
一

　

ド
イ
ツ
語
圏
で
は
、
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
中
心
理
念
を
あ
ら
わ
す
語
と
し
て
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
ゥ
ン
グ G

estaltung 

の
語
が
よ
く
用
い
ら

れ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
語
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
語
は
、
な
に
よ
り
、
形
作
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
語
で
あ
る（

１
）。

す
な
わ
ち
、
こ
の
語

は
、
形
作
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
動
詞
ゲ
シ
ュ
タ
ル
テ
ン gestalten 

の
名
詞
形
で
あ
り
、
両
者
の
語
幹
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
形
態
を
あ

ら
わ
す
名
詞
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト G

estalt 

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
文
脈
に
お
い
て
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
、
事
物

自
体
を
組
み
立
て
る
と
い
う
構
成
の
含
み
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
英
語
の
デ
ザ
イ
ン
に
相
応
す
る
語
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
き
た
。
た
し

か
に
、
一
九
六
〇
年
代
ま
で
、
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
考
え
が
優
位
に
あ
る
と
き
に
は
、
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
語
の

ほ
う
が
好
ま
れ
、
英
語
の
デ
ザ
イ
ン
の
語
が
入
り
込
む
こ
と
へ
の
抵
抗
が
あ
っ
た
。
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
ゥ
ン
グ
が
、
実
質
に
か
か
わ
る
仕
事

で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
デ
ザ
イ
ン
は
、
表
面
を
取
り
替
え
る
ス
タ
イ
リ
ン
グ
と
し
て
理
解
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る（

２
）。
日
本
語
の

訳
と
し
て
は
、
造
形
の
語
が
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
原
義
を
尊
重
し
た
訳
と
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
日
本
の
近
代
デ
ザ
イ

ン
運
動
の
な
か
で
も
造
形
の
語
は
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
ゥ
ン
グ
と
の
対
応
関
係
を
は
ら
み
な
が
ら
、
デ
ザ
イ
ン
に
相
応
す
る
語
と
し
て
広
く

使
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
近
代
デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
造
形
の
意
味
を
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
用
法
を
と
お
し
て
明
ら
か

に
す
る
。

三
つ
の
造
形
大
学
に
お
け
る
造
形
概
念
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二

　
造
形
大
学

　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
デ
ザ
イ
ン
教
育
機
関
の
名
称
の
変
化
を
み
る
と
、
デ
ザ
イ
ン
史
の
な
か
で
造
形 G

estaltung 

の
語
が
い
か
な
る
位
置

を
し
め
て
き
た
か
が
分
か
る
。
ま
ず
、
一
九
世
紀
末
に
は
ド
イ
ツ
で
も
工
芸
運
動
が
さ
か
ん
に
な
り
、
工
芸 K

unstgew
erbe 

の
語
が
よ

く
も
ち
い
ら
れ（

３
）、

各
地
に
工
芸
学
校 K

unstgew
erbeschule 

が
設
立
さ
れ
た（
４
）。

一
九
四
九
年
か
ら
七
〇
年
代
の
始
め
ま
で
は
、
西
ド
イ
ツ

に
お
い
て
、
工
芸
学
校
の
後
継
と
し
て
工
作
学
校 W

erkkunstschule 

が
整
え
ら
れ
た
が
、
現
在
ほ
と
ん
ど
が
大
学
な
ど
の
教
育
機
関
へ

と
解
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
造
形
大
学 H

ochschule für G
estaltung 

の
名
称
も
す
で
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
一
九
二
六

年
に
デ
ッ
サ
ウ
に
移
転
し
た
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
こ
れ
を
副
名
称
と
し
て
使
用
し
た
の
が
最
初
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
名
称
を
か
か
げ
た
学
校

と
し
て
は
、
一
九
五
三
年
に
設
立
さ
れ
た
ウ
ル
ム
造
形
大
学
が
知
ら
れ
る
。
当
初
こ
の
学
校
は
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
を
引
き
継
ぐ
学
校
と
し

て
設
立
さ
れ
、
造
形
大
学
と
い
う
名
称
に
バ
ウ
ハ
ウ
ス
と
の
つ
な
が
り
を
暗
示
し
て
き
た
。
一
九
六
八
年
に
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
や
む

な
く
閉
鎖
す
る
が
、
一
九
七
〇
年
に
オ
ッ
フ
ォ
ン
バ
ッ
ハ
造
形
大
学
が
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
整
え
ら
れ
た
。
何
人
か
の
ウ
ル
ム

の
教
員
は
、
オ
ッ
フ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
造
形
大
学
に
移
っ
て
指
導
を
お
こ
な
っ
た
。
た
し
か
に
、
オ
ッ
フ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
造
形
大
学
は
ま
っ
た

く
新
し
く
設
立
さ
れ
た
学
校
で
は
な
く
、
前
身
と
な
る
学
校
の
名
称
を
み
る
と
興
味
深
い
こ
と
が
み
え
て
く
る（

５
）。
も
と
も
と
こ
の
学
校

は
、
一
八
三
二
年
か
ら
職
工
学
校 H

andw
erkerschule 

と
し
て
始
ま
り
、
一
八
八
五
年
に
は
工
芸
学
校 K

unstgew
erbeschule 

と
な
り
、

一
九
四
九
年
か
ら
は
工
作
学
校 W

erkkunstschule 

と
な
り（
６
）、

一
九
七
〇
年
か
ら
造
形
大
学 H

ochschule für G
estaltung 

と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
名
称
の
変
化
そ
れ
自
体
に
お
い
て
ド
イ
ツ
に
お
け
る
デ
ザ
イ
ン
教
育
の
変
化
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

各
時
代
を
代
表
す
る
造
形
大
学 H

ochschule für G
estaltung 

を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
造
形
の
理
解
の
し
か
た
の
変
化
と
と
も
に
、
造

形
の
語
の
も
と
で
の
力
点
の
変
化
に
つ
い
て
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
三
つ
の
教
育
機
関
で
あ
る
。
そ



三

三
つ
の
造
形
大
学
に
お
け
る
造
形
概
念

れ
は
、
戦
前
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
で
あ
り
、
戦
後
の
ウ
ル
ム
造
形
大
学
で
あ
り
、
二
〇
世
紀
末
か
ら
の
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
造
形
大
学
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
つ
は
、
新
し
い
科
学
技
術
を
取
り
入
れ
る
の
に
熱
心
で
あ
り
、
新
し
い
社
会
の
も
と
め
に
応
じ
た
活
動
を
す
す
め
た
が
、
違
い

も
明
ら
か
で
あ
る
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
、
理
念
の
う
え
で
は
、
造
形
の
目
標
と
し
て
建
築
に
重
き
を
お
い
た
が
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
時
代
に

は
、
製
品
デ
ザ
イ
ン
が
中
心
だ
っ
た
。
ウ
ル
ム
造
形
大
学
も
ま
た
、
製
品
デ
ザ
イ
ン
に
お
い
て
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

が
、
同
時
に
ま
た
情
報
伝
達
に
た
い
す
る
関
心
を
強
く
し
て
お
り
、
産
業
社
会
か
ら
情
報
社
会
へ
の
移
行
に
む
け
た
数
々
の
実
験
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
造
形
大
学
は
、
も
と
も
と
、
メ
デ
ィ
ア
芸
術
セ
ン
タ
ー
Ｚ
Ｋ
Ｍ
に
と
も
な
っ
て
設
立
さ
れ
た
と
い
う
経

緯
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
三
つ
の
造
形
大
学
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
造
形
の
理
念
が
い
か
に
時
代
と
と
も
に
い
か
に
変
化
し
て

き
た
か
が
把
握
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
注
目
し
た
い
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
教
育
組
織
に
お
い
て
、
造
形
の
語
が
ど
の
よ
う
に
用
い

ら
れ
て
き
た
の
か
。
第
二
に
、
教
育
課
程
に
お
い
て
、
基
礎
教
育
が
ど
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
て
き
た
の
か
。
第
三
に
、
専
門
教
育
に
お
い

て
、
専
門
分
野
が
ど
の
よ
う
に
立
て
ら
れ
て
い
た
の
か
。
第
四
に
、
実
践
教
育
に
お
い
て
、
自
由
な
芸
術
活
動
が
ど
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て

い
た
の
か
。
第
五
に
、
実
践
教
育
に
お
い
て
、
学
問
の
知
が
ど
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
検
討
を
お
こ
な
い
た

い
。

　
工
芸
か
ら
造
形
へ

　

一
九
世
紀
後
半
よ
り
、
ド
イ
ツ
各
地
で
は
、
産
業
振
興
を
お
も
な
目
的
と
し
て
、
工
芸
博
物
館
な
ら
び
に
工
芸
学
校
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
設

立
さ
れ
た（

７
）。

そ
し
て
こ
の
名
称
の
普
及
に
と
も
な
い
、
工
芸 K

unstgew
erbe 

の
語
の
も
と
で
デ
ザ
イ
ン
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
二
〇
世
紀
に
な
る
と
、
ド
イ
ツ
の
工
芸
の
刷
新
が
ま
す
ま
す
急
務
と
な
り
、
ヴ
ァ
ン
・
ド
・
ヴ
ェ
ル
ド
も
そ
の
た
め
に
尽
力
し



四

た
。
ベ
ル
ギ
ー
出
身
の
こ
の
造
形
家
は
、
ア
ー
ル
ヌ
ー
ボ
ー
の
代
表
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
一
九
〇
二
年
よ
り
か
れ
は
、
ザ
ク
セ
ン

＝
ワ
イ
マ
ー
ル
＝
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
大
公
の
招
聘
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
の
ワ
イ
マ
ー
ル
に
お
い
て
美
術
顧
問
と
し
て
工
芸
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い

る（
８
）。

ヴ
ァ
ン
・
ド
・
ヴ
ェ
ル
ド
が
一
九
〇
二
年
に
着
任
し
て
お
こ
な
っ
た
の
は
「
工
芸
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
の
開
設
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
新
し

い
考
え
の
普
及
を
ね
ら
っ
た
、
建
築
と
内
装
を
手
が
け
る
工
房
で
、
か
れ
自
身
が
当
初
か
ら
強
く
要
望
し
た
も
の
だ
っ
た
。
一
九
〇
五
年

か
ら
一
九
〇
六
年
に
か
け
て
、
か
れ
自
身
の
設
計
に
よ
る
工
房
棟
が
つ
く
ら
れ
た
が
、
当
時
と
し
て
は
簡
素
な
デ
ザ
イ
ン
に
ま
と
ま
っ
て

い
る
。
こ
の
建
物
に
は
、
か
れ
自
身
の
工
房
が
置
か
れ
た
だ
け
で
な
く
、「
工
芸
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」
を
発
展
さ
せ
る
べ
く
「
工
芸
研
究
所
」

が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
「
工
芸
研
究
所
」
は
、
将
来
の
「
工
芸
学
校
」
の
設
置
に
む
け
た
暫
定
組
織
で
、
工
房
で
の
教
育
活
動
も
お
こ

な
っ
た
。
か
れ
は
、
一
九
〇
七
年
一
〇
月
に
大
公
に
提
出
し
た
報
告
書
に
お
い
て（

９
）、「
金
工
工
房
」「
琺
瑯
工
房
」「
織
物
工
房
」「
絨
毯
工

房
」「
印
刷
工
房
」「
造
本
工
房
」
の
活
動
に
つ
い
て
報
告
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ら
に
加
え
て
「
製
陶
工
房
」
が
準
備
さ
れ
て

い
る
と
書
い
て
い
る
。
一
九
〇
八
年
に
は
、
大
公
側
が
「
工
芸
学
校
」
の
設
立
を
正
式
に
み
と
め
、
以
来
ヴ
ァ
ン
・
ド
・
ヴ
ェ
ル
ド
は
そ

の
校
長
と
し
て
学
校
組
織
を
と
と
の
え
て
い
く
。
一
九
一
一
年
─
一
二
年
の
年
次
報
告
書
に
よ
る
と）

（1
（

、
こ
の
時
期
に
は
、
工
房
を
中
心
と

し
た
教
育
に
加
え
て
、「
素
描
」「
塑
造
」「
装
飾
」「
色
彩
」
と
い
っ
た
基
礎
授
業
が
と
と
の
っ
て
き
た
様
子
で
あ
る
。
第
一
次
大
戦
が
始

ま
る
と
、
ベ
ル
ギ
ー
国
籍
を
も
つ
ヴ
ァ
ン
・
ド
・
ヴ
ェ
ル
ド
は
ド
イ
ツ
で
仕
事
が
し
づ
ら
く
な
り
、
一
九
一
五
年
四
月
に
か
れ
は
グ
ロ
ピ

ウ
ス
に
校
長
職
を
引
き
継
ぐ
よ
う
に
打
診
す
る
手
紙
を
送
っ
て
い
る）

（（
（

。
そ
の
手
紙
の
よ
る
と
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
他
に
も
二
人
候
補
が
い
た
よ

う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
同
年
の
九
月
を
も
っ
て
ワ
イ
マ
ー
ル
の
「
工
芸
学
校
」
は
閉
校
と
な
っ
た
。

　

一
九
一
九
年
に
は
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
主
導
の
も
と
、
ワ
イ
マ
ー
ル
に
あ
っ
た
「
美
術
大
学 H

ochschule für B
ildende K

unst

」
と
「
工

芸
学
校 K

unstgew
erbeschule

」
と
を
統
合
す
る
か
た
ち
で
、
新
た
に
「
ワ
イ
マ
ー
ル
国
立
バ
ウ
ハ
ウ
ス D

as Staatliche B
auhaus in 

W
eim

ar

」
が
設
立
さ
れ
た）

（1
（

。
新
し
い
校
名
か
ら
は
「
美
術
」
と
「
工
芸
」
の
語
が
と
て
も
周
到
に
避
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た



五

三
つ
の
造
形
大
学
に
お
け
る
造
形
概
念

い
。
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
造
語
で
あ
る
バ
ウ
ハ
ウ
ス B

auhaus 

と
は
「
建
築
の
家
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、
バ
ウ B

au 

だ
け
な
ら
建
設
の

意
味
に
も
っ
と
も
近
い
だ
ろ
う
。
こ
の
校
名
は
、
描
写
や
装
飾
に
か
わ
っ
て
、
構
成
に
重
き
を
お
く
姿
勢
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
も
っ
と

も
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
も
と
か
ら
新
進
気
鋭
の
機
関
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
前
身
の
教
育
機
関
か
ら
の
講
師
も
な
お
残
っ
て
い
た
。
工

房
を
中
心
と
し
た
教
育
は
も
と
も
と
工
芸
学
校
に
お
い
て
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
織
物
工
房
の
よ
う
に
、
工
芸
学
校
の
工
房
を
そ
の
ま

ま
引
き
継
い
で
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。
一
九
一
九
年
の
設
立
時
の
綱
領
は
、
中
世
の
造
形
美
術
を
理
想
と
し
て
、
建
築
を
中
心
と
す
る
造

形
分
野
の
総
合
を
と
な
え
て
お
り
、
中
世
の
職
人
組
合
を
理
想
と
し
て
、
手
工
芸
の
伝
統
に
立
ち
戻
る
こ
と
を
謳
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ほ

と
ん
ど
モ
リ
ス
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
二
二
年
に
な
っ
て
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
は
手
工
芸
重
視
を
あ
ら
た
め
て
機
械
生
産
と
の
連
携
を

は
か
る
新
た
な
方
針
を
う
ち
だ
し
た
。
ま
た
こ
の
こ
ろ
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
新
造
形
主
義
の
影
響
の
も
と
で
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
、
個
人
の

自
己
表
現
を
重
く
み
る
表
現
主
義
に
か
わ
っ
て
、
幾
何
学
形
態
に
よ
っ
て
普
遍
美
を
ね
ら
う
構
成
主
義
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
よ
う
に
な

る
。
一
九
二
三
年
に
開
催
さ
れ
た
バ
ウ
ハ
ウ
ス
展
は
こ
う
し
た
一
連
の
変
化
を
は
っ
き
り
印
象
づ
け
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

一
九
二
五
年
に
ワ
イ
マ
ー
ル
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
閉
鎖
と
な
り
デ
ッ
サ
ウ
で
再
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
二
六
年
に
は
、
こ
の
学
校

は
、「
デ
ッ
サ
ウ
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
造
形
大
学 D

as B
auhaus in D

essau – H
ochschule für G

estaltung

」
と
し
て
正
式
に
認
可
を
受
け
た
。

ワ
イ
マ
ー
ル
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
も
と
も
と
中
世
の
ギ
ル
ド
に
範
を
と
っ
た
工
作
共
同
体
を
目
指
し
て
い
た
な
ら
ば
、
デ
ッ
サ
ウ
の
バ
ウ
ハ

ウ
ス
は
造
形
大
学
の
名
の
も
と
で
専
門
教
育
機
関
と
し
て
の
体
裁
を
そ
な
え
る
よ
う
に
な
り
、
親
方
と
呼
ば
れ
て
い
た
教
師
た
ち
は
、
教

授
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
デ
ッ
サ
ウ
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
、
造
形
大
学
の
名
を
も
つ
最
初
の
学
校
で
あ
る
。
す
で
に
そ
う
だ
っ
た
よ

う
に
、
校
名
か
ら
美
術
の
語
が
外
さ
れ
る
こ
と
で
、
模
写
に
重
き
を
お
く
美
術
教
育
か
ら
区
別
さ
れ
て
お
り
、
校
名
か
ら
工
芸
の
語
が
外

さ
れ
る
こ
と
で
、
装
飾
に
重
き
を
お
く
工
芸
教
育
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
名
と
と
も
に
、
造
形
学
校
の
名
も
ま
た
、
構

成
に
重
き
を
お
く
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
が
造
形
大
学
と
し
て
認
可
さ
れ
た
あ
と
に
有
名
な
新
校
舎
が
落
成
し
た
が
、
バ
ウ
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ハ
ウ
ス
の
造
形
理
念
は
、
こ
の
新
校
舎
に
も
っ
と
も
よ
く
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
工
業
技
術
の
粋
が
集
約
さ
れ

て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
い
。
表
面
に
装
飾
を
も
た
ぬ
か
わ
り
に
、
長
方
形
の
積
み
木
を
組
み
立
て
た
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
全
体
の
構

成
が
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
建
物
と
な
っ
て
い
る
。

　

近
代
デ
ザ
イ
ン
は
二
つ
の
流
れ
が
合
流
し
た
と
こ
ろ
で
見
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
一
つ
は
、
美
術
の
流
れ
で
、
対
象
を
描
く
の

で
は
な
く
、
色
彩
や
形
態
そ
の
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
、「
再
現
」
よ
り
も
「
構
成
」
に
重
き
が
お
か
れ
た
。
も
う
一
つ
は
、

産
業
の
流
れ
で
、
も
の
の
表
面
を
飾
る
の
で
は
な
く
、
本
体
そ
の
も
の
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
、「
装
飾
」
よ
り
も
「
構
成
」

に
重
き
が
お
か
れ
た
。
そ
う
み
る
と
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
活
動
期
間
は
一
九
一
九
年
か
ら
三
三
年
ま
で
の
一
四
年
間
と
け
っ
し
て
長
く
な

か
っ
た
が
、
一
九
二
五
年
前
後
は
そ
の
な
か
で
も
以
上
の
二
つ
の
流
れ
が
う
ま
く
合
流
し
て
い
た
希
有
な
時
期
だ
っ
た
と
い
え
る
。
た
し

か
に
、
製
品
の
形
態
に
つ
い
て
機
能
が
そ
れ
ほ
ど
厳
格
に
い
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
生
産
と
生
活
に
も
っ
と
も
適
合
し
た
あ
り
か
た
と
し

て
の
合
理
性
が
蔑
ろ
に
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
二
つ
の
要
求
は
た
が
い
を
尊
重
し
合
っ
て
い
た
。
そ
の
か
ぎ
り
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
お
け
る

造
形
の
理
念
は
、
た
ん
に
形
作
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
構
成
の
理
念
と
も
っ
と
も
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
一
九
二
七
年
か
ら
二
九

年
に
か
け
て
バ
ウ
ハ
ウ
ス
で
学
ん
だ
水
谷
武
彦
は
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
ゥ
ン
グ
を
「
構
成
」
と
訳
し
た
が）

（1
（

、
そ
れ
は
か
れ
が
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の

理
念
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

グ
ロ
ピ
ウ
ス
が
校
長
を
つ
と
め
て
い
た
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
二
八
年
ま
で
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
造
形
教
育
は
、
建
築
を
目
標
に
か
か
げ

な
が
ら
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
各
工
房
で
の
教
育
を
中
心
と
し
て
お
り
、
製
品
デ
ザ
イ
ン
に
か
か
わ
る
工
房
が
多
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
や

や
異
色
な
の
は
、
印
刷
工
房
で
あ
り
、
舞
台
工
房
で
あ
る
。
両
者
は
む
し
ろ
、
製
品
か
ら
情
報
へ
と
い
う
脱
工
業
化
の
流
れ
を
先
取
り
す

る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
以
後
の
展
開
の
先
が
け
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
印
刷
工
房
は
も
と
も
と
フ
ァ
イ
ニ
ン
ガ
ー
ら
の
指
導
の
も
と
で

版
画
制
作
を
し
て
い
た
が
、
モ
ホ
イ
＝
ナ
ジ
の
加
入
に
よ
り
、
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
実
験
の
場
と
な
っ
た
。
た
だ
し
そ
こ
で
は
実
際
の
印
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刷
は
ほ
と
ん
ど
お
こ
な
わ
れ
ず
、
印
刷
の
た
め
の
紙
面
の
創
案
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
れ
は
今
日
い
わ
れ
る
視
覚
伝
達
デ
ザ
イ
ン
に
近
い

仕
事
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
か
ら
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
あ
っ
て
舞
台
工
房
は
さ
ら
に
異
色
に
み
え
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
見
せ
る
技
術
か
か

わ
る
試
み
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
シ
ュ
レ
ン
マ
ー
が
舞
台
工
房
を
指
導
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
こ
の
工
房
は
、
演
劇

よ
り
も
舞
踊
の
ほ
う
に
力
点
を
移
し
て
、
舞
台
上
に
お
け
る
視
覚
要
素
の
運
動
に
つ
い
て
探
求
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
り
、
劇
作
上
の
関

心
よ
り
も
造
形
上
の
関
心
の
ほ
う
を
前
面
に
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

一
九
二
八
年
に
マ
イ
ヤ
ー H

annes M
eyer 

が
二
代
目
校
長
に
就
任
し
た
。
か
れ
は
、
造
形
の
実
践
に
お
い
て
、
芸
術
と
結
び
つ
い
た

構
成 K

om
position 

を
否
定
し
、
工
学
と
結
び
つ
い
た
構
成 K

onstruktion 

を
肯
定
し
て
い
る
。
前
者
は
、
自
己
満
足
し
た
も
の
と
み
ら

れ
、
後
者
は
、
時
代
の
要
請
に
応
じ
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
マ
イ
ヤ
ー
は
、
自
由
な
芸
術
活
動
を
み
と
め
ず
、
機
能
か
ら
離
れ
た
幾

何
学
形
態
を
受
け
入
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
形
式
主
義
を
否
定
す
る
立
場
で
あ
り
、
機
能
主
義
を
肯
定
す
る
立
場
で
あ
る
。
し
か

も
か
れ
は
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
す
で
に
浸
透
し
て
き
た
反
個
人
主
義
お
よ
び
反
表
現
主
義
を
さ
ら
に
徹
底
し
て
考
え
て
お
り
、
共
同
作
業
を

重
視
し
て
い
る
。
マ
イ
ヤ
ー
の
こ
う
し
た
持
論
は
、
一
九
二
八
年
に
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
機
関
誌
に
掲
載
さ
れ
た
「
建
設 bauen

」
と
い
う
短

文
に
お
い
て）

（1
（

、
次
の
よ
う
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。「
こ
の
世
の
す
べ
て
は
、
機
能
×
経
済
と
い
う
公
式
の
産
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ

う
し
た
す
べ
て
は
芸
術
作
品
で
は
な
い
。
芸
術
と
い
う
の
は
構
成 kom

position 

で
あ
っ
て
目
的
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た

い
し
て
生
活
の
す
べ
て
は
機
能
な
の
で
あ
り
芸
術
で
は
あ
り
え
な
い
。
…
…
純
粋
な
構
成 konstruktion 

は
、
新
た
な
形
態
世
界
の
基
礎

で
あ
り
、
新
た
な
形
態
世
界
の
目
印
で
あ
る
。
…
…
建
設
は
も
は
や
建
築
家
の
野
心
に
よ
る
個
人
作
業
で
は
な
い
。
建
設
は
い
ま
や
複
数

の
労
働
者
と
発
案
者
に
よ
る
共
同
作
業
で
あ
る
」。
マ
イ
ヤ
ー
の
こ
の
文
章
で
は
、
建
築 A

rchitektur 

の
語
は
も
は
や
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、

建
設 B

auen 

の
語
が
一
貫
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
し
た
語
の
選
択
に
も
、
自
由
な
芸
術
活
動
で
は
な
く
役
立
つ
生
産
活
動
の
ほ

う
を
重
ん
じ
る
姿
勢
が
み
て
と
れ
る
。
一
九
二
九
年
に
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
機
関
誌
に
掲
載
さ
れ
た
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
と
社
会
」
と
い
う
短
文
で
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は）
（1
（

、
芸
術
系
教
員
へ
の
配
慮
も
あ
っ
て
か
、
芸
術
自
体
を
否
定
す
る
よ
う
な
言
い
か
た
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
マ
イ
ヤ
ー
の
社

会
主
義
の
志
向
は
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
か
れ
に
よ
る
と
、
芸
術
は
も
っ
ぱ
ら
社
会
集
団
の
た
め
に
新
し
い
「
秩
序
」
を
提
案
す
る
活

動
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
造
形
家
お
よ
び
芸
術
家
が
な
す
べ
き
は
「
民
衆
へ
の
奉
仕
」
で
あ
る
と
い
う
。

　

一
九
二
八
年
に
マ
イ
ヤ
ー
が
学
長
に
就
任
し
て
か
ら
も
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
「
造
形
」
を
か
か
げ
る
学
校
に
か
わ
り
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば

こ
の
年
に
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
機
関
誌
は
「
造
形
雑
誌
」
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
マ
イ
ヤ
ー
の
指
導
に
よ
っ
て
バ
ウ
ハ
ウ
ス

の
造
形
の
内
実
は
す
こ
し
ず
つ
変
化
し
て
く
る
。
第
一
に
、
芸
術
活
動
を
縮
小
し
て
い
く
方
針
に
よ
っ
て
、
美
術
系
の
教
員
は
み
ず
か
ら

の
存
在
意
義
を
見
出
し
に
く
く
な
っ
た
。
第
二
に
、
造
形
教
育
の
な
か
に
心
理
学
の
よ
う
な
学
問
教
育
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第
三
に
、
建
築
教
育
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
共
同
作
業
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
り
、
都
市
計
画
お
よ
び
集
合
住
宅
に
も
力
を
入
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
造
形
の
名
の
も
と
で
も
、
グ
ロ
ピ
ウ
ス
時
代
に
は
、
構
成 com

position 

と
構
成 construction 

と

の
均
衡
が
保
た
れ
て
い
た
が
、
マ
イ
ヤ
ー
時
代
に
は
、
構
成 construction 

に
重
き
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
三
〇
年
に
は
マ
イ

ヤ
ー
は
共
産
主
義
者
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
早
く
も
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
る
が
、
現
実
主
義
の
路
線
は
そ
の
の
ち
も
引
き
継
が
れ
た
。
三

代
目
の
校
長
と
な
っ
た
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
は
、
学
校
の
政
治
色
を
消
そ
う
と
は
し
た
が
、
世
界
恐
慌
の
た
め
に
工
房
の

生
産
品
が
売
れ
な
く
な
り
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
建
築
の
専
門
学
校
と
し
て
存
続
し
て
い
く
ほ
か
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
っ
て
学

校
に
活
気
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
時
期
に
学
ん
だ
山
脇
道
子
の
証
言
に
み
る
よ
う
に
、
自
由
な
雰
囲
気
は
な
お
保
た
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る）

（1
（

。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
一
九
三
二
年
に
や
む
な
く
ベ
ル
リ
ン
に
移
転
し
た
が
、
一
九
三
三
年
に
は
ナ
チ
ス
の
圧
力
に
よ
っ
て

閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
る
。
そ
れ
か
ら
は
る
か
の
ち
、
一
九
七
九
年
に
ベ
ル
リ
ン
に
グ
ロ
ピ
ウ
ス
設
計
に
よ
る
バ
ウ
ハ
ウ
ス
資
料
館
の
建
物

が
完
成
し
た
が
、
こ
の
施
設
は
そ
れ
を
機
と
し
て
「
造
形
博
物
館
」
を
開
設
し
て
い
る
。
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生
産
か
ら
交
通
へ

　

ビ
ル M

ax B
ill 

は
、
ス
イ
ス
出
身
の
多
才
な
造
形
家
で
、
戦
前
に
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
在
籍
し
て
お
り
、
戦
後
に
ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
設

立
に
あ
た
っ
た
人
物
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
こ
の
造
形
家
の
歩
ん
だ
道
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る

（
1
7
）。
ビ
ル
が
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
在
籍
し
て
い

た
一
九
二
七
年
か
ら
二
九
年
ま
で
の
二
年
間
は
、
ち
ょ
う
ど
、
校
長
が
グ
ロ
ピ
ウ
ス
か
ら
マ
イ
ヤ
ー
へ
と
変
わ
る
時
期
で
、
最
初
の
二

学
期
間
は
ま
だ
グ
ロ
ピ
ウ
ス
が
校
長
で
あ
っ
た
。
ビ
ル
は
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
お
い
て
、
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
な
ど
の
画
家
教
師
た
ち
に
親

し
み
を
も
っ
て
お
り
、
ビ
ル
自
身
も
ま
た
絵
を
描
く
こ
と
に
非
常
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
ビ
ル
が
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
専
門
課
程
を
修
了
せ
ず

に
去
っ
た
の
は
、
自
由
な
芸
術
活
動
に
た
い
し
て
冷
淡
な
マ
イ
ヤ
ー
の
方
針
に
な
じ
ま
な
か
っ
た
せ
い
と
も
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
の
ち

一
九
三
三
年
に
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
閉
鎖
す
る
が
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
も
と
で
近
代
デ
ザ
イ
ン
を
押
し
進
め
る
の
が
困
難
に
な
っ
た
時
期
に
、

ビ
ル
は
ナ
チ
ス
の
お
よ
ば
な
い
故
郷
ス
イ
ス
で
、
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
実
験
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ビ
ル
が
と
く
に
熱
心
に
広
め
よ
う

と
し
た
の
は
、
か
れ
が
具
体
造
形 konkrete G

estaltung 

な
い
し
具
体
美
術 konkrete K

unst 

と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
抽
象
美
術
で
あ
り
、
ビ

ル
は
そ
の
名
の
も
と
で
、
数
学
の
規
則
に
も
と
づ
く
幾
何
学
造
形
を
試
み
た

（
1
8
）。

ビ
ル
は
ま
た
そ
の
造
形
原
理
を
生
か
し
て
多
く
の
印
刷

物
の
デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
て
い
る

（
1
9
）。
ビ
ル
は
な
に
よ
り
近
代
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
主
唱
者
で
あ
り
、
一
九
四
六
年
の
チ
ヒ
ョ
ル
ト
と
の

論
争
は
、
戦
後
ス
イ
ス
に
お
け
る
近
代
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
発
展
の
始
ま
り
を
告
げ
る
も
の
と
な
っ
た
。
ビ
ル
は
こ
の
と
き
す
で
に
製
品

デ
ザ
イ
ン
も
手
が
け
始
め
て
い
た
が
、
ビ
ル
が
企
画
に
あ
た
っ
た
一
九
四
九
年
の
ス
イ
ス
工
作
連
盟
の
展
覧
会
「
良
い
形
態
」
は
好
評
を

博
し
て
、
ス
イ
ス
だ
け
で
な
く
ド
イ
ツ
で
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
展
覧
会
は
、
同
年
一
〇
月
に
ウ
ル
ム
に
も
巡
回
し
た
が
、
こ
の
こ
と

は
、
ビ
ル
が
ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
設
立
者
に
抜
擢
さ
れ
る
一
つ
の
機
縁
に
も
な
っ
た
。

　

ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
デ
ザ
イ
ン
を
牽
引
す
る
機
関
に
ま
で
に
成
長
し
た
が
、
こ
の
学
校
は
も
と
も
と
シ
ョ
ル Inge 



一
〇

Scholl 

と
ア
イ
ヒ
ャ
ー O

tl A
icher 

が
ド
イ
ツ
の
民
主
化
に
資
す
る
教
育
機
関
を
構
想
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る）

11
（

。
一
九
四
九
年
の

最
初
の
案
で
は
、
政
治
教
育
に
重
き
を
お
く
学
校
で
あ
っ
た
が
、
ビ
ル
の
働
き
か
け
も
あ
っ
て
、
一
九
五
〇
年
に
は
、
造
形
教
育
に
重
き

を
お
く
学
校
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
場
合
で
も
、
偏
狭
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
染
ま
ら
な
い
よ
う
に
、
教
養
教
育
を
お
こ

な
う
こ
と
が
織
り
込
ま
れ
て
い
た
。
一
九
五
一
年
に
提
出
さ
れ
た
「
造
形
大
学
」
の
構
想
図
を
み
る
と
、
基
礎
課
程
が
中
心
に
あ
り
、
そ

の
周
り
に
、
五
つ
の
専
門
学
科
が
配
置
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
周
り
に
、
五
つ
の
学
問
分
野
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
専
門
学
科
と
し
て
は
、

「
都
市
建
設
」「
建
築
」「
製
品
形
成
」「
視
覚
造
形
」「
情
報
」
が
あ
が
っ
て
い
る
。
学
問
分
野
と
し
て
は
、「
社
会
学
」「
政
治
学
」「
経
済

学
」「
心
理
学
」「
哲
学
」
が
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
自
然
科
学
系
の
学
問
は
ま
だ
構
想
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
一
九
五
二
年
に
は
こ
の
計
画
に
そ
っ
て
募
集
が
な
さ
れ
た
。

　

一
九
五
三
年
に
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
、
市
民
大
学
の
校
舎
を
間
借
り
し
て
授
業
を
始
め
た
。
初
代
学
長
に
は
ビ
ル
が
就
い
た
。
開
校
前

に
発
行
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
入
学
志
願
者
向
け
の
冊
子
を
み
る
と
、
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
後
継
」
で
あ
る
と
謳
わ
れ
て

い
る
が）

1（
（

、
ビ
ル
が
こ
の
大
学
の
開
設
に
あ
た
り
参
照
し
た
の
は
、
自
由
な
芸
術
活
動
に
た
い
し
て
寛
容
だ
っ
た
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
モ
デ
ル
で

あ
っ
て
、
徹
底
し
た
機
能
主
義
を
と
な
え
る
マ
イ
ヤ
ー
の
モ
デ
ル
で
は
な
か
っ
た
。
ビ
ル
は
、
機
能
か
ら
離
れ
た
造
形
上
の
問
題
に
ま
ず

取
り
組
ん
で
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
基
礎
教
育
は
「
目
的
か
ら
離
れ
た
美
学
」
に
集
中
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た）

11
（

。
一
九
五
三
年

か
ら
五
五
年
に
か
け
て
は
、
ア
ル
バ
ー
ス
、
ペ
ー
タ
ー
ハ
ン
ス
、
イ
ッ
テ
ン
と
い
っ
た
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
縁
の
あ
る
講
師
た
ち
が
、
短
期

集
中
で
は
あ
っ
た
が
、
基
礎
造
形
の
指
導
に
あ
た
っ
た）

11
（

。
ビ
ル
も
み
ず
か
ら
基
礎
造
形
の
コ
ー
ス
を
も
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ビ
ル
は
、

抽
象
美
術
を
と
お
し
た
訓
練
に
よ
っ
て
、
学
生
に
ま
ず
造
形
の
根
本
原
理
を
学
ば
せ
よ
う
と
し
た
。

　

一
九
五
五
年
に
は
ビ
ル
が
設
計
し
た
校
舎
に
お
い
て
授
業
が
お
こ
な
わ
れ
、
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
よ
う
や
く
教
育
機
関
と
し
て
の
か
た

ち
を
整
え
た
。
グ
ロ
ピ
ウ
ス
は
、
ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
設
立
に
む
け
て
の
助
言
者
の
一
人
で
あ
り
、
同
年
一
〇
月
の
新
校
舎
の
落
成
式
に



一
一

三
つ
の
造
形
大
学
に
お
け
る
造
形
概
念

は
ア
メ
リ
カ
か
ら
参
加
し
て
い
る
。
グ
ロ
ピ
ウ
ス
は
記
念
講
演
を
こ
う
始
め
て
い
る）

11
（

。「
約
三
〇
年
前
に
な
り
ま
す
が
、
私
も
ま
た
、
今

日
ビ
ル
教
授
が
お
か
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。
一
九
二
六
年
に
、
私
自
身
の
設
計
に
よ
る
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
校
舎

の
落
成
式
が
あ
っ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
今
日
の
式
典
に
た
い
す
る
私
の
関
心
は
そ
れ
以
上
で
あ
り
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
も
、
バ
ウ

ハ
ウ
ス
に
始
ま
る
仕
事
や
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
基
本
理
念
が
、
こ
こ
ウ
ル
ム
の
地
に
お
い
て
、
新
た
な
ド
イ
ツ
の
本
拠
地
を
見
出
し
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
組
織
を
見
出
し
た
か
ら
で
す
。
こ
の
機
関
が
そ
の
知
的
責
務
に
忠
実
で
あ
り
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
時
代

よ
り
も
政
治
動
向
が
安
定
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
〈
造
形
大
学
〉
の
放
つ
芸
術
の
輝
き
は
、
ウ
ル
ム
を
超
え
、
ド
イ
ツ
を
超
え
、
芸
術

の
才
の
あ
る
人
間
が
、
真
に
高
度
な
民
主
主
義
の
発
展
に
と
っ
て
、
い
か
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
か
を
、
世
界
に
知
ら
し
め
る
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
」。
グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
こ
の
発
言
は
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
含
む
か
ぎ
り
、
発
起
人
の
シ
ョ
ル
と
ア
イ
ヒ
ャ
ー
の
当
初
の
意
図

に
も
か
な
っ
て
お
り
、
造
形
大
学
に
お
け
る
芸
術
の
役
割
の
大
き
さ
を
主
張
す
る
か
ぎ
り
、
ビ
ル
の
目
指
し
て
い
る
方
向
を
後
押
し
す
る

も
の
で
も
あ
っ
た
。

　

一
九
五
五
年
、
教
育
が
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
り
出
し
た
か
に
み
え
た
が
、
若
手
教
師
の
あ
い
だ
に
は
、
芸
術
教
育
を
中
心
に
す
え
る
の

で
は
な
く
、
産
業
の
要
請
に
即
応
で
き
る
よ
う
、
自
然
科
学
お
よ
び
社
会
科
学
に
も
と
づ
く
教
育
へ
と
転
換
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
も

あ
っ
た
。
ビ
ル
は
そ
の
方
向
に
は
反
対
で
、
両
者
の
溝
が
深
ま
っ
た
結
果
、
一
九
五
七
年
に
ビ
ル
は
大
学
を
去
っ
た
。
一
九
五
八
年
か
ら

は
、
造
形
を
と
く
に
芸
術
と
み
る
考
え
は
背
後
に
し
り
ぞ
き
、
芸
術
に
か
わ
っ
て
自
然
科
学
お
よ
び
社
会
科
学
と
の
結
び
つ
き
が
強
化
さ

れ
、
産
業
と
の
連
携
が
さ
ら
に
強
化
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
ウ
ル
ム
モ
デ
ル
」
が
展
開
す
る）

11
（

。
し
か
し
こ
れ
は
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
主
義
の
終

わ
り
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
同
じ
よ
う
な
方
針
の
変
化
は
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
マ
イ
ヤ
ー
時
代
に
も
み
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
造
形
の
名
の
も
と
で
自
由
な
芸
術
活
動
が
は
た
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
か
が
再
度
問
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

ウ
ル
ム
造
形
大
学
で
の
教
育
は
、
四
年
間
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
最
初
の
一
年
は
、
全
学
生
に
む
け
た
基
礎
教
育
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
づ



一
二

く
三
年
間
は
、
各
専
門
分
野
で
お
こ
な
わ
れ
る
専
門
教
育
で
あ
る
。
一
九
五
三
年
か
ら
五
七
年
ま
で
の
基
礎
教
育
は
、
芸
術
作
品
の
制
作

を
と
お
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
通
用
す
る
造
形
法
則
を
学
ぶ
と
こ
ろ
に
力
点
を
置
い
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
一
九
五
八
年
か
ら
の
基

礎
教
育
は
、
学
問
分
野
の
理
解
を
と
お
し
て
、
高
度
な
造
形
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
方
法
論
を
学
ぶ
こ
と
に
力
点
を
移
し
た
。
ビ
ル
が

去
っ
て
か
ら
の
方
針
転
換
の
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
空
間
の
理
解
の
た
め
に
位
相
論
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
り
、
記
号
の
理
解
の
た
め

に
記
号
論
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
り
し
た
。
一
九
六
二
年
か
ら
は
、
全
学
生
共
通
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
基
礎
教
育
が
廃
止
さ
れ
て
、
各
専

門
学
科
に
お
い
て
初
年
次
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
各
専
門
学
科
は
い
か
な
る
特
徴
を
も
つ
の
か）

11
（

。
一
つ
目
と
し
て
、
建
設
学
科
は
、
建
設
の
工
業
化
に
む
け
ら
れ
た

学
科
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
建
物
の
各
部
を
標
準
化
す
る
こ
と
で
各
部
を
工
場
で
完
成
さ
せ
る
と
い
っ
た
課
題
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
学

科
は
、
ビ
ル
の
時
代
に
は
「
建
築
と
都
市
建
設
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
一
九
五
七
年
に
は
「
建
設
」
と
改
名
さ
れ
、
一
九
六
〇
年
か
ら
は

「
工
業
建
設
」
と
改
名
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
の
色
の
つ
い
た
建
築 A

rchitektur 

の
語
に
か
わ
っ
て
、
工
学
の
色
の
つ
い
た
建

設 B
au 

の
語
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
指
導
方
針
の
変
化
が
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
目
と
し
て
、
製
品
造
形
学
科
は
、
工
業

製
品
の
設
計
に
む
け
ら
れ
た
学
科
で
、
な
か
で
も
、
機
器
類
の
設
計
に
重
き
を
お
い
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
生
産
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
も
お

よ
ん
で
い
る
。
当
初
こ
の
学
科
は
「
製
品
形
態
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
一
九
五
八
年
に
「
製
品
造
形
」
と
改
名
さ
れ
、
形
態
自
体
の
追
求
に

あ
ま
ん
じ
る
態
度
と
の
決
別
が
よ
り
鮮
明
に
さ
れ
て
い
る
。
三
つ
目
と
し
て
、
視
覚
伝
達
学
科
は
、
視
覚
伝
達
に
か
か
わ
る
問
題
の
解

決
に
む
け
ら
れ
た
学
科
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
や
り
か
た
は
、
画
像
の
刺
激
に
う
っ
た
え
る
商
業
広
告
の
手
法
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の

で
、
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
論
理
構
成
に
も
と
づ
く
情
報
伝
達
に
重
き
を
お
く
。
学
生
の
課
題
は
、
記
号
表
示
か
ら
記
号
体
系
へ
と
い
う
よ

う
に
、
複
雑
に
な
っ
て
い
く
。
当
初
こ
の
学
科
は
「
視
覚
造
形
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
一
九
五
六
年
に
「
視
覚
伝
達
」
と
改
名
さ
れ
て
、
情

報
伝
達
の
側
面
の
ほ
う
に
力
点
が
移
っ
た
の
が
わ
か
る
。
四
つ
目
と
し
て
、
映
画
学
科
は
、
一
九
六
二
年
に
視
覚
伝
達
学
科
か
ら
独
立
し



一
三

三
つ
の
造
形
大
学
に
お
け
る
造
形
概
念

た
学
科
で
、
西
ド
イ
ツ
で
早
く
に
設
立
さ
れ
た
映
画
教
育
の
機
関
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
物
語
構
成
に
か
ん
す
る
実
験
や
、
撮
影
や
編
集
に

か
ん
す
る
実
験
を
お
こ
な
い
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
作
成
の
手
法
を
あ
み
だ
し
た
。
五
つ
目
と
し
て
、
情
報
学
科
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
養
成
の

た
め
の
学
科
で
あ
る
。
特
定
の
分
野
に
限
定
さ
れ
な
い
方
法
や
問
題
を
あ
つ
か
う
。
特
色
の
あ
る
学
科
で
あ
る
が
、
学
生
数
は
少
な
く
、

視
覚
伝
達
学
科
を
補
完
す
る
役
割
を
は
た
す
も
の
で
、
一
九
六
三
年
に
は
映
画
学
科
に
統
合
さ
れ
た
。

　

ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
、
学
生
の
教
育
だ
け
で
な
く
、
企
業
か
ら
委
託
さ
れ
た
開
発
業
務
に
も
力
を
注
い
だ
。
一
九
五
六
年
に
発
売
さ
れ

た
ブ
ラ
ウ
ン
社
の
音
響
再
生
機
器
Ｓ
Ｋ
４
は
そ
の
成
果
物
で
あ
る
。
一
九
五
八
年
か
ら
は
、
教
育
活
動
と
開
発
業
務
を
は
っ
き
り
区
別
す

る
た
め
に
、
開
発
グ
ル
ー
プ
が
組
織
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
グ
ル
ー
プ
Ｅ
２
は
、
ギ
ュ
ジ
ョ
ロ H

ans G
ugelot 

の
指
導
の
も
と
、
ブ
ラ

ウ
ン
社
の
調
理
器
具
の
デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
手
が
け
、
グ
ル
ー
プ
Ｅ
５
は
、
ア
イ
ヒ
ャ
ー
の
指
導
の
も
と
、
航
空
会
社
フ
ル
ト
ハ
ン
ザ
の
視

覚
表
示
デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
手
が
け
た
。
こ
の
よ
う
に
、
各
グ
ル
ー
プ
は
、
大
学
内
の
デ
ザ
イ
ン
事
務
所
の
よ
う
な
も
の
で
、
講
師
の
指
揮

の
も
と
、
企
業
か
ら
委
託
さ
れ
た
開
発
業
務
を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
の
さ
い
に
、
大
学
は
そ
の
理
念
に
ふ
さ
わ
し
い
開
発
業
務
の
み
を
受

け
る
方
針
を
と
っ
た
。
学
生
た
ち
は
休
暇
中
に
そ
こ
で
働
い
て
稼
ぐ
こ
と
も
で
き
た
。
開
発
グ
ル
ー
プ
の
存
在
は
、
大
学
の
名
声
を
高
め

る
と
と
も
に
、
企
業
と
の
結
び
つ
き
を
深
め
た
の
で
、
学
生
た
ち
に
も
有
利
に
働
い
た
。

　

ウ
ル
ム
造
形
大
学
に
お
い
て
「
製
品
造
形
」
は
た
し
か
に
看
板
領
域
で
あ
っ
た
。
専
門
学
科
の
う
ち
で
製
品
造
形
学
科
が
も
っ
と
も
多

く
の
学
生
を
有
し
て
き
た
し
、
企
業
と
連
携
し
て
模
範
製
品
を
世
に
送
り
出
す
こ
と
で
、
造
形
大
学
の
評
価
を
高
め
て
き
た
。
け
れ
ど
も

ま
た
、
視
覚
伝
達
の
分
野
に
お
け
る
取
り
組
み
も
劣
ら
ず
充
実
し
て
お
り
、
情
報
や
映
画
と
い
っ
た
分
野
の
教
育
が
始
ま
っ
た
の
は
意

味
深
い
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
で
の
教
育
が
、
製
品
デ
ザ
イ
ン
中
心
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
、
製
品
デ
ザ
イ
ン
中
心
か
ら
脱

却
し
つ
つ
あ
る
。
総
じ
て
み
る
な
ら
ば
、
造
形
の
力
点
は
、
生
産
か
ら
交
通
へ
、
製
品
か
ら
情
報
へ
、
と
い
う
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。

一
九
六
八
年
に
、
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
、
財
政
難
な
ど
か
ら
閉
校
へ
と
追
い
込
ま
れ
た
。



一
四

　
造
形
の
解
消

　

カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
造
形
大
学
は
、
一
九
九
二
年
に
メ
デ
ィ
ア
芸
術
セ
ン
タ
ー
Ｚ
Ｋ
Ｍ
に
と
も
な
っ
て
設
立
さ
れ
た
大
学
で
あ
る
。
初
代

校
長
の
ク
ロ
ッ
ツ H

einrich K
lotz 

は
、
開
学
記
念
講
演
に
お
い
て）

12
（

、
新
し
い
造
形
の
あ
り
か
た
よ
り
も
、
新
し
い
芸
術
の
あ
り
か
た
を

提
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
か
か
げ
ら
れ
る
の
は
「
第
二
の
近
代
」
と
い
う
芸
術
理
念
で
あ
る
。
ク
ロ
ッ
ツ
に
よ
る
と
、
近
代
と
は
、
特
定

の
時
代
を
い
う
の
で
は
な
く
、「
過
去
に
も
未
来
に
も
通
用
す
る
基
礎
原
理
」
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
二
〇
世
紀
末
に
見
出
さ

れ
た
「
第
二
の
近
代
」
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
前
衛
主
義
者
た
ち
の
近
代
と
は
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、「
前
衛
の
終
焉
以
後
の
近

代
」
だ
と
さ
れ
る
。
現
代
で
は
す
べ
て
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
背
景
の
も
と
で
起
こ
る
こ
と
で
あ
り
、
何
一
つ
確
実
な
こ
と
な
ど
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
芸
術
は
ま
す
ま
す
自
己
充
足
し
た
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
楽
観
主
義
に
よ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
志
向
は
も
は
や
通
用
し
な
い
。「
第

二
の
近
代
」
は
、
新
し
い
も
の
を
追
求
す
る
理
念
だ
と
し
て
も
、
私
た
ち
は
危
機
に
瀕
し
た
世
界
に
た
い
す
る
責
任
か
ら
逃
れ
ら
れ
な

い
。「
第
二
の
近
代
」
は
、
新
し
い
も
の
追
求
す
る
理
念
だ
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
教
義
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
私
た
ち
は
そ
の

つ
ど
新
た
な
可
能
性
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
九
六
年
、
ク
ロ
ッ
ツ
は
、
夏
学
期
の
開
始
に
あ
た
っ
て
の
学
長
講
演
の
な
か

で
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
造
形
大
学
が
い
か
な
る
教
義
も
も
た
な
い
こ
と
を
次
の
よ
う
に
強
調
し
た）

12
（

。「
私
た
ち
に
は
綱
領
は
い
ら
な
い
。

私
た
ち
に
は
教
義
は
い
ら
な
い
。
私
た
ち
に
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
も
い
ら
な
い
し
ウ
ル
ム
も
い
ら
な
い
。
私
た
ち
が
必
要
と
す
る
の
は
、
多
元

主
義
や
民
主
主
義
と
し
か
い
う
し
か
な
い
開
か
れ
た
態
度
で
あ
る
。
こ
の
大
学
が
い
か
な
る
綱
領
も
し
め
さ
な
い
の
は
、
綱
領
を
も
つ
と

強
い
思
い
込
み
の
た
め
に
民
主
主
義
で
あ
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
に
反
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」。

　

カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
造
形
大
学
は
、
造
形 G

estaltung 

の
語
の
も
と
で
、
芸
術
と
デ
ザ
イ
ン
と
を
あ
い
ま
い
に
包
摂
し
て
い
る
。
た
し

か
に
こ
の
学
校
名
は
、
英
語
で
は U

niversity of A
rts and D

esign 

と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
造
形
大
学
は
そ



一
五

三
つ
の
造
形
大
学
に
お
け
る
造
形
概
念

れ
ま
で
の
造
形
大
学
と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
。
バ
ウ
ハ
ウ
ス
は
、
芸
術
を
と
く
に
機
械
生
産
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
熱
心
で
あ
っ
た

が
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
造
形
大
学
は
、
芸
術
を
と
く
に
デ
ジ
タ
ル
技
術
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
重
点
を
お
く
。
ウ
ル
ム
造
形
大
学
は
、

一
九
五
〇
年
代
後
半
よ
り
、
造
形
か
ら
芸
術
の
色
を
な
く
す
方
向
に
進
ん
だ
が
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
造
形
大
学
は
、
造
形
の
看
板
を
か
か

げ
な
が
ら
芸
術
を
前
面
に
出
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
、
芸
術
の
自
律
性
が
い
っ
そ
う
揺
ら
い
て
き
て
お
り
、
芸
術
は

け
っ
し
て
自
己
充
足
し
た
も
の
で
は
な
く
、
社
会
実
践
に
お
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
機

能
主
義
が
そ
れ
ほ
ど
信
用
さ
れ
な
く
な
り
、
技
術
革
新
の
た
め
に
従
来
の
機
能
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
発
想
が
も
と
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
実
に
お
い
て
芸
術
と
デ
ザ
イ
ン
の
境
界
は
ま
す
ま
す
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
。
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
造
形
大

学
は
た
し
か
に
芸
術
を
重
ん
じ
る
と
し
て
も
、
現
代
の
こ
う
し
た
状
況
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
造
形
大
学
は
、
五
つ
の
大
き
な
部
門
か
ら
な
る
。「
展
示
デ
ザ
イ
ン
と
舞
台
デ
ザ
イ
ン A

usstellungsdesign und 
Szenografie

」「
製
品
デ
ザ
イ
ン Produktdesign
」「
伝
達
デ
ザ
イ
ン K

om
m

unikationsdesign

」「
メ
デ
ィ
ア
芸
術 M

edienkunst

」「
芸

術
学
と
メ
デ
ィ
ア
哲
学 K

unstw
issenschaft und M

edienphilosophie

」
で
あ
る
。
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
造
形
大
学
は
、
綱
領
を
持
た
な
い

と
は
い
え
、
教
育
組
織
を
み
る
か
ぎ
り
、
幾
つ
か
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
第
一
の
特
色
は
、
芸
術
色
を
強
く
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
展
示
デ
ザ
イ
ン
と
舞
台
デ
ザ
イ
ン
が
前
面
に
出
て
い
る
の
は
、
二
つ
の
造
形
分
野
が
、
芸
術
に
か
か
わ
り
深
い
だ
け

で
な
く
、
芸
術
を
超
え
た
応
用
の
可
能
性
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
芸
術
は
こ
の
学
校
の
看
板
で
あ
り
、
メ

デ
ィ
ア
芸
術
セ
ン
タ
ー
Ｚ
Ｋ
Ｍ
と
連
携
し
て
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
第
二
の
特
色
は
、
部
門
の
名
称
に
お
い
て
デ
ザ
イ
ン D

esign 

の
語
が
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
学
校
名
に
な
お
残
さ
れ
て
い
る
造
形 G

estltung 

の
語
は
も
は
や
諸
分
野
を
ゆ
る
く

包
摂
す
る
に
す
ぎ
ず
、
特
別
な
拘
束
力
を
も
た
な
い
。
第
三
の
特
色
は
、
生
産 Produktion 

よ
り
も
交
通 K

om
m

unikation 

の
ほ
う
に

重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
建
築
教
育
も
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
が
、
独
立
し
た
建
築
部
門
は
な
く
、
全
体



一
六

と
し
て
視
覚
伝
達
に
か
か
わ
る
分
野
の
比
重
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
第
四
の
特
色
は
、
理
論
部
門
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
初
代
学
長
の
ク

ロ
ッ
ツ
は
美
術
史
家
で
あ
り
、
二
代
学
長
の
ス
ロ
ー
タ
ー
ダ
イ
ク
は
哲
学
者
で
あ
り
、
造
形
教
育
に
お
い
て
知
の
部
分
が
重
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
理
論
と
実
践
と
あ
い
だ
の
緊
密
な
相
互
作
用
を
ね
ら
っ
て
い
る
。

　
む
す
び
に

　

本
稿
は
、
二
〇
世
紀
の
近
代
デ
ザ
イ
ン
運
動
に
お
い
て
鍵
と
な
っ
て
き
た
用
語
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
う
試
み
の
一
端
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
今
日
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
、
造
形
・
構
成
・
形
態
・
空
間
・
表
現
と
い
っ
た
用
語
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
仕
事
を
説
明
し
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
今
日
の
状
況
の
う
ち
に
も
近
代
デ
ザ
イ
ン
の
考
え
か
た
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
理
解
の

し
か
た
は
変
化
し
て
き
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
な
ら
ば
な
お
さ
ら
、
何
が
変
化
し
て
い
て
何
が
変
化
し
て
い
な
い
か
を
見
定
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
そ
こ
で
、
造
形
・
構
成
・
形
態
・
空
間
・
表
現
と
い
っ
た
用
語
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
今
日
の
デ
ザ
イ

ナ
ー
が
意
識
し
な
く
な
っ
た
近
代
の
諸
前
提
を
あ
ら
た
め
て
意
識
に
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
新
し
い
変
化
を
と
ら
え
る
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
。
な
か
で
も
、
芸
術
系
の
教
育
機
関
の
名
称
や
、
教
育
課
程
や
教
育
科
目
の
名
称
は
、
時
代
特
有
の
考
え
か
た
を
反
映

す
る
も
の
な
の
で
、
用
語
の
検
討
に
あ
っ
て
は
、
も
っ
と
も
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。
そ
れ
ら
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
造
形
の
語
で
あ

れ
、
構
成
の
語
で
あ
れ
、
空
間
の
語
で
あ
れ
、
各
時
代
に
お
い
て
鍵
と
な
る
用
語
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
同
一
の
名
称
が
使

わ
れ
続
け
て
い
る
場
合
に
は
、
同
一
の
名
称
の
も
と
で
教
育
内
容
が
ど
う
変
化
し
て
い
る
か
を
調
べ
る
こ
と
で
、
同
一
の
用
語
が
に
な
う

意
味
の
変
化
を
と
ら
え
る
こ
と
に
も
な
る
。
本
稿
は
、
時
代
を
代
表
す
る
ド
イ
ツ
の
三
つ
の
造
形
大
学
の
比
較
を
と
お
し
て
そ
れ
を
お
こ

な
っ
た
が
、
同
時
代
の
日
本
や
ほ
か
の
地
域
に
お
い
て
も
、
同
様
の
考
察
は
と
て
も
意
味
深
い
に
ち
が
い
な
い
。



一
七

三
つ
の
造
形
大
学
に
お
け
る
造
形
概
念

　
　
注

（
１
） 
ド
イ
ツ
語
の
語
源
辞
典 Jacob G

rim
m

 und W
ilelm

 G
rim

m
, D

er D
igitale G

rim
m

: D
eutsches W

örterbuch

（Frankfurt am
 M

ain: Zw
eitausendeins, 

2004
）. H

erm
ann Paul, D

eutsches W
örterbuch: Bedeutungsgeschichte und Aufbau unseres W

ortschatzes

（Tübingen: N
iem

eyer, 2002

）.

（
２
） A

nnette D
iefenthaler,   “G

estaltung”, in D
esign D

ictionary

（B
asel: B

irkhäuser, 2008

）, 190-193.

（
３
） 

本
論
は
、
ド
イ
ツ
語
の K

unstgew
erbe 

の
語
を
、
応
用
美
術
の
意
味
に
お
い
て
「
工
芸
」
と
短
く
訳
す
。
た
だ
し K

unstgew
erbe 

は
、
産
業 G

ew
erbe 

の
意
味
に
お
い
て
、
軽
工
業
ま
で
を
含
み
う
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
た
し
か
に K

unstgew
erbe 

の
う
ち
に
は
美
術 K

unst 

の
語
が
含
ま
れ
る
が
、
こ
れ

を
「
美
術
工
芸
」
と
訳
す
の
は
よ
く
な
い
。
日
本
に
お
い
て
「
美
術
工
芸
」
の
語
は
、
鑑
賞
用
工
芸
の
意
味
で
も
ち
い
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

（
４
）　

田
所
辰
之
助
「
ヘ
ル
マ
ン
・
ム
テ
ジ
ウ
ス
と
ド
イ
ツ
の
工
芸
学
校
改
革
―
プ
ロ
イ
セ
ン
産
業
局
の
創
設
と
そ
の
施
策
を
め
ぐ
っ
て
」『
近
代
工
芸
運
動
と

デ
ザ
イ
ン
史
』
藤
田
治
彦
編
（
思
想
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
一
五
九
―
一
七
七
頁
所
収
。

（
５
）　

オ
ッ
フ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
造
形
大
学
の
沿
革
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。M

artina H
eßler und A

dam
 Jankow

ski,  “A
rchäologien einer Institution. Von der 

langen und der kurzen G
eschichte der H

fG”, in G
estalte/C

reate - D
esign M

edien K
unst: 175 Jahre H

fG
 O

ffenbach

（H
ochschule für G

estaltung 
O

ffenbach, 2007

）, 454-475.

（
６
）　

オ
ッ
フ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
造
形
大
学
は
、
錯
綜
し
た
歴
史
を
た
ど
っ
て
き
た
。
一
八
七
七
年
に
「
職
工
学
校
」
と
「
産
業
美
術
学
校
」
と
が
統
合
さ
れ
て
、
そ

の
学
校
が
一
八
八
五
年
か
ら
一
八
九
〇
年
ま
で
の
短
い
期
間
に
お
い
て
「
工
芸
学
校
」
を
名
乗
っ
て
い
た
。
そ
の
の
ち
こ
の
学
校
は
、
一
九
四
九
年
に
「
工

作
学
校
」
に
落
ち
着
く
ま
で
に
、
組
織
改
編
と
名
称
変
更
を
い
く
ど
と
な
く
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
職
人
の
育
成
と
い
う
旧
来

の
役
割
を
維
持
し
な
が
ら
、
第
二
に
、
創
案
者
と
し
て
の
産
業
美
術
家
の
育
成
も
必
要
と
な
り
、
第
三
に
、
新
し
い
産
業
に
た
ず
さ
わ
る
技
術
者
の
育
成
も

急
務
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
学
校
が
こ
れ
ら
三
つ
の
異
な
る
要
請
に
応
え
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
学
校
組
織
が
な
か
な
か
安
定
し
な

か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
前
注
の
書
物
の
巻
末
に
あ
る
年
譜
を
と
お
し
て
学
校
名
の
変
遷
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
７
）　

池
田
裕
子
「
ド
イ
ツ
の
工
芸
博
物
館
に
つ
い
て
─
そ
の
成
立
と
展
開
」
前
掲
書
『
近
代
工
芸
運
動
と
デ
ザ
イ
ン
史
』
に
所
収
。

（
８
）　
『
ア
ン
リ
・
ヴ
ァ
ン
・
ド
・
ヴ
ェ
ル
ド
自
伝
』
小
幡
一
訳
（
鹿
島
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）。
ワ
ァ
イ
マ
ー
ル
で
の
ヴ
ァ
ン
・
ド
・
ヴ
ェ
ル
ド
の
活

動
に
つ
い
て
は
次
の
資
料
集
を
参
照
し
た
い
。Volker W

ahl, H
g., H

enry van de Velde in W
eim

ar : D
okum

ente und Berichte zur Förderung von 



一
八

K
unsthandw

erk und Industrie: 1902 bis 1915

（K
öln: B

öhlau, 2007

）.
（
９
）　H

enry van de Velde in W
eim

ar, 179-184.

（
10
）　H

enry van de Velde in W
eim

ar, 252-259.

（
11
）　H

enry van de Velde in W
eim

ar, 336.

（
12
） 

利
光
功
『
バ
ウ
ハ
ウ
ス
─
歴
史
と
理
念
』（
美
術
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
）
は
い
ま
な
お
バ
ウ
ハ
ウ
ス
研
究
の
手
引
き
と
な
る
書
で
あ
る
。
当
時
の
記

事
な
ど
を
集
成
し
た
資
料
集
と
し
て
は
次
を
参
照 H

ans M
. W

ingler, H
g., D

as Bauhaus: 1919-1933 : W
eim

ar, D
essau, Berlin und die N

achfolge in 

C
hicago seit 1937, 5. A

ufl.
（K

öln: D
um

ont, 2005

）.

（
13
） 

水
谷
武
彦
「
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」『
美
術
手
帖
』
八
二
号
（
一
九
五
四
年
）
五
二
頁
。
水
谷
は
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
美
術
と

応
用
美
術
と
を
分
け
る
教
義
を
打
破
し
、
こ
の
二
つ
を
構
成
（
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ツ
ン
グ
）
と
考
え
て
お
り
、
バ
ウ
ハ
ウ
ス
を
構
成
大
学
と
も
云
っ
て
い
る
」。

（
14
） H

annes M
eyer,  “bauen”, bauhaus: zeitschrift für gestaltung, 2. Jhg. N

r.4

（1928

）: 12-13; reprint

（N
endeln: K

raus R
eprint 1976

）.

（
15
） H

annes M
eyer,  “bauhaus und gesellschaft”, bauhaus: zeitschrift für gestaltung, 3. Jhg. N

r.1

（1929

）: 2; reprint

（N
endeln: K

raus R
eprint 

1976

）.  

（
16
）　

日
本
人
の
山
脇
夫
妻
が
バ
ウ
ハ
ウ
ス
に
留
学
し
た
の
は
ミ
ー
ス
の
時
代
で
あ
っ
た
。
山
脇
道
子
の
証
言
を
と
お
し
て
知
ら
れ
る
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
学
生
生
活

は
じ
つ
に
楽
し
げ
で
明
る
い
も
の
で
あ
る
。
山
脇
道
子
『
バ
ウ
ハ
ウ
ス
と
茶
の
湯
』（
新
潮
社
、
一
九
九
五
年
）。

（
17
） 

ビ
ル
の
生
涯
の
活
動
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。K

unstm
useum

 W
interthur und G

ew
erbem

useum
 W

interthur, H
rsg., M

ax Bill: Aspekte seines 

W
erkes

（Zürich: N
iggli, 2008

）.

（
18
） M

ax B
ill,  “konkrete gestaltung”, in Zeitproblem

e in der Schw
eizer M

alerei und Plastik （K
unsthaus Zürich, 1936

）. M
ax B

ill,   “ueber konkrete 
kunst”, W

erk 25, nr.8, 1938.

（
19
） 

ビ
ル
の
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
仕
事
を
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。N

iggli Verlag, H
rsg., m

ax bill, typografie, reklam
e, buchgestaltung

（Zürich: 
N

iggli, 1999

）.

（
20
） 

ウ
ル
ム
造
形
大
学
の
成
立
に
つ
い
て
は
次
に
詳
し
い
。R

ené Spitz, H
fG

 U
lm

: The View
 Behind the Foreground: The Political H

istory of the U
lm

 



一
九

三
つ
の
造
形
大
学
に
お
け
る
造
形
概
念

School of D
esign: 1953-1968

（Stuttgart: Edition A
xel M

enges, 2002

）. Eva von Seckendorff, D
ie H

ochschule für G
estaltung in U

lm
: G

ründung
（1949 - 1953

）und Ära M
ax Bill

（1953-1957

）（M
arburg: Jonas, 1989

）.

（
21
）　

ウ
ル
ム
造
形
大
学
資
料
室 H

fG
-A

rchiv U
lm

 

に
保
管
さ
れ
て
い
る
資
料
。

（
22
）　

ビ
ル
へ
の
次
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
参
照 Interview m

it M
ax B

ill, in H
erbert Lindinger, H

rsg., H
ochschule für G

estaltung U
lm

: die M
oral der 

G
egenstände

（B
erlin: Ernst &

 Sohn, 1987

）; Engl. trans., U
lm

 D
esign: The M

orality of O
bjects: H

ochschule für G
estaltung U

lm
 1953-1968

（C
am

bridge, M
A

: M
IT Press, 1991

）65-68.

（
23
）　

ウ
ル
ム
に
お
け
る
バ
ウ
ハ
ウ
ス
出
身
者
の
活
動
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
が
あ
る
。C

hristiane W
achsm

ann,  “B
auhäusler in U

lm
: G

rundlehre an der 
U

lm
er H

fG zw
ischen 1953 und 1955”, in H

fG
-Archiv U

lm
 D

okum
entation 4

（1993

）: 4-27.

（
24
）　

グ
ロ
ピ
ウ
ス
の
こ
の
記
念
講
演
の
原
稿
は
、
ベ
ル
リ
ン
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
資
料
室 B

auhaus-A
rchiv  

に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）　U

lm
er M

useum
, H

fG
-A

rchiv, H
rsg., U

lm
er m

odelle - M
odelle nach U

lm

（O
stfildern: H

atje C
antz, 2003

）.

（
26
）　

ウ
ル
ム
造
形
大
学
資
料
室
に
保
管
さ
れ
て
い
る
各
時
期
の
大
学
案
内
を
参
照
し
た
。

（
27
）　H

einrich K
lotz, Rektoratsreden

（H
am

burg: A
usnahm

e Verlag, 2009

）, 21-27.

（
28
）　K

lotz, Rektoratsreden, 50.

　

本
稿
は
、
平
成
二
六
年
度
法
文
学
部
人
文
系
担
当
学
部
長
裁
量
経
費
に
よ
る
研
究
の
成
果
で
あ
る
。


