
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ウ
ィ
ナ
ー
の「
意
図
の
宣
言
」

―
ソ
ル
・
ル
ウ
ィ
ッ
ト
と
ジ
ョ
セ
フ
・
コ
ス
ー
ス
と
の
比
較
を
通
じ
て

大
澤 

慶
久

［要旨］
　アメリカのコンセプチュアル・アートの芸術家
として広く知られているローレンス・ウィナーは、
1960年代初頭から現在に至るまで長きに渡り制
作活動を行っている。彼は1968年には言語に比
重を置くような長文タイトルの作品に取り組み始め
たが、この1960年代後半という時期はアメリカに
おいてコンセプチュアル・アートが興隆し、ソル・
ルウィットの「コンセプチュアル・アートに関するパ
ラグラフ」やジョセフ・コスースの「哲学以後の芸
術」といった著名なマニフェストが表明された時で
ある。ウィナーも同時期にそうした態度表明を行っ
たうちの一人であり、彼は1969年の「1969年1月
5－31日」展のカタログにおいて、それ以降の彼の
作品展示に付随的に示される「意図の宣言」を提
示した。
　本論文では、ウィナーの「意図の宣言」につい
て、芸術家のアイディアやコンセプトの重要性をコ
ンセプチュアル・アートの作家の中でもとりわけ強
調したルウィット及びコスースとの比較を通じて考
察する。それによって本論文では、ウィナーは「意
図の宣言」において芸術家の主要な役割を受け
手に移譲し、芸術家による作品のアイディアやコ
ンセプトを重要事項として据えるルウィット及びコ
スースとは趣を異にする一方、彼らと通底する側
面を持つことを明らかにする。

論
文
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序　
ア
メ
リ
カ
の
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
の
芸
術
家
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ウ
ィ
ナ
ー

（Law
rence W

einer, 1942

－
）は
、一
九
六
〇
年
代
初
頭
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
長
き
に
渡
り
制
作
活
動
を

行
っ
て
い
る
。
彼
は
六
〇
年
代
中
頃
ま
で
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
土
地
に
ク
レ
ー
タ
ー
を
形
成
す
る
活
動
を
始
め
と

し
て
、「
プ
ロ
ペ
ラ
」絵
画
の
シ
リ
ー
ズ
、「
取
り
去
り
」絵
画
の
シ
リ
ー
ズ
を
制
作
し
た
後
、一
九
六
八
年
に
は
言

語
に
比
重
を
置
く
よ
う
な
長
文
タ
イ
ト
ル
の
作
品

―
例
え
ば《O

ne P
int G

loss W
hite Lacquer P

oured 

D
irectly upon the Floor and A

llow
ed to D

ry

》（
床
に
直
接
注
が
れ
た
乾
燥
し
て
も
差
し
支
え
の
な
い
1
パ

イ
ン
ト
の
白
の
グ
ロ
ス
ラ
ッ
カ
ー
）

―
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
一
九
六
〇
年
代
後
半
と
い
う
時
期
は
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
が
興
隆
し
、
ソ
ル
・ル
ウ
ィ
ッ
ト
の「
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に
関
す
る
パ
ラ
グ
ラ

フ
」（
一
九
六
七
年
）や
ジ
ョ
セ
フ
・コ
ス
ー
ス
の「
哲
学
以
後
の
芸
術
」（
一
九
六
九
年
）と
い
っ
た
著
名
な
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

が
矢
継
ぎ
早
に
表
明
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
作
品
の
制
作
に
先
立
つ
芸
術
家
の
コ
ン
セ
プ
ト
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
い
う

こ
と
、
ま
た
作
品
は
そ
の
実
現
で
あ
り
芸
術
家
に
よ
る
そ
の
実
際
の
作
業
や
美
的
な
事
柄
は
無
用
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ら
に
通
底
す
る
基
本
的
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

　
ウ
ィ
ナ
ー
も
同
時
期
に
そ
う
し
た
態
度
表
明
を
行
っ
た
う
ち
の
一
人
で
あ
る
。
彼
は
、一
九
六
九
年
の
セ
ス
・
ジ
ー

ゲ
ロ
ー
ブ
に
よ
る
展
覧
会「
1
9
6
9
年
1
月
5

－

31
日
」の
カ
タ
ロ
グ
に
お
い
て
、
そ
れ
以
降
の
彼
の
作
品
展
示
に

付
随
的
に
示
さ
れ
る「
意
図
の
宣
言
」を
提
示
し
た
。
そ
こ
で
ウ
ィ
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
1
　
芸
術
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家
は
作
品
を
構
築
す
る
か
も
し
れ
な
い
／
2
　
作
品
は
製
作
さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
／
3
　
作
品
は
作
ら
な
く
て

も
よ
い
／
そ
れ
ぞ
れ
は
芸
術
家
の
意
図
と
等
し
く
、
ま
た
一
致
し
て
い
る
が
、
条
件
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
受
容
の
際

に
受
け
手
に
委
ね
ら
れ
る
」。一
見
す
る
と
こ
れ
は
、
芸
術
家
に
よ
る
作
品
の
意
図
を
重
視
す
る
宣
言
文
で
あ
る
よ
う

に
捉
え
ら
れ
る
。
だ
が
対
照
的
に
、
芸
術
家
の
役
割
を
受
け
手
に
全
面
的
に
譲
渡
す
る
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
も
で

き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
性
格
を
も
つ
宣
言
文
を
い
か
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
本
論
文
で
は
、

ウ
ィ
ナ
ー
の「
意
図
の
宣
言
」に
つ
い
て
、
芸
術
家
の
ア
イ
デ
ィ
ア
や
コ
ン
セ
プ
ト
の
重
要
性
を
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー

ト
の
作
家
の
中
で
も
と
り
わ
け
強
調
し
た
ル
ウ
ィ
ッ
ト
及
び
コ
ス
ー
ス
と
の
比
較
を
通
じ
て
考
察
す
る
。

　
以
下
本
論
文
で
は
ま
ず
、（
Ⅰ
）コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
の
著
名
な
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
る
ル
ウ
ィ
ッ
ト
の「
コ
ン

セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に
関
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
」と
コ
ス
ー
ス
の「
哲
学
以
後
の
芸
術
」に
お
け
る
芸
術
家
の
ア
イ
デ
ィ

ア
、コ
ン
セ
プ
ト
の
重
要
性
に
関
す
る
彼
ら
の
基
本
的
な
考
え
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
次
に
、（
Ⅱ
）ウ
ィ

ナ
ー
の「
意
図
の
宣
言
」に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、
そ
の
輪
郭
を
描
き
出
す
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
で
の
解
釈
を
踏
ま
え
、（
Ⅲ
）ウ
ィ
ナ
ー
の
い
く
つ
か
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
か
ら
引
き
出
さ
れ
る「
公
的
な
自
由
保
有

権
」、「
美
的
フ
ァ
シ
ズ
ム
」、「
所
有
」、「
責
任
」と
い
っ
た
キ
ー
概
念
を
軸
に
、
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
で
は
留
意
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
点
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
。
そ
れ
か
ら
、（
Ⅳ
）ル
ウ
ィ
ッ
ト
及
び
コ
ス
ー
ス
に
よ
る
ほ
か
の
テ
ク
ス

ト
を
参
照
す
る
こ
と
で
論
を
補
強
し
つ
つ
、
ウ
ィ
ナ
ー
、ル
ウ
ィ
ッ
ト
、コ
ス
ー
ス
の
三
者
に
お
け
る
相
違
性
と
共
通
性

を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
じ
て
本
論
文
は
、
ウ
ィ
ナ
ー
は
、
芸
術
家
／
鑑
賞
者

の
従
来
的
な
役
割
を
悉
く
解
体
す
る
一
方
で
、ル
ウ
ィ
ッ
ト
及
び
コ
ス
ー
ス
と
同
様
、
意
図
を
担
う
芸
術
家
と
し
て
の

主
体
性
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
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Ⅰ
　
ソ
ル
・ル
ウ
ィ
ッ
ト「
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に
関
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
」と

　
　
ジ
ョ
セ
フ
・コ
ス
ー
ス「
哲
学
以
後
の
芸
術
」の
概
要

1
　
ソ
ル
・ル
ウ
ィ
ッ
ト「
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に
関
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
」

　
ま
ず
は
、
ソ
ル
・
ル
ウ
ィ
ッ
ト
の
一
九
六
七
年
に『
ア
ー
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
』誌
に
掲
載
さ
れ
た「
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・

ア
ー
ト
に
関
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
」の
要
点
を
み
て
み
よ
う
。ル
ウ
ィ
ッ
ト
は
ま
ず
以
下
の
よ
う
に
宣
言
す
る
こ
と
で
論

を
開
始
す
る
。「
ア
イ
デ
ィ
ア(idea)

ま
た
は
コ
ン
セ
プ
ト(concept)

は
作
品
の
も
っ
と
も
重
要
な
側
面
で
あ
る
。
芸

術
家
が
芸
術
の
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
な
形
式
を
用
い
る
と
き
、
そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
プ
ラ
ン
と
決
定
の
す
べ
て
は

前
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
遂
行
は
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
。
ア
イ
デ
ィ
ア
は
芸
術
を
作
る

機
械
と
な
る
」（1）

。
す
な
わ
ち
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
で
は
ア
イ
デ
ィ
ア
、コ
ン
セ
プ
ト
こ
そ
重
要
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
作
品
と
し
て
現
実
化
さ
れ
る
ま
で
の
一
つ
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
は
た
だ
プ
ラ
ン
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
機
械
的
な
も
の
に

過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
手
わ
ざ
を
具
え
た
ア
ル
テ
ィ
ザ
ン
と
し
て
の
芸
術
家
と
い
う
伝
統
的
な
見

方
を
払
拭
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
。ル
ウ
ィ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
は
通
例
、

職
人
と
し
て
の
芸
術
家
の
技
術
に
頼
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
」（2）

。
さ
ら
に
、コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
は

観
賞
者
に
知
的
な
関
心
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
感
情
的
な
も
の
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
す
な
わ
ち「
作
品
に
対
し
て
観
賞
者
に
知
的
に
関
心
を
持
た
せ
る
こ
と
は
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
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ア
ー
ト
に
関
わ
る
芸
術
家
の
目
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
通
例
、
彼
は
作
品
が
感
情
的
に
無
味
乾
燥
な
も
の
と
な
る
こ

と
を
望
む
だ
ろ
う
」（3）

。
ま
た
、ル
ウ
ィ
ッ
ト
に
お
い
て
表
現
主
義
は
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
を「
知
覚
す
る
こ
と

か
ら
鑑
賞
者
を
た
め
ら
わ
せ
る
」（4）

も
の
で
あ
り
、
知
的
な
関
心
を
持
た
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア

ル
・
ア
ー
ト
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
あ
る
。

2
　
ジ
ョ
セ
フ
・コ
ス
ー
ス「
哲
学
以
後
の
芸
術
」

　
次
に
、
ジ
ョ
セ
フ
・コ
ス
ー
ス
の
一
九
六
九
年
の「
哲
学
以
後
の
芸
術
」の
要
点
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。コ
ス
ー
ス
は
、

芸
術
家
の
コ
ン
セ
プ
ト
、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
作
品
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
側
面
と
捉
え
る
点
や
、
表
現
主
義
を
コ
ン

セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
と
は
関
連
性
の
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
点
に
関
し
て
ル
ウ
ィ
ッ
ト
と
同
様
の
考
え
を
も
っ
て

い
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
観
点
に
お
い
て
は
、コ
ス
ー
ス
は
ル
ウ
ィ
ッ
ト
と
は
異
な
る
。
ま
ず
、コ
ス
ー
ス
は
コ

ン
セ
プ
ト
を
旨
と
す
る
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
を
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
以
降
の
現
代
芸
術
に
お
け
る
歴
史
的
展

開
と
し
て
考
え
て
い
る
。「〈
外
観
〉か
ら〈
概
念
〉(conception)

へ
の
こ
の
変
化
は
、〈
現
代
の
〉芸
術
お
よ
び〈
概

念
的
な
〉芸
術
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。（
デ
ュ
シ
ャ
ン
以
後
）す
べ
て
の
芸
術
は（
本
質
的
に
）概
念
的(conceptual)

で
あ
る
。
何
故
な
ら
芸
術
は
、
た
だ
概
念
的
に
の
み
存
続
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（5）

。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る「
外

観
」の
問
題
と
は
、
感
覚
や
経
験
的
事
柄
を
拠
り
所
と
し
て
作
品
に
お
け
る
色
彩
や
形
態
に
つ
い
て
云
々
す
る
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
芸
術
は
デ
ュ
シ
ャ
ン
以
後
、
作
品
の
視
覚
的
な
性
質
を
問
う
形
式
主
義
の
問
題
か
ら「
概
念
」の

問
題
へ
と
移
行
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
概
念
の
問
題
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。コ
ス
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
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言
う
。「
芸
術
作
品
は
、
芸
術
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
芸
術
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
内
で
示
さ
れ
る
一
種
の
命
題
0

0

(proposition)

で
あ
る
」（6）

。
な
お
、コ
ス
ー
ス
は
こ
の
命
題
を
、
カ
ン
ト
の
区
分
に
立
脚
す
る
A
・
J
・エ
イ
ヤ
ー
の
説

明
を
拠
り
所
に
、「
総
合
的(syn

th
etic)

」な
も
の
で
は
な
く
、「
分
析
的(an

alytic)

」な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い

る
（7）

。つ
ま
り
、
感
覚
的
、
経
験
的
な
事
柄
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
芸
術
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
芸

術
に
つ
い
て
の
諸
々
の
命
題
を
基
に
示
さ
れ
る
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（8）

。
そ
し
て
、
こ
の
命
題
を
提
示
す

る
も
の
は
鑑
賞
者
で
も
批
評
家
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
芸
術
家
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て「
芸
術
作
品
は
芸
術
家
の
意

図(intention)

の
提
示
」（9）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
具
体
的
な
例
と
し
て
分
か
り
や
す
い
の
は
ポ
ロ
ッ
ク
の
例
で
あ

る
だ
ろ
う
。「
も
し
ポ
ロ
ッ
ク
が
重
要
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
が
固
定
さ
れ
て
い
な
い
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
に
水
平
に
床

に
向
け
て
描
い
た
か
ら
で
あ
る
。
重
要
で
な
い
0

0

こ
と
は
彼
が
の
ち
に
そ
の
ド
リ
ッ
ピ
ン
グ
絵
画
を
枠
に
張
り
、
壁
に
掛

け
た
こ
と
で
あ
る
」(10)

。つ
ま
り
、
ポ
ロ
ッ
ク
は
、
た
だ
慣
習
に
従
っ
て
木
枠
に
張
ら
れ
垂
直
立
て
ら
れ
た
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス

に
描
く
の
で
は
な
く
、
床
の
上
に
水
平
に
置
か
れ
た
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
に
描
き
、
そ
れ
を
芸
術
作
品
と
す
る「
意
図
の
提

示
」を
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ル
ウ
ィ
ッ
ト
と
の
関
連
性
で
言
え
ば
、コ
ス
ー
ス
は
表
現
主
義
に
つ
い
て
彼
と
同
様
の
考
え
を
表
明
し
て
い

る
。
上
記
の
引
用
に
続
け
て
コ
ス
ー
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
よ
り
一
層
重
要
で
な
い
こ
と
は
、
ポ
ロ
ッ
ク
の〈
自

己
表
現
〉と
い
う
理
解
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
種
の
0

0

主
観
的
な
伝
達
内
容
は
、
彼
と
個
人
的
に
関
わ
り
の
あ
る

者
以
外
の
人
間
に
と
っ
て
無
益
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の〈
個
別
的
な
〉質
は
、
芸
術
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か

ら
作
品
を
締
め
出
し
て
し
ま
う
の
だ
」(11)

。
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3
　
ル
ウ
ィ
ッ
ト
と
コ
ス
ー
ス
に
お
け
る「
ア
イ
デ
ィ
ア
」、「
コ
ン
セ
プ
ト
」、「
意
図
」に
つ
い
て

　　
以
上
で
は
ソ
ル
・
ル
ウ
ィ
ッ
ト
の「
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に
関
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
」と
ジ
ョ
セ
フ
・コ
ス
ー
ス
の

「
哲
学
以
後
の
芸
術
」に
つ
い
て
説
明
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
両
者
の
い
う「
ア
イ
デ
ィ
ア
」、「
コ
ン
セ
プ
ト
」、「
意

図
」に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
何
故
な
ら
、
両
者
に
お
い
て
そ
れ
ら
は
お
よ
そ
同
義
的
に
使
用
さ
れ
る
一

方
で
、「
ア
イ
デ
ィ
ア
」と「
コ
ン
セ
プ
ト
」に
は「
意
図
」と
は
異
な
っ
て
特
別
な
含
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の

差
異
は
彼
ら
自
身
の
立
場
に
関
わ
る
留
意
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
ル
ウ
ィ
ッ
ト
で
あ
る
。
彼
は
、
先
に
引
用
し
た
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に
つ
い
て
の
冒
頭
の
一
文
（12）

を
述

べ
る
と
き
、「
ア
イ
デ
ィ
ア
ま
た
は
コ
ン
セ
プ
ト
」と
選
言
的
に
述
べ
る
こ
と
で
両
者
を
等
し
く
扱
っ
て
い
た
。
だ
が「
コ

ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に
つ
い
て
の
セ
ン
テ
ン
ス
」（
一
九
六
九
年
）に
お
い
て
ル
ウ
ィ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
な
規
定
を
与

え
て
い
る
。「
9
　
コ
ン
セ
プ
ト
と
ア
イ
デ
ィ
ア
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
一
般
的
な
方
向
性
を
示
唆
し
て
い

る
の
に
対
し
、
後
者
は
そ
の
諸
部
分
で
あ
る
。
ア
イ
デ
ィ
ア
は
コ
ン
セ
プ
ト
を
実
行
す
る
」（13）

。
ま
た
、「
10
　
諸
々
の

ア
イ
デ
ィ
ア
の
み
、
芸
術
作
品
に
な
り
う
る
。
そ
れ
ら
は
、
最
終
的
に
あ
る
形
式
に
到
達
し
う
る
諸
々
の
ア
イ
デ
ィ
ア

の
一
連
の
展
開
に
あ
る
」（14）

。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、コ
ン
セ
プ
ト
と
ア
イ
デ
ィ
ア
は
全
体
と
部
分
の
関
係
で
あ
り
、
ア

イ
デ
ィ
ア
は
コ
ン
セ
プ
ト
を
遂
行
し
芸
術
作
品
へ
と
至
ら
せ
る
重
要
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、

「
意
図
」に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。ル
ウ
ィ
ッ
ト
は
こ
の
語
に
対
し
て「
ア
イ
デ
ィ
ア
」や「
コ
ン
セ
プ
ト
」の
よ
う

な
特
別
な
規
定
は
与
え
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、「
意
図
」と
い
う
語
が
彼
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で

あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、「
三
次
元
の
オ
ブ
ジ
ェ
の
物
質
性
は
そ
の[

コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
の]

非
感
情
的
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な
意
図(intent)

に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
」（15）

と
い
っ
た
よ
う
に
そ
の
使
用
例
は
認
め
ら
れ
る
。

　
次
に
コ
ス
ー
ス
に
お
け
る
三
種
の
語
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
彼
は
ル
ウ
ィ
ッ
ト
と
は
異
な
り
、
そ
れ
ら
に
何
ら

か
の
明
確
な
規
定
は
与
え
て
い
な
い
。
た
だ
コ
ス
ー
ス
の
一
九
六
〇
年
代
後
半
の
作
品
、
た
と
え
ば《
タ
イ
ト
ル
ド
》

に「
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
芸
術
」と
い
う
副
題
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、

「
ア
イ
デ
ィ
ア
」は
彼
に
お
い
て
重
要
な
概
念
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。コ
ス
ー
ス
は
、
ジ
ー
ン
・
シ
ー
ゲ

ル
に
よ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
お
い
て
そ
の
副
題
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
、
た
ん
に「
ア
イ
デ
ィ
ア
と
し

て
の
芸
術
」と
す
る
と
ア
イ
デ
ィ
ア
の
物
象
化
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
二
重
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
創
造
的
プ
ロ
セ
ス
を
示
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
（16）

。つ
ま
り
彼
は「
ア
イ
デ
ィ
ア
」と
い
う
語
に
、
そ

れ
を
産
み
出
す
芸
術
家
の
創
造
性
と
い
う
意
味
を
持
た
せ
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

「
コ
ン
セ
プ
ト
」に
つ
い
て
は
、
た
と
え
特
別
な
規
定
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
先
に
引
用
し
た「〈
外
観
〉か

ら〈
概
念
〉へ
の
こ
の
変
化
は
、〈
現
代
の
〉芸
術
お
よ
び〈
概
念
的
な
〉芸
術
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。（
デ
ュ
シ
ャ
ン
以
後
）

す
べ
て
の
芸
術
は（
本
質
的
に
）概
念
的
で
あ
る
。
何
故
な
ら
芸
術
は
、
た
だ
概
念
的
に
の
み
存
続
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
」と
い
う
文
言
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
の
芸
術
家
と
し
て
の
立
場
を
端
的
に
示
す

概
念
で
あ
る
。

　
最
後
に
本
章
を
纏
め
よ
う
。ル
ウ
ィ
ッ
ト
と
コ
ス
ー
ス
は
、
芸
術
家
に
よ
る
ア
イ
デ
ィ
ア
や
コ
ン
セ
プ
ト
を
提
示
す
る

こ
と
を
作
品
に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
側
面
と
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
は
ル
ウ
ィ
ッ
ト
に
お
い
て
は
知
性
的
な
も
の
、

コ
ス
ー
ス
に
お
い
て
は
概
念
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
知
性
的
な
い
し
概
念
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
感
情
や

感
覚
的
な
も
の
と
は
関
わ
り
が
な
い
。
両
者
が
異
な
る
の
は
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
視
座
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ル
ウ
ィ
ッ
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ト
の
テ
ク
ス
ト
で
は
ア
イ
デ
ィ
ア
が
職
人
と
し
て
の
芸
術
家
の
手
わ
ざ
や
主
観
的
な
事
柄
を
排
し
て
作
品
と
し
て
現

実
化
さ
れ
る
そ
の
制
作
の
あ
り
方
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、コ
ス
ー
ス
の
テ
ク
ス
ト
で
は
芸
術
家
の
コ

ン
セ
プ
ト
な
い
し
意
図
の
提
示
が
デ
ュ
シ
ャ
ン
以
後
の
現
代
芸
術
に
お
け
る
歴
史
的
な
展
開
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま

た
そ
れ
が
芸
術
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
内
で
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ

る
と
は
い
え
、
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
し
て
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス

ト
は
芸
術
家
に
よ
る
作
品
の
ア
イ
デ
ィ
ア
、コ
ン
セ
プ
ト
、
意
図
の
重
要
性
を
そ
の
要
諦
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、

こ
れ
ら
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
初
め
て
カ
タ
ロ
グ
に
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
以
降
の
作
品
展
示
に
付
随
的
に
示
さ
れ
て
き
た

ウ
ィ
ナ
ー
の「
意
図
の
宣
言
」は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
そ
の
輪
郭
を
、
先
行
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
描
く
こ

と
に
し
よ
う
。

Ⅱ
　
こ
れ
ま
で
の
解
釈

　
ウ
ィ
ナ
ー
の「
意
図
の
宣
言
」は
、一
九
六
九
年
の
セ
ス
・
ジ
ー
ゲ
ロ
ー
ブ
に
よ
る
展
覧
会「
1
9
6
9
年
1
月
5

－

31
日
」展
の
カ
タ
ロ
グ
に
お
い
て
は
じ
め
て
掲
載
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
八
つ
の
言
語
作
品

―
二
、三
例
を
挙
げ

れ
ば
、《Tw

o m
inutes of spray paint directly upon the floor from

 a standard aerosol spray can

》

（
標
準
的
な
エ
ア
ゾ
ー
ル
・
ス
プ
レ
ー
か
ら
床
に
直
接
吹
き
付
け
ら
れ
る
ス
プ
レ
ー
塗
料
の
2
分
間
）（
一
九
六
八
年
）
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（
以
下
、《Tw

o m
inutes

》
と
略
称
）、《Field cratered by sim

ultaneously exploded 1/3 lb. T
N

T
 

charges

》（
3
分
の
1
ポ
ン
ド
の
T
N
T
爆
薬
を
同
時
に
爆
破
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ク
レ
ー
タ
ー
が
形
成
さ
れ
る
地

面
）（
一
九
六
八
年
）、《T

hree m
inutes of forty pound pressure spray of w

hite highw
ay paint upon 

a w
ell tended law

n. T
he law

n is allow
ed to grow

 and not tended until the grass is free of all 

vestiges of w
hite highw

ay paint

》（
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
芝
生
の
上
へ
の
白
の
路
面
塗
料
の
40
ポ
ン
ド
の
圧

力
噴
射
の
3
分
間
。
そ
の
芝
生
は
芝
が
白
の
路
面
塗
料
の
跡
が
す
べ
て
な
く
な
る
ま
で
生
長
が
許
さ
れ
手
入
れ
が
さ

れ
な
い
）（
一
九
六
八
年
）（
以
下
、《T

hree m
inutes

》と
略
称
）な
ど

―
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ィ
ナ
ー
に
あ
て

ら
れ
た
掲
載
ス
ペ
ー
ス
の
最
後
に
、
そ
れ
以
降
彼
の
作
品
展
示
に
付
随
的
に
示
さ
れ
て
き
た「
意
図
の
宣
言
」が
記
さ

れ
て
い
る
。

1
　
芸
術
家
は
作
品
を
構
築
す
る
か
も
し
れ
な
い

2
　
作
品
は
製
作
さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い

3
　
作
品
は
作
ら
な
く
て
も
よ
い

そ
れ
ぞ
れ
は
芸
術
家
の
意
図
と
等
し
く
、
ま
た
一
致
し
て
い
る
が
、
条
件
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
受
容
の
際
に

受
け
手
に
委
ね
ら
れ
る
（17）

こ
の
宣
言
は
、
ウ
ィ
ナ
ー
の
作
品
を
取
り
扱
う
た
め
の
い
わ
ば
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
列
挙
さ
れ
た
そ

れ
ぞ
れ
の
条
件
が「
芸
術
家
の
意
図(intent)

と
等
し
く
、
ま
た
一
致
し
て
い
る
」と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ウ
ィ
ナ
ー
は



ローレンス・ウィナーの「意図の宣言」 14

芸
術
家
と
し
て
自
身
の
意
図
を
堅
持
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
列
挙
さ
れ
た「
条
件
に
つ
い
て
の
決
定

は
、
受
容
の
際
に
受
け
手
に
委
ね
ら
れ
る
」と
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
芸
術
家
の
役
割
を
受
け
手
に
一
任
し
て
い
る
よ

う
で
も
あ
る
。
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
え
ば
、
例
え
ば《T

hree m
inutes

》と
い
う
作
品
は
、
ウ
ィ
ナ
ー
が
実
際
に

そ
れ
を
制
作
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
受
け
手
が
製
作
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
そ
し
て
、
必

ず
し
も
作
ら
な
く
て
も
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
ま
で「
意
図
の
宣
言
」は
ど
の
よ
う
に
解

釈
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

1
　
作
品
の
自
由
裁
量

　
ア
ン
・ロ
リ
マ
ー
は「
意
図
の
宣
言
」に
つ
い
て
、
と
く
に
作
品
の
物
理
的
な
現
実
化
の
自
由
に
着
目
す
る
。「
ウ
ィ

ナ
ー
は
こ
の
声
明
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
彼
の
作
品
の
実
際
の
物
理
的
な
現
実
化
は
必
要
条
件
で
は
な
く
、
ウ
ィ

ナ
ー
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
受
け
手
に
対
し
自
由
裁
量
に
開
か
れ
た
選
択
項
目
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
」（18）

。
そ
し
て
ウ
ィ
ナ
ー
の
作
品
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
そ
の
言
語
と
い
う
形
態
も
相

俟
っ
て
、
彼
の
作
品
に
次
の
よ
う
な
性
格
を
与
え
て
い
る
。ロ
リ
マ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ウ
ィ
ナ
ー
の

作
品
は
原
理
的
に
は
物
理
的
に
構
築
さ
れ
う
る
が
、
そ
れ
は
ま
ず
何
よ
り
も
先
に
想
像
に
よ
っ
て
表
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
が
言
語
に
お
い
て
具
体
的
に
示
さ
れ
る
方
法
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
は
解
釈
さ
れ
る
一
つ
の
変
化
の
な

い
型
に
従
属
す
る
最
終
的
な
記
述
で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
特
定
の
帰
結
に
至
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
は
無
数

の
方
法
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
視
覚
化
お
よ
び
／
ま
た
は
現
実
化
さ
れ
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て
い
る
の
だ
」（19）

。
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つ
ま
り
ウ
ィ
ナ
ー
の
作
品
は
物
理
的
に
構
築
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
想
像
に
お
い
て
発
想
さ
れ
、
そ
れ
が

言
語
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
が
ま
ず
先
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
言
語
と
い
う
抽
象
的
な
形
式
で
あ
る
ゆ

え
、
そ
の
現
実
化
は
方
法
や
文
脈
に
従
っ
て
無
数
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、《Tw

o m
inutes

》に
そ
く
し
て

考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
塗
料
を
直
接
吹
き
付
け
る
床
、
塗
料
の
色
、ス
プ
レ
ー
と
床
と
の
距
離
や
角
度
、
さ
ら
に
言
え

ば
噴
射
の
際
に
風
の
入
る
窓
が
開
い
て
い
る
か
否
か
の
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
が
現
実
化
さ
れ
る
あ
り
方

は
数
限
り
な
く
存
在
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
ナ
ー
の
作
品
が
一
つ
の
特
定
の
帰
結
に
至
る
こ
と
が
な
い

の
は
、
作
品
が
言
語
と
い
う
抽
象
的
な
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
る「
意
図
の
宣

言
」が
作
品
の
自
由
な
裁
量
を
受
け
手
に
開
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

2
　
芸
術
家
の
脱
中
心
化

　　「
意
図
の
宣
言
」は
上
述
の
こ
と
に
加
え
、
芸
術
家
／
鑑
賞
者
の
伝
統
的
な
関
係
に
対
し
て
問
題
を
投
げ
か
け
る

も
の
で
も
あ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ア
ル
ベ
ッ
ロ
は
、
そ
れ
に
関
し
て
三
つ
の
点
か
ら
述
べ
て
い
る
。
第
一
に
、
そ
れ
は

作
品
の
生
産
に
お
い
て
ウ
ィ
ナ
ー
と
受
け
手
と
を
等
し
く
位
置
づ
け
て
い
る
。「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
芸
術
家
を
中
心
と

す
る
生
産
と
い
う
伝
統
的
な
考
え
を
廃
棄
す
る
」（20）

の
で
あ
る
。
第
二
に
そ
れ
は
、
鑑
賞
者
が
作
品
の
生
産
に
参
加
す

る
こ
と
で「
鑑
賞
と
生
産
の
距
離
を
縮
め
る
」（21）

こ
と
に
繋
が
る
。
第
三
に
、「
作
者
の
神
話
を
弱
体
化
す
る
」こ
と

に
よ
っ
て「
作
品
は
二
十
世
紀
の
美
術
史
で
は
事
実
上
前
例
の
な
い
ほ
ど
の
平
等
主
義
に
よ
っ
て
、
芸
術
の
生
産
、
分

配
、
消
費
の
方
法
を
表
し
て
い
る
」（22）

。
ま
た
ア
ル
ベ
ッ
ロ
は
、
特
に
第
三
の
点
に
関
し
て
、「
意
図
の
宣
言
」に
お
け
る
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三
つ
目
の
条
件
と
最
後
に
付
さ
れ
た
一
文
を
拠
り
所
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
作
品
の
明
示
的
な
条
件
の
一
つ
は
、

作
品
は
作
ら
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
作
品
に
実
際
に
物
理
的
な
形
式
を
与
え
る
か
否
か
の
決
定
は
鑑

賞
者
、
す
な
わ
ち
ウ
ィ
ナ
ー
の
用
語
で
は『
受
け
手(receiver)

』に
完
全
に
委
ね
ら
れ
る
。
受
け
手
の
そ
の
活
性
化

は
、
芸
術
家
と
い
う
作
者
像
が
衰
退
す
る
直
接
的
な
結
果
を
生
む
の
だ
」（23）

。
な
お
、
ア
ル
ベ
ッ
ロ
は
こ
の
引
用
の
注

釈
に
お
い
て「
ウ
ィ
ナ
ー
よ
り
も
わ
ず
か
数
年
早
く
、ロ
ラ
ン
・バ
ル
ト
が『
作
者
の
死
』で
作
者
か
ら
読
者
へ
の
こ
の
移

行
を
理
論
化（
か
つ
提
唱
）し
た
」（24）

と
述
べ
、
ウ
ィ
ナ
ー
と
バ
ル
ト
を
類
比
的
に
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
ル
ベ
ッ
ロ
が

「
意
図
の
宣
言
」に
お
い
て
特
に
着
目
し
て
い
る
点
は
、
芸
術
家
／
鑑
賞
者
の
役
割
が
均
質
化
さ
れ
、
芸
術
家
の
伝

統
的
な
作
者
像
が
脱
中
心
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

Ⅲ
　「
意
図
の
宣
言
」
―
そ
の
背
景
か
ら

　
本
章
で
は
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
理
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
受
け
手
に
よ
る
作
品
の
自
由
裁
量
や
、
伝
統
的
な
作
者
像

の
脱
中
心
化
の
背
景
を
、「
公
的
な
自
由
保
有
権
」、「
作
品
の
所
有
」、「
美
的
フ
ァ
シ
ズ
ム
」と
い
う
キ
ー
概
念
を

軸
に
み
て
い
き
た
い
。
そ
れ
か
ら
こ
れ
ら
の
キ
ー
概
念
に
お
け
る
主
張
と
は
響
き
の
異
な
る「
受
け
手
の
責
任
」に
つ

い
て
の
ウ
ィ
ナ
ー
の
考
え
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、「
意
図
の
宣
言
」に
お
け
る
意
図
を
纏
め
る
と
と
も
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に
、
そ
の
意
図
を
担
う
芸
術
家
と
し
て
の
彼
の
主
体
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

1
　
公
的
な
自
由
保
有
権

　
ウ
ィ
ナ
ー
は
一
九
六
九
年
の
パ
ト
リ
シ
ア
・
ノ
ー
ヴ
ェ
ル
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
お
い
て
、
自
身
が
参
加
し
た『
ゼ
ロ
ッ
ク

ス
・
ブ
ッ
ク
』を
彼
に
と
っ
て
完
璧
な
も
の
と
評
し
て
い
る
。『
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
・
ブ
ッ
ク
』は
、一
九
六
八
年
に
セ
ス
・
ジ
ー

ゲ
ロ
ー
ブ
に
よ
っ
て
企
画
さ
れ
、
七
名
の
作
家
が
参
加
し
、
各
作
家
に
は
二
五
ペ
ー
ジ
の
ス
ペ
ー
ス
が
割
り
当
て
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ウ
ィ
ナ
ー
は「
公
的
な
自
由
保
有
権(public freehold)

」を
も
つ
作
品
で
あ
る
と
し
、
そ

の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「『
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
・
ブ
ッ
ク
』を
購
入
し
た
者
は
み
な
そ
の
作
品
を
所
有
し
ま
し

た
。
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
公
的
な
自
由
保
有
権
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
」（25）

。つ
ま
り
、『
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
・
ブ
ッ
ク
』は
公

に
刊
行
さ
れ
た
出
版
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
望
む
も
の
は（
も
っ
と
も
部
数
は
限
定
さ
れ
て
い
る
が
）購
入
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
展
覧
会
の
カ
タ
ロ
グ
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
展
覧
会
で
あ
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
誌
上
展

覧
会
で
あ
る
ゆ
え
、
そ
れ
を
購
入
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
作
品
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
ウ
ィ
ナ
ー
に

と
っ
て「
公
的
な
自
由
保
有
権
」を
も
つ
作
品
と
は
そ
の
所
有
が
公
的
に
開
か
れ
て
い
る
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、『
ゼ

ロ
ッ
ク
ス
・
ブ
ッ
ク
』は
彼
の
最
初
期
の
作
品
に
お
け
る
そ
の
適
例
な
の
で
あ
る
（26）

。

　
た
だ
し
、
ウ
ィ
ナ
ー
の
い
う「
公
的
な
自
由
保
有
権
」の
要
点
は
、
作
品
を
自
由
に
購
入
し
所
有
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ウ
ィ
ナ
ー
は
、一
九
八
二
年
の
リ
ン
・
ガ
ン
パ
ー
ト
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
こ
の

用
語
の
由
来
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。「
専
制
的
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
、
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人
々
は
自
身
の
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。つ
ま
り
彼
ら
は
そ
れ
を
た
だ
国
か
ら
賃
貸
す
る
こ
と
し
か

で
き
な
い
の
で
す
。
人
々
が
所
有
す
る
共
有
の
土
地
は〔
…
〕公
的
な
自
由
保
有
権
で
す
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
現
実

に
対
す
る
批
判
と
な
り
ま
す
。
も
し
芸
術
を
所
有
す
る
こ
と
を
望
む
な
ら
そ
れ
を
購
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
意
味
に
お
い
て
芸
術
は
本
質
的
に
権
威
主
義
で
あ
り
、『
民
衆
の
た
め
の
芸
術
』と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い

う
現
実
で
す
」（27）

。
も
と
よ
り「
自
由
保
有
権(freehold)

」は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
不
動
産
の
所
有
形
態
の
用
語
で
あ

り
そ
の
永
続
的
な
所
有
権
を
意
味
す
る
が
、
ウ
ィ
ナ
ー
は
そ
れ
に「
公
的
な
」と
い
う
形
容
詞
を
付
し
、
誰
も
が
所
有

す
る
こ
と
の
で
き
る
公
的
な
も
の
と
い
う
意
味
を
与
え
て
い
る
。
ウ
ィ
ナ
ー
に
お
い
て
芸
術
の
世
界
は「
民
衆
の
た
め

の
芸
術
」が
存
在
し
な
い
権
威
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、「
公
的
な
自
由
保
有
権
」、
す
な
わ
ち
誰
も
が
作
品
を

購
入
す
る
こ
と
な
く
自
由
か
つ
永
続
的
に
所
有
で
き
る
と
い
う
概
念
が
彼
に
と
っ
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

2
　
作
品
の
所
有

　
こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
ナ
ー
は
自
身
の
作
品
の
自
由
な「
所
有
」を「
公
的
な
自
由
保
有
権
」と
い
う
語
で
保
証
し
よ
う

と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
彼
に
と
っ
て「
所
有
す
る(ow

n)

」と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。一
九
七
二
年
の

ウ
ィ
ロ
ビ
ー
・
シ
ャ
ー
プ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
ウ
ィ
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
い
っ
た
ん
あ
な
た
が
私
の
作
品

に
つ
い
て
知
る(know

)

と
、
あ
な
た
は
私
の
作
品
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
が
誰
か
の
頭
の
中
に
入
り
よ

じ
登
っ
て
、
そ
れ
を
頭
の
中
か
ら
取
り
去
る
こ
と
な
ん
て
で
き
ま
せ
ん
か
ら
」（28）

。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ャ
ー
プ
は「
ど
の

よ
う
に
人
は
作
品
に
つ
い
て
知
る(know

)

の
で
し
ょ
う
か
」（29）

と
問
い
、
ウ
ィ
ナ
ー
は「
あ
な
た
自
身
は
座
っ
て
、
私
が
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あ
る
時
に
作
っ
た
作
品
に
つ
い
て
私
に
意
見
を
述
べ
、
私
は
そ
れ
に
つ
い
て
話
し
ま
す
。
そ
し
て
あ
な
た
は
そ
の
作
品

を
好
き
だ
と
か
嫌
い
だ
と
か
理
解
で
き
な
い
な
ど
と
言
い
、
そ
れ
か
ら
あ
な
た
は

―
」（30）

と
答
え
て
い
る
。
要
す
る

に「
作
品
に
つ
い
て
知
る
」と
は
、
作
品
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
そ
の
良
し
悪
し
を
判
断
で
き
る
程
度
に
理
解
す
る
こ

と
、
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ィ
ナ
ー
に
お
い
て
作
品
を「
所
有
す
る
」と
い
う
の
は
、
物
理
的
に
作

品
を
所
有
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
理
解
・解
釈
す
る
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
ウ
ィ
ナ
ー
が
望
む「
自
由
保
有
権
」は
、
実
際
に
彼
の
作
品
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
々
に
限
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
、
彼
の
作
品
は「
公
的
な

0

0

0

自
由
保
有
権
」を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
彼
は

こ
の
点
に
関
し
て
注
意
を
払
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
先
の
一
九
八
二
年
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
お
い
て
も
、「
私
が
作
っ

た
す
べ
て
の
も
の
は
、
そ
れ
を
解
釈
す
る(read)

誰
も
が
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」（31）

と
同
様
の
発
言
を
行
っ
て
い

る
。

3
　
美
的
フ
ァ
シ
ズ
ム

　
と
こ
ろ
で
ウ
ィ
ナ
ー
が「
公
的
な
自
由
保
有
権
」の
も
と
、
上
述
の
よ
う
に
誰
も
が
彼
の
作
品
を
所
有
／
解
釈
す

る
こ
と
が
で
き
る
自
由
を
積
極
的
に
主
張
す
る
の
は
、
彼
の
い
う「
押
し
付
け
る(im

pose)

」芸
術
に
対
す
る
強
い

批
判
的
意
識
が
彼
の
中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ィ
ナ
ー
は
そ
れ
を「
美
的
フ
ァ
シ
ズ
ム(aesthetic fascism

)

」と
呼

ぶ
。
ま
ず
、
次
の
発
言
を
引
用
し
よ
う
。「
私
は
た
っ
た
一
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
提
示
す
る
芸
術
は
フ
ァ
シ
ス

ト
の
振
る
舞
い
で
あ
る
と
不
平
を
言
う
で
し
ょ
う
。
私
は
フ
ァ
シ
ス
ト
と
い
う
言
葉
が
非
常
に
含
み
の
あ
る
も
の
で
あ
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る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
芸
術
は
人
々
に
対
し
て
、
そ
れ
を
受
容
す
る
た
だ
一
つ
の
条
件
を
押
し
付

け
る
の
で
す
」（32）

。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
一
つ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
は
、
作
品
を
解
釈
す
る
一
つ
の
意
味
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。つ
ま
り
、
作
品
を
た
だ
一
つ
の
意
味
に
お
い
て
提
示
す
る
こ
と
は
フ
ァ
シ
ス
ト
の
振
る
舞
い
と
同
じ
で
あ
る
。
何

故
な
ら
、
そ
れ
を
受
け
手
に
押
し
付
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ウ
ィ
ナ
ー
は
こ
の
こ
と
を
表
現
主
義

に
関
連
づ
け
て
い
る
。「
は
っ
き
り
言
い
ま
し
ょ
う
。
受
容
の
た
め
の
、
解
釈
の
た
め
の
、
作
品
を
見
る
た
め
の
唯
一
の

条
件
を
押
し
付
け
る
誰
も
が
、
お
よ
そ
一
九
世
紀
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
芸
術
を
追
い
や
っ
て
い
ま
す
。
先
駆
者
に
よ
っ
て

産
み
出
さ
れ
た
、
こ
れ
を
作
る
こ
と
の
で
き
る
固
有
の
、
唯
一
の
、
感
情
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
り
ま
す
。『
私
は

こ
の
作
品
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
者
で
あ
る
。
そ
れ
を
実
現
す
る
手
段
は
他
に
は
な
い
』と
言
え
ば
表
現
主

義
者
に
な
り
ま
す
。
私
は
、
表
現
主
義
は
美
的
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
関
係
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
」（33）

。
す
な
わ
ち
ウ
ィ
ナ
ー

に
と
っ
て
表
現
主
義
と
は
、
作
品
の
起
源
と
し
て
の
唯
一
無
二
の
作
者
と
い
う
芸
術
思
想
の
謂
い
で
あ
る
。
そ
う
し
た

思
想
に
お
い
て
作
品
の
意
味
は
、
た
と
え
多
様
な
解
釈
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
そ
の
作
者
の
固
有
性
に
収
斂
さ
れ

て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
作
品
は
た
だ
一
つ
の
意
味
を
受
け
手
に
押
し
付
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
作

品
解
釈
の
不
自
由
さ
に
対
す
る
ウ
ィ
ナ
ー
の
痛
烈
な
批
判
的
意
識
は
、「
美
的
フ
ァ
シ
ズ
ム
」と
い
う
呼
称
に
ま
ざ
ま

ざ
と
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

4
　
受
け
手
の
責
任

　
以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
ナ
ー
は
受
け
手
の
誰
も
が
自
身
の
作
品
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を
所
有
す
る
こ
と
の
自
由
、い
か
よ
う
に
も
解
釈
す
る
こ
と
の
自
由
を
強
く
望
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
考
え
が

「
意
図
の
宣
言
」に
お
い
て
受
け
手
の
自
由
裁
量
や
そ
の
役
割
の
増
大
、
そ
れ
に
伴
う
伝
統
的
な
作
者
像
の
脱
中
心

化
と
い
っ
た
側
面
に
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
自
由
や
平
等
を
声
高
に
唱
え
る
の
と
は

や
や
毛
色
の
異
な
る
主
張
を
ウ
ィ
ナ
ー
は
行
っ
て
い
る
。
受
け
手
の「
責
任(responsibility)

」で
あ
る
。一
九
六
九

年
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
お
い
て
ウ
ィ
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
あ
る
人
が
私
の
作
品
を
受
容
す
る
と
い
う
の

は
、
そ
の
作
品
の
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
す
。〔
…
〕こ
れ
は
芸
術
で
あ
る
、
と
い
う
責
任
を
私
が
引
き
受
け
る

の
と
同
じ
く
、
彼
ら
も
そ
の
責
任
を
引
き
受
け
る
の
で
す
」（34）

。
ま
た
一
九
七
二
年
の
シ
ャ
ー
プ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に
お

い
て
も
、シ
ャ
ー
プ
の「
あ
な
た
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
私
の
作
品
が
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
と
し
て
完
全
に
存
在

す
る
と
個
人
的
に
感
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
他
の
人
た
ち
が
別
の
仕
方
で
捉
え
る
と
い
う
事
実
を
受
け
入
れ
る
と
」と

い
う
質
問
に
対
し
、
ウ
ィ
ナ
ー
は「
も
し
そ
の
人
た
ち
が
そ
の
責
任
を
引
き
受
け
る
つ
も
り
が
あ
る
な
ら
ね
」と
答
え

て
い
る
（35）

。つ
ま
り
彼
は
、
責
任
を
引
き
受
け
る
と
い
う
条
件
付
き
で「
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
自
己
流
で
作
品
を
受
容
す

る
」（36）

こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
作
品
の
受
け
手
は
そ
れ
を
受
容
す
る
際
、
そ
の
捉
え
方
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は

芸
術
で
あ
る
と
判
断
す
る
責
任
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ウ
ィ
ナ
ー
は
芸
術
家
の
役
割
を
受
け
手
に
譲
渡

す
る
一
方
で
、
そ
の
責
任
を
共
有
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
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5
　「
意
図
の
宣
言
」に
お
け
る
意
図
と
芸
術
家
と
し
て
の
主
体
性

　　
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
か
ら
、「
意
図
の
宣
言
」に
お
け
る「
意
図
」は
、
芸
術
家
が
作
品
に
与
え
る
ア
イ
デ
ィ

ア
や
コ
ン
セ
プ
ト
の
こ
と
で
は
な
く
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
た
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
作
品
を
製
作

す
る
こ
と
や
そ
の
所
有
／
解
釈
を
受
け
手
に
対
し
自
由
に
開
く
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
作

品
を
芸
術
と
し
て
判
断
す
る
責
任
主
体
を
受
け
手
に
共
有
さ
せ
る
と
い
う
狙
い
が
あ
る
。
た
だ
し
、
次
の
こ
と
は
注

意
さ
れ
た
い
。
た
し
か
に
ウ
ィ
ナ
ー
は
芸
術
家
に
よ
る
作
品
の
意
図
を
作
品
受
容
の
自
由
の
た
め
に
放
棄
し
た
と
い

え
る
が
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
が
芸
術
家
の
意
図
を
完
全
に
手
放
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

ウ
ィ
ナ
ー
が
意
図
を
頑
と
し
て
保
持
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、「
意
図
の
宣
言
」の
三
つ
の
条
件
の
あ
と
に
記
さ
れ

た
一
文
の「
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
は
芸
術
家
の
意
図
と
等
し
く
、一
致
し
て
い
る
」と
い
う
箇
所
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
、
そ
の
宣
言
を
彼
の
作
品
展
示
の
際
に
提
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
意
図
を
有
す
る
芸
術
家
の
姿
が
そ

の
都
度
立
ち
現
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
か
り
に
ウ
ィ
ナ
ー
が
自
身
の
意
図
を
重
要
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
な

か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
と
さ
ら
に「
芸
術
家
の
意
図
と
等
し
く
、一
致
し
て
い
る
」と
い
う
文
言
を
付
さ
な
か
っ
た
だ
ろ
う

し
、
わ
ざ
わ
ざ
作
品
展
示
の
度
に
こ
の
宣
言
を
提
示
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ィ
ナ
ー
に
と
っ
て
芸
術

家
の
意
図

―
す
な
わ
ち
芸
術
家
が
与
え
る
作
品
の
意
図
で
は
な
く
、
作
品
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
芸
術
家
の
意

図

―
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
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Ⅳ
　
ル
ウ
ィ
ッ
ト
、コ
ス
ー
ス
、
ウ
ィ
ナ
ー

　
以
上
の
議
論
に
よ
っ
て
、ル
ウ
ィ
ッ
ト
、コ
ス
ー
ス
、
ウ
ィ
ナ
ー
の
三
者
を
比
較
考
察
す
る
道
具
立
て
は
揃
っ
た
。
本

章
で
は
、
こ
の
三
者
に
お
け
る
相
違
性
・
共
通
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
な
お
、
Ⅰ
で
の
ル
ウ
ィ
ッ
ト
と
コ
ス
ー
ス
の

説
明
は
彼
ら
の
基
本
的
な
考
え
を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
序
で
予
告
し
た
よ
う
に
彼
ら
の
ほ
か
の
テ
ク
ス
ト
を

適
宜
参
照
し
彼
ら
の
主
張
を
補
強
し
な
が
ら
論
を
進
め
よ
う
。

1
　
芸
術
家
の
意
図
に
つ
い
て

　
ル
ウ
ィ
ッ
ト
に
お
い
て
作
品
の
意
図
、
す
な
わ
ち
そ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
ま
た
は
コ
ン
セ
プ
ト
は
芸
術
家
が
作
品
制
作
に

先
立
っ
て
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
制
作
プ
ロ
セ
ス
や
そ
の
結
果
で
あ
る
作
品
よ
り
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

コ
ス
ー
ス
に
お
い
て
そ
れ
は
、
芸
術
家
が
芸
術
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
内
に
提
示
す
る
作
品
の
意
図
の
こ
と
で
あ
る
。ル

ウ
ィ
ッ
ト
と
同
様
、コ
ス
ー
ス
は
そ
れ
を
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、一
九
九
六
年
の
コ
ス
ー
ス
の

論
考「
イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ン（
ズ
）」で
は
、「
わ
れ
わ
れ
が
猿
や
子
ど
も
の
絵
を
芸
術
で
あ
る
と
実
際
に
考
え
な
い
理
由
は
、

意
図
の
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
家
の
意
図
な
く
し
て
芸
術
は
存
在
し
な
い

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
だ
」（37）

と
ま
で
述
べ
て

い
る
。つ
ま
り
コ
ス
ー
ス
に
と
っ
て
作
品
の
意
図
は
、コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
の
み
な
ら
ず
芸
術
一
般
に
お
い
て
重

要
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
重
要
性
を
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に
関
し
て
主
張
す
る
ル
ウ
ィ
ッ
ト
と
は
趣
を
異
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に
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
で
は
ウ
ィ
ナ
ー
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
ナ
ー
に
と
っ
て
意
図
と
は
、
芸
術
家
が
提
示
す
る
作
品
の
意
味
の
こ
と
で

は
な
い
。
彼
は
、
受
け
手
に
伝
達
さ
れ
る
意
味
を
作
品
に
与
え
る
こ
と
を
目
指
さ
な
い
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ナ
ー
に
と
っ

て
そ
れ
は
、
彼
の
作
品
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
芸
術
家
の
意
図
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
ル
ウ
ィ
ッ
ト
及
び
コ
ス
ー

ス
と
は
大
き
く
異
な
る
。
と
は
い
え
、
芸
術
家
の
意
図
を
重
要
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
点
は
両
者
と
通
底
し
て
い
る
。

ル
ウ
ィ
ッ
ト
に
お
い
て
ア
イ
デ
ィ
ア
や
コ
ン
セ
プ
ト
が
作
品
に
先
行
し
て
芸
術
家
の
中
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

類
似
し
て
、
ウ
ィ
ナ
ー
の
意
図
、
す
な
わ
ち「
意
図
の
宣
言
」は
、
彼
の
作
品
展
示
の
折
に
付
随
的
に
示
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、つ
ね
に
作
品
を
発
表
す
る
こ
と
に
先
行
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ナ
ー
が
自
身
の
作
品
の
取
り
扱
い

に
つ
い
て
の
意
図
を
重
要
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
な
お
、
芸
術
家
の
意
図
の
提
示
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
表
現
主
義
の
問
題
に
つ
い
て
の
三
者
の
比
較
も
付
け

加
え
て
お
き
た
い
。ル
ウ
ィ
ッ
ト
に
お
い
て
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に
関
わ
る
芸
術
家
の
目
的
は
、
鑑
賞
者
に
知

的
な
関
心
を
抱
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
作
品
が
芸
術
家
の
感
情
の
表
れ
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
鑑
賞
者

が
作
品
を
知
性
的
に
捉
え
る
こ
と
か
ら
阻
む
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
コ
ス
ー
ス
の
場
合
、
作
品
の
意
図
の
提
示
は
芸

術
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
内
で
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
感
情
の
表
現
を
事
と
す
る
表
現
主
義

は
彼
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
重
要
な
も
の
で
は
な
い
。
ウ
ィ
ナ
ー
も
ま
た
ル
ウ
ィ
ッ
ト
及
び
コ
ス
ー
ス
と
同
様
、
表
現
主
義

に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
彼
は
表
現
主
義
に
辛
辣
に
も「
美
的
フ
ァ
シ
ズ
ム
」と
い
う
呼
称
を
与
え
る
ほ
ど
で
あ

る
。
た
だ
し
、
ウ
ィ
ナ
ー
の
批
判
の
観
点
は
ル
ウ
ィ
ッ
ト
と
コ
ス
ー
ス
と
は
や
や
異
な
る
。
ウ
ィ
ナ
ー
の
場
合
、
そ
も
そ

も
作
品
は
唯
一
無
二
の
作
者
に
帰
属
す
る
意
味
の
提
示
で
は
な
い
。い
か
よ
う
に
も
解
釈
さ
れ
る
自
由
を
持
つ
も
の
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
、
受
け
手
に
意
味
を
押
し
付
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

2
　
責
任
に
つ
い
て

　
ル
ウ
ィ
ッ
ト
は
、
芸
術
家
の
ア
イ
デ
ィ
ア
、コ
ン
セ
プ
ト
を
最
重
視
し
、
そ
れ
を
作
品
と
し
て
示
す
こ
と
が
芸
術
家

の
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
明
し
て
い
る
点
で（
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に
関
わ
る
者
と
し
て
の
）芸
術
家

の
責
任
を
考
慮
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、一
九
六
九
年
の
彼
の「
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に

関
す
る
セ
ン
テ
ン
ス
」に
お
い
て
も
表
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
6
　
も
し
芸
術
家
が
制
作
の
途
上
で
気
を
変
え
る

こ
と
が
あ
れ
ば
、
彼
は
そ
の
結
果
に
妥
協
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
過
去
の
成
果
を
反
復
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（38）

や「
29
　

制
作
の
プ
ロ
セ
ス
は
機
械
的
で
あ
り
、
み
だ
り
に
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」（39）

と
い
っ
た
や
や
強
い
主
張
か
ら
、
芸

術
家
の
責
務
に
対
す
る
ル
ウ
ィ
ッ
ト
の
考
え
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
コ
ス
ー
ス
が
芸
術
家

の
責
任
に
つ
い
て
論
じ
る
語
調
と
は
ま
る
で
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
コ
ス
ー
ス
は
先
に
引
用
し
た「
イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ン（
ズ
）」に
お
い
て
、
芸
術
家
の
責
任
に
つ
い
て
繰
り
返
し
主
張
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、「
も
し
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に
様
式
以
上
の
意
義
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
意
味
の
生
産
に
お

け
る
芸
術
上
の
責
任
に
つ
い
て
の
再
考
に
打
ち
立
て
ら
れ
る
」（40）

。
ま
た
、「
命
題
を『
ゲ
ー
ム
へ
』と
持
ち
来
す（
制
作
）

手
続
き
は
、
芸
術
家
の
責
任
の
一
つ
で
あ
る
」（41）

。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
芸
術
作
品
の
背
後
に
あ
っ

て
そ
の
意
味
に
対
し
責
任
を
負
う
主
体〔
芸
術
家
〕の
存
在
が
、一
点
の
作
品
と
し
て
そ
れ
を
真
正
な
も
の
に
す
る
の

で
あ
る
」（42）

。
こ
の
よ
う
に
コ
ス
ー
ス
に
お
い
て
、
芸
術
家
は
芸
術
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
作
品
を
位
置
付
け
る
、
作
品
の
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意
味
の
生
産
者
と
し
て
の
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
家

は
、
作
品
を
真
正
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
コ
ス
ー
ス
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
ウ
ィ
ナ
ー
で
あ
る
が
、
彼
の
考
え
に
お
い
て
責
任
は
芸
術
家
の
み
が
負
う
も
の
で
は
な
く
、
芸
術
家
と
等

し
く
受
け
手
も
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。ル
ウ
ィ
ッ
ト
と
コ
ス
ー
ス
が
そ
の
責
任
を
芸
術
家
に
の
み
帰

属
さ
せ
る
こ
と
と
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
芸
術
家
を
芸
術
作
品
の
作
り
手
と
い
う
こ
と

に
置
き
換
え
れ
ば
、
ウ
ィ
ナ
ー
と
ル
ウ
ィ
ッ
ト
、
特
に
コ
ス
ー
ス
は
、
作
り
手
が
作
品
を
芸
術
た
ら
し
め
る
責
任
を
負

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
点
に
お
い
て
、
両
者
は
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
責
任
に
つ
い
て
の
コ
ス
ー
ス
と

ウ
ィ
ナ
ー
の
語
調
に
は
程
度
の
差
が
あ
り
、
ウ
ィ
ナ
ー
は
コ
ス
ー
ス
ほ
ど
そ
れ
に
つ
い
て
強
い
主
張
を
行
っ
て
い
る
わ
け

で
な
い
と
い
う
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
語

　
こ
れ
ま
で
本
論
文
は
、ロ
ー
レ
ン
ス
・
ウ
ィ
ナ
ー
の「
意
図
の
宣
言
」に
つ
い
て
、
そ
れ
と
ソ
ル
・ル
ウ
ィ
ッ
ト
及
び
ジ
ョ

セ
フ
・コ
ス
ー
ス
の
考
え
を
比
較
し
考
察
し
て
き
た
。
ウ
ィ
ナ
ー
の
作
品
展
示
に
付
随
的
に
示
さ
れ
る「
意
図
の
宣
言
」

は
、
芸
術
家
の
ア
イ
デ
ィ
ア
や
コ
ン
セ
プ
ト
を
も
っ
と
も
重
要
な
側
面
と
捉
え
、
そ
の
提
示
を
芸
術
家
の
責
務
と
す
る

ル
ウ
ィ
ッ
ト
と
コ
ス
ー
ス
の
姿
勢
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
ウ
ィ
ナ
ー
の「
意
図
の
宣
言
」は
、
自
由
保
有
権
や
美
的
フ
ァ
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シ
ズ
ム
と
い
っ
た
考
え
を
背
景
に
、
む
し
ろ
芸
術
家
の
役
割
を
作
品
の
受
け
手
へ
と
譲
渡
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し

そ
れ
は
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
作
品
の
自
由
裁
量
や
伝
統
的
な
作
者
像
の
脱
中
心
化
と

い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ウ
ィ
ナ
ー
の
作
品
の
受
け
手
は
、
芸
術
の
解
釈
者
ま
た
は
作
り
手
と
し
て
の
責
任
を

引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。つ
ま
り
受
け
手
は
、
こ
れ
は
芸
術
で
あ
る
と
い
う
判
断
・決
定
を
行
う
責
任
主
体
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、ル
ウ
ィ
ッ
ト
、
と
り
わ
け
コ
ス
ー
ス
と
共
通
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、一
方
で
そ
れ
が
受
け
手
に
ま
で
及
ぶ
と
い
う
点
で
、
ウ
ィ
ナ
ー
は
ル
ウ
ィ
ッ
ト
及
び
コ
ス
ー
ス
と
一
線
を
画

す
る
。
た
だ
し
ウ
ィ
ナ
ー
は
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
芸
術
家
の
意
図
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
彼
の
作
品
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
の
芸
術
家
の
意
図
は
つ
ね
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
ウ
ィ
ナ
ー
と
ル
ウ
ィ
ッ
ト
及
び
コ

ス
ー
ス
と
の
相
違
点
は
作
品
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
芸
術
家
の
意
図
か
、
芸
術
家
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
作
品
の
意

図
か
の
違
い
に
あ
る
の
で
あ
り
、一
見
す
る
と「
意
図
の
宣
言
」は
芸
術
家
の
役
割
を
受
け
手
へ
と
全
面
的
に
譲
渡
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
ウ
ィ
ナ
ー
は
意
図
を
有
す
る
芸
術
家
と
し
て
の
主
体
性
を
保
持
し
て
い
る
点
に
お
い
て

ル
ウ
ィ
ッ
ト
及
び
コ
ス
ー
ス
と
通
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
以
上
の
議
論
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
今
後
の
展
望
・
課
題
を
二
、三
提
示
す
る
こ
と
で
本
論
文
を
結
ぶ
こ

と
に
し
た
い
。
第
一
に
、
サ
ー
テ
ィ
フ
ィ
ケ
イ
ト（
作
品
証
明
書
）に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。コ
ス
ー
ス
は
作
品
の
所
有

権
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
た
何
よ
り
作
品
の
再
制
作
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
サ
ー
テ
ィ
フ
ィ
ケ
イ
ト
に

注
意
を
払
っ
て
い
る
が
（43）

、「
作
品
は
製
作
さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
」と
受
け
手
に
そ
の
役
割
を
譲
渡
す
る
ウ
ィ
ナ
ー
の

場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
第
二
に
、
本
論
文
で
は
コ
ス
ー
ス
に
お
け
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
考
え
を
初
期
の
も
の
に
フ
ォ
ー

カ
ス
を
絞
っ
た
ゆ
え
、
芸
術
の
内
部
に
留
ま
ら
ず
広
く
社
会
的
、
文
化
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
芸
術
を
考
え
る
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「
人
類
学
者
と
し
て
の
芸
術
家
」（
一
九
七
五
年
）以
降
の
コ
ス
ー
ス
は
前
景
化
さ
せ
て
い
な
い
。
よ
り
広
い
文
脈
に
身

を
浸
し
つ
つ
芸
術
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
芸
術
作
品
の
意
味
を
生
成
す
る
コ
ス
ー
ス
の
姿
勢
は
、
と
き
に
文
化
へ
の

コ
ミ
ッ
ト
を
主
張
す
る
ウ
ィ
ナ
ー
と
比
較
・
検
討
す
る
余
地
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
別
稿
に
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た

い
。

（
お
お
さ
わ 

よ
し
ひ
さ
）
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43
　
コ
ス
ー
ス
は
作
品
の
所
有
権
の
保
証
や
再
制
作
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、

彼
の
署
名
が
な
さ
れ
た
サ
ー
テ
ィ
フ
ィ
ケ
イ
ト
が
果
た
す
役
割
を
認
め
る
一
方

で
、
芸
術
は
サ
ー
テ
ィ
フ
ィ
ケ
イ
ト
に
で
は
な
く
、
作
品
に
帰
属
す
る
ア
イ
デ
ィ

ア
そ
れ
自
体
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
（K

osuth, op. cit., p. 407

）。

こ
の
こ
と
は
、
サ
ー
テ
ィ
フ
ィ
ケ
イ
ト
こ
そ
芸
術
作
品
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
と

す
る
考
え
に
抗
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
一
方
、
ウ
ィ
ナ
ー
は
所
有
権
を

正
式
に
証
明
す
る
も
の
を
紙
に
お
い
て
取
り
交
す
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
再

制
作
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
と
も
言
っ
て
い
る
（W

einer, 

interview
 by N

orvell, p. 102

）。
ウ
ィ
ナ
ー
に
お
け
る
、
サ
ー
テ
ィ
フ
ィ
ケ

イ
ト
に
類
す
る
書
類
、
ウ
ィ
ナ
ー
自
身
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
言
語
作
品
、
再

制
作
さ
れ
た
作
品
の
三
者
の
関
係
や
位
置
付
け
な
ど
に
つ
い
て
一
考
の
余
地
が

あ
る
。
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Lawrence Weiner’s “Statement of Intent”: Comparing Sol 
LeWitt and Joseph Kosuth

OSAWA Yoshihisa

Lawrence Weiner is well-known as a conceptual artist in America. He 
has been working since the early 1960s. He worked on a piece in 1968 
that had a long title and linguistic feature. In the latter half of 1960s 
in America, conceptual art became active, and famous manifests such as 
“Paragraphs on Conceptual Art” by Sol LeWitt or “Art After Philosophy” 
by Joseph Kosuth were written one after another. 
    Weiner is one of those artists who expressed their attitudes related to 
conceptual art. He presented his “Statement of Intent” in the catalogue 
for the January 5 -31, 1969 show organized by Seth Siegelaub. The 
proclamation has accompanied presentations of his work since 1969. It 
is stated as follows: “1. The artist may construct the piece. 2. The piece 
may be fabricated. 3. The piece need not be built. Each being equal and 
consistent with the intent of the artist the decision as to condition rests 
with the receiver upon the occasion of receivership.”
    This paper aims to consider his “Statement of Intent”, comparing 
Sol LeWitt and Joseph Kosuth who emphasized artist’s idea or concept 
especially among conceptual artists. Through this consideration, I 
suggest as follows: while Weiner transfers the main role of the artist to 
the receiver, which is different from LeWitt and Kosuth who consider 
artist’s idea or concept as the most important thing in art, he has some 
aspects in common with them.


