
…
私
の
絵
を
観
る
人
は
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
を
読
も
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
私
が
平
面
を
前
に
し
て
繰
り
返
し
て
い
た
動
作
を
、
今
度
は
、
観
る
人
が

絵
の
前
で
同
じ
よ
う
に
繰
り
返
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
意
図
し
て
い
た
か
も
知
れ
ぬ
。
何
故
な
ら
絵
画
と
は
、
い
ま
だ
名
を
持
た
ぬ
平
面
の
前
に
永
く
佇

ま
せ
る
装
置
＝
祭
壇
な
の
だ
。

一
九
七
三
年
一
月
二
十
二
日
「
特
集
　
中
西
夏
之
　
一
九
六
八

－

一
九
七
三
　
編
集
部
の
ア
ン
ケ
ー
ト
　〈
制
作
の
発
想
と
意
図
〉
に
応
え
て
」

『
美
術
手
帖
』
第
三
六
七
号
、
一
九
七
三
年
五
月
号
、
美
術
出
版
社
、
一
七
五
頁

（
再
録
：「
山
頂
の
石
蹴
り
」『
大
括
弧
　
緩
や
か
に
見
つ
め
る
た
め
に
い
つ
ま
で
も
佇
む
、
装
置
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
年
、
十
九
頁
）

…
絵
画
は
光
の
照
射
に
対
し
陰
を
作
ら
ず
全
面
的
に
光
を
浴
び
て
い
る
平
面
で
あ
る
。

　
こ
の
二
次
元
は
、
表
現
行
為
に
と
っ
て
最
も
低
位
に
あ
り
、
上
位
の
次
元
、
三
次
元
的
表
現
、
四
次
元
的
表
現
は
す
べ
て
こ
の
次
元
に
、
順
次
に
、
そ

れ
ら
の
影
を
落
と
し
て
い
く
。

　
絵
画
は
他
の
表
現
行
為
と
は
異
な
り
、
自
身
の
も
つ
次
元
を
足
が
か
り
に
他
の
上
位
次
元
に
跳
躍
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
絵
画
は
又
、
次
元
を
一
段
落

し
、
一
本
の
線
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
拒
否
す
る
。

　
絵
画
が
一
本
の
線
に
な
る
た
め
の
過
渡
的
な
平
面
で
あ
る
、
と
絵
画
自
身
が
認
め
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
絵
画
が
せ
っ
か
く
確
保
し
た
宙
吊
り
状
態
を
逸

脱
し
、
な
に
か
宗
教
的
な
も
の
に
近
く
な
り
た
が
る
こ
と
に
な
る
。

＊

　
絵
画
行
為
が
発
見
し
た
平
面
は
土
地
測
量
か
ら
割
り
だ
さ
れ
た
平
面
、
建
築
物
に
よ
っ
て
割
り
だ
さ
れ
た
壁
の
平
面
と
異
な
っ
て
、
稲
妻
の
閃
光
の
一

瞬
の
驚
き
と
、
心
身
と
外
部
視
界
の
同
時
平
面
化
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
九
八
一
年
四
月
十
四
日
「
不
合
流
（
正
面
性
・
眺
め
る
こ
と
）」

『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
読
本
3
　
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
思
想
』
思
潮
社
、
一
九
八
一
年
六
月
、
一
六
五
頁

（
再
録
：『
大
括
弧
　
緩
や
か
に
見
つ
め
る
た
め
に
い
つ
ま
で
も
佇
む
、
装
置
』
九
十
八
頁
）

　
橋
に
向
か
う
の
は
対
岸
に
渡
る
た
め
で
は
な
い
。

　
傍
の
河
の
流
れ
を
感
じ
な
が
ら
、
ち
ょ
う
ど
、
瞬
間
、
瞬
間
の
愛
が
連
な
っ
て
人
生
を
形
ど
っ
て
ゆ
く
の
を
感
じ
な
が
ら
、
人
生
が
瞬
時
に
現
わ
れ
る

愛
を
時
間
へ
の
接
合
力
と
す
る
の
を
感
じ
な
が
ら
、
河
に
沿
っ
て
歩
い
て
い
る
と
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
横
の
系
に
流
れ
る
時
間
に
沿
っ
て
歩
い
て
い
る
。

　
人
生
と
愛
が
互
い
に
一
方
を
随
伴
す
る
よ
う
に
は
、
芸
術
は
必
ず
し
も
人
生
、
愛
か
ら
必
要
と
さ
れ
な
い
。
だ
が
芸
術
は
何
も
の
を
も
随
伴
せ
ず
進
行

す
る
独
自
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
か
、
芸
術
は
人
生
と
愛
の
上
方
に
あ
り
両
者
を
観
測
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
画
家
は
河
に
沿
っ
て
歩
く
こ
と
か
ら
は
な
れ
、
橋
の
上
の
人
と
な
る
。
橋
を
渡
る
た
め
で
は
な
い
。
河
の
正
面
を
見
る
た
め
に
。
横
の
流
れ
、

横
の
系
の
時
間
か
ら
方
位
を
か
え
た
の
で
あ
る
。
正
面
性
の
河
か
ら
押
し
寄
せ
て
く
る
時
間
・
縦
の
系
の
時
間
・
時
間
そ
の
も
の
を
見
る
た
め
に
。

　
絵
画
が
か
た
く
な
に
保
と
う
と
す
る
正
面
性
と
平
面
性
は
、
こ
の
縦
の
系
の
時
間
を
受
け
る

0

0

0

た
め
に
あ
る
。
絵
画
は
時
間
を
真
向
い
か
ら
見
、
浴
び
る

た
め
の
、
唯
一
の
形
式
で
あ
る
。

一
九
八
一
年
十
月
二
十
六
日
「
特
集
　
伝
統
と
想
像
：
橋
の
上
」『
み
づ
ゑ
』
第
九
二
二
号
、
美
術
出
版
社
、
一
九
八
二
年
春
号
、
五
十
六
頁

（
再
録
：『
大
括
弧
　
緩
や
か
に
見
つ
め
る
た
め
に
い
つ
ま
で
も
佇
む
、
装
置
』
一
〇
二
頁
）

中
西
…
光
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
か
ら
時
間
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
時
間
の
あ
る
通
俗
的
な
感
受
性
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
に
み
ん
な
、
毒

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
歴
史
も
そ
う
だ
し
、
現
実
の
い
ろ
ん
な
事
象
も
そ
う
な
ん
で
す
。
フ
ッ
と
立
ち
止
ま
る
人
が
何
を
見
よ
う
と
し
て
い

る
の
か
と
い
う
と
、
あ
れ
は
時
間
が
粒
子
の
よ
う
に
な
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
粒
子
が
自
分
に
向
か
っ
て
突
進
し
て
き
て
い
る
ん
だ
。
要
す
る
に
、
流
れ
て

い
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
無
数
の
粒
子
を
引
き
受
け
て
い
る
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。

　
時
間
と
い
う
や
つ
は
何
を
見
る
か
と
い
う
も
の
の
中
で
、
一
番
す
ご
い
も
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
立
ち
止
ま
っ
た
人
が
見
て
い
る
の
は
、
わ
か
っ
て
い

る
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
う
な
ん
だ
、
時
間
な
ん
だ
。

　
だ
か
ら
絵
と
い
う
の
は
当
然
誰
で
も
経
験
し
て
い
る
、
立
ち
止
ま
り
、
時
間
に
照
射
さ
れ
て
い
る
も
の
に
拮
抗
す
る
も
の
、
言
う
な
ら
ば
、
い
ま
見
て

い
る
の
は
時
間
だ
よ
と
い
う
ふ
う
に
真
正
面
か
ら
見
せ
る
責
任
と
い
う
か
な
。
責
任
と
気
張
っ
て
言
っ
た
と
こ
ろ
で
ダ
メ
な
ん
で
、
や
は
り
絵
と
い
う
も

の
の
実
在
と
い
う
か
、
有
り
様
と
い
う
か
な
。
そ
こ
に
は
形
式
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
も
っ
と
ふ
く
ら
ま
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
中
西
夏
之
―
―
展
覧
会
よ
り
　
白
い
テ
ー
ブ
ル
・
ク
ロ
ス
が
ふ
れ
て
　﹇
対
談
﹈
土
方
巽
＋
中
西
夏
之
」

『
美
術
手
帖
』
第
五
一
一
号
、
一
九
八
三
年
六
月
号
、
一
九
二

－

一
九
三
頁

画
家
の
言
葉

凡
例

・
こ
こ
で
は
、
中
西
自
身
の
絵
画
／
画
家
論
、
そ
し
て
〝
二
ツ
の
リ
ン
ゴ
〞、
円
（
環
）
に
つ
い
て
、〝
着
陸
と
着
水
〞
に
関
す
る
自
筆
文
献
を
抜
粋
し
た
。

・
書
籍
の
情
報
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
末
尾
に
以
下
の
順
で
記
し
て
い
る
。
初
出
と
再
録
で
題
が
異
な
る
場
合
は
、
両
方
と
も
に
記
し
て
い
る
。

執
筆
年
月
日
「
題
」『
書
／
雑
誌
名
』
号
数
、
出
版
社
、
出
版
年
、
頁

（
再
録
：「
題
」『
書
／
雑
誌
名
』
号
数
、
出
版
社
、
出
版
年
、
頁
）

・
前
後
の
文
章
を
省
略
し
た
場
合
は
、
そ
の
部
分
に
「
…
」
を
付
し
て
い
る
。

・
初
出
と
再
録
で
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
新
し
い
も
の
を
引
用
し
た
。

・
明
ら
か
な
間
違
い
や
ル
ビ
な
ど
に
お
い
て
、
一
部
修
正
・
補
筆
し
て
い
る
。

絵
画
／
画
家
論

…
人
は
い
う
。
君
は
画
家
な
の
だ
か
ら
別
な
認
識
の
し
方
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
空
間
理
論
と
か
価
彩
理
論
と
か
画
家
ら
し
い
話
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が

現
実
と
ど
う
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
の
か
聞
き
た
い
と
。

　
僕
は
小
説
的
と
か
絵
画
的
と
か
思
考
の
パ
タ
ー
ン
を
き
め
て
か
か
る
の
は
賛
成
し
か
ね
る
の
だ
。
現
実
を
認
識
す
る
の
は
多
面
的
で
あ
る
が
、
画
家
の

画
家
た
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
れ
を
、
か
つ
て
な
か
っ
た
創
造
物
と
し
て
客
体
化
す
る
こ
と
だ
と
思
う
。
空
間
論
や
構
成
論
で
現
実
を
明
ら
か
に
は
出
来
な
い
。

そ
れ
ら
で
政
治
や
人
生
を
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
空
間
論
や
構
成
論
は
客
体
化
す
る
時
の
手
だ
て
と
し
て
あ
る
。
政
治
を
考
え
る
時
に
は
社
会
科

学
的
な
考
え
方
を
し
た
り
、
人
生
を
考
え
る
時
に
は
文
学
的
な
考
え
方
を
す
る
と
便
利
な
場
合
が
あ
る
が
、
そ
う
い
う
考
え
方
は
芸
術
に
直
接
関
係
し
な

い
。
し
か
し
人
間
現
実
を
考
え
る
上
で
多
面
的
に
考
え
る
こ
と
は
、
人
間
の
総
合
的
な
産
物
で
あ
る
芸
術
に
必
要
な
こ
と
だ
。
そ
し
て
こ
う
も
い
え
る
。

政
治
の
た
め
の
政
治
が
な
い
よ
う
に
、
絵
画
の
た
め
の
絵
画
も
な
い
。
両
者
は
生
身
の
人
間
か
ら
出
発
し
て
そ
れ
に
返
る
。
が
、
絵
画
と
政
治
は
直
接
つ

な
が
ら
な
い
。
…

「〝
ふ
ぬ
け
〞
の
哲
学
」『
藝
術
新
潮
』
第
十
一
巻
第
七
号
、
新
潮
社
、
一
九
六
〇
年
七
月
号
、
二
〇
六
頁

（
再
録
：『
美
術
手
帖
』
第
三
五
〇
号
、
美
術
出
版
社
、
一
九
七
二
年
一
月
号
、
一
七
二
頁
）

…
中
西

僕
は
、
比
較
的
心
的
状
態
の
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
な
作
品
を
描
い
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
た
と
え
ば
ど
う
い
う
の
か
な
。
銀
行
襲
撃
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
ね
。
ま
ず
プ
ラ
ン
を
た
て
る
わ
け
で
す
。
そ
の
計
画
と
い
う
の
は
よ
く
調
べ
て
、
何
時
に
銀
行
に
躍
り
込
む
か
と
い
う
道
筋
を
細
か
に
書
い
て

ゆ
く
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
襲
撃
が
成
功
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
で
す
か
ら
、
結
果
と
い
う
も
の
は
、
鑑
賞
者
と
い
う
か
、

外
界
と
い
う
か
、
そ
れ
に
与
え
る
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
か
自
分
で
は
解
ら
な
い
わ
け
で
す
。
た
だ
道
筋
で
す
ね
。
そ
の
な
か
に
自
分
の
思
想
を
打
ち
こ

ん
で
ゆ
く
わ
け
で
す
。
…

「
若
い
冒
険
派
は
語
る
　
出
席
：
赤
瀬
川
原
平
、
荒
川
修
作
、
伊
藤
隆
康
、
工
藤
哲
巳
、
中
西
夏
之
」『
美
術
手
帖
』
第
一
九
二
号
、
一
九
六
一
年
八
月
号
、
八
頁

（
再
録
：『
美
術
手
帖
』
第
三
五
〇
号
、
美
術
出
版
社
、
一
九
七
二
年
一
月
号
、
一
七
八

－

一
七
九
頁
）

…
ア
ト
リ
エ
は
本
来
他
人
の
は
い
り
込
む
余
地
の
な
い
処
、
自
己
を
繰
り
返
す
処
で
も
そ
の
繰
り
返
し
を
強
要
す
る
処
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
ア
ト
リ

エ
（
と
い
っ
て
も
現
代
思
潮
社
が
設
け
た
場
所
に
私
が
持
参
し
た
写
し
で
す
が
）
で
は
、
生
徒
は
生
徒
で
は
な
く
、
素
材
、
モ
デ
ル
、
そ
れ
も
特
殊
な
、

す
な
わ
ち
絵
を
描
く
こ
と
の
出
来
る
素
材
に
な
り
ま
す
。
こ
の
写
し
の
ア
ト
リ
エ
に
お
い
て
私
が
総
て
を
集
中
さ
せ
よ
う
と
願
う
こ
と
は
、「
ど
の
様
な

絵
を
描
く
か
、
あ
る
い
は
ど
の
様
に
絵
を
描
く
か
」
の
問
題
で
は
な
く
、「
ど
の
様
な
状
態
と
絵
の
発
生
を
重
ね
合
わ
す
こ
と
が
出
来
る
か
」
で
す
。…
道

具
と
し
て
は
、
木
炭
お
よ
び
木
炭
紙
を
選
定
し
ま
し
た
。
木
炭
は
、
線
と
同
時
に
面
を
作
る
こ
と
が
出
来
、
光
と
同
時
に
闇
を
作
る
、
単
一
の
元
素
で
で

き
た
最
も
基
本
的
な
材
料
と
考
え
ま
す
の
で
。

「
作
家
に
よ
る
「
中
西
夏
之
ア
ト
リ
エ
」
説
明
文
）」『
美
学
校
　
一
九
六
九
年
度
募
集
要
項
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
八
年

…
自
分
の
世
界
を
内
部
に
持
っ
て
は
な
ら
な
い
。
世
界
は
自
分
の
外
に
、
一
ツ
、
あ
れ
ば
よ
い
。

　
内
部
を
空
白
に
し
て
お
く
こ
と
。
絵
画
の
平
面
は
世
界
と
自
分
と
の
境
界
に
、
皮
膚
と
同
等
な
薄
さ
で
貼
ら
れ
て
い
る
。
或
は
、
制
作
の
実
際
面
か
ら

見
れ
ば
、
絵
画
の
表
面
は
カ
ラ
ッ
ポ
で
あ
る
自
分
の
前
に
あ
り
、
世
界
は
背
後
に
あ
る
。
カ
ラ
ッ
ポ
な
自
分
は
絵
画
の
平
面
と
世
界
と
の
境
界
に
あ
る
。

こ
ん
な
風
に
考
え
て
し
ま
っ
た
時
、〝
死
〞
そ
の
方
向
性
は
ど
ん
な
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
内
部
を
カ
ラ
ッ
ポ
に
し
て
い
る
も
の
の
〝
死
〞
は
ど
う
云

う
も
の
か
。

「
絵
画
の
彼
岸
」
で
は
な
く
「
彼
岸
の
絵
画
」　
絵
画
の
膜
面
の
向
う
は
、
刻
々
と
又
は
突
然
の
死
の
境
目
…
…

一
九
七
六
年
十
月
二
十
一
日
「
上
下
す
る
高
空
と
地
表
の
間
　
Ⅲ
：15

Lundi

に
つ
い
て
」『
中
西
夏
之
ノ
ー
ト
』
西
武
美
術
館
、
一
九
八
九
年
、
七
十
二
頁

　
つ
い
最
近
、
数
人
の
人
に
こ
ん
な
質
問
を
し
て
み
ま
し
た
。

　
人
が
絵
を
描
く
こ
と
、
猿
が
絵
を
描
く
こ
と
、
そ
し
て
ロ
ボ
ッ
ト
が
絵
を
描
く
と
い
う
三
つ
の
こ
と
を
列
挙
し
て
、
こ
の
中
で
ど
れ
が
一
番
当
り
前
で

な
く
異
常
な
こ
と
で
あ
る
か
と
。

　
あ
る
人
は
猿
で
あ
る
と
言
い
、
あ
る
人
は
ロ
ボ
ッ
ト
が
描
く
こ
と
が
当
り
前
で
な
く
異
常
だ
と
言
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
と
い
う
人
の
名
を
そ
れ
ら
三
つ
の
も
の
に
加
え
て
み
た
場
合
ど
う
だ
ろ
う
か
と
再
び
問
う
て
み
た
。
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
人
が

絵
を
描
く
こ
と
が
当
り
前
な
ら
ば
セ
ザ
ン
ヌ
の
そ
れ
は
、
よ
り
当
り
前
の
こ
と
で
異
常
で
も
何
で
も
な
い
と
言
う
。

　
実
際
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
自
分
自
身
を
、
人
間
を
、
壊
し
な
が
ら
描
い
た
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
事
態
は
違
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
異
常

な
こ
と
で
す
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
「
永
遠
の
人
間
」
な
る
像
が
結
べ
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
私
達
は
そ
れ
を
境
に
セ
ザ
ン
ヌ
以
前
の
人
間

で
は
な
く
、
セ
ザ
ン
ヌ
以
後
の
人
間
と
な
っ
て
い
る
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
と
は
そ
の
よ
う
な
人
全
体
の
名
称
で
あ
り
、
で
す
か
ら
、
人
が
絵
を
描
く
こ
と
が
普
通
で
は
な
く
、
異
常
な
事
態
に
な
っ
て
来
て
い
る
の
で
す
。

…

『
講
演
　
絵
の
励
ま
し
と
日
本
列
島
　
想
像
的
地
表
』
東
京
都
現
代
美
術
館
、
一
九
九
七
年
、
三
頁

…
と
い
う
こ
と
は
、
画
家
の
本
領
は
色
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
に
、
光
と
時
間
、
特
に
光
な
の
で
す
。
検
体
と
し
て
の
画
家
自
身
、
そ
し
て

周
囲
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
す
べ
て
、
上
方
か
ら
の
光
を
浴
び
晒
さ
れ
て
い
ま
す
。
足
元
に
は
そ
の
反
射
で
光
と
化
し
た
地
表
が
あ
る
。
上
か
ら
の
光
ば
か

り
で
な
く
、
下
か
ら
の
、
地
表
の
光
に
敏
感
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
日
が
暑
い
日
射
の
日
な
ら
ば
誰
よ
り
も
早
く
「
何
と
暑
い
こ
と
か
」
と
言
え
る
よ
う
な

受
動
体
で
あ
る
こ
と
。
画
家
と
し
て
の
検
体
は
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
無
防
備
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
光
と
い
う
事
象
に
対
し
て
は
さ
ら
な
る
受

動
性
と
、
受
動
性
を
よ
り
甘
受
す
る
条
件
の
上
に
い
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
条
件
と
は
、
あ
た
か
も
真
夏
の
正
午
の
大
海
の
舟
上
に
あ
る
の
と
同

じ
様
相
で
す
。
そ
こ
は
真
っ
平
ら
な
の
で
す
。
…

『
講
演
　
絵
の
励
ま
し
と
日
本
列
島
　
想
像
的
地
表
』
東
京
都
現
代
美
術
館
、
一
九
九
七
年
、
十
三
頁

中
西
夏
之
　
な
か
に
し
・
な
つ
ゆ
き
　

1935–2016

　
1935年

7月
14日

、
東
京
都
品
川
区
大
井
町
生
ま
れ
。

1958年
、
東
京
藝
術

大
学
美
術
学
部
油
画
科
を
卒
業
。

　
52年
に
砂
を
混
ぜ
た
顔
料
を
地
と
し
て
ス
プ
レ
ー
ガ
ン
と
筆
で
図
像
を
描
い

た
連
作
〈
韻
〉
を
制
作
。

62年
に
高
松
次
郎
、
川
仁
宏
と
ハ
プ
ニ
ン
グ
《
山
手
線

事
件
》
を
決
行
し
、
翌
年
に
は
高
松
そ
し
て
赤
瀬
川
原
平
と
と
も
に
三
者
の
名
前

か
ら
命
名
し
た
「
ハ
イ
レ
ッ
ド
・
セ
ン
タ
ー
」
を
結
成
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト

を
都
市
部
で
決
行
し
た
。

65年
以
降
は
舞
踏
家
の
大
野
一
雄
そ
し
て
土
方
巽
と
交

流
を
深
め
、
特
に
後
者
の
『
土
方
巽
と
日
本
人
―
―
肉
体
の
反
乱
』（

68年
）
を

は
じ
め
と
す
る
舞
台
美
術
を
多
く
担
当
し
、

80年
代
以
降
も
天
児
牛
大
が
率
い
る

山
海
塾
の
舞
台
美
術
を
手
が
け
た
。
さ
ら
に
は
美
術
評
論
家
の
瀧
口
修
造
や
澁
澤

龍
彥
ら
と
も
交
流
し
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
は
じ
め
と
す
る
前
衛
美
術
へ
の
造

詣
も
い
っ
そ
う
深
め
て
い
く
。

　
こ
う
し
た
、
一
見
す
る
と
反
芸
術
／
前
衛
的
と
も
と
ら
れ
る
表
現
で
そ
の
活
動

初
期
か
ら
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
一
方
で
、
絶
え
ず
絵
画
そ
の
も
の
の
存
在
・
本

質
を
問
い
続
け
る
平
面
作
品
も

60年
代
か
ら
発
表
。
主
な
連
作
と
し
て
は
、
絵

具
の
豊
か
な
階
調
と
対
称
的
な
図
像
が
印
象
的
な
〈
山
頂
の
石
蹴
り
〉、
巨
大
な

円
の
一
端
＝
弓
形
を
主
題
と
し
た
〈
弓
形
が
触
れ
て
〉〈
ℓ
字
型
　
左
右
の
停
止
〉

〈
大
括
弧
〉、
白
や
緑
そ
し
て
黄
緑
の
油
絵
具
を
用
い

2m
ほ
ど
も
あ
る
長
い
絵
筆

で
描
く
こ
と
で
、
色
彩
や
光
と
い
っ
た
視
点
か
ら
絵
画
に
迫
っ
た
〈
紫
・
む
ら
さ

き
〉〈
中
央
の
速
い
白
〉
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
ま
た
自
身
の
制
作
に
関
す
る
ノ
ー
ト
や
絵
画
論
を
多
く
著
し
た
こ
と
で
も
知
ら

れ
て
お
り
、

89年
に
は
そ
れ
ま
で
の
雑
誌
寄
稿
文
な
ど
を
ま
と
め
た
『
大
括
弧
　

緩
や
か
に
み
つ
め
る
た
め
に
い
つ
ま
で
も
佇
む
、
装
置
』（
筑
摩
書
房
）
を
刊
行

し
た
。
一
方
で
芸
術
全
般
の
私
塾
で
あ
る
美
学
校
の
設
立
（

69年
）
に
関
わ
っ

た
の
ち
「
中
西
夏
之
ア
ト
リ
エ
」「
中
西
夏
之
・
素
描
教
場
」
を
担
当
、

96–
2003 年

に
東
京
藝
術
大
学
教
授
、

2004–7年
に
は
倉
敷
芸
術
科
学
大
学
教
授
、

2009年
か
ら
は
女
子
美
術
大
学
客
員
教
授
を
務
め
る
な
ど
、
後
進
の
育
成
に
も

努
め
て
い
る
。

　
95年

、
舞
踏
に
お
け
る
経
験
か
ら
長
年
構
想
を
温
め
て
い
た
、
よ
り
身
体
的

か
つ
空
間
的
な
手
法
に
よ
っ
て
絵
画
の
構
造
ま
た
は
そ
の
生
ま
れ
る
場
に
迫
っ
た

《
着
陸
と
着
水
》
を
発
表
（
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
鎌
倉
館
新
館
）。
同
シ
リ
ー

ズ
は
、
以
後
の
美
術
館
に
お
け
る
個
展
で
も
様
々
な
展
開
を
見
せ
、
晩
年
の
主
要

な
シ
リ
ー
ズ
の
一
つ
と
な
っ
た
。

2016年
10月

23日
逝
去
。

中
西
夏
之
　
光
の
条
件

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
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紗
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孔
穿
》
展
示
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景
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部
分
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一
九
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撮
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撮
影
：
後
藤
充
　

©
N
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出
品
リ
ス
ト
　

List of W
orks

凡
例

・
 以
下
は
、「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
　
中
西
夏
之
　
光
の
条
件
」
に
出
品
さ
れ
た
作
品
の
一
覧
で
あ
る
。

・《
作
品
名
》

�
e nam

e of w
ork

  制
作
年
（

Year）
  素
材

  M
aterial

  サ
イ
ズ
（

Size/cm
）

  の
順
に
記
し
た
。

・
 23–25

は
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
蔵
（

2024年
度
新
収
蔵
）、
そ
の
他
の
作
品
・
資
料
は
同
館

寄
託
で
あ
る
。（

2025年
4月
現
在
）

・
諸
般
の
事
情
に
よ
り
、
展
示
内
容
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

作
品

1. 
心
器
へ
（
円
筒
二
重
）

To Shinki (�
e Vessel for M

ind) (D
ouble Cylinders)

1972
鉛
筆
、
木
炭
、
色
鉛
筆
、
紙

Pencil, charcoal, colored pencils on paper
69.0×

70.0

2.
 心
器
へ
（
二
ツ
の
リ
ン
ゴ
　
ス
テ
ン
シ
ル
に
よ
る
）

To Shinki (�
e Vessel for M

ind) (Tw
o Apples, by stencil)

1972
鉛
筆
、
色
鉛
筆
、
紙

Pencil, colored pencils on paper
37.2×

46.3

3. 
心
器
へ
（
二
ツ
の
リ
ン
ゴ
）

To Shinki (To the Vessel for M
ind) (Tw

o Apples)
1972
鉛
筆
、
色
鉛
筆
、
カ
ラ
ー
ペ
ン
、
紙

Pencil, colored pencils, colored m
arkers on paper

36.6×
46.3

4. 
心
器
へ
（
二
ツ
の
リ
ン
ゴ
）

To Shinki (To the Vessel for M
ind) (Tw

o Apples)
1972
鉛
筆
、
色
鉛
筆
、
紙

Pencil, colored pencils on paper
37.2×

46.3

5. 
心
器
へ
（
リ
ン
ゴ
の
極
と
卵
の
極
）

To Shinki (To the Vessel for M
ind) (Apple’s Pole and Egg’s Pole)

1972
鉛
筆
、
紙

Pencil on paper
36.8×

46.3

6. 
心
器
へ
（
リ
ン
ゴ
の
極
と
卵
の
極
）

To Shinki (�
e Vessel for M

ind) (Apple’s Pole and Egg’s Pole)
1972
鉛
筆
、
色
鉛
筆
、
紙

Pencil, colored pencils on paper
37.2×

46.3

7.
 心
器
へ
（
銀
製
コ
ン
ポ
ー
ト
上
の
三
ツ
の
リ
ン
ゴ
）

To Shinki (�
e Vessel for M

ind) (�
ree Apples on Silver C

om
potier)

1972
鉛
筆
、
色
鉛
筆
、
ト
レ
ー
シ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
、
テ
ー
プ
、
紙

Pencil, colored pencils, tracing paper, tape on paper
37.6×

46.3

8. 
銀
製
コ
ン
ポ
ー
ト
上
の
三
ツ
の
リ
ン
ゴ

�
ree Apples on Silver C

om
potier

1972
鉛
筆
、
紙

Pencil on paper
37.4×

46.3

9. 
（
無
題
）

(U
ntitled)

1972
鉛
筆
、
紙

Pencil on paper
37.3×

46.3

10. 
（
無
題
）

(U
ntitled)

1972
鉛
筆
、
紙

Pencil on paper
37.4×

46.3

11. 
心
器
へ
（
二
ツ
の
リ
ン
ゴ
）

To Shinki (�
e Vessel for M

ind) (Tw
o Apples)

1972
鉛
筆
、
紙

Pencil on paper
37.2×

46.3

12. 
心
器
へ
（
二
ツ
の
リ
ン
ゴ
の
描
き
方
）

To Shinki (�
e Vessel for M

ind) (H
ow

 to D
raw

 Tw
o Apples)

1972
鉛
筆
、
紙

Pencil on paper
37.1×

46.3

13. 
心
器
へ
（
二
ツ
の
リ
ン
ゴ
の
描
き
方
）

To Shinki (�
e Vessel for M

ind) (H
ow

 to D
raw

 Tw
o Apples)

1972
鉛
筆
、
カ
ラ
ー
ペ
ン
、
紙

Pencil, colored m
arkers on paper

37.1×
46.3

14. 
心
器
へ
（
二
ツ
の
リ
ン
ゴ
）

To Shinki (�
e Vessel for M

ind) (Tw
o Apples)

1972
色
鉛
筆
、
紙

C
olored pencils on paper

37.0×
46.3

15. 
心
器
へ
（
リ
ン
ゴ
の
極
と
卵
の
極
）

To Shinki (�
e Vessel for M

ind) (Apple’s Pole and Egg’s Pole)
1972
鉛
筆
、
木
炭
、
紙

Pencil, charcoal on paper
37.1×

46.3

16. 
リ
ン
ゴ
の
極
と
卵
の
極

Apple’s Pole and Egg’s Pole
1972
鉛
筆
、
紙

Pencil on paper
37.3×

46.3

17. 
心
器
へ
（
二
ツ
の
リ
ン
ゴ
）

To Shinki (�
e Vessel for M

ind) (Tw
o Apples)

1972
鉛
筆
、
色
鉛
筆
、
カ
ラ
ー
ペ
ン
、
紙

Pencil, colored pencils, C
olored m

arkers on paper
37.0×

46.3

18. 
心
器
へ
（
二
ツ
の
リ
ン
ゴ
）
設
計
図

Plan for To Shinki (�
e Vessel for M

ind) (Tw
o Apples)

1972
鉛
筆
、
色
鉛
筆
、
紙

Pencil, colored pencils on paper
37.1×

46.3

19. 
二
ツ
の
円
筒

 I
Tw

o Cylinders I
1975
五
色
鉛
筆
、
紙

C
olored pencils on paper

80.0×
44.0×

13.0

20. 
リ
ン
ゴ
の
円
筒
　
卵
の
円
筒

 I
Apple Cylinder Egg Cylinder I
1975
色
鉛
筆
、
紙

C
olored pencils on paper

80.0×
55.0×

13.0

21. 
リ
ン
ゴ
の
円
筒
　
卵
の
円
筒

 II
Apple Cylinder Egg Cylinder II
1975
木
炭
、
紙

C
harcoal on paper

80.0×
50.0×

13.0

22. 
弓
型

Arc
1980
油
彩
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
、
竹
、
紐

O
il paints, bam

boo, string on canvas
186.5×

44.0

23. 
中
央
の
速
い
白

 X
X

I
M

iddle Sw
ift W

hite XXI
1990
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
油
彩
、
木
炭

O
il paints and charcoal on canvas

227.0×
290.0

24. 
中
央
の
速
い
白

 X
X

II
M

iddle Sw
ift W

hite XXII
1990
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
油
彩
、
木
炭

O
il paints and charcoal on canvas

227.0×
290.0

25. 
紗
幕
孔
穿

Perforated Screen
1996
紗
幕
、
ア
ル
ミ
フ
レ
ー
ム

G
auze, alum

inum
 fram

e
各

420.0×
310.0（

4枚
組
）

a. 
〈
二
ツ
の
リ
ン
ゴ
〉
資
料
一
式

Artist’s D
ocum

entation of Tw
o Apples

1970’s
鉛
筆
、
紙

Pencil on paper

b.
 『二
ツ
の
リ
ン
ゴ
　

1973–4 中
西
夏
之
』
原
画
（

27点
）

Tw
o Apples 1973–4 by N

AKAN
ISH

I N
atsuyuki (original draw

ing, 27 pieces)
1973–1974
鉛
筆
、
カ
ラ
ー
ペ
ン
ほ
か
、
紙

Pencil, C
olored m

arkers, etc. on paper

c.
 「中
西
夏
之
展
　
着
陸
と
着
水
　
舞
踏
空
間
か
ら
絵
画
場
へ
」

ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

N
akanishi N

atsuyuki: 
Touching D

ow
n on G

round and Touching D
ow

n on W
ater

C
losing Perform

ance
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
（
鎌
倉
館
新
館
）

1995年
12月

24日
撮
影
・
編
集
：
野
堀
成
美
・
勝
子

�
e M

useum
 of M

odern Art, K
am

akura
24th D

ecem
ber, 1995

V
ideo D

ocum
entation: N

obori Shigeyoshi, K
atsuko



展覧会補記

　本展は、近年当館に寄贈または寄託によって収蔵された画家・中西夏之（1935–2016）の作品を展示しています。中西は、
ハイレッド・センターでのパフォーマンスや、舞踏家である土方巽の舞台美術の担当、初期の反美術的な作品などで知られま
すが、その実、絵画のあり方について生涯をかけて着実に思索を重ねていった稀有な存在でもあります。そしてその視座は他
の芸術家らとの共同作業のみならず、日常の些細な事象から感得したものによって醸成され、独自の言い回しによって折りに
触れて文章にされてきました。
　よってこの紙面では、皆さんの眼前に広がる作品をより解きほぐすために、出品作品に関わる作家自身の言葉を引いてその
思想に出来るだけ直接触れていただくと同時に、それぞれの作品について導入的な補足を試みます。また本館地下一階の美術
図書室では、ここで引用した文章の原典を含む多数の関連資料も特集していますので、ぜひそちらもご覧ください。

〈二ツのリンゴ〉

　〈二ツのリンゴ〉は、1972–75年頃に描かれた一連のドローイングです。ただしその中には初期の代表的絵画シリーズ〈山頂
の石蹴り〉のために描かれた素描も含まれていて、たとえば《山頂の石蹴りNo.8》（1971年）は、こうした二つのリンゴの佇
まいから展開したことが推察されます。
　その初期の代表作である絵画の連作〈山頂の石蹴り〉という一風変わったタイトルは、そこに描かれた図像ではなく、描く
場所（これがのちの中西夏之独自の“絵画場”という考えにつながります）、そして画家自身が描く際にとる身体の所作に基づ
いています。つまり、「絵画」が生まれるにはそれに相応しい場所「山の尖った、猫の額程の所」iが必須であり、また画家にも
絵を描くために必要な体と所作が求められているという考えです。同シリーズでは2つの横並びの正三角形が頻出しますが、
それは2つの光景を1つにすることで絵が生まれるという当時の彼の発想があり、その端緒として“二ツのリンゴ”がある――
とも考えることができるでしょう（付け加えれば、この“二ツの◯◯”――左右から異なるものが近づいてきて一枚の絵が生まれるとい

う着想は、その後も色々なかたちでその絵画に現れることになります）。
　まず重要なのは、ここでは果物の「リンゴ」が絵画の主題として重要だったわけではなく、この画家はリンゴを限りなく抽
象化したものとして捉えている、つまり球や円の隠喩としてこの果物を用いているということです。これは「リンゴ」、先の
「山頂」や「石蹴り」、そして他には「レモンティー」や「弓」、もっといえば色の「白」もそうなのですが、中西が用いるこ
うした語句はその言葉をそのままに捉えるのではなく、彼がそれをどのようなもの（の象徴）として用いているのかを、正し
く踏まえる必要があります。
　1969年、中西は転居を機に自分の書物机に二つのリンゴを並べてみて、絵画にまつわる色々な思いを巡らせたと言いますii。
並べたリンゴ＝二つの異なるオブジェクトの影や陰が干渉しあうことで、「不可触な場、祭壇のような場」iii

が生まれる。この
発見こそが、中西が絵画をあらためて考えていく大きなきっかけとなっていったのでした。
　本シリーズのうち円筒のかたちに仕立てられた3作品は、今からちょうど半世紀前の1975年に横浜市民ギャラリーで評論
家である中原佑介の企画によって開催された「静物」展に出品されました。ここで私たちは、1972年ごろに思いつきのちに
「プラトンの円筒」iv

といわれる、この画家独特のアイディアを思い出さずにはいられません。そして見過ごせないのは、その
展覧会に際して中原へ寄せた文章において、この画家が「着陸」と「着水」という概念をすでに考え始めていたことです。

《二ツの環》《弓形》

　中西夏之の画業、つまり「絵画」とはいったい何なのかという探求の根底には、初期のハイレッド・センターにおける反芸
術的なパフォーマンスやイベント、そして土方巽（1928–1986）らの舞台美術を担当し、絵画と身体性の関係、そしてその表
現自体が成立するにふさわしい場とは何かを熟考するに至った経験があります。《二ツの環》（1983年、当館蔵［2024年度新収

蔵］※未出品）も、舞踏家・大野一雄（1906–2010）の「ラ・アルヘンチーナ頌
しょう

」（1977）の際にもともと構想されましたがそ
の時点では実現せず、のちに天

あまがつうしお

児牛大（1949–2024）が率いる山海塾の公演「縄
じょうもんしょう

文頌」（1982）の舞台で初めて登場しました。
　この舞台では、演者たちが長い棒を用いて二つの巨大な円環を転がしますが、それは先の“二ツのリンゴ”が近づき離れる
なかで生まれる新たな光景を思い起こさせます。そしてこの輪を転がす際に用いられている長い金属の棒は、絵の距離を保つ
ために1980年ごろからこの画家が用いた長い絵筆とも比べられるはずです。ちなみに《二ツの環》は過去に二度、倉敷芸術
科学大学（2006）と女子美術大学（2017）でそれぞれ学生たちの参加によりパフォーマンスに用いられています。ここでも、
二つの輪が遠方から近づき、重なり、すれ違い、また遠のいていくことで見える光景を体感するために行われました。

　そして、この二つの円は、その後の「弓形」という発想――つまり、カンヴァス上に描かれた／あらわれた弓＝限りなく直
線に近い円弧は、実は画家の後方、遥か遠くに中心を持つ円の一端であるという考えへとつながっていきます。それはまるで
海の遥か彼方にある水平線が実のところ地球という巨大な円の一部であるという事実を思い描かせますが、1978–82年に集中
的に制作されたシリーズ〈弓形が触れて〉は、それまでの絵画の成り立ちを定義づけようとしていた中から、絵画それ自体の
存在を確かめるのちのシリーズに続く連作だと言えます。

〈中央の速い白〉

　1980年代は、中西夏之の作品名に紫や白色そして黄緑色といった色の名前が頻出する時期となります。今回展示される、
1989–90年にかけて制作された連作〈中央の速い白〉のうちの2点ではカドミウム・グリーン・ライトという黄緑色が用いら
れていますが、これはそれまでに使われた緑色（エメラルド・グリーンやビリジアン）とは違い、平面的で均一な面が描けるとい
う特徴があり、その点から中西はこの黄緑色を「白よりも白い色」として用いましたv。
　それでは、ここでいう「速さ」とは一体何なのでしょうか。それはいわゆる物体が移動する際の速度を意味するのではなく、
認識する際の明瞭さや揺るぎなさを指しているように思えます。白以上に絵画の平面を表現できると画家が考えていた黄緑色
を使うことで、面が眼前にあることをより確固と表す、その確からしさ。この画家は、絵画を「真向かいから見、浴びるため
の、唯一の形式」vi

と述べていますが、この黄緑色での気付きが、絵画と画家／鑑賞者のより確かな対峙を生み出しうると考え
たことは想像に難くありません。一方で中西は絵画において「静けさ」という言葉もよく用いますが、これも一般的な無音の
状況を指すのではなく、動じなさ、普遍性、もっといえば強さを表していると考えられるでしょう。

〈着陸と着水〉《紗幕孔穿》

　〈着陸と着水〉は、1995年に神奈川県立近代美術館の鎌倉館新館（当時）の空間を用いて発表されて以降、2016年にこの画
家がこの世を去るまで様々な展覧会に組み込まれるかたちで発表された晩年を代表する連作の名称であり、絵画を場と画家の
行為から解き明かそうとしたこの画家の集大成とも言えます。
　このシリーズも舞踏とは切り離せず、たとえば舞踏の公演「静かな家　前・後編」（1973、演出・振付：土方巽）の舞台装置
に用いられた様々なオブジェ――二つの正三角形の鏡、棹秤――が1995年での展示にも引き継がれています。棹秤は舞台が
「大海に浮かぶ一枚のプレート」であることを示すために舞台に吊るされたとし、「絵画と等価」であるとも記されていますvii。
つまりこれらは絵画のシミュラクル（模像）であり、その表現のあるべき姿の一端を予感させる存在だと言えるでしょう。
　また1973年は、カーボランダムviii

を「場としての色彩」「色彩の輪郭としての色彩」ixとして使い始め、素描または砂絵の
ような作品を以後制作し始めた年でもありますx。もともと初期のシリーズ〈韻〉や舞台美術にも砂が用いられていたことを
思い返せば、この絵の具にも似た如何様にでもかたちを変える素材が彼の「絵画」に不可欠だったと腑に落ちはしないでしょ
うか。
　こうした様々な舞台における経験を引き合わせ、研ぎ澄ますかたちで最初の《着陸と着水》は構想されていきます。ただし、
「自分は画家として舞踏と関わったにすぎないことを、中西夏之さんは強調する」xi

とある通り、舞踏を通じて密かに深めてい
た「絵画」への考えを、舞台ではなく美術館の空間で総括した――と言ったほうが正しいのかもしれません。
　さらにいえば、その副題に「絵画場」とあるように、ここで表出されたのは絵画そのものではなく、絵画が成立するための
場、空間、条件といったものです。そのために最も重視されたのが「水平」と「垂直」という考え方で、わずかに立ち上がっ
た7×6mほどの“舞台”が展示室床面中央に設けられ、そこに敷かれた布の上に、先に記したカーボランダムと鋼球が規則正
しく並べられます。その四隅には棹秤が3つ、そして残る角には正三角儀が吊るされ、この舞台が完全に「水平」な面――つ
まり「垂直」（＝絵画）が成立するためにふさわしい場であることが示されているのです。

　それに続く〈着陸と着水〉として制作されたのが、2年後に開催された東京都現代美術館での個展で発表された《紗
しゃまくこうせん

幕孔穿》
でした。本人が「リヨンのオペラの前哨的なもの」xii

と述べている通り、同作品は天児牛大が演出したオペラ「三人姉妹」の
舞台美術にも用いられています。
　ここで試みられたのは、紗幕に孔を開けるという手法でした。紗幕のような半透明の素材も、やはり「肉体の反乱」で使わ
れた移動式の舞台が蚊帳で出来ていたことなどといった、舞台美術での経験を色濃く感じさせますが、中西は紗幕という素材
をガラスとの比較において、ガラスは「見えるんだけれど、そっちはつかめない」、紗幕は半透明で、「透して透さない」と述
べていますが、これらは油絵具などとは違って、むしろ光を遮るのではなく透過する――さらにいえば紗幕は半透明であるた
め、紗幕の背後にあるあらゆるものを抽象化し、絵画そのものというよりは「絵画の理念上のモデル」xiii

と呼ぶにふさわしい
佇まいとなっています。
　本作の構想ノート（『MOTアトリウム構成プラン』、1997年）には「弓形　紗幕　巨大孔穿けドローイング」と記されていて、
弓形からの展開であること、そして発表された東京都現代美術館の吹き抜けの巨大空間を受けて、高さ12mもの紗幕の作品を
構想していたことが分かります。実際には4m超の高さのものが4枚制作されましたが、うち後方に並ぶ3枚には、まるで鎌
倉館新館の床で展開した、小さな砂山の整然と並んだ様子を想起させる規則正しい孔がグリッド上に穿たれ、その中を、これ
もまるで鋼球が転がったかのように孔が揺蕩っています。
　これらの“絵画”は天井から吊り下げられましたがxiv、ここでも舞踏における舞台美術――「土方巽と日本人―肉体の反乱」
（1968）において舞台上に吊るされた6枚の真鍮板を思い起こさせることでしょう。さらには、1980年に大森山王の舞台稽古場
にいっとき仕事場を移した際には画布を一点吊りにして描いたこともありxv、宙吊りにすることで絵画を完全に「垂直」にし
ようとする作家の思惑が垣間見えます。以後、孔の穿たれた紗幕という手法はいくたびか繰り返され、中西の考えた絵画の生
まれる場所と、そこから生まれた絵画の原始の姿を、鑑賞者と共有していくことになります。

　以上、今回展示された当館の収蔵品の行間を、作家本人の思惟的かつ詩的な言葉に、いくつかの解説を加えることで補完し
ようとしてきました。振り返って感嘆するのは、この画家の半世紀以上にわたる創作活動が如何に揺らぐことのない、絵画そ
れ自体を考える豊かなものとして連なっているのか――ということです。いわゆる舞踏との「対立的」xvi

な共同作業や、初期
のインパクトの強い活動も含めつつ、絵画という表現それ自体に真摯に向き合い、そのつど考えをかたちに、言葉にしていく。
そのあまりに独創的な思索は変わらずマクロの視点で、同時代の絵画表現からは一線を画しているように感じられますが、中
西は1997年にインタビューで

…僕は絵を普遍的に語ろうとして話しているわけだから、すべからくの画家が、といいたい。なにもぼくの考え方によって
多くの画家たちを支配しようという意味じゃないんですよ。むしろそうすることによって救い出そうとしているんですxvii。

と語っていて、彼はあくまでも普遍的な絵画の在り方を模索していたことが伺えます。

　末尾に、中西は自身が制作する土地、その地形から啓示を受けることも少なからずありました。たとえば、日本列島を「大
海に漂っている一隻の舟」と見立てたりxviii、山梨県大月市で制作していたときはその地形を「船底型凹地」と称したりして
いて、それこそが彼に「絵画的衝動」を惹き起こすのだと述べています――それに倣って、みなさんがこの展示を鑑賞し、当
館の四

あずまや

阿から一色海岸に臨めば、右手には画家が最晩年を過ごした半島が裾野を伸ばし、そして左側には彼が今眠る寺が位置
していて、つまり葉山館はそのはざまで漂う舟だと言うこともできるでしょう。さらにいえば、中西は「絵画的衝動」を「強
烈な外の光を内の光に合流させ、すべてを眩しいものにしてしまいたい」xix

とも述べていますが、眩いばかりの陽射しが降り
注ぐここ葉山は、その絵画にふさわしい「絵画場」の一つだ――というのは少し言い過ぎなのでしょうか。

　今年2025年で生誕90年、来年には没後10年を迎えるこの画家の思想と作品が、今後いっそうの機会を得て多くの人々の眼
に触れることを心から願っています。

（髙嶋雄一郎　神奈川県立近代美術館企画課長／学芸員）

i 「編集部のアンケート　〈制作の発想と意図〉に応えて」『美術手帖』第367号、美術出版社、1973年5月号、p.175。
ii 「中西夏之年譜」『中西夏之展　―正面の絵　緩やかに　ひらかれゆくとき―』図録、西武美術館、1989年、p.156。
iii 「天秤粗描　笠井叡の天使館のために」『笠井叡・天使館開き』（パンフレット）1971年。
iv 『中西夏之　絵の励ましと日本列島　想像的地表』東京都現代美術館、1997年、p.5。
v 深山孝彰「中西夏之　絵と、絵の姿形」『中西夏之展　広さと近さ――絵の姿形』図録、愛知県美術館、2002年、p.32。
vi  「特集 伝統と想像：橋の上」『みづゑ』第九二二号、美術出版社、一九八二年春号、五十六頁（再録：『大括弧 緩やかに見つめるた

めにいつまでも佇む、装置』一〇二頁）。
vii 「「着陸と着水」にむけて」『着陸と着水　舞踏空間から絵画場へ』図録、神奈川県立近代美術館、1995年、n.p.。
viii 炭化ケイ素を細かい砂状にした素材で、本来は研磨などを目的として用いられるもの。
ix 「中西夏之年譜」『中西夏之展　―正面の絵　緩やかに　ひらかれゆくとき―』図録、p.158。
x 同上、p.158。
xi 原田光「展覧会後記」『着陸と着水　舞踏空間から絵画場へ』図録、n.p.。
xii  「光の条件としての「着陸と着水」について　中西夏之　インタビュー」『セゾンアートプログラム・ジャーナル』第1号、1999年、

p.18。
xiii 南雄介「中西夏之と絵画」『中西夏之展』図録、東京都現代美術館、1997年、p.36。
xix 前の１点のみ一点吊りで、残る3点は二点吊り。
xv 「中西夏之年譜」『中西夏之展　―正面の絵　穏やかに　ひらかれゆくとき―』図録、西武美術館、p.164。
xvi 原田光「展覧会後記」『着陸と着水　舞踏空間から絵画場へ』図録、n.p.。
xvii 「Artist Interview 光の佇む場所　中西夏之」『BT美術手帖』第49巻5号、美術出版社、1997年5月、p.86。
xviii 『中西夏之　絵の励ましと日本列島　想像的地表』東京都現代美術館、p.5。
xix 同上。
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し
て
机
に
着
く
こ
と
が
出
来
る
。
…

…
二
粒
の
水
銀
球
が
衝
突
し
て
、
一
ツ
の
大
き
な
粒
に
な
っ
て
も
水
銀
で
あ
る
よ
う
に
は
、
二
ツ
の
リ
ン
ゴ
は
一
ツ
に
な
ら
な
い
。
二
ツ
の
リ
ン
ゴ
の
接

触
に
よ
っ
て
静
か
さ
が
生
ま
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
逆
に
、
静
か
さ
、
静
謐
そ
の
も
の
か
ら
、
二
ツ
の
リ
ン
ゴ
を
抽
出
、
分
離
す
る
こ
と
が
、
図
形
と
し

て
も
成
り
た
た
な
い
だ
ろ
う
か
。
…

「
天
秤
粗
描
　
笠
井
叡
の
天
使
館
の
た
め
に
」『
笠
井
叡
・
天
使
館
開
き
』（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
一
九
七
一
年
（
初
出
）
／
一
九
八
八
年
（
補
筆
）

（
再
録
：『
大
括
弧
　
緩
や
か
に
み
つ
め
る
た
め
に
い
つ
ま
で
も
佇
む
、
装
置
』
五

－

六
頁
）

　
群
青
色
の
吹
き
付
け
を
終
え
て
作
業
場
を
出
る
。

　
紅
茶
に
浮
い
た
レ
モ
ン
の
円
に
ス
プ
ー
ン
を
刺
し
た
時
、
時
刻
は
七
時
。

　
ち
ょ
う
ど
、
断
念
し
た
舞
踏
会
の
開
演
時
刻
で
ベ
ル
が
鳴
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

　
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
レ
モ
ン
テ
ィ
ー
を
復
習
す
る
。
レ
モ
ン
の
円
は
紅
茶
に
浮
い
て
い
る
。
茶
碗
の
影
は
受
け
皿
を
覆
い
、
皿
は
茶
碗
を
受
け
て
い
る
。

全
体
は
レ
モ
ン
色
。
す
べ
て
が
接
す
る
よ
う
に
浮
い
て
い
る
。
心
器
の
モ
デ
ル
。

「
レ
モ
ン
テ
ィ
ー
か
ら
心
器
へ
」『
美
術
手
帖
』
第
五
一
一
号
、
一
九
七
三
年
五
月
号
、
二
一
九
頁

（
再
録
：『
大
括
弧
　
緩
や
か
に
み
つ
め
る
た
め
に
い
つ
ま
で
も
佇
む
、
装
置
』
十
六
頁
）

…
実
際
、
風
景
と
、
人
物
、
静
物
で
は
そ
れ
ぞ
れ
描
き
手
と
の
対
峙
の
仕
方
が
違
い
ま
す
。〝
静
物
〞
で
は
描
き
手
の
手
で
物
を
隔
離
さ
せ
た
り
接
近
さ

せ
た
り
出
来
そ
う
な
の
が
曲
者
で
す
。〝
二
つ
の
リ
ン
ゴ
〞、〝
リ
ン
ゴ
と
卵
〞
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
り
も
し
ま
す
。
人
は
勝
手
に
二
つ
の
リ
ン

ゴ
や
、
リ
ン
ゴ
と
卵
を
離
し
た
り
、
近
づ
け
た
り
、
触
れ
さ
せ
た
り
、
本
当
に
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
事
実
、
人
は
恣
意
的
に
あ
る
い
は
作
為
的
に
、
又
は
無
意
識
に
そ
う
し
て
い
る
の
で
す
が
、
二
つ
の
リ
ン
ゴ
と
云
っ
た
時
で
も
、
無
限
の
配
置
の
気
の

狂
い
そ
う
な
数
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、
た
っ
た
一
つ
、
も
っ
と
も
妥
当
な
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
と
予
感
し
て
い
な
け
れ
ば
信
用
で
き
な
い
も
の
で
す
し
、

リ
ン
ゴ
の
傍
に
卵
、
と
い
う
の
も
お
か
し
な
話
で
す
。
リ
ン
ゴ
の
傍
に
は
や
は
り
リ
ン
ゴ
で
す
し
、
そ
れ
が
地
面
に
落
ち
た
時
も
隣
り
に
は
や
は
り
リ
ン

ゴ
が
落
ち
て
き
ま
す
。
リ
ン
ゴ
の
木
の
下
に
鶏
が
卵
を
生
ん
だ
と
云
う
の
は
、
物
語
で
す
。
鶏
は
そ
の
よ
う
な
作
為
を
せ
ず
に
卵
の
確
か
な
位
置
と
場
所

を
指
し
示
す
は
ず
な
の
で
す
。

　
又
、
た
っ
た
一
つ
の
リ
ン
ゴ
が
あ
る

0

0

場
合
を
思
っ
て
も
、
そ
れ
は
リ
ン
ゴ
の
着
地
（
着
陸
）
な
の
で
す
が
、
自
分
自
身
が
心
底0

か
ら
、
こ
こ

0

0

に
こ
う
し

て
い
る
と
い
う
保
証
が
ど
こ
に
も
な
い
以
上
、
そ
れ
は
リ
ン
ゴ
の
着
水
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
船
の
位
置
は
緯
度
と
経
度
で
た
し
か

め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
、
し
か
し
海
底
は
船
の
重
量
を
受
け
て
い
ま
せ
ん
。
リ
ン
ゴ
は
、
幾
層
も
の
層
を
な
し
て
い
る
空
間
の
、
あ
る
層
と
あ
る
層
の
境
界

面
に
船
が
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
に
着
水
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
九
七
五
年
「
私
信
、
あ
る
展
覧
会
企
画
へ
の
賛
意
―
―
中
原
佑
介
氏
に
」

（
再
録
：「
静
物
に
つ
い
て
」『
大
括
弧
　
緩
や
か
に
み
つ
め
る
た
め
に
い
つ
ま
で
も
佇
む
、
装
置
』
二
十
九

－

三
十
頁
）

2
．
作
業
場
に
入
り
な
が
ら
あ
る
静
け
さ
に
気
が
つ
く
。

　
リ
ン
ゴ
が
机
の
端
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
ぎ
り
ぎ
り
の
落
ち
そ
う
で
落
ち
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
作
業
中
に
時
お
り
食
べ
る
た
め
に
置
か
れ
た

リ
ン
ゴ
を
一
瞥
す
る
と
、
い
つ
も
リ
ン
ゴ
は
座
り
が
よ
く
、
妥
当
な
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
も
の
だ
と
思
う
。
リ
ン
ゴ
の
そ
の
位
置
が
そ
の
よ
う
に
妥
当
な

の
で
、
そ
こ
が
リ
ン
ゴ
に
と
っ
て
の
決
定
的
な
場
所
に
思
え
る
が
、
そ
れ
は
偶
然
に
置
い
た
「
置
か
れ
方
」
に
馴
染
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
リ
ン
ゴ
は
、
そ
こ
が
決
定
的
だ
と
い
う
こ
と
で
そ
こ
に
在
る
の
で
は
な
く
、
次
の
位
置
に
移
る
為
に
、
一
時
、
そ
こ
に
留
ま
り
、
そ
こ
に
休

息
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
な
ら
ば
リ
ン
ゴ
は
何
処
か
ら
来
た
の
か
。
テ
ー
ブ
ル
の
一
方
の
際
を
リ
ン
ゴ
の
極
と
し
よ
う
。
リ
ン
ゴ
は
そ
の
際

の
向
う
か
ら
来
た
。（
そ
こ
で
は
リ
ン
ゴ
は
リ
ン
ゴ
で
な
く
な
る
遠
隔
地
。）

（
そ
し
て
ま
た
）
最
初
に
一
つ
の
リ
ン
ゴ
が
置
か
れ
て
い
て
、
2
つ
め
が
、
こ
の
テ
ー
ブ
ル
に
置
か
れ
る
。
そ
の
間
隔
は
ど
こ
を
と
っ
て
も
妥
当
で
自
然

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
妥
当
性
が
崩
れ
る
の
は
2
つ
の
リ
ン
ゴ
の
接
触
と
、
テ
ー
ブ
ル
ぎ
り
ぎ
り
に
重
心
を
か
け
た
時
で
あ
る
。
２
つ
の
リ
ン
ゴ
の
接

触
に
よ
っ
て
生
じ
る
静
謐
、
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ン
ゴ
を
テ
ー
ブ
ル
両
端
、
落
ち
そ
う
で
落
ち
な
い
際
に
離
し
て
ゆ
く
と
静
か
さ
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
、
2
つ
の
リ
ン
ゴ
は
寝
姿
の
追
試
と
な
る
だ
ろ
う
。

一
九
七
二
年
「
解
題
に
変
え
て
（
睡
眠
の
器
・
橋
　
絵
の
形
へ
の
演
習
）」

『
中
西
夏
之
ノ
ー
ト
』
西
武
美
術
館
、
一
九
八
九
年
、
二
十
二
頁

円
（
環
）
に
つ
い
て

　
こ
の
執
拗
に
、
地
表
に
舞
い
下
り
て
来
る
絵
画
の
平
面
と
は
何
だ
ろ
う
？
と
、
瀧
口
修
造
は
こ
の
世
か
ら
立
ち
去
る
こ
と
の
な
い
絵
画
を
ウ
ン
ザ
リ
し

た
口
調
で
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
問
い
は
、
絵
画
の
あ
る
不
思
議
さ
を
思
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
新
鮮
さ
を
と
り
戻
そ
う
と
云
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ

え
る
。

　
一
つ
の
追
試
を
し
て
み
よ
う
。
一
枚
の
水
平
に
置
か
れ
た
大
き
な
紙
の
任
意
の
箇
所
を
、
コ
の
字
型
に
切
り
、
垂
直
に
立
て
起
す
時
、
こ
の
衝
立
状
の

平
面
は
、
元
の
紙
＝
地
表
か
ら
孤
立
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
山
や
滝
が
不
動
の
よ
う
に
位
置
を
変
え
る
こ
と
は
な
い
。
底
辺
に
カ
ミ
ソ
リ
を
入
れ
る
と

衝
立
は
倒
れ
、
横
た
わ
り
、
地
表
の
水
平
面
に
同
化
す
る
。
い
か
な
る
力
が
こ
の
断
片
的
平
面
を
再
び
垂
直
に
掲
げ
る
の
か
。

「
何
と
無
理
な
く
自
然
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
仁
清
の
壺
の
周
り
を
め
ぐ
り
歩
き
な
が
ら
、
曲
面
の
藤
の
花
の
数
々
の
房
の
連
続
を
眺
め
る
。

無
理
の
な
さ
、
自
然
さ
こ
そ
が
絵
画
を
支
え
る
基
底
に
元
々
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
又
そ
れ

は
ラ
ス
コ
ー
の
洞
窟
に
居
る
時
の
よ
う
に
、
図
柄
が
蓋
の
内
壁
に
描
か
れ
て
い
る
場
合
も
同
じ
自
然
さ
を
感
ず
る
だ
ろ
う
。
見
る
者
は
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の

渦
中
を
動
き
ま
わ
る
。

　
壺
の
単
純
化
形
態
＝
円
筒
を
考
え
て
も
同
じ
で
あ
る
。
壺
、
或
は
円
筒
は
重
力
を
介
し
て
自
然
と
同
化
し
て
い
る
。
そ
れ
に
描
か
れ
た
絵
は
自
然
と
同

化
し
て
い
る
。
見
る
者
達
は
そ
れ
ら
の
内
側
、
外
側
を
歩
き
廻
る
。

　
し
か
し
或
る
意
志
が
円
筒
を
縦
に
切
り
開
い
て
し
ま
っ
た
時
か
ら
、
見
る
者
達
は
歩
き
廻
り
を
止
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
文
様
や
物
語
の
連
続
は
断
た

れ
、
こ
の
展
開
さ
れ
た
平
面
の
前
に
、
正
面
か
ら
立
た
さ
れ
る
。
時
間
を
と
も
な
う
歩
行
、
歩
行
を
と
も
な
う
眺
め
、
歴
史
を
と
も
な
う
人
生
は
静
止
の

瞬
間
を
強
い
ら
れ
る
。

　
縦
割
り
に
さ
れ
た
円
筒
は
左
右
に
展
開
さ
れ
、
平
面
化
さ
れ
る
と
同
時
に
左
右
の
辺
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
。
画
家
は
こ
の
よ
う
な
拡
が
り
に
正
面
か
ら

出
会
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
出
会
い
か
ら
す
で
に
久
し
い
。
久
し
い
が
故
に
、
す
で
に
与
え
ら
れ
て
来
た
こ
の
拡
が
り
を
新
た
に
引
き
受
け
て
み
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
左
辺
と
右
辺
に
挟
ま
れ
た
拡
が
り
に
画
家
は
出
会
う
。
し
か
し
こ
の
平
面
の
拡
が
り
自
体
も
左
辺
と
右
辺
の
出
会
い
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
拡
が
り
の
左
辺
と
右
辺
は
、
左
極
限
か
ら
の
、
そ
し
て
右
極
限
か
ら
の
接
近
、
即
ち
狭
ま
り

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
画
家
は
拡
が
り
を
相
手
に
仕
事
を
す

る
の
で
は
な
く
、
極
大
か
ら
の
狭
ま
り

0

0

0

の
中
で
仕
事
を
す
る
。

　
で
は
、
狭
ま
り

0

0

0

が
遂
に
は
左
右
接
合
し
て
一
本
の
線
に
な
っ
た
場
合
は
ど
う
す
る
の
か
。
一
本
の
垂
直
線
の
上
下
運
動
は
道どう
や
宗
教
を
誘
い
そ
れ
と
同

時
に
現
実
は
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
画
家
は
左
右
接
合
に
抗
し
て
そ
れ
を
は
ば
み
、
絵
の
場
所
、
こ
こ

0

0

を
、
こ
の
現
実
を
ギ
リ
ギ
リ
確
保
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
が
絵
の
現
実
的
な
寸
法
な
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
左
辺
と
右
辺
は
極
限
か
ら
や
っ
て
き
た
。
極
限
と
は
仮
想
だ
ろ
う
。
が
、
極
限
は
こ
こ

0

0

で
現
象
す
る
の
で
あ
る
。
現
象
す
る
場
所
、
こ
こ

0

0

も

や
は
り
仮
想
で
あ
る
。

　
仮
想
す
る
と
は
人
為
的
な
こ
と
で
あ
る
。
絵
画
の
場
所
は
人
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
絵
画
は
自
然
か
ら
足
を
切
ら
れ
な
が
ら
屹
立
し
て
い

る
。

　
更
に
、
極
限
か
ら
の
こ
こ

0

0

に
於
て
、
ど
の
よ
う
に
行
動
を
開
始
す
る
か
。

　
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
睡
る
た
め
に
身
を
横
た
え
る
。
横
た
え
る
と
、
立
っ
て
い
た
時
に
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
遠
く
の
こ
と
が
気

配
さ
れ
る
。
遠
く
の
音
が
聞
こ
え
て
来
る
。
遠
い
所
で
爆
発
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
小
さ
な
紅
い
炎
も
想
像
さ
れ
る
。「
あ
の
音
は
遠
く
の
出
来
事

な
の
だ
」
と
つ
ぶ
や
き
安
堵
と
諦
め
と
で
空くう
に
な
っ
た
躯
に
睡
り
落
ち
て
ゆ
く
。
あ
の
音
は
自
分
の
中
心
的
な
何
も
の
か
が
遠
く
に
置
き
か
え
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
睡
る
寸
前
に
こ
う
思
う
。
多
く
の
人
々
も
こ
の
時
間
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
心
を
遠
の
か
せ
、
塁
々
と
横
た
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ぞ

れ
の
無
数
の
中
心
は
無
限
の
か
な
た
の
一
ヶ
所
で
押
し
合
い
圧
し
合
い
争
っ
て
い
る
。
爆
発
と
は
そ
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
爆
発
点
を
中
心
と
し
て
無

限
の
半
を
も
つ
円
周
上
に
人
々
は
横
た
わ
っ
て
い
る
。

　
ゴ
ポ
ッ
と
胸
に
つ
っ
か
え
る
よ
う
な
感
じ
で
朝
の
目
覚
め
が
あ
る
。
再
び
中
心
的
な
も
の
が
戻
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
人
々
は
仕
事
を
は
じ
め
る
。

画
家
は
画
布
の
前
で
最
初
の
一
刷
毛
を
入
れ
る
。
そ
の
身
振
り
は
覚
醒
時
に
あ
っ
て
再
び
中
心
を
は
ず
し
、
遠
く
に
投
げ
よ
う
と
す
る
最
初
の
一
撃
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
制
作
中
の
心
理
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
絵
画
を
自
然
か
ら
屹
立
さ
せ
る
た
め
に
は
こ
の
心
理
は
味
方
に
な
っ
て
く
れ
る
。

一
九
八
三
年
七
月
二
四
日
「
絵
の
姿
」『
空
白
の
　
粒
子
の
中
へ
　
兆
み
る
展
』
カ
タ
ロ
グ
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
21
、
一
九
八
三
年
九
月

（
再
録
：「
絵
の
姿
形(

す
が
た)

」『
大
括
弧
　
緩
や
か
に
見
つ
め
る
た
め
に
い
つ
ま
で
も
佇
む
、
装
置
』、
百
十
一

－

百
十
三
頁
）

…
画
布
を
前
に
し
た
作
業
で
、
い
つ
も
自
分
自
身
の
背
と
そ
の
後
が
ガ
ラ
ン
ド
ウ
な
の
で
は
な
い
か
気
づ
か
わ
れ
る
。
背
の
後
方
に
そ
の
ガ
ラ
ン
ド
ウ
の

輪
郭
、
巨
大
な
円
を
感
じ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
の
「
背
後
」
は
描
き
手
の
背
後
で
あ
り
、
次
に
は
こ
の
絵
を
見
る
人
の
背
後
の
問
題
に
な
っ
て
ゆ
く
の
だ
が
。
―
―
背
―
―
北
に
月
。

「
背
後
の
円
Ⅰ
」『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
十
九
巻
十
四
号
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
七
年
四
月
八
日
、
四
頁

（
再
録
：「
背
後
の
円
」『
大
括
弧
　
緩
や
か
に
見
つ
め
る
た
め
に
い
つ
ま
で
も
佇
む
、
装
置
』
五
十
九
頁
）

「
プ
ラ
ト
ン
の
円
筒
」
と
は
「
プ
ラ
ト
ン
の
洞
窟
」
の
こ
と
で
、
私
が
洞
窟
を
円
筒
に
喩
え
直
し
た
も
の
で
す
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
こ
の
世
界
は
洞
窟
の
中

の
よ
う
な
も
の
で
我
々
は
そ
の
中
の
囚
わ
れ
人
で
あ
る
。
世
界
の
事
物
、
事
象
は
洞
窟
内
の
中
心
の
灯
り
の
よ
う
な
光
源
か
ら
こ
の
内
壁
に
映
し
出
さ
れ

た
影
に
す
ぎ
な
い
。
我
々
は
そ
の
影
を
見
て
い
る
だ
け
だ
。
振
り
返
れ
ば
中
心
の
灯
り
の
光
が
見
え
る
が
こ
れ
と
て
も
真
の
光
で
は
な
い
。
洞
窟
か
ら
這

い
出
て
、
外
の
真
の
光
を
見
る
べ
き
だ
、
と
言
う
の
で
す
。
こ
れ
を
円
筒
に
置
き
換
え
て
内
部
か
ら
縦
に
切
断
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
平
ら
に
開
い
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う

に
し
て
外
の
光
に
内
壁
を
晒
す
こ
と
。
洞
窟
か
ら
遣
い
出
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
切
開
は
絵
画
の
平
面
を
生
み
だ
す
端
緒
に
思
わ
れ
ま
す
。

『
中
西
夏
之
　
絵
の
励
ま
し
と
日
本
列
島
　
想
像
的
地
表
』
東
京
都
現
代
美
術
館
、
一
九
九
七
年
、
五
頁

…
絵
画
衝
動
と
い
う
の
は
、
す
で
に
現
在
あ
る
光
で
は
な
く
、
そ
の
光
を
も
覆
う
別
の
も
っ
と
強
い
光
を
求
め
る
衝
動
で
す
。
プ
ラ
ト
ン
の
洞
窟
の
話
で

は
、
人
は
そ
の
た
め
に
坂
道
を
這
う
よ
う
に
洞
窟
か
ら
脱
出
す
る
の
で
す
が
、
私
の
外
の
光
を
求
め
る
行
為
は
そ
の
よ
う
な
動
作
で
は
な
く
、
内
部
か
ら
、

洞
窟
の
内
壁
に
ナ
イ
フ
を
入
れ
て
引
き
裂
く
。
絵
は
も
と
も
と
平
面
で
な
く
円
筒
で
あ
り
、
我
々
は
そ
の
内
部
に
あ
っ
て
ド
ラ
マ
の
連
続
の
渦
巻
き
の
中

で
動
き
回
っ
て
い
る
。
洞
窟
も
そ
の
よ
う
な
円
筒
で
す
。
こ
の
よ
う
な
循
環
の
装
置
、
こ
れ
を
引
き
裂
く
と
、
即
ち
ド
ラ
マ
の
円
環
、
連
続
を
切
断
す
る

と
、
こ
の
上
空
に
太
陽
よ
り
も
も
っ
と
大
き
な
太
陽
が
覆
っ
て
い
る
。
そ
こ
は
、
影
が
ま
っ
た
く
で
き
な
い
、
そ
う
い
う
ひ
と
つ
の
平
面
と
左
右
の
切
断

線
を
構
成
し
て
し
ま
う
。
そ
の
切
断
線
は
、
円
筒
内
の
ド
ラ
マ
の
円
環
、
連
続
を
切
断
、
停
止
さ
せ
る
。
そ
れ
は
絵
の
形
式
の
誕
生
で
も
あ
り
、
そ
の
切

断
が
絵
画
街
動
と
い
う
も
の
か
と
、
こ
う
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
垂
直
な
絵
画
が
横
倒
し
に
な
っ
た
姿
と
同
じ
地
表
は
、
あ
の
イ
ン
ド
洋
上

の
舟
に
太
陽
が
照
り
つ
け
る
状
態
に
似
て
い
る
。
い
や
逆
に
、
水
平
な
光
る
海
に
浮
く
舟
の
甲
板
が
直
立
し
た
と
い
う
べ
き
か
。
あ
の
ク
ロ
ー
デ
ル
の
暗

い
船
倉
か
ら
引
き
ず
り
出
さ
れ
た
修
行
僧
が
、
神
へ
の
愛
の
不
可
能
性
と
同
質
の
も
の
が
、
現
世
の
愛
の
不
可
能
性
と
重
な
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か

の
試
練
を
、
灼
熱
の
甲
板
の
上
で
選
び
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
物
凄
い
光
の
乱
反
射
…
…
。
ど
う
も
日
本
列
島
と
か
、
水
平
性
、
水
平
、
想
像
的
水
平
面
、

山
頂
の
石
蹴
り
、
な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
今
、
私
が
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
世
界
で
す
。
…
…
そ
し
て
同
時
に
、
絵
画
は
現
実
的
地

表
の
上
に
想
像
的
地
表
を
創
造
し
、
そ
の
地
表
に
垂
直
に
打
ち
立
て
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
…

『
中
西
夏
之
　
絵
の
励
ま
し
と
日
本
列
島
　
想
像
的
地
表
』
東
京
都
現
代
美
術
館
、
一
九
九
七
年
、
十
九
頁

…
絵
画
作
業
に
と
っ
て
、
こ
の
横
倒
し
に
な
っ
た
プ
ラ
ト
ン
の
円
筒
が
切
開
さ
れ
た
よ
う
に
明
る
く
眩
し
い
想
像
的
地
表
は
不
可
欠
で
あ
る
。
同
時
に
絵

画
衝
動
は
こ
こ
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
同
時
に
絵
画
は
現
実
的
地
表
の
上
に
想
像
的
地
表
を
創
造
す
る
。
通
常
こ
の
二
つ
は
、
境
が
見
え
な
い
く
ら
い
に

混
合
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
超
現
実
が
現
実
に
固
く
結
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
。
…

『
中
西
夏
之
　
絵
の
励
ま
し
と
日
本
列
島
　
想
像
的
地
表
』
東
京
都
現
代
美
術
館
、
一
九
九
七
年
、
二
十
一
頁

着
陸
と
着
水

覚
え
書

着
陸
と
着
水
又
は
湖
面
の
刺
戟

砂
箱

砂
絵

磁
場

砂
場

素
描

金
属
粉
末

小
球
体
↑
微
か
な
震
動
に
も
転
が
り
や
す
い

顏
料

粉
末

水
盤

天
秤
皿
の
底
裏

航
空
母
艦

鮃
の
表
裏

鮃
の
テ
ー
ブ
ル

レ
モ
ン
テ
ィ
ー

砂
盤

砂
皿

定
点
観
測
及
び
観
測
所

（
水
平
な
平
面
か
ら
垂
直
な
平
面
へ
）

一
九
七
五
年
「
砂
絵
の
再
生
」（
未
刊
行
）

（
再
録
：
一
九
七
五
年
二
月
「
中
西
夏
之
『
着
陸
と
着
水
の
系
譜
』
資
料
」『
カ
ル
テ
ッ
ト
　
着
陸
と
着
水
Ｘ
』
川
村
記
念
美
術
館
、
二
〇
〇
四
年
、
七
十
四
頁
）

…
こ
の
地
表
が
ゆ
る
や
か
な
起
伏
を
と
も
な
う
豊
か
な
安
堵
の
感
じ
と
は
異
な
り
、
あ
ま
り
に
研
磨
さ
れ
た
水
平
面
は
恐
ろ
し
さ
を
備
え
、
そ
の
前
で
は
立

ち
竦
む
。
し
か
し
、
恐
怖
を
と
り
の
ぞ
き
た
い
と
思
う
感
覚
を
馴
致
し
、
水
平
な
る
も
の
を
見
て
「
お
だ
や
か
だ
」
と
置
き
換
え
て
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

　
そ
の
水
平
面
は
、
あ
の
「
一
挙
の
可
視
性
」
が
生
ん
だ
も
の
と
相
似
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
然
な
姿
と
し
て
、
ど
こ
で
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
京

湾
の
水
平
性
を
コ
ッ
プ
に
入
れ
、
船
底
型
凹
地
の
山
峡
の
作
業
場
に
運
ん
で
眺
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
垂
直
な
平
面
は
自
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
な
に
か
激
越
な
欲
望
と
人
為
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。「
激
越
な
」
と
は
ヒ

ト
が
ヒ
ト
で
あ
る
と
認
め
た
、
否
、
猿
が
ヒ
ト
で
あ
る
と
瞬
間
的
に
認
め
た
太
初
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
絵
画
の
発
見
と
機
を
一
に
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
絵
画
を
読
み
と
っ
て
き
た
歴
史
の
欠
陥
が
、
絵
画
の
発
生
の
発
見
を
阻
ん
で
い
る
よ
う
で
あ

る
。
起
源
は
遡
及
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
現
在
が
起
源
で
あ
る
と
し
て
み
よ
う
。
こ
の
宇
宙
と
い
わ
れ
る
も
の
に
一
つ
の
始
ま
り
が
あ
り
、
そ
の
続
き

の
現
在
、
と
と
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
宇
宙
と
い
わ
れ
る
も
の
は
い
ま
だ
未
決
定
で
あ
り
、
た
え
ず
生
成
を
繰
返
し
て
い
る
。
絵
画
の
行
為
は
、
そ
の
生

成
を
励
ま
し
、
加
担
す
る
か
の
ご
と
く
何
度
も
何
度
も
絵
画
の
発
生
を
繰
返
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

　
今
年
の
夏
は
熱
射
続
き
で
あ
っ
た
。「
着
陸
と
着
水
」
の
準
備
で
、
凹
型
地
の
作
業
場
に
は
ゆ
か
ず
、
湾
に
近
い
東
京
を
材
料
集
め
に
歩
い
て
い
た
。

環
状
七
号
線
に
は
常
に
大
型
輸
送
車
が
走
っ
て
い
る
。
強
い
日
射
の
日
の
連
続
で
ペ
ー
ヴ
メ
ン
ト
も
灼
け
て
い
た
。
空
は
光
の
膜
と
な
っ
て
低
く
地
面
を

圧
し
て
い
た
。
こ
の
時
、
こ
の
空
か
ら
の
強
い
光
の
膜
に
抗
う
た
め
に
、
ス
チ
ー
ル
ボ
ー
ル
を
無
数
に
撒
き
散
ら
し
た
。
路
上
の
球
の
群
れ
は
光
の
上
空

と
諍
い
、
眩
し
い
。
熱
射
の
光
の
空
と
、
地
面
を
覆
い
転
が
る
小
球
の
群
れ
に
狭
ま
れ
た
眩
し
い
空
隙
が
あ
る
。
上
方
か
ら
の
熱
射
の
光
に
抗
っ
て
地
表

に
無
数
の
ス
チ
ー
ル
ボ
ー
ル
を
バ
ラ
撒
く
こ
と
、
そ
れ
は
ま
だ
本
当
の
絵
画
行
為
、
垂
直
平
面
の
発
見
で
は
な
く
、
絵
画
の
場
の
設
定
な
の
で
あ
る
。
…

一
九
九
五
年
十
一
月
十
五
日
「
小
鋼
球
及
び
絵
画
場
」『
着
陸
と
着
水
　
舞
踏
空
間
か
ら
絵
画
場
へ
』
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
、
一
九
九
五
年
、n.p.

…
「
紗
幕
孔
穿
」
に
於
け
る
紗
幕
は
と
い
う
と
、
そ
れ
は
写
幕
0

0

で
あ
り
遮
幕
0

0

で
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
あ
ち
ら
と
こ
ち
ら
、
対
象
と
眼
と
の
間
を
透

過
さ
せ
る
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
る
。
そ
の
紗
幕
は
対
象
の
眞
近
に
あ
り
、
又
は
対
象
そ
の
も
の
を
被
っ
て
い
る
か
、
或
は
直
接
こ
ち
ら
の
目
を
被
っ
て
い
る

か
、
又
は
、
そ
の
中
間
を
い
っ
た
り
き
た
り
し
な
が
ら
様
々
な
距
離
感
覚
を
組
織
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
即
ち
、
紗
幕
は
二
者
間
の
距
離
を
往
復
す
る
こ

と
で
見
え
た
り
、
見
え
な
か
っ
た
り
す
る
半
透
明
体
、
い
や
、
あ
る
意
識
に
よ
っ
て
は
、
あ
る
時
は
透
明
体
で
す
ら
あ
る
。
作
品
「
紗
幕
孔
穿
」
と
は
更

に
透
明
体
に
孔
を
穿
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
…

「『
絵
画
へ
の
照
射
』
展
の
構
成
」『
絵
画
へ
の
照
射
』
展
図
録
、
東
京
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
ハ
ウ
ス
、
二
〇
〇
二
年
一
月

（
再
録
：『
カ
ル
テ
ッ
ト
　
着
陸
と
着
水
Ⅹ 

中
西
夏
之
』
川
村
記
念
美
術
館
、
二
〇
〇
四
年
、
八
十
二

－

八
十
三
頁
）

《
着
陸
と
着
水
》
展
示
風
景
（
部
分
）
一
九
九
五
年
撮
影
　
　
撮
影
：
後
藤
充
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