
 

Kobe Shoin Women’s University Repository 
 

 

 

Title 

 

芸術創造における空無の意識―詩と絵と書の東西― 

The “Blank” in Artistic Creation : Poetry, Visual Arts, 

Calligraphy 

 

Author(s) 

 

宗像 衣子（MUNAKATA Kinuko） 

 

Citation 

 

神戸松蔭女子学院大学研究紀要文学部篇 

Journal of the Faculty of Letters, Kobe Shoin 

Women’s University ，No.2：31-44 

 

Issue Date 

 

2013 

 

Resource Type 

 

Bulletin Paper / 紀要論文 

 

Resource Version 

 

 

 

URL 

 

 

 

Right 

 

 

 

Additional Information 

 

 

 

 



31 芸術創造における空無の意識 宗像 衣子

Journal of the Faculty of Letters, Kobe Shoin Women’s University, No. 2 （March 2013）, 31–44.
神戸松蔭女子学院大学研究紀要文学部篇 No. 2 （2013年 3月）, 31–44.

芸
術
創
造
に
お
け
る
空
無
の
意
識
―
詩
と
絵
と
書
の
東
西

―

宗
像 
衣
子

神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
文
学
部

要
旨

文
学
と
美
術
の
関
係
に
つ
い
て
、日
本
の「
書
」の
思
索
と
歴
史
を
手
掛
か
り
に
考
察
す
る
。
伝
統
的
書
か
ら
前
衛
書
に
展
開
す
る
境
に
見
受
け
ら
れ
る「
書
は
文
字
で
な
く
言
葉
で
あ
る
」

と
い
う
思
考
を
基
に
、
フ
ラ
ン
ス
近
現
代
詩
に
お
け
る
図
形
詩
を
試
み
た
詩
人
、
マ
ラ
ル
メ
と
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
実
践
を
検
討
し
て
、
詩
と
絵
の
領
域
に
関
わ
る
多
様
な
表
現
と
共
に
、

創
造
の
核
を
成
す
「
空
白
・
余
白
」
の
意
識
に
つ
い
て
吟
味
す
る
。
そ
れ
は
「
書
」
の
思
索
に
要
点
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
抽
象
絵
画
・
現
代
芸
術
を
開
く
ひ
と
つ
の
要
素

と
し
て
の
こ
の
「
空
白
・
創
造
的
無
」
は
、
ド
イ
ツ
等
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ポ
エ
ト
リ
ー
や
日
本
の
具
体
詩
・
視
覚
詩
に
お
い
て
も
認
識
さ
れ
る
。
こ
れ
を
、
詩
や
絵
の
枠
を
超
え
る

芸
術
の
創
造
的
根
源
と
し
て
確
認
す
る
。
こ
の
空
無
は
、
文
学
と
美
術
の
接
点
や
混
在
の
多
様
性
、
ひ
い
て
は
現
実
に
対
す
る
具
体
と
抽
象
の
表
現
に
纏
わ
る
芸
術
創
造
の
姿
勢
に
関

与
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
意
識
は
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
相
互
作
用
性
か
ら
文
化
の
交
流
・
影
響
関
係
に
も
繋
が
り
う
る
問
題
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

マ
ラ
ル
メ
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
、
抽
象
、
文
化
、
相
互
作
用

序こ
と
ば
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
文
学
、
色
と
形
に
よ
っ
て
造
形
さ
れ
る
美

術
の
関
係
に
つ
い
て
探
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
書
」
の
在
り
方
が
何
ら
か

の
視
点
を
与
え
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
書
」、
特
に
前
衛
書
は
、
現

代
の
西
洋
芸
術
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
、
実
際
に
抽
象
芸
術
・
前
衛
美
術
の

領
域
と
深
い
繋
が
り
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
文
学
と
美
術
の
関
連
を

探
る
糸
口
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
芸
術
の
本
質

的
問
題
に
関
わ
り
、
東
西
の
芸
術
や
文
化
の
交
流
に
関
す
る
思
索
を
も
導
き

出
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

日
本
に
お
い
て
、
書
が
美
術
か
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
。

明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）、
弱
冠
二
六
歳
の
洋
画
家
小
山
正
太
郎
は
、
書

と
は
書
か
れ
た
語
句
に
感
動
す
る
も
の
で
あ
る
、
西
洋
の
文
字
が
美
術
で
な

い
よ
う
に
東
洋
の
文
字
も
美
術
で
は
な
い
、
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

明
治
近
代
化
の
動
乱
期
を
通
じ
て
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
共
に
日
本
の
伝
統
美
術
の

復
権
と
再
興
を
推
進
し
た
、
同
じ
く
弱
冠
二
二
歳
の
岡
倉
天
心
は
、
書
は
、
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文
字
の
大
小
、
配
列
、
形
の
工
夫
の
上
に
成
り
立
つ
と
こ
ろ
の
美
術
で
あ
る

と
考
え
た1
。
そ
の
後
、
日
本
の
書
と
書
論
は
ど
の
よ
う
な
方
向
を
辿
る
の
か
。

ど
の
よ
う
に
現
代
書
に
向
か
う
の
だ
ろ
う
か
。

他
方
、
西
洋
に
お
い
て
、
言
葉
の
極
北
を
志
向
し
た
と
い
わ
れ
る
フ
ラ
ン

ス
近
代
の
象
徴
派
詩
人
マ
ラ
ル
メ
（
一
八
四
二
―
九
八
）
は
、
そ
の
最
晩
年

一
八
九
七
年
、
画
期
的
な
図
形
詩
「
骰
子
一
擲
」
を
公
表
し
て
世
を
驚
か
せ

た2
。
字
体
も
様
々
、
大
小
も
様
々
な
活
字
に
よ
っ
て
、
詩
句
を
見
開
き
一
一

面
の
紙
面
に
布
置
し
た
視
覚
的
な
一
篇
の
詩
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
重
要
な
の

は
紙
面
の
余
白
で
あ
る
、
と
詩
人
自
身
は
語
っ
た3
。
二
〇
世
紀
初
頭
、
ピ
カ

ソ
ら
と
共
に
キ
ュ
ビ
ス
ム
を
開
い
た
現
代
詩
人
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
（
一
八
八
〇

―
一
九
一
八
）
は
、
同
様
に
文
字
・
詩
句
で
絵
図
を
描
き
、
そ
の
詩
は
カ
リ

グ
ラ
ム
と
呼
ば
れ
た
。

近
代
詩
人
マ
ラ
ル
メ
が
、
な
ぜ
東
洋
の
墨
の
動
態
に
魅
力
を
感
じ
た
の

か4
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
、
各
種
の
活
字
を
紙
面
に
配
置
し
て
、
絵
図
の
よ

う
な
詩
篇
「
骰
子
一
擲
」
を
書
い
た
の
か
。
ど
う
い
う
意
味
で
、
そ
の
図
形

詩
に
お
い
て
肝
要
な
の
は
「
空
白
」
だ
と
語
っ
た
の
か
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が

試
み
た
、
文
字
で
形
象
を
象
っ
た
『
カ
リ
グ
ラ
ム
』、
両
者
の
違
い
は
何
か
。

果
た
し
て
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
作
品
は
、
文
字
に
よ
る
絵
図
の
点
で
単
純
に
マ

ラ
ル
メ
の
継
承
あ
る
い
は
進
展
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
か
。
そ
れ
と
も
異
な

る
根
底
の
思
考
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
関
係
す
る
画
家

た
ち
は
、
現
代
に
向
け
て
こ
れ
ら
に
ど
う
関
わ
っ
て
ゆ
く
の
か
。
文
学
と
美

術
の
結
び
つ
き
は
ど
の
よ
う
な
様
相
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
に
お
い
て
そ
し
て
西
洋
に
お
い
て
、
諸
芸
術
、
こ
こ
で
は
詩
と
絵
画

は
、
ど
の
よ
う
な
場
で
ど
の
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
、
触
れ
合
い
、
交
錯
し

て
ゆ
く
の
か
。
書
家
石
川
九
楊
の
探
究
を
手
掛
か
り
に
し
、
ゴ
ム
リ
ン
ガ
ー

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ポ
エ
ト
リ
ー
や
日
本
の
具
体
詩
・
視
覚
詩
を
も
射
程
に

入
れ
、
さ
ら
に
は
、
文
化
の
在
り
方
・
そ
の
伝
播
を
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、

こ
う
し
た
考
察
を
試
み
た
い
。

一　

書
の
歴
史

書
家
石
川
九
楊
は
、
書
の
美
に
つ
い
て
歴
史
的
に
実
態
を
吟
味
す
る
。
書

の
美
を
め
ぐ
っ
て
、
書
は
文
字
の
美
的
工
夫
、
書
は
文
字
の
美
術
、
書
は
線

の
美
、
書
は
人
な
り
、
と
い
っ
た
諸
々
の
観
点
に
基
づ
く
思
索
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
最
初
の
「
書
は
文
字
の
美
的
工
夫
」
に
つ
い
て
は
、
実
作
者
の
体

験
的
書
論
の
域
を
越
え
難
い
と
石
川
は
述
べ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
推
し
進
め

た
も
の
が
二
番
目
「
書
は
文
字
の
美
術
」
で
あ
る
と
彼
は
考
え
、
後
二
者
に

現
代
書
に
お
け
る
思
考
を
見
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
経
た
上
で
、
後
に
見
る

よ
う
に
、
結
局
、
書
は
美
術
で
は
な
く
、
言
葉
・
文
学
に
他
な
ら
な
い
と
結

論
づ
け
る5
。

「
書
」
の
美
を
問
う
こ
う
し
た
議
論
は
、
あ
く
ま
で
「
書
は
書
で
あ
る
」

と
す
る
書
家
た
ち
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
意
味
が
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て

も6
、
と
り
わ
け
現
代
の
前
衛
書
へ
の
歩
み
、
ま
た
東
西
に
お
け
る
芸
術
の
在

り
方
を
巡
る
思
索
を
促
す
点
で
は
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。

序
で
触
れ
た
よ
う
に
、
書
は
美
術
か
否
か
と
い
う
論
争
が
、
明
治
一
五
年

（
一
八
八
二
）、
洋
画
家
小
山
正
太
郎
と
岡
倉
天
心
の
間
で
な
さ
れ
、
そ
の
際
、

小
山
は
、
書
に
お
い
て
感
動
す
る
の
は
書
か
れ
た
語
句
に
対
し
て
で
あ
る
、

さ
ら
に
西
洋
の
文
字
が
美
術
で
な
い
と
同
様
に
東
洋
の
文
字
も
美
術
で
は
な

い
と
し
た
。
し
か
し
、
鑑
賞
者
は
、
必
ず
し
も
書
か
れ
た
語
句
に
で
は
な
く

書
き
よ
う
を
見
て
そ
れ
に
感
動
す
る
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
ま
た
西
洋
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の
文
字
と
東
洋
の
文
字
の
根
底
的
な
違
い
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
論
に
は
頷
き

が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

対
し
て
、
明
治
期
に
お
け
る
急
速
な
西
欧
文
化
の
取
り
込
み
の
波
に
抗
し

て
、
お
雇
い
外
国
人
教
師
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
共
に
日
本
美
術
の
復
権
再
興
を
提

唱
し
そ
の
実
現
に
専
心
し
た
岡
倉
天
心7

は
、
書
は
、
文
字
の
大
小
、
配
列
、

形
の
工
夫
の
上
に
成
り
立
つ
に
他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
美
術
で
あ
る
と
考

え
た
。
こ
こ
に
は
、
単
に
書
自
体
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
西
欧
文
化
に
対
峙

し
よ
う
と
す
る
日
本
の
芸
術
全
般
へ
の
価
値
づ
け
の
思
い
も
窺
わ
れ
る
。

戦
後
、
こ
の
前
二
者
の
延
長
と
い
う
べ
き
も
の
が
見
ら
れ
る
、
と
石
川
は

語
る
。
京
都
大
学
の
美
学
者
井
島
勉
が
、
書
と
は
文
字
と
そ
の
視
覚
形
象
と

の
緊
張
関
係
を
問
題
と
す
る
視
覚
性
の
芸
術
で
あ
り
、
形
に
対
し
て
造
形
意

識
が
働
い
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
書
は
、
文
字
を
書
く
こ
と
を
場
と
し
て
成

立
し
た
美
術
で
あ
る
と
主
張
し
た
、
と
い
う
。
こ
れ
は
伝
統
書
家
と
い
う
よ

り
、
前
衛
書
家
と
の
交
流
、
思
索
の
交
換
の
過
程
で
、
欧
米
に
お
け
る
抽
象

前
衛
美
術
の
一
般
的
な
動
向
を
背
景
に
、
書
を
西
欧
美
学
の
枠
内
で
理
解
し

よ
う
と
し
た
も
の
と
、
確
か
に
考
え
ら
れ
る
。
作
る
側
で
は
な
く
見
る
側
か

ら
の
思
考
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
が
、
こ
の
理
論
は
前
衛
書
家
た
ち
を
勇
気
づ

け
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
考
え
方
に
対
し
て
、
同
じ
く
京
都
大
学
の
中
国
文

学
者
吉
川
幸
次
郎
が
異
論
を
示
し
た
。
書
の
美
の
存
在
を
認
め
た
上
で
、
書

は
文
字
の
美
術
で
は
な
い
、
書
は
あ
く
ま
で
「
言
葉
」
で
あ
る
、
と
考
え

た8
。
両
者
の
微
妙
な
す
れ
違
い
に
、
本
稿
の
考
察
の
端
緒
が
あ
る
。　

小
山
、
吉
川
と
、
岡
倉
、
井
島
、
こ
れ
ら
歴
史
の
中
の
ふ
た
組
の
意
識
は
、

時
代
と
専
門
領
域
と
文
化
観
を
反
映
し
て
、
興
味
深
い
。
さ
ら
に
、
書
の
源
、

そ
し
て
そ
の
展
開
の
考
察
へ
と
促
さ
れ
る
。

石
川
九
楊
は
、
書
は
、
紙
や
筆
等
に
関
わ
る
筆
触
、
そ
も
そ
も
言
葉
の
筆

跡
で
あ
っ
た
し
、
本
来
そ
う
で
あ
る
と
論
じ
て
、
中
国
の
書
か
ら
日
本
の
書

へ
の
流
れ
を
踏
ま
え
て
、
文
化
史
的
歴
史
的
に
書
の
在
り
方
を
追
跡
し
分
析

す
る9
。
そ
し
て
石
川
は
、
日
本
に
お
い
て
、
書
の
世
界
で
ひ
と
つ
の
踏
み
外

し
が
あ
っ
た
と
す
る
。
敗
戦
後
の
昭
和
、
書
家
比
田
井
天
来
、
鮫
島
看
山
、

上
田
桑
鳩
ら
が
、
書
に
対
し
て
、
字
形
で
な
く
、
作
り
上
げ
る
字
画
を
問
題

に
し
、
筆
意
・
筆
勢
で
な
く
、
線
質
、
線
性
と
い
っ
た
語
彙
で
整
理
す
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
重
大
な
事
柄
と
し
て
彼
は
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
端

的
に
は
、
書
を
線
と
捉
え
た
。
そ
し
て
線
の
表
情
に
前
衛
書
が
生
ま
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
と
い
う
。
前
衛
書
は
西
洋
美
術
の
文
脈
の
中
で
抽
象
芸
術
と
相

照
ら
し
合
い
、
前
衛
書
家
は
国
の
内
外
で
、
さ
ら
に
広
く
世
界
で
、
活
躍
す

る
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
前
衛
書
の
流
れ
の
中
で
、
続
い
て
、
書
家
森
田
子
龍
は
、
西
田
哲
学

や
禅
の
思
想
を
援
用
し
て
、
書
は
作
者
の
生
き
方
の
形
と
考
え
た
。
こ
う
し

て
、
書
は
人
な
り
、
と
い
う
思
考
に
至
る
こ
と
に
な
る
。
森
田
は
文
字
に
対

し
て
、
文
字
規
範
の
制
約
を
受
け
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
真
の
自
由
が
あ
る
の
だ

と
す
る10
。
元
々
絵
を
目
指
し
て
い
た
井
上
有
一
は
、
一
字
書
に
向
か
い
、
抽

象
表
現
主
義
に
繋
が
る
。
西
田
哲
学
創
始
の
西
田
幾
多
郎
は
、
音
楽
と
書
は

対
象
に
と
ら
わ
れ
な
い
抽
象
性
の
点
で
似
て
い
る
と
す
る11
。
ま
た
、
文
芸
全

般
に
対
し
て
吟
味
す
る
大
岡
信
は
、
書
と
舞
踏
と
の
類
似
性
、
そ
れ
ら
の
生

の
在
り
方
に
つ
い
て
語
る12
。
こ
の
よ
う
に
諸
々
の
芸
術
思
想
の
分
野
に
、
書

が
関
係
づ
け
ら
れ
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
書
論
の
流
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
一
面
を
言
い
当
て
て
い
る

書
論
の
い
ず
れ
か
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
複
合
さ
せ
た
も
の
と
し
て
展
開
す
る

と
い
う
。
そ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
書
の
美
が
い
か
な
る
も
の
か
明
確
に
解

明
さ
れ
て
い
な
い
と
も
言
え
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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石
川
は
、
書
の
評
価
に
対
す
る
踏
み
外
し
な
い
し
誤
謬
は
、
書
が
文
字
を

書
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
文
字
を
線
か
ら
な
る
図
形
、
造
形
と
考
え
た
こ

と
に
あ
る
、と
あ
く
ま
で
考
え
る
。
字
画
筆
触
か
ら
絵
画
的
筆
触
＝
ス
ト
ロ
ー

ク
へ
の
踏
み
外
し
の
筆
頭
は
、
前
衛
書
家
た
ち
の
師
比
田
井
天
来
で
あ
る
、

と
石
川
は
推
察
す
る
。
石
川
は
、
書
字
は
文
字
を
書
く
こ
と
で
は
な
く
、
言

葉
を
書
く
こ
と
で
あ
り
、
文
字
は
線
に
よ
る
図
形
・
造
形
で
は
な
く
、
言
葉

そ
の
も
の
で
あ
る
、
ゆ
え
に
そ
の
跡
は
筆
跡
で
あ
っ
て
、
言
葉
の
か
た
ま
り

で
あ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
跡
の
美
で
あ
る
書
は
、
造
形
や
美
術

で
は
な
く
、
文
学
の
一
種
、
本
来
的
に
文
学
で
あ
る
、
と
書
家
石
川
は
結
論

づ
け
る
に
至
る
の
で
あ
る13
。

二　

フ
ラ
ン
ス
近
現
代
詩

さ
て
次
に
、
西
洋
フ
ラ
ン
ス
一
九
世
紀
後
半
の
象
徴
派
詩
人
マ
ラ
ル
メ
に

つ
い
て
問
題
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
い
。
詩
、
文
芸
、
芸
術
に
対
し
て
真
摯

に
向
き
合
っ
た
マ
ラ
ル
メ
は
、
最
晩
年
の
画
期
的
作
品
と
し
て
、
一
篇
の
詩

「
骰
子
一
擲14
」
を
発
表
し
た
。
そ
れ
は
図
形
詩
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

ま
さ
に
一
一
面
の
紙
面
に
、
多
様
な
字
体
と
大
小
様
々
の
活
字
を
配
置
し
た

斬
新
な
試
み
で
あ
り
、
視
覚
的
な
詩
句
表
現
で
あ
る
。
一
面
か
ら
最
終
面
を

通
じ
て
、
中
心
と
な
る
活
字
に
沿
っ
て
、
核
と
な
る
一
文
を
読
み
通
す
こ
と

が
で
き
、
そ
の
周
囲
に
多
様
な
大
き
さ
・
字
体
に
よ
る
従
属
的
な
詩
句
と
い

う
べ
き
も
の
が
、
思
考
や
そ
の
リ
ズ
ム
や
音
調
が
念
頭
に
置
か
れ
な
が
ら
布

置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宇
宙
を
模
し
た
図
形
詩
と
も
言
わ
れ
、
図
と
意
味

を
対
照
さ
せ
る
即
物
的
で
具
体
的
な
解
釈
も
為
さ
れ
て
い
る
が
、
語
の
配
置

と
し
て
は
、
言
葉
は
文
字
や
音
節
で
分
断
さ
れ
て
は
い
な
い
。
言
葉
や
文
字

は
水
平
に
置
か
れ
、
決
し
て
曲
線
状
態
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
文
字
が
様
々

な
角
度
を
も
っ
て
置
か
れ
て
文
字
群
が
斜
め
や
曲
線
を
成
す
、
と
い
っ
た
こ

と
は
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
具
体
物
を
文
字
で
な
ぞ
っ
た
在
り
方
と

は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
具
体
物
が
詩
の
対
象
と
は
な
っ

て
い
な
い
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
言
語
表
現
の
線
条
性
か
ら
の
解
放

と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
あ
く
ま
で
言
葉
、
詩
句
が
意
味
と
音
を
保
持
し

て
図
形
的
に
配
置
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
言
葉
の
宇
宙
、

詩
の
宇
宙
を
、
そ
の
意
味
の
軽
重
や
浮
沈
、
思
考
の
在
り
方
に
し
た
が
っ
て
、

紙
面
に
浮
上
さ
せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
絵
・
美
術
か
、あ
る
い
は
詩
・

文
学
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
別
の
い
わ
ゆ
る
図
形
詩
と
比
べ
れ
ば
、
絵
・
美
術

の
空
間
性
視
覚
性
が
取
り
込
ま
れ
た
詩
、
す
な
わ
ち
言
葉
が
生
き
て
い
る
文

学
と
答
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

他
方
、
二
〇
世
紀
初
頭
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
詩
人
ア
ポ

リ
ネ
ー
ル
も
、
よ
く
似
た
試
み
を
し
て
い
る
。
文
字
・
詩
句
に
よ
っ
て
、
絵

図
を
描
き
、
詩
篇
と
成
す
。
カ
リ
グ
ラ
ム
と
呼
ば
れ
る
。
し
ば
し
ば
同
じ
図

形
詩
と
し
て
マ
ラ
ル
メ
の
継
承
と
さ
れ
る
が
、
似
て
非
な
る
様
相
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
作
品
に
見
ら
れ
る
の
は
、
詩
句
と
し
て

は
も
ち
ろ
ん
、
言
葉
も
、
文
字
綴
り
さ
え
分
断
さ
れ
分
解
さ
れ
、
文
字
が
具

体
物
の
描
き
に
役
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
当

然
、
多
様
な
角
度
を
も
つ
斜
め
の
文
字
配
列
も
あ
れ
ば
、
文
字
群
が
曲
線
を

成
す
も
の
も
あ
る15
。
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
な
ら
で
は
夢
想
の
領
域
に
関
わ

り
、
描
か
れ
る
具
体
物
は
、
現
実
の
物
理
的
大
小
関
係
や
実
際
的
位
置
関
係

か
ら
外
れ
た
大
小
関
係
や
位
置
関
係
を
示
し
て
は
い
る
が
、
個
々
の
具
体
物

を
あ
る
程
度
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
表
現
に
お
い
て
は
具
体
物
が
文
字

で
描
か
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る16
。
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し
た
が
っ
て
、
両
者
間
に
、
文
字
な
い
し
言
葉
に
対
す
る
詩
人
と
し
て
の

意
識
の
違
い
に
気
づ
か
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
前
者
マ
ラ
ル
メ
は
、
あ

く
ま
で
、
詩
句
・
言
葉
を
そ
れ
と
し
て
、
そ
の
連
な
り
と
し
て
捉
え
、
言
葉

上
の
布
置
可
能
性
を
求
め
、
結
果
と
し
て
、
言
葉
・
詩
句
の
独
自
の
配
置
を

試
み
た
。
後
者
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
、
言
葉
・
詩
句
を
分
断
し
、
文
字
を
ひ
と

つ
の
描
き
の
材
料
と
し
て
活
用
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
点
で
後
者
は
文
字
で
絵
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は

も
ち
ろ
ん
、
描
か
れ
る
対
象
が
、
後
者
で
は
個
々
の
具
体
物
で
あ
り
、
前
者

に
お
い
て
は
抽
象
的
思
索
で
あ
る
こ
と
と
も
関
係
す
る
。

こ
こ
に
は
、
一
歩
の
違
い
と
い
っ
た
も
の
を
越
え
る
大
き
な
意
識
の
違
い

が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
詩
の
営
み
と
し
て
、
言
葉
の
可
能

性
・
不
可
能
性
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
追
求
す
る
意
識
と
、
言
葉
を
言
葉
と
し
て

は
抹
殺
し
て
軽
や
か
に
美
術
の
領
域
に
踏
み
越
え
る
意
識
が
見
受
け
ら
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
違
い
は
優
劣
の
問
題
で
は
な
い
。
た
だ
、「
詩
・
言
葉
」
の
探

求
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
後
者
に
は
一
種
の
踏
み
外
し
が
見
ら
れ
る
と
言
う

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
書
に
お
け
る
、
現

代
前
衛
書
へ
の
展
開
の
際
の
踏
み
外
し
、
つ
ま
り
、
文
字
で
は
な
く
言
葉
を

書
く
と
い
う
書
の
根
本
的
意
識
か
ら
の
踏
み
外
し
に
似
て
い
る
と
言
え
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
意
識
は
、
芸
術
そ
の
も
の
の
考
え
方
、
現
実
に
対

す
る
表
現
に
も
関
わ
っ
て
ゆ
く
と
思
わ
れ
る
。

マ
ラ
ル
メ
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
そ
の
極
限
の
在
り
方
の
ひ
と
つ
と
し
て
図

形
詩
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、前
衛
芸
術
に
お
い
て
、ア
ポ
リ
ネ
ー

ル
の
前
段
階
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
前
衛
書
が
書
の
本
質
を
失
う
と

こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
こ
の
点
に
お
い
て
は
文
学
の
本
質

か
ら
逸
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
二
人
に
は
、
作
品
創
造
の
段
階
の

違
い
と
い
う
よ
り
、
文
学
・
創
造
に
対
す
る
意
識
の
違
い
、
思
考
の
層
の
違

い
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
美
術
、
造
形
芸

術
に
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
は
近
い
、
と
単
純
に
言
う
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

三　

余
白
の
意
識

こ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
マ
ラ
ル
メ
と
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
相
違
と

し
て
、
上
記
に
関
連
し
た
も
う
ひ
と
つ
の
要
素
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
後

者
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
は
見
ら
れ
ず
、
マ
ラ
ル
メ
に
は
本
質
的
な
空
白
、
余
白
、

白
紙
、
な
い
し
は
虚
無
の
思
索
で
あ
る
。
マ
ラ
ル
メ
は
、
す
べ
て
が
あ
り
す

べ
て
が
な
い
と
い
っ
た
思
考
に
拠
る
全
的
な
白
紙
に
向
か
っ
て
、
言
葉
と
し

て
ま
だ
生
み
だ
さ
れ
て
い
な
い
、
ま
だ
混
沌
の
中
に
潜
ん
で
い
る
言
葉
を
掘

り
起
こ
し
、
言
葉
・
詩
句
の
相
互
の
均
衡
・
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
な
が
ら
、
音

と
意
味
の
全
体
性
の
中
に
配
置
し
、
言
葉
や
詩
を
浮
上
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う

詩
的
行
為
に
つ
い
て
探
究
す
る17
。
そ
し
て
そ
う
し
た
詩
的
行
為
・
そ
の
表
現

は
、
い
わ
ば
元
の
白
紙
と
同
等
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
導
き
、
こ
こ
に
白
紙

の
真
正
さ
を
得
る
の
だ
と
言
う18
。
こ
う
し
た
創
造
行
為
に
関
わ
る
抽
象
的
感

覚
を
も
っ
て
、
い
わ
ば
余
白
と
余
白
外
と
は
等
価
値
で
あ
る
と
考
え
る
。
ア

ポ
リ
ネ
ー
ル
に
は
こ
の
よ
う
な
創
造
に
関
わ
る
存
在
の
思
考
は
見
受
け
ら
れ

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
、
思
索
は
即
物
的
具
体
的

で
あ
り
、
そ
れ
が
即
物
的
直
接
的
な
描
き
、
眼
前
の
対
象
で
あ
れ
夢
想
の
対

象
で
あ
れ
具
体
的
事
物
を
文
字
で
象
る
と
い
う
描
き
を
生
み
出
す
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
書
に
お
い
て
、
先
に
そ
の
思
考
を
検
討
し
た
書
家
石
川
は
、
こ
う
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し
た
問
題
に
関
し
て
ど
う
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
抽
象
芸
術
の
画

家
で
あ
り
理
論
家
で
あ
る
バ
ゼ
ー
ヌ
を
取
り
上
げ19
、
上
記
に
似
た
白
紙
の
意

識
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
は
書
に
お
け
る
白
紙
の
意
識
、
書
く
意
識
に
呼
応
す

る
も
の
だ
と
捉
え
て
い
る
。
創
造
に
、
白
・
空
白
の
意
識
に
集
約
さ
れ
る
在

り
方
・
思
索
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、
言
葉
に
対
す
る
、
さ
ら
に
は
創
造
に
対

す
る
深
層
の
呼
応
が
、
マ
ラ
ル
メ
と
書
に
認
め
う
る
と
思
わ
れ
る20
。
こ
れ
は

ど
の
よ
う
な
価
値
を
担
っ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。　
　
　

四　

抽
象
芸
術

関
連
し
て
ゆ
く
抽
象
芸
術
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
友
人
、

キ
ュ
ビ
ス
ム
の
ピ
カ
ソ
は
、
物
質
性
の
回
復
と
し
て
、
新
聞
紙
や
雑
誌
等
の

切
れ
端
を
画
布
に
貼
り
付
け
た
。
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
手
法
で
あ
る
。
文
字
を
見

せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
じ
く
キ
ュ
ビ
ス
ト
と
し
て
、
ピ

カ
ソ
の
友
人
ブ
ラ
ッ
ク
は
、
ピ
カ
ソ
よ
り
早
く
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
手
法
を
用
い

た
。
彼
ら
は
楽
器
を
描
く
絵
に
譜
面
を
貼
り
つ
け
た
り
も
し
た
。
こ
の
時
、

文
字
や
音
を
表
す
媒
体
は
、
そ
れ
自
体
の
本
来
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う

の
で
は
な
く
、
絵
画
に
従
属
し
絵
画
表
現
の
手
助
け
を
し
て
い
る
、
そ
う
し

た
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
の
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の
場

合
は
、
同
様
の
意
味
で
、
や
は
り
文
字
が
絵
の
手
助
け
を
し
な
が
ら
詩
・
文

学
の
一
様
相
を
見
せ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
ブ
ラ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
表
層
の
試
み
と
し
て
乗
り
越

え
ら
れ
る
べ
き
一
段
階
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
は
、
芸
術

性
・
創
造
性
の
表
現
と
し
て
、
別
に
言
葉
を
綴
っ
た
。
彼
は
詩
画
集
『
昼
と

夜21
』
で
、
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
書
い
た
が
、
そ
の
言
葉
に
並
置
さ
れ
る
絵
の
描

き
は
な
い
。
ピ
カ
ソ
と
異
な
り
、
視
覚
の
表
面
で
は
混
ぜ
ら
れ
な
い
行
為
は
、

深
層
に
お
け
る
マ
ラ
ル
メ
と
の
共
通
性
を
思
わ
せ
る
。
思
想
に
関
わ
る
深
浅

が
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
ブ
ラ
ッ
ク
に
は
、
虚
無
の
意
識
、
空
白
・
空
無
の

認
識
が
あ
り
、
創
造
と
は
何
か
と
創
造
自
体
を
深
刻
に
問
う
姿
勢
が
あ
っ
た
。

東
洋
の
芸
術
に
深
く
関
心
を
抱
く
ブ
ラ
ッ
ク
に
は
、
詩
画
集
『
昼
と
夜
』
の

ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
随
所
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
虚
無
、
空
白
、
白
紙
の
意
識

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
ブ
ラ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
絵
と
言
葉
は
、

本
質
的
に
異
な
る
表
現
世
界
、
あ
る
い
は
表
層
と
し
て
相
互
に
異
な
る
世
界

と
し
て
あ
り
、
直
接
混
成
で
き
な
い
、
し
か
し
な
が
ら
、
共
に
同
様
の
創
造

性
を
示
し
う
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
実
の
社
会

と
女
性
に
応
じ
て
カ
メ
レ
オ
ン
の
よ
う
に
画
布
を
変
え
た
と
言
わ
れ
る
ピ
カ

ソ
に
、
こ
う
し
た
創
造
上
思
考
上
の
虚
無
の
意
識
は
見
受
け
ら
れ
な
い
と
思

わ
れ
る
。
よ
り
現
実
に
即
し
た
芸
術
表
現
の
感
覚
が
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ

う
か
。
深
浅
は
も
ち
ろ
ん
価
値
の
高
低
で
は
な
い
。
性
質
の
違
い
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
も
つ
。

さ
て
、
こ
の
ブ
ラ
ッ
ク
に
依
拠
す
る
の
が
、
前
出
、
書
家
石
川
が
指
摘
し

た
バ
ゼ
ー
ヌ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
白
紙
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
だ
す
創
造

の
意
識
、
現
実
と
創
造
に
関
わ
る
虚
無
の
感
覚
の
共
鳴
が
あ
る22
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
書
家
石
川
に
よ
れ
ば
、
伝
統
書
を
含
み
本
来
的
に
、
書
の
認
識
に
通

じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う23
。
だ
と
す
れ
ば
、
空
白
の
意
識
は
、
詩
や
絵
画
に

お
い
て
は
、
単
に
現
代
芸
術
に
特
有
の
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る

思
索
の
深
さ
、
現
実
と
の
距
離
、
芸
術
媒
体
の
極
限
の
追
究
の
中
で
見
ら
れ
、

他
方
、
書
に
お
い
て
は
、
常
に
意
識
さ
れ
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
は
、
芸
術
の
深
さ
、
思
索
や
反
省
的
意
識
に
関
わ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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抽
象
芸
術
に
虚
無
や
空
白
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
方
、
虚
無
や

空
白
は
抽
象
的
芸
術
に
見
ら
れ
う
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
書

は
抽
象
的
な
芸
術
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
振
り
返
れ
ば
、
哲
学

者
西
田
幾
多
郎
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
書
は
音
楽
と
同
様
に
抽
象
性
を
も
つ

芸
術
で
あ
る
と
語
り
、
大
岡
信
も
、
書
と
舞
踏
を
並
べ
て
相
通
じ
る
生
の
意

識
や
表
現
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
。
マ
ラ
ル
メ
の
思
索
に
お
い
て
は
、
音
楽

や
舞
踏
の
抽
象
的
価
値
に
つ
い
て
確
認
で
き
る24
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
抽
象
性

は
、
現
実
と
の
距
離
、
具
体
物
と
の
距
離
と
し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

う
し
た
抽
象
性
に
、
空
白
の
思
索
、
す
な
わ
ち
創
造
自
体
に
関
わ
る
思
考
と

意
識
が
あ
り
え
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

諸
芸
術
の
極
地
は
、
思
考
を
も
っ
て
、
抽
象
性
に
至
り
う
る
。
そ
し
て
そ

こ
に
虚
無
の
意
識
が
あ
り
う
る
。
こ
の
虚
無
・
空
白
を
巡
っ
て
考
え
れ
ば
、

芸
術
は
、
具
体
と
抽
象
、
現
実
と
非
現
実
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
ぎ
り

ぎ
り
に
成
立
し
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は

多
様
な
レ
ベ
ル
で
、
詩
も
絵
も
触
れ
合
い
、
重
な
り
う
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
点
を
、
芸
術
の
相
互
性
、
文
化
の
相
互
性
の
面
か
ら
考
え
て
み
た

い
。
そ
の
よ
う
な
例
を
次
に
見
て
、
芸
術
の
本
来
的
在
り
方
に
つ
い
て
考
察

を
展
開
さ
せ
た
い
と
思
う
。

五　

芸
術
と
文
化
の
広
が
り　

一
九
五
〇
年
代
に
ド
イ
ツ
で
活
躍
し
た
ス
イ
ス
の
詩
人
オ
イ
ゲ
ン
・
ゴ
ム

リ
ン
ガ
ー
が
、
マ
ラ
ル
メ
や
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
を
挙
げ
、
彼
ら
の
作
品
や
思
索

に
拠
り
所
を
求
め
な
が
ら
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ポ
エ
ト
リ
ー
「
具
体
詩
」
を

提
唱
し
発
表
し
た25
。
最
初
の
詩
集
『
星
座
』
の
刊
行
は
一
九
五
三
年
で
あ
る
。

文
字
に
よ
る
図
形
・
デ
ザ
イ
ン
で
あ
り
、「
線
行
の
詩
か
ら
星
座
の
よ
う
な

配
置
へ
」
と
い
う
思
考
の
基
に
創
造
さ
れ
た
作
品
で
あ
る26
。
詩
と
詩
論
か
ら

な
り
、「
星
座
」
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
語
空
間
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
詩
論

の
冒
頭
に
、
マ
ラ
ル
メ
の
「
骰
子
一
擲
」
中
の
詩
句
「
お
そ
ら
く　

コ
ン
ス

テ
ラ
シ
オ
ン　

以
外
に
は　

な
に
ひ
と
つ
生
起
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
が
載

せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う27
。

繰
り
返
せ
ば
、
指
摘
さ
れ
た
マ
ラ
ル
メ
の
こ
の
作
品
は
、
語
の
分
断
の
な

い
詩
行
で
あ
る
。
ゴ
ム
リ
ン
ガ
ー
の
表
現
と
は
、
こ
の
意
味
で
異
な
っ
て
い

る
。
ゴ
ム
リ
ン
ガ
ー
に
感
銘
を
受
け
た
向
井
昌
太
郎
は
、
同
様
の
試
み
を
し

て
い
る
。
向
井
の
作
品
は
、
い
わ
ば
中
間
的
に
文
字
に
よ
る
き
っ
か
け
が
あ

り
、
言
葉
に
繋
が
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る28
。
し
か
し
詩
句
に
は
な
っ
て
い
ず
、

文
字
と
言
葉
に
よ
る
造
形
性
が
際
立
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
ゴ
ム
リ
ン
ガ
ー

を
引
き
継
い
で
い
る
と
言
え
る
。
ゴ
ム
リ
ン
ガ
ー
の
作
品
は
、
文
字
の
助
け

を
介
し
た
、
や
は
り
視
覚
的
芸
術
、
美
術
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
ゴ
ム
リ
ン
ガ
ー
の
創
造
性
に
は
、
白
紙
・
虚
無
の
意
識
が

あ
り
、
創
造
の
本
質
自
体
が
反
省
的
に
思
索
さ
れ
る
。
こ
の
面
で
は
、
マ
ラ

ル
メ
の
継
承
と
確
か
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
マ
ラ
ル
メ
と
ア

ポ
リ
ネ
ー
ル
を
同
列
に
置
い
た
ゴ
ム
リ
ン
ガ
ー
や
向
井
昌
太
郎
は
、
表
現
と

し
て
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
に
近
く
、
創
造
の
意
識
と
し
て
マ
ラ
ル
メ
に
近
い
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
芸
術
の
継
承
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
か
。
多
様
な
レ
ベ
ル
で
、
自
ら
の
創
造
性
に
呼
応
す
る
部
分
を
取
り
込
ん

で
ゆ
く
、
そ
れ
を
影
響
関
係
と
言
う
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

マ
ラ
ル
メ
と
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
、
西
欧
伝
統
の
崩
壊
を
見
た
の
は
、
フ
ラ
ン

ス
の
デ
リ
ダ
で
あ
ろ
う
が29
、
ゴ
ム
リ
ン
ガ
ー
は
、
明
治
近
代
化
の
嵐
に
埋
も
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れ
よ
う
と
し
て
い
た
日
本
美
術
を
救
い
だ
し
た
恩
人
と
言
わ
れ
る
フ
ェ
ノ
ロ

サ
が
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
と
共
に
著
し
た
『
詩
の
媒
体
と
し
て
の
漢
字
考
』

に
注
目
す
る
。
日
本
文
化
に
深
く
傾
倒
し
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
漢
字
の
象
形
性

に
留
意
し
て
い
る
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
、
音
声
記
号
で
あ
る
西
欧
言
語
に
対
し

て
、
そ
の
言
語
の
線
形
性
と
道
具
性
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
音
声
記

号
の
表
記
法
に
比
し
て
漢
字
の
映
像
的
な
表
意
性
に
、
原
初
の
言
葉
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
彼
は
見
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る30
。
マ
ラ
ル
メ
と
同
時
代
に
、

フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
こ
う
し
た
独
自
の
詩
論
を
表
し
た
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。

漢
字
を
身
ぶ
り
言
語
、
思
想
絵
画
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
共

に
日
本
美
術
を
復
活
さ
せ
た
前
出
岡
倉
天
心
に
よ
る
、
書
の
美
術
説
が
、
こ

の
視
角
か
ら
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
も
同

列
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
相
違
は
、
言
葉
に
対
す
る
認
識
、

言
葉
の
限
界
を
推
し
進
め
て
い
る
か
否
か
、
そ
の
意
識
の
有
無
、
思
想
性
の

有
無
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
正
確
に
は
、
継
承
や
影
響
関
係
に
は
、
表
層
か
ら

創
造
意
識
ま
で
、
多
様
な
レ
ベ
ル
が
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

日
本
で
の
具
体
詩
・
視
覚
詩
、
北
園
克
衛31

や
新
国
誠
一32

の
場
合
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
詩
と
絵
の
間
で
、
作
品
は
絵
の
方
に
傾
い
て
ゆ
く
。

漢
字
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ポ
エ
ト
リ
ー
と
し
て
、
彼
ら
も
ま
た
マ
ラ
ル

メ
や
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
を
同
列
に
挙
げ
、
彼
ら
を
根
拠
に
す
る
と
い
う
。
し
か

し
、
当
然
と
い
う
べ
き
か
、
言
葉
と
い
う
よ
り
は
文
字
と
し
て
扱
わ
れ
た
表

現
と
し
て
の
詩
・
図
形
詩
は
、
詩
そ
れ
自
体
と
し
て
長
続
き
す
る
と
い
う
よ

り
、
絵
に
文
字
が
活
用
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
美
術
へ
の
吸
収
の
道
を
辿
る
。

美
術
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
デ
ザ
イ
ン
の
領
域
に
直
結
し
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
彼
ら
に
も
創
造
に
対
す
る
深
い
問
題
意
識
が
あ
る
。
や
は
り
、

彼
ら
自
身
の
創
造
性
の
方
向
に
お
い
て
、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
か
ら
表
層
の
表
現

を
取
り
込
み
、
マ
ラ
ル
メ
か
ら
深
層
の
表
現
意
識
・
創
造
意
識
を
汲
み
取
っ

た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
特
に
外
国
の
文
芸
文
化
、
と
り
わ
け
言
葉
に

関
わ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
感
化
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
、
影
響
関
係
と
い
う
も

の
に
、
多
様
な
レ
ベ
ル
や
角
度
が
あ
り
、
一
面
的
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
に
お
け
る
具
体
詩
の
場
合
、

文
字
で
描
か
れ
言
葉
が
分
断
さ
れ
る
と
、
趣
旨
の
違
い
が
出
て
き
そ
う
で
あ

り
、
東
西
の
文
字
の
相
違
が
そ
れ
を
際
立
た
せ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た

こ
と
を
も
含
め
て
、
影
響
の
多
様
性
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
う
す
る
と
影
響
関
係
と
い
う
問
題
の
錯
綜
と
面
白
さ
、
そ
し
て
判
断
の

危
険
性
に
思
考
が
広
が
る
こ
と
に
な
る
。
考
察
の
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
、
日
本
の
芸
術
や
文
化
の
、
西
洋
の
取

り
込
み
で
あ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
風
潮
に
つ
い
て
、
西
洋
芸
術
は
、
時
代
の

文
化
の
流
れ
の
な
か
で
、
東
洋
へ
の
注
目
に
よ
り
、
そ
の
自
然
観
や
表
現
法

を
多
様
な
角
度
か
ら
摂
取
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う33
。
西
洋
文
化
全
体
の
大
転

換
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
マ
ネ
が
、
墨
絵
の
筆

触
で
、
マ
ラ
ル
メ
に
よ
る
ポ
ー
の
訳
詩
『
大
烏
』
に
挿
絵
を
描
き
、
ま
た
漢

字
の
真
似
事
の
よ
う
な
も
の
を
残
し
て
い
る
こ
と34
、
こ
こ
に
す
ぐ
書
を
見
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
マ
ネ
に
と
っ
て
そ
れ
は
文
字
で
は
な
く
、
問
題
は
タ
ッ

チ
で
あ
り
意
図
は
絵
図
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ミ
シ
ョ
ー
が
言
葉
の

発
生
を
図
に
描
い
て
い
る
こ
と
も
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ

を
土
台
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
洋
の
文
字
の
発
生
の
表
現
と
は
相
違
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い35
。
ミ
シ
ョ
ー
の
即
興
的
筆
触
の
絵
図
が
必
ず
し

も
、
た
と
え
ば
東
洋
世
界
の
直
線
的
影
響
を
示
す
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
、
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前
衛
書
が
前
衛
美
術
と
直
接
繋
が
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
に
は
し
ば
し
ば
共
に
深
い
無
の
意
識
、
創

造
の
意
識
の
存
在
が
見
受
け
ら
れ
た
。

結
び以

上
の
よ
う
に
、
芸
術
諸
ジ
ャ
ン
ル
は
影
響
し
合
い
、
充
実
し
た
進
展
を

見
せ
た
り
、
あ
る
い
は
意
外
な
展
開
を
示
し
た
り
す
る
。
文
化
の
交
流
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
大
雑
把
に
ひ
と
か
ら
げ
に
す
る
の
で
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
影
響
を
、
個
々
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
見
極
め
、
そ
の
意
味
を
探

究
す
れ
ば
、
新
た
に
影
響
元
の
意
味
を
再
確
認
し
究
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

表
層
の
継
承
や
影
響
関
係
と
は
別
に
、
創
造
の
意
識
の
レ
ベ
ル
の
問
題
が

あ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
共
鳴
関
係
が
あ
る
。
創
造
に
対
す
る
空
無
の
意
識
は
、

理
論
的
支
柱
と
し
て
、
し
ば
し
ば
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図１　マラルメ「骰子一擲」（第十一面）

図２　アポリネール『カリグラム』（左：「ネクタイと時計」右：「雨」）
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