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「
三
次
元
」

　
私
は
、
思
想
を
初
め
て
集
録
し
た
著
作
を
出
版
し
た
時
、
書
く
こ
と
の
煩
わ

し
さ
を
捨
て
た
い
と
望
ん
で
い
ま
し
た
が
、
い
く
つ
か
の
解
釈
か
ら
続
け
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
を
了
解
し
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
あ
れ
ら
の
私
の
言
葉
は
、

彫
刻
の
発
展
に
光
明
よ
り
も
損
害
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
す
。

　「
盲
人
の
芸
術
」
の
章
は
、
た
と
え
幾
ば
く
か
の
純
真
さ
が
そ
れ
を
暫
定
的

に
案
出
し
た
の
だ
と
し
て
も
、
ひ
と
つ
の
結
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
触

覚
は
、
そ
の
他
の
全
感
覚
の
視
る
能
力
の
支
援
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
、
石
に
単

純
化
し
て
も
、
物
体
を
、
す
な
わ
ち
三
次
元
の
中
に
留
ま
っ
て
彫
刻
の
問
題
を

や
は
り
未
解
決
な
ま
ま
に
し
て
い
る
彫
像
を
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
も
た
ら
す

で
し
ょ
う
。

　
こ
の
到
着
点
の
無
益
を
証
明
す
る
に
は
、
盲
人
の
こ
う
し
た
芸
術
の
中
で
最
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翻
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イ
タ
リ
ア
の
彫
刻
家
ア
ル
ト
ゥ
ー
ロ
・
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
が
、
死
の
前
年
の
一
九
四
六
年
に
口
述
筆
記
に
よ
っ
て
残
し
た
自
身
の
造
形
理
念
は
、
そ
の
二
年
後

に
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
ト
リ
ッ
ク
」
と
い
う
題
名
で
公
表
さ
れ
た
。
こ
こ
に
訳
出
し
た
の
は
、
こ
の
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
ト
リ
ッ
ク
」
を
構
成
す
る
四
章
の
う

ち
の
「
三
次
元
」
と
「
新
次
元
」
の
二
章
で
あ
る
。
ま
ず
、「
三
次
元
」
の
章
で
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ン
・
ブ
ラ
ン
ク
ー
シ
の
彫
刻
の
単
純
化
は
、
彫
像
へ
の
最
大

の
侮
辱
で
あ
り
、
ま
た
メ
ダ
ル
ド
・
ロ
ッ
ソ
が
実
現
を
企
て
た
「
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
」
は
、
暗
示
に
留
ま
っ
た
と
批
判
さ
れ
る
が
、
後
者
の
言
葉
に
は
、
彫
像
と
彫

刻
の
間
に
区
分
を
付
け
た
も
の
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
。
続
い
て
、「
新
次
元
」
の
章
に
お
い
て
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、
自
身
が
探
求
し
て
い
る
の
は
、
ブ
ラ
ン
ク
ー

シ
や
ロ
ッ
ソ
と
は
異
な
り
、「
空
虚
」
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
「
物
体
」
で
あ
る
彫
像
が
、
そ
こ
で
消
え
る
こ
と
で
生
み
出
す
「
空
間
」
を
有
す
る
彫
刻
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。

＊
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も
有
名
な
代
表
者
で
あ
る
ブ
ラ
ン
ク
ー
シ
の
柱
を
思
い
出
す
だ
け
で
十
分
で

し
ょ
う
。
た
と
え
あ
の
単
純
化
が
、
あ
る
人
に
は
到
達
の
き
わ
み
で
、
彫
刻
の

問
題
の
解
決
に
さ
え
み
え
た
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、そ
れ
に
対
し
て
私
は
、

彫
像
へ
の
最
大
の
侮
辱
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
三
次
元

の
こ
の
手
仕
事
か
ら
、
大
変
な
誇
り
で
あ
っ
た
唯
一
の
能
力
、
す
な
わ
ち
技
巧

を
奪
う
こ
と
の
み
を
達
成
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。

　
芸
術
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
簡
素
さ
は
無
力
で
す
。

　
芸
術
作
品
が
、
誕
生
の
段
階
か
ら
創
造
の
段
階
に
移
行
す
る
こ
と
を
他
の
章

で
述
べ
ま
し
た
。
各
芸
術
に
つ
き
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
が
、

誕
生
の
二
次
元
か
ら
三
次
元
を
獲
得
す
る
絵
画
の
例
だ
け
で
十
分
で
し
ょ
う
。

そ
の
三
次
元
は
、
音
楽
に
お
い
て
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
か
ら
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
起
こ
っ

た
よ
う
に
、
単
純
な
図
像
学
の
事
柄
か
ら
、
発
展
力
の
す
べ
て
を
用
い
て
完
全

な
芸
術
に
な
る
こ
と
を
絵
画
に
可
能
に
し
ま
し
た
。

　
彫
像
と
石
は
、
巧
み
に
つ
く
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
も
、
誕
生
の
三
次
元
に
閉

じ
込
め
ら
れ
、
い
つ
ま
で
も
物
体
の
ま
ま
で
す
。

　
物
体
と
は
つ
ま
り
、
明
確
な
輪
郭
、
空
間
の
中
で
切
り
抜
か
れ
た
シ
ル
エ
ッ

ト
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
画
家
が
人
物
像
を
切
り
抜
き
木

切
れ
に
貼
り
付
け
、
そ
の
人
物
像
か
ら
す
っ
か
り
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
を
取
り

去
っ
て
し
ま
え
ば
生
命
感
が
な
く
な
る
の
と
同
じ
で
す
。

　
実
際
、
彫
像
は
、
自
ら
の
神
秘
的
な
感
じ
を
発
散
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
感
じ
は
、
物
知
り
が
三
番
目
の
段
階
と
呼
び
、
も
は
や
使
わ
れ

な
い
あ
ら
ゆ
る
物
体
で
も
死
の
前
で
も
見
つ
け
ら
れ
う
る
あ
の
形
而
上
学
に
属

し
ま
す
。

　
メ
ダ
ル
ド
・
ロ
ッ
ソ
は
、
私
よ
り
以
前
に
彫
像
の
こ
の
不
可
能
性
を
警
告
し

て
、
作
品
か
ら
輪
郭
を
薄
く
は
が
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
周
囲
の
ア
ト
モ

ス
フ
ィ
ア
を
与
え
る
こ
と
を
試
み
ま
し
た
が
、
彼
も
ま
た
、
す
べ
て
の
未
完
成

の
作
品
に
あ
る
偽
り
の
暗
示
を
超
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。彼
よ
り
以
前
に
は
、

同
様
の
何
か
が
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
《
奴
隷
像
》
で
起
こ
り
ま
し
た
。

　
も
し
、
メ
ダ
ル
ド
・
ロ
ッ
ソ
に
偉
大
さ
を
見
出
し
た
い
の
な
ら
、
彼
の
彫
刻

の
代
わ
り
に
、滑
稽
な
見
か
け
の
背
後
に
、預
言
者
的
な
効
力
を
含
ん
だ
フ
レ
ー

ズ
を
思
い
出
す
だ
け
で
十
分
で
し
ょ
う
。
彼
は
「
置
き
物
」
と
い
う
語
で
彫
像

を
定
義
し
た
時
、
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
物
質
と
精
神
の
間
の
よ
う
な
、
彫
像

と
彫
刻
の
本
質
の
間
に
重
大
な
区
分
の
印
を
付
け
ま
し
た
。

　
教
会
を
脅
か
し
た
ほ
ど
の
あ
の
破
壊
の
幻
視
の
中
で
感
じ
て
、
神
の
お
告
げ

を
忠
実
に
受
け
取
っ
た
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
と
同
じ
こ
と
が
彼
に
起
こ
り
ま
し

た
。
彫
像
が
彫
刻
の
本
質
で
あ
る
は
ず
が
な
い
よ
う
に
、
聖
堂
は
信
仰
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
日
、
彫
刻
家
は
創
造
者
で
は
な
く
、
希
望
を
取
り
戻

す
こ
と
が
で
き
ず
、
聖
像
の
前
か
あ
る
い
は
教
会
の
中
の
他
で
は
祈
る
こ
と
が

で
き
な
い
信
者
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。彫
刻
は
、注
文
主
に
と
っ
て
も
芸
術
家
に
と
っ

て
も
、
楽
し
ま
せ
、
人
間
的
な
野
心
の
罪
を
赦
す
告
解
の
快
適
さ
の
役
割
を
果

た
し
て
い
ま
す
。
言
い
た
い
の
は
、
彫
刻
は
、
誤
っ
て
感
性
と
見
な
さ
れ
て
い

る
一
切
の
あ
の
さ
も
し
さ
に
取
り
付
か
れ
た
人
々
に
、
今
日
、
奉
仕
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
完
璧
に
達
し
て
い
る
芸
術
に
と
っ
て
は
、
た
い
し
た
価
値
の
な
い
い
か
な
る

主
題
や
様
式
で
も
、
芸
術
作
品
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
彫
像
に
お
い
て
は

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
そ
こ
で
は
、
美
、
感
情
、
感
性
、
制
作
の
魔
術
は
、

幻
覚
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
で
し
ょ
う
し
、
美
し
い
物
体
は
、
完

全
な
芸
術
、
す
な
わ
ち
彫
刻
に
決
し
て
達
し
う
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

（
1
）
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い
か
な
る
芸
術
の
フ
ォ
ル
ム
で
も
、
創
造
的
な
固
有
の
本
質
か
ら
外
れ
て
具

体
化
さ
れ
る
な
ら
ば
、
価
値
あ
る
作
品
に
な
れ
ず
、
同
様
に
あ
ら
ゆ
る
機
械
的

な
事
柄
は
結
実
し
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。全
芸
術
の
う
ち
で
彫
刻
の
み
が
、

型
を
経
て
作
品
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
型
か
ら
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
、
議

論
す
る
ま
で
も
な
く
明
白
で
あ
る
エ
ル
コ
ラ
ー
ノ
の
古
代
ロ
ー
マ
の
肖
像
は
、

あ
り
余
る
ほ
ど
の
証
明
を
も
た
ら
し
ま
す
。
そ
し
て
、
他
の
例
も
提
示
で
き
る

で
し
ょ
う
。

　
あ
り
そ
う
な
モ
デ
ル
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
自
ら
が
、
コ
ー

カ
サ
ス
山
脈
の
ジ
ョ
ー
ジ
ア
人
と
カ
バ
ル
ド
人
に
お
い
て
、「
完
全
な
」
人
間

の
典
型
例
を
指
摘
し
て
い
ま
し
た
。

　
あ
ま
り
手
間
を
か
け
た
く
な
い
人
に
は
、
今
日
、
度
重
な
る
表
示
を
見
せ
る

映
画
が
あ
り
ま
す
。《
瀕
死
の
ガ
リ
ア
人
》
と
同
じ
ポ
ー
ズ
を
と
っ
た
（
タ
ー

ザ
ン
役
の
）
ワ
イ
ズ
ミ
ュ
ラ
ー
の
型
は
、
同
様
の
称
賛
を
博
す
る
こ
と
が
で
き

る
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
間
違
い
は
、
特
徴
を
固
定
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
彫
像
か
ら
も
の
も

の
し
い
ポ
ー
ズ
と
大
げ
さ
な
姿
勢
が
追
放
さ
れ
た
の
で
、
現
在
で
は
よ
り
明
白

に
な
り
ま
し
た
。

　
生
者
に
関
し
て
も
死
者
に
関
し
て
も
、
少
し
触
れ
る
こ
と
と
部
分
的
変
更
を

読
み
取
る
こ
と
で
、
彫
刻
作
品
と
し
て
通
用
さ
せ
ら
れ
う
る
型
の
技
術
の
実
行

さ
れ
て
い
る
の
が
数
限
り
な
く
認
め
ら
れ
ま
す
。
私
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
、
古
典

古
代
の
彫
像
で
さ
え
も
模
刻
さ
れ
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
。
新
し
さ
は
、
ひ
と

つ
の
新
し
い
ポ
ー
ズ
の
探
求
に
す
べ
て
由
来
す
る
の
で
す
か
ら
、
誰
か
が
腕
を

曲
げ
る
か
下
げ
る
か
で
こ
と
足
り
、
彫
像
は
つ
く
ら
れ
、
新
し
く
な
っ
た
の
で

す
。
も
し
、
カ
ノ
ー
ヴ
ァ
が
あ
れ
ほ
ど
仕
事
を
し
た
こ
と
を
私
た
ち
が
知
ら
な

い
と
し
た
ら
、
誰
に
彼
の
作
品
は
役
立
て
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
古
代
ギ
リ

シ
ア
人
の
型
を
つ
く
り
、
そ
れ
ら
を
修
正
す
る
だ
け
で
こ
と
足
り
て
い
た
の
で

す
。

　
い
か
な
る
古
代
の
作
品
も
、
型
を
経
て
、
現
代
人
に
役
立
ち
う
る
こ
と
を
、
誰

も
否
定
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
マ
イ
ヨ
ー
ル
が
、
パ
ル
テ
ノ
ン
の
テ
ィ
ン
パ
ヌ
ム

の
最
上
部
の
二
体
の
人
物
像
を
「
模
倣
」
し
た
後
で
、
セ
ザ
ン
ヌ
記
念
碑
で
し
た

よ
う
に
、
古
代
の
作
品
の
外
見
を
変
え
る
こ
と
で
十
分
な
の
で
し
ょ
う
。

「
新
次
元
」

　
私
は
、
無
か
ら
始
ま
る
と
言
い
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
宿
命
は

現
わ
れ
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
は
生
ま
れ
る
た
め
に
、
空
間
で
あ
り
、

時
間
で
あ
り
、
神
で
あ
る
、
自
ら
の
子
宮
を
獲
得
し
た
後
で
発
芽
し
成
長
す
る

種
子
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
。

　
同
様
に
、
彫
刻
家
は
、
ひ
と
つ
の
空
間
内
で
自
身
の
閃
き
を
放
棄
す
る
こ
と

で
、
普
遍
と
い
う
完
全
な
子
宮
を
つ
く
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
人
間
も
ま
た
自
然
で
あ
る
の
で
す
か
ら
、
彫
刻
家
は
、
自
然
の
何
か
に
関
わ

ら
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
彫
刻
は
、
芸
術
の
中
で
最
も

希
薄
で
、
最
も
抽
象
的
で
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
今
日
ま
で
、
フ
ォ
ル
ム
は
、
実
証
的
な
固
体
の
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
内
で
形
成
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
は
、
真
の
フ
ォ
ル
ム
は
観
念
的
な
子
宮
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
言
葉
の
問
題
の
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実

質
的
に
そ
う
な
の
で
す
。

　
人
間
の
種
子
を
は
じ
め
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
子
は
、
あ
る
種
の
成
長
の
可

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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能
性
と
、
そ
れ
自
体
の
周
り
に
、
あ
る
種
の
潜
在
的
な
空
間
を
も
ち
ま
す
。
彫

刻
は
、
こ
の
空
間
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
私
は
、
モ
デ
ル
と
芸
術
作
品
の
間
の
関
係
は
、
―
た
と
え
て
言
う
な
ら
―
蒔

か
れ
た
ぶ
ど
う
の
実
、あ
る
い
は
小
麦
の
粒
の
潜
在
的
な
成
長
で
考
察
す
れ
ば
、

そ
れ
ら
と
、
そ
れ
ら
か
ら
収
穫
し
た
房
、
あ
る
い
は
穂
と
の
間
に
流
れ
る
関
係

に
似
て
い
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　「
フ
ォ
ル
ム
」
と
は
、
息
子
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
母
の
子
宮
で
あ
る
の

か
を
、
自
問
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
自
問
し
て
い
ま
す
。
私
は
、
そ
れ
が

後
者
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。さ
ら
に
う
ま
く
説
明
す
べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

と
り
あ
え
ず
は
、
そ
れ
ら
の
こ
と
を
注
意
深
く
掘
り
下
げ
て
提
示
し
ま
す
。

　
私
は
、
永
遠
に
イ
メ
ー
ジ
を
放
棄
す
る
の
で
は
な
く
、
新
た
な
光
の
中
で
イ

メ
ー
ジ
を
奪
回
し
、
最
終
的
に
習
慣
と
常
套
句
の
古
臭
さ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
取

り
出
す
た
め
に
制
作
し
て
い
る
と
言
明
し
ま
す
。

　
一
切
の
芸
術
が
、
無
、
す
な
わ
ち
完
全
な
空
虚
を
通
過
し
た
よ
う
に
、
―
詩

は
ひ
と
つ
の
語
、
絵
画
は
ひ
と
つ
の
色
調
、
音
楽
は
ひ
と
つ
の
音
符
で
、
無
か

ら
最
大
限
に
明
確
化
、
単
純
化
し
て
生
じ
た
の
で
す
か
ら
―
彫
刻
は
、
―
点
、

印
、
ひ
っ
か
き
傷
に
至
る
ま
で
―
同
じ
道
を
辿
り
、
彫
刻
の
方
で
も
無
か
ら
再

浮
上
す
べ
き
で
す
。
衰
退
し
た
主
題
を
、
新
た
な
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
で
取
り
戻
す
こ

と
を
可
能
に
す
る
の
に
必
要
な
清
め
の
沐
浴
で
す
。

　
な
ぜ
、
彫
刻
は
、
地
獄
の
季
節
を
も
っ
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　
私
は
、
物
体
を
破
壊
し
、
彫
像
の
代
表
作
を
―
あ
ら
ゆ
る
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン

の
よ
う
な
―
美
術
館
の
賞
賛
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
の
で
、
自
分
に
求
め
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
と
お
り
に
、
当
座
の
代
表
作
で
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

私
は
、
ヴ
ォ
ル
タ
の
よ
う
に
電
池
を
提
供
し
ま
す
。
こ
の
私
の
電
池
も
、
基
本

的
で
ほ
と
ん
ど
取
る
に
足
ら
な
い
外
観
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。お
そ
ら
く
、

そ
の
電
池
が
成
果
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
い
く
ら
か
の
世
紀
を
必
要
と
す
る

で
し
ょ
う
。
ヴ
ォ
ル
タ
か
ら
電
球
、
あ
る
い
は
電
話
機
を
求
め
る
の
は
、
ば
か

げ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
は
、「
電
池
」
が
少
し
前
に
述
べ
た
無
に
お
け
る
あ

の
沐
浴
だ
と
思
い
描
い
て
い
ま
す
。

　
私
は
、
習
慣
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
捨
て
て
、
即
興
的
に
つ
く
る
天
才
に
常
に
心

地
よ
い
馬
鹿
げ
た
抽
象
化
に
達
す
る
こ
と
の
な
い
、
常
識
的
配
慮
を
十
分
に

保
っ
て
い
ま
す
。

　
私
は
、
彫
刻
の
た
め
に
そ
れ
の
構
築
的
な
次
元
を
探
し
求
め
る
こ
と
に
尽
く

し
て
い
る
の
で
、
ど
ん
な
幾
何
学
者
で
も
、
気
取
っ
た
態
度
で
提
供
す
る
た
め

に
引
き
出
し
に
し
ま
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
あ
の
「
第
四
次
元
」
を
受
け
入
れ

な
い
よ
う
に
十
分
に
気
を
付
け
て
い
ま
す
。
私
は
、
発
芽
の
段
階
の
第
四
次
元

を
信
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
次
元
は
、
母
の
子
宮
内
部
に
あ
る
種
子
が
、
自
ら
を

消
し
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
三
の
被
造
物
に
生
気
を
与
え
る
の
と
同
様
の
方
法

で
、
物
体
の
生
み
出
す
力
と
し
て
示
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
一
切
は
、
発
見
の
あ
る
毎
に
進
展
し
ま
す
。
今
日
、
古
代
に
告
げ
ら
れ
た
と

お
り
、
空
虚
は
充
満
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
私
は
、
彫

刻
の
本
当
の
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
は
、
空
虚
に
表
現
さ
れ
よ
う
と
す
る
物
体
を
、
共

感
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
る
そ
れ
に
他
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。彫
刻
は
も
は
や
、

彫
像
と
い
う
自
慰
的
な
固
体
の
現
象
で
は
な
く
な
る
で
し
ょ
う
が
、
今
後
、
物

体
は
、
空
間
を
、
す
な
わ
ち
空
間
の
神
秘
を
も
つ
最
終
的
な
フ
ォ
ル
ム
を
生
み

出
す
た
め
に
消
え
る
種
子
の
役
割
を
果
た
す
で
し
ょ
う
。
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た
と
え
四
次
元
で
な
く
て
も
、
他
の
芸
術
が
新
し
い
生
命
力
を
見
つ
け
た
、

―
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
ゲ
ー
テ
の
「
母
の
真
理
」
の
―
あ
の
浄
化
の
「
空
虚
」

に
最
後
に
到
達
す
る
で
し
ょ
う
。
単
に
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
物
体
の
世
界
は
、

精
神
の
世
界
内
で
再
び
現
れ
る
た
め
に
、
終
焉
を
迎
え
る
で
し
ょ
う
。

訳
者
解
題

　
ア
ル
ト
ゥ
ー
ロ
・
マ
ル
テ
ィ
ー
ニA

rtu
ro

 M
artin

i 

（
一
八
八
九
―

一
九
四
七
年
）
は
、
両
大
戦
間
期
お
よ
び
第
二
次
世
界
大
戦
間
期
の
イ
タ
リ
ア

に
お
い
て
、
最
も
活
躍
し
た
彫
刻
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
そ
の
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ

は
、
死
の
前
年
の
一
九
四
六
年
に
、
自
身
の
造
形
理
念
を
著
作
家
の
ア
ン
ト
ニ

オ
・
ピ
ン
ゲ
ッ
リA

n
to

n
io

 P
in

g
h
elli

に
語
っ
た
。
こ
の
内
容
は
、
ピ
ン
ゲ
ッ

リ
に
よ
っ
て
書
き
留
め
ら
れ
、一
九
四
八
年
に『
リ
ッ
ル
ス
ト
ゥ
ラ
ッ
ツ
ィ
オ
ー

ネ
・
イ
タ
リ
ア
ー
ナ
』 L

’Illu
strazio

n
e Italian

a
紙
上
に
、「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ

ロ
の
ト
リ
ッ
ク
」 Il tru

cco
 d

i M
ich

elan
g
elo

と
題
さ
れ
、
公
表
さ
れ
た
。
こ

こ
に
訳
出
し
た
の
は
、
こ
の
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
ト
リ
ッ
ク
」
を
構
成
す
る

四
章
の
う
ち
の
「
三
次
元
」
と
「
新
次
元
」
の
二
章
で
あ
る
。

　
晩
年
の
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、
こ
の
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
ト
リ
ッ
ク
」
の
他

に
も
自
ら
の
造
形
理
念
を
口
述
筆
記
に
よ
っ
て
残
し
た
。
一
九
四
四
年
七
月
か

ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
、
出
版
社
の
編
集
者
ジ
ー
ノ
・
ス
カ
ル
パG

in
o
 S

car-

p
a

に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
の
談
義
は
、
そ
れ
を
補
足
す
る
た
め

に
こ
の
彫
刻
家
の
作
成
し
た
テ
ク
ス
ト
と
と
も
に
、『
ア
ル
ト
ゥ
ー
ロ
・
マ
ル

テ
ィ
ー
ニ
と
の
対
談
』（C

olloq
u
i con

 A
rtu

ro M
artin

i

、
一
九
六
八
年
刊
行
）

と
、『
彫
刻
に
関
す
る
対
談：

一
九
四
四
―
一
九
四
五
』（C

olloq
u
i su

lla scu
l-

tu
ra: 19

4
4
-19

4
5

、
一
九
九
七
年
刊
行
。
以
下
、『
対
談
』
と
略
記
）
に
収
録

さ
れ
公
開
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、
一
九
四
五
年
五
月
に
『
彫
刻
、
死
語
』 

S
cu

ltu
ra lin

g
u
a m

o
rta

と
題
し
た
著
作
を
五
十
部
限
定
で
自
費
出
版
し
た
。

こ
の
著
作
の
出
版
直
後
の
反
響
は
、
こ
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
四
五
年
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
、
ア
ル
ト
ゥ
ー
ロ
・
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ

の
小
冊
子
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、『
彫
刻
、
死
語
』
と
い
う
黙
示
録

的
な
書
名
を
付
け
て
い
た
。
反
応
は
不
足
し
な
か
っ
た
。
単
に
唖
然
と
し

た
人
。
彫
刻
を
擁
護
し
た
人
。
つ
い
に
は
、
そ
の
人
な
り
に
マ
ル
テ
ィ
ー

ニ
の
言
い
分
を
認
め
た
人
が
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
古
い
」
彫
刻
、
具
象

彫
刻
は
終
わ
り
、「
現
代
の
」
彫
刻
、
非
具
象
的
な
彫
刻
の
時
代
が
始
ま
っ

た
、
と
。

　
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、
こ
と
ほ
ど
左
様
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
た
と
い

わ
れ
る
『
彫
刻
、
死
語
』
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
著
作
の
再
版
に
付
け
加
え
る
た

め
の
小
冊
子
を
執
筆
す
る
と
と
も
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
作
家
の
オ
リ
オ
・

ヴ
ェ
ル
ガ
ー
ニO

rio
 V

erg
an

i

と
ガ
ル
ツ
ァ
ン
テ
ィG

arzan
ti

出
版
社
に
自

伝
出
版
を
約
束
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
小
冊
子
と
自
伝
の
た
め
の
手
書
き
の
原

稿
約
七
〇
枚
は
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
自
身
に
よ
っ
て
一
九
四
六
年
七
月
上
旬
に
燃

や
さ
れ
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
と
は
い
え
、「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
ト
リ
ッ
ク
」
は
、
一
九
四
六
年
七
月

二
〇
日
か
ら
同
月
二
六
日
の
間
に
作
成
さ
れ
た
筆
録
で
あ
る
た
め
、
焼
失
し
た

小
冊
子
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
実
際
、「
三
次
元
」
の
章
の

冒
頭
の
一
文
は
、
こ
の
章
が
実
質
的
に
『
彫
刻
、
死
語
』
の
続
編
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）



81

人文公共学研究論集　第 44号　2022年

　
そ
の
『
彫
刻
、
死
語
』
の
最
終
章
「
盲
人
の
芸
術
」
の
冒
頭
で
、
マ
ル
テ
ィ
ー

ニ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
約
三
〇
年
前
、
彫
刻
を
「
盲
人
の
芸
術
」
と
名
付
け
た
の
が
誰
か
、
自

分
で
あ
っ
た
か
そ
れ
と
も
他
の
誰
か
で
あ
っ
た
の
か
、
私
は
覚
え
て
い
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
名
は
今
で
は
も
う
本
に
流
布
し
て
い
る
。

　
私
は
、
古
代
の
作
品
の
あ
ら
ゆ
る
共
感
と
外
被
に
疲
れ
て
ふ
さ
が
っ
た

視
覚
を
よ
う
や
く
排
除
し
て
、
再
生
の
約
束
を
感
じ
て
い
た
。
触
覚
に
は

視
る
能
力
が
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
私
を
原
初
の
可
能
性
の
世
界
へ
と

導
く
で
あ
ろ
う
、
と
思
っ
て
い
た
。
衰
退
し
て
い
る
島
か
ら
真
新
し
い
島

に
渡
る
こ
と
で
、
私
の
不
安
は
、
ず
っ
と
自
分
が
探
し
て
い
た
も
の
を
見

つ
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、
一
九
四
五
年
五
月
に
出
版
し
た
『
彫
刻
、
死
語
』
の
執

筆
開
始
を
、
前
年
の
三
月
と
『
対
談
』
で
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ル
テ
ィ
ー

ニ
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
で
あ
る
友
人
の
ド
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
フ
ァ
ッ

ラ
ー
ニD

o
n
 G

io
v
an

n
i F

allan
i

に
宛
て
た
一
九
四
五
年
七
月
五
日
付
の
書

簡
に
は
、『
彫
刻
、
死
語
』
に
つ
い
て
、「
こ
の
小
冊
子
を
熟
考
し
て
ほ
し
い
。

と
い
う
の
は
、
私
は
、
こ
の
二
年
か
け
て
こ
れ
を
書
き
、
そ
し
て
深
い
神
秘
の

奥
底
に
触
れ
た
と
信
じ
て
い
る
か
ら
で
す
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
と
す
る
と
、

マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
が
、「
盲
人
の
芸
術
」
の
章
に
お
い
て
彫
刻
が
「
盲
人
の
芸
術
」

と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
「
約
三
〇
年
前
」
は
、
一
九
一
〇
年
代
半
ば
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
る
。
く
わ
え
て
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、
こ
の
章
で
、「
盲
人
の
芸
術
」

と
い
う
名
を
付
け
た
の
が
、
自
分
も
含
め
て
誰
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い

な
い
も
の
の
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ン
・
ブ
ラ
ン
ク
ー
シC

o
n
stan

tin
 

B
rân

cu şi

（
一
八
七
六
―
一
九
五
七
）
は
、
一
九
一
六
年
に
制
作
し
た
卵
形
の

大
理
石
の
彫
刻
に
、《
盲
人
の
た
め
の
彫
刻
》 S

cu
lp

tu
re p

o
u
r av

eu
g
les 

（
一
九
一
六
）［
図
１
］
と
い
う
題
名
を
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
ブ
ラ
ン
ク
ー

シ
が
同
様
の
形
状
を
表
現
し
た
、
一
九
二
〇
―
二
二
年
制
作
と
さ
れ
る
石
膏
の

彫
刻
と
一
九
二
五
年
制
作
の
縞
瑪
瑙
の
彫
刻
も
、
同
じ
題
名
を
有
す
る
。
こ
う

し
た
事
実
か
ら
、『
彫
刻
、
死
語
』
の
「
盲
人
の
芸
術
」
の
章
を
執
筆
し
て
い

た
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
の
念
頭
に
は
、
ブ
ラ
ン
ク
ー
シ
の
作
品
が
あ
っ
た
も
の
と
み

ら
れ
る
。

　
と
は
い
え
、「
三
次
元
」
の
章
に
お
い
て
は
、
ブ
ラ
ン
ク
ー
シ
の
代
表
作
《
無

限
柱
》 C

o
lo

n
n
e san

s fi
n

（
一
九
三
七
）［
図
２
］
が
、
批
判
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、「
盲
人
の
芸
術
」
の
章
で
、
触
覚
の
働
き
の
活
用

が
彫
刻
の
再
生
を
可
能
に
す
る
と
予
見
し
て
い
た
、
と
述
べ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、「
三
次
元
」
の
章
に
お
い
て
は
、
触
覚
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
彫
刻
の
問

題
を
解
決
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
が
実
現
で
き
る
の
は
、「
物
体
」
と
し
て
存

在
す
る
彫
像
の
み
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
章
に
は
、

「
彫
像
と
石
は
、
巧
み
に
つ
く
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
も
、
誕
生
の
三
次
元
に
閉

じ
込
め
ら
れ
、
い
つ
ま
で
も
物
体
の
ま
ま
で
す
」
と
い
う
主
張
も
記
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
石
」
の
意
味
は
、「
三
次
元
」
の
章
に
お
い
て
は
詳
述

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
他
の
資
料
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
石
」
の
実
体
に
つ

い
て
確
認
す
る
。

　
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、
一
九
二
〇
年
に
、
ミ
ラ
ノ
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
通
称
「
ダ

ン
テ
通
り
の
地
下
室
」Gli Ip

o
g
ei d

i v
ia D

an
te

に
お
い
て
個
展
（
以
下
「
地

下
室
の
個
展
」
と
表
記
）
を
開
催
し
た
。
こ
の
個
展
に
は
、
七
体
の
彫
刻
と
一

枚
の
レ
リ
ー
フ
が
展
示
さ
れ
た
。
彫
刻
は
、《
娘
の
首
》 T

esta d
i fan

ciu
lla

（
一
九
二
〇
）、《
少
女
―
娘
の
首
》 R

ag
azza - T

esta d
i fan

ciu
lla

（
13
）

（
14
）

（
15
）
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（
一
九
二
〇
）［
図
３
］、《
星
々
》 L

e stelle 

（
一
九
二
〇
）［
図
４
］、《
悲
し

む
娘
》Fan

ciu
lla triste 

（
一
九
二
〇
）［
図
５
］、《
我
が
母
》 M

ia m
ad

re
（
一
九
二
〇
）［
図
６
］、《
オ
ル
レ
ア
ン
の
乙
女
》 L

a P
u
lzella d

’Orlean
s

（
一
九
二
〇
）［
図
７
］、《
絶
望
し
た
聖
母
子
》 M

atern
ità d

isp
erata

（
一
九
二
〇
）［
図
８
］、
レ
リ
ー
フ
は
《
恋
人
た
ち
》 A

m
an

ti

（
一
九
二
〇
）［
図

９
］
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
う
ち
、《
娘
の
首
》
は
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
自

身
が
破
壊
し
た
た
め
現
存
せ
ず
、
そ
の
写
真
さ
え
も
な
い
が
、
そ
の
他
の
彫
刻

を
見
る
と
、
何
れ
も
球
、
円
柱
、
円
錐
を
基
盤
と
し
た
形
態
で
構
成
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
気
付
く
。
ま
た
レ
リ
ー
フ
の
《
恋
人
た
ち
》
に
も
、
こ
の
よ
う
な
形

態
の
存
在
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
彫
刻
や
レ
リ
ー
フ
か
ら
は
、

豊
か
な
量
の
印
象
を
強
く
受
け
る
。

　
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、「
地
下
室
の
個
展
」
を
開
催
し
た
一
九
二
〇
年
に
、
重

大
な
造
形
構
想
を
着
想
し
た
と
『
対
談
』
で
述
べ
て
い
る
。

　
石
の
着
想
は
、
一
九
二
〇
年
に
［
コ
ー
モ
湖
畔
の
］
ロ
ヴ
ェ
ン
ナ
で
得

ま
し
た
。

　
私
は
目
を
つ
く
る
こ
と
を
試
み
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
満
足
し
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
で
は
、
フ
ォ
ル
ム
の
最
初
の
表
情
を
思
い
起
こ
し
ま
し
ょ
う
。

私
は
、
頭
部
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
卵
形
の
も
の
を
つ
く
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
卵
形
に
、
小
さ
な
く
ぼ
み
を
与
え
ま
し
た
。
そ

の
く
ぼ
み
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
表
情
、
す
な
わ
ち
哀
愁
を
頭
部
に
与

え
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
金
だ
ら
い
に
槌
つ
ち
で
一
撃
を
与
え
る

よ
う
な
も
の
で
、
そ
う
す
る
と
最
初
の
表
現
、
ち
ょ
っ
と
し
た
表
情
が
生

じ
る
の
で
す
。
石
は
彫
像
に
な
り
、
そ
の
彫
像
は
も
う
一
度
、
砂
利
だ
ら

け
の
川
床
で
転
が
る
こ
と
で
、
子
宮
内
部
で
最
初
の
産
声
を
取
り
戻
す
は

ず
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
し
た
。

　「
地
下
室
の
個
展
」
に
展
示
さ
れ
た
が
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
自
身
に
よ
っ
て
破
壊

さ
れ
失
わ
れ
た
《
娘
の
首
》
は
、
作
者
自
身
に
「
石
」
と
い
う
あ
だ
名
を
付
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
《
娘
の
首
》
に
、
同
個
展
の
出
品

作
の
《
少
女
―
娘
の
首
》
は
、
似
て
い
る
と
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
《
少
女
―
娘

の
首
》
は
石
膏
像
で
あ
り
、
ま
た
現
在
確
認
さ
れ
る
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
の

一
九
二
〇
年
制
作
の
彫
刻
も
、
石
像
で
は
な
く
、
石
膏
像
、
テ
ラ
コ
ッ
タ
像
、

お
よ
び
ブ
ロ
ン
ズ
像
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
彫
刻
は
、
い
ず
れ
も
塑
像
の

原
型
か
ら
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
が
「
石
」

の
着
想
を
得
た
の
は
、
原
型
を
粘
土
で
制
作
し
て
い
た
時
で
あ
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。

　
し
た
が
っ
て
、「
石
は
彫
像
に
な
り
、
そ
の
彫
像
は
も
う
一
度
、
砂
利
だ
ら

け
の
川
床
で
転
が
る
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
、
実
際
に
は
次
の
よ
う
な
制
作
で

あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、
川
床
を
転
が
り
丸

く
な
っ
た
石
を
連
想
さ
せ
る
粘
土
の
か
た
ま
り
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
作
為
を
加
え

ず
に
彫
像
を
つ
く
り
、
さ
ら
に
も
う
一
度
、
そ
の
彫
像
の
表
面
か
ら
余
分
と
感

じ
た
部
分
を
、
川
床
が
石
の
角
を
削
る
よ
う
に
取
り
除
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、

川
床
で
摩
耗
し
た
石
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
丸
み
と
、
豊
か
な
量
の
マ
ッ
ス
の
存

在
が
、
現
在
、
形
状
を
確
認
し
う
る
「
地
下
室
の
個
展
」
展
示
作
品
の
彫
刻
と

レ
リ
ー
フ
に
感
じ
ら
れ
、
と
り
わ
け
、「
石
」
と
い
う
あ
だ
名
の
《
娘
の
首
》

に
似
て
い
た
と
い
わ
れ
る
《
少
女
―
娘
の
首
》
は
、
最
も
シ
ン
プ
ル
な
形
状
を

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
が
着
想
し
た
と
言
う
「
石
」
と
は
、

川
床
が
石
を
摩
耗
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
重
ね
ら
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
実
現
さ

れ
た
、全
体
的
に
丸
み
と
豊
か
な
量
を
も
つ
彫
像
を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

（
16
）

（
17
）
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こ
の
よ
う
に
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、
自
身
と
彫
像
の
関
係
を
「
川
床
」
と
「
石
」

に
対
応
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
た
。
と
は
い
え
、「
三
次
元
」
の
章
に
お
け
る

触
覚
の
限
界
に
関
す
る
説
明
に
従
え
ば
、「
石
」
に
単
純
化
さ
れ
た
彫
像
に
お

い
て
も
、
彫
刻
の
問
題
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で

着
目
し
た
い
の
が
、「
子
宮
内
部
で
最
初
の
産
声
を
取
り
戻
す
」
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
で
あ
る
。

　
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、「
三
次
元
」
の
章
で
、「
石
」
に
単
純
化
さ
れ
て
も
「
物

体
」
と
し
て
存
在
す
る
彫
像
は
、
彫
刻
の
問
題
を
未
解
決
の
ま
ま
に
し
て
い
る

と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
が
、「
新
次
元
」
章
に
お
い
て
は
、「
物
体
」
は
、

「
空
虚
」
な
「
子
宮
」
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
の
内
部
で
、
発
芽
し
て
消
え
る

「
種
子
」
の
よ
う
に
自
ら
を
無
に
す
る
こ
と
で
、「
空
間
」
を
生
み
出
す
と
説

明
す
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
が
最
終
的
に
求
め
た
の
は
、
触
覚
作
用
に

よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
「
物
体
」
に
留
ま
る
彫
像

4

4

で
は
な
く
、「
物
体
」
が
消
え

る
こ
と
で
そ
こ
か
ら
現
れ
る
「
空
間
」
を
有
す
る
彫
刻

4

4

な
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、「
三
次
元
」
の
章
に
お
い
て
、
メ
ダ
ル
ド
・

ロ
ッ
ソM

ed
ard

o
 R

o
sso

 

（
一
八
五
八
―
一
九
二
八
）
が
「
物
質
と
精
神
の
間

の
よ
う
な
、
彫
像
と
彫
刻
の
本
質
の
間
に
重
大
な
区
分
の
印
を
付
け
ま
し
た
」

と
い
う
見
解
も
示
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ソ
の
彫
刻
に
は
、
物
体
と
そ
れ
を
取
り
巻

く
空
間
が
互
い
に
侵
食
し
合
っ
て
い
る
よ
う
な
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
マ
ル

テ
ィ
ー
ニ
は
、
一
九
〇
八
年
に
、
修
行
を
し
て
い
た
彫
刻
家
ウ
ル
バ
ー
ノ
・
ノ
ー

ノU
rb

an
o
 N

o
n
o
 

（
一
八
四
九
―
一
九
一
八
）
の
ア
ト
リ
エ
で
、
ロ
ッ
ソ
の

彫
刻
の
写
真
を
初
め
て
目
に
し
た
。
こ
の
年
に
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
が
制
作
し
た

《
過
ぎ
し
時
》 A

ltri tem
p
i 

（
一
九
〇
八
）［
図
10
］
に
認
め
ら
れ
る
、
蜃
気

楼
の
よ
う
に
揺
ら
い
で
見
え
る
表
現
は
、《
庭
の
会
話
》 C

o
n
v
ersazio

n
e in

 

g
iard

in
o
 

（
一
八
九
六
）［
図
11
］
を
は
じ
め
と
す
る
ロ
ッ
ソ
の
彫
刻
か
ら
の

影
響
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
し
か
も
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、
ノ
ー
ノ
の
ア
ト

リ
エ
で
の
こ
の
出
来
事
を
、『
対
談
』
で
「
啓
示
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
そ
れ

ほ
ど
ま
で
に
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
が
感
化
さ
れ
た
彫
刻
を
制
作
し
た
ロ
ッ
ソ
は
、
次

の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

　
人
は
絵
の
周
り
を
ま
わ
ら
な
い
の
と
同
様
、
彫
像
の
周
り
を
ま
わ
ら
な

い
。
と
い
う
の
は
、
フ
ォ
ル
ム
か
ら
印
象
を
つ
か
み
と
る
た
め
に
、
そ
の

フ
ォ
ル
ム
の
周
り
を
ま
わ
る
こ
と
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
空
間
の
中
に

は
物
質
で
で
き
た
も
の
な
ど
、
何
ひ
と
つ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
な
ら
、
芸
術
は
不
可
分
で
あ
る
。
一
方
に
絵
画

が
あ
り
、
も
う
一
方
に
彫
刻
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
ロ
ッ
ソ
に
と
っ
て
フ
ォ
ル
ム
は
、
客
観
的
に
認
識
さ
れ
る
物
質
で
は
で
き
て

は
お
ら
ず
、
視
覚
的
印
象
と
し
て
同
時
に
経
験
さ
れ
る
べ
き
現
象
で
あ
っ
た
。

ゆ
え
に
ロ
ッ
ソ
は
、
自
身
の
彫
刻
が
そ
の
周
り
か
ら
時
間
的
継
起
に
沿
っ
て
で

は
な
く
、
絵
画
の
よ
う
に
唯
一
の
視
点
か
ら
一
気
に
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
を
求
め

た
。
そ
の
ロ
ッ
ソ
は
、
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。

　
私
は
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
客
観
主
義
に
反
対
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

周
囲
を
ま
わ
ら
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
文
鎮
の
よ
う
に
見
え
る
あ
の
彫
像

を
生
み
出
し
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
乳
を
吸
う
赤
ん
坊
を
見
る
と
、
気
持

ち
が
満
た
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
宗
教
的
な
も
の
で
あ
る
と
感
じ
ま
す
。
五

本
の
指
の
あ
る
赤
ん
坊
の
手
し
か
見
え
な
い
の
で
す
。

　
ロ
ッ
ソ
に
と
っ
て
、
周
囲
か
ら
鑑
賞
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
見

（
18
）

（
19
）

（
20
）
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え
る
彫
刻
は
、
ど
の
よ
う
に
置
か
れ
て
も
一
向
に
構
わ
な
い
、
つ
ま
り
ど
の
方

向
か
ら
見
て
も
差
し
支
え
の
な
い
文
鎮
の
類
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

造
形
理
念
を
も
っ
て
い
た
ロ
ッ
ソ
を
、マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、『
対
談
』に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

　
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
の
探
求
（
そ
れ
は
影
の
探
求
に
先
行
す
る
）。

　
私
は
、
彫
像
の
前
に
行
く
度
に
、
そ
れ
に
境
界
す
な
わ
ち
覆
い
［
上
張

り
］
が
欠
け
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
メ
ダ
ル
ド
・
ロ
ッ
ソ
は
、
そ
れ
の
実

現
を
試
み
ま
し
た
。

　
私
は
、
重
要
な
の
は
包
む
も
の
で
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
一
人
の
女
性

が
、
こ
の
よ
う
に
座
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
向
こ
う
に
行
き
ま
す
。
二
〇

分
間
、包
む
も
の
が
引
き
続
い
て
存
在
し
ま
す
。す
な
わ
ち
ア
ト
モ
ス
フ
ィ

ア
で
す
。
そ
れ
は
、
非
常
に
詩
的
な
も
の
で
す
。
も
う
彫
像
は
必
要
で
は

な
く
、
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
が
必
要
な
の
で
す
。

　
ギ
リ
シ
ア
語
のatm

ó
s 

（
蒸
気
）
とsp

h
aîra 

（
球
）
の
合
成
語
で
あ
る
ア

ト
モ
ス
フ
ィ
アatm

o
sfera 

（
伊
）、atm

o
sp

h
ere 

（
英
）
と
い
う
語
に
は
、
天

体
を
包
む
大
気
と
雰
囲
気
と
い
う
ふ
た
つ
の
意
味
が
あ
る
が
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ

は
、
重
要
で
あ
る
と
感
じ
る
「
包
む
も
の
」
を
「
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
」
と
呼
ぶ

と
と
も
に
、
こ
の
「
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
」
を
「
非
常
に
詩
的
な
も
の
」
で
あ
る

と
説
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
の
言
う
「
ア
ト
モ
ス
フ
ィ

ア
」
は
、
大
気
の
よ
う
に
対
象
の
全
体
を
包
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
詩

的
雰
囲
気
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
ま
た
、
文
脈
か
ら
、
ロ
ッ
ソ
が
実
現
し
よ

う
と
試
み
た
と
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
の
言
う
「
境
界
す
な
わ
ち
覆
い
」
は
、「
包
む

も
の
」
と
し
て
現
れ
る
「
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
」
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
「
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
の
探
求
」
の
説
明
は
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
が
、

「
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
」
の
実
現
を
、
自
分
に
先
立
ち
ロ
ッ
ソ
が
試
み
て
い
た
と

認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
に
と
っ
て
こ

の
「
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
」
は
、
彫
像
が
自
ら
を
消
す
こ
と
で
生
み
出
す
「
空
間
」

と
同
じ
現
象
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、

「
も
う
彫
像
は
必
要
で
は
な
く
、
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
が
必
要
な
の
で
す
」
と
主

張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、「
三
次
元
」
の
章
で
は
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、
ロ
ッ
ソ
は
作
品

に
そ
う
し
た
「
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
を
与
え
る
こ
と
を
試
み
」
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
は
「
偽
り
の
暗
示
を
超
え
ら
れ
」
な
か
っ
た
と
批
判
し
て
い
る
。
他

方
、
こ
の
章
か
ら
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
が
、
ブ
ラ
ン
ク
ー
シ
が
形
状
を
極
限
ま
で
単

純
化
し
て
実
現
し
た
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
物
体
」
で
あ
る
彫
像
に
留
ま
っ

て
い
る
と
み
て
い
た
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
新
次
元
」
の

章
に
お
い
て
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、
自
身
が
探
求
し
て
い
る
の
は
、「
物
体
」
で

あ
る
彫
像
が
消
え
る
こ
と
で
現
れ
る
「
空
間
」、
す
な
わ
ち
「
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
」

を
有
す
る
彫
刻
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
マ

ル
テ
ィ
ー
ニ
の
造
形
理
念
は
、『
対
談
』
や
『
彫
刻
、
死
語
』
に
は
明
示
さ
れ

て
い
な
い
。
し
て
み
る
と
、「
三
次
元
」
と
「
新
次
元
」
の
両
章
の
読
解
は
、

マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
芸
術
を
近
現
代
彫
刻
史
に
お
い
て
評
価
す
る
う
え
で
も
極
め
て

重
要
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
）
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、『
彫
刻
、
死
語
』
の
「
盲
人
の
芸
術
」
の
章
に
お
い
て
、「
あ
る

芸
術
が
自
ら
を
見
つ
け
出
し
た
と
言
わ
れ
る
時
、
そ
の
芸
術
に
起
き
た
一
つ
の
次
元
か
ら

別
の
次
元
へ
の
、
す
な
わ
ち
誕
生
の
段
階
か
ら
創
造
の
段
階
へ
の
移
行
は
成
功
す
る
」
と

述
べ
て
い
る
。A

rtu
ro

 M
artin

i, 

“La scu
ltu

ra lin
g
u
a m

o
rta [1

9
4
5
],

” L
a scu

ltu
ra 

（
21
）



85

人文公共学研究論集　第 44号　2022年

lin
g
u
a m

o
rta e altri scritti, E

len
a P

o
n
tig

g
ia (ed

.), A
b
sco

n
d
ita, M

ilan
o
 2

0
0
1
, 

p
. 5

2
.

（
2
）
七
九
年
の
ヴ
ェ
ス
ヴ
ィ
オ
火
山
の
噴
火
に
よ
り
、
ポ
ン
ペ
イ
と
と
も
に
火
山
磔
と
火

山
灰
に
埋
も
れ
た
小
都
市
エ
ル
コ
ラ
ー
ノ
の
大
邸
宅
「
パ
ピ
ル
ス
荘
」
か
ら
、
ギ
リ
シ
ア

彫
刻
の
模
作
が
数
多
く
出
土
し
た
。

（
3
）
美
術
史
家
ヨ
ハ
ン
・
ヨ
ハ
ヒ
ム
・
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
（
一
七
一
七
―
一
七
六
八
）
は
、

『
古
代
美
術
史
』（
一
七
六
四
）
に
お
い
て
、「
古
代
の
最
も
早
い
時
代
の
記
録
は
、
美
術

が
最
初
に
造
形
し
た
の
は
人
間
像
で
あ
り
、
そ
の
人
間
像
は
、
如
何
に
見
え
る
か
で
は
な

く
如
何
に
在
る
か
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
間
の
外
観
で
な
く
そ
の
本
質
を
表
わ
し
て

い
た
こ
と
を
伝
え
る
。
や
が
て
単
純
な
そ
の
形
態
か
ら
、
正
確
さ
を
教
え
る
比
例
関
係
の

研
究
、
そ
の
研
究
は
大
型
の
像
を
つ
く
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
美
術
は
偉

大
さ
の
表
象
を
可
能
に
し
た
。
そ
し
て
美
術
は
、
い
く
ら
か
の
段
階
を
踏
ん
で
の
こ
と
で

あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
下
で
最
高
に
達
し
た
」
と
主
張
す
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
美
術

を
最
高
の
価
値
基
準
と
し
て
提
示
し
た
。
ヨ
ハ
ン
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
『
古

代
美
術
史
』（
中
山
典
夫
訳
）、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
一
―
二
頁
。
ま
た
、

「
今
な
お
現
在
の
ギ
リ
シ
ア
人
は
そ
の
美
し
さ
で
有
名
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
同
書
、

18
頁
。

（
4
）
フ
ラ
ン
ス
人
旅
行
家
ジ
ャ
ン
・
シ
ャ
ル
ダ
ン
（
一
六
四
三
―
一
七
一
三
）
は
、『
ペ

ル
シ
ア
紀
行
』（
一
六
七
一
）
に
お
い
て
、「
グ
ル
ジ
ア
人
の
血
は
オ
リ
エ
ン
ト
で
い
ち
ば

ん
美
形
の
血
筋
で
あ
る
。
世
界
で
い
ち
ば
ん
の
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
国
で
は
男
女

を
問
わ
ず
、
醜
い
顔
と
い
う
も
の
は
見
た
こ
と
が
な
く
、
天
使
の
よ
う
な
顔
は
何
人
も
見
た
。

自
然
が
こ
の
国
の
大
部
分
の
女
性
に
、
他
で
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
優
雅
な
風
情
を
与
え

て
い
る
。
グ
ル
ジ
ア
女
を
見
て
惚
れ
な
い
こ
と
は
不
可
能
だ
と
思
う
。
グ
ル
ジ
ア
女
の
も

の
ほ
ど
魅
力
的
な
顔
を
思
い
描
く
こ
と
、
美
し
い
体
つ
き
を
思
い
描
く
こ
と
は
で
き
な
い

相
談
だ
。
背
丈
は
高
く
す
ら
り
と
し
て
、
贅
肉
で
だ
ぶ
つ
い
た
り
せ
ず
、
腰
の
あ
た
り
の
ほ
っ

そ
り
し
た
締
ま
り
具
合
と
い
っ
た
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
シ
ャ
ル
ダ
ン
『
ペ
ル
シ
ア

紀
行
』（
佐
々
木
康
之
・
佐
々
木
澄
子
訳
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
七
九
頁
。
シ
ャ

ル
ダ
ン
や
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
影
響
を
受
け
た
、
ド
イ
ツ
の
解
剖
学
者
ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
・
ブ
ル
ー
メ
ン
バ
ッ
ハ
（
一
七
五
二
―
一
八
四
〇
）
は
、『
人
類
の
自
然
な
多
様
性

に
つ
い
て
』
の
第
三
版
（
一
七
九
五
年
）
に
お
い
て
、
人
類
を
「
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
」、「
モ

ン
ゴ
ル
人
種
」、「
エ
チ
オ
ピ
ア
人
種
」、「
ア
メ
リ
カ
人
種
」、「
マ
レ
ー
人
種
」
に
分
類
し
、

「
コ
ー
カ
サ
ス
人
種
」
を
最
も
美
し
い
人
種
に
位
置
付
け
た
。

（
5
）

ア

リ

ス

テ

ィ

ド
・

マ

イ

ヨ

ー

ルA
ristid

es B
o
n
av

en
tu

ra Jo
an

 M
aillo

l 

（
一
八
六
一
―
一
九
四
四
）
は
、
一
九
〇
八
年
の
ギ
リ
シ
ア
旅
行
で
、
と
り
わ
け
ア
ル
カ

イ
ク
期
と
古
典
前
期
の
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
に
深
い
関
心
を
も
っ
た
。

（
6
）
マ
イ
ヨ
ー
ル
制
作
の
《
セ
ザ
ン
ヌ
記
念
碑
》 M

o
n
u
m

en
t à C

ézan
n
e 

（
一
九
一
二

―
二
五
）［
図
12
］
と
推
定
さ
れ
る
。

（
7
）
ピ
ン
ゲ
ッ
リ
の
証
言
に
よ
る
と
、
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
は
、
こ
の
筆
録
の
題
名
を
「
あ
り

ふ
れ
た
論
点
」 D

ei lu
o
g
h
i

と
考
え
て
い
た
。
な
お
、『
リ
ッ
ル
ス
ト
ゥ
ラ
ッ
ツ
ィ
オ
ー
ネ
・

イ
タ
リ
ア
ー
ナ
』
紙
上
に
公
開
さ
れ
た
「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
ト
リ
ッ
ク
」
は
、
一
部
が

省
略
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
他
の
二
章
は
、「
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
ト
リ
ッ
ク
」
と
「
光
と
影
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、A

rtu
ro

 M
artin

i, 

“Il tru
cco

 d
i M

ich
elan

g
elo

 [1
9
4
6
],

” L
a 

scu
ltu

ra lin
g
u
a m

o
rta e altri scritti , E

len
a P

o
n
tig

g
ia (ed

.), A
b
sco

n
d
ita, M

ila-
n
o
 2

0
0
1

を
底
本
と
し
た
。

（
9
）G

in
o
 S

ca
rp

a
, C

o
llo

q
u
i co

n
 A

rtu
ro

 M
artin

i, M
a
ria

 e N
a
ta

le M
a
zzo

là 
(ed

s.), R
izzo

li, M
ilan

o
 1

9
6
8

; A
rtu

ro
 M

artin
i, C

o
llo

q
u
i su

lla scu
ltu

ra: 1
9
4
4

-
1
9
4
5
, N

ico
 S

trin
g
a (ed

.), C
an

o
v
a, T

rev
iso

 1
9
9
7
.

後
者
の
編
集
者
ス
ト
リ
ン
ガ
は
、

前
者
の
記
述
に
は
こ
れ
を
編
集
し
た
ナ
タ
ー
レ
・
マ
ッ
ツ
ォ
ラ
に
よ
る
改
変
が
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
後
者
か
ら
引
用
す
る
。
以
下
、
註
で
はC

o
llo

q
u
i

と

表
記
。

（
10
）
本
稿
で
は
、A

rtu
ro

 M
artin

i, 

“La scu
ltu

ra lin
g
u
a m

o
rta [1

9
4
5
],

”  L
a scu

l-
tu

ra lin
g
u
a m

o
rta e altri scritti, E

len
a
 P

o
n
tig

g
ia

 (ed
.), A

b
sco

n
d
ita

, M
ila

n
o
 

2
0
0
1

か
ら
引
用
す
る
。
以
下
、
註
で
はL

in
g
u
a m

o
rta

と
表
記
。

（
11
）M

ario
 D

e M
ich

eli, 

“So
tto

 il seg
n
o
 d

ella scu
ltu

ra,

” in
 E

x
h
. C

at., A
rtu

ro
 

M
artin

i , E
lecta, M

ilan
o
 1

9
8
5
, p

. 4
1
.

（
12
）A

n
to

n
io

 P
in

g
h
elli, 

“Testim
o
n
ia

n
za

 e cro
n
a
ca

 d
i A

n
to

n
io

 P
in

g
h
elli,

” 
L
a scu

ltu
ra lin

g
u
a m

o
rta e altri scritti, E

len
a
 P

o
n
tig

g
ia

 (ed
.), A

b
sco

n
d
ita

, 
M

ilan
o
 2

0
0
1
, p

p
. 5

8
-5

9

（
13
）L

in
g
u
a m

o
rta

, p
. 5

2
.

（
14
）C

o
llo

q
u
i, p

. 1
1
1
.

（
15
）A

rtu
ro

 M
artin

i, L
e L

ettere d
i A

rtu
ro

 M
artin

i, C
h
arta, M

ilan
o
 1

9
9
2
, p

. 
2
6
2
.

（
16
）C

o
llo

q
u
i, p

. 1
4
3
. 

［
　
］
は
筆
録
者
ス
カ
ル
パ
に
よ
る
補
足
。

（
17
）N

ico
 S

trin
g
a
, 

“Artu
ro

 M
a
rtin

i: In
ed

iti e n
u
o
v
e a

cq
u
isizio

n
i,

” A
rtu

ro
 

M
artin

i: N
u
o
v
e acq

u
isizio

n
i 1

9
9
3
-1

9
9
8
, N

ico
 S

trin
g
a (ed

.), M
u
seo

 civ
ico

 L
. 

B
ailo

, T
rev

iso
 1

9
9
8
, p

. 2
4
.

（
18
）C

o
llo

q
u
i, p

. 1
5
9
.

（
19
）M

ed
a
rd

o
 R

o
sso

, 

“Scritti d
i M

ed
a
rd

o
 R

o
sso

,

” in
 E

x
h
. C

a
t., M

o
stra d

i 
M

ed
ard

o
 R

o
sso

, 1
8
5
8

-
1
9
2
8

: P
alazzo

 d
ella P

erm
an

en
te

, M
ila

n
o
, g

en
n
a
io

-
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m
a
rzo

 1
9
7
9

, S
o
cietà

 p
er le B

elle A
rti ed

 E
sp

o
sizio

n
e p

erm
a
n
en

te, M
ila

n
o
 

1
9
7
9
, p

. 6
7
.

（
20
）L

u
ig

i A
m

b
ro

sin
i, 

“Vl. P
aro

le d
i M

ed
ard

o
 R

o
sso

,

” T
eo

crito
, A

rio
sto

 m
i-

n
o
ri e m

in
im

i, C
o
rb

accio
, M

ilan
o
 1

9
2
6
, p

. 3
6
0
.

（
21
）C

o
llo

q
u
i, p

. 1
4
3
. 

［
　
］
は
筆
録
者
ス
カ
ル
パ
に
よ
る
補
足
。

図
版
典
拠

図
1
・
2
．『
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
ブ
ラ
ン
ク
ー
シ
』（
第
２
刷
）、
美
術
出
版
社
、1

9
9
6

年
。

図
3
～
10
．A

rtu
ro

 M
artin

i: C
atalo

g
o
 rag

io
n
ato

 d
elle scu

ltu
re

, N
eri p

o
zza, V

i-
cen

za 1
9
9
8
.

図
11
．『
イ
タ
リ
ア
美
術
の
一
世
紀
展
：1

8
8
0

～1
9
8
0

』（
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
）、
毎
日
新

聞
社
、1

9
8
2

年
。

図
12
．『
東
京
富
士
美
術
館
名
品
選
集
』、
東
京
富
士
美
術
館
、2

0
0
9

年
。

図１《盲人のための彫刻》

C・ブランクーシ　1916年

白大理石　15.2×30.5cm

フィラデルフィア美術館

図２《無限柱》

Ｃ・ブランクーシ　1937年

鋳鉄　h.29.33m

トゥルグ・ジウ
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図３《少女―娘の首》

Ａ・マルティーニ、1920年

石膏に古色彩色、42×24×23cm

個人蔵

図４《星々》

Ａ・マルティーニ、1920年

ブロンズ、62.5×38×38cm

個人蔵

図５《悲しむ娘》

Ａ・マルティーニ、1920年

石膏　所在不明

図６《我が母》

Ａ・マルティーニ、1920年

石膏に彩色　所在不明
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図９《恋人たち》

A・マルティーニ、1920年

石膏に古色彩色、84×68×20cm

個人蔵

図10《過ぎし時》

A・マルティーニ、1908年

石膏、18.5×31×23cm

市立美術館、トレヴィーゾ

図11《庭の会話》

M・ロッソ、1896年

ブロンズ、32×66.5×41.5cm

ローマ国立近代美術館、ローマ

図12《セザンヌ記念碑》

A・マイヨール、1912-25年

鉛　142×226×73cm

東京富士美術館

図８《絶望した聖母子》

Ａ・マルティーニ、1920年

石膏　所在不明

図７《オルレアンの乙女》

Ａ・マルティーニ、1920年

ブロンズ、26.5cm　個人蔵


