
3　はじめに

は
じ
め
に

思
え
ば
、
僕
は
絵
画
制
作
の
折
々
、
様
々
な
機
会
に
文
章
も
書
き
留
め
て
き
て
い
た
。

絵
を
描
き
、
文
字
も
書
き
記
し
て
き
て
い
た
。

そ
の
言
葉
は
常
に
絵
画
と
伴
走
す
る
よ
う
に
あ
り
、
時
に
絵
画
を
照
ら
し
、
そ
し
て
絵
画
の
あ
り
よ
う
を
詳
ら
か
に
し
、
絵
画
を
勇
気
づ

け
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
。

そ
れ
ら
の
言
葉
、
言
説
は
、
絵
画
の
内
部
へ
の
原
理
追
究
を
導
き
、
フ
ォ
ー
マ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
分
析
を
進
め
、
制
作
研
究
の
深
化
を
促

し
て
き
た
。
加
え
て
絵
画
の
外
側
で
あ
る
社
会
、
時
間
、
日
常
、
歴
史
へ
の
接
続
も
試
み
ら
れ
、
絵
画
の
位
置
と
役
割
を
教
示
し
、
母
袋
絵

画
の
体
系
を
形
成
さ
せ
て
き
た
と
も
言
え
る
。

こ
こ
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
二
〇
一
八
年
に
至
る
ま
で
、
様
々
な
機
会
に
書
き
溜
め
、
執
筆
し
た
全
テ
ク
ス
ト
を
対
象
に
「
美

術
論
集
」
と
し
て
編
纂
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
ら
は
「
論
考
」、「
随
考
」、「
断
章
」
の
章
に
加
え
て
「
対
論
」
と
し
て
対
談
を
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
一
章
「
論
考
」
で
は
、
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
研
究
の
起
首
と
も
な
り
、
東
京
造
形
大
紀
要
へ
の
初
投
稿
で
も
あ
っ
た
「
絵
画
に
お
け
る
信
仰

性
と
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
」
と
、
ゲ
ー
テ
自
然
科
学
の
学
会
誌
『
モ
ル
フ
ォ
ロ
ギ
ア
』
に
投
稿
し
た
「
絵
画
の
内
側
か
ら
見
た
ゲ
ー
テ
色
彩
論
―

実
作
者
に
よ
る
色
彩
試
論
」
の
二
本
を
収
録
し
た
。
第
二
章
「
対
論
」
は
、
展
覧
会
の
折
々
な
ど
に
行
わ
れ
た
対
談
か
ら
六
本
を
収
録
。
第

三
章
「
随
考
」
で
は
、
様
々
な
場
面
で
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ
を
時
系
列
に
沿
っ
て
三
七
本
を
掲
載
、
そ
こ
に
『
モ
ル
フ
ォ
ロ
ギ
ア
』
に
掲
載

し
た
四
本
の
書
評
を
加
え
た
。
第
四
章
「
断
章
」
は
、
制
作
ノ
ー
ト
、
対
談
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
原
稿
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
な
ど
か
ら
断
片

を
抜
粋
し
、
僕
に
と
っ
て
の
重
要
概
念
で
あ
る
「
色
彩
・
か
た
ち
・
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
」、「
絵
画
―
風
景
」、「
絵
画
の
生
成
―
原
理
」、「
絵
画

の
外
部
性
世
界
―
時
間
・
空
間
」、「
二
つ
の
世
界
と
中
間
領
域
」
を
節
と
し
て
纏
め
る
こ
と
と
し
た
。
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本
美
術
論
集
の
タ
イ
ト
ル
は
、
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
八
年
の
年
号
と
と
も
に
「
絵
画
へ
」
と
つ
け
る
こ
と
に
し
た
。

こ
こ
で
編
ま
れ
た
絵
画
を
め
ぐ
る
言
葉
は
、
絵
画
へ
む
け
て
の
自
己
言
及
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ひ
ろ
く
世
界
実
現
に
む
け
て
の
表
現
希
求
で

あ
り
、
そ
の
実
現
に
む
け
て
の
道
し
る
べ
で
も
あ
る
。
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絵
画
に
お
け
る
信
仰
性
と
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
―
偶
数
性
と
奇
数
性
を
め
ぐ
っ
て
―

序
様
式
偏
重
に
な
り
が
ち
な
現
代
美
術
の
文
脈
に
あ
っ
て
、
精
神
性
に
支
え
ら
れ
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
強
い
作
品
を
送
り
出
す
こ
と
に
お
い
て
、

ド
イ
ツ
系
の
作
家
た
ち
は
際
立
ち
を
見
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
彼
ら
の
根
底
に
流
れ
る
精
神
史
を
た
ど
る
こ
と
で
、
真
理
の
探
究
の
連
な
り

と
し
て
の
美
術
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
内
に
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
信
仰
性
に
着
目
し
て
み
た
い
。
そ
の
信
仰
性
と
絵

画
の
フ
ォ
ー
マ
ー
ト
の
関
連
、
ま
た
奇
数
性
と
偶
数
性
の
構
造
的
な
差
異
が
、
い
か
に
絵
画
原
理
の
展
開
に
関
与
し
た
か
を
考
察
し
、
そ
こ

に
わ
が
国
に
お
け
る
一
つ
の
真
理
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ⅰ　

ド
イ
ツ
精
神
史
と
芸
術
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
性

芸
術
と
祭
式
―
信
仰
性

エ
ジ
プ
ト
の
す
べ
て
の
神
々
の
中
で
―
―
と
い
う
よ
り
古
代
の
神
々
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
―
―
も
っ
と
も
長
い
生
命
を
も
ち
、
も
っ
と
も

広
く
深
い
影
響
を
与
え
て
き
た
の
は
オ
シ
リ
ス
で
あ
る
。
古
代
神
話
に
は
再
生
す
る
た
め
に
死
ぬ
復
活
神
が
必
ず
現
れ
る
が
、
オ
シ
リ
ス
は

そ
う
い
う
神
々
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
な
の
で
あ
る
（
註
１
）。

一
九
一
三
年
、
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
レ
ン
・
ハ
リ
ソ
ン
は
、『
古
代
芸
術
と
祭
式
』
の
中
で
、
芸
術
と
祭
式
と
の
根
源
的
な
連
関
に
注
目
し
た
。

理
性
と
感
性
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
か
ら
芸
術
を
解
放
し
、
芸
術
は
現
実
を
受
容
す
る
感
性
の
営
み
で
も
、
そ
の
本
質
を
追
究
す
る
理
性
の
営
み
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で
も
な
く
、
む
し
ろ
現
実
の
な
か
に
行
動
す
る
人
間
の
自
己
確
認
の
行
為
で
あ
る
と
し
た
。

彼
女
が
芸
術
と
祭
式
の
二
つ
を
軸
と
し
て
論
旨
を
展
開
し
た
、
一
九
一
三
年
と
い
う
時
代
を
、
ま
ず
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
橋
を
架
け
た
と
言
わ
れ
る
セ
ザ
ン
ヌ
が
没
し
た
の
は
一
九
〇
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
絵
画
は
堰
を

切
っ
た
か
の
よ
う
に
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
を
と
げ
て
ゆ
く
。
は
や
く
も
ピ
カ
ソ
に
お
い
て
は
翌
年
《
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
の
娘
た
ち
》
の
完
成
を

み
、
一
九
〇
九
年
、
マ
リ
ネ
ッ
テ
ィ
に
よ
っ
て
、
未
来
派
宣
言
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
一
三
年
、
マ
テ
ィ
ス
は
さ
ら
に
色
彩
を
求

め
モ
ロ
ッ
コ
入
り
し
て
お
り
、
マ
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
は
パ
リ
で
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
体
験
の
後
モ
ス
ク
ワ
に
戻
り
、
白
地
に
黒
の
方
形
だ
け
の
例
の

歴
史
的
な
絵
画
を
残
し
、
シ
ュ
プ
レ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
ア
ー
モ
リ
ー
・
シ
ョ
ー
が
催

さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
「
近
代
」
は
、
は
や
く
も
海
を
渡
り
、
新
た
な
る
場
が
準
備
段
階
に
入
り
、
次
な
る
時
代
の
前

兆
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、 

Ｍ
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
既
に
自
宅
で
車
輪
を
回
転
す
る
遊
び
の
中
に
、
レ
デ
ィ
・
メ
イ
ド
の
着
想
を
得

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
「
祭
式
」
と
は
、
宗
教
を
司
る
儀
式
で
あ
り
、
い
わ
ば
伝
統
的
に
継
承
さ
れ
続
け
て
い
る
形

式
＝
守
り
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
続
し
て
い
る
制
度
で
あ
る
。
一
方
「
芸
術
」
と
は
、
そ
の
対
極
に
あ
り
極
め
て
個
人
的
な
場
に
立

脚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
個
は
社
会
と
対
峙
し
、
社
会
制
度
か
ら
脱

却
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
主
観
を
貫
こ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。

「
個
人
」
と
「
制
度
」
す
な
わ
ち
「
芸
術
」
と
「
祭
式
」
こ
の
両
者
の
間

に
は
断
絶
が
あ
り
、
相
容
れ
な
い
対
立
概
念
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
根
幹
に
は
、
実
は
一
つ
の
共
通
の
源
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

オ
シ
リ
ス
の
復
活
は
デ
ン
デ
ラ
に
あ
る
オ
シ
リ
ス
の
大
碑
文
に
添
え
ら

れ
た
一
連
の
浮
彫
に
さ
ら
に
生
々
し
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
オ

図 1　オシリスとイシス《オシリスカペレより》
アビドス
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シ
リ
ス
の
神
は
ま
ず
全
身
を
布
で
巻
か
れ
て
棺
台
の
上
に
横
臥
し
た
ミ
イ
ラ
の
姿
で
表
さ
れ
る
。
次
い
で
彼
は
現
実
に
は
不
可
能
な
さ
ま
ざ

ま
の
姿
勢
を
と
り
な
が
ら
少
し
ず
つ
身
を
起
こ
し
遂
に
壺
―
―
お
そ
ら
く
彼
の
「
園
」
で
あ
ろ
う
―
―
の
中
に
足
を
踏
み
し
め
て
、
イ
シ
ス

の
拡
げ
た
二
つ
の
翼
の
あ
い
だ
に
ほ
と
ん
ど
ま
っ
す
ぐ
に
身
を
伸
ば
し
て
立
つ
よ
う
に
な
る
。
彼
の
前
で
は
一
人
の
男
が
エ
ジ
プ
ト
で
は
生

命
の
象
徴
で
あ
る
柄
の
つ
い
た
十
字
架
を
さ
さ
げ
も
っ
て
い
る
。
祭
式
に
お
い
て
は
希
求
さ
れ
る
こ
と
―
―
つ
ま
り
復
活
―
―
は
行
為
さ
れ

る
の
に
対
し
、
芸
術
に
お
い
て
は
そ
れ
は
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
註
2
）。

オ
シ
リ
ス
の
芸
術
と
祭
式
の
共
通
の
源
は
死
ん
だ
か
に
見
え
る
自
然
の
生
命
が
、
ま
た
戻
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
い
う
世
界
中
ど
こ
に
で
も

認
め
ら
れ
る
強
烈
な
欲
求
な
の
だ
（
註
3
）。

萌
芽
期
の
芸
術
は
、
ま
さ
に
「
祈
り
を
絵
に
描
く
」（
註
4
）
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
根
底
に
は
、
両
者
の
共
通
の
源
と
し
て
「
信

仰
性
」
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

祭
式
こ
そ
芸
術
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
人
間
文
化
の
原
型
で
あ
る
と
主
張
す
る
彼
女
の
芸
術
論
は
絵
画
、
彫
刻
の
み
な
ら
ず
演
劇
理
論
の
世
界

に
も
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

ボ
イ
ス
に
み
る
ド
イ
ツ
精
神
史
と
芸
術
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
性

ハ
リ
ソ
ン
の
論
文
か
ら
は
、
時
代
を
超
え
、
あ
る
一
人
の
現
代
作
家
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
彼
は
ア
ク
ツ
ィ
オ
ー
ン

（A
ktion

）
＝
行
為
こ
そ
が
芸
術
作
品
の
始
ま
り
で
あ
る
と
考
え
、
脂
肪
、
フ
ェ
ル
ト
、
銅
、
鑞
、
獣
脂
な
ど
の
マ
テ
リ
ア
ル
を
自
ら
の
言

語
と
し
、
造
形
活
動
（
ア
ク
ツ
ィ
オ
ー
ン
、
オ
ブ
ジ
ェ
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
、
そ
の
他
）
を
繰
り
返
し
、〈
社
会
彫
刻
〉
と
い
う
芸
術
規
範
を
標
榜

す
る
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ゼ
フ
・
ボ
イ
ス
の
ア
ク
ツ
ィ
オ
ー
ン
は
儀
式
性
、
ま
た
そ
の
宗
教
性
、
共
同
性
に
お
い
て
祭
式
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
、

現
代
に
あ
っ
て
最
も
前
衛
的
活
動
に
立
脚
し
た
作
家
が
、
か
つ
て
芸
術
と
は
対
極
に
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
祭
式
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と

は
、
実
に
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
に
思
わ
れ
興
味
深
い
。
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終
末
の
救
世
主
、
社
会
変
革
へ
と
導
き
出
す
エ
ナ
ジ
ー
を
生
み
出
す
錬
金
術
師
、
現
代
を
生
き
る
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
の
ボ
イ
ス
、
彼
は
、

「
自
然
と
精
神
（
霊
）、
宇
宙
と
知
性
の
失
わ
れ
た
調
和
の
回
復
を
計
り
、
目
的
決
定
論
的
合
理
主
義
に
対
し
、
原
型
的
神
話
的
か
つ
魔
術
的
、

宗
教
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
だ
思
想
を
対
照
さ
せ
て
い
る
。
彼
の
す
べ
て
の
作
品
の
行
動
に
お
け
る
中
心
的
な
足
が
か
り
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
人
類
へ
の
ま
た
彼
が
有
効
と
見
た
様
々
な
個
別
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
の
永
続
的
、
認
識
論
的
な
前
進
で
あ
る
」（
註
5
）

こ
の
よ
う
な
彼
の
精
神
（
霊
）
性
を
中
心
と
す
る
思
想
に
は
、
ゲ
ー
テ
、
シ
ラ
ー
、
人
智
学
（
ア
ン
ト
ロ
ポ
ゾ
フ
ィ
）
の
思
想
体
系
を
確

立
し
た
ル
ド
ル
フ
・
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー 

、
ボ
イ
ス
芸
術
の
始
源
的
イ
メ
ー
ジ
を
さ
さ
え
る
集
合
的
無
意
識
を
掘
り
起
こ
し
た
分
析
心
理
学
者

Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
ら
の
系
譜
が
根
幹
に
あ
り
、
そ
こ
に
は
ド
イ
ツ
精
神
史
の
伝
統
が
連
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
ド
イ
ツ
精
神
史
の
一
つ
の
根
幹
を
な
す
ゲ
ー
テ
に
『
詩
と
真
実
（D

ichtung unt W
ahrheit

）』（
一
八
三
三
年
）
と
い
う
自
伝
が
あ
る
。

こ
のD

ichtung

を
〈
詩
〉
で
は
な
く
、〈
詩
作
〉
あ
る
い
は
〈
詩
を
つ
く
る
こ
と
〉
と
あ
え
て
訳
し
な
お
す
こ
と
で
、
表
現
者
と
し
て
の

一
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
が
照
ら
し
出
さ
れ
て
く
る
。

ハ
リ
ソ
ン
が
言
う
よ
う
に
芸
術
は
起
源
に
お
い
て
社
会
的
で
真
理
の
探
究
を
自
己
目
的
と
す
る
。

す
な
わ
ち
芸
術
は
真
理
の
探
究
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
〈
詩
と
真
実
〉
と
は
〈
真
理
と
真
実
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
詩
を
詩
作
と
置
き
換
え
る
こ
と
で
表
現
者
の
創
作
性
と
い
う
も
の
が
覚
醒
さ
れ
、
芸
術
の
虚
構
性
を
掘
り
お
こ
す
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て

今
度
は
〈
詩
と
真
実
〉
は
、〈
虚
構
と
真
実
〉
と
い
う
対
比
と
も
な
り
得
る
の
だ
。
故
に
芸
術
は
対
岸
に
あ
る
真
実
を
前
に
真
理
で
あ
る
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

同
時
に
虚
構
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
生
き
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
両
者
の
間
に
横
た
わ
る
深
淵
、
そ
の
距
離
を
ど
の
よ
う
に

認
識
し
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
矛
盾
を
生
き
る
か
が
、
表
現
者
の
姿
勢
／
志
向
性
の
現
れ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
深
淵
を
隔
た
り
と
見
る
か
、
あ

る
い
は
断
絶
と
し
て
捉
え
る
か
が
中
世
に
お
け
る
聖
画
像
論
争
の
争
点
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

で
は
芸
術
と
対
峙
し
、
対
岸
に
あ
る
真
実
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

今
は
伝
達
と
い
う
そ
の
構
造
だ
け
の
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
語
も
、
も
と
も
と
神
託
、
お
告
げ
の
意
味

を
持
ち
、
神
の
教
え
で
あ
り
、
そ
の
発
信
す
る
主
体
は
神
な
の
で
あ
る
。
そ
の
神
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
あ
っ
た
芸
術
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
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て
い
る
も
の
が
、
世
界
で
あ
り
、
宇
宙
で
あ
り
、
そ
の
中
心
は
神
＝
真
理
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
イ
コ
ン
の
姿
を

し
、
東
洋
で
は
タ
ン
カ
や
マ
ン
ダ
ラ
の
姿
を
と
り
、
そ
の
疑
い
の
持
た
れ
る
こ
と
の
な
い
テ
ー
マ
＝
真
理
は
、
画
面
を
中
心
性
に
よ
っ
て
成

立
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
そ
の
イ
コ
ン
の
空
間
性
は
未
成
熟
な
遠
近
法
の
た
め
、
整
合
性
を
欠
き
歪
ん
で
い
る
と
指
摘
す
る
む
き
も
あ
る
が
、
元
来
遠
近
法
と

は
視
線
の
言
及
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
場
合
、
見
る
側
我
々
の
視
線
が
画
面
に
そ
そ
が
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
画
面
が
、
イ
コ
ン
が
、
我
々

を
見
つ
め
見
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
世
界
は
、
描
く
主
体
は
も
と
よ
り
、
見
る
側
我
々
に
そ
の
視
線
、
主
体
性
は
、
ま
だ
預
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
古
く
は
神
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
あ
っ
た
芸
術
が
、
序
々
に
我
々
の
側
に
主
体
性
を
お
び
き
寄
せ
つ
つ
、
そ
の
神
に
も
、

と
っ
て
代
わ
る
〈
真
理
〉
の
探
究
の
連
続
体
が
、
美
術
史
を
か
た
ち
ど
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ

る
。そ

れ
は
虚0

と
真
理

0

0

と
の
隔
り
の
内
で
、
ま
た
さ
ら
に
そ
の
虚
で
も
あ
り
真
理
で
も
あ
る
芸
術

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
真
実

0

0

0

と
の
間
に
あ
る
深
淵
の
二
重
に
重
ね
上
げ
ら
れ
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
綴
れ
る
葛
藤
や
と

ま
ど
い
の
姿
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

や
は
り
ド
イ
ツ
の
系
譜
に
あ
っ
て
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
は
、
一
九
一
二
年
、
著
書
『
芸
術
に

お
け
る
精
神
的
な
も
の
』
の
中
で
、
芸
術
が
内
容
を
失
っ
て
方
法
論
的
に
終
始
し
て
い
る
点
に

危
機
感
を
持
ち
、
芸
術
家
は
語
る
べ
き
何
か
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
（
註
6
）
と
強
調
し
、
芸
術

と
宗
教
の
類
似
性
に
つ
い
て
も
、
後
に
書
き
残
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
精
神
史
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
ボ
イ
ス
芸
術
が
、
現
代
に
あ
っ
て
特
に
際
立
っ
て

い
る
の
は
、
そ
の
精
神
性
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
強
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
九
八
二
年
、
カ
ッ
セ
ル
市
、
お
よ
び
近
郊
に
自
然
保
護
環
境
保
全
運
動
の
一
環
と
し
て
七

図 2　ヨーゼフ・ボイス《二〇世紀の終焉》1983
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図 1

母
袋　

今
回
の
展
覧
会
は
、『
母
袋
俊
也

Printw
orks

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
《
現
出
の
場
》

／
モ
ノ
タ
イ
プ
《m

t21

「
も
う
一
つ
の
世
界
」

に
回
り
込
ん
で
》』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
す
（
註

1
、
図
1
～
3
）。
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
と
モ
ノ
タ
イ

プ
の
版
画
作
品
で
展
示
は
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

モ
ノ
タ
イ
プ
は
一
点
も
の
の
版
画
で
す
が
、
後
ろ

の
壁
全
面
に
展
示
さ
れ
て
い
る
の
が
モ
ノ
タ
イ

プ
《m

t21

》（
註
2
、
図
3
）。
階
段
を
上
っ
て
き

て
正
面
左
右
に
二
つ
の
世
界
が
連
な
る
よ
う
な

展
示
を
し
て
い
ま
す
。
実
は
こ
の
「
二
つ
の
世

界
」
で
す
が
、
僕
は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
ず
っ
と
二

つ
の
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
こ
か
で
思
っ

て
い
ま
す
。
二
つ
と
い
う
の
は
、「
現
実
の
我
々

が
住
む
リ
ア
ル
な
世
界
」
と
、
も
う
一
つ
は
「
架

空
の
観
念
の
世
界
」、「
イ
デ
ア
の
世
界
」
と
い
う

か
、「
黄
泉
の
国
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
し

ょ
う
。
そ
う
い
う
「
現
実
の
世
界
」
と
「
実
体
を

伴
わ
な
い
精
神
の
世
界
」
の
二
つ
の
世
界
が
あ
っ

て
、
そ
の
二
つ
の
世
界
は
わ
ず
か
に
重
な
り
合
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
重
な
り
合
っ
た
場

所
に
、
僕
ら
の
目
指
す
〈
絵
画
〉
の
よ
う
な
も
の

が
現
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
「
観
念
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
」
を
、

今
回
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
の
プ
リ
ン
ト
で
ポ
ー
ト
フ

ォ
リ
オ
に
ま
と
め
た
の
が
こ
ち
ら
の
《
ポ
ー
ト
フ

「
版　

も
う
ひ
と
つ
の
世
界
を
め
ぐ
っ
て
」　

�

本
江
邦
夫
vs
母
袋
俊
也
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図 3 図 2

ォ
リ
オ
「
現
出
の
場
」》（
註
3
、
図
5
、
6
～
13
）

で
す
。
一
階
の
会
場
か
ら
階
段
か
ら
見
上
げ
た

時
、
縦
に
な
ら
ん
だ
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
《V

artical 
D

raw
ing

ふ
た
つ
の
世
界
》（
図
4
）
が
眼
に
入

っ
た
と
思
い
ま
す
。
垂
直
軸
に
二
つ
の
世
界
が
左

右
に
分
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
今
僕
ら
が

い
る
方
は
現
実
の
世
界
で
、
左
の
方
に
は
架
空
の

世
界
。
そ
の
架
空
の
世
界
側
に
モ
ノ
タ
イ
プ
、
と

い
う
想
定
で
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

版
と
の
か
か
わ
り

母
袋　

今
回
の
本
江
さ
ん
と
の
対
談
は
、「
も
う

一
つ
の
世
界
を
め
ぐ
っ
て
」
を
中
心
に
考
え
て
い

ま
す
が
、
そ
の
前
に
僕
と
版
と
の
関
わ
り
と
い
う

こ
と
を
ざ
っ
く
り
と
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

大
学
の
と
き
に
、
版
画
コ
ー
ス
に
一
応
属
し
て

い
ま
し
た
。
一
応
と
言
っ
て
い
る
の
が
微
妙
な
と

こ
ろ
な
ん
で
す
が
。
そ
の
当
時
、
美
術
の
様
相
と

し
て
は
す
ご
く
観
念
的
な
シ
ー
ン
が
繰
り
広
げ
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
と
は
い
う
も
の
の
大
学
の
中
で

は
従
来
の
保
守
的
な
絵
画
や
物
語
的
な
絵
画
、
自

然
主
義
的
な
作
品
が
戸
惑
い
な
く
作
ら
れ
て
い
る

時
代
で
し
た
が
、
ア
ー
ト
シ
ー
ン
で
は
、
観
念
的

な
表
現
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を

受
け
、
僕
自
身
も
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
を

意
識
し
て
、
フ
ィ
ル
ム
の
仕
事
を
し
た
り
も
し
て

い
ま
し
た
。
で
す
け
れ
ど
、
二
年
の
後
期
頃
に
は

そ
こ
に
限
界
を
感
じ
、
再
び
絵
画
こ
そ
し
な
く

て
は
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
。

そ
ん
な
な
か
で
の
コ
ー
ス
選
択
の
時
期
、
観
念
的

な
頭
で
っ
か
ち
に
な
り
が
ち
な
僕
に
、
当
時
の
成

田
克
彦
先
生
は
、「
僕
の
と
こ
ろ
に
く
る
の
で
は

な
く
て
、
版
画
の
と
こ
ろ
に
飛
び
込
ん
で
、
徹
底

的
に
技
術
を
学
ん
で
い
く
こ
と
が
大
切
」
と
い
う

ア
ド
バ
イ
ス
を
く
だ
さ
り
、
僕
は
「
そ
う
か
も
し

れ
な
い
な
」
と
思
っ
て
版
画
の
ク
ラ
ス
に
入
る
わ

け
で
す
。

　

東
京
造
形
大
学
の
版
画
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な

技
術
的
な
、
ア
ル
チ
ザ
ン
的
な
こ
と
だ
け
で
は
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母袋俊也（もたい・としや）
1954 年、長野県生まれの画家。東京造形大学教授（2019 年まで）。1978 年、東
京造形大学絵画専攻卒業。1983 年、旧西ドイツ、フランクフルト美術大学絵
画・美術理論科でライマー・ヨヒムス教授に学ぶ。1987 年までドイツで活動。
帰国後「フォーマートと精神性」をテーマに制作展開する。主な個展、2006 年

「風景・窓・絵画 アーティストの視点から : 母袋俊也の試み」埼玉県立近代美
術館（常設展特別展示）、2017 年「母袋俊也　Koiga-Kubo 1993/2017 そして

〈Qf〉」奈義町現代美術館など。著書『絵画のための見晴らし小屋』（BLUE 
ART）、『母袋俊也 絵画』（BLUE ART）、共著『成田克彦「もの派」の残り火
と絵画への希求』東京造形大学現代造形創造センター。


