
と
︑
日
本
の
職
人
的
徒
弟
制
度

や
自
然
観
︑
美
意
識
が
混
然
一
体
と
な
っ
て
生
成
さ
れ
た
︒
そ
の
際
︑
自
然
観
を
中
心
と
し
た
認
識
は
︑
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
劣
位
に
置
か
れ
︑
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

彫
刻
を
専
門
と
す
る
筆
者
が
受
け
た
芸
術
教
育
も
︑
デ
ッ
サ
ン
な
ど
の
実
技
演
習
と
美
術
理
論
を
並
行
し
て
学
ぶ
西
欧

型
ア
カ
デ
ミ
ー
に
準
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
美
術
の
基
本
と
さ
れ
る
デ
ッ
サ
ン
と
は
︑
単
に
も
の
を
写
す
作
業
で
は
な
い
︒

形
状
や
空
間
︑
動
き
の
観
察
を
通
し
て
︑
対
象
に
想
像
力
の
場
を
移
す
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
自
分
以
外
の
主
体
を
想

像
す
る
訓
練
な
の
で
あ
る
︒
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
発
想
力
に
幅
が
あ
る
の
は
︑
よ
く
観
察
し
︑
想
像
力
の
起
点
を
世
界
に
開

い
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
い
ま
こ
こ
で
︑
自
分
は
何
を
感
じ
考
え
て
い
る
か
を
意
識
し
な
い
限
り
︑
創
り
た
い

も
の
は
浮
か
ん
で
こ
な
い
︒
創
る
と
は
︑
自
己
決
定
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
あ
り
︑
作
品
の
発
表
後
は
そ
の
責
任
を

一
身
に
受
け
る
︒
表
現
者
た
ち
は
︑
批
判
を
覚
悟
で
自
分
の
本
質
を
晒さ

ら

す
勇
気
の
持
主
な
の
で
あ
る
︒

　

筆
者
は
学
生
時
代
︑
木
彫
の
授
業
中
に
鑿の

み

を
ふ
る
い
な
が
ら
︑
実
材
の
抵
抗
感
が
自
分
の
存
在
感
を
確
か
な
も
の
に
し

て
い
く
感
覚
を
得
た
︒
身
体
全
体
で
感
じ
た
も
の
か
ら
考
え
る
と
い
う
創
造
プ
ロ
セ
ス
の
体
験
は
︑
作
り
手
自
身
を
確
か

な
も
の
に
し
︑
救
済
し
て
い
く
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
自
分
の
中
に
﹁
決
定
﹂
し
﹁
影
響
を
与
え
る
力
﹂
が
あ
る

こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
で
︑
次
第
に
自
己
の
内
面
に
あ
る
も
の
を
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︵
も
ち
ろ
ん
︑
こ

れ
ら
の
こ
と
を
独
学
で
獲
得
し
て
い
る
表
現
者
も
多
数
存
在
す
る
︶︒

　

こ
の
よ
う
に
芸
術
創
造
に
は
︑
人
間
が
創
造
す
る
主
体
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
呼
び
覚
ま
し
︑
自
他
を
受
容
し
肯
定
す

る
こ
と
を
促
す
作
用
が
あ
る
︒
ま
さ
に
こ
の
点
が
︑
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
に
期
待
さ
れ
る
部
分
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
に
求
め
ら
れ
る
ア
ー
ト
の
作
用
と
は
︑
不
確
実
な

社
会
の
中
で
︑
人
間
的
で
い
る
た
め
の
決
定
権
を
人
間
に
と
ど
め
る
力
だ
と
︑
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒
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こ
う
し
た
結
界
や
植
林
に
よ
っ
て
彼
ら
が
守
っ
て
き
た
の
は
︑

主
に
﹁
水
﹂
で
あ
っ
た
︒
里
の
人
々
の
水
へ
の
信
仰
と
寄
進

が
﹁
水み

く
ま
り
の
か
み

分
神
﹂
と
し
て
の
英
彦
山
の
独
立
性
を
担
保
し
︑
行

政
官
の
干
渉
や
徴
税
な
ど
を
免
れ
る
守し

ゅ
ご護
不ふ
に
ゅ
う入
の＊
５

場
所
と
な

っ
た
︒
彼
ら
に
と
っ
て
の
信
仰
対
象
と
は
山
そ
の
も
の
︑
す

な
わ
ち
︑
水
︑
石
︑
木
︑
空
気
︵
気
配
︶︑
有
機
的
な
生
命

の
連
鎖
で
あ
る
︒
自
然
の
観
察
者
で
あ
っ
た
修
験
者
は
︑
微

生
物
や
︑
水
や
空
気
の
循
環
な
ど
﹁
見
え
な
い
現
実
﹂
に
対

す
る
想
像
力
を
養
い
︑
自
分
の
寿
命
を
越
え
る
時
間
や
︑
先

祖
や
子
孫
の
存
在
の
想
像
力
を
培
っ
た
︒

　

過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
想
像
で
き
る
命
の
実
感
︒
そ
の
距
離
の
分
だ
け
︑
未
来
に
想
像
力
を
投
げ
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
︒
筆
者
は
修
験
道
の
口
伝
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
︑
木
や
土
を
通
じ
て
先
祖
か
ら
投
げ
ら
れ
た

も
の
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
︒
絶
え
間
な
い
命
の
変
化
を
繰
り
返
す
自
然
環
境
が
︑
普
遍
的
な
文
化
的
価
値
を
保
持

し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
︒
昔
︑
英
彦
山
の
祖
母
が
﹁
川
は
絶
え
ず
流
れ
て
も
川
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
﹂
と
い
っ
て
い
た
︒

自
然
環
境
は
︑
強
い
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
︵
復
元
力
︶
を
も
つ
文
化
ア
ー
カ
イ
ブ
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

筆
者
は
２
０
１
６
年
に
︑
損
傷
し
て
い
た
英
彦
山
修
験
道
美
術
を
復
原
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
だ
︒
鎌
倉
期

に
作
ら
れ
た
︽
彦
山
三さ

ん
し
ょ所

権ご
ん
げ
ん現

御み
し
ょ
う
た
い

正
体
︾
と
︽
不
動
明
王
立り
ゅ
う
ぞ
う

像
︾
の
復
原
で
あ
る
︒
前
者
は
廃
仏
毀
釈
の
際
︑
三
か
所
に

分
け
て
隠
さ
れ
た
も
の
だ
が
︑
神
仏
習
合
を
表
す
意
匠
部
分
が
破
壊
さ
れ
て
い
た
︒
後
者
は
数
か
所
が
破
損
し
︑
光こ

う
は
い背
の

上
部
が
損
失
し
て
い
た
︒
復
原
に
は
︑
デ
ジ
タ
ル
技
術
と
︑
伝
統
的
な
彫
刻
技
術
と
真ま

ね土
型
鋳
造
を
組
み
合
わ
せ
る
方
法

を
用
い
た
︒
ま
た
４
５
０
年
前
に
山
伏
が
植
林
し
た
千
本
杉
︵
１
９
９
１
年
の
台
風
に
よ
る
倒
木
︶
を
使
い
︑
復
原
を
行

　

後
に
︑
修
験
道
に
は
﹁
擬ぎ

し死
再さ
い
せ
い生
﹂
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
︒
仮
の
死
を
経
て
︑
山
か
ら
新
し
い
命
を
授
か
っ
て
生
き
直
す
と
い

う
概
念
で
あ
る
︒
山
は
︑
人
間
の
寿
命
を
越
え
て
生
き
る
木
を
中
心
に
︑

圧
倒
的
な
生
命
の
関
係
性
を
育
ん
で
い
る
︒
そ
の
厳
し
い
自
然
に
抱
か
れ

る
中
で
︑
人
間
は
本
能
的
に
﹁
生
き
た
い
﹂
と
願
い
︑
そ
の
力
が
自
己
に

宿
っ
て
い
る
こ
と
を
悟
る
︒
調
和
の
美
し
さ
が
︑﹁
私
た
ち
人
間
も
ま
た
︑

生
命
の
輪
の
中
で
何
度
も
生
き
直
せ
る
﹂
と
諭
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

修
験
道
の
伝
統
は
途
絶
え
た
が
︑
先
祖
は
自
然
環
境
と
い
う
装
置
と
︑

森
の
道
を
歩
く
と
い
う
仕
組
み
を
残
し
て
く
れ
た
︒
彼
ら
は
︑
山
が
﹁
生
﹂

を
主
軸
に
置
く
認
識
を
授
け
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒
こ

の
時
の
︑
場
の
声
を
聴
き
︑
命
を
再
生
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
︑
そ
の

後
の
筆
者
の
芸
術
観
に
強
く
影
響
を
与
え
て
い
る
︒

　

修
験
道
に
お
い
て
は
︑
自
然
そ
の
も
の
が
神
仏
で
あ
る
︒
畏
敬
と
畏

怖
の
対
象
で
あ
る
自
然
環
境
に
つ
い
て
は
︑
立
ち
入
り
を
制
限
す
る

﹁
結け

っ
か
い界
﹂︵
英
彦
山
の
場
合
は
四し

ど土
結
界
︶
を
設
け
護
持
し
て
い
た
︒
十じ
っ
か
い界
修
行
と
呼
ば
れ
る
峰
入
り
の
際
に
も
︑
行
ぎ
ょ
う
じ
ゃ者

た
ち
は
地
獄
︵
六
道
︶
か
ら
再
生
︵
四
聖
︶
へ
の
道
を
歩
き
︑
各
界
の
自
然
か
ら
真
理
を
感
得
し
た
︒
こ
の
中
の
出

し
ゅ
っ
せ
い生

灌か
ん
じ
ょ
う

頂
と
い
う
儀
式
で
は
︑
行
者
が
先
祖
を
思
い
︑
柴
︵
木
の
枝
︶
を
投
げ
た
と
い
う
︒
こ
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
英
彦
山
の

深し
ん
ぜ
ん
し
ゅ
く

仙
宿
に
は
︑
行
者
杉
と
い
う
大
木
群
が
︑
ま
た
山
内
中
腹
に
は
︑
行
者
が
植
林
し
た
と
推
測
さ
れ
る
千
本
杉
や
鬼
杉
が

現
存
し
て
い
る
︒

英彦山知足院墓所（2017年）

樹齢約1200年の英彦山鬼杉
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ア
ー
ト
と
再
生

　

西
欧
の
社
会
を
意
識
し
た
ア
ー
ト
の
中
で
︑
未
来
の
人
間
の
あ
る
べ
き
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
と
も
強
く
打
ち
出
し
た
の
は
︑

ヨ
ー
ゼ
フ
・
ボ
イ
ス
︵
１
９
２
１
～
１
９
８
６
年
︶
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒
ボ
イ
ス
は
芸
術
の
概
念
を
拡
張
し
︑﹁
意

志
か
ら
発
す
る
愛
と
労
働
﹂
に
よ
っ
て
未
来
の
社
会
を
創
造
す
る
﹁
社
会
彫
刻
﹂
を
行
お
う
と
し
た
︒
そ
の
中
に
︑
ド
イ

ツ
の
緑
の
党
結
成
に
影
響
を
与
え
た
︽
７
０
０
０
本
の
樫
の
木
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
︾︵
１
９
８
２
～
１
９
８
７
年
︶
と
い
う
ア

ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
︒
７
０
０
０
組
の
樫
の
木
と
玄
武
岩
を
カ
ッ
セ
ル
の
街
中
に
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
︒
ゆ
っ
く
り
と
成

長
す
る
木
が
３
０
０
年
の
時
間
を
か
け
て
社
会
を
彫
刻
し
て
い
く
︑
と
ボ
イ
ス
は
考
え
た
︒

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
︑
木
と
石
の
コ
ス
ト
を
分
担
す
る
こ
と
で
︑
誰
で
も
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
ボ
イ
ス
は
︑

資
本
と
は
貨
幣
で
は
な
く
創
造
の
中
に
あ
る
と
い
う
︵Greoner and K

andler 1987, P15‒20

︶︒
鑑
賞
者
が
自
ら
コ
ス
ト
を
払

っ
た
︒
何
百
年
の
時
を
越
え
︑
修
験
者
た
ち
の
信
仰
を
守
ろ
う
と
し
た
思
い
が
︑
目
の
前
で
再
生
し
た
こ
と
に
万
感
の
思

い
を
抱
い
た
︒
こ
れ
ら
は
現
在
︑
英
彦
山
神
宮
奉ほ

う
へ
い
で
ん

幣
殿
に
ご
神
体
と
し
て
祀ま
つ

ら
れ
て
い
る
︒

《彦山三所権現御正体復原》2016年

《不動明王立像復原》2016年

ヨーゼフ・ボイス《7000本の樫の木》
1982－1987年　
出典： Joseph Beuys. 7000 Eichen,, Köln: 
Walther König, 1987.（表紙、P178）
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そ
の
中
で
筆
者
は
︑
樹
齢
１
３
２
年
の
樟く
す

の
流
木
の
彫
刻
を
︑
被
災
地
の
小
学
校
に
寄
贈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
さ
ま

ざ
ま
な
困
難
を
記
憶
し
て
い
る
木
を
︑
創
造
の
力
に
よ
っ
て
子
ど
も
た
ち
を
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
も
の
と
し
て
再
生
し
た
い
︒

子
ど
も
た
ち
が
地
域
を
好
き
で
い
続
け
て
く
れ
れ
ば
︑
未
来
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
祈
り
と
は
︑
厳
し
さ
に
向

か
い
あ
う
︑
命
へ
の
終
わ
ら
な
い
エ
ー
ル
の
よ
う
な
も
の
だ
︒
彫
刻
は
一
朝
一
夕
に
で
き
な
い
も
の
だ
が
︑
時
間
を
か
け

る
と
い
う
こ
の
行
為
こ
そ
︑
再
生
へ
の
祈
り
に
近
づ
く
も
の
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒

　
お
わ
り
に

　

本
章
で
は
︑
現
代
社
会
の
不
確
実
な
イ
メ
ー
ジ
が
︑
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
を
生
み
出
す
構
造
に

つ
い
て
検
討
し
た
︒
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
は
︑
ア
ー
ト
の
一
つ
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
よ
り

も
︑
ア
ー
ト
と
世
界
の
関
係
を
意
識
し
な
お
す
と
い
う
試
み
に
近
い
︒
つ
ま
り
︑
私
た
ち
が
ア
ー
ト
に
﹁
よ
り
人
間
的
な

も
の
へ
と
導
く
作
用
﹂
を
求
め
る
状
況
を
︑
意
識
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
動
向
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
ア
ー
ト
と
社
会
の

二
項
対
立
と
い
う
よ
り
も
︑
霧
の
よ
う
に
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
社
会
に
取
り
囲
ま
れ
た
人
間
が
︑
ア
ー
ト
の
力
を
借
り
て

手
を
伸
ば
し
て
い
る
姿
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

　

ア
ー
ト
は
︑
作
品
の
中
に
意
味
を
閉
じ
込
め
て
い
る
も
の
で
は
な
い
︒
創
造
を
通
じ
て
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
構
造
で

あ
り
︑﹁
感
﹂
が
交
差
す
る
場
で
あ
る
︒﹁
感
﹂
の
や
り
と
り
が
想
像
力
の
流
れ
を
生
み
︑
認
識
を
変
え
る
機
会
を
与
え
て

く
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
創
造
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
全
体
を
︑
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
と
呼
ん

で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒

　

最
初
に
述
べ
た
通
り
︑
筆
者
自
身
は
人
間
の
意
識
も
社
会
の
一
部
︑
身
体
も
自
然
の
一
部
と
捉
え
て
い
る
︒
ソ
ー
シ
ャ

リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
は
︑
今
と
い
う
社
会
的
な
横
の
つ
な
が
り
だ
け
で
な
く
︑
自
然
の
力
を
借
り
て
縦
の
時

う
こ
と
で
作
品
の
主
体
と
な
り
︑
時
間
的
推
移
を
意
識
し
続
け
る
よ
う
に
な
る
︑
と
い
う
仕
組
み
を
創
造
し
た
と
こ
ろ
が

興
味
深
い
︒
と
く
に
筆
者
は
︑
成
長
し
続
け
る
木
と
不
変
的
な
石
の
組
み
合
わ
せ
を
︑
生
と
死
の
不
可
分
な
関
係
と
み
な

し
た
と
こ
ろ
に
心
ひ
か
れ
た
︒
こ
の
作
品
に
は
︑
大
衆
を
巻
き
込
む
と
い
う
﹁
横
の
つ
な
が
り
﹂
だ
け
で
な
く
︑
石
に
蓄

え
ら
れ
た
過
去
へ
の
想
像
力
を
︑
木
の
命
に
よ
っ
て
未
来
に
投
げ
る
と
い
う
﹁
縦
の
時
間
軸
﹂
が
存
在
す
る
︒
ボ
イ
ス
が

提
唱
し
た
社
会
彫
刻
は
︑
自
然
や
時
間
の
概
念
を
含
み
な
が
ら
拡
張
し
て
い
く
も
の
だ
っ
た
︒

　

筆
者
の
考
え
る
ソ
ー
シ
ャ
リ
ー
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
・
ア
ー
ト
は
︑
ボ
イ
ス
の
社
会
彫
刻
と
近
し
い
と
こ
ろ
に
あ
る
︒
そ

こ
に
は
︑
修
験
道
文
化
の
断
絶
︵
昨
日
と
つ
な
が
ら
な
い
今
日
を
生
き
る
こ
と
︶
へ
の
思
い
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

　

２
０
１
６
年
に
起
き
た
熊
本
地
震
の
支
援
で
は
︑
地
域
の
木
材
資
源
を
活
用
し
た
復
興
建
築
づ
く
り
﹁
ち
い
さ
い
お
う

ち
︵
板
倉
小
屋
︶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂︻
２
０
１
６
年
～
︑
Ｐ
14
︲
15
参
照
︼
を
行
っ
た
︒
熊
本
地
震
で
は
車
中
泊
す
る
被
災
者
が

多
く
︑
健
康
問
題
が
深
刻
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
九
州
や
四
国
の
木
材
関
係
者
や
大
工
ら
が
結
集
し
︑
板
倉

構
法
に
よ
る
避
難
小
屋
を
建
て
る
活
動
を
行
っ
た
の
で
あ
る
︒
板
倉
構
法
と
い
う
の
は
︑
壁
塗
り
を
し
な
い
木
造
建
築
の

伝
統
構
法
で
︑
東
日
本
大
震
災
の
際
に
も
︑
筑
波
大
学
名
誉
教
授
の
安
藤
邦
廣
が
中
心
と
な
り
︑
福
島
県
の
仮
設
住
宅
建

築
で
用
い
た
も
の
だ
っ
た
︒
安
藤
は
︑
熊
本
地
震
支
援
で
も
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
︒
熊
本
で
は
︑
ま
た
︑
損
壊

家
屋
の
廃
材
を
再
活
用
し
て
木
工
品
を
作
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
開
催
し
た
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
翌
年
︑
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
製
材
所
の
方
が
︑
九
州
北
部
豪
雨
に
お
い
て
被
災
し
た
︒

森
の
資
源
活
用
と
防
災
を
つ
な
げ
よ
う
と
し
た
矢
先
に
︑
流
木
が
被
害
を
拡
大
す
る
と
い
う
事
態
と
な
り
︑
関
係
者
は
深

く
心
を
痛
め
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
も
﹁
命
と
し
て
の
木
が
︑
使
わ
れ
な
い
ま
ま
に
廃
棄
さ
れ
る
﹂
こ
と
を
憂
い
︑﹁
災

害
流
木
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂︻
２
０
１
７
年
～
︑
Ｐ
14
︑
16
参
照
︼
を
行
う
こ
と
に
し
た
︒
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
︑
流
木

を
活
か
し
た
看
板
︑
家
具
︑
し
お
り
づ
く
り
や
︑
被
災
し
た
子
ど
も
た
ち
へ
の
木
育
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
︑
建
築
︑
デ

ザ
イ
ン
︑
ア
ー
ト
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
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間
軸
の
想
像
力
を
開
く
こ
と
で
︑
よ
り
人
間
に
寄
り
添
う
も
の
に
な
る
と
考
え
て
い
る
︒
厳
し
さ
に
向
か
い
あ
う
命
へ
の

祈
り
が
︑
社
会
と
筆
者
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
つ
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
︒

注１ 
美
学
者
の
佐
々
木
健
一
は
著
書
﹃
美
学
辞
典
﹄︵
１
９
９
５
︶
で
︑
芸
術
を
﹁
美
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
指
向
す
る
活
動
﹂
と
定
義
し
︑

芸
術
に
お
け
る
﹁
常
に
現
状
を
超
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
精
神
の
冒
険
性
﹂
を
重
ん
じ
て
い
る
︒

２ 

１
５
６
３
年
に
イ
タ
リ
ア
で
﹁A

ccadem
ia delle A

rti del D
isegno

﹂︑
１
６
４
８
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
﹁A

cadém
ie Royale de 

Peinture et de Sculpture

﹂
と
い
う
ア
カ
デ
ミ
ー
が
設
立
さ
れ
た
︒

３ 

太
政
官
布
告
第
２
７
３
号
︑
明
治
５
︵
１
８
７
２
︶
年
９
月
15
日

４ 

慶
応
４
︵
１
８
６
８
︶
年
︑
太
政
官
が
神
仏
分
離
令
︵
神
仏
判
然
令
︶
を
発
し
た
こ
と
を
契
機
に
︑
各
地
域
で
神
仏
分
離
を
超
え
た

廃
仏
棄
釈
と
呼
ば
れ
る
仏
教
排
斥
運
動
が
明
治
７
︵
１
８
７
４
︶
年
ご
ろ
ま
で
続
い
た
︒

５ 

守
護
不
入
と
は
︑
鎌
倉
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
幕
府
の
行
政
官
︵
守
護
︶
の
干
渉
や
調
整
等
を
免
れ
た
場
所
の
こ
と
︒
永
暦
元

︵
１
１
６
０
︶
年
︑
京
都
に
今
熊
野
神
社
を
作
っ
た
後
白
河
法
皇
は
︑
養
和
元
︵
１
１
８
０
︶
年
に
︑
こ
の
神
社
に
関
し
て
全
国
の
荘

園
28
か
所
を
寄
進
し
た
︒
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
﹁
豊
前
国
彦
山
﹂
が
あ
り
︑
英
彦
山
が
守
護
不
入
の
荘
園
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
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