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コラージュの概要
  コラージュ「collage」 とは coller ( 糊づけする )と
いう語源からなるフランス語「糊による貼りつけ Jを意
味する。現在，広告のポスターや雑誌を見てみると，こ
の技法が極めて幅広く応用されていることがわかりま
す。
　絵画の歴史において、この技法をはじめたのは、
         ブラック Braque とピカソ Picassoでした
　1912 年パピエ・コレ ( 貼紙 ) という新聞紙，楽譜，
壁紙，切符，レッテルなどの紙を自由に組み合せて貼る
ことが試みられた。コラージユでは，さらに羽毛，砂，
針金，布切れなども用いており，材質，様式ともに自由
で斬新な方法の発見でもあった。コラージュはその後、
写真・映画などの映像分野・文学・音楽などの芸術諸活
動においてもさまざまな創造的技法を発達させた。

　美術諸流派に関しては、ダダイズムの、写真を使った
政治的発言を目的としたフォトモンタージュが行われ
た。また、シユルレアリスムの画家たちは、コラージュ
を、偶然性や無意識領域を呼び覚まし非現実的なイメー
ジを創出するための手法として活用した。
　コラージュはその後、全世界的に認知され、絵画スタ
イルのひとつとして、一種の凡庸化（形骸化）が見られ
るようになった。

　第二次大戦後は、アメリカ文化とのからみの中で、ネ
オ・ダダやポップ・アートへと受け継がれ現在に至っ
ている。
　言うまでもなく、コラージュは 20世紀アートを特徴
づける最も重要な技術でありしかも思考のための方法で
もあると言えるだろう。　
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　　キリコ
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ネオ・ダダのコラージュ
　　ラウシェンバーグ
　　ジャスパージョーンズ
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　　リキテンスタイン
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　　ローゼンクイスト
　　ウェッセルマン
　　オルデンバーグ



↑木目 「バッハへのオマージュ」　ブラック 1911 年

キュビスムの
コラージュ

　ピカソの「籐椅子のある静物」は、コラー

ジュの歴史の中で、最も重要なもののひと

つである。楕円形のキャンバスの下の部分

には、籐椅子の柄（がら）が印刷されたリ

ノリウムが貼り付けてある。まわりにコッ

プ、パイプ、レモンの輪切り、ナイフ、帆

立貝を油彩で配置している。新聞

（journall) を示す「Ｊ０Ｕ」の三文字は、

後にもしばしば用いられた。

パ
ピ
エ
・
コ
レ

　

初
期
の
「
分
析
的
キ
ュ
ピ
ス
ム
」
で
は
，
風

景
や
人
物
，対
象
物
を
い
わ
ば
立
方
体(

キ
ュ
ー

プ)

の
集
積
の
よ
う
に
構
成
す
る
表
現
形
式
が

基
本
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
変
遷
し
て
い
く
中

で
，
遠
近
法
や
平
面
と
い
う
視
点
の
さ
ら
な
る

転
換
か
ら
新
し
い
「
総
合
的
キ
ュ
ピ
ス
ムJ

と

呼
ば
れ
る
も
の
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
、
総
合
的
キ
ュ
ビ
ス
ム
を
生
み
出
す
基

盤
と
な
っ
た
の
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
そ
の

原
型
が
パ
ピ
エ
・
コ
レ
で
し
た
。

　
「
パ
ピ
エ
」
は
紙
・「
コ
レ
」
は
糊
と
い
う
意

味
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
す
ね
。
簡
単
に
言
え
ば
、

紙
を
糊
で
貼
り
付
け
る
っ
て
こ
と
。
そ
こ
か
ら

派
生
し
て
、
次
第
に
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
呼
ぶ
よ
う

に
な
っ
た
。

　

ブ
ラ
ッ
ク
の「
バ
ッ
ハ
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
」は
、

パ
ピ
エ
・
コ
レ
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
記
念
碑

的
作
品
で
す
。

　

画
面
の
下
部
左
端
に
丁
寧
に
節
の
あ
る
板
の

木
目
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
そ
の
上
に
、
曲
が

り
く
ね
っ
て
密
度
の
あ
る
木
目
を
描
く
た
め
に

「
装
飾
家
の
櫛
」
と
呼
ば
れ
る
特
別
な
道
具
を
用

い
て
羽
目
板
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
描
い
た
。

　
「BA

C
H JS

」
の
文
字
は
、
音
楽
家
バ
ッ
ハ

の
楽
譜
が
あ
る
こ
と
を
示
す
「
記
号
」
と
し
て

用
い
ら
れ
た
。1912

年
１
月
、
ブ
ラ
ッ
ク
が

ピ
カ
ソ
に
見
せ
た
こ
の
作
品
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
誕

生
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

キ
ュ
ビ
ズ
ム
は
分
析
が
進
み
す
ぎ
て
、
何

を
描
い
た
も
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
も
う
少
し
分
か
り
易
く

し
よ
う
っ
て
こ
と
で
考
え
つ
い
た
の
が
実
物

を
連
想
さ
せ
る
目
に
見
え
る
ヒ
ン
ト
を
画
面

に
描
き
込
む
こ
と
だ
っ
た
。

　

最
初
に
「
パ
ピ
エ
・
コ
レ
」
を
思
い
つ
い

た
の
は
ブ
ラ
ッ
ク
だ
っ
た
。
彼
は
も
と
も
と

壁
紙
印
刷
用
の
手
書
き
原
稿
を
描
く
仕
事
を

し
て
た
人
で
す
か
ら
、
木
目
を
描
く
の
は
得

意
だ
っ
た
。
彼
は
、
描
か
れ
た
モ
チ
ー
フ

が
何
か
を
説
明
す
る
た
め
に
、
分
析
的
キ
ュ

ビ
ス
ム
作
品
の
端
っ
こ
に
木
目
を
手
描
き
し

た
。
い
わ
ば
部
分
的
な
だ
ま
し
絵
を
描
い

た
っ
て
わ
け
だ
。

　

ピ
カ
ソ
は
、
そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
、
実
物
の

壁
紙
を
画
面
に
貼
っ
た
「
籐
椅
子
の
あ
る
静

物
」
を
描
い
た
。

　

さ
ら
に
彼
は
、
質
感
の
ほ
の
め
か
し

4

4

4

4

4

と
は

異
な
り
、
単
な
る
素
材
と
し
て
の
印
刷
物
を

切
り
貼
り
し
た
構
成
的
な
作
品
も
作
り
始
コ

ラ
ー
ジ
ュ
の
手
法
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
方
法
の
探
求
の
結
果
、
キ
ュ
ビ

ス
ム
は
、
図
形
的
で
平
面
的
、
色
彩
を
復
活

さ
せ
て
、
質
感
も
表
現
す
る
よ
う
な
「
総
合

的
キ
ュ
ビ
ス
ム
へ
と
至
っ
た
。
こ
れ
は
コ

ラ
ー
ジ
ュ
的
キ
ュ
ビ
ス
ム
と
呼
ぶ
こ
と
も
で

き
る
と
思
い
ま
す
。

コ
ラ
ー
ジ
ュ
誕
生

　

コ
ラ
ー
ジ
ュ
は
、1911

年
に
既
成
の
印
刷
物

を
活
用
し
た
パ
ピ
エ
・
コ
レ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。

そ
し
て
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
後
半1914

年
で
は
、
紙

彫
刻
や
廃
物
利
用
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
（
寄

せ
集
め
彫
刻
）
と
呼
ば
れ
る
立
体
作
品
ま
で
も
生

み
出
し
て
い
ま
す
。



コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
展
開

ブ
ラ
ッ
ク
の
工
夫

　

材
質
感
の
導
入
＝
木
目
プ
リ
ン
ト

ギ
タ
ー　

ブ
ラ
ッ
ク

新
聞
紙　
　
　

？
バ
イ
オ
リ
ン　

ピ
カ
ソ

　

ブ
ラ
ッ
ク
が
最
初
に
発
明
し
た
も
の
は
、
画

面
に
「
木
目
」
や
「
文
字
」
を
描
き
入
れ
る
、

部
分
的
な
だ
ま
し
絵
だ
っ
た
。
こ
の
操
作
の
お

か
げ
で
、
複
雑
怪
奇
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た

「
分
析
的
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
の
雰
囲
気
が
大
き
く

と
変
わ
っ
た
。

　

ブ
ラ
ッ
ク
の
発
想
は
、
主
に
材
質
感
の
ほ
の

め
か
し
で
あ
り
、
そ
の
後
、
実
物
の
印
刷
物
の

貼
り
付
け
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

ピ
カ
ソ
は
ブ
ラ
ッ
ク
の
発
案
を
を
ヒ
ン
ト
に
、

そ
れ
を
さ
ら
に
進
め
て
、
バ
イ
オ
リ
ン
の
一
部

に
、
そ
れ
と
は
無
関
係
の
新
聞
紙
を
貼
り
付
け

た
。

　

新
聞
紙
は
、
バ
イ
オ
リ
ン
と
は
無
関
係
で
す

ね
。
こ
こ
か
ら
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
は
奇
妙
な
展
開

を
始
め
た
。
つ
ま
り
、
材
質
感
の
導
入
で
は
な

い
、。
平
面
素
材
と
し
て
の
カ
ッ
ト
ア
ウ
ト
が

発
想
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

ピ
カ
ソ
は
、
後
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る

　
私
た
ち
は
、
ト
ロ
ン
プ
ル
イ
ユ
を
捨
て
ト

ロ
ン
プ
・
レ
ス
プ
リ
（
精
神
を
欺
く
）
を
見

つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
私
た
ち
は
も
は
や

目
を
だ
ま
す
こ
と
に
関
心
は
な
く
、
精
神
を

だ
ま
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

新
聞
紙
は
新
聞
を
表
す
た
め
に
使
わ
れ
た

の
で
は
な
い
。
瓶
や
何
か
そ
の
よ
う
な
も
の

に
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
。
そ
の
も
の
と
し

て
使
わ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
そ
の
習
慣
的
な

定
義
か
ら
置
換
さ
れ
た
要
素
と
し
て
、
そ
こ

か
ら
出
発
し
て
新
た
な
意
味
が
到
来
す
る
時

点
で
用
い
ら
れ
た
。

　

新
聞
紙
が
瓶
に
な
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

新
聞
と
瓶
と
の
あ
い
だ
の
関
わ
り
に
つ
い
て

考
え
る
よ
う
に
促
さ
れ
も
す
る
。

　

こ
の
置
換
さ
れ
た
物
体
は
奇
妙
な
も
の
に

な
る
。
そ
し
て
そ
の
奇
妙
さ
こ
そ
を
私
た
ち

は
人
々
に
考
え
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
（
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
ジ
ロ
ー
と
の
会
話
）

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
パ
イ
プ
「
ル
・
コ
テ
イ
デ
イ
ア
ン
紙
」

1913-14

年
チ
ョ
ー
ク
木
炭
貼
付
し
た
紙
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

74x 106cm
 

　使用されているル・コテイディア
ン・デユ・ミデイ紙にちなんで、題
名がつけられている。静物はテーブ
ルの上におかれ，テーブルは木炭に
よる楕円の輪郭線によってその広が
りが示されている。黒のシルエット
はヴァイオリンで、白のチョークで
共鳴孔が描かれている。
　この作品は画家の日常生活を反映
している。コラージュされた大きな
新聞紙片には，第１次世界大戦突入
寸前のフランス軍の財政状態に関す
る記事の見出しが載っている。
　こうしたパピエ・コレの制作をも
とに、1914年の末，油彩画で作成さ
れたものがブラックは「果物皿とク
ラブのエース」だった。キュビスム
の遊びの要素はトランプによって強
められている。

「
果
物
皿
と
ク
ラ
ブ
の
エ
ー
ス
」
ブ
ラ
ッ
ク

グ
ラ
ス
とSU

Z
U

瓶　

ピ
カ
ソ

貼
り
付
け
ら
れ
た
紙
、
ガ
ッ
シ
ュ
、
木
炭

限
り
な
く
抽
象
画
に
近
づ
い
た
例



「
ダ
ダ
」
っ
て
何
？

ダダイズムは、キャバレー・ヴォルテールを舞台にして始まった

ダダ と フォト
モンタージュ

フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ

《鳥と蝶の埋葬　ツァラの肖像》
　　　　　　アルプ　1917年

フーゴ・バル

　

1916

年
、「
キ
ャ
バ
レ
ー
・
ボ
ル
テ
ー
ル
」

と
い
う
飲
み
屋
が
オ
ー
プ
ン
し
た
、
そ
こ
の

舞
台
で
は
、
詩
の
朗
読
や
演
劇
な
ど
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
が
総
合
的
な

芸
術
活
動
の
場
、「
ダ
ダ
イ
ズ
ム
」
の
出
発

点
だ
っ
た
。

　

中
心
に
な
っ
た
の
は
「
詩
人
」
た
ち
で
し

た
。「
ダ
ダ
」
は
、
ス
イ
ス
の
チ
ュ
ー
リ
ヒ

始
ま
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ベ
ル
リ
ン
、
ケ

ル
ン
な
ど
の
都
市
に
広
が
っ
て
い
き
、
そ
の

後
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ

た
た
芸
術
運
動
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
ダ
ダ
を
代
表
す
る
作
品
っ
て

い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
、
代
表
的
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
は
誰
だ
ろ
う
、
っ
て
聞
か
れ
た
ら
、
な
か

な
か
答
え
づ
ら
い
の
で
す
。
ダ
ダ
イ
ズ
ム
と

い
う
活
動
は
結
構
わ
か
り
づ
ら
い
芸
術
活
動

で
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
が
ら
み
の
内
容

に
つ
い
て
だ
け
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ダ
ダ
は
、
２
つ
の
世
界
大
戦
の
間
に
生
ま

れ
、
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
り
を
迎
え
て
し

ま
っ
た
反
戦
的
活
動
で
し
た
。

　

と
は
い
え
、「
ダ
ダ
」
の
影
響
は
大
き
く
、

そ
こ
か
ら
発
展
し
た
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と

と
も
に
20
世
紀
後
半
の
美
術
や
音
楽
に
大
き

は
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
ダ
ダ
」
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
ま
っ
た
だ

中
、
１
９
１
６
年
頃
、
永
世
中
立
国
ス
イ
ス

の
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
に
、
戦
乱
を
逃
れ
て
や
っ

て
来
た
芸
術
家
た
ち
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
ド
イ
ツ

人
の
詩
人
、
音
楽
家
フ
ー
ゴ
・
バ
ル
と
妻
の

エ
ミ
ー
が
始
め
た
「
キ
ャ
バ
レ
ー
・
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
」
は
、彼
ら
の
活
動
拠
点
と
な
り
、「
ダ

ダ
」
の
発
信
地
と
し
て
歴
史
的
な
存
在
と
な

り
ま
し
た
。

　

戦
争
に
反
発
し
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
社

会
や
文
化
を
批
判
す
る
若
者
た
ち
は
、
そ
の

店
に
集
ま
っ
て
既
成
概
念
を
破
壊
す
る
様
々

な
芸
術
的
試
み
を
行
い
ま
し
た
。
ロ
ッ
ク
界

に
お
け
る
「
パ
ン
ク
」
の
よ
う
な
存
在 

と
も

い
え
ま
す
ね
。

　

彼
ら
の
活
動
に
は
、
既
成
の
価
値
観
を
破

壊
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
と
こ
ろ
が
強
く

あ
っ
た
わ
け
で
、
新
た
な
芸
術
ス
タ
イ
ル
を

生
み
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
は
、
ダ
ダ

イ
ズ
ム
が
作
り
出
し
、
も
っ
と
も
そ
の
後
に

影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

　
　

ベ
ル
リ
ン
ダ
ダ
の
特
徴
は
、
印
刷
物
や

写
真
を
用
い
て
、
政
治
的
な
主
張
を
盛
り
込

ん
だ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
作
品
に
あ
り
ま
し
た
。

　
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュm

ontage　

(

仏
）)

っ

て
の
は
、「
機
械
の
組
立
て
・
据
置
き
」
っ
て

意
味
で
、
映
画
の
場
合
に
は
、
フ
ィ
ル
ム
の

断
片
の
組
合
せ
の
手
法
で
、
映
画
の
編
集
用

語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
フ
ィ
ル
ム

断
片
を
組
み
合
わ
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
す

か
ら
、「
時
間
的
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
と
も
言
え
ま

す
ね
。

　

フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
場
合
に
は
、
写

真
コ
ラ
ー
ジ
ュ
が
中
心
で
、
合
成
写
真
と
し

て
作
成
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
多
い
か
ら
、「
フ
ォ

ト
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

　

代
表
的
作
家
は
ラ
ウ
ル
・
ハ
ウ
ス
マ
ン 

、

ハ
ン
ナ
・
ヘ
ッ
ヒ
、
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー

ル
ド
の
3
人
で
す
。
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ

は
写
真
だ
け
で
な
く
絵
画
の
一
部
や
印
刷
さ

れ
た
活
字
や
文
字
な
ど
の
一
部
を
含
む 

基
本

的
に
写
真
が
あ
る
程
度
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
作

品
中
に
含
ま
れ
て
い
れ
ば
そ
の
よ
う
に
呼
ば

れ
る
。
ま
た
、
断
片
的
に
使
わ
れ
る
写
真
は

自
ら
撮
影
し
た
写
真
で
な
く
既
存
の
写
真
で

も
構
わ
な
い
と
さ
れ
る
。 



ラ
ウ
ル
・
ハ
ウ
ス
マ
ン

《
美
術
批
評
家
》
１
９
１
９

　「Mechanischer Kopf」 （メカニカルヘッド [私
たちの時代の精神 ]）は、彼の最も有名な作品です。
　拾ってきたマネキンの頭部（美容師のかつら作
りのダミー）に定規や懐中時計機構、タイプライ
ター、札入れなどを張り付け、ガラクタとおぼし
きモノを寄せ集めて機械文明時代を象徴する作品
に仕立て上げています。
　ハウスマンは、「作品」について次のように説明
しています。
　「時代の発明品のせいで純粋な感性がねじ曲げ
られている。それは、まるで頭にがらくたを載せ
て視野を曇らせているようなものだ。」
　我々がいかに時代の流行に毒され偏見をもって
生きているかが、この作品によって明確に示され

ていると思います。

出
し
て
い
ま
す
。
と
て
も
印
象
的
で
イ
ン
パ
ク

ト
の
強
い
作
品
で
す
。

　

チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
ダ
ダ
の
否
定
的
で
破
壊
的

な
響
き
と
は
異
な
り
、
ベ
ル
リ
ン
の
方
向
は
、

新
し
い
価
値
、
そ
れ
も
芸
術
内
で
終
止
す
る
の

で
は
な
く
も
っ
と
広
く
社
会
全
般
に
有
効
な
価

値
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
点
、
社
会
革
命
の
志

向
を
含
ん
で
い
た
点
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

彼
ら
の
運
動
は
、
主
と
し
て
雑
誌
や
ポ
ス

タ
ー
の
作
成
を
中
心
に
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
印

刷
原
稿
を
作
る
作
業
で
す
か
ら
、
そ
の
手
法
は
、

タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
、
フ
ォ
ト

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
い
っ
た
、
自
ら
の
手
で
描
く

こ
と
を
し
な
い
間
接
的
な
手
法
だ
っ
た
の
で

す
。
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
関
し
て
は
、
写
真
の
切
り

張
り
遊
び
の
よ
う
だ
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
が
行
な
っ

た
様
な
、
絵
画
を
作
る
素
材
と
し
て
取
り
込
む

も
の
で
は
な
く
、
既
存
の
絵
画
の
枠
組
み
を
壊

す
こ
と
で
、「
反
美
術
」
と
し
て
の
美
術
作
品

を
成
り
立
た
せ
よ
う
と
し
た
と
も
言
え
ま
す
。

Ra
ou
l H
au
sm
an
n 
18
86
-1
97
1

M
ec
ha
ni
ca
l H
ea
d 
[T
he
 S
pi
ri
t 
of
 O
ur
 A
ge
] 
, a
ss
em
bl
ag
e 

機
械
式
ヘ
ッ
ド

ABCD（自画像）
1923年フォトモンタージュ 

　

ハ
ウ
ス
マ
ン
は
、

フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
の
技
法
の
創

始
者
と
も
言
わ
れ

て
ま
す
。
か
れ
の
作

品
は
、
意
味
の
関
連
し
な
い
多
く
の
写
真
を
貼
り

合
わ
せ
て
、
新
し
い
イ
ー
メ
ジ
を
作
り
出
す
手
法

で
、
無
意
味
さ
や
無
関
係
性
を
表
現
に
取
り
入
れ

ま
し
た
。

　

切
り
抜
い
た
様
々
な
写
真
を
組
み
合
わ
せ
、
偶

像
破
壊
と
も
い
え
る
異
様
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り



ハ
ン
ナ
・
ヘ
ッ
ヒ

H
an
na
h 
H
öc
h,
 C
ut
 w
ith
 th
e 
Ki
tc
he
n 
Kn
ife
 th
ro
ug
h 
th
e 
Be
er
-B
el
ly
 o
f 

th
e 
W
ei
m
ar
 R
ep
ub
lic
, 1
91
9,
 co
lla
ge
 o
f p
as
te
d 
pa
pe
rs
, 9
0 
x 
14
4 
cm

Th
e 
Br
id
e 

Love

ハ
ン
ナ
・
ヘ
ッ
ヒ
は
、
女
性
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と

し
て
も
有
名
で
し
た
。
こ
の
作
品
で
は
、
女
性
の
脚
と
思
わ
れ
る
切

抜
き
の
付
け
根
に
男
性
の
目
と
金
貨
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
娼
婦
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
屈
伸
し
て
い
る

女
性
と
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
の
弓
の
よ
う
な
も
の
、
こ
れ
は
女
性
の
運

動
能
力
や
、
肉
体
の
強
さ
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
左
の
、

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
よ
う
な
切
り
抜
き
。
こ
れ
は
「
女
性
ら
し
さ
」
を
示

し
て
い
ま
す
。

　

ハ
ン
ナ
・
ヘ
ッ
ヒ
は
、は
じ
め
は
版
画
を
手
が
け
て
い
た
。
コ
ラ
ー

ジ
を
試
み
る
中
で
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
着
想
を
得
た
。1915

年
に
、
ハ
ウ
ス
マ
ン
と
知
り
合
い
、。
共
に
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ

の
技
法
の
創
始
者
の
一
人
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ハ
ン
ナ
・
ヘ
ッ
ヒ
は
、
人
体
の
一
部
を
他
の
も
の
で
置
き
換
え
た

り
す
る
作
品
が
多
い
。1935

年
か
ら
ナ
チ
ス
敗
戦
ま
で
は
作
品
の

発
表
は
で
き
な
く
、
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
い
た
。

　

敗
戦
後
は
、
46
年
い
ち
は
や
く
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
作
品
に

よ
る
個
展
を
開
催
し
、
48
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
の
「
ダ

ダ
回
顧
展
」
を
は
じ
め
幾
多
の
展
観
に
出
品
し
て
い
る
。　

ハ
ン
ナ
・
ヘ
ッ
ヒ
「
Da
da
 E
rn
st
」
(1
92
0
年
）



ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド

H
ea
rt
fi e
ld
,1
89
1-
19
68

A
IZ

（
ア
ー
・
イ
ー
・
ツ
ェ
ッ
ト
、
エ
イ
・
ア
イ
・

ズ
ィ
ー
）
と
は
、
ド
イ
ツ
・
ベ
ル
リ
ン
の
ド
イ

ツ
共
産
党
の
関
連
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
、
写
真

や
イ
ラ
ス
ト
を
積
極
的
に
用
い
た
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
雑
誌
だ
そ
う
で
、
日
本
語
で
は
、「
労
働
者
画

報
」。
共
産
党
系
と
は
言
え
、
こ
の
時
代
に
ヒ
ト

ラ
ー
を
揶
揄
す
る
雑
誌
が
あ
っ
た
こ
と
は
驚
き

で
す
ね
。　

　

ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、1920

年
代
に
、ラ
ウ
ル
・
ハ
ウ
ス
マ
ン
と
と
も
に
、フ
ォ

ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
を
大
成
し
た
。

ジュネーヴの意味（1932）

　

ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
作
品
は
、
極
め

て
精
密
な
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
で
、
コ

ラ
ー
ジ
ュ
風
で
は
な
く
、
合
成
さ
れ
た
跡

が
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
テ
ー

マ
は
、
ほ
と
ん
ど
が
ナ
チ
ス
批
判
だ
っ
た
。

　

彼
の
作
品
は
、
ユ
ー
モ
ア
ラ
ス
で
、
し

か
も
サ
ー
カ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
あ
ざ
け
り
）

い
っ
ぱ
い
の
攻
撃
的
な
作
品
で
あ
る
。

フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
は
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー

ル
ド
の
よ
う
に
政
治
批
判
す
る
た
め
の

武
器
に
も
な
る
し
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
も

な
っ
た
の
だ
。

　

こ
の
風
刺
の
傾
向
は
、

当
時
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ

の
社
会
・
政
治
を
痛
烈

に
風
刺
し
て
有
名
で

あ
っ
た
画
家
の
グ
ロ
ッ

ス
の
影
響
に
よ
る
も
の

で
、
こ
の
両
者
の
協
同

に
よ
っ
て
社
会
風
刺
の

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ (

英: propaganda) 

は
、
特
定
の

思
想
・
世
論
・
意
識
・
行
動
へ
誘
導
す
る
宣
伝
行
為

型
と
し
て
、
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
ひ
と

つ
の
表
現
が
確
立
し
た
と
い
え
よ
う
。
グ

ロ
ッ
ス
が
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
こ
と
を
モ

ン
ト
ウ
ー
ル
（
組
立
て
屋
）
と
呼
ん
だ
こ
と

か
ら
、
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
名
称
が
一

般
的
に
な
っ
た
。

　

ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
芸
術
家
で
あ
っ

た
と
同
時
に
熱
心
な
左
翼
政
治
活
動
家
で

あ
っ
た
。
政
治
を
批
判
し
た
作
品
を
出
版
物

で
発
表
し
て
い
た
た
め
、
１
９
３
３
年
に
Ｓ

そ
の
手
は
五
本
の
指
を
も
つ
》（
19
28
）

Ｓ（
ナ
チ
ス
の
親
衛
隊
）の
襲
撃
で
バ
ル
コ
ニ
ー

か
ら
飛
び
降
り
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
、
の
ち

に
イ
ギ
リ
ス
に
逃
げ
る
こ
と
に
な
る
。

　

戦
後
は
東
ド
イ
ツ
側
の
ベ
ル
リ
ン
に
居
を
構

え
る
も
の
の
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
長
期
滞
在

も
あ
っ
て
目
を
つ
け
ら
れ
る
。
フ
ォ
ト
モ
ン

タ
ー
ジ
ュ
の
手
法
で
プ
ラ
ハ
で
活
動
を
続
け
、

共
産
党
系
新
聞
「
労
働
者
絵
入
り
新
聞
」
に
作

品
を
提
供
し
続
け
、1938

年
に
イ
ギ
リ
ス
に

亡
命
し
た
。



シュルレアリスム
のコラージュ

　

コ
ラ
ー
ジ
ュ
技
法
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア

リ
ス
ム
の
絵
画
技
法
と
し
て1920
代

か
ら
つ
ね
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

代
表
的
画
家
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
、
キ

リ
コ
、
ダ
リ
、
マ
グ
リ
ッ
ド
の
４
名
で

し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
、
ダ
リ
以
外
の
３

名
に
つ
い
て
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
観
点
か
ら

説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
手
法
は
、
シ
ュ
ル
レ

ア
リ
ス
ム
に
お
け
る
「
デ
ィ
ペ
イ
ズ
マ
ン

（depaysem
ent

）」
と
深
く
関
連
し
て
い
ま

す
。
デ
ィ
ペ
イ
ズ
マ
ン
は
、「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
・
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ッ
ク
（
自
動
記
述
）」
と

並
ぶ
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
主
要
な
方
法
論

で
す
。

　

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
芸
術
の
文
脈
で
は
、

「
本
来
の
環
境
か
ら
別
の
と
こ
ろ
へ
移
す
こ

と
、
置
き
換
え
る
こ
と
。
本
来
あ
る
べ
き
場

所
に
な
い
も
の
を
出
会
わ
せ
て
違
和
・
驚
き

を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
」
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
マ
グ
リ
ッ
ド
の
有
名
な
作
品
に

は
、
昼
の
青
空
の
下
に
夜
の
街
が
描
か
れ
た

『
光
の
帝
国
』、
青
空
の
下
に
広
が
る
大
海
原
の

上
に
浮
か
ぶ
大
き
な
石
と
い
う
構
成
の
『
石
』

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

「
無
か
ら
の
創
造
」
や
「
個
人
の
天
才
に
よ

る
ゼ
ロ
か
ら
の
創
造
」
と
い
う
も
の
は
神
話

に
過
ぎ
ず
、
革
新
的
な
創
造
は
「
異
な
る
分

野
に
お
い
て
す
で
に
存
在
す
る
要
素
同
士
の

こ
れ
ま
で
に
無
か
っ
た
新
し
い
組
み
合
わ
せ
」

か
ら
生
じ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
様
々
な

研
究
成
果
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
何

を
ど
こ
に
デ
ィ
ペ
イ
ズ
（
マ
ン
）
す
る
か
」
は
、

新
た
な
価
値
を
生
み
出
す
上
で
キ
ー
と
な
り

ま
す
。

デ
ィ
ペ
イ
ズ
マ
ン

■「depaysement」
　 動詞「depayse」は、「de：分離・
剥奪」と「pays：国、故郷」か
ら構成される。

■「自動記述」
　　「自動記述」の手法は、 スピード
が命である。ただひたすらに書く
時、「私」ではない、「誰か」の手
によって 文章は書かれていくとい
う。その創始者はアンドレ・ブル
トン .



エ
ル
ン
ス
ト

博
物
誌　

フ
ロ
ッ
タ
ー
ジ
ュ

　

フ
ロ
ッ
タ
ー
ジ
ュ
（Frottage

（
仏
） 

は
、
凹
凸
の
上
に
紙
を
の
せ
、
鉛
筆
や
ク
レ

ヨ
ン
な
ど
で
こ
す
っ
て
模
様
を
写
し
取
る
技

法
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
こ
す
る
」
を
意
味
す

るfrotter

に
由
来
。
原
理
的
に
は
古
く
か

ら
「
拓
本
」
と
し
て
東
洋
で
行
な
わ
れ
て
い

る
原
始
的
な
版
画
技
法
。　

通
常
「
フ
ロ
ッ

タ
ー
ジ
ュ
」
と
称
す
る
場
合
は
Ｍ
・
エ
ル
ン

ス
ト
を
は
じ
め
と
す
る
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

の
作
例
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
エ
ル
ン
ス
ト

の
主
張
に
よ
れ
ば1925

年
に
古
い
床
板
の

荒
れ
た
木
目
に
着
目
し
て
こ
の
手
法
を
美
術

に
取
り
入
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
彼
は
既
に
ケ

ル
ン
・
ダ
ダ
の
時
期
（1917-22

頃
）
よ

り
実
験
的
に
試
み
て
い
た
。

　

エ
ル
ン
ス
ト
の
『
博
物
誌
』
は
、
フ
ロ
ッ

タ
ー
ジ
ュ
を
元
に
し
た
コ
ロ
タ
イ
プ
を
34
点

収
録
し
た
作
品
集[ Size : 50 x 32 cm

, 
Ed.1200(Fr:200) ]

。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
の
代
表
的
出
版
物
と
し
て
名
高
い
。

「
博
物
誌
」
は
、
聖
書
の
「
創
世
記
」
に
な

ぞ
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
手
法
と
し
て

は
、
板
や
樹
葉
、
そ
の
他
の
材
料
の
上
に
紙

を
置
い
て
鉛
筆
や
チ
ョ
ー
ク
で
模
様
を
こ
す

り
出
し
、
そ
の
模
様
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る

幻
覚
に
従
っ
て
筆
を
加
え
る
こ
と
で
、
新
し

い
世
界
を
現
出
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

 
さ
ら
に
、
エ
ル
ン
ス
ト
は
フ
ロ
ッ
タ
ー

ジ
ュ
の
技
法
を
油
彩
画
に
も
応
用
し
、
下
塗

り
を
し
た
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
下
に
置
い
た
木
の

板
な
ど
の
物
体
の
質
感
を
、
パ
レ
ッ
ト
ナ
イ

　

１
８
９
１
年
、
独
ケ
ル
ン
近
郊
ブ
リ
ュ
ー
ル

生
ま
れ
。
ボ
ン
大
学
で
哲
学
な
ど
を
学
ぶ
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
後
、
エ
ル
ン
ス
ト
は
、
ダ

ダ
の
担
い
手
と
し
て
出
発
し
た
。
キ
リ
コ
の
不

条
理
な「
形
而
上
絵
画
」に
も
大
き
く
影
響
さ
れ
、

や
が
て
仏
詩
人
の
ポ
ー
ル
・
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
と

　

エ
ル
ン
ス
ト
は
生
涯
に
４
度
結
婚
し
、

略
歴
を
見
る
限
り
、
女
性
遍
歴
は
な
か
な

か
華
麗
だ
っ
た
よ
う
だ
。
最
初
の
妻
は
ボ

ン
大
学
の
同
級
生
で
、
美
術
史
家
と
し
て

も
優
秀
な
才
女
。
次
に
友
人
の
映
画
監
督

の
妹
と
の
結
婚
生
活
を
経
て
、
英
画
家
の

レ
オ
ノ
ー
ラ
・
キ
ャ
リ
ン
ト
ン
と
恋
仲
に
。

そ
し
て
３
番
目
の
妻
は
、
米
国
の
有
名
美

術
コ
レ
ク
タ
ー
、
ペ
ギ
ー
・
グ
ッ
ゲ
ン
ハ

イ
ム
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
４
１
年
、

彼
女
の
援
助
で
エ
ル
ン
ス
ト
は
米
国
に
亡

命
し
た
が
、結
婚
生
活
は
長
く
続
か
な
か
っ

た
。
そ
し
て
４
番
目
の
妻
は
米
画
家
、
ド

ロ
テ
ア
・
タ
ニ
ン
グ
で
あ
る
。
エ
ル
ン
ス

ト
に
は
き
っ
と
、
女
性
が
放
っ
て
お
か
な

い
魅
力
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

親
交
を
深
め
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
と

し
て
頭
角
を
現
し
た
。

41
年
、
米
国
に
亡
命
。
54
年
、
ベ
ネ
チ

ア
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
絵
画
部
門
で
大
賞
を
受

賞
し
た
。
彼
自
身
の
夢
や
幻
覚
な
ど
私
的

体
験
の
ほ
か
、
物
理
や
天
文
、
幾
何
学
な

ど
多
様
な
関
心
も
反
映
し
、
重
層
的
な
イ

メ
ー
ジ
が
紡
ぎ
出
さ
れ
て
ゆ
く
。

　

エ
ル
ン
ス
ト
は
既
成
の
イ
メ
ー
ジ
を
切

り
は
り
す
る
「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」、
も
の
の
上

に
紙
を
置
い
て
こ
す
り
出
し
を
す
る
「
フ

ロ
ッ
タ
ー
ジ
ュ
」
な
ど
前
衛
的
技
法
を
駆

使
し
、
あ
る
種
の
偶
然
性
に
よ
る
不
条
理

な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
た
。

モ
テ
男 

エ
ル
ン
ス
ト

フ
で
絵
の
具
を
削
り
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ

ン
ヴ
ァ
ス
上
に
転
写
し
て
い
ま
す
。

　

エ
ル
ン
ス
ト
に
よ
る
、｢

14
歳
以
下
の
稲
妻｣

と
い
う
不
思
議
な
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
た
作

品
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

巨
大
な
ト
ン
ボ
の
よ
う
な
生
物
が
地
表
に
迫

り
来
る
図
像
に
も
、
直
線
的
で
規
則
的
な
描
き

方
に
ど
こ
か
違
和
感
を
覚
え
ま
す
。
そ
こ
で
、

こ
の
作
品
を
さ
ら
に
よ
く
見
る
と
、
ト
ン
ボ
の

よ
う
な
生
物
の
羽
が
、
な
ぜ
か
植
物
の
葉
に
な
っ

て
い
て
、
葉
脈
ま
で
も
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と

に
気
が
付
き
ま
す
。

　

物
の
素
材
感
を
そ
の
ま
ま
紙
に
写
し
と
る
こ

と
で
、
こ
の
手
法
で
は
、
作
品
へ
あ
る
種
の
即

興
性
と
偶
然
性
を
導
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
作

品
の
中
で
、
葉
っ
ぱ
を
羽
の
よ
う
に
変
え
て
し

ま
う
エ
ル
ン
ス
ト
の
手
法
は
、
実
に
創
造
的
な

も
の
で
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
新
た
な
表

現
は
、
次
第
に
当
時
の
美
術
動
向
へ
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
き
ま
し
た
。

　



《14歳以下の稲妻》1926 年、フロッ
タージュ・コロタイプ　43× 26㎝

　
「
博
物
誌
」
は
、
聖
書
の
「
創
世
記
」
に
な
ぞ

ら
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
手
法
と
し
て
は
、

板
や
樹
葉
、
そ
の
他
の
材
料
の
上
に
紙
を
置
い

て
鉛
筆
や
チ
ョ
ー
ク
で
模
様
を
こ
す
り
出
し
、

そ
の
模
様
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
幻
覚
に
従
っ

て
筆
を
加
え
る
こ
と
で
、
新
し
い
世
界
を
現
出

さ
せ
て
い
ま
す
。

　

 

さ
ら
に
、
エ
ル
ン
ス
ト
は
フ
ロ
ッ
タ
ー
ジ
ュ

の
技
法
を
油
彩
画
に
も
応
用
し
、
下
塗
り
を
し

た
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
下
に
置
い
た
木
の
板
な
ど
の

物
体
の
質
感
を
、
パ
レ
ッ
ト
ナ
イ
フ
で
絵
の
具

を
削
り
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ヴ
ァ
ス
上

に
転
写
し
て
い
ま
す
。

　

エ
ル
ン
ス
ト
に
よ
る
、｢

14
歳
以
下
の
稲
妻｣

と
い
う
不
思
議
な
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
た
作

品
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

巨
大
な
ト
ン
ボ
の
よ
う
な
生
物
が
地
表
に
迫

り
来
る
図
像
に
も
、
直
線
的
で
規
則
的
な
描
き

方
に
ど
こ
か
違
和
感
を
覚
え
ま
す
。
そ
こ
で
、

こ
の
作
品
を
さ
ら
に
よ
く
見
る
と
、
ト
ン
ボ
の

よ
う
な
生
物
の
羽
が
、な
ぜ
か
植
物
の
葉
に
な
っ

て
い
て
、
葉
脈
ま
で
も
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と

に
気
が
付
き
ま
す
。

　

物
の
素
材
感
を
そ
の
ま
ま
紙
に
写
し
と
る
こ

と
で
、
こ
の
手
法
で
は
、
作
品
へ
あ
る
種
の
即

興
性
と
偶
然
性
を
導
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
作

品
の
中
で
、
葉
っ
ぱ
を
羽
の
よ
う
に
変
え
て
し

ま
う
エ
ル
ン
ス
ト
の
手
法
は
、
実
に
創
造
的
な

も
の
で
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
新
た
な
表

現
は
、
次
第
に
当
時
の
美
術
動
向
へ
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
き
ま
し
た
。

　



そして画像たちは地上まで降りてくるだろう。

そしてレストランにいるタイタンほど
ありふれたものはなくなるだろう。

百
頭
女

　
「
百
頭
女
」 

は
、
エ
ル
ン
ス
ト
の
コ
ラ
ー

ジ
ュ147
点
か
ら
な
る
本
。1929

年

に1000

部
が
出
版
さ
れ
た
。「
ひ
ゃ
く

と
う
お
ん
な
」
と
読
む
ら
し
い
。

　

画
集
で
あ
り
小
説
で
も
あ
る
よ
う
な
実

験
的
な
書
物
で
、
古
い
19
世
紀
の
挿
絵
本

や
カ
タ
ロ
グ
と
し
て
作
成
さ
れ
た
木
版
画

を
切
り
抜
き
、
貼
り
合
わ
せ
て
作
っ
た
も

の
。

　

コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
よ
り
物
語
性
を
語
る
、

こ
の
よ
う
な
方
法
の
出
現
は
、
雑
誌
「
パ

ン
チ
」
の
編
集
者
だ
っ
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・

ル
ー
カ
ス
が
試
み
た
１
９
１
１
年
の“

作

品”

に
起
源
す
る
と
い
う
。　

そ
こ
で
は
、

一
人
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
一
生
が
す
べ
て
、

ホ
ワ
イ
ト
レ
ー
商
会
の
商
品
カ
タ
ロ
グ
の

切
り
貼
り
さ
れ
た
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
だ
け
で

構
成
さ
れ
て
い
た
。

　

エ
ル
ン
ス
ト
の
『
百
頭
女
』
に
は
物
語

が
あ
る
。147

点
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
は
、
全

９
章
立
て
の
、
予
想
を
超
え
た
前
衛
と
伝

統
が
相
克
し
あ
う
奇
っ
怪
な
物
語
に
な
っ

て
い
る
。

　

冒
頭
は
、「
犯
罪
か
奇
蹟
か
」
と
い
う

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
で
、
一
人
の
男
が
気
球
か

ら
飛
び
降
り
た
場
面
。

　

そ
れ
か
ら
風
景
が
３
度
変
わ
り
、
空
が

２
度
晴
れ
る
。そ
う
す
る
と
ど
こ
か
ら
か
、

突
如
と
し
て
巨
大
な
怪
鳥
ロ
プ
ロ
プ
が
現

う
に
は
ま
だ
ロ
プ
ロ
プ
が
い
て
、
夢
幻
の
変

容
を
見
せ
て
い
る
。
他
方
、
森
の
中
で
は
い

く
つ
も
の
信
じ
が
た
い
奇
跡
が
お
こ
っ
て
い

る
ら
し
く
、「
木
の
葉
の
手
淫
」と「
敬
虔
な
嘘
」

が
争
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
第
７
章
で
、
物
語

は
も
は
や
ど
ん
な
終
幕
に
も
至
ら
な
い
と
い

う
予
感
が
広
が
る
。

　

か
く
て
第
８
章
、
エ
ル
ン
ス
ト
は
こ
こ
に

探
偵
、
相
場
師
、
ダ
ン
テ
、
相
場
師
、
セ
ザ

ン
ヌ
、
パ
ス
ト
ゥ
ー
ル
ら
を
総
動
員
さ
せ
て
、

第
９
章
の
い
っ
さ
い
に
口
を
と
ざ
す
た
め
の

コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
向
か
っ
て
い
っ
た
の
だ
‥
‥
。

偉大な聖ニコラは、
申し分のないの寄生者たちにつきしたがわれ、
両わきの二つの付属物によって遠くから誘導されている。

　
　

こ
の
書
物
の
読
み
方
を
、
松
岡
正
剛
氏
か
ら
抜
粋
・
引
用
し
て
み
る
、

犯罪か奇跡か ―― ひとりの完璧な男

れ
る
・
・
・
。

　

い
っ
た
い
、
こ
れ
は
幻
想
の
物
語
な
の
だ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
物
語
の
幻
想
な
の
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
と
も
精
神
錯
乱
者
の
夢
な
の

か
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
た
図
版
群
が
自
分
で
告

白
を
始
め
て
い
る
お
話
な
の
か
。
そ
れ
ら
の

ど
れ
で
も
な
く
、
そ
の
ど
れ
で
も
あ
っ
た
。

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
で
は
、
こ
の
よ
う
な
手

法
を
好
ん
で
「
デ
ペ
イ
ズ
マ
ン
」
と
呼
ん
で

い
た
。

　

デ
ペ
イ
ズ
マ
ン
と
は
デ
ペ
イ
ズ
す
る
こ

と
（
追
放
す
る
こ
と
、
異
国
に
移
す
こ
と
、

環
境
を
変
え
る
こ
と
）
に
因
ん
だ
言
葉
で
、

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
は
「
事
物
を
日
常

的
な
関
係
か
ら
追
放
し
て
異
常
な
関
係
の

な
か
に
置
く
」
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
こ

か
ら
「
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
光
景
が
出
現
す

る
」
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
言
葉
に
託
し
て

い
た
。『
百
頭
女
』
も
、
エ
ル
ン
ス
ト
が
存

分
に
そ
れ
を
承
知
し
た
う
え
で
の
コ
ラ
ー

ジ
ュ
・
ロ
マ
ン
な
の
で
あ
る
。

　
『
百
頭
女
』
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
・
ロ
マ
ン
は
、

第
５
章
に
入
っ
て
い
く
と
、
惑
乱
と
私
の
妹

と
百
頭
女
と
が
三
つ
巴
に
な
っ
て
き
て
、
ぐ

る
ぐ
る
回
り
だ
し
、
と
き
に
巨
大
な
車
輪

と
も
、
街
区
を
覆
う
ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ
と

も
、
タ
イ
タ
ン
の
一
族
を
屠
る
に
足
り
る
溶

鉱
力
と
も
な
っ
て
い
く
。

　

第
６
章
で
は
そ
の
一
方
、
都
会
の
夜
の
ほ



キ
リ
コ

　

こ
の
絵
は
、
キ
リ
コ
の
作
品
で
も
っ
と
も
良

く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

特
徴
＝
遠
近
法
は
バ
ラ
バ
ラ
、
影
絵
の
よ
う

な
シ
ル
エ
ッ
ト
は
何
か
な
ぞ
め
い
て
い
る
。
強

い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
違
う
画
面
の
寄
せ
集
め

の
よ
う
で
す
ね
。
キ
リ
コ
の
絵
作
り
に
は
い
く

つ
か
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
登
場
物
・
場
面
の
特
徴
み
て
み
よ
う
。

　

特
徴
の
①
は
、
画
面
の
主
役
が
不
明
確
だ
っ

て
こ
と
で
す
。

　

演
劇
や
ド
ラ
マ
、
小
説
で
も
、
通
常
は
何
・

あ
る
い
は
誰
が
主
役
か
は
、
明
確
で
す
よ
ね
。

主
役
が
は
っ
き
り
し
て
な
い
と
、鑑
賞
者
は
困
っ

て
し
ま
う
よ
ね
。

　

じ
ゃ
、
次
に
演
劇
で
い
え
ば
背
景
＝
バ
ッ
ク

に
あ
た
る
。
②
大
道
具
み
て
み
よ
う
。 

　

線
遠
近
、
空
気
遠
近
が
大
き
く
狂
っ
て
る
ね
。

物
体
の
サ
イ
ズ
が
狂
っ
て
る
っ
て
こ
と
に
気
づ

く
で
し
ょ
。

　

キ
リ
コ
の
絵
は
、
ジ
ャ
ン
ル
の
分
類
か

ら
い
え
ば
、
風
景
画
タ
イ
プ
な
ん
だ
ね
。

伝
統
的
風
景
画
は
、
近
景
・
中
景
・
遠
景

が
必
ず
必
要
だ
っ
て
さ
れ
て
た
。
し
か
し
、

キ
リ
コ
の
風
景
に
は
、
そ
れ
が
不
明
瞭

　

建
物
の
線
遠
近
が
強
調
さ
れ
て
る
っ
て

こ
と
と
、
消
失
点
が
一
致
し
て
な
か
っ
た

り
す
る
、

そ
れ
か
ら
、
近
い
と
こ
ろ
も
、
遠
い
と
こ

ろ
も
、
同
様
の
色
の
強
さ
＝
空
気
遠
近
法

が
使
わ
れ
て
な
い
。

③
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ　

＝
夕
方
の
太
陽
の
位

置
「
長
い
影
」「
影
」
が
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
要
素
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
、

鑑
賞
者
に
不
可
思
議
な
印
象
を
与
え
る
仕

組
み
を
作
り
上
げ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

　

エ
ル
ン
ス
ト
は
、「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
名
人
」
そ
れ

に
対
し
て
、
キ
リ
コ
は
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
そ
の
も
の

じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
、「
イ
メ
ー
ジ
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ

に
よ
り
作
り
出
す
名
人
」「
切
り
貼
り
イ
メ
ー
ジ

の
名
人
」
で
し
ょ
う
。

 　

デ
・
キ
リ
コ
は
「
形
而
上
絵
画
」
と
呼
ば
れ
る

独
自
の
世
界
を
確
立
し
た
。

　
「
形
而
上
絵
画
」
と
は
実
際
に
あ
る
事
物
を
描

き
な
が
ら
、
目
に
見
え
る
物
の
裏
側
に
潜
む
も
う

一
つ
の
世
界
を
描
い
た
絵
画
の
こ
と
。
こ
の
語
源

は
、「
メ
タ
・
フ
ィ
ジ
カ
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語

に
由
来
し
て
い
ま
す
。

　

キ
リ
コ
は
、
17
歳
の
と
き
に
、
父
親
が
死
亡
す

る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
転
々
と
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

彼
が
、「
形
而
上
絵
画
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
を

制
作
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
１
９
１
０
年
に
パ

リ
に
移
住
し
て
か
ら
の
こ
と
。
１
９
１
２
年
に
、

街
角
の
神
秘
と
憂
鬱

街角の神秘と憂鬱　87× 71.5㌢ 1914 年

どこかで見た風景

斜陽の街角を、

少女が輪回しをして走っていく。

暗い空に、旗がひるがえっている。

右側の建物の向こうには広場があり、

像が立っているらしい。

長い影だけが見える。

影をひいて走る少女の存在感は薄く、

少女自体が影のようだ。

手前の空っぽの馬車は、

何を待っているのだろうか。

絵は、一見写実的でも、

いわゆる具象がではない。

建物も馬車も単純化されていて、

夢の中の風景とも見える。

『街角の神秘と憂鬱』は

キリコの代表作の一つである。
高木八太郎

サ
ロ
ン
・
ド
ー
ト
ン
ヌ
絵
画
を
出
品
す
る
と
、

詩
人
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
か
ら
「
若
い
世
代
の
最

も
驚
く
べ
き
画
家
」
と
大
絶
賛
さ
れ
た
。

　

前
衛
画
家
と
し
て
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に

な
っ
た
彼
は
、
ダ
リ
や
マ
グ
リ
ッ
ト
ら
に
多

大
な
影
響
を
与
え
、
前
衛
芸
術
の
リ
ー
ダ
ー

的
存
在
と
ま
で
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
30
代
に
な
り
突
然
彼
は
古
典
的

絵
画
に
帰
依
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
巨
匠
た
ち

の
作
品
を
模
写
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ

の
あ
ま
り
に
も
突
然
の
古
典
へ
の
回
帰
は
、

当
時
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
へ
の
裏
切

り
行
為
と
み
な
さ
れ
て
、
激
し
い
非
難
を
受

け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
１
９
６
０
年
代
以
降
か
ら
は
、
再

び
「
新
形
而
上
絵
画
」
と
し
て
、
メ
タ
・
フ
ィ

ジ
カ
の
主
題
を
蘇
ら
せ
た
。

　

キ
リ
コ
は
、
画
家
と
し
て
の
生
き
方
の
麺

で
も
謎
が
多
い
作
家
で
す
。



ヘ
タ
ウ
マ
の
意
味

　

キ
リ
コ
の
画
面
を
見
て
い
る
と
、
こ
の
人

は
上
手
な
の
か
下
手
な
の
か
？　

わ
か
り
に

く
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

　

ヘ
タ
ウ
マ
っ
て
言
葉
は
、
実
は
何
で
も
上

手
に
描
け
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
あ
え
て
素
朴

風
に
描
く
こ
と
を
言
い
ま
す
ね
。

　

ま
さ
に
、
こ
の
ヘ
タ
ウ
マ
表
現
に
こ
そ
、

キ
リ
コ
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
が
あ
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
絵
画
や
ダ
リ
の
絵
は
、
精
細

に
描
き
尽
く
し
て
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
観
る
人

に
と
っ
て
は
、描
か
れ
て
い
る
情
報
を「
受
身
的
」

に
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
ヘ
タ
ウ
マ
画
面
と
い
う
も
の
は
、

情
報
が
欠
け
て
い
る
（
抜
け
て
い
る
）
か
ら
、

観
る
人
が
そ
の
部
分
を
、
埋
め
た
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
よ
っ
て
、「
鑑
賞
者
の
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
を
呼
び
覚
ま
す
」
行
為
に
つ
な
が
り
ま

す
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
、
断
片
が
寄
せ
集
め
ら
れ
た

キ
リ
コ
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
現
実

や
通
常
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
は
異
な
る
「
ズ
レ
」
が

あ
り
ま
す
。

　

鑑
賞
者
は
、
自
分
の
正
常
な
感
覚
と
、
こ
の

「
ズ
レ
に
対
す
る
違
和
感
」
を
、
修
正
さ
せ
よ
う

と
い
う
気
持
ち
が
働
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
鑑
賞

者
の
精
神
が「
能
動
化
」さ
れ
る
わ
け
な
の
で
す
。

　

キ
リ
コ
の
絵
画
が
「
謎
め
い
て
い
る
」
の
は
、

そ
う
し
た
「
違
和
感
あ
る
イ
メ
ー
ジ
の
鑑
賞
者

へ
の
投
げ
か
け
」
と
い
う
キ
リ
コ
の
イ
メ
ー
ジ

戦
略
に
よ
る
も
の
な
の
で
す
ね
。



マ
グ
リ
ッ
ド

　
「
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
」
を
追
求
し
た
マ
グ

リ
ッ
ト
の
作
品
は
、
そ
の
後
20
世
紀
の
商
業

広
告
や
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ア
ー
ト
の
世
界
に

大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　

マ
グ
リ
ッ
ト
は
、
通
常
の
「
画
家
」
の
イ

メ
ー
ジ
か
ら
は
遠
く
、
ご
く
一
般
的
な
会
社

員
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
た
人
物
で
し
た
。

　

生
活
費
を
得
る
た
め
に
広
告
や
ポ
ス

タ
ー
な
ど
の
仕
事
を
し
な
が
ら
、
慎
ま
し
く

ア
パ
ー
ト
（3LD

K

）
に
暮
ら
し
、
幼
な
じ

み
の
妻
と
生
涯
連
れ
添
い
、
犬
を
一
匹
飼
っ

て
暮
ら
し
ま
し
た
。

　

私
生
活
で
は
、
約
束
し
た
時
間
に
は
遅
れ

ず
に
現
わ
れ
、
夜
10
時
に
は
就
寝
す
る
と
い

う
典
型
的
な
一
市
民
で
し
た
。

　

残
さ
れ
て
い
る
マ
グ
リ
ッ
ト
の
写
真
は
、

常
に
ス
ー
ツ
に
ネ
ク
タ
イ
姿
で
、
実
際
こ
の

服
装
で
絵
を
描
い
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　

有
名
に
な
っ
て
も
、
彼
は
専
用
の
ア
ト
リ

暗い海・空
明るい空・ハト

既知のイメージ
組み合わせにより
別のイメージを生じ
させる

地と図の関係性
（不確定）

　

1910

年
代
後
半
か
ら1920

年
代
前
半
は

マ
グ
リ
ッ
ト
が
画
家
と
し
て
自
分
の
様
式
を
模

索
し
て
い
た
。　

　

こ
の
時
期
に
、
マ
グ
リ
ッ
ト
は
生
活
費
を
得

る
た
め
に
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
や
広
告
ポ

ス
タ
ー
な
ど
の
仕
事
を
し
つ
つ
、
抽
象
画
や
、

キ
ュ
ビ
ス
ム
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
を
描

い
て
い
た
。

　

1923

年（1925

年
と
す
る
説
も
あ
る
）ジ
ョ

ル
ジ
ョ
・
デ
・
キ
リ
コ
の
作
品
『
愛
の
歌
』
の

複
製
を
見
た
マ
グ
リ
ッ
ト
は
「
涙
を
抑
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
」
ほ
ど
の
感
銘
を
受
け
、
こ
れ

が
き
っ
か
け
で
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
方
向
へ

進
む
。

　

し
か
し
、
マ
グ
リ
ッ
ト
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
運
動
の
理
論
的
指
導
者
で
あ
っ
た
ア
ン
ド
レ
・

ブ
ル
ト
ン
と
は
う
ま
が
合
わ
な
か
っ
た
ら
し
く
、

1930

年
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
へ
戻
り
、
以
降
ベ
ル

ギ
ー
を
離
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

「大家族」　１９６３　100 × 81cm

エ
は
持
た
ず
に
、
台
所
の
片
隅
に
イ
ー
ゼ
ル
を

立
て
て
制
作
し
て
い
ま
し
た
が
、
服
を
汚
し
た

り
、
床
に
絵
具
を
こ
ぼ
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

マ
グ
リ
ッ
ト
の
生
涯
は
、
波
乱
や
奇
行
と
は

無
縁
の
平
凡
な
も
の
で
し
た
。
生
活
と
、
作
品

と
が
こ
れ
ほ
ど
に
か
け
離
れ
た
作
家
も
珍
し
い

で
し
ょ
う
。

　

じ
つ
は
マ
グ
リ
ッ
ド
が
、

世
界
的
に
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
第
二
次
大

戦
の
あ
と
。
そ
れ
ま
で
は

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
だ
か
ら
、
マ
グ

リ
ッ
ド
の
絵
は
、
わ
ず
か

50
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
有
名

に
な
っ
た
っ
て
こ
と
で
す

ね
。



マ
グ
リ
ッ
ド
と
詩
の
原
理

　

マ
グ
リ
ド
の
作
品
は
、
明
る
く
て
不
気
味
な
世
界
で
す
。
彼
に
お
い
て

は
、
も
は
や
テ
ー
マ
は
宗
教
で
も
な
け
れ
ば
物
語
で
も
な
い
。
画
家
の
個

人
的
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
物
語
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、観
客
は
マ
グ
リ
ッ

ド
の
絵
か
ら
、
簡
単
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
み
取
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

意
味
な
く
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
何
か
意
味
を
感
じ
さ

せ
て
し
ま
う
、
考
え
さ
せ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
タ
イ
ト

ル
の
言
葉
に
よ
る
響
き
も
あ
る
。
彼
は
、「
言
葉
」
が
与
え
る
効
果
を
逆
説

的
に
活
用
し
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
効
果
に
活
用
し
た
。
彼
は
自
ら
自
分
の
絵

画
を
「
描
か
れ
た
詩
」
と
呼
ん
だ
。

　

マ
グ
リ
ッ
ト
の
遺
稿
を
見
て
み
よ
う　
　

「
書
か
れ
た
詩
は
、
眼
に
見
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
描
か
れ
た
詩
は
、

そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
く
詩
人
は
、身
近
な
言
葉
に
よ
っ

て
考
え
る
。
描
く
詩
人
は
、
眼
に
見
え
る
身
近
な
形
象
に
よ
っ
て
考

え
る
。
書
か
れ
た
も
の
と
は
、
思
考
の
眼
に
見
え
な
い
描
写
で
あ
り
、

絵
画
と
は
、
そ
の
眼
に
見
え
る
も
の
の
描
写
で
あ
る
」　

　
「
詩
の
技
法
」
は
、
マ
グ
リ
ッ
ド
絵
画
を
理
解
す
る
た
め
の
欠
か
せ
な
い

手
が
か
り
で
あ
る
。



　　　　幻想イメージの類型

不安

不気味

グロテスク

あいまい
少ない情報量
不確かな知識

ぞっとする

（おしよせてくる）

ゆとりがある
おかしなもの

不気味より離れている

陽気さを持っている

対象が自然物

不気味なものには不安感がつきまとう

親しいもの

不安とは、それがナンであるか
その正体が何であるか十分にわからないときに生じる

安らかでないこと

個人の存在の保全にかかわる

情緒からではなく、対象についての知的関心から生じる

部分が全体を呼び起こすとき 少しだけ切り取られた
あるいは部分が不気味さの生みの親換喩

メトニミー



恐怖

空想的

親しいもの
対象の属性

主体が感じるもの
いま・ここのもの

神話や民話

現実

空想と隣り合わせの現実

昔話は図形的で抽象的

現実感・リアル

不自然・つくりもの

光るもの
金属的なもの
明瞭な色
輪郭への嗜好

濡れているもの
光っているもの

断片性

脅威的なもの

おどろき

自然を超えた驚くべき現象
崇高

曖昧が不可欠な要素

郷愁

神のもの

超現実

リアリティ
現実にない抽象性、非現実性、つくりもの性
ある種の「嘘」を棲家とする



POPアートの
コラージュ
POPアートの
コラージュ

1950年代

中

末

1960年代

ブリティッシュブリティッシュPOP

ネオダダ

アメリカンアメリカンＰＯＰ

ミニマルアート
アースワーク

末

ハミルトン ホックニー

ラウシェンバーグ
Ｊ・ジョーンズ

ウェッセルマン

ウオーホール

リキテンシュタイン

ローゼンクイスト

オルデンバーグ

　

芸
術
や
美
術
は
、
当
時
の
社
会

や
文
化
の
背
景
の
中
で
、
そ
の

影
響
を
う
け
て
生
産
さ
れ
る
も
の

だ
っ
て
こ
と
は
理
解
で
き
て
い
る

こ
と
で
し
ょ
う
。　

ま
さ
にPO

P

ア
ー
ト
は
、
そ
の
事
実
を
明
瞭
に

見
せ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
は
、
二
○
世
紀
に
入

る
と
超
合
理
主
義
に
も
と
づ
く
大

量
生
産
方
式
を
す
す
め
、
大
量
生

産
、
大
量
消
費
の
現
代
社
会
を
生

み
出
し
ま
し
た
。 

　

現
代
的
な
大
衆
文
化
を
素
材
に
、

軽
妙
に
語
り
か
け
るPO

P

ア
ー
ト

は
、
古
め
か
し
い
伝
統
に
縛
ら
れ

な
い
ア
メ
リ
カ
と
い
う
土
地
に
お

い
て
花
開
い
た
の
だ
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。



ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュPO

P
　

最
初
に
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
が
登
場
し
た
の
は
イ

ギ
リ
ス 
だ
っ
た
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
終
わ
り
頃
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
氾
濫
し

て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
多
く

を
負
っ
て
い
る
。

　

1956

ロ
ン
ド
ン
で
『
こ
れ
が
明
日
だ
』
展

に
展
示
さ
れ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の

長
い
タ
イ
ト
ル
の
作
品
が
、
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
の

最
初
の
作
品
と
さ
れ
る
。（
ボ
デ
ィ
ビ
ル
ダ
ー
の

男
性
が
持
つ
ロ
リ
ポ
ッ
プ
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
の
包

み
紙
の
「PO

P

」
の
文
字
が
由
来
）

　

ハ
ミ
ル
ト
ン
は
翌
年
、
こ
の
展
覧
会
を
振
り

返
っ
て
「
ポ
ッ
プ
」（
大
衆
文
化
）
を
次
の
よ
う

な
も
の
だ
と
し
た
。

「
通
俗
的
、
一
過
性
、
消
耗
品
、
安
価
、
大
量
、

若
々
し
い
、
し
ゃ
れ
た
、
セ
ク
シ
ー
、
見
掛

け
倒
し
、
魅
力
的
、
大
企
業
」

　

イ
ギ
リ
ス
の
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
は1961

年
、

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ホ
ッ
ク
ニ
ー
ら
多
く
の
若
い

美
術
家
が
出
展
し
た
『
ヤ
ン
グ
・
コ
ン
テ
ン
ポ

ラ
リ
ー
ズ
』
展
で
全
盛
を
迎
え
た
。

　

ポ
ッ
プ
・
ア
ー
ト
は
60
年
代
以
降
、
ア
メ
リ

カ
で
絶
頂
期
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

1950

年
代
半
ば
の
イ
ギ
リ
ス 

を
制
作
、
そ
の
後
も
版
画
や
コ
ラ
ー
ジ
ュ
、
デ

ザ
イ
ン
な
ど
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
多
様
な
創
作

活
動
を
続
け
た
。

　

反
芸
術
を
標
榜
し
た
マ
ル
セ
ル･

デ
ュ
シ
ャ

ン
を
信
奉
し
、
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
出
す
こ

と
も
あ
る
。

　

80
歳
を
超
え
て
も
自
宅
兼
ア
ト
リ
エ
に
は
、

大
型
の
プ
リ
ン
ト
機
械
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を

備
え
新
た
な
表
現
へ
の
挑
戦
を
続
け
た
。

1922

年
ロ
ン
ド
ン
生
ま
れ
。
ア
メ
リ
カ
に
先

駆
け
て
ポ
ッ
プ･

ア
ー
ト
の
幕
開
け
と
さ
れ
る

コ
ラ
ー
ジ
ュ｢

い
っ
た
い
何
が
今
日
の
家
庭
を

こ
れ
ほ
ど
変
え
、
魅
力
的
に
し
て
い
る
の
か
？｣

ハ
ミ
ル
ト
ン



ホ
ッ
ク
ニ
ー

ホ
ッ
ク
ニ
ー
が
写
真
を
撮
り
始
め
た
の
は

1960

年
代
の
初
め
の
こ
と
。
そ
の
数
は80

年
代
初
め
で
３
万
枚
に
も
及
び
ま
し
た
。
も
っ

と
も
、
こ
れ
だ
け
の
数
の
写
真
を
撮
影
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ホ
ッ
ク
ニ
ー
は
写
真
を

作
品
と
し
て
発
表
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
訳

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絵
画
を
制
作
す
る
た
め

の
備
忘
録
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す

、
ホ
ッ
ク
ニ
ー
は
写
真
に
対
し
て
、
批
判
的

で
さ
え
あ
り
ま
し
た
。
ホ
ッ
ク
ニ
ー
は
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　

絵
画
や
素
描
が
時
間
の
要
素
を
持
っ
て

い
る
の
は
、
制
作
す
る
の
に
実
際
の
時
間

が
か
か
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
。
僕
は

1937

年
、イ
ギ
リ
ス
の
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー

ド
生
ま
れ
、
ポ
ッ
プ
・
ア
ー
ト
運
動
に
参

加
す
る
も
の
の
、
初
期
の
作
品
は
フ
ラ
ン

シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
の
作
品
に
似
た
表
現
主

義
傾
向
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

1963

年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
訪
れ
、

ア
ン
デ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ー
ル
と
出
会
う
。

そ
の
後
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
を
訪
れ
そ
の
ま
ま

長
期
間
住
む
こ
と
と
な
る
。　

　

当
時
ま
だ
比
較
的
新
し
い
画
材
で
あ
っ

た
ア
ク
リ
ル
素
材
で
プ
ー
ル
を
描
い
た
作

品
群
を
制
作
を
始
め
た
。

　

以
後
の
作
品
は
、
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
の

明
る
い
陽
光
を
感
じ
さ
せ
る
華
や
か
な
色

調
で
、
室
内
風
景
、
プ
ー
ル
の
あ
る
邸
宅
、

人
物
な
ど
を
描
い
た
も
の
が
多
い
。

　

油
彩
の
ほ
か
ク
レ
ヨ
ン
画
や
、
数
十
枚

の
ス
ナ
ッ
プ
写
真
を
貼
り
合
わ
せ
た
フ
ォ

ト
・
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
作
品
に
も
優
れ
た
も

Joiners

写
真
を
見
る
時
、30

秒
以
上
見
続
け
る

と
苦
痛
に
な
っ
て
し
ま
う
。
写
真
は
す
ぐ

に
撮
れ
る
か
ら
、
見
る
時
も
撮
っ
た
時
間

の
分
だ
け
見
て
し
ま
う
わ
け
だ
。

　

私
た
ち
が
日
常
的
に
あ
る
対
象
を
見
て
い

る
場
合
、
単
眼
で
一
点
を
凝
視
し
て
い
る
よ

う
な
こ
と
は
な
く
、
両
目
で
対
象
の
い
ろ
ん

な
部
分
に
視
線
が
移
動
し
て
、
見
て
い
る
の

で
す
。

　

こ
う
し
た
写
真
の
欠
如
し
て
い
る
点
を
補

う
た
め
に
ホ
ッ
ク
ニ
ー
が
考
え
出
し
た
の
が

1982

年
の
前
半
に
制
作
さ
れ
た
ポ
ラ
ロ
イ

ド
・
コ
ラ
ー
ジ
ュ
だ
っ
た
。
そ
し
て
同
じ
年

の
後
半
か
ら
制
作
さ
れ
た
フ
ォ
ト
・
コ
ラ
ー

ジ
ュ
と
言
う
方
法
で
し
た
。

　

ポ
ラ
ロ
イ
ド
・
コ
ラ
ー
ジ
ュ
は
、
あ
る
対

象
を
部
分
ご
と
に
ポ
ラ
ロ
イ
ド
カ
メ
ラ
で
撮

り
、
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
一
枚
の
作
品
に
し
た

も
の
。
そ
し
て
、
フ
ォ
ト
・
コ
ラ
ー
ジ
ュ
は
、

普
通
の
35
㎜
カ
メ
ラ
を
用
い
、
写
真
の
つ
な

ぎ
方
も
よ
り
自
由
に
な
っ
た
も
の
で
し
た
。

　

小
さ
い
写
真
を
い
く
つ
も
組
み
合
わ
せ
て

作
っ
た
彼
の
写
真
コ
ラ
ー
ジ
ュ
作
品
は
、
ピ

カ
ソ
の
キ
ュ
ー
ビ
ズ
ム
時
代
の
影
響
か
ら
生

ま
れ
た
と
も
い
え
る
の
で
す
が
、。
一
連
の

作
品
群
は
「Joiners

」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ

名
で
呼
ば
れ
、
彼
の
代
表
的
な
作
風
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ホ
ッ
ク
ニ
ー
の
写
真
は
、
写
真
と
い
う
常

識
を
打
ち
破
っ
た
作
品
で
あ
る
。
複
数
の
視

点
が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「クラーク夫妻とパーシー」1970-71 年



“Nude 17th June 1984　映画『マリリンとアインシュタイン』(1985)
　　よりテレサ・ラッセルをモデルとした作品 ) ↓



ネオ・ダダの
コラージュ

　

ネ
オ
ダ
ダ
（N

eo-D
ada

）
は
、
作
品
制
作
の

方
法
論
や
意
図
が
初
期
の
ダ
ダ
イ
ス
ム
と
類
似
点

を
持
つ
、1950

年
代
後
半
か
ら1960
年
代
の

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
美
術
家
や
美
術
運
動
を
表
す

の
に
使
わ
れ
た
用
語
で
あ
す

　

ネ
オ
ダ
ダ
の
作
品
は
、既
製
品
の
使
用
（
レ
デ
ィ

メ
イ
ド
）
や
大
衆
的
な
図
像
の
流
用
（
ア
ッ
サ
ン

ブ
ラ
ー
ジ
ュ
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
そ
し
て
そ
の
不
条
理

性
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
伝
統
的
な
芸
術
や
美
学
を

否
定
す
る
反
芸
術
的
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
れ
ら

の
手
法
や
反
芸
術
性
が
、
新
た
な
ダ
ダ
イ
ス
ム
と

み
な
さ
れ
た
要
因
で
す
ね
。

　

美
術
評
論
家
ハ
ロ
ル
ド
・
ロ
ー
ゼ
ン
バ
ー
グ
が

こ
れ
ら
に
ネ
オ
ダ
ダ
と
名
づ
け

た
こ
と
が
は
じ
ま
り
で
し
た
。

ネ
オ
ダ
ダ
や
反
芸
術
の
運
動
は
、

ア
メ
リ
カ
で
は
す
ぐ
後
に
来
る

ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
に
手
法
的
・
理
論

的
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　

１
９
５
０
年
代
中
頃
の
ア
メ
リ
カ
美
術

は
、
抽
象
表
現
主
義
が
全
盛
を
迎
え
て
い

ま
し
た
。
ポ
ロ
ッ
ク
を
始
め
と
す
る
ア
ク

シ
ョ
ン
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
、
ロ
ス
コ
、

ニ
ュ
ー
マ
ン
ら
の
カ
ラ
ー
・
フ
ィ
ー
ル
ド
・

ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
分
け
ら
れ
る
抽
象
表

現
主
義
は
、
絵
画
の
純
粋
性
や
精
神
の
至

高
性
、
崇
高
さ
の
表
現
を
信
条
と
し
て
い

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、「
芸
術
の
た
め
の

芸
術
」
と
い
っ
た
芸
術
至
上
主
義
的
な
傾

向
が
強
く
な
り
ま
し
た
。

　

ジ
ョ
ー
ン
ズ
や
ラ
ウ
シ
ェ
ン
バ
ー
グ
な

ど
ネ
オ
・
ダ
ダ
の
若
い
芸
術
家
た
ち
は
、

当
時
美
術
界
か
ら
は
、
押
し
つ
け
が
ま
さ

さ
え
感
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
抽
象

表
現
主
義
を
土
台
に
し
て
、
日
常
生
活
や

大
衆
文
化
に
テ
ー
マ
を
求
め
、
絵
画
を
日

常
の
場
と
結
び
つ
け
て
、
誰
も
が
見
慣
れ

て
知
っ
て
い
る
物
や
事
で
分
か
り
易
く
表

現
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

ネ
オ
・
ダ
ダ
の
背
景

ラ
ウ
シ
ェ
ン
バ
ー
グ

　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は1950

年
代
以
来
、

ポ
ロ
ッ
ク
ら
に
代
表
さ
れ
る
抽
象
表
現
主
義
が

全
盛
を
極
め
て
お
り
、
巨
大
な
キ
ャ
ン
バ
ス
に

抽
象
的
な
色
面
で
全
面
を
覆
う
オ
ー
ル
オ
ー

Ra
us
ch
en
be
rg
, R
ob
er
t

バ
ー
な
絵
画
が
主
流
を
占
め
て
い
た
わ
け

だ
。

　

こ
れ
に
対
し
、1950

年
代
末
に
ラ
ウ

シ
ェ
ン
バ
ー
グ
が
、
廃
物
や
既
製
品
の
が
ら

く
た
な
ど
現
実
か
ら
持
っ
て
き
た
物
体
を
絵

に
貼
り
付
け
た
り
し
始
め
た
。 

　

い
ろ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
組
み
合
わ
せ
る
彼

独
特
の
手
法
を
、「
コ
ン
バ
イ
ン
・
ペ
イ
ン

テ
ィ
ン
グ
」
と
い
い
ま
す 

　

例
え
ば
ラ
ウ
シ
ェ
ン
バ
ー
グ
の
代
表
作
の

ひ
と
つ
に1955

年
制
作
の
『
ベ
ッ
ド
』
と

い
う
作
品
が
あ
り
ま
す
。

　

あ
る
日
、
ラ
ウ
シ
ェ
ン
バ
ー
グ
は
思
い
つ

き
で
自
分
の
ベ
ッ
ド
に
絵
の
具
を
塗
り
た
く

りそ
れ
を
作
品
と
し
ま
し
た
。

「
絵
の
具
を
塗
り
た
く
る
」
と
い
う
行
為
自

体
は
、
抽
象
表
現
主
義
が
よ
く
用
い
る
手
法

で
す
。

　

し
か
し
、
塗
り
た
く
っ
た
の
は
キ
ャ
ン
バ

ス
で
は
な
く
て
、
ベ
ッ
ド
。
こ
こ
が
相
当
普

通
じ
ゃ
な
い
で
す
。
ベ
ッ
ド
っ
て
の
は
、
芸

術
と
は
無
縁
の
、
で
す
か
ら
ね
。

　

意
味
あ
り
げ
に
激
し
く
絵
の
具
を
塗
っ
た

り
す
る
を
組
み
合
わ
せ
て
作
品
に
し
た
て
て

い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

作
品
の
制
作
方
法
が
、
け
っ
こ
う
激
し
く

て
暴
力
的
で
す
。
ラ
ウ
シ
ェ
ン
バ
ー
グ
は
、

ち
ょ
う
ど
抽
象
表
現
主
義
と
ポ
ッ
プ
の
中
間

の
よ
う
な
作
品
で
す
。



　

こ
れ
は
、
彼
の
も
っ
と
も
有
名
な
作
品
で
す
。

題
名
は
「
モ
ノ
グ
ラ
ム
（
組
み
合
わ
せ
文
字
）」

ペ
ン
キ
に
塗
り
つ
け
ら
れ
た
鼻
お
よ
び
自
動
車

タ
イ
ヤ
を
備
え
た
た
ア
ン
ゴ
ラ
ヤ
ギ
な
ど
。

ラ
ウ
シ
ェ
ン
バ
ー
グ
は
、
都
市
の
廃
品
を
そ
の

ま
ま
、
前
世
代
の
芸
術
で
あ
る
抽
象
表
現
主
義

モ
ノ
グ
ラ
ム

シ
ル
ク
コ
ラ
ー
ジ
ュ

平
面
的
な
表
現
に
際
し
て
は
、
彼
は
シ
ル

ク
ス
ク
リ
ー
ン
印
刷
を
使
う
こ
と
で
、
絵

画
に
写
真
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ん
だ
。

左
は
、
黄
色
の
ル
ー
ベ
ン
ス
の
名
画
の
背

景
に
は
、
Ｎ
Ｙ
の
町
並
み
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン

ド
ウ
に
映
っ
た
景
色
の
よ
う
だ

　

当
時
は
「
神
聖
で
崇
高
な
」
芸
術
作
品
に
、

俗
世
間
的
な
も
の
俗
っ
ぽ
い
も
の
を
持
ち
込

ん
だ
っ
て
批
判
さ
れ
た
。

　

右
は
ケ
ネ
デ
ィ
や
宇
宙
飛
行
士
。
雑
誌
や

新
聞
な
ど
の
写
真
を
組
み
合
わ
せ
て
い
た
。

こ
こ
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
日
常
が
あ
る
わ
け

で
す
。

の
空
間
に
コ
ン
バ
イ
ン
し
た
。

コ
ン
バ
イ
ン
は
、
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ

と
も
同
じ
意
味
で
す
。「
立
体
的
な
も
の
」

を
寄
せ
集
め
、
貼
り
付
け
る
、
結
び
付
け

る
な
ど
の
方
法

コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
立
体
版
で
す
ね
。



ジ
ャ
ス
パ
ー
ジ
ョ
ー
ン
ズ

Jo
hn
s,
 Ja
sp
er

　

ジ
ャ
ス
パ
ー
は
、
１
９
５
４
年
、
あ
り
き

た
り
の
誰
も
が
見
慣
れ
た
記
号
や
シ
ン
ボ
ル

（
旗
、
標
的
、
数
字
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
）

を
題
材
に
し
た
絵
画
の
制
作
に
取
り
か
か
り

ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
彼
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク

は
「
星
条
旗
」
や
「
標
的
」
と
な
り
ま
し
た
。

　

彼
は
「
旗
」
と
い
う
、
厚
み
も
奥
行
き
も
無

い
二
次
元
の
国
旗
を
二
次
元
の
キ
ャ
ン
バ
ス

に
描
い
た
。。
平
面
的
現
実
を
画
面
に
移
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
絵
画
を
現
実
の
物
に
し
て
し
ま

う
。
つ
ま
り
、
星
条
旗
と
い
う
現
実
と
一
致
す

る
絵
画
を
描
い
た
の
で
す
。
絵
画
も
日
常
の
事

物
と
等
価
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
た
と
言
え

ば
よ
い
の
か
。

　

イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
（
そ
れ
ら
し
く
見
せ
る
こ

と
。
だ
ま
し
）
が
排
除
さ
れ
、
絵
画
の
平
面
性

が
徹
底
さ
れ
た
の
で
す
。

　

ジ
ャ
ス
パ
ー
の
表
現
も
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の

物
質
的
な
反
映
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

石膏で型取りされた鼻や耳などの人体部分が、標的上
部にはめ込まれています。作品に彫刻的な要素が加わ
り、物としての絵画の性格が強められています。

　

彼
の
表
現
の
斬
新
さ
は
、
抒
情
的
な
感
覚
性
と
記
号
そ
し
て
遺
棄
さ

れ
た
物
の
調
和
で
し
ょ
う
か
。

　

捨
て
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
的
な
物
品
が
拾
い
上
げ
ら
れ
、
色
は
濁
り
が

ち
で
、
黄
色
や
青
な
ど
の
記
号
が
二
重
に
そ
の
色
を
強
調
し
て
、
未
開

人
の
不
思
議
な
表
現
と
似
て
い
る
。

　

ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
油
彩
で
は
な
く
、
美
術
史
上
最
古
の
絵
画
技
法
と
言

わ
れ
る
蜜
蝋
（
蜜
蜂
の
巣
か
ら
作
る
蝋
。
耐
光
、
耐
水
性
、
耐
酸
性
に

優
れ
る
）
を
使
っ
た
エ
ン
コ
ス
テ
ィ
ッ
ク
技
法
に
よ
っ
て
「
旗
」「
標
的
」

「
数
字
」「
地
図
」
を
制
作
し
ま
し
た
。

　

キ
ャ
ン
バ
ス
に
新
聞
紙
な
ど
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
（
貼
り
付
け
）
し
、
そ

の
上
に
顔
料
を
混
ぜ
た
蜜
蝋
を
塗
り
重
ね
て
い
く
。
地
と
な
っ
た
新
聞

の
文
字
が
薄
く
透
き
通
っ
て
見
え
ま
す
。
速
乾
性
が
あ
る
蜜
蝋
は
、
画

面
に
滑
ら
か
な
凹
凸
を
作
り
出
し
ま
す
。



　

1960

年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
、
ア
メ
リ

カ
の
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

ア
メ
リ
カ
ンPO

P

ア
ー
ト
の
代
表
的
作
家

は
、こ
の
５
名
で
す
。
は
じ
め
に
、PO

P

ア
ー

ト
の
背
景
を
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。

　

ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
は
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
ア
ー

ト
」
と
い
う
意
味
だ
っ
て
言
っ
た
わ
け
で
す

が
、

PO
P

ア
ー
ト
の
作
家
た
ち
は
、
ア
メ
リ
カ
の

都
市
に
お
け
る
生
活
や
文
化
を
、
な
ぜ
ア
ー

ト
の
題
材
に
選
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
鍵
は
、
環
境
っ
て
こ
と
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
う
か
？

　

19
世
紀
に
お
い
て
は
、
人
間
に
と
っ
て
の

環
境
は
自
然
だ
っ
た
。
印
象
派
は
、
風
景
や

あ
る
い
は
人
々
が
生
活
し
て
い
る
街
並
み
を

描
い
た
。

　

し
か
し
、
20
世
紀
の
人
間
の
身
近
な
環
境

は
、
自
然
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
都
市
に
お

け
る
、
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
人
工
的
、

し
か
も
大
量
生
産
品
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る

PO
P

ア
ー
ト
の
背
景

新
規
ジ
ャ
ン
ル
の
開
発
競
争

　

PO
P

ア
ー
ト
の
代
表
格
は
、
ロ
イ
・
リ
キ
テ

ン
ス
タ
イ
ン
と
、
商
業
デ
ザ
イ
ナ
ー
だ
っ
た
ア
ン

デ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ル
の
二
人
で
し
ょ
う
。

　

ヘ
ア
リ
ボ
ン
の
少
女
東
京
都
が1995

年
（
平

成7

年
）
の
新
規
開
館
に
際
し
て
、
美
術
館
の

シ
ン
ボ
ル
と
す
る
べ
く
こ
の
作
品
を
６
億
円
で
購

入
し
た
。

　
「
こ
ん
な
漫
画
み
た
い
な
絵
が
６
億　

？
」

と
ば
か
り
に
都
議
会
で
論
争
に
な
り
、
マ
ス
コ
ミ

が
そ
れ
を
大
き
く
取
り
上
げ
た
た
め
、
世
間
が
改

め
て
「
現
代
美
術
っ
て
何
だ
ろ
う
」
と
考
え
さ
せ

ら
れ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

リ
キ
テ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
自
分
が
マ
ン
ガ
を
巨

大
に
拡
大
し
て
描
こ
う
と
考
え
た
き
っ
か
け
を
、

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
る
。

　
「
あ
る
日
子
供
に
せ
が
ま
れ
て
ミ
ッ
キ
ー
マ

ウ
ス
の
拡
大
図
を
描
い
て
興
味
を
抱
い
た
ん

だ
。」

「
で
も
、
私
も
、
こ
ん
な
絵
誰
も
見
向
き
も
し

な
い
だ
ろ
う
な
、
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

じ
ゃ
な
い
か
。

　

ア
メ
リ
カ
は
、
合
理
主
義
・
大
量
生
産
方
式

を
す
す
め
、
大
量
消
費
の
現
代
社
会
を
生
み
出

し
た
。 

そ
し
て
世
界
中
が
、
ア
メ
リ
カ
の
消
費

文
化
を
あ
こ
が
れ
て
追
い
か
け
た
。
だ
か
ら
、 

PO
P

ア
ー
ト
の
作
家
た
ち
は
、「
身
近
な
生
活

や
文
化
」
＝
「
環
境
と
し
て
の
大
量
生
産
さ
れ

た
商
品
」、
つ
ま
り
マ
ス
プ
ロ
製
品
を
、
ア
ー
ト

の
題
材
に
選
ん
だ
っ
て
わ
け
だ
。



　

リ
キ
テ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
せ
り
ふ
や
製

版
の
網
目
ま
で
そ
の
ま
ま
拡
大
再
現
し
た
。

漫
画
の
持
つ
単
純
だ
が
強
烈
な
線
、
単
純

化
さ
れ
た
色
彩
な
ど
の
表
現
力
を
力
強
い

輪
郭
線
と
明
快
な
色
彩
＝
三
原
色
の
油
彩

で
表
現
し
て
い
ま
す
。

　

彼
は
印
刷
物
の
特
徴
で
あ
る
ド
ッ
ト
の

機
械
的
、
無
機
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
再
現

す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を
行
っ
た
。 

そ
し
て
結
局
、
丸
い
穴
の
金
網
板
を
ス
テ

ン
シ
ル
（
型
紙
）
と
し
て
用
い
、
ド
ッ
ト

の
規
則
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
再
現
し
た
。 

リ
キ
テ
ン
ス
タ
イ
ン

リ
キ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
芸
術
表
現
を
強
調

す
る
た
め
に
、
マ
ン
ガ
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
有
名

な
画
家
の
絵
画
を
マ
ン
ガ
風
に
ア
レ
ン
ジ
も
し

て
る
。
マ
テ
ィ
ス
の
「
金
魚
」
を
題
材
に
し
て

い
る
の
は
一
目
瞭
然
で
す
。

　

マ
ン
ガ
を
再
現
す
る
と
い
う
、
こ
の
リ
キ
テ

ン
ス
タ
イ
ン
の
行
為
は
、
一
発
屋
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
に
違
い
な
い
と
、
最
初
は
、
お
そ
ら
く
誰
も

が
考
え
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後

の
彼
の
幅
広
い
作
品
展
開
を
目
に
す
れ
ば
、
彼

の
長
い
キ
ャ
リ
ア
と
影
響
力
を
否
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

リ
キ
テ
ン
ス
タ
イ
ン
の
作
品
に
は
、
視

覚
よ
り
も
先
に
聴
覚
に
届
き
そ
う
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
、
ハ
イ
カ
ル

チ
ャ
ー
と
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
境
界
線
を

歪
め
る
と
同
時
に
、
ア
ー
ト
界
に
新
し
い

ジ
ャ
ン
ル
を
も
た
ら
し
た
、
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
展
示
さ
れ
る
な
ん
て
、
考

え
て
も
み
な
か
っ
た
」 

　

当
時
す
で
に
38
歳
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立

大
学
な
ど
で
助
教
授
と
し
て
も
正
統
派
の
画

家
と
し
て
も
、
技
術
も
名
声
も
確
立
し
て
い

た
。
そ
れ
な
の
に
、
大
胆
に
画
風
を
変
え
て

し
ま
っ
た
。

　

こ
の
、
リ
キ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
発
見
し

プ
ロ
モ
ー
ト
し
た
の
は
、
ポ
ッ
プ
・
ア
ー
ト

の
仕
掛
人
で
あ
る
画
商
の
レ
オ
・
カ
ス
テ
リ

だ
っ
た
。

　

偶
然
、
同
じ
こ
と
を
考
え
た
人
間
が
、
も

う
一
人
い
た
。
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
の
も
う
一
人

の
巨
匠
Ａ
・
ウ
ォ
ホ
ー
ル
だ
っ
た
。

　

当
時
は
や
っ
て
い
た
漫
画
の
「
デ
イ
ッ
ク
・

ト
レ
イ
シ
ー
」
を
カ
ン
バ
ス
に
描
い
て
、
画

商
に
持
ち
込
ん
だ
彼
は
、
カ
ス
テ
リ
か
ら
こ

う
言
わ
れ
た
ん
だ
。

「
マ
ン
ガ
を
油
絵
に
描
い
て
き
た
の
か
い
、

い
や
〜
残
念
だ
っ
た
ね
。
３
週
間
前
に
リ

キ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
い
う
先
客
が
い
た

ん
だ
よ
」

ウ
オ
ー
ホ
ル
は
、
リ
キ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

マ
ン
ガ
絵
画
を
見
て
、

「
ロ
イ
が
、
こ
ん
な
に
上
手
に
マ
ン
ガ
を
描

い
て
い
る
ん
だ
っ
た
ら
、 

自
分
は
き
れ
い

さ
っ
ぱ
り
漫
画
を
や
め
て 

。

自
分
が
一
番
乗
り
に
な
れ
る
他
の
方
向 

（
量

と
反
復
の
方
向
）
に
進
も
う
と
決
め
た
」

そ
う
言
っ
て
る
。

　

そ
こ
で
彼
は
方
向
転
換
し
て
、
コ
ー
ラ
瓶

や
ス
ー
プ
缶
を
描
き
始
め
た
の
だ
っ
た
。

そ
う
い
う
、
新
規
ジ
ャ
ン
ル
の
開
発
競
争
が

あ
っ
た
。



ウ
オ
ー
ホ
ル

　

ア
ン
デ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ル
は
、
ポ
ッ
プ
ア
ー

ト
の
旗
手
で
し
ょ
う
。

　

銀
髪
の
カ
ツ
ラ
を
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
し
、

ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
や
映
画
制

作
な
ど
も
手
掛
け
た
マ
ル
チ
・
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
で
す
。

　

ウ
ォ
ー
ホ
ル
は
８
歳
で
皮
膚
か
ら
色
素
を

失
っ
た
。
彼
は
、
チ
ェ
コ
か
ら
の
移
民
の
子

供
で
、
す
ご
く
貧
し
か
っ
た
。
大
学
で
美
術

デ
ザ
イ
ン
を
学
び
、
初
め
の
こ
ろ
は
、
デ
ザ

イ
ン
の
持
ち
込
み
で
仕
事
を
得
て
い
た
。

　

ア
ン
デ
ィ
が
、
初
め
て
ま
と
も
に
仕
事
を

し
た
の
は
、
こ
の
「
靴
の
絵
」
で
し
た
。

細
い
輪
郭
線
、
手
塗
り
の
素
朴
な
イ
ラ
ス
ト

が
得
意
だ
っ
た
。

　

ウ
ォ
ー
ホ
ル
は
、
編
集
者
か
ら
の
注
文
に

は
、
何
で
も
す
ぐ
に
応
え
た
し
、
言
わ
れ
る

ま
ま
に
仕
事
を
し
て
、
次
第
に
売
れ
っ
子
イ

ラ
ス
ト
レ
ー
タ
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
、
か
れ
は
そ
う
し
た
コ
マ
ー
シ
ャ

ル
ア
ー
ト
じ
ゃ
な
く
て
、
フ
ァ
イ
ン
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
、
画
家
と
し
て
自
由
に
仕
事
で
き

る
こ
と
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
。

　

当
時
、
有
名
に
な
っ
て
い
た
、
ネ
オ
ダ
ダ

のJ

ジ
ョ
ー
ン
ズ
や
ラ
ウ
シ
ェ
ン
バ
ー
グ
の

よ
う
に
な
り
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
、 

ウ
ォ
ー
ホ
ル
は 

１
９
５
８
年
か

ら
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
仕
事
を
へ
ら
し
て
、

絵
を
描
く
よ
う
な
っ
た
。
し
か
し
次
第
に
貧

し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
画
廊
の
女
性

オ
ー
ナ
ー
に
何
か
よ
い
方
法
は
な
い
か
相
談

し
た
。

　
「
誰
に
で
も
わ
か
る
も
の
を
描
く
の
よ
。
た

と
え
ば
キ
ャ
ン
ベ
ル
ス
ー
プ
と
か
ね
」

こ
れ
が
オ
ー
ナ
ー
の
こ
た
え
だ
っ
た
。

 

「
32
点
の
ス
ー
プ
缶
」
は
、
こ
う
し
て
生
ま

れ
た
。

　

翌
年
、1963
年
、
マ
リ
リ
ン
・
モ
ン
ロ
ー

が
謎
の
死
を
と
げ
る
。
ウ
ォ
ー
ホ
ル
は
す
ぐ

に
「
マ
リ
リ
ン
」
を
シ
ル
ク
で
制
作
し
た
。

シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
の
版
を
繰
り
返
し
、
版

の
ず
れ
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
た
表
現
が
誕
生

し
た
。

　

そ
の
後1962

年
に
、
ウ
ォ
ー
ホ
ル
は
自

ら
の
ア
ト
リ
エ
を
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
（
工
場
）

と
呼
び
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
に
制
作
を
分
業
化

し
、
芸
術
制
作
を
デ
ザ
イ
ン
労
働
の
よ
う
に

扱
い
ま
し
た
。
ウ
ォ
ー
ホ
ル
は
、「
僕
の
作

品
は
僕
で
は
な
く
て
助
手
が
描
い
て
い
る
」

と
語
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。  

　

映
画
製
作
も
始
め
る
。
ウ
ォ
ー
ホ
ル
が
変

人
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
人
気
が
出
た
。
彼
は
、

ホ
モ
だ
っ
た
し
、
40
歳
の
時
、
男
性
抹
殺
団

を
名
乗
る
女
性
に
銃
で
打
た
れ
重
傷
を
負
っ

た
り
し
た
。
そ
う
し
た
ニ
ュ
ー
ス
ネ
タ
も
か

ら
ん
で
、
世
界
的
にPO

P

ア
ー
ト
の
ス
ー

パ
ー
ス
タ
ー
に
祭
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
わ

け
で
す
ね
。



ロ
ー
ゼ
ン
ク
イ
ス
ト

　

ロ
ー
ゼ
ン
ク
イ
ス
ト
は
、
20
代
の
半
ば
に
看

板
描
き
の
バ
イ
ト
を
し
て
ま
し
た
。ポ
ッ
プ
ア
ー

ト
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
同
時
多
発
的
に
始
ま
る

1960

年(

当
時
27
歳)

に
、
そ
の
看
板
描
き
の

技
法
を
そ
の
ま
ま
巨
大
な
キ
ャ
ン
バ
ス
に
う
つ

す
仕
事
を
開
始
し
た

　

。
日
用
品
、
ロ
ケ
ッ
ト
な
ど
、
テ
レ
ビ
や
雑

誌
を
観
て
る
人
な
ら
お
な
じ
み
の
イ
メ
ー
ジ
を
、

ご
っ
た
煮
に
し
て
看
板
サ
イ
ズ
の
絵
に
し
ま
し

た
。

　

写
真
の
切
り
抜
き
で
つ
く
っ
た
コ
ラ
ー
ジ
ュ

み
た
い
に
み
え
る
け
ど
、
で
も
、
他
の
作
家
の

コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
違
う
の
は
、「
わ
ざ
わ
ざ
」
全
部

手
で
描
い
て
い
る
こ
と
。
し
か
も
、
や
た
ら
デ

カ
い
。

　

非
常
に
大
き
い
イ
メ
ー
ジ
を
、
断
片
に
し
て
、

パ
タ
ー
ン
化
し
て
ま
す
ね
。



　

ウ
ェ
ッ
セ
ル
マ
ン
は
、
い
か
に
抽
象
的
か
つ

リ
ア
ル
に
ヌ
ー
ド
を
描
く
か
と
い
う
こ
と
を
考

え
た
人
で
し
た
。

　

マ
テ
ィ
ス
の
裸
婦
を
思
わ
せ
る
し
ど
け
な
い

ヌ
ー
ド
を
明
る
く
乾
い
た
表
現
で
描
く
こ
と
で
、

従
来
の
裸
体
画
と
現
代
の
日
常
生
活
を
ポ
ッ
プ
・

ア
ー
ト
と
し
て
結
合
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　

そ
の
後
、
次
第
に
日
常
的
な
事
物
を
画
面
に

貼
り
付
け
て
行
き
、63
年
に
始
ま
る〈
バ
ス
タ
ブ
・

シ
リ
ー
ズ
〉
で
は
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
よ
る
立
体

作
品
と
な
り
、
日
常
の
世
界
と
作
品
の
世
界
を

一
層
あ
い
ま
い
な
も
の
と
し
た
。

　

60
年
代
後
半
か
ら
は
再
び
平
面
作
品
に
戻
り
、

〈
マ
ウ
ス
〉〈
ス
モ
ー
カ
ー
〉
な
ど
の
シ
リ
ー
ズ

を
発
表
。
描
く
形
態
に
合
わ
せ
た
変
形
キ
ャ
ン

バ
ス
を
用
い
る
の
も
新
し
い
特
徴
で
あ
る
。

　

近
年
は
、
レ
ー
ザ
ー
光
線
で
切
断
し
た
鉄
板

を
組
み
合
わ
せ
た
〈
ス
テ
ィ
ー
ル
・
ド
ロ
ー
イ

ン
グ
〉
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ

ウ
ェ
ッ
セ
ル
マ
ン

　

オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ
は
、
画
家
と
い
う
よ
り
は

オ
ブ
ジ
ェ
の
製
作
者
で
す
。
現
実
と
は
異
な
る

サ
イ
ズ
、
材
料
、
質
感
な
ど
で
、
人
々
を
お
ど

ろ
か
し
ま
す
。

　

そ
の
代
表
的
な
作
品
は
、
参
加
者
が
空
気
を

注
入
し
な
い
と
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
、
戦
車
の
上

に
直
立
し
た
巨
大
な
口
紅
の
ソ
フ
ト
・
ス
カ
ル

プ
チ
ュ
ア
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
は
ど
こ
に
で
も
売
っ

て
い
る
た
だ
の
日
用
品
で
日
常
風
景
の
一
部
で

あ
り
、
む
し
ろ
格
好
悪
い
物
。
そ
れ
ら
を
巨
大

な
彫
刻
に
し
て
し
ま
う
。

　

オ
ル
デ
ン
バ
ー
グ
の
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
ア
プ

ロ
ー
チ
や
大
胆
な
芸
術
は
、
最
初
は
限
ら
れ
た

支
持
し
か
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
や
が
て

今
日
ま
で
続
く
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
と
し
て

大
変
な
大
衆
性
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
作
品
は
頑
丈
な
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
で
作
り
直
さ
れ
た


