
研
究
論
文デ

ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
と
い
う
家
具

－
倉
俣
史
朗
の
一
九
七
〇
年
代
の
家
具
デ
ザ
イ
ン
に
み
る
「
か
た
ち
」
　
の
葛
藤

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
日
本
・
デ
ザ
イ
ン
批
評
・
現
代
美
術
と
デ
ザ
イ
ン
・
機
能
・
遊
用
機
能

一
．
は
じ
め
に

戦
後
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
、
家
具
デ
ザ
イ
ン
の
分
野
に
お
い
て
、

倉
俣
史
朗
　
（
一
九
三
四
－
一
九
九
一
）
　
は
、
剣
持
勇
、
渡
辺
力
ら
に
次
ぐ
世
代

の
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
代
表
格
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
倉
俣
は
東
京
都
立

工
芸
高
等
学
校
木
材
科
、
お
よ
び
桑
沢
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
リ
ビ
ン
グ
デ
ザ
イ
ン

科
を
卒
業
後
、
三
愛
宣
伝
課
　
（
東
京
・
銀
座
）
　
に
約
七
年
、
次
い
で
松
屋
イ
ン

テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
室
　
（
東
京
・
銀
座
）
　
に
一
年
十
ケ
月
勤
務
し
、
い
わ
ゆ
る
組

織
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
経
験
を
積
む
。
し
か
し
一
九
六
五
年
に
は
フ
リ
ー
ラ

ン
ス
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
同
年
十
一
月
一
日
に

「
ク
ラ
マ
タ
デ
ザ
イ
ン
事
務
所
」
を
設
立
す
る
。

倉
俣
の
活
動
歴
は
こ
の
独
立
以
降
の
活
動
と
見
な
し
て
よ
く
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
、
一
九
九
六
年
に
原
美
術
館
　
（
東
京
）
　
で
開
催
さ
れ
た
回
顧
展
の
図
録
で

あ
り
、
一
九
九
一
年
ま
で
の
倉
俣
の
作
品
の
年
表
が
掲
載
さ
れ
た
唯
一
の
文
献

で
も
あ
る
　
『
倉
俣
史
朗
』
　
（
田
中
一
光
監
修
、
財
団
法
人
ア
ル
カ
ン
シ
ュ
ー
ル

橋
　
本
　
啓
　
子

美
術
財
団
、
一
九
九
六
）
　
に
、
独
立
以
前
の
作
品
が
僅
か
一
点
し
か
記
載
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
活
動
歴
は
お
よ
そ
二
十

五
年
に
及
び
、
手
掛
け
ら
れ
た
作
品
は
、
洋
装
品
店
や
飲
食
店
の
よ
う
な
商
業

空
間
の
内
装
を
主
と
す
る
イ
ン
テ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
が
四
百
点
以
上
、
家
具
や

照
明
器
具
、
お
よ
び
時
計
な
ど
の
小
物
を
対
象
と
す
る
プ
ロ
ダ
ク
ト
∵
デ
ザ
イ

ン
が
百
点
以
上
を
数
え
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
ら
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
作
例
は
、
い

わ
ば
シ
グ
ネ
チ
ャ
ー
・
ス
タ
イ
ル
と
い
っ
た
一
定
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
貫
か

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
最
初
期
か
ら
最
晩
年
に
至
る
ま
で
彼
が
絶
え
間
な

く
試
み
た
、
造
形
上
、
お
よ
び
概
念
上
の
実
験
の
所
産
と
し
て
の
変
化
に
富
む

も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
遅
く
と
も
一
九
六
九
年
に
は
、
倉
俣
は
同
時
代
の
デ

ザ
イ
ナ
ー
や
建
築
家
、
批
評
家
ら
に
よ
っ
て
前
衛
デ
ザ
イ
ン
の
旗
手
と
し
て
認

知
さ
れ
る
存
在
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
評
価
は
一
九
九
一
年
二
月
に
急
逝
す
る

ま
で
一
度
た
り
と
も
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
か
っ
た
。

倉
俣
の
前
衛
性
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す
れ

ば
、
そ
の
作
業
は
、
空
間
、
お
よ
び
立
体
の
デ
ザ
イ
ン
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
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要
素
に
つ
い
て
の
彼
の
実
験
的
試
み
の
す
べ
て
を
鑑
み
て
、
多
種
多
様
な
観
点

に
お
け
る
前
衛
性
を
逐
一
、
指
摘
す
る
こ
と
を
免
れ
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

本
稿
に
お
い
て
と
く
に
彼
の
活
動
の
主
要
な
前
衛
的
要
素
と
し
て
注
目
し
、
検

証
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け

て
、
倉
俣
の
家
具
が
し
ば
し
ば
、
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
、
あ
る
い
は
「
オ

ブ
ジ
ェ
家
具
」
、
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
評
さ
れ
た
事
実
を
手
が
か
り
と
し
て
喚
起
さ

れ
る
前
衛
性
で
あ
る
。
山
口
勝
弘
は
一
九
六
九
年
に
執
筆
し
た
倉
俣
に
関
す
る

批
評
文
に
お
い
て
　
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
い
う
言
葉
を
記
し
て
お
り
、

こ
れ
は
倉
俣
の
家
具
が
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
表
現
さ
れ
た
最
初
の
例
に
あ
た
る
。

続
い
て
、
宮
脇
檀
は
一
九
六
九
年
に
、
「
特
に
家
具
を
得
意
と
す
る
彼
　
〔
引
用

者
註
＝
倉
俣
〕
　
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
…
…
高
い
オ
ブ
ジ
ェ
性
を
持
っ
て
い
た
」
と

許
し
、
多
木
浩
二
は
一
九
七
一
年
に
、
「
…
…
仮
象
性
や
意
味
を
さ
し
て
倉
俣

の
家
具
は
と
き
に
オ
ブ
ジ
ェ
家
具
だ
と
い
わ
れ
る
」
と
記
述
し
て
い
る
。

「
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
い
う
言
葉
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

そ
れ
は
、
デ
ザ
イ
ン
の
対
立
物
と
し
て
の
純
粋
美
術
の
作
品
を
意
味
す
る
と
考

え
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
倉
俣
の
家
具
を
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
形
容
し
た
人
々
は
、

彼
の
家
具
が
「
美
術
に
接
近
し
た
デ
ザ
イ
ン
」
　
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
見
な

し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

デ
ザ
イ
ン
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
見
方
が
生
ま
れ
た
背
景
に
は
、
一
九
六
〇

年
代
後
半
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
異
分
野
の
融
合
が
声
高
に
叫
ば
れ
る

状
況
が
存
在
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
造

形
表
現
の
批
評
に
携
わ
る
者
の
関
心
は
、
批
評
の
対
象
が
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
か

美
術
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
前
衛
的
な
表
現
で
あ
る
か
否
か
と
い
う

こ
と
に
注
が
れ
た
。
多
く
の
批
評
者
た
ち
が
倉
俣
の
デ
ザ
イ
ン
の
な
か
に
見
出

し
た
の
は
、
そ
れ
が
観
念
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
観
念
的
、
概

念
的
な
も
の
は
、
二
十
世
紀
初
頭
に
あ
ら
わ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
運
動
を
始

祖
と
し
て
こ
の
時
期
、
花
開
い
た
前
衛
美
術
に
共
通
し
て
指
摘
さ
れ
た
要
素
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
倉
俣
の
家
具
が
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、

概
し
て
、
こ
の
観
念
的
な
る
も
の
の
表
出
と
い
う
地
平
に
お
い
て
、
彼
の
デ
ザ

イ
ン
が
前
衛
美
術
に
接
近
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
山
口
勝

弘
が
倉
俣
の
デ
ザ
イ
ン
を
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
芸
術
思
想
に
照
ら
し
合

わ
せ
て
論
じ
た
批
評
記
事
は
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
山
口
が
倉
俣
の
家
具
を
　
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
　
で
は
な
く
「
デ
ザ
イ

ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
称
し
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
倉
俣
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
前

衛
美
術
の
観
念
的
な
表
現
が
既
存
の
美
術
の
あ
り
方
へ
の
批
判
の
顕
れ
と
し
て

評
価
さ
れ
た
の
と
同
様
、
そ
の
観
念
的
性
格
が
既
存
の
家
具
デ
ザ
イ
ン
の
あ
り

方
の
転
覆
を
果
す
要
素
と
捉
え
ら
れ
た
う
え
で
称
揚
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
つ
ま

り
、
倉
俣
の
デ
ザ
イ
ン
を
「
美
術
に
接
近
し
た
も
の
」
と
み
る
眼
差
し
に
お
い

て
は
、
第
一
に
、
そ
れ
が
観
念
的
な
る
も
の
の
表
出
と
い
う
前
衛
美
術
の
考
え

に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、
そ
の
考
え
が
デ
ザ
イ
ン
の

文
脈
に
独
創
的
に
移
し
変
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
ふ
た
つ
の
視

点
が
、
互
い
に
絡
み
合
い
つ
つ
共
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
山
口
の
批
評
は
ま

さ
に
こ
の
二
重
の
視
角
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
推
し

進
め
た
の
は
多
木
浩
二
で
あ
る
。

誤
解
の
な
い
よ
う
に
い
え
ば
、
多
木
は
、
倉
俣
の
デ
ザ
イ
ン
の
観
念
的
な
性

格
に
デ
ュ
シ
ャ
ン
的
な
思
考
の
あ
ら
わ
れ
を
み
つ
つ
も
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て

彼
の
家
具
を
純
粋
美
術
に
近
づ
く
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
多

木
の
視
点
は
先
に
述
べ
た
ふ
た
つ
の
視
点
の
う
ち
、
後
者
に
近
い
も
の
で
あ
り
、

【　42－



そ
の
批
評
は
、
既
存
の
デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
機
能
と
形
態
の
結
び
つ
け
ら
れ
方

に
対
し
て
倉
俣
が
試
み
た
批
判
的
・
観
念
的
表
現
の
構
造
を
解
き
明
か
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
倉
俣
の
観
念
的
性
格
の
価
値
づ
け
を
あ
く

ま
で
デ
ザ
イ
ン
の
文
脈
に
お
い
て
行
お
う
と
す
る
眼
差
し
に
貫
か
れ
た
批
評
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
お
い
て
語
ら
れ
た
構
造
自
体
が
、
や
は
り

前
衛
美
術
の
表
現
に
お
け
る
そ
れ
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
多
木
に
よ

る
批
評
も
ま
た
、
山
口
に
よ
る
そ
れ
と
同
様
に
、
倉
俣
の
家
具
を
「
オ
ブ
ジ
ェ
」

と
見
な
す
態
度
、
す
な
わ
ち
、
前
述
の
ふ
た
つ
の
視
点
の
絡
み
合
い
と
し
て
の

態
度
に
属
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
批
評
者
た
ち
は
、
細
部
に
お
い
て
違
い
は
あ
れ
、
基
本
的
に

は
倉
保
の
デ
ザ
イ
ン
を
「
美
術
に
接
近
し
た
デ
ザ
イ
ン
」
、
あ
る
い
は
、
「
デ
ザ

イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
　
と
し
て
み
る
態
度
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま

た
、
倉
俣
自
身
が
自
ら
の
デ
ザ
イ
ン
実
践
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
態
度
で
も
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
に
彼
が
、
「
…
…
私
の
創
っ
た
家
具
や
店
舗
に

対
し
て
、
オ
ブ
ジ
ェ
性
と
し
て
の
評
価
が
あ
り
、
自
分
で
も
一
部
に
そ
れ
を
認

め
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
　
と
記
し
た
こ
と
は
そ
の
こ
と
を
明
示
す
る
。
デ
ザ
イ

ン
に
　
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
性
を
付
与
す
る
考
え
は
、
前
衛
の
美
術
に
こ
の
作
家
が
深

く
傾
倒
し
た
こ
と
か
ら
自
然
に
導
か
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
倉
俣
は
桑
沢

デ
ザ
イ
ン
研
究
所
に
学
ん
だ
際
に
バ
ウ
ハ
ウ
ス
を
初
め
と
す
る
モ
ダ
ン
二
ア
ザ

イ
ン
の
実
践
や
思
想
に
触
れ
た
が
、
本
人
が
折
に
触
れ
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

彼
の
心
を
揺
り
動
か
し
た
の
は
そ
う
し
た
デ
ザ
イ
ン
動
向
よ
り
も
む
し
ろ
、
ダ

ダ
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
美
術
、
日
本
の
具
体
美
術
運
動
、
ミ
ニ
マ
ル
・
ア

ー
ト
な
ど
の
美
術
動
向
で
あ
っ
た
。
実
際
、
独
立
を
境
に
、
倉
俣
は
イ
ラ
ス
ト

レ
ー
タ
ー
の
宇
野
亜
喜
良
や
横
尾
忠
則
、
美
術
家
の
高
松
次
郎
や
田
中
信
太
郎
、

三
木
富
雄
ら
と
親
交
を
結
び
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
彼
ら
と
の
協
働
に
よ

る
実
験
的
な
商
業
イ
ン
テ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
を
複
数
実
現
さ
せ
て
い
る
。
そ
し

て
、
と
り
わ
け
家
具
デ
ザ
イ
ン
に
関
し
て
は
、
彼
は
お
そ
ら
く
、
己
の
デ
ザ
イ

ン
が
前
衛
美
術
に
近
づ
く
も
の
と
な
る
こ
と
を
い
っ
そ
う
強
く
意
識
し
た
の
だ

っ
た
。
一
九
六
九
年
に
山
口
が
、
「
僕
も
、
こ
う
い
う
オ
ブ
ジ
ェ
家
具
を
、
彫

刻
家
が
自
分
の
作
品
を
作
る
よ
う
に
、
自
分
の
た
め
に
作
る
の
で
す
」
と
倉
俣

が
述
べ
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
十
二
分
に
示
唆
す
る
。

ゆ
え
に
、
倉
俣
の
家
具
作
品
を
美
術
に
接
近
し
た
デ
ザ
イ
ン
と
み
る
理
解
は
、

そ
の
作
り
手
と
受
け
手
の
両
方
に
お
い
て
共
有
さ
れ
た
意
識
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
い
か
な
る
か
た
ち
で
デ
ザ
イ
ン
が
美
術
に
接
近
し
た

も
の
、
す
な
わ
ち
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
な
り
得
る
か
、
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
批
評
者
た
ち
の
考
え
と
倉
俣
の
そ
れ
に
は
微
妙
な
ず
れ
が
あ
っ

た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
批
評
者
た
ち
に
と
っ
て

の
　
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
は
、
前
衛
美
術
に
見
出
さ
れ
る
の
と
同
質
の

観
念
的
性
格
が
デ
ザ
イ
ン
の
文
脈
に
移
し
変
え
ら
れ
た
も
の
を
指
し
て
い
た
。

無
論
、
そ
れ
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
倉
俣
が
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
し

て
意
図
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
彼
は
、
こ

の
時
期
、
そ
の
よ
う
な
前
衛
美
術
の
観
念
性
を
拠
り
所
と
し
な
い
　
「
デ
ザ
イ

ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
を
も
手
掛
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
　
「
デ

ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
は
、
必
ず
し
も
批
評
者
た
ち
が
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ

ェ
」
と
し
て
評
価
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

批
評
者
た
ち
が
お
も
に
称
揚
し
た
の
は
、
倉
俣
が
、
デ
ザ
イ
ン
と
機
能
と
の

結
び
つ
き
に
対
す
る
問
題
提
起
と
し
て
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
や
パ
ラ
ド
ク
ス
の
表
現

と
な
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
を
試
み
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
り
た
て
て
重
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要
祝
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
作
家
が
奇
抜
な
か
た
ち
の
デ
ザ
イ
ン
を
試
み
た

こ
と
や
前
衛
美
術
の
造
形
の
直
接
的
な
引
用
を
行
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
パ

ロ
デ
ィ
や
ユ
ー
モ
ア
の
表
象
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン
を
試
み
た
り
、
彼
が
子
供
時

代
に
み
た
風
景
の
記
憶
を
デ
ザ
イ
ン
源
泉
と
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
彼
ら
に

と
っ
て
、
前
者
は
美
術
に
お
け
る
観
念
的
な
る
も
の
の
表
現
の
デ
ザ
イ
ン
文
脈

へ
の
巧
み
な
変
換
で
あ
り
、
ゆ
え
に
彼
の
家
具
を
　
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」

と
呼
ぶ
に
足
る
特
質
で
は
あ
っ
た
が
、
後
者
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ

、
つ
○

し
か
し
、
倉
俣
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
批
評
者
た
ち
に
等
閑
視
さ
れ
た

も
の
を
も
含
む
す
べ
て
の
作
品
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ

ジ
ェ
」
を
成
立
さ
せ
る
実
験
的
試
み
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
前

衛
美
術
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
観
点
的
思
考
を
拠
り
所
と
し
な
い
も
の
を
も
含

む
彼
の
家
具
デ
ザ
イ
ン
は
、
批
評
者
た
ち
が
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
呼

ん
だ
も
の
と
し
ば
し
ば
、
対
立
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

一
九
七
〇
年
代
の
倉
俣
に
よ
る
一
連
の
家
具
作
品
が
、
デ
ザ
イ
ン
の
美
術
へ
の

接
近
に
新
た
な
デ
ザ
イ
ン
の
あ
り
方
を
探
ろ
う
と
す
る
作
家
と
批
評
者
た
ち
の

相
克
を
反
映
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

本
論
が
検
証
を
試
み
る
の
は
、
こ
の
相
克
の
様
相
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
様
相

の
な
か
に
倉
俣
の
家
具
の
前
衛
性
を
み
よ
う
と
す
る
の
が
本
論
の
目
的
で
あ

る
。
倉
保
と
批
評
者
た
ち
の
相
克
は
と
り
わ
け
、
家
具
デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る

「
か
た
ち
」
　
の
意
義
に
関
す
る
両
者
の
見
解
の
相
違
が
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
で
、

い
っ
そ
う
そ
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

研
究
に
お
い
て
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
倉
俣
の
家
具
作
品
を
、
「
か
た
ち
の
否

定
」
　
の
試
み
と
　
「
か
た
ち
の
冒
険
」
　
の
試
み
の
大
き
く
ふ
た
つ
に
分
け
、
「
か

た
ち
」
　
の
観
点
か
ら
み
た
、
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
　
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る

倉
俣
と
批
評
者
た
ち
の
視
座
の
違
い
に
つ
い
て
の
検
証
を
行
う
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
検
証
の
結
果
、
一
九
七
〇
年
代
の
倉
俣
の
　
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」

が
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
得
な
か
っ
た
新
た
な
前
衛
性
を
獲
得
し
て
い
た
可
能
性

に
つ
い
て
、
考
察
を
試
み
る
。
な
お
、
倉
俣
に
関
す
る
学
術
研
究
は
数
篇
の
卒

業
論
文
と
修
士
論
文
の
み
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
研
究
は
作
品
分
析

と
と
も
に
、
倉
俣
自
身
の
記
述
や
当
時
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
他
者
に
よ
る

批
評
記
事
、
お
よ
び
筆
者
が
倉
俣
の
関
係
者
に
行
っ
た
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
内
容

に
基
づ
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

二
．
「
か
た
ち
」
を
め
ぐ
る
葛
藤

一
九
六
五
年
の
独
立
以
降
、
一
九
七

〇
年
代
末
ま
で
に
倉
俣
が
デ
ザ
イ
ン
し

た
家
具
は
、
そ
の
最
初
期
の
例
で
あ
る

《
引
出
し
の
家
具
》
　
（
一
九
六
七
）
　
が

オ
イ
ル
塗
装
仕
上
げ
に
よ
る
ナ
ラ
材
合

板
で
つ
く
ら
れ
た
こ
と
を
除
け
ば
、
ほ

と
ん
ど
が
ア
ク
リ
ル
板
や
ス
チ
ー
ル
パ

イ
プ
、
ガ
ラ
ス
な
ど
の
い
わ
ば
工
業
用

素
材
で
で
き
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
一

九
七
〇
年
に
制
作
さ
れ
た
一
連
の
《
引

出
し
の
家
具
》
　
【
図
1
】
　
は
合
板
を
素

材
と
し
て
い
る
が
、
表
面
が
黒
色
の
ポ

図1倉俣史朗《引出しの家具≫のシリーズ、1970年、
合板にポリウレタン塗装、デコラ自半艶消し
製作：青島商店　撮影：小川隆之
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リ
ウ
レ
タ
ン
塗
装
と
白
色
の
デ
コ
ラ
半
艶
消
し
で
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
り
、
あ
た
か
も
無
機
的
な
素
材
で
で
き
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

そ
し
て
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
の
作
例
を
含
む
一
九
七
〇
年
代
の
倉
俣
の
家

具
が
、
僅
か
な
例
を
除
け
ば
、
総
じ
て
単
純
な
直
方
体
や
丸
型
で
あ
る
か
、
あ

る
い
は
そ
の
よ
う
な
原
初
的
な
形
態
の
反
復
と
し
て
の
幾
何
学
的
抽
象
の
姿
を

呈
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
の
背
後
に
あ
る
作
家
の
思
考
は
、

一
九
六
九
年
に
倉
俣
が
草
森
紳
一
に
語
っ
た
と
さ
れ
る
次
の
言
葉
に
窺
う
こ
と

が
で
き
る
。多

く
の
現
代
家
具
は
、
木
の
部
分
が
ア
ク
リ
ル
に
変
わ
っ
た
に
す
ぎ
な

い
。
あ
ま
り
に
家
具
そ
の
も
の
で
あ
り
す
ぎ
る
。
か
た
ち
の
デ
ザ
イ
ン
で

あ
り
す
ぎ
る
。

エ
レ
メ
ン
ト
と
最
少
限
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
不
変
的
な
も
の
を
つ
く
る
こ

と
だ
っ
た
。
…
…
。

〔
不
変
的
〕
　
な
も
の
と
い
っ
て
も
　
形
と
し
て
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
考

え
る
気
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
…
…
。

一
般
に
カ
タ
チ
を
つ
く
る
こ
と
だ
け
が
デ
ザ
イ
ン
だ
と
と
ら
れ
が
ち
だ

け
れ
ど
も
　
そ
し
て
確
か
に
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
具
体
的
な
も
の

目
に
み
え
る
も
の
が
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
の
は
た
し
か
な
の
だ
が
　
し
か
し

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
。

結
果
と
し
て
　
具
体
的
な
カ
タ
チ
は
過
程
に
あ
る
抽
象
的
な
主
張
と
か

考
え
方
を
ふ
く
む
表
現
な
の
だ
と
思
う
。

こ
こ
で
倉
俣
が
「
か
た
ち
の
デ
ザ
イ
ン
で
あ
り
す
ぎ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
に

は
、
ひ
と
つ
に
は
「
装
飾
的
な
か
た
ち
で
あ
り
す
ぎ
る
」
と
い
う
意
味
が
込
め

ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
時
代
の
家
具
デ
ザ
イ
ン
の
大
部

分
は
西
洋
の
装
飾
モ
テ
ィ
ー
フ
な
ど
で
覆
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
倉
俣
の
コ
メ
ン
ト
を
　
「
か
た
ち
の
否
定
」
、
す
な

わ
ち
、
独
創
的
な
、
新
奇
な
形
態
に
デ
ザ
イ
ン
の
価
値
を
求
め
る
こ
と
の
否
定

と
い
う
意
味
に
敷
街
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
同
じ
く
一
九
六
九
年
に
、
倉

俣
が
宝
飾
店
《
タ
カ
ラ
堂
》
　
（
一
九
六
九
）
　
の
イ
ン
テ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
に
つ

い
て
記
し
た
次
の
文
は
そ
れ
を
強
く
示
唆
す
る
。

こ
の
店
舗
の
な
か
で
　
や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
　
最
少
限
の

こ
の
記
述
の
う
ち
、
「
最
少
限
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
最
少
限
の
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
不
変
的
な
も
の
を
つ
く
る
こ
と
」
と
い
う
一
節
に
は
、
倉
俣
が
関
心
を
寄
せ

て
い
た
ミ
ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト
の
思
想
の
反
映
が
明
ら
か
に
み
て
取
れ
る
。
最
小

限
性
は
、
当
時
の
多
く
の
人
々
が
ミ
ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト
の
思
想
の
中
軸
的
要
素

と
し
て
見
な
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ミ
ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト

の
単
純
な
幾
何
学
形
の
反
復
の
手
法
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
最
小
限
性
の
考
え

の
体
現
化
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
実
際
に
、
こ
の
引
用
文
の

主
題
で
あ
る
《
タ
カ
ラ
堂
》
が
、
支
持
体
の
な
い
大
き
な
ガ
ラ
ス
板
の
反
復
を

特
徴
と
す
る
イ
ン
テ
リ
ア
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
も
と
で
の
倉

俣
に
よ
る
ミ
ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト
の
理
解
の
顕
れ
と
み
て
よ
い
。

そ
し
て
、
「
形
と
し
て
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
考
え
る
気
は
さ
ら
さ
ら
な
い
」

と
い
う
一
節
に
始
ま
る
文
章
は
、
書
き
手
で
あ
る
倉
俣
の
　
「
か
た
ち
の
否
定
」

の
意
志
を
強
く
窺
わ
せ
る
。
こ
の
意
志
も
ま
た
、
「
形
態
は
機
能
に
従
う
」
と
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い
う
信
条
の
も
と
に
簡
潔
な
形
態
を
生
み
だ
し
た
モ
ダ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
の
思
想

よ
り
は
、
ミ
ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト
の
作
家
た
ち
が
意
味
や
暗
喩
の
喚
起
に
つ
な
が

る
形
態
操
作
を
拒
絶
し
、
最
小
限
の
形
態
と
し
て
の
原
初
的
な
幾
何
学
形
を
選

択
し
た
こ
と
に
刺
激
さ
れ
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先

に
引
い
た
、
「
か
た
ち
の
デ
ザ
イ
ン
で
あ
り
す
ぎ
る
」
と
い
う
彼
の
言
葉
も
、

デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
形
態
の
価
値
を
否
定
す
る
意
志
を
表
し
た
も
の
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か

け
て
倉
俣
が
手
掛
け
た
デ
ザ
イ
ン
の
大
半
は
、
イ
ン
テ
リ
ア
と
家
具
の
両
方
と

も
に
、
単
純
な
幾
何
学
形
を
構
成
要
素
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
形
態

ら
し
き
も
の
を
伴
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
か
た
ち
」
　
の
存
在
よ
り
も
観
念

的
な
も
の
の
顕
れ
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
作
品
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
《
タ
カ
ラ
堂
》
に
関
す
る
倉
俣
の
記
述
に
お
い
て
筆

者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
文
章
の
後
半
部
分
に
、
「
か
た
ち
の
否
定
」
　
の

意
志
の
顕
れ
と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
す
る
迷
い
の
よ
う
な
も
の
も
見
出
さ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
「
一
般
に
カ
タ
チ
を
つ
く
る
こ
と
だ
け
が
デ
ザ
イ

ン
だ
と
と
ら
れ
が
ち
だ
け
れ
ど
も
　
そ
し
て
確
か
に
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た

具
体
的
な
も
の
　
目
に
み
え
る
も
の
が
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
の
は
た
し
か
な
の
だ

が
」
と
い
う
一
節
は
、
目
に
み
え
る
　
「
カ
タ
チ
」
も
ま
た
、
デ
ザ
イ
ン
の
重
要

な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
完
全
に
否
定
し
得
な
い
、
と
す
る
倉
俣
の
本
音
が
無
意

識
に
顕
れ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
一
節
が
暗
示
す
る
　
「
か
た
ち
」
　
の
価
値
の
肯
定
と
否
定
を
め
ぐ
る
倉
俣

の
葛
藤
は
、
実
際
の
作
品
に
お
い
て
も
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
七
〇

年
代
の
倉
俣
は
、
形
態
を
消
失
、
あ
る
い
は
単
純
化
さ
せ
る
試
み
と
、
形
態
操

作
を
前
面
に
押
し
出
す
試
み
の
両
方
を
並
行
し
て
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
「
か
た
ち
」
　
の
葛
藤
の
両
極
の
産
物
に
対
し
て
、
当
時
の
批
評
者
た
ち

が
軍
配
を
あ
げ
た
の
は
、
形
態
表
現
が
抑
制
さ
れ
、
観
念
的
な
も
の
の
表
出
が

優
位
に
立
つ
前
者
で
あ
っ
た
。
倉
俣
の
知
己
で
あ
る
イ
ン
テ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ナ

ー
、
内
田
繁
が
筆
者
に
語
っ
た
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
の
倉
俣
が
、
「
形
態

か
ら
全
部
逃
れ
て
い
た
」
　
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
己
の
作
品
が

「
か
た
ち
」
よ
り
も
観
念
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
彼
の
本

意
で
も
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
こ
の
点
で
批
評
者
た
ち
と
倉
俣
の
考
え
は
合
致

し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
か
た
ち
」
　
に
関
す
る

彼
の
葛
藤
の
も
う
ひ
と
つ
の
帰
結
で
あ
っ
た
形
態
操
作
の
デ
ザ
イ
ン
の
意
義
に

つ
い
て
は
、
語
ら
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

形
態
の
無
化
、
す
な
わ
ち
、
「
か
た
ち
の
否
定
」
を
通
じ
て
倉
俣
が
観
念
的

な
る
も
の
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
、
比
類
な
き
前
衛
的
試

み
に
相
違
な
く
、
次
章
で
行
う
検
証
は
、
批
評
者
た
ち
が
い
か
に
そ
れ
を
称
揚

し
た
か
を
描
き
出
す
も
の
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
続
く
章
で
述
べ
る
よ
う

に
、
彼
が
「
か
た
ち
の
否
定
」
と
同
時
に
行
っ
た
「
か
た
ち
の
冒
険
」
　
の
試
み

は
、
批
評
者
た
ち
か
ら
は
辛
妹
な
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
等
閑

視
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
「
か
た
ち
」
が
有
す
る
力
を
デ
ザ

イ
ン
の
新
た
な
機
能
と
し
て
捉
え
る
倉
俣
固
有
の
思
想
の
体
現
化
で
あ
っ
た
点

で
、
や
は
り
前
衛
的
な
試
行
と
し
て
捉
え
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
前
衛
性

を
検
証
す
る
こ
と
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
倉
俣
が
「
か
た
ち
」
を
否
定
し
、
観

念
的
な
る
も
の
に
徹
し
て
い
た
と
す
る
一
般
的
な
理
解
に
対
し
、
新
た
な
考
察

を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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図2　倉俣史朗≪プラスチックのワゴン≫1968年、透明アク

リル板（12mm厚）、ボールキャスター　製作：陳）イシ

マル　撮影：藤塚光政

倉
俣
の
イ
ン
テ
リ
ア
作
例
は
、
こ
の
ふ
た
つ
の
家
具
が
展
示
用
什
器
と
し
て
用

い
ら
れ
た
紳
士
服
メ
ー
カ
ー
「
エ
ド
ワ
ー
ズ
」
　
の
展
示
会
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
・

デ
ザ
イ
ン
　
（
東
京
・
ヒ
ル
ト
ン
ホ
テ
ル
）
　
が
透
明
な
エ
ア
ド
ー
ム
を
、
ま
た
、

《
西
武
百
貨
店
カ
プ
セ
ル
コ
ー
ナ
ー
》
　
（
東
京
・
渋
谷
）
　
や
《
メ
ン
ズ
シ
ョ
ッ

プ
　
シ
バ
サ
キ
》
　
（
静
岡
）
　
の
内
装
が
各
々
、
透
明
カ
プ
セ
ル
を
特
徴
と
す
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
家
具
も
、
そ
の
よ
う
な
イ
ン
テ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
の
透

明
化
の
試
み
と
発
想
を
一
に
し
て
い
た
部
分
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

通
常
は
透
明
化
が
避
け
ら
れ
る
ワ
ゴ
ン
や
タ
ン
ス
を
透
明
ア
ク
リ
ル
で
つ
く
る

と
い
う
構
想
に
は
、
当
時
、
倉
俣
の
デ
ザ
イ
ン
に
関
し
て
助
言
を
行
っ
て
い
た

田
中
信
太
郎
が
そ
れ
を
具
体
的
に
提
案
し
た
こ
と
が
関
与
し
た
可
能
性
も
あ
る

〈
ほ
㌻
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
九
六
八
年
は
、
倉
俣
が
透
明
な
家
具
の
制
作
に
執
心

し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
同
年
、
彼
は
、
前
述
の
作
品
の
ほ
か
に
、
三
角
錐
状
の

透
明
ア
ク
リ
ル
の
フ
レ
ー
ム
の
中
に
黒
の
ア
ク
リ
ル
板
で
で
き
た
十
数
個
の
変

形
の
引
出
し
が
飲
め
込
ま
れ
た
《
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
家
具
》
　
【
図
4
】
と
、
移
し

い
数
の
透
明
ア
ク
リ
ル
板
の
引
き
出
し
が
四
方
か
ら
引
き
出
せ
る
よ
う
に
な
っ

－47－

三
．
か
た
ち
の
否
定

倉
保
の
家
具
作
品
に
お
い
て
　
「
か
た
ち
の
否
定
」
　
の
最
初
の
特
筆
す
べ
き
試

み
と
い
え
る
も
の
は
、
と
も
に
一
九
六
八
年
の
作
で
あ
る
《
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

ワ
ゴ
ン
》
　
【
図
2
】
と
《
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
洋
服
ダ
ン
ス
》
　
【
図
3
】
で
あ
る
。

無
色
透
明
な
ア
ク
リ
ル
板
を
唯
一
の
素
材
と
す
る
こ
と
で
　
「
か
た
ち
」
　
の
視
覚

的
な
消
去
を
試
み
た
こ
の
家
具
は
、
そ
の
原
点
を
彼
が
一
九
六
三
年
に
三
愛
ド

リ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
の
た
め
に
手
掛
け
た
、
棚
受
ま
で
も
が
透
明
化
さ
れ
た
ア
ク

リ
ル
製
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
一
九
六
八
年
の

図3　倉俣史朗≪プラスチックの洋

服ダンス≫1968年、透明アク

リル板（12mm厚）製作：陳）
イシマル　撮影：藤塚光政



倉俣史朗≪ピラミッドの家具≫

1968年、透明アクリル板（12mm

厚）、黒アクリル板（8mm厚）製

作：腺）イシマル　撮影：藤塚光政

に
す
る
の
が
印
象
に
の
こ
っ
た
。
…
…
倉
俣
さ
ん
の
仕
事
を
理
解
し
、
そ

の
真
髄
を
把
み
と
る
に
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
と
い
う
光
源
に
よ
っ
て
照
ら
し

だ
す
こ
と
が
す
べ
て
な
の
で
あ
る
。
…
…
。
今
年
に
入
っ
て
、
倉
俣
さ
ん

は
新
し
い
素
材
実
験
に
興
味
を
も
ち
は
じ
め
た
。
こ
の
素
材
に
対
す
る
興

味
の
示
し
方
も
デ
ュ
シ
ャ
ン
的
な
の
だ
。
…
…
商
品
ケ
ー
ス
と
か
、
家
具

の
不
透
明
性
と
か
隠
蔽
性
に
強
い
抵
抗
感
を
感
じ
は
じ
め
て
い
る
。
ひ
い

て
は
、
商
品
そ
れ
自
体
…
…
を
、
よ
り
明
確
に
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
。
…
…
す
な
わ
ち
、
デ
ザ
イ
ン
す
る
対
象
物
の
素
材
の
個
性
を
で
き
る

だ
け
没
個
性
に
す
る
と
い
う
考
え
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
ら
し
い
。
透
明

て
い
る
《
引
出
し
》
　
【
図
5
】
も
手
掛
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
透
明
ア
ク
リ
ル
板
を
素
材
と
す
る
家
具
　
（
以
下
、
透
明
家
具
と
称

す
る
）
　
は
、
観
念
的
な
る
も
の
の
表
現
と
し
て
の
倉
俣
の
家
具
デ
ザ
イ
ン
の
イ

メ
ー
ジ
を
最
初
に
人
々
の
心
に
焼
き
つ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
当

時
の
環
境
芸
術
の
率
先
者
で
あ
っ
た
美
術
家
の
山
口
勝
弘
は
、
透
明
ア
ク
リ
ル

が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
物
質
性
が
排
除
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た

も
の
自
体
が
見
え
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
の
家
具
の
特
質
を
、
マ
ル
セ
ル
・
デ

ュ
シ
ャ
ン
が
芸
術
作
品
と
作
家
の
権
威
や
個
性
を
否
定
し
た
こ
と
に
倣
い
、
倉

保
が
デ
ザ
イ
ン
の
没
個
性
化
　
－
　
す
な
わ
ち
、
デ
ザ
イ
ン
が
見
え
な
く
な
る

こ
と
で
そ
の
個
性
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
作
用
　
－
　
を
図
っ
た
も
の
と
し
て

解
釈
し
た
。
一
九
六
九
年
に
山
口
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
間
、
こ
の
原
稿
を
書
く
た
め
に
ほ
ん
の
数
刻
だ
け
彼
　
〔
引
用
者

註
＝
倉
俣
〕
と
会
っ
た
時
、
彼
が
何
回
か
デ
ュ
シ
ャ
ン
と
い
う
名
前
を
口

図5　倉俣史朗《引出し≫1968年、透明アクリル板（3mm厚）、

ステンレススチール（5mm角）　製作：（株）イシマル

撮影：藤塚光政
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な
ア
ク
リ
ル
樹
脂
の
カ
プ
セ
ル
型
の
商
品
ケ
ー
ス
、
な
か
で
も
愉
快
な
の

は
、
ア
ク
リ
ル
の
透
明
板
に
よ
る
洋
服
ダ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
洋

服
ダ
ン
ス
と
い
う
対
象
物
は
、
既
成
の
型
だ
け
を
保
っ
て
い
る
扉
と
か
引

出
し
と
い
っ
た
型
を
引
き
つ
ぎ
な
が
ら
、
洋
服
ダ
ン
ス
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら

は
大
変
に
遠
い
と
こ
ろ
に
来
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
記
述
に
お
い
て
、
山
口
が
、
《
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
洋
服
ダ
ン
ス
》
　
の
型

が
既
成
の
箪
笥
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
点
は
、
彼

が
倉
俣
の
透
明
家
具
の
中
に
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
も
う
ひ
と
つ
の
よ
く
知
ら
れ
た

思
想
で
あ
る
　
「
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
」
　
の
考
え
を
み
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
そ

し
て
、
全
体
的
に
い
え
る
こ
と
は
、
こ
の
山
口
に
よ
る
論
評
が
、
「
か
た
ち
」

が
作
家
の
個
性
や
独
創
性
の
顕
れ
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

り
、
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
「
か
た
ち
」
　
の
概
念
を
覆
す
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
、
倉

俣
の
透
明
家
具
を
評
価
し
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
よ
り
具
体
的

に
い
え
ば
、
倉
俣
の
家
具
は
透
明
な
物
質
で
つ
く
ら
れ
た
り
、
既
成
の
型
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
か
た
ち
」
と
い
う
独
創
性
を
主
張
し
な
い
デ
ザ

イ
ン
と
な
り
得
る
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
山
口
の
倉
俣
の
透
明

家
具
に
対
す
る
理
解
は
、
「
か
た
ち
の
否
定
」
と
い
う
前
衛
美
術
の
観
念
的
思

想
の
引
用
を
こ
れ
ら
の
家
具
に
み
る
こ
と
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
お
い
て
、
山
口
は
倉
俣
の
家
具
を
「
デ
ザ
イ
ン
・

オ
ブ
ジ
ェ
」
　
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

他
方
、
批
評
家
の
多
木
浩
二
は
一
九
七
六
年
に
倉
俣
の
作
品
集
に
寄
せ
た

序
文
に
お
い
て
、
《
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
洋
服
ダ
ン
ス
》
を
次
の
よ
う
に
評
し

て
い
る
。

か
れ
は
ま
た
洋
服
ダ
ン
ス
を
透
明
な
ア
ク
リ
ル
で
つ
く
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
透
明
な
素
材
　
（
あ
る
い
は
透
明
そ
の
も
の
）
　
は
か
れ
に
特
別
な
執
着

を
よ
ぴ
き
ま
す
よ
う
だ
が
、
洋
服
ダ
ン
ス
の
場
合
も
そ
れ
は
パ
ラ
ド
ク
ス

の
象
徴
と
し
て
あ
ら
あ
れ
る
。
し
ま
い
こ
む
こ
と
と
あ
ら
わ
す
こ
と
が
同

時
に
存
在
し
て
い
る
。
た
ま
に
洋
服
が
あ
る
よ
り
も
、
透
明
な
ア
ク
リ
ル

板
を
と
お
す
と
、
洋
服
に
は
奇
妙
に
実
体
感
を
う
し
な
い
幻
覚
に
か
わ
る

の
で
あ
る
。
…
…
。
い
わ
ば
洋
服
は
も
は
や
物
で
は
な
く
記
号
に
な
っ
て

し
ま
う
。
か
れ
の
デ
ザ
イ
ン
は
商
品
世
界
の
記
号
化
に
さ
か
ら
う
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
上
ま
わ
る
記
号
化
の
方
法
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
洋
服
ダ
ン
ス
を
と
り
だ
し
た
の
も
た
だ
そ
れ
が
レ
ト
リ
ッ
ク
　
（
パ
ラ
ド

ク
ス
）
　
の
み
か
ら
で
き
あ
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

多
木
の
《
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
洋
服
ダ
ン
ス
》
に
対
す
る
理
解
は
、
そ
れ
が
造

形
と
い
う
よ
り
も
、
パ
ラ
ド
ク
ス
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
彼
の
解
釈
を
阻
噛
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
家
具
デ
ザ
イ
ン
が
言
葉
の
レ
ト

リ
ッ
ク
と
し
て
成
り
立
つ
の
は
、
箪
笥
や
洋
服
が
そ
れ
ぞ
れ
概
念
と
し
て
の
言

葉
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
。
物
の
言
葉
へ
の
読
み
替

え
は
、
物
を
記
号
化
す
る
作
業
と
同
じ
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
作
品
で
は
、

箪
笥
が
収
納
を
意
味
す
る
記
号
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
、
洋
品
店
の
シ
ョ
ー
ケ

ー
ス
が
物
を
み
せ
る
も
の
の
記
号
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
。
箪
笥
と
シ

ョ
ー
ケ
ー
ス
は
こ
こ
に
お
い
て
、
〓
疋
の
意
味
を
有
す
る
記
号
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
た
め
に
、
《
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
洋
服
ダ
ン
ス
》
は
、
記
号
が
意
味
す

る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
言
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
見
な
さ

れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
家
具
の
場
合
、
語
ら
れ
る
内
容
は
　
「
し
ま
い
こ
む
こ
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と
　
（
箪
笥
の
概
念
）
　
と
あ
ら
わ
す
こ
と
　
（
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
概
念
）
　
が
同
時
に

存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
矛
盾
し
た
状
況
で
あ
る
。

多
木
は
、
同
様
の
記
号
化
が
箪
笥
の
な
か
に
吊
る
さ
れ
た
洋
服
に
対
し
て
も

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
洋
服
は
、
透
明
な
ア
ク
リ
ル
板
越
し
に
み
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
は
や
個
人
の
所
有
物
で
は
な
く
、
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
な

か
に
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
さ
れ
た
商
品
と
い
う
記
号
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
商
品
と
い
う
記
号
に
読
み
替
え
ら
れ
た
洋
服
は
た
ち
ま
ち
、
「
商
品
世

界
の
記
号
化
」
　
に
従
っ
て
、
物
で
は
な
く
記
号
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
虚
像
と

化
し
て
し
ま
う
。

こ
の
解
釈
が
記
号
論
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
デ
ザ
イ
ン
の
機
能
と
い
う
、
い
わ
ば
人
間
と
物
と
の
関
わ
り
の
構
造

を
記
号
化
し
て
捉
え
る
視
角
か
ら
な
さ
れ
た
解
釈
に
は
か
な
ら
な
い
。
記
号
論

的
な
知
的
操
作
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
を
初
め
と
す
る
多
く
の
前
衛
美
術
の
表
現
に

見
受
け
ら
れ
る
要
素
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
、
一
例
を
挙
げ
る

な
ら
ば
、
便
器
の
よ
う
な
機
能
物
そ
の
も
の
を
造
形
美
術
に
対
略
さ
せ
る
こ
と

で
そ
の
操
作
を
行
っ
た
が
、
多
木
に
よ
る
批
評
は
、
倉
俣
が
同
様
の
操
作
を
、

美
術
で
は
な
く
デ
ザ
イ
ン
が
人
々
に
対
し
て
意
味
す
る
も
の
　
（
す
な
わ
ち
、
記

号
）
　
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
行
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

点
に
お
い
て
、
多
木
の
批
評
は
、
前
述
の
山
口
の
批
評
と
は
明
ら
か
な
異
な
り

を
み
せ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
倉
俣
の
側
は
こ
れ
ら
の
山
口
や
多
木
に
よ
る
批
評
に
対
し
、
ど
の

よ
う
に
反
応
し
た
か
と
い
え
ば
、
お
お
む
ね
、
肯
定
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

一
九
七
四
年
の
山
口
と
倉
俣
の
対
談
に
お
い
て
行
わ
れ
た
次
の
会
話
は
、
倉
俣

の
作
品
を
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
没
個
性
化
や
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
の
思
想
の
延
長
線
上
に

あ
る
も
の
と
捉
え
る
山
口
の
理
解
や
、
彼
の
作
品
を
パ
ラ
ド
ク
ス
の
レ
ト
リ
ッ

ク
と
し
て
見
な
す
多
木
の
解
釈
が
、
倉
俣
自
身
に
よ
っ
て
も
同
意
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
窺
わ
せ
る
。

山
口
「
ア
ノ
ニ
マ
ス
と
い
う
こ
と
ば
を
　
〔
引
用
者
註
＝
倉
俣
さ
ん
が
〕
た

し
か
使
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
無
名
性
と

い
う
か
、
匿
名
性
と
い
う
か
、
そ
れ
は
意
味
が
な
い
と
い
う
か
、

個
性
的
な
表
現
を
な
る
べ
く
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
」

倉
俣
「
で
き
た
ら
作
家
ま
で
全
部
消
え
ち
ゃ
う
み
た
い
な
。
」

山
口
「
透
明
な
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
、
あ
れ
な
ん
か
は
、
中
の
も
の
が
見
え
る

た
め
に
透
明
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
。
そ
れ
と
も
キ
ャ
ビ
ネ
ッ

ト
の
形
と
か
…
…
。
壁
の
形
と
い
う
こ
と
を
わ
か
ら
な
く
す
る
た

め
に
透
明
に
し
た
の
で
す
か
。
」

倉
俣
「
そ
の
両
面
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
は
、
わ
ざ
と
古
い
型

の
木
組
の
洋
服
ダ
ン
ス
の
形
を
と
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
」

山
口
「
古
い
の
を
使
う
と
い
う
の
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
な
ん
で
す
か
。
」

倉
俣
「
一
種
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
意
識
は
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
ア
イ
ロ
ニ
ー

な
り
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
う
の
は
自
分
か
ら
見
た
対
象
物
が
あ
る

と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
対
称
物
〔
マ
マ
〕
　
が
明
確
に
な
る
ま
で
の

体
験
な
り
の
プ
ロ
セ
ス
が
各
々
あ
る
と
思
い
ま
す
。
僕
の
場
合
は
、

短
か
か
っ
た
け
れ
ど
戦
争
の
体
験
み
た
い
な
も
の
が
一
つ
の
核
に

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
」
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こ
こ
で
言
及
さ
れ
た
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
と
は
、
多
木
が
、
倉
俣
の
パ
ラ
ド
ク

ス
の
表
現
の
意
義
と
し
て
指
摘
し
た
倉
俣
独
自
の
デ
ザ
イ
ン
思
想
で
あ
る
。
そ

れ
は
つ
ま
り
、
「
現
在
の
社
会
の
中
で
わ
れ
わ
れ
が
日
常
接
し
て
い
る
事
物
の

体
系
そ
の
も
の
に
対
す
る
挑
発
的
な
批
評
」
と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン
の
あ
り
方
を

提
示
す
る
思
想
で
あ
る
。
収
納
と
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
機
能
が
同
時
に
存
在
す
る

パ
ラ
ド
ク
ス
と
し
て
の
透
明
な
箪
笥
は
、
わ
れ
わ
れ
が
箪
笥
を
　
「
収
納
家
具
」

と
し
て
当
た
り
前
の
よ
う
に
見
な
し
て
い
る
こ
と
へ
の
皮
肉
で
あ
り
、
そ
の
皮

肉
を
通
じ
て
、
倉
俣
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
物
の
新
た
な
あ
り
方
、
も
し
く
は
、
物

と
人
間
の
本
質
的
な
関
係
の
あ
り
方
を
問
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
既
存
の

価
値
体
系
に
対
す
る
批
判
の
精
神
は
、
軍
国
時
代
に
少
年
期
を
送
っ
た
倉
俣
が
、

戦
前
に
は
子
供
の
頭
を
平
気
で
殴
っ
て
い
た
大
人
が
、
戦
争
が
終
わ
る
や
否
や
、

か
ら
で
あ
ろ
う
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
倉
俣
の
透
明
家
具
が
デ
ュ
シ
ャ
ン
的
な
考
え
の

反
映
と
し
て
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
や
パ
ラ
ド
ク
ス
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
作
家

と
批
評
者
の
両
方
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
た
見
解
で
あ
り
、
そ
れ
が
　
「
か
た
ち

の
否
定
」
　
に
よ
っ
て
果
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
両
者
の

見
解
は
合
致
し
て
い
た
。
作
り
手
と
受
け
て
の
両
方
に
お
い
て
認
識
さ
れ
た

こ
の
ふ
た
つ
の
性
格
を
備
え
た
倉
俣
の
　
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
　
に
は
、

ほ
か
に
《
光
の
テ
ー
ブ
ル
》
　
（
一
九
六
九
年
）
　
【
図
6
】
　
や
《
ラ
ン
プ
　
オ
バ

Q
》
　
（
一
九
七
二
年
）
　
【
図
7
】
、
《
ガ
ラ
ス
の
椅
子
》
　
（
一
九
七
六
年
）
　
【
図

8
】
　
な
ど
が
あ
る
。

《
光
の
テ
ー
ブ
ル
》
は
厚
さ
が
三
ミ
リ
と
五
ミ
リ
の
乳
白
色
の
ア
ク
リ
ル
板

頭
を
な
で
始
め
る
、
と

い
う
社
会
的
価
値
観
の

パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
転

換
を
経
験
し
た
こ
と
を

核
と
し
て
培
わ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
彼
が
ア

イ
ロ
ニ
ー
の
対
象
物
と

し
て
戦
争
体
験
を
挙
げ

た
の
は
、
そ
れ
が
、
わ

れ
わ
れ
が
常
識
と
見
な

し
て
い
る
も
の
の
危
う

さ
を
常
に
彼
に
思
い
起

こ
さ
せ
る
経
験
だ
っ
た

図6　倉俣史朗≪光のテーブル≫1969年、乳白アクリ
ル板（3mm、および5mm厚）、蛍光管、製作：
（㈱イシマル、撮影：小川隆之

図7　倉俣史朗≪ランプ　オパQ≫1972年、乳白アクリ

ル板（2－3mm厚）加工に照明を内臓、製作：練）イ
シマル、撮影：小川隆之
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を
接
着
し
て
つ
く
っ
た

テ
ー
ブ
ル
の
内
部
に
、

複
数
の
ス
リ
ム
ラ
イ
ン

の
蛍
光
管
を
仕
込
ん
で

光
ら
せ
た
家
具
で
あ
る

（
㌔
こ
の
家
具
が
照
明

と
テ
ー
ブ
ル
と
い
う
、

通
常
は
相
容
れ
な
い
記

号
を
同
時
に
存
在
さ
せ

た
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
そ
の
レ
ト
リ
ッ
ク

は
、
こ
の
家
具
の
形
態

が
テ
ー
ブ
ル
を
指
し
示

図8　倉俣史朗≪ガラスの椅子≫1976年、ガラス
（12mm厚）、フォトボンド100、製作：陳）三保谷
硝子店、撮影：藤塚光政

図9　倉俣史朗≪光の椅子≫1969年、乳白アクリル板

（5mm厚）をFRP型によりスナップ成形、蛍光

管、製作：陳）イシマル、撮影：小川隆之

ー52－

す
最
小
限
の
形
態
、
す
な
わ
ち
、
一
切
の
装
飾
を
欠
い
た
単
純
な
板
と
四
本
の

脚
、
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
照
明
器
具
の
よ
う
に
光
る
こ
と
で
成
り
立
っ

て
い
る
。
こ
の
　
「
か
た
ち
」
　
が
、
そ
れ
が
テ
ー
ブ
ル
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
以

上
の
こ
と
を
主
張
し
な
い
の
は
、
デ
ザ
イ
ン
の
独
創
性
を
「
か
た
ち
」
　
に
求
め

る
態
度
の
完
全
な
否
定
で
あ
り
、
そ
の
独
創
性
を
異
な
る
機
能
の
一
体
化
に
見

出
そ
う
と
す
る
姿
勢
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

同
様
の
試
み
を
倉
俣
は
、
照
明
の
機
能
と
椅
子
の
機
能
が
合
わ
さ
っ
た
《
光

の
椅
子
》
　
（
一
九
六
九
年
）
　
【
図
9
】
　
に
お
い
て
も
行
っ
て
い
る
。
こ
の
ふ
た

つ
の
光
の
家
具
は
、
作
家
本
人
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
通
常
、
照
明
の
デ
ザ

イ
ン
と
い
え
ば
照
明
器
具
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
を
考
え
る
の
に
対
し
、
器
具

と
い
う
「
そ
の
も
の
に
纏
は
り
つ
い
て
い
る
諸
々
の
も
の
を
取
除
き
、
ゼ
ロ
か

ら
見
な
お
す
こ
と
、
」
　
さ
ら
に
は
、
「
器
具
で
は
な
く
て
部
屋
の
中
で
の
光
、
た

と
え
ば
光
の
入
っ
た
椅
子
の
場
合
で
い
え
ば
、
天
井
や
壁
か
ら
光
が
こ
な
く
て

も
い
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
発
想
す
る
こ
と
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
家
具
は
、
観
念
的
な
も
の
の
表
現
で
あ

る
こ
と
が
、
「
か
た
ち
」
　
の
造
形
で
あ
る
こ
と
に
優
越
す
る
　
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ

ブ
ジ
ェ
」
　
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

同
じ
主
旨
は
、
《
ガ
ラ
ス
の
椅
子
》
に
も
明
ら
か
に
見
出
さ
れ
る
。
ガ
ラ
ス

を
接
着
し
た
だ
け
で
で
き
あ
が
っ
て
い
る
こ
の
椅
子
は
、
前
述
の
光
の
家
具
を

手
掛
け
た
家
具
製
作
者
の
石
丸
隆
夫
と
と
も
に
倉
俣
の
デ
ザ
イ
ン
の
実
現
の
両



輪
と
な
っ
た
ガ
ラ
ス
職
人
の
三
保
谷
友
彦
が
、
彼
の
ガ
ラ
ス
店
を
訪
れ
た
接
着

剤
メ
ー
カ
ー
「
明
星
チ
ャ
ー
チ
ル
」
か
ら
、
新
た
に
開
発
さ
れ
た
接
着
剤
で
あ

る
「
フ
ォ
ト
ボ
ン
ド
1
0
0
」
を
入
手
し
た
こ
と
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
。
倉
俣

は
、
一
九
八
一
年
に
こ
の
家
具
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…
だ
れ
か
が
、
ぼ
く
の
ガ
ラ
ス
の
椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
、

形
が
あ
ま
り
新
し
く
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
か
も
し
れ
な

い
け
ど
、
ぼ
く
と
し
て
は
い
わ
ゆ
る
　
〝
前
衛
〟
的
な
形
を
あ
そ
こ
で
つ

く
ろ
う
と
は
全
然
考
え
て
い
な
か
っ
た
わ
け
。
む
し
ろ
椅
子
の
　
（
原
型
）

を
や
っ
て
い
る
わ
け
ね
。
そ
れ
が
わ
り
あ
い
素
直
に
す
う
ー
と
で
き
た

（
3
1
）

ん
だ
よ
ね
。

こ
の
記
述
か
ら
、
《
ガ
ラ
ス
の
椅
子
》
が
「
か
た
ち
の
否
定
」
　
の
意
志
に
貫

か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
そ
う
し
た
主
旨
が
デ
ザ
イ

ン
の
独
創
性
を
「
か
た
ち
」
　
に
求
め
る
人
々
の
批
判
を
招
い
た
こ
と
も
窺
わ
せ

て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
種
の
　
「
か
た
ち
の
否
定
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
山

口
や
多
木
の
よ
う
な
前
衛
美
術
の
批
評
に
携
わ
る
人
物
た
ち
に
と
っ
て
は
称
揚

す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
家
具
も
ま
た
、
「
か
た
ち
」
　
の
造

形
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
「
割
れ
や
す
い
も
の
」
と
　
「
見
え
な
い
も
の
」
　
の
記

号
で
あ
る
ガ
ラ
ス
に
対
し
て
、
椅
子
と
い
う
も
の
の
記
号
　
－
　
人
間
を
支
え

る
頑
丈
な
物
で
あ
り
、
頑
丈
さ
や
装
飾
性
を
印
象
づ
け
る
「
か
た
ち
」
を
伴
う

も
の
　
－
　
が
突
き
つ
け
ら
れ
た
、
観
念
的
な
、
パ
ラ
ド
ク
ス
の
レ
ト
リ
ッ
ク

と
し
て
の
デ
ザ
イ
ン
に
相
違
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
作
品
は
一
九
七
七
年
に
、
倉
俣
を
含
む
五
名
の
作
家
に
よ
る
現
代
美
術
展

「
L
F
t
d
O
d
a
y
〉
∃
見
え
る
こ
と
の
構
造
6
人
の
目
」
（
東
京
・
西
武
美
術
館
）

に
出
品
さ
れ
た
が
、
同
展
図
録
の
巻
頭
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
こ
の
展
覧
会
の
企

画
者
で
あ
る
美
術
批
評
家
、
東
野
芳
明
は
、
こ
の
「
『
見
え
な
い
椅
子
』
に
座

ろ
う
と
し
で
、
ぼ
く
ら
は
、
見
え
る
椅
子
と
い
う
安
全
弁
で
支
え
ら
れ
て
い
た

日
常
の
亀
裂
を
か
い
間
見
る
こ
と
に
」
な
る
と
記
し
て
い
る
。
東
野
も
ま
た
、

《
ガ
ラ
ス
の
椅
子
》
を
パ
ラ
ド
ク
ス
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
見
な
し
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
他
の
四
名
の
コ
ン
セ
プ
チ
エ
ア
ル
な
美

術
家
と
と
も
に
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
る
倉
俣
に
も
同
展
参
加
を
求
め
た
の
で
あ
ろ

う
。
さ
ら
に
同
図
録
に
は
、
数
袋
の
砂
嚢
が
載
せ
ら
れ
た
《
ガ
ラ
ス
の
椅
子
》

の
写
真
【
図
1

0
】
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
写
真
は
、
《
ガ
ラ
ス
の
椅
子
》

が
パ
ラ
ド
ク
ス
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
の
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
で
あ
る
と
同
時
に
、

重
み
に
耐
え
る
椅
子
、
す
な
わ
ち
、
「
デ
ザ
イ
ン
」
で
も
あ
る
と
い
う
、
二
重
、

三
重
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
つ
ま
る
と

こ
ろ
、
本
写
真
は
、
倉
俣
が
、
東
野
や
多
木
、
山
口
と
も
考
え
を
一
に
し
て
い

た
こ
と
の
強
い
示
唆
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
《
ガ
ラ
ス
の
椅
子
》
に
数
年
先
立
つ
一
九
七
二
年
に
発
表
さ
れ
た

《
ラ
ン
プ
オ
バ
Q
》
は
、
ア
ク
リ
ル
板
を
電
気
炉
に
入
れ
て
熟
し
て
軟
化
さ

せ
、
そ
れ
を
円
形
、
正
方
形
、
球
形
の
三
種
の
物
体
の
上
に
か
ぶ
せ
て
冷
や
し
、

ア
ク
リ
ル
板
が
自
重
で
垂
れ
下
が
る
ま
ま
に
自
然
成
形
さ
れ
た
照
明
用
デ
ザ
イ

ン
だ
っ
た
。
倉
俣
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
一
九
七
二
年
の
発
表
時
に
次
の
よ

う
に
発
言
し
て
い
る
。

－53－

デ
ザ
イ
ン
も
何
も
、
コ
ン
セ
プ
ト
し
か
な
い
と
自
分
で
は
思
っ
て
い
る
。

こ
ん
ど
は
変
わ
っ
た
と
い
う
印
象
を
よ
く
与
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
機
能



性
・
合
理
性
に
対
す
る
ア
ン
チ
‥
ア
ー
ゼ
と
い
う
意
味
で
は
、
姿
勢
は
一

貫
し
て
い
る
つ
も
り
。

こ
こ
で
も
や
は
り
、
「
コ
ン
セ
プ
ト
」
、
す
な
わ
ち
、
観
念
的
性
格
の
　
「
か
た

ち
」
と
し
て
の
　
「
デ
ザ
イ
ン
」
　
に
対
す
る
優
越
性
は
明
白
で
あ
る
。
倉
俣
は
一

九
八
五
年
に
、
ふ
た
た
び
こ
の
ラ
ン
プ
に
関
連
し
て
、
「
布
地
や
ア
ク
リ
ル
と

い
う
よ
う
な
、
自
身
が
形
を
生
む
素
材
を
選
び
、
そ
の
中
で
生
ま
れ
る
偶
然
な

も
の
の
形
を
硬
化
さ
せ
て
用
い
る
く
せ
」
を
自
分
が
持
っ
て
い
る
と
語
っ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
「
く
せ
」
が
ま
た
、
ふ
た
た
び
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
観
念
的
な
芸

術
に
触
発
さ
れ
て
意
識
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
批
評
家
の
羽
原
粛

郎
の
記
憶
が
立
証
す
る
で
あ
ろ
う
。

羽
原
は
、
彼
自
身
が
倉
俣
に
対
し
て
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
《
三
つ
の
停
止
原
器
》

（
一
九
一
三
－
一
九
一
四
）
　
に
つ
い
て
の
話
を
し
た
際
に
、
倉
俣
が
《
ラ
ン
プ

オ
バ
Q
》
の
構
想
を
思
い
つ
い
た
こ
と
を
筆
者
に
語
っ
て
い
る
。
警
一
つ
の
停

止
原
器
》
と
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
三
本
の
一
メ
ー
ト
ル
の
帯
を
高
さ
一
メ
ー
ト

ル
の
場
所
か
ら
落
と
し
、
空
中
で
ね
じ
れ
て
曲
線
と
な
っ
て
床
に
着
地
し
た
帯

を
、
そ
の
か
た
ち
が
保
た
れ
た
状
態
で
カ
ン
ヴ
ァ
ス
布
に
ニ
ス
で
固
定
し
た
作

品
で
あ
る
。
こ
れ
は
通
常
の
原
器
で
あ
る
メ
ー
ト
ル
法
に
対
す
る
ア
イ
ロ
ニ
ー

と
し
て
の
歪
な
メ
ー
ト
ル
原
器
で
あ
り
、
そ
の
原
器
は
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
自
ら

語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
偶
然
に
よ
っ
て
、
私
の
偶
然
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
形
」

な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
か
た
ち
」
　
の
成
形
を
　
「
偶
然
」
　
に
ゆ
だ
ね
る

こ
と
に
よ
り
、
「
か
た
ち
の
否
定
」
を
試
み
る
と
い
う
デ
ュ
シ
ャ
ン
と
倉
俣
と

の
接
点
は
明
白
で
あ
る
。

そ
し
て
、
倉
俣
の
《
ラ
ン
プ
　
オ
バ
Q
》
の
場
合
は
、
焼
き
物
に
も
似
て
、

あ
る
程
度
の
量
産
が
可
能
で
あ
る
と
同
時
に
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
異
な
る
　
「
偶

然
の
か
た
ち
」
が
与
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
偶
然
」
　
に
よ
り
生
み
出
さ

れ
、
空
間
に
消
え
入
ろ
う
と
す
る
光
が
そ
の
ま
ま
、
「
か
た
ち
」
　
の
な
い
　
「
か

た
ち
」
　
へ
と
凝
固
し
た
か
の
よ
う
な
本
作
品
は
、
美
術
作
品
や
照
明
器
具
の
デ

ザ
イ
ン
の
　
「
か
た
ち
」
　
へ
の
固
執
、
さ
ら
に
は
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
デ
ザ

イ
ン
の
大
量
生
産
の
合
理
性
と
い
っ
た
も
の
に
対
す
る
、
幾
重
も
の
ア
ン
チ
・

テ
ー
ゼ
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
か
た
ち
の
否
定
」
と
し
て
試
み
ら
れ
た
一
九
七
〇
年
代

の
倉
俣
の
家
具
は
、
没
個
性
　
（
ア
ノ
ニ
マ
ス
）
　
で
あ
る
こ
と
や
、
記
号
に
よ
る

パ
ラ
ド
ク
ス
の
手
法
を
通
じ
て
の
既
成
概
念
に
対
す
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
と

い
っ
た
、
観
念
的
な
も
の
の
表
現
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
前
衛
美
術

図10　『Ar・tToday，77見えることの構造　6人の目』
（同名展覧会図録、東京・西武美術館、1977年）
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に
接
近
し
た
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
な
り
得
る
こ
と
を
作
家
が
思
考
し

た
も
の
で
あ
り
、
批
評
者
の
側
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
見
な
し
た
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
倉
俣
は
同
時
代

に
　
「
か
た
ち
の
否
定
」
　
に
並
行
し
て
、
「
か
た
ち
の
冒
険
」
　
の
試
み
も
行
っ
た

の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
試
み
は
、
「
か
た
ち
の
否

定
」
と
同
様
に
倉
俣
が
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
を
意
図
し
て
行
っ
た
も
の

で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
批
評
者
た
ち
の
全
面
的
な
称
賛
を
得
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
次
章
に
お
い
て
は
、
こ
の
　
「
か
た
ち
の
冒
険
」
を
め
ぐ
る
両
者
の
相

克
を
明
ら
か
に
す
る
。

四
．
か
た
ち
の
冒
険

倉
保
が
、
「
か
た
ち
」
　
の
消
去
や
没
個
性
化
を
試
み
た
透
明
家
具
や
光
の
家

具
を
手
掛
け
た
の
は
一
九
六
〇
年
代
末
で
あ
り
、
「
デ
ザ
イ
ン
も
何
も
、
コ
ン

セ
プ
ト
し
か
な
い
」
と
い
う
《
ラ
ン
プ
　
オ
バ
Q
》
を
手
掛
け
た
の
は
一
九
七

二
年
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
　
「
か
た
ち
の
否
定
」
　
の
家
具
の
合
間
に
、
倉

俣
は
明
ら
か
に
　
「
か
た
ち
の
冒
険
」
　
と
呼
ぶ
べ
き
家
具
を
生
み
出
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
一
九
七
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
《
変
形
の
家
具
S
i
d
e
－
》
、
お
よ
び

《
変
形
の
家
具
S
i
d
e
N
》
　
【
図
日
、
1
2
】
　
で
あ
る
。

一
対
の
家
具
と
し
て
構
想
さ
れ
た
こ
の
ふ
た
つ
の
引
出
し
は
、
作
品
名
が

示
す
よ
う
に
、
同
年
に
手
掛
け
ら
れ
た
合
板
に
黒
色
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
塗
装
と

白
色
デ
コ
ラ
半
艶
消
し
を
施
し
た
《
引
出
し
の
家
具
》
　
【
図
1
】
を
「
変
形
」

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
　
「
変
形
」
　
の
操
作
が
、
い
と
も
簡
単

に
直
線
を
カ
ー
ヴ
さ
せ
た
だ
け
の
よ
う
な
視
覚
的
印
象
を
与
え
る
の
と
は
裏

腹
に
、
当
時
の
　
《
変
形

の
家
具
》
　
の
制
作
工
程

は
、
薄
い
ベ
ニ
ヤ
材
を

何
枚
も
重
ね
て
S
字
の

曲
線
を
つ
く
る
と
い

う
、
想
像
を
絶
す
る
ほ

ど
の
困
難
な
作
業
と
技

量
を
要
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
熟
練
職
人
の
労

力
の
結
果
、
《
S
i
d
e

－
》
　
は
、
十
八
個
の
引

出
し
の
微
妙
な
カ
ー
ヴ

の
集
積
に
よ
っ
て
ふ
た

つ
の
ー
0
0
0
R
の
円
弧
か

図11左から絹1出しの家具≫、《変形の家具Sidel≫．
《変形の家具Side2≫、撮影：小川隆之、1970年
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ら
成
る
S
字
曲
線
を
正
面
に
有
す
る
も
の
と
な
り
、
同
じ
曲
線
が
《
S
i
d
e
N
》

の
側
面
の
輪
郭
線
を
か
た
ち
づ
く
る
こ
と
で
、
両
者
は
対
の
引
出
し
と
し
て

立
ち
現
れ
る
。

こ
の
《
変
形
の
家
具
》
に
関
し
て
興
味
深
い
の
は
、
発
表
当
時
、
こ
の
作
品

が
賛
否
両
論
を
招
い
た
こ
と
で
あ
る
。
称
賛
の
例
の
最
た
る
も
の
は
、
一
九
七

二
年
十
二
月
に
倉
俣
が
第
十
八
回
毎
日
産
業
デ
ザ
イ
ン
賞
を
受
賞
し
、
そ
れ
を

報
じ
る
毎
日
新
聞
の
記
事
に
お
い
て
、
倉
俣
の
代
表
作
と
し
て
《
変
形
の
家
具

S
i
d
e
N
》
の
図
版
の
み
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
同
賞

選
考
委
員
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
亀
倉
雄
策

は
、
同
記
事
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。



私
が
い
ち
ば
ん
倉
俣
に
ひ
か
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
彼
の
作
品
に
日

本
的
と
か
民
族
的
と
い
う
も
の
が
、
ひ
と
か
け
ら
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

…
…
。
そ
れ
は
、
イ
ン
テ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
先
輩
達
が
た
ど
っ
た
道

を
彼
は
歩
ま
な
い
と
こ
ろ
が
い
い
の
だ
。
…
…
。
し
か
し
、
こ
の
家
具
に

つ
い
て
だ
が
、
倉
俣
は
家
具
を
使
用
す
る
側
に
立
っ
て
設
計
し
て
い
な
い

と
い
う
説
が
よ
く
き
か
れ
る
。
そ
れ
は
収
納
性
と
か
使
い
勝
手
の
よ
さ
と

い
う
点
を
無
視
し
す
ぎ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
使
っ
た
人
の
話
で
は
使
い

に
く
い
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
な
の
に
倉
俣
の
家
具
が
部
屋
に
デ
ン
と

居
す
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
、
あ
た
り
が
全
く
倉
俣
的
な
空
気
で
ピ
リ
ッ
と

引
き
し
ま
る
そ
う
だ
。
「
ま
さ
に
見
事
な
オ
ブ
ジ
ェ
な
ん
で
す
よ
」
と
い

う
。
こ
れ
は
少
々
は
め
す
ぎ
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
た
し
か
に
彼
の
造

形
感
覚
に
は
一
種
独
特
な
鋭
い
新
鮮
さ
と
い
っ
た
も
の
が
は
り
つ
め
て
い

る
よ
う
に
思
う
。

た
ち
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
か
た
ち
」
が
彫
刻
の
よ
う
な
「
オ
ブ
ジ
ェ
」

を
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
記
す
ま
で
も
な
い
、
と
考
え
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
当
時
、
こ
の
家
具
を
好
ん
だ

人
々
の
多
く
が
そ
の
奇
抜
な
「
か
た
ち
」
　
に
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
性
を
見
出
す
こ
と

で
、
《
変
形
の
家
具
》
を
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
し
て
捉
え
た
も
の
と

見
な
さ
れ
得
る
。
こ
の
よ
う
な
賛
美
は
、
無
論
、
同
時
代
の
倉
保
の
ほ
か
の
家

具
が
享
受
し
て
い
た
　
「
か
た
ち
の
否
定
」
と
し
て
の
称
賛
と
は
異
な
る
種
類
の

も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
亀
倉
に
よ
る
《
変
形
の
家
具
》
　
の
称
賛
の
理
由
が
不
明
瞭

で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
家
具
に
関
す
る
他
の
批
評
に
目

を
向
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
批
評
記
事
自
体
が
ほ
と
ん
ど
見
当

た
ら
な
い
と
い
う
事
実
に
直
面
す
る
。
こ
の
家
具
が
好
評
を
博
し
た
こ
と
は
亀

倉
の
記
事
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
同
記
事
以
外
に

ー56

《
変
形
の
家
具
S
i
d
e
N
》
に
つ
い
て
亀
倉
が
評

価
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
　
「
日
本
的
」
　
な
る
も

の
を
ま
っ
た
く
醸
し
出
さ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
が
置
か
れ
る
空
間
を
　
「
倉
俣
的
な
空
気
」
　
で
引

き
締
め
て
し
ま
う
「
見
事
な
オ
ブ
ジ
ェ
」
　
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
亀
倉
は
、
こ
の
家

具
が
い
か
な
る
意
味
で
非
日
本
的
で
あ
り
、
「
オ
ブ

ジ
ェ
」
　
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
具

体
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
亀
倉
が
、

S
型
の
形
態
が
　
「
日
本
的
」
と
は
い
い
難
い
　
「
か

図12　倉俣史朗≪変形の家具Side2≫1970年、

単板積層成形合板にポリウレタン塗装、

デコラ白半艶消し　製作：青島商店、

撮影：藤塚光政



《
変
形
の
家
具
》
に
つ
い
て
本
格
的
に
批
評
し
た
も
の
は
皆
無
に
等
し
い
。
そ

の
理
由
の
一
端
は
、
美
術
批
評
家
の
中
原
佑
介
が
こ
の
家
具
に
つ
い
て
記
し
た

次
の
文
章
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
中
原
に
よ
る
文
は
、
亀
倉

に
よ
る
そ
れ
を
除
け
ば
、
一
九
七
〇
年
代
に
お
い
て
、
《
変
形
の
家
具
》
に
つ

い
て
な
さ
れ
た
唯
一
の
批
評
と
い
っ
て
よ
く
、
し
か
も
そ
れ
は
、
否
定
的
な
評

で
あ
る
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

倉
俣
史
朗
の
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
曲
線
に
、
私
は
と
り
わ
け
深
い
意
味
を

感
じ
な
い
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
を
ダ
リ
の
ひ
そ
み
に
な
ら
っ
て
可
食
家
具

な
ど
と
い
う
考
え
を
持
た
な
い
。
曲
線
は
あ
く
ま
で
、
引
出
し
を
き
わ
だ

さ
せ
る
た
め
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
特
に
意
味
を
持
っ
て
い

る
と
は
思
わ
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
曲
線
と
し
て
独
立
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
引
出
し
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
し
、
あ
え
て
曲
線
に
つ
い

て
語
る
と
す
る
な
ら
、
…
…
そ
れ
は
、
外
へ
向
っ
て
な
に
か
を
デ
モ
ン
ス

ト
レ
イ
ト
す
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
そ
の
内
部
へ
ひ
き
入

れ
る
特
徴
的
な
き
っ
か
け
と
い
う
べ
き
も
の
だ
。

こ
の
引
用
文
の
前
に
、
中
原
は
倉
俣
の
透
明
家
具
に
つ
い
て
言
及
し
て
お

り
、
そ
れ
ら
は
透
明
な
素
材
で
で
き
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
を
覆
う

「
引
出
し
」
　
で
あ
り
な
が
ら
、
当
時
の
情
報
公
開
の
推
進
の
風
潮
、
す
な
わ
ち
、

「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
あ
ら
わ
に
し
て
隠
す
ま
い
と
す
る
時
代
の
原
理
」
　
に
従
っ

た
も
の
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
他
方
、
《
変
形
の
家
具
》
　
に
つ
い
て
は
、

こ
の
引
用
文
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
曲
線
に
深
い
意
味
を
感
じ
な
い
と

述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
作
品
に
対
す
る
中
原
の
評
価
の

差
異
が
意
味
す
る
の
は
、
透
明
家
具
は
、
デ
ザ
イ
ン
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
形
態

的
要
素
と
が
見
事
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
《
変
形
の
家
具
》
は
そ
う

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
、
物
を
隠
蔽
す
る

引
出
し
さ
え
も
「
中
身
が
見
え
る
も
の
」
　
に
し
て
、
時
代
風
潮
を
皮
肉
ろ
う

と
す
る
主
旨
を
透
明
な
　
「
か
た
ち
」
　
に
潜
ま
せ
た
点
で
評
価
に
値
す
る
。
し

か
し
、
後
者
は
、
引
出
し
で
あ
る
こ
と
と
奇
抜
な
　
「
か
た
ち
」
と
の
あ
い
だ

に
何
ら
、
繋
が
り
が
見
出
さ
れ
な
い
た
め
に
、
有
意
味
な
も
の
と
は
い
い
難

い
。
こ
の
見
方
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
《
変
形
の
家
具
》
が
観
念
的
な
も

の
の
表
現
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
　
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」

と
し
て
の
積
極
的
な
評
価
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

倉
俣
が
《
変
形
の
家
具
》
に
お
い
て
行
っ
た
　
「
か
た
ち
の
冒
険
」
　
は
、
美
術

の
よ
う
な
　
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
　
が
有
す
る
奇
抜
な
　
「
か
た
ち
」
　
の
模
倣
に
過
ぎ
ず
、

そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
サ
ル
バ
ド
ー
ル
・
ダ
リ
が
描
い
た
引
出
し
が
口
主
し
た
よ

う
な
観
念
性
を
備
え
て
は
い
な
い
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
に
倉
俣
に
関
す
る
批
評
の
中
軸
を
成
し
た
の
は
、
多
木
や
山

口
、
美
術
家
の
伊
藤
隆
道
と
い
っ
た
前
衛
美
術
に
携
わ
る
人
物
た
ち
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
や
は
り
美
術
評
論
家
で
あ
る
中
原
が
前
衛
美
術
に
通
底
す
る
観

念
性
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
《
変
形
の
家
具
》
が
、
彼
ら
の
積
極
的
な
関
心
を

引
く
こ
と
は
な
く
、
そ
の
結
果
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
批
評
は
行
わ
れ
ず
に

至
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
実
際
、
山
口
も
多
木
も
こ
の
家
具
に
つ
い
て
は
ほ

と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。

他
方
、
倉
俣
自
身
は
《
変
形
の
家
具
》
　
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い

た
か
と
い
え
ば
、
彼
は
一
九
七
〇
年
代
に
は
、
こ
の
家
具
に
つ
い
て
一
切
何

も
語
っ
て
い
な
い
。
一
九
八
二
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
「
あ
れ
は
落
語
で
す
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（
笑
）
　
」
と
の
み
語
り
、
一
九
八
六
年
に
は
こ
の
家
具
の
図
面
の
雑
誌
掲
載

に
伴
い
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

当
初
か
ら
ぼ
く
の
デ
ザ
イ
ン
は
よ
く
へ
面
白
い
け
れ
ど
機
能
的
で
は
な

く
使
い
に
く
い
）
　
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
（
面
白
い
）
　
と
い
う
の

は
人
間
に
と
っ
て
大
事
な
機
能
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い
ま
す
。

…
…
エ
ッ
ト
ー
レ
・
ソ
ツ
ト
サ
ス
が
言
う
よ
う
に
、
機
能
と
は
ま
さ
に

（
も
の
と
生
命
を
結
ぶ
最
後
の
可
能
性
）
　
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
倉
俣
が
　
「
面
白
い
」
と
い
う
「
機
能
」
　
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
無
論
、
「
面
白
さ
」
　
は
、
通
常
、

家
具
の
機

の
家
具
》
　
の
　
「
面
白
さ
」
は
確
か
に
、
そ
れ
が
引
出
し
家
具
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
「
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
」
　
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
　
「
か
た
ち
」

の
面
白
さ
に
あ
る
。

倉
俣
が
唱
え
る
こ
の
　
「
機
能
」
は
、
実
は
、
山
口
が
一
九
七
五
年
の
倉
侯
の

個
展
「
思
索
へ
の
試
作
」
　
に
寄
せ
た
批
評
に
お
い
て
す
で
に
言
及
し
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
同
個
展
に
出
品
さ
れ
た
お
も
な
作
品
は
、
引
出
し
家
具
と
収
納
家
具
、

椅
子
が
各
々
、
二
点
、
テ
ー
ブ
ル
が
一
点
、
そ
し
て
蛍
光
管
に
よ
る
実
験
的
作

品
が
四
点
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
、
「
か
た
ち
の
否
定
」
と
い
う
よ

り
は
、
「
か
た
ち
の
冒
険
」
と
い
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
こ

こ
に
採
り
上
げ
る
の
は
、
《
モ
ン
ド
リ
ア
ン
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
》
と
題
さ
れ
た

収
納
家
具
で
あ
る
　
【
図
1
3
、
1
4
】
。
木
製
ラ
ッ
カ
ー
塗
装
に
よ
る
こ
の
箪
笥
は
、

能
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
も
の
で
は
な

い
。
倉
俣
が
そ
れ

を
あ
え
て
　
「
機
能
」

と
呼
ん
だ
の
は
、

「
面
白
さ
」
　
が
使
用

機
能
と
同
様
に
、

家
具
デ
ザ
イ
ン
に

と
っ
て
重
要
な
要

素
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
い
わ
ん
と

し
た
が
た
め
と
思

わ
れ
る
。
《
変
形

図13　倉俣史朗《モンドリアンへのオマージュ＃1≫
1975年、木製ラッカー塗装、製作：青島商店
描影：藤塚光政

図14　《モンドリアンへのオマージュ＃1≫の扉を開

けた状態、撮影：藤塚光政、1975年
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ま
さ
に
ピ
エ
ト
・
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
絵
画
の
家
具
へ
の
翻
案
と
し
て
手
掛
け
ら

れ
た
。
既
存
の
イ
メ
ー
ジ
の
引
用
で
あ
る
点
で
、
こ
の
作
品
は
「
か
た
ち
の
否

定
」
　
の
試
み
と
も
い
え
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
重
視
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
家
具

が
《
変
形
の
家
具
》
以
上
に
美
術
作
品
の
単
な
る
模
倣
に
過
ぎ
な
い
と
見
な
さ

れ
る
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
山
口
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
触
れ
ず
、
こ
の
作
品
を
倉
俣
の
　
「
パ
ロ
デ
ィ
の
結
晶
」
と
評
し
た
。
さ
ら
に

彼
は
、
引
出
し
を
空
中
に
浮
遊
さ
せ
た
か
の
よ
う
な
家
具
や
蛍
光
管
が
渦
巻
き

状
に
巻
か
れ
た
照
明
用
品
と
い
っ
た
こ
の
個
展
の
出
品
作
品
全
体
が
、
「
使
用

機
能
が
希
薄
」
な
「
造
形
的
な
作
品
と
し
て
の
　
（
も
の
）
」
と
化
し
た
デ
ザ
イ

ン
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
れ
ら
の
家
具
は
、
「
旧
い
使
用
機
能
」
に

か
わ
る
　
「
遊
用
機
能
」
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
評
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
モ
ン

ド
リ
ア
ン
の
パ
ロ
デ
ィ
も
、
山
口
は
こ
の
「
遊
用
機
能
」
　
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉

え
て
い
た
と
み
て
よ
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
九
七
五
年
の
展
評
に
お
い
て
山
口
は
、
パ
ロ
デ
ィ

と
い
う
「
遊
用
機
能
」
が
新
た
な
デ
ザ
イ
ン
の
創
出
と
い
う
観
点
か
ら
鑑
み
て
、

い
か
な
る
意
義
を
有
し
得
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
快
に
述
べ
よ
う
と
し
て
い
な

い
。
む
し
ろ
彼
は
、
翌
年
の
一
九
七
六
年
に
は
、
「
視
覚
的
な
対
象
物
の
パ
ロ

デ
ィ
ー
の
た
め
に
、
倉
俣
の
才
能
が
費
や
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
残

念
な
こ
と
で
あ
る
」
と
記
し
て
、
倉
俣
に
よ
る
パ
ロ
デ
ィ
化
の
試
み
そ
の
も
の

を
批
判
す
る
に
至
る
。
す
な
わ
ち
、
山
口
は
、
一
旦
は
倉
俣
が
行
っ
た
パ
ロ
デ

ィ
の
表
現
の
な
か
に
デ
ザ
イ
ン
の
新
た
な
機
能
と
し
て
の
　
「
遊
用
機
能
」
を
見

出
す
こ
と
で
、
そ
れ
を
肯
定
的
に
解
釈
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
そ
の
　
「
遊
用

機
能
」
と
は
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
絵
画
か
ら
直
接
借
用
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
や
、

「
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
」
　
の
形
態
と
い
っ
た
　
「
視
覚
的
な
対
象
物
」
、
す
な
わ
ち
、

「
か
た
ち
」
　
の
操
作
を
通
じ
て
作
用
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
彼

は
、
最
終
的
に
、
あ
く
ま
で
も
「
か
た
ち
」
　
の
操
作
と
し
て
行
わ
れ
た
パ
ロ
デ

ィ
の
表
現
が
、
デ
ザ
イ
ン
の
新
た
な
機
能
を
誘
発
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
美
術

の
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
　
へ
の
表
層
的
な
接
近
、
あ
る
い
は
、
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
美
術

の
　
「
か
た
ち
」
　
の
模
倣
に
過
ぎ
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
倉
俣
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
「
か
た
ち
」
を
通
じ
て
作
用
す

る
も
の
で
あ
る
　
「
遊
用
機
能
」
は
、
「
か
た
ち
の
否
定
」
　
に
よ
る
ア
イ
ロ
ニ
ー

や
パ
ラ
ド
ク
ス
の
表
現
と
と
も
に
、
彼
が
自
ら
の
デ
ザ
イ
ン
に
対
し
て
付
与

し
ょ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
は
一
九
六
八
年
に
、
イ
タ

リ
ア
の
家
具
フ
ェ
ア
を
批
評
し
た
文
章
に
お
い
て
、
同
国
の
家
具
を
感
覚
的

に
し
て
い
る
も
の
が
「
ユ
ー
モ
ア
と
か
遊
び
の
心
と
か
い
う
普
遍
的
な
要
素
」

で
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
の
家
具
デ
ザ
イ
ン
に
は
欠
け
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
「
椅
子
に
は
、
座
る
た
め
の
機
能
性
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ

け
れ
ど
も
、
日
本
の
場
合
、
し
か
し
も
っ
と
　
〝
見
る
楽
し
さ
″
が
あ
る
べ
き

で
は
な
い
の
か
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
倉
俣
は
こ
の
後
も
し
ば
し
ば
、
イ
タ

リ
ア
の
家
具
の
精
神
性
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
イ
タ
リ
ア
の
デ
ザ
イ
ン
が

ユ
ー
モ
ア
や
パ
ロ
デ
ィ
の
精
神
を
視
覚
的
な
「
楽
し
さ
」
と
し
て
表
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
疑
い
な
く
、
こ
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
大
い
に
刺
激

し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
こ
の
刺
激
は
、
ト
リ
ッ
ク
・
ア

ー
ト
の
よ
う
な
当
時
の
美
術
動
向
か
ら
受
け
た
影
響
と
と
も
に
、
倉
俣
に
対

し
て
、
「
見
る
楽
し
さ
」
と
い
う
機
能
、
す
な
わ
ち
、
家
具
の
「
か
た
ち
」
そ

の
も
の
が
ユ
ー
モ
ア
や
パ
ロ
デ
ィ
の
精
神
に
溢
れ
た
も
の
と
し
て
視
覚
的
に

認
識
さ
れ
る
造
形
と
な
る
こ
と
が
、
デ
ザ
イ
ン
に
新
た
に
求
め
ら
れ
る
機
能

で
あ
る
と
い
う
考
え
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
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加
え
て
、
こ
の
　
「
見
る
楽
し
さ
」
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
の
機
能
に
倉
俣
が
見
出

し
た
も
の
は
、
ユ
ー
モ
ア
や
パ
ロ
デ
ィ
の
よ
う
な
　
「
面
白
さ
」
と
い
っ
た
　
「
楽

し
さ
」
　
の
み
に
限
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
い
う
「
見
る
楽
し
さ
」
　
の
な
か
に
は
、

デ
ザ
イ
ン
が
　
「
空
間
や
人
間
を
触
発
す
る
も
の
」
と
な
る
　
「
楽
し
さ
」
も
含
ま

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
倉
俣
は
こ
の
こ
と
を
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
頻

繁
に
語
る
よ
う
に
な
る
が
、
彼
が
一
九
七
六
年
に
記
し
た
次
の
文
章
は
、
こ
の

作
家
が
早
く
か
ら
そ
の
考
え
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
明
示
す
る
。

い
ち
日
の
う
ち
、
ど
れ
く
ら
い
椅
子
に
座
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

い
ち
日
の
う
ち
、
ど
れ
く
ら
い
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
見
る
だ
ろ
う
か
…
…
。

…
…
ス
ウ
ィ
ッ
チ
・
オ
フ
の
時
間
の
方
が
よ
り
永
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
と

き
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
の
も
と
に
名
ず
け
ら
れ
た
椅
子
や
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

と
い
う
名
称
は
何
の
意
味
も
持
た
ず
、
た
だ
ひ
と
つ
の
　
（
物
）
　
と
帰
る
。

し
か
も
、
そ
の
機
能
か
ら
離
れ
た
　
（
物
）
　
の
姿
は
生
き
る
こ
と
を
放
棄

し
た
か
の
よ
う
に
、
そ
し
て
な
ん
と
日
常
的
で
あ
る
こ
と
か
。

シ
ト
レ
ー
ン
の
小
型
貨
物
車
が
止
ま
っ
て
い
る
と
き
、
そ
れ
が
街
を
過

る
と
き
、
一
瞬
に
し
て
そ
の
風
景
を
変
え
て
し
ま
う
。
今
ま
で
見
馴
れ
た

も
の
す
ら
新
鮮
に
映
る
。

ひ
と
つ
の
（
物
）
が
触
発
し
、
見
え
な
か
っ
た
空
間
を
引
き
ず
り
だ
す
。

そ
の
時
（
物
）
　
は
始
め
て
意
味
を
持
つ
。

こ
の
独
自
の
よ
う
な
文
章
に
窺
え
る
の
は
、
倉
俣
が
椅
子
や
テ
レ
ビ
な
ど
の

デ
ザ
イ
ン
対
象
を
、
そ
れ
ら
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
単
な
る
　
「
物
」

に
帰
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
「
物
」
と
な
っ
た
椅
子
や
テ
レ
ビ
や
シ
ト
レ
ー
ン

（
C
i
t
r
O
限
ロ
）
　
の
車
は
、
「
空
間
を
触
発
す
る
も
の
」
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と

で
、
初
め
て
「
意
味
」
を
持
つ
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
意
味
」

と
は
、
「
見
る
楽
し
さ
」
　
と
い
う
「
遊
用
機
能
」
　
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
空
間
を
触
発
す
る
も
の
」
と
し
て
の
　
「
見
る
楽
し
さ
」
　
の
機
能
は
、
使
用
機

能
が
取
り
外
さ
れ
た
　
「
物
」
　
に
残
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
「
か
た
ち
」
　
の

要
素
に
お
い
て
作
用
す
る
の
で
あ
る
。

《
変
形
の
家
具
》
は
、
振
れ
た
体
と
鋭
く
突
き
出
た
角
が
ま
さ
に
「
空
間
を

触
発
す
る
か
た
ち
」
　
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
空
間
の
触
発
の
効
果
は
、
こ
の
家
具

が
、
縁
の
影
や
引
出
し
の
透
き
間
が
つ
く
る
わ
ず
か
な
影
な
ど
を
一
切
持
た
な

い
た
め
に
、
立
体
で
あ
り
な
が
ら
、
平
面
の
　
「
か
た
ち
」
を
思
わ
せ
る
　
「
物
」

と
化
す
こ
と
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
二
次
元

の
立
体
」
と
も
い
う
べ
き
虚
構
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
空
間
に
立
ち
現
れ
る
こ
と

で
、
空
間
と
そ
れ
を
観
る
者
を
触
発
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
効
果
は
、
赤
、

青
、
黄
、
白
の
断
切
ら
れ
た
面
と
黒
の
フ
レ
ー
ム
で
構
成
さ
れ
た
正
面
が
、
や

は
り
影
を
欠
い
た
「
二
次
元
の
立
体
」
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る
よ
う
な
《
モ
ン

ド
リ
ア
ン
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
》
に
も
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
意
味
で
、
こ
の
ふ
た
つ
の
家
具
は
、
ユ
ー
モ
ア
や
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の

「
面
白
さ
」
と
同
時
に
、
「
空
間
や
人
間
を
触
発
す
る
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
　
「
遊

用
機
能
」
　
が
、
「
か
た
ち
の
冒
険
」
を
通
じ
て
試
み
ら
れ
た
も
の
と
見
な
し
て

よ
い
。
こ
の
　
「
遊
用
機
能
」
と
し
て
の
意
義
は
、
亀
倉
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ナ
ー

や
、
こ
の
家
具
を
購
入
し
た
人
々
に
は
認
識
さ
れ
た
が
、
山
口
や
中
原
は
無
論

の
こ
と
、
お
そ
ら
く
多
木
に
よ
っ
て
も
好
意
的
に
は
受
け
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
の
目
に
は
、
そ
の
　
「
遊
用
機
能
」
　
は
、
「
か
た
ち
」
　
が
　
「
使

用
機
能
」
と
結
び
つ
か
な
い
ま
ま
に
、
「
か
た
ち
」
　
の
う
え
で
の
問
題
と
し
て
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顕
現
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
「
デ
ザ
イ

ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
は
、
倉
俣
に
よ
る
「
か
た
ち
の
否
定
」
の

家
具
の
よ
う
に
、
機
能
に
対
す
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
「
か
た
ち
」
と
が
一
体
化
し

た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

批
評
者
た
ち
が
称
揚
し
た
倉
俣
の
観
念
的
な
、
「
か
た
ち
の
否
定
」
　
の
デ
ザ

イ
ン
の
前
衛
性
は
、
無
論
、
否
定
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
前
章
で
み
て

き
た
よ
う
に
、
批
評
者
た
ち
が
そ
れ
を
前
衛
と
見
な
し
た
の
は
、
そ
の
デ
ザ
イ

ン
が
記
号
論
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
存
の
デ
ザ
イ
ン
が

機
能
を
実
現
さ
せ
る
方
法
を
転
覆
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
い
う
「
機
能
」
と
は
、
通
常
、
デ
ザ
イ
ン
の
機
能
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る

「
使
用
機
能
」
　
の
み
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
倉
俣
の
「
か
た
ち
の
否
定
」

の
家
具
に
対
す
る
、
機
能
の
記
号
化
を
通
じ
て
の
転
覆
的
な
デ
ザ
イ
ン
と
い
う

評
価
は
あ
く
ま
で
も
、
「
使
用
機
能
」
　
の
み
を
デ
ザ
イ
ン
の
機
能
で
あ
る
と
み

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
観
点
に
お
い
て

は
、
彼
の
　
「
か
た
ち
の
冒
険
」
　
の
家
具
は
、
「
遊
用
機
能
」
　
の
提
示
に
よ
っ
て
、

そ
の
前
提
自
体
を
覆
す
と
い
う
前
衛
性
を
呈
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
批
評
者
た
ち
の
見
解
は
、
た
と
え
ば
、
椅
子
の
デ
ザ

イ
ン
で
あ
れ
ば
座
る
と
い
う
機
能
し
か
な
く
、
ほ
か
の
機
能
は
想
像
し
難
い
と

い
う
、
デ
ザ
イ
ン
の
機
能
に
対
す
る
保
守
的
な
見
方
に
縛
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
見
解
に
よ
っ
て
、
彼
の
　
「
か
た
ち
の
冒

険
」
　
の
家
具
は
等
閑
視
さ
れ
た
り
、
否
定
さ
れ
た
り
し
た
。
だ
が
、
「
遊
用
機

能
」
を
提
示
し
た
そ
れ
は
、
デ
ザ
イ
ン
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
保
守
的
態
度
を

乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
前
衛
デ
ザ
イ
ン
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
形
態
操
作
に
よ
る
「
遊
用
機
能
」
　
の
提
示
と
い
う
前
衛
性
は
、
見

方
に
よ
っ
て
は
、
「
か
た
ち
の
否
定
」
と
し
て
の
家
具
に
も
見
出
す
こ
と
が
可

能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
が
《
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
ワ
ゴ
ン
》
と
《
ガ
ラ
ス

の
椅
子
》
を
実
見
し
た
と
き
に
圧
倒
さ
れ
た
の
は
、
ア
ク
リ
ル
や
ガ
ラ
ス
の
エ

ッ
ジ
が
輝
い
て
空
間
を
触
発
す
る
、
ま
さ
に
そ
の
　
「
か
た
ち
」
　
に
は
か
な
ら
な

か
っ
た
。
倉
俣
は
、
一
九
八
一
年
に
《
ガ
ラ
ス
の
椅
子
》
の
制
作
時
を
振
り
返

っ
て
、
「
多
分
こ
の
時
に
、
ガ
ラ
ス
の
断
面
と
い
う
も
の
が
、
ぼ
く
に
と
っ
て
、

い
ま
ま
で
隠
れ
た
も
の
か
ら
、
表
に
あ
ら
わ
れ
て
、
独
特
の
表
情
を
持
つ
も
の

に
な
っ
て
や
っ
て
き
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
透
明
な
家
具
が
か
ろ
う
じ
て
つ
く

る
エ
ッ
ジ
が
独
特
の
表
情
を
持
つ
こ
と
が
企
て
ら
れ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
彼
が

こ
の
ふ
た
つ
の
家
具
に
お
い
て
試
み
た
の
は
、
「
か
た
ち
」
を
完
全
に
否
定
し
、

観
念
性
を
顕
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
限
ら
ず
、
エ
ッ
ジ
の
輝
き
が
空
間
を

触
発
す
る
も
の
と
化
す
、
い
わ
ば
「
か
た
ち
」
　
に
な
ら
な
い
　
「
か
た
ち
」
　
の
デ

ザ
イ
ン
を
生
み
出
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
は
、

《
オ
バ
Q
の
ラ
ン
プ
》
も
ま
た
、
空
間
を
触
発
し
っ
つ
も
、
そ
こ
に
消
え
入
ろ

う
と
す
る
停
き
「
か
た
ち
」
　
の
デ
ザ
イ
ン
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
か
た
ち
」
と
　
「
遊
用
機
能
」
　
の
結
び
つ
き
が
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
　
「
か
た

ち
の
否
定
」
　
の
作
品
に
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
倉
俣
固
有
の
デ
ザ

イ
ン
思
想
は
、
少
な
く
と
も
彼
の
意
識
の
う
え
で
は
、
山
口
や
多
木
ら
に
よ
っ

て
称
揚
さ
れ
た
彼
の
観
念
的
な
デ
ザ
イ
ン
の
思
想
を
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
っ
た

可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
こ
と
と
相
侯
っ

て
、
一
九
七
〇
年
代
に
積
極
的
な
評
価
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
彼
の
　
「
か
た
ち
の

冒
険
」
　
の
家
具
が
、
作
家
自
身
に
と
っ
て
も
デ
ザ
イ
ン
の
歴
史
に
お
い
て
も
、

き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
を
い
っ
そ
う
説

得
力
あ
る
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。

－61－



五
．
L
お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
倉
俣
の
一
九
七
〇
年
代
の
家
具
に
対
す
る
称

賛
の
多
く
は
、
彼
の
家
具
が
独
創
的
な
　
「
か
た
ち
」
と
な
る
こ
と
を
拒
み
、

か
わ
り
に
単
純
な
幾
何
学
的
形
態
や
透
明
な
　
「
か
た
ち
」
　
と
な
っ
て
物
の
使

用
機
能
の
転
覆
と
い
う
観
念
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
放
つ
こ
と
に
対
し
て
向
け

ら
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
彼
が
こ
れ
ら
の
家
具
と
同
時
並
行
で
試
み
た
　
「
か

た
ち
の
冒
険
」
と
し
て
の
家
具
は
、
「
か
た
ち
」
　
に
よ
る
　
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
　
の
模

倣
で
し
か
な
い
と
捉
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
倉
俣
に
関
す
る
批
評
の
核
を

成
し
て
い
た
山
口
や
多
木
ら
の
批
評
に
お
い
て
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
い
ま
な
お
継
続
し
て
い
る
こ
と
は
、
二

〇
〇
三
年
に
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
る
岡
田
栄
道
が
、
「
『
造
形
の
意
外
性
』
　
と
い

う
視
点
の
み
で
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
倉
俣
の
デ
ザ
イ
ン
に
、
明
確
な
思

想
に
基
づ
く
高
度
な
知
的
操
作
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た

の
は
、
多
木
浩
二
で
あ
る
」
と
記
し
た
こ
と
が
明
示
す
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で

「
造
形
の
意
外
性
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
も
．
の
は
、
「
か
た
ち
の
冒
険
」
　
の

家
具
を
指
し
、
「
高
度
な
知
的
操
作
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
「
か

た
ち
の
否
定
」
　
の
家
具
を
指
し
て
い
る
。

だ
が
、
倉
俣
の
　
「
か
た
ち
の
冒
険
」
と
し
て
の
家
具
は
、
そ
の
独
創
的
な

「
か
た
ち
」
　
が
パ
ロ
デ
ィ
の
表
現
と
し
て
人
間
の
心
理
に
働
き
か
け
る
と
同
時

に
、
「
物
」
と
し
て
も
「
空
間
や
人
間
を
触
発
す
る
」
そ
の
性
質
を
、
「
遊
用
機

能
」
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
の
新
た
な
機
能
と
し
て
提
唱
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も

っ
と
も
、
「
か
た
ち
」
が
こ
の
よ
う
に
人
間
の
心
に
働
き
か
け
た
り
、
空
間
の

異
化
作
用
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
彫
刻
の
よ
う
な
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
が
有
す
る
性

質
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
、
倉
俣
の
　
「
か
た
ち
の
冒
険
」

の
家
具
は
、
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
　
が
有
す
る
そ
の
よ
う
な
性
質
を
引
用
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
彼
は
そ
の
引
用
を
通
じ
て
、
デ
ザ
イ
ン
が
従
来
の

機
能
物
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
純
粋
な
　
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
し
て
空
間
や
人
間
に

関
わ
る
こ
と
を
企
て
た
の
で
あ
り
、
そ
の
関
わ
り
を
デ
ザ
イ
ン
の
新
た
な
「
機

能
」
と
し
て
捉
え
た
こ
と
に
、
彼
の
前
衛
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
機
能
は
、
彼
が
心
の
師
と
仰
ぐ
エ
ッ
ト
ー
レ
・
ソ
ツ
ト
サ
ス
が
述
べ
た
と

お
り
、
「
も
の
と
生
命
を
結
ぶ
最
後
の
可
能
性
」
　
と
い
う
、
使
用
機
能
と
同
等

に
重
要
な
デ
ザ
イ
ン
の
機
能
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
付
言
す
れ
ば
、
「
空
間
や
人
間
を
触
発
す
る
」
す
る
と
い
う
こ
の

前
衛
的
な
機
能
は
、
い
わ
ば
「
造
形
の
意
外
性
」
と
い
う
べ
き
奇
抜
な
「
か
た

ち
」
を
志
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
む
し

ろ
、
子
供
が
持
つ
よ
う
な
、
造
形
に
対
す
る
人
間
の
繊
細
な
感
覚
に
倉
俣
が
注

目
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
《
変
形
の
家
具
》
は
奇
抜

な
形
態
で
あ
る
印
象
を
与
え
る
も
の
の
、
そ
れ
は
単
に
直
方
体
が
わ
ず
か
に
捻

じ
曲
げ
ら
れ
た
造
形
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
奇
抜
な
虚
構
で

あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
倉
俣
が
そ
の
わ
ず
か
な
捻
じ
曲
げ
の
感
覚
、

あ
る
い
は
、
引
出
し
の
わ
ず
か
な
透
き
間
が
影
を
つ
く
ら
ず
、
「
二
次
元
の
立

体
」
と
化
す
よ
う
な
感
覚
を
、
多
感
で
あ
っ
た
子
供
時
代
に
み
た
風
景
の
記
憶

か
ら
得
て
い
た
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

倉
俣
が
着
想
を
得
た
子
供
時
代
の
記
憶
と
は
、
た
と
え
ば
、
空
襲
の
と
き
の

「
夏
の
陽
が
降
り
注
ぎ
、
打
放
し
の
建
築
が
あ
る
だ
け
の
ガ
ラ
ン
と
し
た
空
間
」

や
、
戦
闘
機
が
落
と
し
た
電
波
妨
害
用
の
錫
箔
が
「
シ
ャ
ラ
シ
ャ
ラ
…
…
と
美

し
く
乾
い
た
音
色
と
と
も
に
…
…
微
風
に
舞
い
、
中
空
で
踊
る
よ
う
に
月
に
照
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ら
さ
れ
キ
ラ
キ
ラ
…
…
降
っ
て
き
た
」
光
景
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
倉
俣
が
こ

の
よ
う
な
、
人
間
が
子
供
時
代
に
有
す
る
造
形
感
覚
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、

た
と
え
ば
、
「
柱
」
　
の
幅
が
ど
れ
ほ
ど
太
く
な
れ
ば
「
柱
」
で
は
な
く
、
「
壁
」

に
変
わ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
大
人
の
も
つ
思
考
力
よ
り
も
、
子

供
的
な
直
観
の
方
が
は
る
か
に
鋭
敏
な
も
の
が
あ
る
」
と
彼
自
身
が
述
べ
て
い

る
こ
と
が
明
示
す
る
の
で
あ
る
。

批
評
者
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
「
遊
用
機
能
」
や
、
倉
俣
の
造
形
と
記
憶
と
の

結
び
つ
き
に
言
及
し
こ
そ
す
れ
、
そ
の
関
わ
り
に
意
義
を
見
出
す
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
「
か
た
ち
」
が
触
発
す
る
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
、
あ
る
い
は
、
個

人
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
表
出
と
し
て
の
　
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
い
う
美
術
に
は
許
さ

れ
て
も
、
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
に
許
さ
れ
る
要
素
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
。
彼
ら
が
称
揚
し
た
観
念
的
表
現
と
し
て
の
「
か
た
ち
の
否
定
」
　
の
「
デ
ザ

イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
は
確
実
に
、
称
賛
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
。
だ
が
そ

の
一
方
で
、
倉
俣
に
と
っ
て
は
、
「
か
た
ち
の
冒
険
」
の
家
具
も
ま
た
、
そ
の
彫

刻
の
よ
う
な
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
　
の
　
「
か
た
ち
」
が
、
子
供
の
感
覚
と
い
う
、
大
人

の
感
覚
よ
り
も
直
観
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
普
遍
的
で
あ
る
は
ず
の
感
覚
に
根
ざ

す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
人
々
の
心
を
触
発
す
る
「
デ
ザ
イ
ン
・

オ
ブ
ジ
ェ
」
と
な
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
倉
俣
が
一
九
八
二

年
に
そ
れ
を
述
べ
た
言
葉
を
引
い
て
、
本
論
が
提
示
す
る
結
論
と
し
た
い
。

そ
の
空
間
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
き
っ
か
け
に
な
る
よ
う
な
も
の
。
そ
ん

な
も
の
を
提
出
し
た
い
。

ぼ
く
が
例
え
ば
椅
子
を
作
る
時
、
座
ら
な
い
時
は
彫
刻
の
よ
う
に
見
え

る
も
の
に
し
た
い
と
思
う
の
は
、
…
…
そ
こ
の
空
間
や
人
間
を
触
発
し
て

い
き
た
い
か
ら
で
す
。
一
つ
の
も
の
が
入
る
こ
と
で
、
眠
気
を
さ
ま
し
て

く
れ
る
よ
う
な
も
の
、
た
だ
使
え
ば
い
い
と
い
う
だ
け
で
終
わ
ら
な
い
で
、

注（
1
）
　
同
回
顧
展
「
倉
俣
史
朗
の
世
界
　
S
h
i
r
O
K
u
r
a
m
a
t
a
－
浩
サ
ー
等
亡
は
、
原
美
術
館
に

お
い
て
一
九
九
六
年
六
月
二
十
九
日
－
九
月
二
十
三
日
に
開
催
さ
れ
、
そ
の
後
、
世
界
各

地
、
お
よ
び
京
都
を
巡
回
し
た
。

（
2
）
　
田
中
一
光
監
修
『
倉
俣
史
朗
』
　
（
財
団
法
人
ア
ル
カ
ン
シ
ュ
ー
ル
美
術
財
団
、
一
九
九
六

年
）
　
に
掲
載
さ
れ
た
文
献
リ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
四
－
一
九
六
八
年
に
は
年
に
一
点

で
あ
っ
た
批
評
記
事
、
あ
る
い
は
本
人
に
よ
る
雑
誌
寄
稿
記
事
が
、
一
九
六
九
年
に
は
十

点
と
急
激
に
増
え
る
。

（
3
）
一
九
九
一
年
の
倉
侯
の
追
悼
記
事
は
こ
ぞ
っ
て
こ
の
こ
と
を
強
調
し
た
。
例
と
し
て
、
次

を
参
照
。
森
山
和
彦
、
内
田
繁
「
追
悼
対
談
　
倉
俣
史
朗
を
偲
ぶ
　
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ

ン
の
歴
史
を
切
り
開
い
た
パ
イ
オ
ニ
ア
」
　
『
日
経
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ェ
ア
』
一
九
九
一
年
三

月
一
八
日
号
。

（
4
）
　
山
口
勝
弘
「
倉
俣
史
朗
の
世
界
」
『
デ
ザ
イ
ン
』
一
九
六
九
年
二
月
号
（
二
八
号
）
、
二

十
三
頁
。

（
5
）
　
宮
脇
檀
「
建
築
と
イ
ン
テ
リ
ア
の
共
存
と
対
立
」
　
『
ジ
ャ
パ
ン
イ
ン
テ
リ
ア
』
一
九
六
九

年
六
月
号
　
（
一
二
三
号
）
、
八
頁
。

（
6
）
　
多
木
浩
二
「
合
理
的
制
度
へ
の
イ
ロ
ニ
ー
」
『
S
D
』
一
九
七
一
年
一
月
号
（
七
十
五
号
）
、

二
十
七
頁
。

（
7
）
　
こ
の
よ
う
な
美
術
と
デ
ザ
イ
ン
の
融
合
は
、
一
九
六
六
年
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
「
空
間

か
ら
環
境
へ
」
展
が
、
美
術
、
音
楽
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
お
よ
び
イ
ン
テ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
、

写
真
、
建
築
、
評
論
の
分
野
で
活
動
す
る
総
勢
三
十
八
名
の
作
品
を
同
一
の
場
所
に
展
示

¶63－



し
て
、
ジ
ャ
ン
ル
の
境
界
の
解
体
へ
と
向
う
動
き
を
示
し
た
の
に
始
ま
り
、
一
九
六
〇
年

代
の
環
境
芸
術
の
隆
盛
や
、
倉
俣
も
参
加
し
た
一
九
七
〇
年
の
大
阪
万
国
博
覧
会
に
お
け

る
多
数
の
分
野
の
作
家
に
よ
る
協
働
に
お
い
て
顕
在
化
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
七
〇
年
創

刊
の
『
ジ
ャ
パ
ン
イ
ン
テ
リ
ア
』
（
一
九
八
四
年
休
刊
）
は
、
商
業
デ
ザ
イ
ン
と
現
代
美

術
の
両
方
を
等
価
に
扱
い
、
こ
れ
ら
の
融
合
の
原
動
力
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
、

美
術
作
品
と
の
境
目
が
唆
味
に
な
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
を
志
向
す
る
態
度
は
、
倉
俣
の
み

な
ら
ず
他
の
前
衛
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
の
あ
い
だ
で
も
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
。

（
8
）
山
口
勝
弘
「
倉
俣
史
朗
の
世
界
」
前
掲
〔
註
4
〕
参
照
。

（
9
）
註
6
の
引
用
で
多
木
が
、
「
…
…
仮
象
性
や
意
味
を
さ
し
て
倉
俣
の
家
具
は
と
き
に
オ
ブ

ジ
ェ
家
具
だ
と
い
わ
れ
る
」
と
述
べ
た
の
は
、
「
仮
象
性
や
意
味
」
の
よ
う
な
観
念
的
性

格
が
認
め
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
無
批
判
に
倉
俣
の
家
具
を
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
呼
ぶ
他
者
の
態

度
を
批
判
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
1
0
）
倉
俣
史
朗
「
商
業
空
間
で
の
創
造
活
動
と
は
？
」
『
ジ
ャ
パ
ン
イ
ン
テ
リ
ア
』
一
九
七
〇

年
十
二
月
号
二
四
一
号
）
、
五
十
頁
。

（
1
1
）
例
と
し
て
、
次
の
文
献
を
参
照
。
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
部
か
ら
の
風
景
4
倉
俣
史
朗
」

（
沖
健
次
に
よ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
）
『
S
D
』
一
九
八
六
年
五
月
号
（
二
六
〇
号
）
。

（
1
2
）
こ
れ
ら
の
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
倉
保
の
イ
ン
テ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
次
の

拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。
橋
本
啓
子
「
一
九
六
〇
年
代
の
倉
俣
史
朗
の
イ
ン
テ
リ
ア
・
デ

ザ
イ
ン
を
め
ぐ
る
一
考
察
－
同
時
代
の
美
術
と
の
関
わ
り
の
観
点
か
ら
－
」
『
美

術
史
』
美
術
史
学
会
、
一
六
二
冊
（
二
〇
〇
七
年
三
月
）
。

（
13
）
山
口
勝
弘
「
倉
俣
史
朗
の
世
界
」
前
掲
〔
註
4
〕
、
二
十
三
頁
に
掲
載
さ
れ
た
、
倉
俣
が

山
口
に
語
っ
た
と
さ
れ
る
言
葉
の
一
部
。

（
1
4
）
草
森
紳
一
「
倉
俣
史
朗
子
供
の
た
め
の
公
園
を
つ
く
り
た
い
」
『
ホ
ー
ム
ア
イ
デ
ア
』

一
九
六
九
年
十
一
月
号
（
二
号
）
、
一
八
五
頁
。

（
ほ
）
倉
俣
史
朗
「
貴
金
属
の
店
タ
カ
ラ
堂
」
『
商
店
建
築
』
一
九
六
九
年
三
月
号
（
十
四
巻

三
号
）
、
七
十
三
頁
。
引
用
文
中
の
空
自
、
お
よ
び
「
最
少
限
」
の
表
記
は
原
文
の
ま
ま
。

（
16）
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
倉
俣
の
イ
ン
テ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
ミ
ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト

の
影
響
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
一
九
六
〇
年
代
の
倉
俣
史
朗
の
イ
ン
テ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ン

を
め
ぐ
る
一
考
察
」
（
前
掲
〔
註
1
2
〕
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
7
）
二
〇
〇
七
年
四
月
四
日
に
筆
者
が
行
っ
た
内
田
繁
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
よ
る
。

（
18）
二
〇
〇
六
年
四
月
二
十
九
日
に
筆
者
が
行
っ
た
田
中
信
太
郎
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
よ
る
。

《
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
ワ
ゴ
ン
》
の
原
型
は
、
倉
保
が
一
九
六
七
年
に
高
松
次
郎
と
協
働
で
内

装
を
手
掛
け
た
サ
パ
ー
ク
ラ
ブ
《
カ
ッ
サ
ド
ー
ル
》
（
東
京
・
新
宿
）
の
什
器
と
し
て
倉
俣

が
デ
ザ
イ
ン
し
た
木
製
の
ワ
ゴ
ン
で
あ
る
。
田
中
は
倉
俣
に
対
し
て
、
「
カ
ッ
サ
ド
ー
ル
の

ワ
ゴ
ン
も
木
に
色
塗
っ
た
か
ら
、
ク
ラ
さ
ん
〔
引
用
者
註
＝
倉
俣
の
呼
称
〕
ア
ク
リ
ル
好
き

だ
か
ら
、
ア
ク
リ
ル
に
し
ろ
っ
て
い
っ
た
」
と
提
案
し
た
こ
と
を
筆
者
に
伝
え
て
い
る
。

（
19
）
沖
健
次
、
渡
辺
姫
佐
子
「
透
明
性
そ
の
概
念
1
倉
俣
史
朗
ガ
ラ
ス
・
ア
ク
リ
ル
」

『
建
築
文
化
』
一
九
九
三
年
七
月
号
（
五
六
一
号
）
、
一
〇
八
頁
に
は
、
《
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

洋
服
ダ
ン
ス
》
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
倉
俣
史
朗
が
時
代
の
中
に
登
場
す

る
こ
と
に
な
っ
た
実
質
的
な
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
。
ト
ウ
メ
イ
ア
ク
リ
ル
に
よ
る
洋
服
タ
ン

ス
と
引
出
し
は
、
そ
の
あ
ま
り
に
も
明
快
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
り
、
人
々
を
魅
了
し
た
。
」

な
お
、
沖
健
次
は
、
一
九
七
三
－
一
九
七
六
年
に
倉
保
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
務
め
た
。

（
2
0
）
山
口
勝
弘
「
倉
俣
史
朗
の
世
界
」
前
掲
〔
註
4
〕
、
二
十
三
頁
。

（
2
1
）
同
前
。

（
2
2
）
多
木
浩
二
「
零
へ
の
鏡
舌
」
倉
俣
史
朗
『
倉
俣
史
朗
の
仕
事
T
h
e
W
O
r
k
s
O
r
S
h
i
r
O

K
u
r
a
m
a
t
a
－
簑
ヤ
ー
3
度
鹿
島
出
版
会
、
一
九
七
六
年
、
七
頁
。

（
2
3
）
倉
俣
史
朗
、
山
口
勝
弘
「
ミ
ニ
マ
ル
空
間
の
追
求
1
倉
俣
史
朗
の
空
間
を
語
る
」
（
対

談
）
『
デ
ザ
イ
ン
』
一
九
六
九
年
二
月
号
（
一
七
九
号
）
、
五
十
一
頁
。
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（
墾
　
倉
俣
史
朗
、
多
木
浩
二
　
「
④
事
物
の
逆
説
　
－
　
倉
俣
史
朗
＋
多
木
浩
二
」
　
（
対
談
）
多
木

浩
二
　
『
四
人
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
の
対
話
』
新
建
築
社
、
一
九
七
五
年
、
一
九
一
頁
に
お
い

て
、
多
木
が
倉
俣
の
デ
ザ
イ
ン
を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
し
て
述
べ
た
概
念
。

（
空
　
次
の
文
献
を
参
照
。
倉
俣
史
朗
、
多
木
浩
二
　
「
④
事
物
の
逆
説
　
－
　
倉
俣
史
朗
＋
多
木

浩
二
」
同
前
〔
註
2
4
〕
。

（
鱒
）
　
《
光
の
テ
ー
ブ
ル
》
が
最
初
に
発
表
さ
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
一
九
六

九
年
後
半
に
倉
保
が
エ
ド
ワ
ー
ズ
本
社
　
（
東
京
・
南
青
山
）
　
の
一
階
入
口
に
開
設
し
た
、

自
作
家
具
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
　
「
シ
ョ
ッ
プ
A
」
　
に
お
い
て
最
初
に
公
開
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
「
シ
ョ
ッ
プ
A
」
　
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。
倉
俣
史
朗
「
S
H
O
P
・
A
　
倉

俣
史
朗
の
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
」
　
『
商
店
建
築
』
一
九
七
〇
年
一
月
号
（
十
五
巻
一
号
）
。
羽
原

粛
郎
「
倉
俣
史
朗
の
S
H
O
P
ふ
」
　
『
デ
ザ
イ
ン
』
一
九
七
〇
年
一
月
号
　
（
一
二
九
号
）
。
ア

ク
リ
ル
の
加
工
や
接
着
は
、
当
時
は
入
手
し
に
く
か
っ
た
特
殊
な
接
着
剤
や
高
度
な
技
術

を
要
し
た
が
、
こ
の
家
具
を
含
め
て
多
数
の
倉
俣
作
品
の
施
工
者
と
な
っ
た
石
丸
隆
夫
は
、

戦
前
に
航
空
機
の
防
風
窓
の
製
造
に
携
わ
っ
て
い
た
職
人
や
大
学
の
ア
ク
リ
ル
の
研
究
者

な
ど
を
多
数
知
る
人
物
で
あ
り
、
倉
保
の
　
「
デ
ザ
イ
ン
・
オ
ブ
ジ
ェ
」
　
の
実
現
は
、
石
丸

が
知
己
か
ら
得
た
高
度
な
知
識
と
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
の
能
力
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
　
（
二

〇
〇
六
年
七
月
二
十
五
日
に
筆
者
が
行
っ
た
石
丸
隆
夫
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
よ
る
）
。

（
2
7
）
　
倉
俣
史
朗
「
新
宿
　
タ
カ
ノ
」
　
『
ジ
ャ
パ
ン
イ
ン
テ
リ
ア
』
一
九
七
三
年
六
月
号
二
七

一
号
）
、
五
十
四
頁
。
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
。

（
仰
望
　
倉
俣
史
朗
、
多
木
浩
二
「
④
事
物
の
逆
説
　
－
　
倉
俣
史
朗
＋
多
木
浩
二
」
前
掲
〔
註
2
4
〕
、

二
二
〇
頁
。

（
2
9
）
　
《
ガ
ラ
ス
の
椅
子
》
　
の
最
初
の
発
表
時
期
や
場
所
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
作
品
に
つ
い
て

最
初
に
言
及
さ
れ
た
記
事
は
、
横
山
尚
人
「
緊
張
の
形
象
化
」
　
『
ジ
ャ
パ
ン
イ
ン
テ
リ
ア
』

一
九
七
六
年
八
月
号
　
（
二
〇
九
号
）
　
で
あ
る
。

（
3
0
）
　
三
保
谷
友
彦
は
こ
の
と
き
の
状
況
を
複
数
の
雑
誌
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
例
と
し
て
、

「
職
人
た
ち
の
倉
俣
史
朗
」
　
『
＞
舛
l
S
』
一
九
九
六
年
七
・
八
月
号
　
（
六
十
二
号
　
〔
倉
俣
史

朗
特
集
号
〕
）
　
参
照
。
ま
た
、
ガ
ラ
ス
同
士
が
完
全
に
接
着
さ
れ
る
た
め
に
は
、
接
着
面

と
な
る
ガ
ラ
ス
の
断
面
が
平
滑
に
研
が
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
倉
俣
は
、
三
保
谷
が
そ
の

た
め
の
研
磨
職
人
を
探
し
て
歩
い
て
く
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
次
を
参
照
。
長
谷
川
尭

「
倉
俣
史
朗
が
語
る
　
ガ
ラ
ス
あ
る
い
は
浮
遊
へ
の
手
が
か
り
」
　
（
倉
俣
史
朗
へ
の
イ
ン
タ

ヴ
ュ
ー
）
　
『
S
P
A
C
E
M
O
D
U
L
A
T
O
R
』
一
九
八
一
年
二
月
号
　
（
五
十
八
号
）
、
六
頁
。

（
3
1
）
　
長
谷
川
尭
「
倉
俣
史
朗
が
語
る
　
ガ
ラ
ス
あ
る
い
は
浮
遊
へ
の
手
が
か
り
」
同
前
〔
註
3
0
〕
、

六
頁
。

（
3
2
）
　
多
木
浩
二
は
、
《
ガ
ラ
ス
の
椅
子
》
が
「
か
た
ち
」
と
し
て
は
魅
力
が
な
い
が
、
概
念
的

操
作
で
あ
る
点
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
そ
そ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い

る
。
次
の
文
献
を
参
照
。
多
木
浩
二
　
「
デ
ザ
イ
ン
の
レ
ト
リ
ッ
ク
　
ガ
ラ
ス
の
椅
子
と
ス

ー
パ
ー
カ
ー
」
　
『
み
づ
ゑ
』
一
九
七
七
年
九
月
号
　
（
八
七
〇
号
）
。

（
3
3
）
　
東
野
芳
明
「
見
え
る
こ
と
の
構
造
」
　
『
A
r
t
T
O
d
a
y
 
V
∃
見
え
る
こ
と
の
構
造
　
6
人
の

目
』
　
（
展
覧
会
図
録
）
、
西
武
美
術
館
、
一
九
七
七
年
、
頁
な
し
。
同
展
は
、
西
武
美
術

館
　
（
東
京
・
池
袋
）
　
の
現
代
美
術
ア
ニ
ュ
ア
ル
展
の
第
一
回
展
と
し
て
東
野
芳
明
に
よ

り
企
画
さ
れ
、
倉
俣
、
お
よ
び
宇
佐
美
圭
司
、
河
口
龍
夫
、
斉
藤
智
、
島
州
一
の
五
名

の
作
家
を
招
樗
し
て
、
一
九
七
七
年
七
月
七
日
－
二
十
七
日
に
同
館
で
開
催
さ
れ
た
。

「
6
人
の
目
」
　
の
六
人
目
は
東
野
を
意
味
す
る
。
倉
俣
以
外
の
四
名
は
す
べ
て
美
術
作
家

で
あ
っ
た
。

（
3
4
）
　
東
野
芳
明
と
と
も
に
同
展
企
画
に
か
か
わ
っ
た
西
武
美
術
館
学
芸
員
　
（
当
時
）
　
の
森
口
陽

は
、
筆
者
の
質
問
書
に
対
す
る
二
〇
〇
七
年
九
月
十
日
付
の
回
答
書
に
お
い
て
、
企
画
者

た
ち
が
倉
俣
を
コ
ン
セ
プ
チ
エ
ア
ル
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
見
な
し
た
ゆ
え
に
彼
に
参
加
を
依

頼
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
以
下
は
森
口
に
よ
る
回
答
の
抜
粋
で
あ
る
。
「
倉
俣
史
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朗
さ
ん
に
出
品
を
依
頼
し
た
の
は
、
展
覧
会
全
体
に
た
い
し
て
意
外
性
を
私
た
ち
が
求
め

た
か
ら
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
モ
ノ
派
が
コ
ン
セ
プ
チ
ユ
ア
ル
・
ア
ー
ト
の
極
限

ま
で
、
そ
の
思
考
を
究
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
当
時
の
状
況
か
ら
み
て
、
こ
れ
ほ
ど
コ

ン
セ
プ
チ
エ
ア
ル
な
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
私
た
ち
の
共
通
感
覚
で
し
た
。

デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
大
成
し
っ
つ
あ
っ
た
倉
俣
さ
ん
の
工
房
に
は
、
ネ
オ
・
ダ
ダ
・
グ
ル

ー
プ
の
田
中
信
太
郎
　
（
彫
刻
家
）
　
が
参
加
し
て
い
た
の
も
理
由
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
…
…
さ
ら
に
ガ
ラ
ス
と
い
う
素
材
は
　
『
見
え
る
こ
と
の
構
造
』
　
を
、
よ
り

明
確
に
す
る
と
い
う
意
図
も
あ
り
ま
し
た
。
」

（
3
5
）
　
《
ラ
ン
プ
　
オ
バ
Q
》
は
、
一
九
七
二
年
三
月
十
五
日
1
三
十
一
日
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
フ

ジ
エ
（
東
京
・
千
駄
ヶ
谷
）
　
で
開
催
さ
れ
た
倉
俣
の
個
展
「
ア
ク
リ
ル
の
ラ
ン
プ
」
　
に
お

い
て
発
表
さ
れ
た
。
「
オ
バ
Q
」
　
の
愛
称
は
発
表
後
に
本
作
品
を
目
に
し
た
人
た
ち
に
よ

り
付
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
ラ
ン
プ
は
現
在
も
、
倉
俣
の
長
男
で
あ
り
イ
ン
テ
リ

ア
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
る
倉
俣
一
朗
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
続
け
て
い
る
。
な
お
、
ラ
ン
プ

の
頭
部
の
成
形
に
用
い
ら
れ
た
物
体
は
当
初
は
三
種
類
の
か
た
ち
を
し
た
日
用
品
で
あ
っ

た
が
、
倉
俣
は
頭
部
が
平
坦
に
な
る
こ
と
が
気
に
入
ら
ず
、
一
九
七
七
－
一
九
八
一
年
に

倉
俣
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
努
め
た
近
藤
康
夫
の
提
案
に
よ
っ
て
、
ネ
ル
に
巻
い
た
テ
ニ
ス

ボ
ー
ル
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
　
（
二
〇
〇
七
年
三
月
十
三
日
に
筆
者
が
行
っ
た
近

藤
康
夫
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
よ
る
）
。

（
3
6
）
　
「
ア
ク
リ
ル
の
世
界
1
6
　
（
倉
俣
史
朗
個
展
）
」
　
（
協
和
ガ
ス
化
学
工
業
の
ア
ク
リ
ル
板
「
パ

ラ
グ
ラ
ス
」
　
の
広
告
の
た
め
に
坂
野
長
美
が
執
筆
し
た
コ
メ
ン
ト
）
　
『
デ
ザ
イ
ン
』
一
九

七
二
年
五
月
号
　
（
一
五
七
号
）
、
一
四
八
頁
。

（
3
7
）
　
倉
俣
史
朗
「
倉
俣
史
朗
　
記
憶
と
想
像
力
の
交
点
に
生
み
出
さ
れ
る
デ
ザ
イ
ン
」
　
『
建
築

知
識
』
一
九
八
五
年
十
月
号
　
（
二
十
七
巻
三
二
九
号
）
、
六
十
頁
。

（
3
8
）
　
二
〇
〇
七
年
十
月
三
十
一
日
に
筆
者
が
行
っ
た
羽
原
粛
郎
と
の
会
話
に
よ
る
。

（
3
9
）
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
「
私
自
身
に
つ
い
て
」
ミ
シ
ェ
ル
・
サ
ヌ
イ
エ
編
『
マ
ル
セ

ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
全
著
作
』
北
山
研
二
訳
、
未
知
谷
、
一
九
九
五
年
、
三
三
三
頁
。
傍
点

は
原
文
の
ま
ま
。

（
40）
《
変
形
の
家
具
S
i
d
e
－
、
S
i
d
e
N
》
が
最
初
に
発
表
さ
れ
た
の
は
、
「
シ
ョ
ッ
プ
A
」
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
作
品
の
図
面
は
一
九
八
六
年
に
『
室
内
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
、
一
九
九
九
年
の
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
の
倉
俣
史
朗
特
集
に
お
い
て
は
、

「
S
形
の
ス
ケ
ッ
チ
を
見
せ
ら
れ
た
製
作
会
社
の
青
島
賢
治
さ
ん
は
、
初
め
て
の
形
で
具

体
化
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
と
い
う
。
熟
練
し
た
木
工
職
人
の
技
に
よ
っ
て

微
妙
な
フ
ォ
ル
ム
が
実
現
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
青
島
賢
治
は
倉
俣
の
桑
沢
デ
ザ
イ

ン
研
究
所
の
同
窓
で
あ
り
、
倉
俣
の
初
期
の
作
品
を
数
多
く
製
作
し
た
。
次
の
文
献
を
参

照
。
倉
俣
史
朗
「
倉
俣
史
朗
の
家
具
の
デ
ィ
テ
ー
ル
そ
の
5
変
形
の
抽
斗
し
と
三
本

脚
の
椅
子
」
『
室
内
』
一
九
八
六
年
二
月
号
（
三
七
四
号
）
。
古
揮
陽
子
「
倉
俣
史
朗
夢

の
つ
づ
き
」
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
一
九
九
九
年
十
二
月
十
日
号
（
四
〇
五
九
号
）
。
ま
た
、

イ
ン
テ
リ
ア
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
内
田
繁
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
日
本
は
イ
タ
リ
ア
と
異
な
り
、

彼
や
倉
俣
の
よ
う
な
前
衛
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
型
（
モ
ー
ル
ド
）
に
よ
る
量
産
を
可
能
な
ら
し

め
る
土
壌
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
素
材
の
切
り
粘
り
が
「
か
た
ち
」
を
つ
く
り
だ
す
主

な
手
段
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
は
、
倉
俣
こ
そ
が
、
「
『
切
っ
た
貼
っ

た
』
の
最
高
の
も
の
を
つ
く
っ
た
」
人
物
で
あ
る
と
内
田
は
述
べ
て
い
る
（
二
〇
〇
七
年

四
月
四
日
に
筆
者
が
行
っ
た
内
田
繁
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
よ
る
）
。

（
4
1
）
亀
倉
雄
策
「
倉
俣
史
朗
氏
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
美
」
（
「
第
1
8
回
毎
日
産
業
デ
ザ
イ
ン
賞

大
橋
・
倉
俣
両
氏
に
輝
く
」
）
『
毎
日
新
聞
』
（
東
京
）
一
九
七
二
年
十
二
月
十
七
日
朝
刊
、

八
両
。

（
4
2
）
中
原
佑
介
「
引
出
し
論
倉
俣
史
朗
の
家
具
」
『
S
D
』
一
九
七
〇
年
四
月
号
（
六
十
六
号
）
、

八
十
六
頁
、
九
十
一
頁
。
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（
讐
倉
俣
史
朗
「
き
の
う
よ
り
は
今
日
の
た
め
に
」
（
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
）
　
『
G
空
r
『
H
C
A
T
－
O
N
』

一
九
八
二
年
三
号
、
二
十
二
頁
。

（
聖
倉
俣
史
朗
「
倉
俣
史
朗
の
家
具
の
デ
ィ
テ
ー
ル
　
そ
の
5
　
変
形
の
抽
斗
し
と
三
本
脚
の

椅
子
」
前
掲
〔
註
4
0
〕
、
一
〇
四
頁
。

（
空
　
合
俣
史
朗
「
き
の
う
よ
り
は
今
日
の
た
め
に
」
前
掲
〔
註
翌
に
お
い
て
イ
ン
タ
ヴ
エ
ア

ー
は
、
《
変
形
の
家
具
》
を
「
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
家
具
」
と
称
し
て
お
り
、
そ
れ
は
こ
の
作

品
が
与
え
る
一
般
的
な
印
象
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
空
　
倉
侯
の
個
展
「
思
索
へ
の
試
作
」
展
は
、
第
一
七
三
回
デ
ザ
イ
ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
（
担

当
・
伊
藤
憲
治
）
と
し
て
、
東
京
・
銀
座
の
松
屋
で
一
九
七
五
年
九
月
十
九
日
－
十
月
八

日
に
開
催
さ
れ
た
。

（
空
　
山
口
勝
弘
「
（
遊
用
機
能
）
に
よ
る
宣
言
」
『
季
刊
デ
ザ
イ
ン
』
一
九
七
五
年
秋
号
（
十
一

号
）
　
参
照
。

（
讐
　
山
口
勝
弘
「
デ
ザ
イ
ン
の
社
会
環
境
」
　
『
季
刊
現
代
彫
刻
』
十
号
（
一
九
七
六
年
）
、
三

十
頁
。

（
空
　
倉
俣
史
朗
「
（
何
か
）
を
も
っ
て
い
る
イ
タ
リ
ア
の
家
具
」
『
ジ
ャ
パ
ン
イ
ン
テ
リ
ア
』
一

九
六
八
年
六
月
号
　
（
一
二
号
）
、
五
十
九
頁
。

（
響
　
倉
俣
史
朗
「
空
感
・
雑
感
・
実
感
」
　
『
ジ
ャ
パ
ン
イ
ン
テ
リ
ア
』
一
九
七
六
年
十
月
増
刊

号
　
（
二
一
一
号
）
、
二
二
七
頁
。

（
5
1
）
　
長
谷
川
東
「
倉
俣
史
朗
が
語
る
　
ガ
ラ
ス
あ
る
い
は
浮
遊
へ
の
手
が
か
り
」
前
掲
〔
註
卸
し
、

六
頁
。

（
撃
　
岡
田
栄
造
「
倉
俣
史
朗
　
空
虚
で
濃
密
な
戦
後
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
」
京
都
造

形
芸
術
大
学
編
　
（
責
任
編
集
・
大
野
木
啓
人
、
井
上
雅
人
）
　
『
デ
ザ
イ
ン
の
瞬
間
　
創
造

の
決
定
的
瞬
間
と
先
駆
者
た
ち
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
三
八
九
頁
。

（
撃
　
「
『
あ
か
り
の
カ
ル
チ
ャ
ー
』
　
デ
ザ
イ
ン
に
も
っ
と
日
常
体
験
を
」
　
（
倉
俣
史
朗
へ
の
イ

ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
も
と
に
構
成
さ
れ
た
記
事
）
『
S
P
A
C
E
P
L
A
Z
と
一
九
八
二
年
夏
号
、

頁
不
明
。

（
聖
倉
俣
史
朗
『
未
現
像
の
風
景
記
憶
・
夢
・
か
た
ち
』
住
ま
い
の
図
書
館
出
版
局
、
一
九

九
一
年
、
一
〇
一
頁
。

（
哲
倉
俣
史
朗
、
多
木
浩
二
「
④
事
物
の
逆
説
－
倉
俣
史
朗
＋
多
木
浩
二
」
前
掲
〔
註
聖
、

一
九
七
頁
。

（
空
合
俣
史
朗
「
き
の
う
よ
り
は
今
日
の
た
め
に
」
前
掲
〔
註
4

3
〕
、
二
十
四
頁
。

本
論
執
筆
に
際
し
て
は
、
倉
俣
美
恵
子
氏
、
沖
健
次
氏
を
初
め
と
し
て
、
文
中
、
お
よ
び
註

に
お
い
て
言
及
さ
せ
て
頂
い
た
多
く
の
方
々
に
惜
し
み
な
い
ご
協
力
と
ご
助
言
を
賜
り
ま
し
た
。

筆
者
を
常
に
激
励
し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
心
か
ら
の
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
本
論

執
筆
の
機
会
を
頂
き
ま
し
た
百
橋
明
穂
教
授
、
宮
下
規
久
朗
准
教
授
、
編
集
を
ご
担
当
頂
い
た

研
究
室
の
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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橋
本
啓
子
　
（
は
し
も
と
・
け
い
こ
）

一
九
八
七
年
　
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
文
学
科
英
米
文
学
専
攻
卒
業

一
九
九
二
年
　
英
国
国
立
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
大
学
美
術
史
・
音
楽
学
科
修
士
課

程
修
了

一
九
九
三
年
～
一
九
九
九
年

一
九
九
九
年
～
二
〇
〇
二
年

東
京
都
現
代
美
術
館
学
芸
員

兵
庫
県
立
近
代
美
術
館
（
現
兵
庫
県
立
美
術
館
）
学
芸

員
、
お
よ
び
同
館
展
覧
会
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
委
嘱

神
戸
大
学
大
学
院
総
合
人
間
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課

程
在
学
中

神
戸
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師


