
 

Kobe Shoin Women’s University Repository 
 

 

 

Title 

 

ブラックとバルト : イメージと文字の間 

Braque et Barthes —entre les images et les lettres— 

 

Author(s) 

 

宗像 衣子（MUNAKATA Kinuko） 

 

Citation 

 

研究紀要（SHOIN REVIEW），第 44 号：27-44 

 

Issue Date 

 

2003 

 

Resource Type 

 

Bulletin Paper / 紀要論文 

 

Resource Version 

 

 

 

URL 

 

 

 

Right 

 

 

 

Additional Information 

 

 

 

 

 



ブ

ラ

ッ
ク
と

バ

ル
ト

イ
メ
ー
ジ
と
文
字

の
問

宗

像

衣

子

一

は

じ
め

に

描
く
こ
と
と
書
く
こ
と
、
イ
メ
ー
ジ
の
芸
術
と
こ
と
ば
の
芸
術
は
ど

の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
も

つ
の
だ
ろ
う
か
。
詩

人
が
画
家
の
画
布
に

魅
か
れ
、
画
家
が
詩
人
の
心
に
感
化
を
受
け
る
。
詩
人
が
絵
を
語
り
、
画
家
が
詩
人
と
交
友
す
る
。
そ
し
て
、
絵
を
描

く
詩
人
が
お
り
、
文

を
書
く

画
家
が

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
諸
芸
術
の
繋
が
り
に
対
し
て
固
有
の
体
験
を
し
、
思
索
し
実
践
を
試
み
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ひ
と

つ
の

例
を
眺

め
て
み
た

い
と
思
う
。
そ
こ
に
芸
術
の
深
層
に
触
れ
る
貴
重
な
創
造
の
在
り
様
が
発
見
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
か
か
わ
る
文

化
の
様
相
、
比
較
文
化
に
か
か
わ
る
事
象
が
何
か
し
ら
見
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。

本
論

で
は
、
詩
、
詩
的
な
る
も
の
に
関
心
を
抱
き
な
が
ら
、
描
き
続
け
ま
た
書
き
続
け
た
瞑
想
的
な
画
家
ブ
ラ
ッ
ク

に
つ
い
て
、
描
く
こ

と
と
書
く
こ
と
と
の
関
連
の
問
題
を
検
討
し
、
さ
ら
に
書
く
こ
と
に
意
識
的
で
あ

っ
た
画
家
た
ち
を
対
象
に
同
様

の
問
題
を
扱

っ
た
文
芸
評

論
家
ロ
ラ
ン

・
バ
ル
ト
の
思
考
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
そ
れ
ら
の
考
察

の
過
程
で
思
索
的
な
詩
人
と
し
て
の
マ
ラ
ル

メ
の
創
作
の
意
識
が

彼
ら
と
照
ら
し
合
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
に

つ
い
て
言
及
し
た

い
と
思
う
。
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ニ

ブ

ラ

ッ
ク

の
箴
言
集

『
昼
と

夜

』

で
は
ま
ず
、
詩
的
意
識
を
備
え
、
そ
れ
を
文
に
も
表
し
た
画
家
の
ひ
と
り
、
ジ

ョ
ル
ジ
ュ

・
ブ
ラ
ッ
ク
を
取
り
上
げ

た
い
。
ブ
ラ
ッ
ク
は
、

一
八
八
二
年
、
パ
リ
郊
外
で
生
ま
れ
、
入
年
後
、
ル

・
ア
ー
ヴ
ル
に
家
族
と
共
に
居
を
移
す
。
リ
セ
に
通
い
つ
つ
美
術
学
校

で
学
ぶ
。

一
九

〇
〇
年
、
パ
リ
に
上
り
、
モ
ン
マ
ル
ト
ル
で
絵
を
学
び
続
け
る
。

一
九
〇
二
年
か
ら
ア
カ
デ
ミ
ー

・
ア
ン
ベ
ー
ル
に
通
う
。

一
九
〇
五
年
、

サ
ロ
ン

・
ド
ー
ト
ン
ヌ
で
マ
チ
ス
ら
の
画
布
に
感
銘
を
受
け
る
。

一
九
〇
六
年
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
に
初
出
品
。
翌
年

、
サ
ロ
ン

・
ド
ー
ト

ン
ヌ
の
セ
ザ
ン
ヌ
回
顧
展
に
感
動
す
る
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
を
介
し
て
ピ
カ
ソ
と
知
り
合

っ
た
の
は
、

一
九
〇
七
年
、
ブ

ラ
ッ
ク
ニ
五
歳
の
と

き
で
あ

る
。

一
九

=

年
、
ピ
カ
ソ
と
の
共
同
制
作
が
始
ま
る
。
画
布
に
文
字
と
数
字
を
組
み
込
み
、
ピ

カ
ソ
も
同
様

の
試
み
を
企
て
る
。

一
九

一
二
年
、
パ
ピ

エ

・
コ
レ
を
ブ
ラ
ッ
ク
が
試
み
た
。

↓
九

一
四
年
、
第

一
次
世
界
大
戦
で
頭
部
を
負
傷
し
、

一
時
意
識
を
失
う
が
、
取

り
戻
す

。
二
年
後
兵
役
解
除
、
そ
の

一
年
後
、

一
九

一
七
年
か
ら
手
帖

『昼
と
夜
』
を
作
成
し
始
め
る
。
そ
こ
で
は
描
く
こ
と
と
書
く
こ
と

の
全
体
が
思
考
さ
れ
実
践
さ
れ
て
い
る
。

一
九
二

一
年
、
サ
テ
ィ
の
喜
劇

の
た
め
に
木
版
画
を
制
作
。
舞
台
装
飾
、

彫
刻
を
も
手
が
け
る
。

一
九
三

一
年
、

ヘ
シ
オ
ド
ス
の

『神
統
記
」
を
テ
ー
マ
に

エ
ッ
チ
ン
グ
を
お
こ
な
う
。

一
九
五
九
年
頃
か
ら
、
エ
ル
ガ

i
、
ル
ヴ

ェ
ル
デ
ィ
、

サ
ン
ー
ジ

ョ
ン

・
ペ
ル
ス
、
シ
ャ
ー
ル
な
ど
、
友

で
あ
る
詩
人
た
ち
の
挿
絵
版
画
を
試
み
る
。

「
九
六
三
年
に
八

一
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
あ

く
ま
で
自
ら
の
道
を
歩
ん
だ
ブ
ラ
ッ
ク
は
、
ピ
カ
ソ
に
比
べ
、
そ
れ
ほ
ど
目
立
た
な
い
創
作

の
生
涯
を
送

っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

描
く
こ
と
と
書
く
こ
と
に
対
峙
し
、
そ
れ
を
地
道
に
実
践
し
続
け
た
真
摯
な
態
度
は
、
深
く
心
に
響
く
。
多
様
な
側
面
か
ら
探
究
す
る
価
値

が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
キ

ュ
ビ
ス
ム
の
画
家
、
ブ
ラ
ッ
ク

(
一
八
八
ニ
ー

一
九
六
三
)
に
よ
る

『
昼
と
夜
』
と

い
う
手
帖
は
、

「
九
四
八
年
に
出
版
さ
れ
た

彼
の
画
文
集
か
ら
ア
フ
ォ
リ
ズ

ム
の
部
分
が
取
り
出
さ
れ
、
さ
ら
に

一
九
四
七
か
ら
五
二
年
ま
で
に
書
か
れ
た
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
が
加
え
ら
れ

一28一



た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

一
九

一
七
年

(三
五
歳
)
か
ら

一
九
五
二
年

(七
十
歳
)
ま
で
、
三
五
年
間
に
書
か
れ
た
文
を
集
め
た
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
絵
画
、
芸
術
、
世
界
、
そ
し
て
書
く
こ
と
に
つ
い
て
の
断
章
で
あ
り
、
簡
潔
な
表
現
の
う
ち
に
多

く
を
物
語
る
も

の
で

あ
る
。
画
家
が
、
描
く
こ
と
と
書
く
こ
と
に
つ
い
て
書
い
た
文
と
し
て
看
過
で
き
な

い
。

ω

一
七
六
の
示
唆
に
富
ん
だ
興
味
深
い
文
章
群
か
ら
、
い
く

つ
か
を
今
回
の
問
題
に
応
じ
て
取
り
だ
そ
う
。
そ
れ
を
テ
ー
マ
に
沿

っ
て
ま
と

め
、
考
察
し
た
い
と
思
う
。
特
に
上
述
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
ブ
ラ
ッ
ク
な

い
し
こ
の
作
品
が
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
思
わ

れ
る
の
で
、
こ
の
観
点
か
ら
い
く
ら
か
で
も
新
た
な
ブ
ラ
ッ
ク
の
価
値
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
同
時
に
、

描
く
こ
と
と
書
く
こ
と
、
イ
メ
ー
ジ
と
こ
と
ば
の
問
題
に
対
し
て
新
た
な
思
索
を
加
え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、

一
九
四
七
年
以
後
に

書
か
れ
た
も
の
は
、
文
頭
に
仮
に
付
し
た
下
記
通
し
番
号
の

=

六
以
降
に
相
当
す
る
。

1

絵
画

0
0
四

〇
二
五

〇
九
九

一
二
〇

一
五
〇

描
い
た
も
の
を
見
せ
る
だ
け
で
は
足
り
な

い
、
さ
ら
に
琴
線
に
触
れ
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

画
家
は

一
つ
の
逸
話
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、

一
つ
の
絵
画
的
事
実
を
構
成
す
る

こ
と
に
努
め
て
い
る
。

形
と
色
は
混
ざ
り
合
わ
な

い
。
そ
こ
に
は
同
時
性
が
あ
る
。

わ
た
し
の
場
合
、
描
き
出
さ
れ
た
も

の
は

つ
ね
に
予
期
さ
れ
た
も

の
を
超
え
て
い
る
。

わ
た
し
に
は
変
形
す
る
必
要
が
な

い
。
つ
ま
り
無
形
の
も
の
か
ら
出
発
し
て
造
形
す
る
の
だ
。
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創
造
と
は
、
既
存

の
事
象
を
、
こ
と
ば
や
何
か
し
ら
の
芸
術
素
材
で
再
現
す
る
の
で
は
な

い
。
色
と
形
で
成
し
う
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ



し
て
未

だ
色
と
形
で
形
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
、
色
と
形
で
構
成
創
造
す
る
こ
と
、
創
出
さ
れ
て
初
め
て
そ
れ
と
わ

か
る
も
の
を
絵
画
的

事
実
と
し
て
生
み
出
す
こ
と
が
画
家

の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
ブ
ラ

ッ
ク
の
創
造
は
、
写
実
的

再
現
や
既
成
の
も

の

の
変
形

で
は
な
く
無
形
の
も
の
か
ら
の
創
出
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
造
形
、
創
造
は
、
心

の
深
く
に
触
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

。
IO

一
四

〇
三
四

〇
六
五

〇
六
六

〇
七
三 絵

と
詩

〇
八
七

一
五

七

一
七

一

一
七

三

画
家
は
形
と
色

で
考
え
る
。
対
象
と
は
詩
で
あ
る
。

著
述
は
叙
述
で
は
な
く
、
描
出
は
描
写
で
は
な
い
。

わ
た
し
た
ち
に
存
在
の
秘
密
を
明
か
し
て
く
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
偶
然
で
あ
る
。

神
秘
は
白
日
の
下
で
燦
く
、

つ
ま
り
神
秘
的
な
も
の
は
闇
と
混
ざ
り
合

っ
て
い
る
。

画
家
は
眼
で
モ
ノ
を
知

っ
て
い
る
。
作
家
は
名
前
で
モ
ノ
を
知

っ
て
い
て
、
好
都
合
な
偏
見
を
利
用
す
る
。
だ
か
ら
批
評
は
簡
単

な

の
だ
。

似
て
い
な
い
も
の
同
士
の
共
通
性
を
探
求
す
る
こ
と
。
だ
か
ら
詩
人
は

〈
燕
が
空
を
切
る
〉
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
燕
を
短
刀
に

変
え

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

現
実
は
、
詩
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
初
め
て
そ
の
姿
を
現
わ
す
。
わ
た
し
た
ち

の
周
り
で
は
す

べ
て
が
眠

っ
て

い
る
。

詩
の
光
に
貫
か
れ
た
闇
。

詩
は
モ
ノ
た
ち
に
状
況
に
応
じ
た
生
命
を
授
け
る
。
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そ
し
て
形
と
色
で
考
え
る
画
家
の
対
象
は
詩
で
あ
り
、
詩
の
光
が
、
眠

っ
て
い
る
現
実
、
そ
の
秘
密
を
幸
運
に
も
あ
ら
わ
に
す
る
。
そ
れ

は
闇
を
照
ら
す
光
、
神
秘
の
光
の
よ
う
で
あ
り
、
詩
は
そ
の
よ
う
に
し
て
事
物
に
命
を
賦
与
す
る
と
い
う
。
描
く
こ
と
が
事
物

の
再
現
で
は

な
い
よ
う
に
、
書
く
こ
と
、
真
に
書
く
と

い
う
こ
と
も
事
物

の
再
現
で
は
な
い
。
た
だ
書
く
の
で
は
な
く
、
詩
を
書
く
詩
人
は
、
事
物
間
の

類
似
関
係
を
発
見
し
て
、
事
物
を
新
た
な
も

の
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
別
の
も
の
と
し
て
、
光

の
な
か
に
蘇
ら
せ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
詩
と
絵
が
同
様

の
創
造
で
あ
る
と
考
え
る
と
同
時
に
、
ブ
ラ

ッ
ク
は

「詩
」

に
特
別
の
上
位

の
概
念
を
与

え
て
い
る
。

皿

芸
術

〇

一
六

〇
三
七

〇
三
八

〇
四
入

〇
五
四

一
四
四

一
四
五

一
六
三

芸
術
に
お
い
て
価
値
あ
る
も
の
は

一
つ
し
か
な

い
1

説
明
不
能
な
も
の
で
あ
る
。

限
ら
れ
た
手
段
が
、
新
し
い
形
を
産
み
、
創
作

へ
と
誘

い
、
独
自

の
様
式
を
作
り
出
す
。

芸
術
に
お
け
る
進
歩
は
、
芸
術
の
限
界
を
拡
張
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
芸
術
の
限
界
を
よ
く
心
得
る
こ
と

で
あ
る
。

創
作
活
動
と
は
、
希
望
を
繋
い
で
く
れ
る

一
連
の
絶
望
的
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。

壷
は
空
虚
に
、
音
楽
は
沈
黙
に
形
を
与
え
る
。

太
鼓
、
瞑
想
の
楽
器
。

太
鼓
の
音
を
聞
く
者
は
静
寂
を
聞
く
。

わ
た
し
に
と

っ
て
、
重
要
な
の
は
も
は
や
隠
喩
で
は
な
く
、
変
形
で
あ
る
。
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説
明
で
き
な
い
も
の
が
創
造
と
し
て
価
値
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
有
限
の
手
段
が
新
た
な
創
造
、
新
た
な
様
式
を
生
む
。
芸
術

の
限
界
を

知

る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
芸
術
は
、
希
望
に
導
か
れ
る
が
、
絶
望
の
連
鎖
で
あ
る
よ
う
な
営
為

で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
芸
術
の
な
か
で
、

音
楽
も
ま
た
貴
重
な
位
置
を
占
め
、
同
様

の
様
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
無
形
か
ら
造
形
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
、
沈
黙

・
無
音
か
ら
音
楽
が
生

ま
れ
る
。
た
と
え
ば
太
鼓
は
瞑
想
の
楽
器
で
あ
り
、
太
鼓

の
音
は
静
寂

の
音
で
あ
る
、
と
画
家
は
い
う
の
で
あ
る
。

W

自
然

O
O

一

自
然
は
完
壁
と

い
う
味
を
与
え
な
い
、
わ
た
し
た
ち
は
自
然
を
優
れ
て
い
る
と
も
劣

っ
て
い
る
と
も
お
も

わ
な
い
。

〇
二
八

わ
た
し
は
、
自
然
を
模
写
す
る
こ
と
よ
り
、
そ
れ
に

一
致
す
る
こ
と
に
気
を

つ
か
う
。

〇
五
七

自
由
な
発
想
を
す
る
こ
と

い
ま
こ
こ
に
在
る
こ
と
。

し
た
が

っ
て
ブ
ラ
ッ
ク
に
と

っ
て
、
自
然
は
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

象

で
は
な
く
、
合
致
融
合
が
願
わ
れ
る
対
象
と
な
る
。

そ
れ
自
体
何
も
の
で
も
な
く
、
模
写
の
対

一32一

 

V

思
考

○
〇
三

思
考
す
る
こ
と
と
理
性
を
働
か
せ
る
こ
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。

〇
二
二

芸
術
は
飛
翔
し
、
科
学
は
松
葉
杖
を
与
え
る
。

一
〇
〇

絵
画
は
思
考
を
消
去
し
て
完
成
す
る
。



〇

一

思
考
は
絵
画
を
進
水
さ
せ
る
船
台
で
あ
る
。

〇
七

理
性
の
作
用
と
は
、
精
神
に
と

っ
て
の
導
き
、
魂
に
と

っ
て
の
喧
騒
で
あ
る
。

ま
た
思
考
と
は
、
魂

に
対
す
る
喧
騒
で
あ
る
理
性
と
は
異
な
る
が
、
絵
画
を
動
か
し
、
絵
画
の
完
成
と
と
も
に
消
え
る
も

の
で
あ
る
。
思

考
、
科
学
的
な
る
も

の
は
、
芸
術
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
芸
術
に
と

っ
て
必
要
な
支
え
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

関
係
性

〇

四

一

一
〇

二

一
〇

八

一

一

=

二

二
二

二
四

「建
て
る
」
と
は
同
質
な
要
素
を
寄
せ
集
め
る
こ
と
、
「築
く
」
と
は
異
質
な
要
素
を
結
び

つ
け
る
こ
と
。

画
題
。
オ
レ
ン
ジ
の
傍
ら
の
レ
モ
ン
は
レ
モ
ン
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
オ
レ
ン
ジ
の
傍
ら
の
オ
レ
ン
ジ
は
果
物
と
な
る
。
数
学
は

こ
の
法
則
に
従

い
、
わ
た
し
た
ち
も
ま
た
こ
れ
に
し
た
が
う
。

自
由
は
掴
み
取
る
も
の
で
あ
り
与
え
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。
凡
人
の
自
由
と
は
日
常
生
活
を
自
由
に
送
る
こ
と
で
あ
り
、
わ
た

し
た
ち
の
自
由
と
は
許
可
さ
れ
た
も
の
を
飛
び
越
え
る
こ
と
で
あ
る
。
自
由
は
誰
の
手
に
も
入
る
と

い
う

も
の
で
は
な
く
、
多
く

の
人
の
場
合
、
禁
止
と
許
可
の
狭
間
に
置
か
れ
て
い
る
。

よ
く
似
て
い
る
と

い
わ
れ
る
二
つ
の
物
が
あ
れ
ば
、

一
つ
は
常
に
相
似
物
で
あ
る
。

こ
だ
ま
は
こ
だ
ま
に
こ
だ
ま
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
も

の
は
こ
だ
ま
す
る
。

発
見
す
る
だ
け
に
と
ど
め
、
説
明
し
な

い
よ
う
に
心
が
け
る
こ
と
。

現
在
に
お
い
て
は
、
対
立
す
る
も

の
は
な
く
、
す

べ
て
は
結
び
つ
い
て
い
る
。
力
と
抵
抗
は
ま

っ
た
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。
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一
七

四

わ
た
し
は
わ
た
し
に
似
た
者
を
避
け
る
。
似
た
者
た
ち
全
員
の
な
か
に
は
生
き
写
し
が

一
人
い
る
。

芸
術
家

に
考
え
さ
せ
る
作
品
も
あ
れ
ば
、
人
に
考
え
さ
せ
る
作
品
も
あ
る
。
わ
た
し
は

マ
ネ

の
才
能
に
つ
い
て
話
さ
れ
る
の
を
よ

く
耳
に
し
た
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
才
能
に

つ
い
て
話
さ
れ
る
の
は

一
度
も
耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
。

人
が
眠
り
を
貧
る
よ
う
に
、
わ
た
し
は
愛
を
貧
る
。

画
家
た
ち
に
よ
る
機
械
的
投
影
法
の
発
明
は
、
思
考
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

「関
係
」
は
視
点

の
機
能

で
あ
る
し

「論
理
」
は

投
影
法

の
効
果
で
あ
る
。

モ
ノ
を
忘
れ
、
関
係
の
み
を
熟
慮
し
よ
う
。

世
界

に
お
い
て
す
べ
て
は
響
き
合
う
、
そ
の
事
物
事
象
た
ち
の
関
係
が
問
題
で
あ
る
。
事
物
た
ち
自
体
で
は
な
く

、
そ
れ
ら
の
関
係
を
見

出
す

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

い
う
。
見
て
発
見
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
事
物
に
親
密
に
触
れ
、
事
物
を
愛
す
る
。
事
物
た
ち

の
問
の
関

係
に
対
し
て
、
強
い
意
識
を
セ
ザ
ン
ヌ
も
も

っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
闇
と
見
ま
ご
う
神
秘
を
見
出
す
こ
と
、
偶
然
に
存
在

の
神
秘
を

見
出
す

こ
と
が
問
題
で
あ

っ
た
。
不
可
視

の
関
係
を
見
出
す
こ
と
、
そ
れ
が
創
造
の
本
質
に
か
か
わ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
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ブ

ラ
ッ
ク
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
形
態
、
自
然
に
対
す
る
関
係
性
の
意
識
に
魅
か
れ
、
自
然
と
精
神

の
ひ
と

つ
の
新
た
な
結
び

つ
き
に
新
た
な

創
造

の
地
平
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
曖
昧
、
神
秘
に
着
目
し
、
ポ

エ
ジ
ー
を
提
唱
し
、
科
学
的
遠
近
法
に
否
定
的
な
姿
勢
を
示
す
。
ブ
ラ
ッ

ク
の
瞑
想
的
な
こ
と
ば
は
、
詩
の
よ
う
に
深
く
広
い
意
味
を
担

い
、
抽
象
的
で
あ
る
。
創
造
に
対
す
る
思
索
、
洗
練
さ
れ
た
典
雅
な
造
形
言

語
と
し

て
の
画
布
に
、
簡
素
と
譜
調
、
東
洋
画
や
禅
と

の
関
連
を
論
じ
る
研
究
も
見
ら
れ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
が
禅
や
東
洋
の
思
索
に
深
い
関
心



翰

を
示
し
た
こ
と
は
夙
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
彼

の
画
布
に
楽
器
の
モ
チ
ー
フ
が
頻
出
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
私
生
活
上
で
音
楽
と
触
れ
合
い
、

フ
ル
ー
ト
、
ヴ

ァ
イ
オ
リ
ン
の
演

奏
を
み
ず
か
ら
楽
し
む
こ
と
の
な
か
で
得
た
思
索
、
す
な
わ
ち
奏
で
ら
れ
て
初
め
て
音
を
出
す
楽
器
と
そ
の
よ
う
な
音
楽
の
魅
力
に
惹
か
れ

る
と

い
う
実
践
的
思
索
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
造
形
性
の
視
野
に
お
い
て
、
音
楽
に
お
け
る
音
調
と
キ

ュ
ビ
ス
ム
の
関
連
、
諸
芸

術
の
中

で
最
高
の
抽
象
性
を
も

つ
音
の
芸
術
で
あ
る
音
楽
と
彼
自
身

の
造
形
芸
術
と

の
呼
応
関
係
を
探
究
す
る
研
究
も
見
ら
れ
る
。

音
楽

に
貴
重
な
価
値
を
求
め
る
、
時
代

の
新
し
い
美
学
を
提
唱
す
る
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
を
高
く
評
価
し
、
カ
ー
ン
ワ
イ
ラ
ー

で
の
個
展

の
序
文
を
書

い
て
い
る
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
ル
ネ

・
シ
ャ
ー
ル
も
ま
た
、

一
九
五
〇
年

の
ブ
ラ
ッ
ク
の
個
展
の

㈹

カ
タ
ロ
グ
に
序
文
を
寄
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
の
芸
術
と
芸
術
家
た
ち
の
類
縁
関
係
を
髪
髭
さ
せ
る
。

三

マ
ラ

ル
メ

の
想

起

こ
の
よ
う
な
ブ
ラ
ッ
ク
の
思
索
に
は
、
同
様

の
項
目
と
し
て
、
近
代
詩
人
マ
ラ
ル
メ

(
一
八
四
二
ー

一
九
八
九
)

の
文
芸
観
を
如
実
に
思

切

わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
関
連
す
る
思
考
を
、
簡
略
的
に
項
目
と
そ
の
概
観
と
し
て
取
り
上
げ
た

い
と
思
う
。

1

世
界
の
関
係
を
見
出
す
こ
と

マ
ラ
ル
メ
は
、
も
の
自
体
で
は
な
く
、
世
界
に
縦
横
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
、
も

の
と
も
の
と

の
諸
関
係
を
見

出
す
こ
と
が
、
創
造

の
行
為
に
結
び

つ
く
と
考
え
た
。
関
係
の
結
び
目
に
美
し
い
未
知
の
姿
が
灰
見
え
る
、
魂

の
律
動
に
呼
応
す
る
よ
う

な
も

の
が
見
出
さ
れ

る
。

こ
の
関
係
は
、
言
語
活
動
に
お
い
て
隠
喩
と
し
て
表
現
さ
れ
た
り
も
す
る
だ
ろ
う
。
見
え
な

い
類
似
性
、
異
な

る
名
を
も

つ
も

の
の

間
の
類
似
性
、
あ
る
い
は
こ
と
ば
た
ち
の
相
違
性
の
衝
突
と
均
衡
を
探
る
こ
と
、
そ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
に
創
造

の
本
質
的
価
値
が
認
め
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ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

2

現
実
の
真

の
姿
は
見
出
さ
れ
る
こ
と

眼
に
見
え
る
姿

で
は
な
く
、
眼
に
見
え
な

い
も
の
を
見
通
す
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
彼
は
考
え
た
。
そ
こ
か
ら
も
の
と
も

の
と
の
関
係

が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
音
楽
的
な
響
き
を
も
ち
、
人
間
の
心
と
響
き
合
う
。
そ
れ
は
世
界

の
全
体

に
つ
い
て
考
え
よ
う
と

す

る
姿
勢

で
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
姿
が
事
物
や
世
界
の
真

の
姿
で
あ
る
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
も

い
わ
ゆ
る
写

実
的
態
度
、
事
物
の
再
現
的
描
写
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

3

無
か
ら
の
創
作

い
わ
ば
沈
黙
か
ら
そ
れ
に
等
し
い
も
の
を
浮
上
さ
せ
る
こ
と
が
創
造
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
創
造
は
、
無
か
ら
の
創
造

で
あ
り
、
無

へ
帰

す

創
造
で
あ
る
と
マ
ラ
ル
メ
は
考
え
る
。

一
方
、
こ
う
し
た
創
造
は
元
来
不
可
能
な
行
為
で
あ
り
、
創
造
は
ま
さ

に
創
造
し
え
な
い
こ
と

を

示
す
行
為
、
絶
望
的
行
為
で
あ
る
こ
と
が
頻
繁
に
語
ら
れ
た
。
完
成
の
不
可
能
性
を
示
す
こ
と
が
貴
重
な
問
題

で
あ

っ
た
。

4

闇
と
光
の
感
覚

頻
繁
に
闇
と
光
の
意
識
が
創
造
の
思
索
に
絡
ま

っ
た
。
見
え
な
い
も
の
と
見
え
る
も
の
、
見
え
な
い
も
の
を
見
せ
る
こ
と
に
対
す
る
意

識

が
顕
著
で
あ
る
。
文
芸
と
音
楽
に
関
係
し
て
、
理
念
的
な
も
の
と
感
性
的
な
も

の
に
関
係
し
て
も
闇
と
光
は
現
れ
る
。
感
じ
る
こ
と
を

知
的
構
成
力
に
よ

っ
て
構
築
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ

っ
た
。
彼
の
詩
篇
に
お
け
る
闇
と
光
の
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
交

錯
も
顕
著
で
あ
る
。

5

音
楽
の
意
識

自

然
に
付
け
加
え
る
べ
き
も

の
は
な

い
。
自
然
、
万
象
は
音
楽
性
を
も

つ
。
そ
れ

へ
の
融
合
が
彼
に
と

っ
て
重
要
で
あ

っ
た
。
詩
的
実

践

、
言
語
創
造
に
関
し
て
、
常
に
音
楽
が
関
わ
り
、
音
楽

の
も

つ
力
、
力
動
性
、
そ
の
数
式
的
方
法
と
関
係
性
が
重
視
さ
れ
た
。
音
楽
は
、
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魂

の
動
き
に
連
動
し
つ
つ
、
そ
の
抽
象
性
に
お

い
て
、
深
く
根
源
的
に
マ
ラ
ル
メ
の
文
芸
の
中
核
に
関
与
し
た
。

6

空
虚
と
形
、
音
と
無
音

創
造
は
現
実
に
形
を
成
し
て
な
い
も
の
、
音
を
成
し
て
な

い
も
の
に
対
し
て
、
形
と
音
を
形
成
す
る
こ
と
。
し
た
が

っ
て
形
と
無
形
は

同
等

の
価
値
を
も

つ
、
音
と
無
音
は
、

マ
ラ
ル
メ
に
と

っ
て
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
無
か
ら
発
し
て
無
に
向
か
う
も

の
、
そ
れ
が
詩

作

の
行
為
で
あ

っ
た
。
そ
の
不
可
能
性
の
表
現
、
夢
想
の
可
能
性
が
詩
の
テ
ー
マ
で
も
あ

っ
た
。
こ
こ
に
彼
の
創
造
の
意
識
が
明
確
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

7

東
洋

へ
の
意
識

時
代
の
風
潮
、
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
の
流
れ
の
な
か
で
、

マ
ラ
ル
メ
は
、
造
形
性
に
関
し
て
、
透
視
図
法

へ
の
疑
問
と
日
本
画
の
視
覚

へ
の

着
目
の
必
要
を
述
べ
た
。
東
洋

へ
の
傾
斜
は
、
思
索
に
も
詩
に
も
頻
出
し
て
い
る
。
墨

の
も

つ
繊
細
な
振
動
の
メ

ロ
デ
ィ
ー
の
指
摘
も
注

目
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。
扇
の
詩
に
扇

へ
の
特
別
の
視
線
が
見
ら
れ
、
ま
た
彼
の
別
荘

の
室
内
や
生
活
の
有
様
は
、
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム

へ
の

傾
倒
を
如
実
に
示
す
も

の
だ

っ
た
。
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書
き
が
た
い
も
の
を
書
く
、
通
常
の
言
語
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
を
書
く
の
で
あ
れ
ば
、
書
く
と
い
う
こ
と
自

体
が
問
題
と
な
る
だ
ろ

う
。
書
く
行
為
に
よ
っ
て
呪
術
の
よ
う
に
た
ち
現
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
音
楽
的
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
無

い
も
の
か
ら
ひ
と

つ
の

雰
囲
気
を
生
み
出
す
音
楽
、
音
楽
的
構
成
力
は
、
こ
の
よ
う
な
創
造

の
中
枢
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
の
全
体
、
魂
に
触
れ
る
世

界

の
関
係
を
浮
上
さ
せ
る
。
実
態
と
か
か
わ
ら
な

い
音
楽
は
ま
さ
に
関
係
の
産
物

で
あ

っ
た
。

こ

の
よ
う
な

マ
ラ
ル
メ
が
、
語
、
詩
句
を
形
象
的
に
並
べ
た
詩
を
書

い
た
、
描

い
た
。
そ
れ
は
音
楽
性
が
意
識
さ

れ
た
、
意
味
と
形
象

の



詩
、
具
象
と
抽
象
を
縫
う
よ
う
な
詩
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
図
は
図
で
あ
り
な
が
ら
、
具
体
物
の
図
と
い
う
よ
り
は
思
惟

の
図
で
あ

っ
た
。
こ

と
ば
と
音
楽
と
造
形
が
抽
象
性
に
お
い
て
掛
け
合

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
は
、
描
か
れ
た
も
の
よ
り
描
い
て
い
る
も
の
が
問
題
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
描

い
て
い
る
こ
と
ば
は
そ
れ
自
体
、
描
か
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
描
く
も
の
そ
の
も

の
と
し
て
重
要
性
を
も

っ
て
い
る
。
書
く
も
の
は
、
何
か
を
書
く
た
め
の
手
段
で
は
な

く
、
そ
れ
自
身
、
も

の
と
し
て
厚
み
を
も

っ
て
い
る
。
こ
の
思
索
は
バ
ル
ト
の
思
索
、
所
記
よ
り
能
記
の
価
値
に
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る

言
語

思
想
を
思
わ
せ
る
だ
ろ
う
。
詩
で
図
を
志
向
し
た
詩
人
の
思
索
は
、
図

・
デ
ザ
イ
ン
か
ら
文
字

に
か
か
わ
る
追
求
に
至

っ
た
画
家
に
つ

い
て
の
バ
ル
ト
の
考
察
と
緊
密
に
交
錯
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

バ
ル
ト

の
思
索

ω

バ

ル
ト

(
一
九

一
五
-

一
九
八
〇
)
は

『美
術
論
集
』

(
一
九
六
九
年
か
ら

一
九
八
〇
年
に
発
表
な

い
し
執
筆
さ

れ
た
論
文

の
収
録
)
に

お

い
て
、
文
字
に
関
わ
る
画
家
、
あ
る
い
は
文
字
に
関
心
を
抱
く
画
家
に
つ
い
て
論
じ
た
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
文
字
と
デ
ザ
イ

ン
の

つ
な
が
り
を
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
文
字
自
身
が
自
ら
を
意
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
表
意
文
字

へ
の
関
心
に
結
ば
れ
、
図

と
字

の
近
さ
の
な
か
で
、
さ
ら
に

「書
」

の
意
味
の
追
求
に
導
か
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
関
係
す
る
事
柄
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

㈲

ー

マ
サ
ン
の
文
字

マ
サ
ン
の
本
に
図
案
化
さ
れ
た
文
字
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
作
用
に
対
し
て
、
伝
達
の
言
語
活
動

で
は
な
く
、
意
味
形
成
性
を
バ
ル
ト

は
見
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
文
字
と
は
別
の
も
の
と
の
隠
喩
的
な
関
係
を
も
ち
、
世
界
が
文
字
に
合
体
し
て
現
わ
れ
出
る

様

を

マ
サ
ン
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
バ
ル
ト
は
指
摘
す
る
。

マ
サ
ン
は
種
々
の
カ
リ
グ
ラ
ム
を
も
提
示
す
る
。
彼

の
画
業
が
能
記
研
究
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に
原

理
的
に
資
す
る
と
こ
ろ
は
大
き

い
と
バ
ル
ト
は
考
え
る
。

㈲

2

エ
ル
テ
の
文
字

女

に
と
り

つ
か
れ
た
よ
う
な

エ
ル
テ
は
、
女
の
身
体
、
髪
か
ら
合
成
さ
れ
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

の
文
字
を
描
く

。
図
案
的
抽
象
が
収
敷

す

る
場
と
し
て
の
文
字
が
見
ら
れ
る
。

エ
ル
テ
は

「文
字
を
具
象
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
女
を
非
具
象
化
す

る
」
と
バ
ル
ト
は

い
う
。

現
代

に
お
い
て
、
デ
リ
ダ
と
共
に
、
文
字
は
書
く
行
為
の
物
質
性
に
存
す
る
の
で
あ
り

「人
類
の
深

い
経
験
に
結
び

つ
い
た
還
元
し
が
た

い
観
念
性
と
な
る
」
、
と
バ
ル
ト
は
考
え
る
。
書
道
に
見
ら
れ
る
真
理
で
も
あ
る
が
、
「文
字
は
象
徴

の
い
き
か
う

十
字
路
」
で
あ
り
、
「隠

喩

の
出
発
点
、
集
合
点
」
で
あ
る
と
い
う
。
言
語
活
動
を
伝
達
手
段
に
帰
す
の
で
な
け
れ
ば
、
文
字
の
芸
術
は
、
重
要
な
意
味
を
も
ち
、

具
象

と
抽
象
の
対
立
を
乗
り
越
え
る
も
の
と
な
る
、
と
バ
ル
ト
は
語
る
。
文
字
は
意
味
す
る
と
同
時
に
何
も
意
味

せ
ず
、
模
倣
せ
ず
象
徴

し
、
写
実
主
義
と
耽
美
主
義
を
無
意
味
と
成
す
の
で
あ
る
。
能
記
に
能
記
が
重
な
る
ア
ナ
グ
ラ
ム
的
現
象
を
見
た

の
は
ソ
シ

ュ
ー
ル
で
あ

る
が
、
入
れ
子
状
の
記
号
に
文
字
芸
術
が
あ
る
、
そ
れ
を
バ
ル
ト
は

エ
ル
テ
の
記
号
、
文
字
11
図
に
見
る
。

3

ア

ル
チ
ン
ボ
ル
ド
の
絵

ア
ル
チ
ン
ボ
ル
ド
の
絵
に
は
言
語
の
意
識
が
強
く
認
め
ら
れ
、
彼
は
言
語
職
人
の
よ
う
に
、
言
葉
遊
び
、
同
義
語
同
音
語
の
あ
や
つ
り

を
お

こ
な
う
。
そ
の
絵
は
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
絵
の
よ
う
で
あ
り
、
特
に
彼
は
換
喩
的
な
図
を
描
く
。
そ
こ
に
は
絵
と
言
語
の
関
係

も
、
絵
と
言
述
の
関
係
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。
東
洋
世
界
と
異
な
り
、
西
洋
で
は
、
絵
画
と
書
、
文
字
と
イ
メ
ー
ジ
は
ほ
と
ん
ど
重
要
な

繋
が
り
を
も
た
な
か

っ
た
。
し
か
し
ア
ル
チ
ン
ボ
ル
ド
に
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
よ
う

に
、
半
ば
記
号
、
半
ば
イ
メ
ー
ジ
と

い
う

二
重
性
が

見
ら
れ
る
、
と
バ
ル
ト
は
指
摘
す
る
。
カ
ン
ヴ
ァ
ス
は
比
喩
の
宝
庫
と
な

っ
て
い
る
と

い
う

の
で
あ
る
。

4

マ
ソ
ン
の
図
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マ
ソ
ン
に
あ

っ
て
は

「絵
画
が
文
字
に
道
を
開
く
」
と

い
う
。

マ
ソ
ン
の
セ
ミ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
、
相
互
テ
ク
ス
ト
を
生
む
。
文
字
三
口

語
は
伝
達
の
機
能
に
還
元
さ
れ
ず
、
描
か
れ
た
線
と
書
か
れ
た
線

の
同

一
性
は
異
様
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
機
能
化
作
用
を
免
れ
る
特
別

の
実
践
が
あ
る
と

い
う
。

マ
ソ
ン
の
画
布
は
漢
字

の
美
と
表
意
文
字
の
意
味
に
つ
い
て
思
考
し
て
い
る
。
彼
は
読
み
得
な

い
も

の
を
生
む
。

マ
ソ
ン
の
セ
ミ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
、
身
体
に
、
形
で
な
く
形
象
に
、
我
々
を
連
れ
て
行
く
と
い
う
。
そ
こ
に
見
ら

れ
る
の
は
、
「表
意
文

字

の
基
礎
に
蒸
発
し
た
象
形
的
痕
跡
」
と
し
て
の
動
作
と
、
「筆
を
動
か
す
画
家
や
書
家
」
の
動
作
と

い
う
二
つ
の
能
記
の
省
略
的
要
約

で
あ
る
と
す
る
。

㈲

5

ト
ゥ
オ
ン
ブ
リ
の
作
品

彼
は
デ
ッ
サ
ン
、
筆
跡
グ
ラ
フ
ィ
ズ

ム
、
書
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
お
こ
な
う
。
書
の
本
質
は
動
作
で
あ
る
と
ト
ゥ
オ
ン
ブ
リ
は

い
う
。

絵
画
が
視
覚
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
禅

の
因
果
的
論
理
の
切
断
は
悟
り

で
あ
ろ
う
と
バ
ル
ト
は
考
え
、
ト
ゥ
オ
ン
ブ
リ
の
筆
跡

の
各

々
は
小
さ
な
悟
り
で
あ
る
と
彼
は
見
る
。

マ
ラ
ル
メ
が
伝
達
手
段
で
あ
る
文
を
解
体
し
た
よ
う
に
、
ト

ゥ
オ

ン
ブ
リ
は
書
を
解
体
す

る
と

い
う
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
も
の
は
何
も
な

い
と
バ
ル
ト
は

い
う
。
彼
の
絵
は
霊
感

の
芸
術
で
あ
り
、
東
洋

の
行
動
様
式
、
志
向
様
式

を
思
わ
せ
る
も

の
だ
と
彼
は
考
え
る
。
ト

ゥ
オ
ン
ブ
リ
の
絵
、
そ
の
斑
点
を
見
る
と
き
に
感
じ
ら
れ
る
幸
福
感
を

、
バ
ル
ト
は
、
マ
ラ
ル

メ
の

「不
在

の
花
」

に
重
ね
合
わ
せ
る
。

㈲

6

レ
キ
シ
ョ
の
絵
図

レ
キ
シ

ョ
は
自
分
の
身
体
、
内
部
の
身
体
を
描
く
。
身
体
の
運
動
、
嫌
悪
感
を
対
象
と
す
る
。
団
塊
の
意
識
か
ら

コ
ラ
ー
ジ

ュ
に
レ
キ

シ

ョ
は
達
す
る
、
と
バ
ル
ト
は
見
る
。
彼
の
コ
ラ
ー
ジ

ュ
は
動
物
を
集
積
す
る
。
絵
画
の
源
泉
は
書
と
料
理
で
あ
る
。
レ
キ
シ
ョ
は
そ
こ

に
帰
る
の
で
あ
る
。
文
字
の
定
義
を
バ
ル
ト
は
考
え
、
ま
ず
表
意
文
字
は
自
然
か
ら
生
ま
れ
、
西
洋
の
文
字
は
意

味
を
失

っ
た
形
象
で
あ
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る
と

い
う
。
そ
し
て
、
文
字
は
描
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
引

っ
か
か
れ
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
。
レ
キ
シ
ョ
の
作
品
は
螺
旋
的
で
あ
り
、

詩
的
言
語
の
よ
う
に
ず
れ
を
生
じ
、
繰
り
返
し
の
な
か
に
新
し
さ
を
も
ち
、
爆
発
的
な
産
出
が
見
ら
れ
る
と

い
う
。
レ
キ
シ
ョ
は
読
み
え

な

い
書
を
書
く
。
そ
こ
に
は
書
と
絵
を
分
か

つ
も

の
は
な
く
、
能
記
が
巨
大
に
さ
れ
、
所
記
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
と
バ
ル
ト
は
考
え
る
。

こ
こ
で
は
文
字
が
言
語
活
動
か
ら
外
れ
て
い
る
様
、
す
な
わ
ち
図
案
的
抽
象

の
収
敏
の
場
と
し
て
の
文
字
、
具
象
と
抽
象

の
対
立
の
乗
り

越
え
と
し
て
の
文
字

の
あ
り
方
が
明
る
み
に
だ
さ
れ
、
検
討
さ
れ
て
い
る
。
世
界
が
文
字

の
連
鎖
の
な
か
で
浮
か
び
上
が
る
。
セ
ミ
オ
グ
ラ

フ
ィ
ー
の
意
味
、
禅
に
お
け
る
悟
り
、
東
洋
思
想
が
、
東
洋
の
表
意
文
字
、
所
記
を
解
体
す
る
抽
象
の
意
識
と
の
関
連
で
取
り
上
げ
ら
れ
論

じ
ら
れ
て
い
る
。

特

に
音
楽
性
に

つ
い
て
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
、
文
字
は
音

で
は
な
い
と

い
う
思
考
か
ら
、
特
記
さ
れ
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

能
記
と
は
運
動
、
動
態
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
図
案

・
デ
ザ
イ
ン
と
は
必
然
的
に
流
動
性

.
律
動
性
を
含
む
で
あ
ろ
う

こ

と
を
思
え
ば
、
芸
術
に
お
け
る
音
楽
性
の
価
値
は
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
な

い
だ
ろ
う
か
。

バ
ル
ト
の
関
心
は
、
文
字
と
デ
ザ
イ
ン
、
デ
ザ
イ
ン
に
よ

っ
て
こ
と
ば
を
書
く
こ
と
、
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
の
文
字
、
絵
か
ら
生
ま
れ
る
字
、

表
意
文
字
、
そ
し
て
表
意
文
字
的
記
述
、
そ
れ
自
身
が
意
味
す
る
こ
と
、
と
い
う
方
向
に
赴
く

の
で
あ
る
。
図
と
文
字
の
近
さ
が
、
具
象
と

抽
象

の
問
題
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
、
確
か
に

マ
ラ
ル
メ
に
お
け
る
図
と
字
、
具
象
と
抽
象
の
つ
な
が
り
に
関
わ
る
詩
的
営
為

を
思

わ
せ
る
。
そ
し
て
バ
ル
ト
に
あ

っ
て
、
そ
れ
は
、
日
本
文
化
と
関
連
し
、
そ
の
文
字
、
表
意
文
字
、
書
、
動
作
、
さ
ら
に
俳
句

の
言
語

表
現

へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

㈲

書

や
日
本
文
化

へ
の
興
味
は
、
『表
徴

の
帝
国
』
に
お
い
て
は
、
俳
句

へ
の
注
目
と
し
て
現
れ
る
。
俳
句
は
描
写
し
な
い
、
意
味

の
宙
ず
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り
で
あ
り
、
何
も
の
に
も
似
ず
、

一
切
に
似
る
、

ハ
イ
ク
に
お

い
て
事
物
は
た
だ
ち
に
本
質
に
変
容
さ
れ
る
、
と
バ

ル
ト
は
語

っ
た
。
抽
象

と
具
象
の
不
思
議
な
共
存
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
と
ば
の
モ
ノ
化
と
そ
の
作
用
は
、
ま
さ
に
マ
ラ
ル
メ
を
直
接
喚
起

す
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
思
索
は
、
伝
達
の
道
具
と
し
て
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
こ
と
ば
の
厚
み
、
こ
と
ば
の
モ
ノ
化

で
あ
り
、
そ
れ
は

こ
と
ば
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
化
に
繋
が
り
、
抽
象
と
具
象
の
間
で
マ
ラ
ル
メ
が

「詩
」
の
追
究
に
お

い
て
志
向
し
た
も

の
と
触
れ
合
う
。
こ
と

ば
が
、
こ
と
ば
自
体
、
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
は
、
抽
象
は
所
記
を
解
体
す
る
、
と

い
う
思
索
と
呼
応
す
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
か
ら
ひ
と

つ
の
芸
術
意
識
と
そ
の
ヴ

ァ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
、
相
照
関
係
が
見
え
る
。
抽
象
と
デ
ザ
イ
ン
、
思
惟

の
言
説

・
詩
、
語
れ
な

い
も

の
を
描
き
書
く
こ
と
、
現
実
に
よ

っ
て
現
実
を
超
え
よ
う
と
す
る
絶
望
的
な
試
み
、
無
限
に
繋
が
ろ
う
と
す
る
試
み
、
具
象
に
懸
か
る

抽
象

、
形
象
化
に
対
す
る
行
為
の
意
識
、
音
楽
性
の
重
要
視
、
創
造
に
お
け
る
形
成
性
、
写
実
性

へ
の
拒
否
が
あ
る
。
思
考
の
図
が
あ
り
、

そ
れ
を
作
る
の
は
こ
と
ば
、
モ
ノ
化
し
た
こ
と
ば
、

い
わ
ば
詩
で
あ
り
、
世
界
を
明
る
み
に
出
し
、
本
質
を
浮
上
さ

せ
る
こ
と
ば

で
あ
る
。

こ
こ
に
ブ
ラ
ッ
ク
と

マ
ラ
ル
メ
、
そ
し
て
バ
ル
ト
、
彼
ら
が
深
層
で
触
れ
合
う
接
点
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
東
洋

の
文
化

へ

の
深

い
眼
差
し
が
共
通
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
、
特
筆
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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5

連
鎖

ヘ

ブ

ラ
ッ
ク
の
行
為
、
彼
の
著
作
か
ら
、
書
く
こ
と
と
描
く
こ
と
の
関
連
、
創
造
の
仕
組
み
と
意
味
に
つ
い
て
考
え

、
マ
ラ
ル
メ
の
意
識
が

喚
起

さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
バ
ル
ト
の
関
心
に
繋
が

っ
た
。
そ
れ
は
、
創
造

の
意
味
と
創
造
の
ひ
と

つ
の
あ
り
方
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら

導
出

さ
れ
る
抽
象
性
、
書
、
日
本

の
芸
術
、
東
洋

の
文
字
、
表
意
文
字
の
問
題
を
惹
起
し
た
。
こ
と
ば
が
も

の
と
し

て
厚
み
を
も

つ
と

い
う



マ
ラ
ル
メ
の
根
本
的
思
索
、
す
な
わ
ち
芸
術
要
素
に
対
す
る
根
本
的
思
考

の
ひ
と

つ
を
、
そ
れ
は
多
様
な
広
が
り
の
な
か
で
浮
き
彫
り
に
す

る
。
ま
た
そ
れ
は
芸
術
に
対
し
て
多
様
な
問
題
意
識
を
生
み
出
す
考
察
、
こ
と
ば
と
イ
メ
ー
ジ
の
考
察
に
直
結
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
同
時

に
、
芸
術
の
本
質
的
な
ひ
と

つ
の
あ
り
方
に
日
本
の
芸
術
精
神
が
深
く
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
に
、
改
め
て
文
化

へ
の
関
心
が
繰
り
広
げ
ら
れ

る
。比

較
文
芸

・
比
較
芸
術
は
、
曖
味
さ
の
な
か
で
で
は
あ
る
が
、
貴
重
な
芸
術
上
の
問
題
を
我
々
に
提
起
し
、
さ
ら

に
文
化

の
相
対
性

・
総

体
性
か
ら
文
芸
を
掬

い
上
げ
る
比
較
文
化
に
思
考
を
連
鎖
さ
せ
、
そ
う
し
た
領
域

の
重
要
か

つ
微
妙
な
諸
問
題
を
我

々
に
示
し
て
く
れ
る
。

そ
れ
ら
は
、
個
々
の
考
察
に
よ

っ
て
、
そ
の
多
様
性
の
な
か
で
徐
々
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
今
後

の
課
題
で
あ

る
。

(1)(2)(3)

詳

し

く

は
藤

田

博

史

訳

『
昼

と

夜

ー

ジ

ョ

ル
ジ

ュ

・
ブ

ラ

ッ
ク

の
手

帖

1

』

の
巻

末

に
付

さ

れ

た

年

譜

を

参

照

さ

れ

た

い
。

他

に

、

画

集

『
現

代

絵

画

の

四
巨

匠

』
、

読

売

新

聞

社

、

1

9

5

6

、

『
現

代

世

界

美

術

全

集

15
』
、

集

英

社

、

1

9

7

2

、

レ

イ

モ

ン

・
コ

ニ

ア

『
ブ

ラ

ッ
ク
』
、

山

梨

俊

夫

訳

、
美

術

出

版

、

1

9

8

1

、

セ

ル

ジ

ュ

・
フ

ォ

シ

ュ

ロ

ー

『
ジ

ョ
ル

ジ

ュ

・
ブ

ラ

ッ
ク

』

佐

和

瑛

子

訳

、

美

術

出

版

、

1

9

9

0

、

の
年

譜

等

、

参

照

。

O
o
o
H
α。
。
ω
閾
冨
ρ
ロ
o
ト

ミ

も
ミ

肉こ
畠
嵩
ミ
洋
O
o
ミ
肉
昌

譜

O
価
も
碕
題

b
ミ
心
§

も

」
M
l
」
℃
㎞
N
J

O
国
日
ヨ
周
α

唱
一
〇
い
N
°
(
『
昼

と

夜

ー

ジ

ョ

ル
ジ

ュ

・
ブ

ラ

ッ
ク

の
手

帖

1

』

藤

田

博

史

訳

、

青

土

社

、

1

9

9

3

)

(以

下

文

頭

の
括

弧

内

の
番

号

は

、

訳

書

に
付

さ

れ

た

も

の
。
)

滝

口
修

造

「
ブ

ラ

ッ
ク
と

東

洋

思

想

」
、

『美

術

手

帖

』

33

号

、

1

9

5

0

4
1

10

頁

、

所

収

。

器
目

霊

巳
げ
目
"
b。
ミ
嶋
暴

貯

ミ

、、§

獅

一43一



㈲ ω(呂)吐7}〔5)帖む{巳4〕03}o勾 〔11)(L(蓼{曾)

壁

嵩
目

「住
」
旨
N

(「ブ
ラ
ッ
ク
ー
様
武
と
独
創
1
」
宗
左
近
訳
、
美
術
公
論
杜
、
1
9
8
0
}
滲
照
。

河
北
倫
明

「東
洋
と
ブ
ラ

ッ
ク
」
「
ア
ト
リ

ェ
」
3
玉
1
骨
、
1
9
5
2

3
-

11
頁
、
所
収
曹

セ
ル
ジ

ュ
゜
フ
ォ
シ
ュ
ロ
ー
前
掲
害

に
お
い
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
と
音
楽

の
関
係
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る

{
17
1
19
頁
}。
他
に
、
黒

江
光
彦

「
シ
ャ
ル
ダ
ン
と
ブ
ラ
ッ
ク

物
た
ち

へ
の
帰
依
」
美
術
手
帖
2
1
9
号
、
1
9
6
3

97
ー

工
0
2
頁
、
所
収

参
照
。

滝
口
修
造
、
前
掲

「
プ
ラ
ソ
ク
と
東
洋
思
想
」
参
照
.

拙
著

「
マ
ラ
ル
メ
の
詩
学
」
(動
草
轡
房
、

王
9
9
9
)
参
照
。

"
〇
一雪

匹
ロ
葺

印
・゚ト

ーO
斗
毎

角

、
忘

塞

肋
。
且
=

O
°。
吋

(
「
美

術

論

集

」
、

沢

崎

浩

平

訳

、

み
す

ず

轡

房

、

1

9

8

6

)
。

〔以

下
括

弧

内

は

訳

宵

頁

を

示

す

)

唱
宰
O
凱
ー

由
。。
.
(
一I

d

暑

薯゚

-

篇

一
三
埠
-
且

)

署

」
爲

1

【
輿

(a

l

刈
9

唱
三

自

-

一章

三
コ

ー

圏

〕

噂
三

占

1

】
卍

「
(舘

-

一い
い
)

咀
三

帥
中
　

8

轟
、
(
己
い
-

一〇
ε

"
2
目
自
ロ
壁

隷

早
門
穿

讐
滝

儀
題

的
幅智

貸

O
o冨

壽

り
≧

げ
o
昌
o亀
謀
門押

蜀
唖
O

(
「
表

徴

の

帯

国

」
、

寒
左

近

訳

.
新

潮

社

、

1

9

7

4
)
。

前

掲

拙

著

参

照

.
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