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現
代
美
術
に
お
け
る
〈
蒐
集
〉
の
技
法
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

 

―
―
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
主
観
性
／
作
家
性

香
　
川
　
　
　
檀

　

二
十
世
紀
の
美
術
を
見
渡
し
た
と
き
に
、
既
存
の
モ
ノ
や
イ
メ
ー
ジ
や

テ
ク
ス
ト
を
作
品
に
引
用
し
て
再
構
成
す
る
と
い
う
手
法
は
、
広
く
一
般

に
見
ら
れ
る
。
ダ
ダ
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
お
け
る
写
真
や
絵
の
貼
り

合
わ
せ
の
よ
う
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
一
部
だ
け
を
断
片
化
し
て
使
う
場
合
も

あ
れ
ば
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
の
よ
う
に
日
用
品
を
そ
の
ま
ま

元
の
文
脈
か
ら
引
き
離
し
て
作
品
化
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
、
個
々

の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
て
再
構
成
さ
れ
た
作
品
は
、
新
た
な
意
味
を
発
し

な
が
ら
、
や
が
て
無
限
に
増
殖
し
て
い
く
展
開
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
通

常
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
、
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
、
そ
し
て

ア
キ
ュ
ー
ム
レ
イ
シ
ョ
ン
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
れ
ら
の
技
法
は
、
見
方
を

変
え
る
と
、
い
ず
れ
も
潜
在
的
に
「
集
め
る
」、
つ
ま
り
蒐
集
の
行
為
を

と
も
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
戦
後
ア
ー
ト
で
は
、
集
め
た
も
の
を
手
許
に

ス
ト
ッ
ク
し
、
そ
こ
か
ら
選
別
し
て
並
列
的
に
配
置
す
る
手
法
の
作
品
が

現
れ
、
そ
れ
ら
は
す
で
に
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
」
や
「
ア
ー
カ
イ

ヴ
・
ア
ー
ト
」
と
し
て
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
蒐
集
と
い
う
行
為
は
、
現
代
ア
ー
ト
の
出
現
よ
り
は
る
か
に

歴
史
が
古
く
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
文
化
史
は
西
洋
に
お
い
て
長
い
伝
統
を

も
っ
て
い
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
期
か
ら
王
侯
貴
族
の
館
に
流
行
し
た
珍
品
蒐

集
室
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
後
の
博
物
館
や
美
術
館
、
さ
ら
に
は
一
般
個
人

の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
至
る
ま
で
の
、
公
私
に
わ
た
る
蒐

集
の
歴
史
で
あ
る
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
ま
ず
も
っ
て
富
や
権
力
の
象
徴
で

あ
り
、
他
方
で
は
モ
ノ
に
対
す
る
欲
望
と
い
う
点
で
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の

心
理
的
側
面
を
も
あ
わ
せ
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
実
は
隠
然
と
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
バ
イ
ヤ
ス
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
と
い
う
営
み
は
、
西
洋
文
化
の
歴
史
の
な
か
で
、
あ
る
と
き
は
鑑

識
眼
や
先
見
性
に
関
す
る
天
才
神
話
と
結
び
つ
い
た
男
性
的
な
も
の
と
さ
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れ
、
名
品
コ
レ
ク
タ
ー
は
そ
の
大
半
が
、
富
と
権
力
を
誇
示
す
る
支
配
階

級
か
、
独
創
性
と
天
分
を
自
負
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
男
た
ち
で
あ
っ

た
。
し
か
し
ま
た
人
類
学
的
に
見
た
と
き
に
は
、
か
つ
て
の
狩
猟
・
採
集

社
会
の
名
残
か
ら
、
活
動
的
な
男
た
ち
の
狩
猟
に
対
す
る
、
地
味
な
女
性

役
割
と
し
て
女
た
ち
に
割
り
振
ら
れ
て
も
き
た
。
日
常
的
な
も
の
の
蒐
集

は
、
む
し
ろ
家
婦
性
（
＝
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
女
性
性
）
と
結
び
つ
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
蒐
集
行
為
の
性
別
コ
ー
ド
は
ア
ン
ビ
ヴ

ァ
レ
ン
ト
な
両
面
性
を
も
ち
、
文
化
的
価
値
の
高
低
に
よ
っ
て
男
性
化
さ

れ
た
り
女
性
化
さ
れ
た
り
し
て
き
た
。
蒐
集
と
い
う
技
法
は
、
そ
れ
が
と

く
に
女
性
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
き
、
浅
薄
で
非
創
造
的
で
退
行
的

な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
歴
史
家
ク
シ
シ
ト
フ
・
ポ
ミ
ア
ン
が
そ
の
浩
瀚
な
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
研
究
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
蒐
集
と
い
う
営
み
の
根
底
に
は
、
集

め
た
も
の
を
通
し
て
、
そ
の
彼
方
に
あ
る
不
可
視
の
全
体
を
把
捉
し
よ
う

と
い
う
願
望
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
1
。
そ
れ
は
、
自
分
と
外
界
と
を
繋
ぐ

も
の
の
よ
う
に
見
え
る
事
物
や
情
報
を
と
お
し
て
世
界
を
認
識
し
よ
う
と

す
る
、
人
間
の
基
本
的
な
認
知
行
動
に
つ
う
じ
て
い
る
。
現
代
ア
ー
ト
に

お
け
る
蒐
集
と
い
う
技
法
の
意
味
は
、
ま
さ
に
こ
の
位
相
で
捉
え
ら
れ
る

べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

一
九
七
〇
年
代
前
半
、
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
若
手
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
、

日
常
の
と
る
に
た
ら
な
い
事
物
や
情
報
を
、
科
学
的
な
調
査
を
思
わ
せ
る

手
つ
き
で
蒐
集
す
る
一
群
の
作
家
た
ち
が
現
れ
た
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ボ

ル
タ
ン
ス
キ
ー
、
ジ
ャ
ン
・
ル
・
ガ
ッ
ク
、
ジ
ャ
ン
＝
マ
リ
ー
・
ベ
ル
ト

ラ
ン
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ラ
ン
グ
、
ヨ
ッ
ヘ
ン
・
ゲ
ル
ツ
ら
で
あ
る
。
彼
ら

自
身
は
自
覚
的
に
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
美
術
界
の
顕
著
な
新
傾
向
と
捉
え
た
ド
イ
ツ
人
批
評
家
ギ
ュ
ン
タ

ー
・
メ
ト
ケ
ン
は
、
こ
れ
を
「
シ
ュ
プ
ー
レ
ン
・
ズ
ィ
ッ
ヒ
ャ
ル
ン
ク

（
痕
跡
保
全
）」
と
名
付
け
、
同
名
の
展
覧
会
を
ハ
ン
ブ
ル
ク
美
術
館
や
カ

ッ
セ
ル
・
ド
ク
メ
ン
タ
で
企
画
し
た
。
メ
ト
ケ
ン
は
、
彼
ら
の
制
作
を
過

去
の
歴
史
や
実
生
活
の
経
験
を
刻
み
つ
け
た
痕
跡
の
蒐
集
と
し
て
理
解
し
、

内
省
的
に
自
己
と
世
界

の
関
係
を
探
ろ
う
と
す

る
態
度
を
看
て
と
っ

た
の
で
あ
る
2（
図
1
）。

メ
ト
ケ
ン
の
「
痕
跡
」

概
念
は
か
な
り
曖
昧
な

も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
に
し
て
も
、
自
己
の

外
部
に
あ
る
物
や
テ
ク

ス
ト
を
自
ら
と
関
係
づ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
提

示
す
る
、
今
日
よ
く
見

ら
れ
る
手
法
の
ル
ー
ツ

と
も
い
え
る
新
し
い
ア

ー
ト
の
出
現
を
見
抜
い

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

図 1　



228

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
作
家
た
ち
と
そ
の
周
辺
の
な
か
に
、
女
性
の
経

験
や
女
性
を
と
り
ま
く
文
化
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
テ
ー
マ
と
す
る
女
性
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
た
ち
が
含
ま
れ
て
い
た
。
本
報
告
が
注
目
す
る
の
は
、
こ
の
女

性
作
家
と
蒐
集
の
技
法
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

そ
の
一
人
、
北
ド
イ
ツ
の
都
市
ハ
ン
ブ
ル
ク
を
拠
点
に
活
動
し
た
ア
ン

ナ
・
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
3
は
、
一
九
七
〇
年
代
前
半
か
ら
、
作
家
自
身
の
言

葉
や
絵
と
、
現
実
社
会
か
ら
引
用
し
た
文
章
や
事
物
と
を
集
め
た
イ
ン
ス

タ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
発
表
し
は
じ
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
評
価
は
極
端
に
分

か
れ
、
一
部
で
は
社
会
意
識
を
も
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
探
究
と
し
て

評
価
さ
れ
る
も
の
の
、
メ
ジ
ャ
ー
な
批
評
で
は
、
作
品
と
し
て
の
統
一
性

を
欠
い
た
取
り
と
め
の
な
い
書
き
散
ら
か
し
、
せ
い
ぜ
い
良
く
て
も
ナ
ル

シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
己
語
り
と
い
う
見
方
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、

蒐
集
の
技
法
が
こ
の
時
期
に
お
び
た
二
面
性
、
す
な
わ
ち
客
観
的
な
証
拠

集
め
や
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
理
知
的
で
肯
定
的
な
側
面
と
、

瑣
末
な
も
の
の
取
り
集
め
、
工
作
・
手
工
芸
的
な
つ
く
り
の
脆
さ
、
と
り

と
め
の
な
い
自
己
の
主
観
表
明
と
い
う
否
定
的
な
側
面
と
が
あ
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。
文
化
的
に
価
値
下
げ
さ
れ
た
後
者
は
、
女
性
性
と
重
ね
て
み

ら
れ
、
そ
れ
が
、
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
の
作
品
へ
の
評
価
に
現
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
報
告
で
は
、
分
析
の
た
め
の
比
較
対
象
と
し
て
、
同
じ
く
「
痕
跡
保

全
者
」
と
目
さ
れ
た
若
手
作
家
の
ひ
と
り
で
、
や
は
り
蒐
集
の
技
法
を
用

い
た
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ネ
ッ
ト
・
メ
サ
ジ
ェ
を
参
照
す
る
。
メ
サ
ジ
ェ
は
、

前
述
の
批
評
家
メ
ト
ケ
ン
に
よ
っ
て
一
九
七
三
年
に
は
す
で
に
ド
イ
ツ
に

紹
介
さ
れ
て
お
り
、
蒐
集
物
、
テ
ー
マ
、
自
己
語
り
と
い
う
点
で
、
オ
ッ

パ
ー
マ
ン
と
興
味
深
い
類
似
性
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ッ
パ
ー
マ
ン

は
す
で
に
一
九
九
三
年
に
他
界
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
人
の
女
性
作
家

は
、
奇
し
く
も
同
じ
二
〇
〇
七
年
に
大
掛
か
り
な
回
顧
展
が
催
さ
れ
て
カ

タ
ロ
グ
レ
ゾ
ネ
が
編
ま
れ
、
本
格
的
な
再
評
価
の
時
期
を
迎
え
て
い
る
4

（
図
2
）。
本
報
告
で
は
、
メ
サ
ジ
ェ
と
対
照
さ
せ
つ
つ
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
に

焦
点
を
あ
て
、
蒐
集
の
技
法
の
背
後
に
潜
む
主
観
性
と
作
家
性
の
問
題
を
、

批
評
理
論
の
言
説
も
参
照
し
な
が
ら
考
察
を
お
こ
な
う
。

図 2　
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１
．
ア
ン
ナ
・
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
《
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
》
シ
リ
ー
ズ
と

　
　

そ
の
受
容

　

ア
ン
ナ
・
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
は
、
一
九
六
八
年
か
ら
独
特
の
蒐
集
と
増
殖

に
よ
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
六
十
三
点
を
発
表
し
、
こ
れ
ら
を
総

称
し
て
《
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
》
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
ら
は
、
一
九
九
三
年
の
彼

女
の
死
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
ま
で
、
展
示
さ
れ
る
た
び
に
改
変
・
追
加

さ
れ
て
い
く
、
け
っ
し
て
完
結
す
る
こ
と
の
な
い
プ
ロ
セ
ス
ア
ー
ト
で
あ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
個
々
の
作
品
は
形
も
規
模
も
定
ま
ら
な
い
ば
か
り

か
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
概
要
す
ら
掴
み
に
く
く
、
美
術
の
商
品
価
値
を

否
定
し
た
当
時
の
ア
ー
ト
の
な
か
で
も
ひ
と
き
わ
カ
タ

ロ
グ
化
、
図
版
化
を
拒
む
「
反
イ
メ
ー
ジ
」
の
性
格
が

つ
よ
い
（
図
3
）。

　

作
品
の
核
と
な
る
モ
チ
ー
フ
は
、
サ
ボ
テ
ン
や
菩
提

樹
の
花
弁
な
ど
自
然
の
植
物
で
、
こ
れ
を
テ
ー
ブ
ル
上

の
皿
に
の
せ
て
凝
視
し
瞑
想
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
ち

ょ
う
ど
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
自オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム

動
記
述
の
よ
う
に
自

由
な
連
想
を
つ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
想
念
を
言
葉
や
図

像
と
し
て
書
き
と
め
る
。（
連
想
の
出
発
点
と
な
る
植

物
は
、
内
面
の
問
題
意
識
を
引
き
出
す
た
め
の
任
意
の

き
っ
か
け
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。）
次
に
、
そ
れ

を
分
析
的
に
関
連
づ
け
な
が
ら
解
釈
と
コ
メ
ン
ト
を
加

え
、
関
連
す
る
事
物
や
テ
ク
ス
ト
、
例
え
ば
日
常
会
話
、

学
術
書
、
文
学
、
広
告
な
ど
の
、
と
き
に
は
皮
肉
を
こ

め
た
引
用
を
集
め
て
立
体
構
成
し
て
い
く
。
ま
た
、
そ

の
プ
ロ
セ
ス
を
写
真
に
撮
っ
た
り
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
描

い
た
り
し
て
大
き
く
引
き
伸
ば
し
、
パ
ネ
ル
に
し
て
作

品
の
構
成
要
素
と
し
て
組
み
込
む
。
こ
の
作
業
を
、
展

図 3　
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示
の
た
び
に
繰
り
返
し
、
何
年
も
か
け
て
作
品
は
成
長
し
増
殖
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
は
こ
の
方
法
を
理
論
化
し
た
テ
ク
ス
ト
を
何

度
か
発
表
し
て
お
り
、
一
九
七
八
年
に
美
術
雑
誌
に
寄
稿
し
た
テ
ク
ス
ト

で
は
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
は
「
知
覚
の
訓
練
（
な
い
し
は
）
認
識
の
訓
練

に
お
け
る
、
あ
る
一
定
の
処
方
の
メ
ソ
ッ
ド
を
記
録
し
た
も
の
」
と
定
義

し
て
い
る
5
。
ま
た
彼
女
は
、
作
品
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
一
枚
の
ダ
イ
ア
グ

ラ
ム
に
描
い
て
も
お
り
、
そ
こ
に
は
座
る
自
分
と
向
き
合
う
対
象
、
そ

し
て
そ
れ
を
と
り
ま
く
周
囲
の
外
界
と
の
関
係
が
図
示
さ
れ
て
い
る
（
図

4
）。
彼
女
の
蒐
集
は
、
始
め
は
自
由
連
想
に
よ
る
言
葉
や
イ
メ
ー
ジ
の

書
き
と
め
で
あ
る
点
で
、
合
理
的
解
釈
に
回
収
さ
れ
な
い
心
的
プ
ロ
セ
ス

の
な
か
に
潜
在
す
る
記
憶
痕
跡
の
蒐
集
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
制
作
作

業
の
後
半
で
は
テ
ー
マ
に

即
し
た
テ
ク
ス
ト
の
蒐
集

と
引
用
が
分
析
的
に
行
な

わ
れ
、
個
人
的
な
問
題
か

ら
社
会
一
般
の
問
題
へ
と

敷
衍
し
て
い
く
6
。
そ
の

普
遍
化
を
つ
う
じ
て
、
問

題
の
解
決
、
葛
藤
の
克
服

を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

　

初
期
の
作
品
《
主
婦
で

あ
る
こ
と
》（1968–73

、

図
5
）
は
、
テ
ー
ブ
ル
に

図 4　

図 5　
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置
い
た
サ
ボ
テ
ン
や
カ
ラ
・
リ
リ
ー
な
ど
の
植
物
を
起
点
に
、
台
所
の
椅

子
や
テ
ー
ブ
ル
、
食
器
の
皿
、
調
理
器
具
な
ど
家
事
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ

の
写
真
や
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
、
メ
モ
書
き
な
ど
を
壁
面
い
っ
ぱ
い
に
掲
げ
て

い
る
。
右
端
に
は
、
上
を
見
上
げ
る
女
性
の
目
が
、
反
復
す
る
よ
う
に
二

枚
、
貼
っ
て
あ
る
の
が
見
え
る
（
図
6
）。
こ
れ
を
制
作
開
始
し
た
当
時
、

オ
ッ
パ
ー
マ
ン
は
子
育
て
の
た
め
に
家
庭
に
い
て
、
主
婦
で
あ
り
か
つ
ア

ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
二
重
役
割
に
葛
藤
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
。

作
品
に
添
え
ら
れ
た

「
テ
ー
マ
、
見
出
し

語
」
に
は
、「
主
婦

で
あ
る
こ
と
、
普
通

で
あ
る
こ
と
、
私
の

完
璧
な
ド
リ
ー
ム
・

ハ
ウ
ス
、
ナ
イ
ー
ヴ

な
女
、
身
ぎ
れ
い
で

き
ち
ん
と
し
た
女
、

デ
プ
リ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ

ン
（
剥
奪
、
遮
断
）、

手
紙
、
抑
圧
、
卵
の

上
の
小
ウ
サ
ギ
」
と

あ
る
。
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
な
家
庭
の
幸
福

へ
の
夢
と
、
心
理
学

の
用
語
、
通
俗
的
な
室
内
の
飾
り
も
の
を
列
挙
し
て
い
る
の
だ
。
イ
ン
ス

タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
外
観
は
、
ま
る
で
バ
ザ
ー
の
た
め
の
手
作
り
展
示
コ
ー

ナ
ー
と
い
っ
た
趣
を
呈
し
て
い
る
が
（
図
7
）、
そ
の
家
庭
的
な
造
作
と

は
裏
腹
に
、
空
間
恐
怖
の
よ
う
に
ぎ
っ
し
り
と
並
べ
ら
れ
た
モ
ノ
や
パ
ネ

ル
の
強
迫
的
な
反
復
は
、
ど
こ
か
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
漂
わ
せ
て
い
る
。

図 6　

図 7　
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こ
の
よ
う
な
構
成
法
は
、
次
の
作
品
《
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
》

（1969–85

、
図
8
）
で
は
さ
ら
に
大
掛
か
り
に
展
開
さ
れ
、
事
物
と
イ
メ

ー
ジ
の
密
集
の
度
合
い
は
さ
ら
に
強
ま
っ
て
い
る
。
一
九
七
七
年
の
ド
ク

メ
ン
タ
６
に
出
品
さ
れ
た
こ
の
作
品
は
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
自
然
を
も

と
に
描
く
、
例
え
ば
菩
提
樹
の
花
弁
」
と
あ
る
。
テ
ー
マ
の
見
出
し
語
と

し
て
、「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
役
割
イ
メ
ー
ジ
、
作
品
手
法
の
成
立
と
吟
味
」

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
自
身
の
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
作
品
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

同
時
に
、
芸
術
家
と
い
う
社
会
的
存
在
に
つ
い
て
の
言
説
の
引
用
や
、
芸

術
と
政
治
、
芸
術
と
金
銭
（
ア
ー
ト
の
商
品
的
側
面
）
な
ど
と
い
っ
た
一

般
的
問
題
へ
の
言
及
も
み
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、一
九
八
〇
年
の
ベ
ニ
ス
・

ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
出
品
し
た
《
他
人
と
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
》（1970–86

、

図
9
）
で
は
、
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
が
自
分
自
身
を
社
会
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー

図 8　

図 9　
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と
感
じ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
な
が
ら
、
こ
の
個
人
的
葛
藤
を
か
つ
て
の

ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
の
出
来
事
に
関
連
づ
け
、
自
ら
を
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
犠
牲

者
と
重
ね
あ
わ
せ
た
り
、
画
家
ゴ
ッ
ホ
が
弟
テ
オ
に
宛
て
た
疎
外
感
を
訴

え
る
手
紙
を
引
用
し
た
り
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
の
《
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
》
は
、
事
物
と
複

製
、
そ
れ
ら
へ
の
作
家
の
コ
メ
ン
ト
を
記
し
た
紙
片
が
所
狭
し
と
並
べ
ら

れ
、
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
外
観
は
、
祈
り
の

道
具
を
飾
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
祭
壇
や
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
室
内
に
よ

く
あ
る
思
い
出
の
品
を
お
さ
め
た
飾
り
戸
棚
や
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
、
あ
る

い
は
書
斎
の
、
メ
モ
が
ち
ら
か
っ
た
仕
事
机
に
も
見
立
て
ら
れ
た
り
す
る
。

宗
教
的
な
キ
ッ
チ
ュ
か
、
さ
も
な
く
ば
市
民
的
家
庭
の
キ
ッ
チ
ュ
で
あ
る
。

し
か
し
、
作
品
が
成
長
し
、
立
体
構
造
が
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
ス
ケ
ー
ル

の
大
き
な
も
の
に
な
る
に
つ
れ
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
、
ク
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ

ィ
ッ
タ
ー
ス
が
戦
間
期
に
制
作
し
た
建
築
的
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
《
メ

ル
ツ
バ
ウ
》
を
思
わ
せ
る
空
間
構
成
に
近
づ
い
て
い
く
。
前
衛
芸
術
の
立

体
作
品
と
の
類
似
性
も
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、《
メ
ル
ツ

バ
ウ
》
と
は
異
な
り
、
そ
の
表
面
は
び
っ
し
り
と
、
大
量
の
反
復
す
る
イ

メ
ー
ジ
と
テ
ク
ス
ト
で
覆
わ
れ
い
る
。
目
も
眩
む
よ
う
な
作
品
の
視
覚
効

果
は
あ
く
ま
で
攪
乱
的
で
、
す
べ
て
の
ア
イ
テ
ム
は
こ
ち
ら
に
向
け
て
提

示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
を
見
れ
ば
細
部
は
見
え
ず
、
細

部
に
目
を
凝
ら
せ
ば
全
体
は
見
え
な
く
な
る
。
一
覧
す
る
こ
と
の
不
可
能

性
の
な
か
で
、
観
る
者
は
統
覚
が
攪
乱
さ
れ
る
よ
う
な
不
思
議
な
感
覚
を

味
わ
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
と
構
造
を
も
つ
《
ア
ン
サ
ン

ブ
ル
》
に
対
し
て
は
、
美
術
界
の
評
価
が
大
き
く
分
か
れ
た
。
一
九
七
四

年
、
彼
女
が
ベ
ル
リ
ン
と
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
開
か
れ
た
展
覧
会
「
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
に
三
点
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
出
品
す
る
と
、
あ
る
批
評

家
は
、
全
国
紙
﹃
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
﹄
で
オ
ッ
パ
ー

マ
ン
を
酷
評
し
、「
考
案
し
構
築
す
る
代
わ
り
に
、
す
で
に
手
許
に
あ
る

も
の
の
蒐
集
・
保
存
に
向
か
う
保
守
的
な
傾
向
」を
示
す
も
の
だ
と
し
、「
こ

の
作
家
は
蒐
集
す
る
が
統
合
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
自
身
の
存
在
の
カ
ー
ド

に
こ
ま
ご
ま
書
き
留
め
て
時
間
を
つ
ぶ
し
て
い
る
」
と
批
判
し
た
の
だ
っ

た
。
彼
は
さ
ら
に
加
え
て
、「
女
性
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
美
術
に
好
ん
で

手
を
出
す
の
は
け
っ
し
て
偶
然
で
は
な
い
」
と
、
技
法
の
女
性
性
を
ほ
の

め
か
し
て
い
る
。
素
材
を
知
的
技
術
的
に
支
配
し
て
作
品
を
構
築
・
統
合

し
て
い
く
作
家
主
体
と
い
う
も
の
が
、
女
性
化
さ
れ
た
蒐
集
の
技
法
に
お

い
て
は
、
も
は
や
あ
り
え
な
い
、
不
在
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
の
作
品
を
、
科
学
的
な
調
査
の
身
ぶ

り
に
よ
っ
て
痕
跡
の
蒐
集
を
行
な
う
「
痕
跡
保
全
」
の
ア
ー
ト
に
含
め
た

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
メ
ト
ケ
ン
は
、
一
九
七
七
年
ド
ク
メ
ン
タ
展
の
カ
タ
ロ
グ

で
、
出
品
作
《
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
》
に
つ
い
て
「
自
然
と
省
察

の
あ
い
だ
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
、
芸
術
家
と
し
て
の
自
己
を
明
ら
か
に

す
る
」
と
書
い
て
い
る
7
。
し
か
し
、
こ
れ
は
む
し
ろ
少
数
意
見
で
あ
り
、

オ
ッ
パ
ー
マ
ン
に
対
す
る
評
価
は
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
も
、「
自
己

省
察
の
代
わ
り
に
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
が
支
配
的
」8
と
い
っ
た
主
観
的
な
自

己
耽
溺
と
す
る
見
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
の
ア
ン
サ
ン
ブ
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ル
制
作
は
、
原
理
的
に
、
内
的
想
念
つ
ま
り
心
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
外
界
の

物
質
・
情
報
と
を
つ
な
い
で
い
く
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
が
「
主
観
的
」
と
見
な
さ
れ
、
と
り
と
め
の
な
い
描
き
散
ら
か

し
で
作
品
に
統
一
性
が
な
い
と
考
え
ら
れ
た
背
後
に
は
、
当
時
の
主
流
と

さ
れ
た
脱
主
観
の
客
観
的
作
品
を
よ
し
と
す
る
思
潮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
蒐
集
に
よ
る
制
作
が
女
性
的
な
も
の
で
あ
る
と
受
け
取

ら
れ
た
と
き
、
そ
の
背
後
に
は
、
作
品
を
構
築
し
統
合
し
て
い
く
作
家
と

し
て
の
主
体
の
不
在
が
含
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
後
で
詳
し
く
み
て
い
く
が
、
そ
の
前
に
、
同
じ
蒐
集
の
技
法
を
用
い

る
女
性
作
家
で
あ
り
な
が
ら
、
主
観
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
い
う
点
で
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
と
対
照
的
な
展
開
を
み
せ
た
ア

ネ
ッ
ト
・
メ
サ
ジ
ェ
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

２
．
ア
ネ
ッ
ト
・
メ
サ
ジ
ェ
《
ア
ル
バ
ム
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
》

　

ア
ネ
ッ
ト
・
メ
サ
ジ
ェ
が
一
九
七
〇
年
か
ら
制
作
し
た《
ア

ル
バ
ム
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
》
は
、
生
活
の
細
ご
ま
し
た
メ
モ

や
、
雑
誌
で
見
つ
け
た
り
自
分
で
撮
っ
た
り
し
た
写
真
、
商

品
サ
ン
プ
ル
や
織
物
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
な
ど
を
集
め
、
コ
メ
ン

ト
や
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
書
き
込
ん
で
手
製
の
本
に
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ル
バ
ム
に
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
番
号

が
付
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
《
目
を
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
子
供

た
ち
と
私
の
子
供
の
絵
》（
コ
レ
ク
シ
ョ
ンN

o
.3

、図
10
）は
、

新
聞
雑
誌
か
ら
集
め
た
乳
児
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
写
真
を
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ

し
、
そ
れ
ぞ
れ
眼
の
部
分
だ
け
鉛
筆
で
黒
く
塗
り
つ
ぶ
し
て
誰
だ
か
判
ら

な
く
し
た
ス
ク
ラ
ッ
プ
集
と
、
メ
サ
ジ
ェ
の
子
供
が
描
い
た
絵
と
す
る
架

空
の
ス
ケ
ッ
チ
集
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。「
私
が
愛
す
る
男
た
ち
」（N

o
.2

、

図
11
）
は
、
男
性
た
ち
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
写
真
を
集
め
て
架
空
の
恋
人
と

し
て
見
せ
、
各
々
の
ど
こ
が
好
き
か
を
綴
っ
た
コ
メ
ン
ト
を
添
え
て
い
る
。

そ
う
し
て
愛
す
る
主
体
と
し
て
の
「
私
」
を
逆
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
し
て

い
る
の
だ
。《
私
の
編
み
物
マ
ニ
ュ
ア
ル
》（N

o
.42

、
図
12
）
で
は
、
手

芸
に
精
を
だ
す
家
庭
的
な
主
婦
の
メ
モ
書
き
を
装
い
、《
接
近
》（N

o
.8

、

図10	

図11	
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図
13
）
で
は
街
頭
で
近
づ
く
男
の
股
間
を
注
視
す
る
女
の
「
覗
き
見
」
の

視
線
を
カ
メ
ラ
・
ア
イ
に
重
ね
て
み
せ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
女
性
の

実
生
活
や
心
理
的
な
経
験
の
多
様
性
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
作
家
は
さ

ま
ざ
ま
な
女
性
役
割
を
演
じ
る
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
を
し
て
い
る
。
そ
し

て
「
私
の
」
と
い
う
所
有
代
名
詞
を
つ
け
た
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
、
既
成

の
イ
メ
ー
ジ
を
蒐
集
・
引
用
・
流
用
し
な
が
ら
、
逆
に
「
私
と
い
う
自
己
」

を
固
定
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
外
へ
開
い
て
い
く
。
メ
サ
ジ
ェ
は
、

こ
の
《
ア
ル
バ
ム
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
》
を
「
コ
レ
ク
タ
ー
、
ア
ネ
ッ
ト
・

メ
サ
ジ
ェ
」
と
し
て
制
作
す
る
傍
ら
、
並
行
し
て
「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
ア

ネ
ッ
ト
・
メ
サ
ジ
ェ
」
と
し
て
雀
た
ち
を
寄
宿
生
に
見
立
て
た
作
品
も
制

作
し
て
お
り
、
コ
レ
ク
タ

ー
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
い

う
一
人
二
役
を
演
じ
て
い

る
。
こ
の
二
重
役
割
の
ロ

ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
を
つ
う

じ
て
、
さ
ら
に
自
己
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
戯
れ

て
い
く
の
で
あ
る
9
。

　

注
目
し
た
い
の
は
、
こ

の
蒐
集
ア
ル
バ
ム
が
、
い

か
に
も
科
学
的
な
調
査
ノ

ー
ト
か
証
拠
品
で
も
あ
る

か
の
よ
う
に
、
も
っ
と
も

ら
し
く
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に

入
れ
て
展
示
さ
れ
て
も
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
擬
似
科
学
性
が
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
メ
ト
ケ
ン
に
よ

っ
て
日
常
の
「
痕
跡
保
全
」
と
見
な
さ
れ
た
由
縁
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
科

学
の
資
料
と
は
も
ち
ろ
ん
異
な
り
、
ノ
ー
ト
の
切
れ
端
、
紙
片
を
ひ
も
で

綴
じ
た
も
の
、
ビ
ニ
ー
ル
フ
ァ
イ
ル
、
と
い
っ
た
素
朴
な
手
作
り
の
体
裁

を
と
っ
て
お
り
、
集
め
た
写
真
に
作
家
が
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
た
り
加
工
や

塗
り
潰
し
を
し
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
整
然
と
秩

序
だ
っ
た
地
図
帳
や
図
鑑
の
よ
う
な
ア
ル
バ
ム
で
は
な
く
、
不
揃
い
で
雑

多
な
書
き
込
み
が
な
さ
れ
た
雑
記
帳
的
ア
ル
バ
ム
な
の
で
あ
る
。
メ
サ
ジ

図12	

図 13	
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ェ
自
身
は
、
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
作
品
を
制
作
し
た
意
図
を
次

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

︹
⋮
︺
わ
た
し
は
写
真
も
素
描
も
小
さ
な
コ
ラ
ー
ジ
ュ
も
同
等
に
扱

い
ま
し
た
。
断
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
が
七
〇

年
代
初
め
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
は
コ
ン
セ
プ
チ
ュ

ア
ル
・
ア
ー
ト
が
主
流
で
、
純
粋
さ
や
堅
固
さ
、
つ
ま
り
何
か
と
て

も
男
性
的
な
も
の
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
一
生
の
あ
い
だ

ず
っ
と
同
じ
こ
と
を
し
、
ひ
と
つ
の
技
法
だ
け
を
使
っ
て
い
る
べ
き

だ
と
。︹
⋮
︺
私
は
ま
さ
に
そ
の
逆
の
こ
と
を
し
、
い
ろ
ん
な
も
の

を
作
る
こ
と
で
、
こ
の
縛
り
に
逆
ら
っ
た
の
で
す
。10

コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
が
一
般
に
女
性
た
ち
に
敬
遠
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
、
す
で
に
現
代
美
術
研
究
の
な
か
で
再
三
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

英
米
圏
の
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に
つ
い
て
概
論
を
書
い
た
ト
ニ

ー
・
ゴ
ド
フ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
は

言
語
な
ど
の
論
理
的
な
概
念
を
核
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め

に
、
ロ
ゴ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
を
敬
遠
す
る
女
性
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
が
こ
の

潮
流
に
加
担
し
な
か
っ
た
（
あ
る
い
は
参
加
し
て
い
て
も
存
在
を
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
）
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
11
。
こ
の
傾
向
は
、
若

干
の
例
外
を
除
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
に
も
あ
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
。

メ
サ
ジ
ェ
と
は
対
照
的
に
、
彼
女
の
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
ボ
ル
タ
ン
ス
キ

ー
が
、同
様
の「
痕
跡
保
全
」か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、初
期
に
は
実
験
映
画﹃
咳

を
す
る
男
﹄
の
よ
う
な
悲
痛
な
表
現
主
義
的
作
品
を
つ
く
っ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
は
ブ
リ
キ
箱
や
写
真
を
並
べ
る

よ
う
な
、
も
っ
と
ク
ー
ル
で
ミ
ニ
マ
ル
な
も
の
に
移
っ
て
い
く
12（
図
14
）。

メ
サ
ジ
ェ
と
ボ
ル
タ
ン
ス
キ
ー
の
作
風
の
変
化
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
女
性

性
／
男
性
性
）
の
点
で

興
味
深
い
対
比
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
改
め
て
メ
サ

ジ
ェ
と
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
、

ふ
た
り
の
作
品
を
概
観

し
て
み
る
と
、
共
通
す

る
特
徴
が
見
え
て
く
る
。

ま
ず
、
メ
サ
ジ
ェ
自
身

の
言
葉
に
も
あ
っ
た
よ

う
に
、
男
性
的
で
コ
ン

セ
プ
チ
ュ
ア
ル
な
ミ
ニ

マ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る

か
の
ご
と
く
、
雑
多
な

も
の
の
寄
せ
集
め
に
よ

る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
素

材
か
ら
成
っ
て
い
る
こ

と
。
そ
し
て
そ
れ
が
、

原
理
的
に
は
コ
ラ
ー
ジ

図 14	





237

現代美術における〈蒐集〉の技法とジェンダー

ュ
／
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
と
い
う
ハ
イ
ア
ー
ト
の
技
法
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
の
作
り
方
は
、
雑
記
帳
に
紙
片
を
貼
っ
た
り
、

ボ
ー
ド
や
キ
ャ
ン
バ
ス
布
で
構
成
し
た
空
間
に
日
用
品
や
メ
モ
書
き
を
並

べ
た
り
と
い
っ
た
工
作
的
、
手
芸
的
、
手
仕
事
的
（
＝
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ

的
）な
手
わ
ざ
、言
い
換
え
れ
ば
「
見
か
け
の
軽
さ
」
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
。

モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
の
主
観
の
排
除
と
い
う
指
向
性
に
背
く
、
コ
メ
ン
ト
や

意
見
表
明
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
ふ
た
り
の
女
性

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、
一
九
八
〇
年
に
女
性
作
家
５
人
を
集
め
た
ス
イ
ス
の

チ
ュ
ー
リ
ヒ
、
メ
ー
ト
画
廊
で
の
グ
ル
ー
プ
展
「
怒
り
と
優
し
さ
」
に
共

に
出
品
し
て
い
る
13（
図
15
）。
両
作
家
と
も
、
七
〇
年
代
を
と
お
し
た
制

作
活
動
の
根
底
に
、
男
性
中
心
的
な
ア
ー
ト
に
対
す
る
―
―
告
発
と
は
言

わ
な
い
ま
で
も
―
―
策
略
的
な
反
抗
が
あ
り
、
女
性
か
ら
の
異
議
申
し
立

て
と
し
て
美
術
界
に
受
容
さ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

と
は
い
え
、
メ
サ
ジ
ェ
と
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
を
比
べ
て
み
る
と
、
そ
こ
に

は
際
立
っ
た
相
違
が
あ
る
。
メ
サ
ジ
ェ
は
蒐
集
の
技
法
を
使
い
な
が
ら
、

集
め
た
物
に
「
私
の
」
と
い
う
所
有
代
名
詞
を
つ
け
て
私
物
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
「
自
己
と
の
戯
れ
」
を
演
劇
的
に
行
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て

作
品
と
自
己
と
の
あ
い
だ
に
巧
み
に
距
離
を
と
り
、
自
己
を
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
化
す
る
こ
と
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
固
定
せ
ず
に
他
者
に
向
け
て
開

い
て
い
る
。
対
し
て
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
の
蒐
集
は
、
心
の
中
の
意
識
や
無
意

識
の
な
が
れ
と
外
界
の
物
質
や
情
報
と
を
絶
え
ず
行
き
来
さ
せ
る
よ
う
な

集
め
方
を
し
て
い
る
。オ
ッ
パ
ー
マ
ン
は
む
し
ろ
自
己
の
内
な
る
他
者（
無

意
識
）
と
外
界
の
現
実
と
の
往
還
を
企
て
て
い
る
の
だ
。

３
．
戦
後
美
術
に
お
け
る
批
評
の
言
説
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

　
　

―
―
主
体
／
主
観
性
／
作
家
性

　

こ
こ
で
、
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
や
メ
サ
ジ
ェ
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
自
己

形
成
し
た
一
九
六
〇
年
代
の
芸
術
思
想
と
そ
の
後
の
芸
術
思
想
を
簡
単
に

振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
六
〇
年
代
に
台
頭
し
た
顕
著
な
傾
向
と
し
て
、

作
家
自
身
の
理
念
や
感
情
、
立
場
表
明
な
ど
の
主
観
性
や
、
あ
る
い
は
制

作
者
の
個
人
的
な
意
図
や
技
量
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
作
家
性
を
、
消
去

図 15　「怒りと優しさ」展カタログ、1980
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し
よ
う
と
す
る
思
想
が
あ
る
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
提
唱
し
た
「
作
者
の

死
」
は
、
文
化
的
創
造
に
お
い
て
作
家
と
い
う
も
の
が
唯
一
の
ク
リ
エ
イ

タ
ー
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
因
果
関
係
の
長
い
連
鎖
の
末
端
に

い
る
伝
達
者
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
主
体
の

脱
構
築
の
方
向
性
は
、
六
〇
年
代
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
は
っ
き
り
と
現
れ
、

ク
ー
ル
で
、
反
感
情
表
出
的
で
非
個
人
的
で
あ
る
こ
と
が
よ
し
と
さ
れ
た
。

物
質
的
・
社
会
的
な
も
の
が
個
人
的
・
主
観
的
な
も
の
よ
り
優
位
に
お
か

れ
、
逆
に
感
情
表
出
的
で
個
人
的
な
も
の
は
女
性
的
で
あ
る
と
し
て
価
値

下
げ
さ
れ
た
の
で
あ
る
14
。
並
行
し
て
台
頭
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
は
、

ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
か
ら
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
ま
で
を
資
本
主
義
批
判
の
観
点
か
ら

読
み
解
い
て
み
せ
、
や
が
て
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
美
術
批
評
と
結
び
つ
い

て
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
大
き
な
流
れ
を
形
成
し
て
い
く
。
そ
こ
で

踏
襲
さ
れ
た
の
が
、
バ
ル
ト
の
流
れ
を
く
む
「
主
体
の
消
去
」
の
考
え
方

で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
七
〇
年
代
以
降
に
高
ま
っ
て
く
る
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
の
機
運
と
、
そ
こ
で
目
指
す
女
性
主
体
の
構
築
と
い
う
シ
ナ
リ

オ
に
、
ま
っ
た
く
逆
行
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
大
き
な
流
れ
の
な
か
で
、
一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
英
米

圏
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
の
雑
誌
﹃
オ
ク
ト
ー
バ
ー
﹄
系
の
批
評
家
の
あ

い
だ
で
、
既
存
の
イ
メ
ー
ジ
の
「
流
用
」ap

p
ro

p
riatio

n
 

や
「
作
家
性
」

au
th

o
rsh

ip

の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
議
論
の
応
酬
が
あ
っ
た
こ
と
は
一
考

に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
引
用
と
い
う
技
法
（
そ
れ
は
選
択
を
く

り
か
え
せ
ば
蒐
集
に
な
る
）
の
意
味
付
け
を
つ
う
じ
て
、
女
性
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
の
主
体
の
議
論
に
ゆ
き
つ
く
も
の
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
的
に
き
わ
め

て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
ダ
グ
ラ
ス
・
ク
リ

ン
プ
は
、
一
九
八
二
年
に
「
流
用
の
流
用
」15
と
い
う
テ
ク
ス
ト
で
、「
作

者
の
死
」
を
宣
告
さ
れ
た
あ
と
の
女
性
作
家
た
ち
は
自
ら
を
創
造
主
体
の

位
置
に
お
け
ず
、
む
し
ろ
高
度
資
本
主
義
の
社
会
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
や

広
告
の
消
費
者
と
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
、
そ
の
非
主
体
の
位
置
づ
け
か

ら
戦
略
的
に
流
用
を
行
な
っ
た
と
指
摘
し
た
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

学
派
の
批
判
理
論
に
依
拠
す
る
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ブ
ー
ク
ロ
ー
は
、
同
じ

く
一
九
八
二
年
に
発
表
し
た
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
手
続
き
―
―
現
代
美
術
に

み
る
流
用
と
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
」16
で
、
既
存
の
イ
メ
ー
ジ
や
テ
ク
ス
ト
の

断
片
を
引
用
し
て
構
成
す
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
原
理
の
美
術
作
品
を
「
流
用

に
よ
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
」と
し
て
解
釈
し
、戦
前
の
ダ
ダ
イ
ズ
ム（
ジ
ョ
ー
ジ
・

グ
ロ
ッ
ス
、
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
、
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
ら
）

や
ロ
シ
ア
構
成
主
義
、
そ
し
て
戦
後
の
ロ
バ
ー
ト
・
ラ
ウ
シ
ェ
ン
バ
ー
グ

に
い
た
る
試
み
を
系
譜
づ
け
た
。
そ
し
て
、
そ
の
延
長
上
に
、
七
〇
年
代

後
半
の
ア
メ
リ
カ
で
見
ら
れ
た
女
性
作
家
六
人
の
作
品
を
と
り
あ
げ
、
論

じ
た
の
で
あ
る
。
ブ
ー
ク
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、
彼
女
た
ち
の
引
用
の
手
法
は
、

は
な
は
だ
不
十
分
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
と
読
む
こ
と
が

で
き
、
現
実
社
会
の
不
条
理
を
可
視
化
し
、
隠
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
暴

露
す
る
潜
在
力
を
も
つ
と
解
釈
で
き
る
と
い
う
。

　

こ
れ
に
対
し
、
翌
一
九
八
三
年
に
ク
レ
イ
グ
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
が
発
表

し
た
「
他
者
の
言
説
―
―
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」17
は
、

あ
る
意
味
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
に
立
っ
て
ブ
ー
ク
ロ
ー
を
批
判
し
た

も
の
だ
っ
た
。
オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
西
欧
の
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再リ
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

現
＝
表
象
批
判
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
家
父
長
制
批
判
と
交
差
し
共
闘
で

き
る
可
能
性
を
模
索
す
る
。
そ
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
ブ
ー
ク
ロ
ー
が
女

性
作
家
た
ち
を
、
ダ
ダ
以
来
の
男
性
の
系
譜
に
位
置
づ
け
評
価
し
よ
う
と

し
た
こ
と
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
・
引
用
と
い
う
男
と
同
じ

技
法
を
使
っ
て
も
、
女
性
作
家
の
場
合
に
は
き
わ
め
て
異
な
っ
た
意
味
を

も
つ
、
と
指
摘
し
た
。
彼
女
た
ち
は
、
ブ
ー
ク
ロ
ー
の
言
う
よ
う
に
「
暴

露
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
女
は
西
欧
的
な
再
現=

表
象

の
外
部
に
い
る
「
他
者
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
を

措
定
で
き
る
よ
う
な
主
体
の
位
置
を
も
た
な
い
の
だ
か
ら
。
彼
女
た
ち
が

テ
レ
ビ
や
広
告
や
写
真
な
ど
大
衆
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
や
言
語
を
引
用
・
操

作
す
る
の
は
、
そ
も
そ
も
近
代
の
表
象
に
お
け
る
作
家
性
と
い
う
も
の
が

支
配
を
目
的
と
し
た
家
父
長
制
的
な
「
創
造
主
＝
父
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

そ
の
作
家
性
を
拒
否
す
る
か
ら
で
は
な
い
か
18
。
女
性
た
ち
は
、「
流
用
」

に
よ
っ
て
自
ら
の
も
の
に
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
む
し
ろ
流
用
者
た
ち
か
ら

「
没
収
」exp

ro
p
riatio

n

す
る
こ
と
で
、
男
た
ち
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て

き
た
表
象
シ
ス
テ
ム
の
権
力
を
暴
く
の
だ
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　

八
〇
年
代
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
美
術
批
評
を
牽
引
し
、
九
〇
年
代
に
ま
で

大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
れ
ら
男
性
美
術
批
評
家
た
ち
は
、
ブ
ー
ク
ロ
ー

の
よ
う
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
延
長
上
に
立
つ
か
、
ク
リ
ン
プ
や
オ
ー
ウ
ェ
ン

ス
の
よ
う
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
や
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
流
れ
に
与
す
る

か
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
結
局
、
女
性
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
主
体
に
関
し

て
、
い
ず
れ
も
説
得
力
あ
る
理
論
的
支
柱
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
ブ
ー
ク
ロ
ー
の
見
方
に
従
え
ば
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
脱
主
観
が
奉
じ

ら
れ
る
な
か
で
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
背
後
に
一
連
の
男
性
た
ち
の
作
家
性

が
隠
れ
て
い
る
。
一
方
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
の
よ
う
に
ラ
カ
ン
派
精
神
分
析

や
ポ
ス
ト
構
造
主
義
に
依
拠
す
る
な
ら
、
女
性
は
西
欧
の
表
象
秩
序
に
お

け
る
「
他
者
」
と
し
て
、
そ
の
限
界
を
指
差
し
つ
つ
、
文
化
の
な
か
の

自
ら
の
位
置
（
主
体
と
し
て
の
不
在
）
を
暗
示
す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

女
性
は
男
性
の
よ
う
に
作
家
性
に
も
と
づ
く
表
現
に
よ
っ
て
、
安
定
し
た

自
我
や
自
意
識
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
占
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ブ
ル
ー

ド
と
ガ
ラ
ー
ド
に
よ
る
以
下
の
論
述
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
美
術
批
評
に

つ
い
て
あ
る
一
面
の
真
理
を
突
い
て
い
る
だ
ろ
う
。「
女
性
の
ア
ー
ト
上

の
主
観
性
を
め
ぐ
る
理
論
状
況
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の

時
代
に
な
っ
て
も
あ
ま
り
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
。
ラ
カ
ン
派
の
精
神
分
析

や
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
諸
理
論
が
手
を
た
ず
さ
え
、
男
性
の
普
遍
性

に
支
配
さ
れ
た
象
徴
秩
序
や
、
女
性
は
﹃
他
者
﹄
と
し
て
語
る
位
置
を
も

た
な
い
と
い
う
権
力
に
つ
い
て
の
言
説
に
お
い
て
、
女
性
の
主
観
的
エ
ー

ジ
ェ
ン
シ
ー
の
不
可
能
性
を
説
い
て
き
た
の
だ
。」19
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研

究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
女
性
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
作
家
性
を
ま

す
ま
す
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
は
、
ま
さ
に
こ
の
作
家
と
い
う
地

位
が
危
機
に
陥
っ
た
時
代
で
も
あ
り
、
蒐
集
の
技
法
は
、
そ
う
し
た
作
家

性
の
構
築
に
と
っ
て
ウ
ィ
ー
ク
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
危
険
を
孕
ん
で
い
た
の

で
あ
る
。
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そ
の
一
方
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
た
一
九
八
〇
年
代

の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
へ
の
揺
り
返
し
は
、
多
元
主
義
的
な
も
う
ひ
と
つ
の
潮
流

を
う
み
だ
し
、
抑
圧
さ
れ
て
き
た
主
観
性
の
回
復
と
い
う
機
運
を
も
た
ら

し
た
。
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
こ
の
思
潮
は
、
過
去
の
時
代
状
況
や
個
々

の
作
品
を
作
家
の
主
観
表
明
な
い
し
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
探
究
と
い
う
角

度
か
ら
捉
え
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
女
性
た
ち
の
「
蒐
集
ア
ー
ト
」
が
台
頭
し
て
き
た

一
九
七
〇
年
代
は
、
文
学
と
美
術
の
世
界
で
「
新
し
い
主
観
性
」
と
呼
ば

れ
る
傾
向
が
顕
在
化
し
て
き
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
自
伝
的
な
動
機
に
も

と
づ
い
た
テ
ク
ス
ト
や
図
像
が
、
と
り
わ
け
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
盛
ん
に

制
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
20
。
近
年
の
ド
イ
ツ
文
学
研
究
で
は
、
一
九
七
〇

年
代
と
い
う
時
代
が
社
会
批
判
の
六
〇
年
代
に
対
す
る
反
動
や
、
七
〇
年

代
の
極
左
グ
ル
ー
プ
（
赤
軍
派
）
に
象
徴
さ
れ
る
革
命
の
挫
折
に
よ
る
一

種
の
諦
念
か
ら
、「
新
し
い
主
観
性
」
な
い
し
「
新
し
い
内
面
性
」
の
標

語
の
も
と
、
自
己
へ
の
省
察
を
こ
め
た
新
し
い
自
伝
文
学
が
現
れ
た
時
代

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
こ
の
「
内
面
へ
の
後
退
」
は
、
た

ん
な
る
私
的
世
界
へ
の
退
行
で
は
な
く
、「
自
己
の
経
験
や
あ
り
よ
う
へ

の
あ
ら
た
な
注
目
」
の
な
か
に
、
政
治
・
社
会
的
な
状
況
を
踏
ま
え
た
う

え
で
の
当
事
者
性
を
は
ら
ん
で
い
た
21
。
私
的
な
人
間
関
係
を
描
く
こ
と

で
家
庭
や
社
会
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
真
の
」
自
己
経
験
の

源
泉
を
、
と
り
わ
け
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
や
身
体
を
め
ぐ
る
テ
ー
マ
と
し

て
表
現
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
文
学
研
究
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
た
こ
の

よ
う
な
傾
向
は
、
美
術
の
世
界
で
、
と
く
に
女
性
た
ち
の
ア
ー
ト
に
よ
る

自
己
語
り
、
自
己
表
象
と
た
し
か
に
連
動
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

美
術
研
究
者
の
ア
ル
マ=

エ
リ
ー
ザ
・
キ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
現
代
ア
ー
ト

の
領
域
で
蒐
集
の
技
法
に
よ
っ
て
自
伝
的
な
作
品
を
手
掛
け
た
女
性
作
家

と
し
て
ハ
ン
ナ
・
ヘ
ー
ヒ
、
ソ
フ
ィ
ー
・
カ
ル
、
ア
ネ
ッ
ト
・
メ
サ
ジ
ェ

の
三
人
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
、
一
九
七
〇
年
代
の

欧
米
諸
国
で
は
学
生
運
動
の
男
性
中
心
主
義
に
対
す
る
反
発
か
ら
、
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
の
考
え
方
に
共
鳴
し
た
り
影
響
さ
れ
た
り
し
た
女
性
の
ア
ー
ト

が
多
く
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
ベ
ル
リ
ン
在
住

の
ハ
ン
ナ
・
ヘ
ー
ヒ
は
、
戦
前
、
ダ
ダ
の
運
動
に
参
加
し
た
女
性
美
術
家
で
、

そ
の
当
時
に
編
み
だ
し
た
フ
ォ
ト
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
技
法
を
展
開
さ
せ
て

戦
後
も
旺
盛
な
活
動
を
続
け
、
七
〇
年
代
に
は
セ
ル
フ
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
し
た
自
伝
的
大
作
《
人
生
の
図
》（1972–73

、
図
16
）
を

制
作
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ヒ
自
身
が
手
記
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は

け
っ
し
て
自
己
礼
賛
と
し
て
で
は
な
く
、
自
分
の
人
生
を
と
お
し
て
現
代

史
と
女
性
、
そ
し
て
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
表
象
さ
れ
た
女
性
ら
し
さ
に
つ
い

て
分
析
的
に
捉
え
返
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
ヘ
ー

ヒ
は
、
す
で
に
齢
八
〇
歳
を
超
え
て
は
い
た
も
の
の
、
歴
史
的
ア
ヴ
ァ
ン

ギ
ャ
ル
ド
の
生
き
残
り
と
し
て
で
は
な
く
、
七
〇
年
代
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
・

ア
ー
ト
の
同
時
代
作
家
と
し
て
作
品
づ
く
り
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自

己
の
経
験
に
基
づ
い
た
批
評
的
な
想
起
の
か
た
ち
と
し
て
、
こ
れ
も
ま

た
「
新
し
い
主
観
性
」
の
流
れ
に
与
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
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時
代
背
景
を
考
慮
す
る
と
、
ヘ
ー
ヒ
や
メ
サ
ジ
ェ
だ
け
で
な
く

オ
ッ
パ
ー
マ
ン
も
、
こ
う
し
た
大
き
な
う
ね
り
の
な
か
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
〇
〇
七
年
に
開
催
さ

れ
た
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
の
回
顧
展
カ
タ
ロ
グ
に
よ
れ
ば
、
彼
女
は
、

主
体
と
テ
ク
ス
ト
と
作
家
性
に
つ
い
て
当
時
さ
か
ん
に
喧
伝
さ

れ
た
「
作
者
の
死
」
の
考
え
方
に
つ
よ
く
反
対
し
、「
自
分
自
身 

d
as E

igen
e

」
の
重
要
性
を
説
い
て
い
た
と
い
う
22
。
た
だ
し
、

そ
れ
は
け
っ
し
て
独
り
よ
が
り
の
唯
我
主
義
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
他
者
と
の
関
係
性
に
お
い
て
意
味
と
作
用
と
を
構
築
す
る

前
提
が
、
自
己
の
固
有
性
に
あ
る
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
23
。
ポ
ス
ト
構
造
主
義
を
く
ぐ
り
ぬ
け
た
九
〇
年
代
以
降
の

新
し
い
主
体
概
念
で
捉
え
返
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
七
〇
年
代
の

女
性
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
主
張
し
た
主
体
性
は
、
関
係
性
の

網
の
目
の
な
か
で
編
成
さ
れ
て
い
く
も
の
と
し
て
、
作
品
解
読

に
新
た
な
可
能
性
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

既
存
の
イ
メ
ー
ジ
や
テ
ク
ス
ト
、
モ
ノ
な
ど
を
蒐
集
す
る
こ

と
は
、
こ
の
自
己
の
主
体
形
成
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い

う
見
方
が
、
近
年
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
研
究
の
な
か
で
提
起
さ
れ

て
い
る
24
。
蒐
集
さ
れ
た
事
物
は
、
そ
れ
を
集
め
た
主
体
を
指

示
す
る
。
集
め
た
事
物
が
作
家
に
と
っ
て
の
自
伝
的
な
コ
ノ
テ

ー
シ
ョ
ン
を
お
び
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
作
家
の
自
己
語
り
的
な

作
品
に
な
る
の
だ
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
で
も
、
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
は
記
号
の
集
合
体
と
い
う
特
有
の
か
た
ち
で
「
私
」
の
輪
郭

図16　
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を
描
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
ん
に
、
芸
術
作
品
が
す
べ
か
ら
く
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
、
指
示
作
用
を
も
っ
た
決
断
の
痕
跡
と
し
て
作
品
の
周
縁
に

作
家
を
現
前
さ
せ
る
と
い
う
意
味
論
的
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
集
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
事
物
の
反
復
を
と
お
し
て
そ
の
つ
ど
自
己
を
構
築
し
て

い
く
。
蒐
集
と
い
う
技
法
と
、
決
し
て
完
結
す
る
こ
と
の
な
い
作
品
の
構

造
が
、
そ
の
よ
う
に
可
変
的
で
動
的
な
主
体
形
成
を
可
能
に
す
る
の
で

あ
る
25
。
こ
の
よ
う
な
主
体
形
成
の
あ
り
よ
う
は
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、

固
定
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
措
定
し
な
い
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
考
え

方
と
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。（
こ
う
し
た
新
し
い
蒐
集
論
の
知
見
と
し
て
、

近
年
の
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
リ
ヒ
タ
ー
研
究
で
は
、
リ
ヒ
タ
ー
の
《
ア
ト
ラ
ス
》

が
た
ん
な
る
客
観
的
な
写
真
ア
ー
カ
イ
ヴ
で
は
な
く
、
ご
く
個
人
的
で
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
な
視
点
に
繰
り
返
し
立
ち
戻
る
と
こ
ろ
か
ら
、
作
家
の
一
貫

し
た
主
体
の
位
置
を
う
か
が
わ
せ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
26
。）

　

こ
の
よ
う
に
主
観
性
に
つ
い
て
の
新
し
い
見
か
た
や
、
蒐
集
の
技
法
が

主
体
の
形
成
に
関
与
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
提
起
さ
れ
る
に
伴
っ
て
、

作
家
性
と
い
う
概
念
も
新
し
く
定
義
し
な
お
さ
れ
て
く
る
。
女
性
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
・
ア
ー
ト
を
研
究
し
た
先
述
の
キ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
次
の
よ
う
に

論
じ
て
い
る
。
か
つ
て
伝
統
的
な
作
家
性
は
、
自
己
を
中
心
と
し
た
超
越

的
な
創
造
者
と
い
う
啓
蒙
主
義
以
来
の
作
家
観
に
基
づ
い
て
い
た
。
そ
こ

で
の
作
家
は
、
自
己
が
つ
く
り
だ
す
も
の
の
内
的
関
連
や
統
一
性
を
担
保

す
る
主
体
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
知
的
技
術
的
に
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
支
配
す
る
力
と
し
て
の
作
家
性
で
あ
る
。
蒐
集
に
よ
る
作
品

に
つ
い
て
も
、
従
来
は
こ
う
し
た
一
貫
し
て
安
定
し
た
「
閉
じ
た
」
作
家

概
念
が
想
定
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
閉
じ
た
概
念
に
対
し

て
、
女
性
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、
蒐
集
の
主
体
と
し
て
閉
じ
た
り
開
い
た
り
、

と
い
う
傾
向
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
27
。
例
え
ば
、
メ
サ
ジ
ェ
の
《
ア
ル

バ
ム
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
》
の
場
合
、「
私
の
」
と
い
う
自
伝
性
と
主
観
性

に
よ
っ
て
主
体
を
構
築
す
る
一
方
、
一
貫
性
を
も
た
な
い
ロ
ー
ル
プ
レ
イ

ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
の
た
め
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
解
体
さ
れ
る
。「
作

家
は
、
集
め
た
オ
ブ
ジ
ェ
の
な
か
に
現
前
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
蒐
集
を
つ
う
じ
て
自
ら
を
創
造
す
る
が
、
同
時
に
彼
女
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
異
種
混
淆
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に
消
滅
し
て

い
く
の
で
あ
る
。」28

　

で
は
、
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
彼
女
の
蒐
集
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
内
的
意
識
か
ら
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
着
想
か
ら
な
っ
て

い
る
。
自
由
な
連
想
、
脳
内
イ
メ
ー
ジ
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
素
描
、
走
り
書

き
の
メ
モ
、
本
か
ら
の
抜
き
書
き
、
印
刷
物
の
切
れ
端
、
等
々
。
そ
れ
は
、

深
い
瞑
想
に
よ
っ
て
可
能
な
か
ぎ
り
意
識
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
外
し
て
シ

ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
自
動
記
述
の
よ
う
に
無
意
識
に
ま
で
接
近
し
て
い
く

こ
と
と
、
意
識
的
で
理
性
的
な
分
析
を
行
な
う
こ
と
と
の
あ
い
だ
を
往
復

す
る
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
「
心
的
プ
ロ
セ
ス
」
を
可
視
化
し
た
も

の
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
重
層
的
な
意
識
レ
ベ
ル
と
、
そ
こ
か
ら
生
ま

れ
た
り
思
い
出
し
た
り
し
た
言
語
や
イ
メ
ー
ジ
の
―
―
し
ば
し
ば
互
い
に

矛
盾
し
あ
う
―
―
構
成
体
は
、
均
質
で
同
一
性
に
貫
か
れ
た
主
体
で
は
な

く
、
散
り
ぢ
り
に
砕
け
散
っ
た
自
己
を
外
部
に
展
開
し
て
い
く
、
主
体
の

拡
散
で
も
あ
る
。
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
・
ア
ー
ト
は
、
そ
の
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意
味
で
、
蒐
集
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
と
、
拡
散
に
よ
る
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
解
体
と
い
う
相
反
す
る
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
写
真
や
ド

ロ
ー
イ
ン
グ
と
い
っ
た
表
現
媒
体
の
異
種
混
淆
性
や
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
作

品
が
構
造
的
に
も
つ
錯
綜
し
た
空
間
構
成
、
観
者
に
眩
暈
を
起
こ
さ
せ
る

よ
う
な
混
沌
は
、
こ
の
効
果
を
さ
ら
に
増
幅
す
る
29
。
こ
う
し
た
特
徴
か

ら
、
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
に
お
い
て
は
、
作
家
の
主
体
が
閉
じ
た
り
開
い
た
り

す
る
も
の
と
見
な
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５
．
む
す
び

　

最
後
に
こ
の
論
考
の
意
義
に
つ
い
て
、
ひ
と
こ
と
申
し
添
え
た
い
。
発

表
者
が
「
蒐
集
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
の
テ
ー
マ
で
ア
ン
ナ
・
オ
ッ
パ
ー
マ
ン

を
取
り
上
げ
た
の
は
、
蒐
集
の
技
法
を
も
ち
い
て
過
去
の
記
憶
を
表
象
す

る
現
代
ア
ー
ト
を
調
べ
る
過
程
で
彼
女
に
出
会
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、
集
め
た
イ
メ
ー
ジ
や
テ
ク
ス
ト
は
、
誰
の
記

憶
な
の
か
、
と
い
う
蒐
集
の
主
体
論
に
つ
い
て
で
あ
る
。
戦
後
ド
イ
ツ
に

お
い
て
ナ
チ
ズ
ム
や
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
記
憶
を
扱
っ
た
現
代
ア
ー
ト
を
研

究
し
て
い
る
カ
イ=

ウ
ー
ヴ
ェ
・
ヘ
ム
ケ
ン
は
、
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
に
注

目
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
構
成
と
再
構
成
、
あ
る
い
は
別
の

言
い
方
を
す
れ
ば
、
再
話
（
語
り
直
し
）
や
語
り
は
、
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
の

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
な
か
で
緊
密
に
結
び
つ
く
が
、
そ
れ
で
も
な
お
別
々
の

筋
書
き
の
か
た
ち
と
し
て
目
に
見
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
は
、
過
去

の
克
服
と
い
う
問
題
に
お
い
て
均
質
化
（H

o
m

o
gen

isieru
n
g

）
と
し
て

記
述
さ
れ
る
あ
の
メ
ー
ン
ス
ト
リ
ー
ム
の
傾
向
に
抗
っ
て
い
る
の
で
あ

る
」30
。
問
題
の
克
服
の
た
め
に
均
質
化
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も

つ
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
の
指
摘
は
、
本
発
表
で
論
じ
た
女
性
作
家
の

主
体
論
や
「
開
い
た
り
閉
じ
た
り
」
す
る
作
家
性
に
絡
め
て
み
る
と
、
き

わ
め
て
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
の
作
品
は
公
開
さ
れ
て
い

る
も
の
が
極
端
に
少
な
く
、
実
見
に
よ
る
細
部
の
検
証
は
今
後
の
機
会
に

譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
報
告
は
、
蒐
集
・
記
憶
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い

う
問
題
系
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
の
、
ひ
と
つ
の
試
論
で
あ
る
。

註1 

ポ
ミ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、
蒐
集
物
と
は
そ
の
背
後
に
あ
る
不
可
視
の
も

の
と
観
者
を
仲
介
す
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
神
々
に
贈
ら
れ
た
奉
納

物
の
場
合
、
聖
と
俗
を
媒
介
す
る
だ
け
で
な
く
、「
世
俗
の
世
界
の
内

部
自
体
で
、
遠
く
の
も
の
、
隠
さ
れ
た
も
の
、
不
在
の
も
の
を
表
象
す

る
品
物
と
な
る
こ
と
が
で
き
⋮
そ
の
品
物
を
見
る
見
物
人
と
、
品
物
の

起
源
で
あ
る
不
可
視
の
も
の
と
の
仲
介
物
」
で
あ
る
と
い
う
（
ク
シ
シ

ト
フ
・
ポ
ミ
ア
ン
﹃
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
―
―
趣
味
と
好
奇
心
の
歴
史
人
類

学
﹄
吉
田
城
・
吉
田
典
子
訳
、
平
凡
社
、
一
九
九
二
、
四
〇
頁
）

2 
G

ü
n

te
r M

e
tk

e
n

, “Sc
h

ö
n

e
 W

isse
n

sc
h

afte
n

 o
d

e
r d

ie 
A

rch
äo

lo
g

ie d
es H

u
m

an
en

”,  A
u

sst.–K
at. D

o
cu

m
en

ta 6
, 

1977, S.  254–255
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3 
A

n
n

a O
p

p
erm

an
n

（1940–93

）
ハ
ン
ブ
ル
ク
造
形
大
学
と
ハ

ン
ブ
ル
ク
大
学
で
学
ぶ
。
一
九
七
七
年
ド
ク
メ
ン
タ
６
、一
九
八
〇

年
ベ
ニ
ス
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
、
一
九
八
七
年
ド
ク
メ
ン
タ
８
に
出

品
。
一
九
八
二
―
一
九
九
〇
年
、
ヴ
ッ
パ
タ
ー
ル
・
ベ
ル
ク
大
学
教
授
。

一
九
〇
〇
―
一
九
九
三
年
、
ベ
ル
リ
ン
芸
術
大
学
教
授
。

4 
„A

n
n

a O
p

p
erm

an
n

 : R
evisio

n
en

 d
er En

sem
b

leku
n

st“, W
ü

r-
ten

b
ergisch

er K
u

n
stverein

, Stu
ttgart, 17.5–12.8.2007

/“A
n

-
n

ette M
essager. Le M

essagers“,C
en

tre P
o

m
p

id
o

u
, P

aris, 
6.6– 17. 9. 2007

5 

ア
ン
ナ
・
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
「
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
と
は
な
に
か
？
」、
初

出
： K

u
n

stfo
ru

m
 In

tern
a

tio
n

a
l , 28, 4 / 1978, S.148–160, 

再

録
：U

te V
o
rk

o
ep

er (H
g
.), A

n
n

a
 O

p
p

erm
a

n
n

,E
n

sem
b
les 

1
9

6
8

–1
9

9
2

, W
ü

rten
b

ergisch
er K

u
n

stverein
, Stu

ttgart, H
at-

je C
an

tz, 2007, S.110–111
6 O

p
p

erm
an

n
, ”D

as, w
as ich

 m
ach

e, n
en

n
e ich

 E
n

sem
b

le”, 
H

erb
ert H

o
ssm

an
n

(H
g.),  A

n
n

n
a

 O
p
p
erm

a
n

n
–E

n
sa

m
gles 

1
9

6
8

 b
is 1

9
8

4
, A

u
sst.–K

at. K
u

n
stverien

 H
am

b
u

rg, B
o

n
n

er 
K

u
n

st–verein
, H

am
b

u
rg/B

rü
ssel, 1984, S.28

7 

メ
ト
ケ
ン
は
、ド
ク
メ
ン
タ
の
カ
タ
ロ
グ
に
書
い
て
い
る
。「
ア
ン
ナ
・

オ
ッ
パ
ー
マ
ン
に
あ
っ
て
は
、
ひ
と
つ
の
素
朴
な
植
物
に
つ
い
て
の
熟

考
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
複
製
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
そ
の
長
時
間
に

わ
た
る
思
考
と
作
業
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
解
読
可
能
な
瞑
想
の
風

景
、
す
な
わ
ち
自
然
と
省
察
と
の
あ
い
だ
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
、
芸

術
家
と
し
て
の
自
己
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。」
メ
ト
ケ

ン
前
掲
書
、S.255

8 
B

eatrice vo
n

 B
ism

arck, ”A
ren

a A
rch

ive”, in
:. In

tera
rch

ive,  
A

u
sst.–K

at. K
u

n
strau

m
 d

er U
n

iversität Lü
n

eb
u

rgm
 K

ö
ln

, 

2002
, S.113–119,

 

引
用
部
分
は
、S.113

9 

メ
サ
ジ
ェ
は
さ
ら
に
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
ア
ル
バ
ム
に
収
め
た
素
材

を
も
と
に
、
一
つ
ず
つ
抽
出
し
額
装
し
た
壁
面
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン

型
の
、
独
立
し
た
作
品
も
作
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
メ
サ
ジ
ェ
の
ア

ル
バ
ム
は
、
作
品
制
作
の
た
め
の
素
材
ス
ク
ラ
ッ
プ
帳
な
い
し
素
材
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
ひ
と
つ
の
作
品
で
も
あ
る
。

10 
N

o
rb

e
rt Jo

c
k

s, A
n

n
ette M

essa
ger,  K

ö
ln

, 2
0

0
1

, S3
1 

(K
ittn

er: V
isu

elle A
u

to
b
io

gra
p
h

ien
,  S.155 

で
の
引
用)

11 

ト
ニ
ー
・
ゴ
ド
フ
リ
ー
﹃
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
﹄
木
幡
和

枝
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
二
八
一
―
二
八
二
頁
。

12 

ボ
ル
タ
ン
ス
キ
ー
は
さ
ら
に
八
〇
年
代
後
半
に
は
、
顔
写
真
な
ど
単

一
の
要
素
を
集
積
し
た
ア
ー
カ
イ
ヴ
作
品
で
、
さ
ら
に
ミ
ニ
マ
ル
で
陰

鬱
な
作
風
に
移
行
し
て
い
っ
た
。
こ
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
ボ
ル
タ
ン

ス
キ
ー
自
身
に
よ
る
回
想
を
参
照
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ボ
ル
タ
ン
ス
キ
ー

／
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
グ
ル
ニ
エ
﹃
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ボ
ル
タ
ン
ス
キ
ー
の

可
能
な
人
生
﹄
佐
藤
京
子
訳
、
水
声
社
、
二
〇
一
〇
年
、
と
く
に
五
〇

頁
と
一
六
八
頁
を
見
よ
。

13 

同
展
カ
タ
ロ
グ
：Z

orn
 u

n
d

 Z
ä

rtlich
keit ; A

n
n

a
lies K

lopha
u

s

・

In
geborg Lü

sch
er

・A
n

n
ette  M

essa
ger

・A
n

n
a

 O
pperm

a
n

n

・

Fried
erike P

ezold
,  Z

ü
rich

; M
aegh

t, 1980

14 
N

o
rm

a B
ro

u
d

e/M
ary D

.G
arrard

 (ed
.),  R

ecla
im

in
g Fem

a
le 

A
gen

cy ; Fem
im

ist A
rt H

istory a
fter P

ostm
od

ern
ism

, U
n

iversity 

o
f C

alifo
rn

ia P
ress, p

.17

15 
D

o
u

glas C
rim

p
, “A

p
p

ro
p

riatio
n

g A
p

p
ro

p
riatio

n
” 1982 (fo

r 
catalo

gu
e o

f Im
a

ge Sca
ven

gers : P
h

o
to

gra
p
h
y), rep

rin
ted

  
in

 : C
rim

p
, O

n
 th

e M
u

seu
m

’s R
u

in
s, M

IT
 P

ress,1993
16 

B
e

n
jam

in
.H

.D
.B

u
c

h
lo

h
, ”A

lle
g

o
ric

al P
ro

c
e

d
u

re
s : 
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A
p

p
ro

p
riatio

n
 an

d
 M

o
n

tage  in
 C

o
n

tem
p

o
rary A

rt”, in
 : 

A
rtfo

ru
m

, N
r.1/ 1982

17 
C

raig O
w

en
s, “T

h
e D

isco
u

rse o
f O

th
ers : Fem

in
ists an

d
 

P
o

stm
o

d
ern

ism
”, 1

9
8

3
, in

 : O
w

en
s , B

eyo
n

d
 R

eco
gn

itio
n

, 

B
erk

eley
/O

xfo
rd

, 1992

（
ク
レ
イ
グ
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
「
他
者
の
言

説
―
―
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」、
ハ
ル
・
フ
ォ
ス
タ
ー

編
﹃
反
美
学
﹄
勁
草
書
房
、
一
〇
四
―
一
四
四
頁
）

18 

オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
は
、
女
性
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
シ
ェ
リ
ー
・
レ
ヴ
ィ
ン

が
男
性
写
真
家
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
写
真
を
借
用
し
て
作
品

制
作
を
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
彼
女
が
作
者
で
あ
る
こ
と
を
拒

否
す
る
の
は
、
実
は
作
品
の
﹃
父
﹄
と
し
て
の
創
造
者
、
つ
ま
り
法
に

よ
っ
て
作
者
に
帰
せ
ら
れ
る
父
親
的
権
利
を
拒
否
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
」
と
述
べ
て
い
る
。（
オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
前
掲
書
、
邦
訳
一
三
二
頁
）

19 
N

o
rm

a B
ro

u
d

e/M
ary D

.G
arrar(ed

.), p
.4

20 
A

lm
a–Elisa K

ittn
er, V

isu
elle A

u
to

b
io

gra
p
h

ien
–Sa

m
m

eln
 

a
ls Selb

sten
tw

u
rf b

ei H
a

n
n

a
h

 H
ö
ch

, So
p
h

ie C
a

lle u
n

d
 

A
n

n
ette M

essa
ger , B

ielefeld
 : tran

scrip
t V

erlag,2009,S.54

21 
M

artin
a W

agn
er–E

gelh
aaf,  A

u
to

b
io

gra
p
h

ie,  Stu
ttgart/

W
eim

ar : J. B
. M

etzler, 2000, S.190

22 
H

an
s D

. C
h

rist u
n

d
 Iris D

ressler, “E
in

 K
o

m
m

en
tar, kein

 
V

o
rw

o
rt“, U

te
 V

o
rk

o
e

p
e

r (H
g

.), o
p

. c
it.

（
注
5
）, A

n
n

a
 

O
pperm

a
n

n
, E

n
sem

bles 1
9

6
8

–1
9

9
2
, S. 13,

文
末
注
7
を
参
照
。 

23 

オ
ッ
パ
ー
マ
ン
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
新
表
現
主
義
と
い
わ

れ
る
、
多
分
に
主
観
的
な
寓
意
に
も
と
づ
く
内
面
表
出
的
な
絵
画
が
美

術
界
を
席
巻
す
る
と
、
そ
の
大
仰
な
身
振
り
を
批
判
し
た
ア
ン
サ
ン
ブ

ル
《
パ
ト
ス
ゲ
ス
テ
》（
熱
情
の
身
ぶ
り
）
を
制
作
し
て
い
る
。

24 
K

ittn
er, S.12–14

25 

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
天
野
知
香
氏
か
ら
出
さ
れ

た
問
題
提
起
と
し
て
、
蒐
集
に
限
ら
ず
他
の
手
法
に
お
い
て
も
作
品
制

作
の
行
為
そ
の
も
の
の
な
か
で
、
不
断
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
主
体

形
成
の
反
復
的
プ
ロ
セ
ス
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
攪
乱
的
な
契

機
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
た
し
か
に
新

し
い
作
家
概
念
の
地
平
は
、
幅
広
い
制
作
行
為
の
な
か
に
見
出
せ
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
本
論
で
は
あ
く
ま
で
美
術
作
品
一
般
か
ら

区
別
さ
れ
る
蒐
集
ア
ー
ト
独
自
の
作
家
性
に
つ
い
て
論
じ
た
。

26 
K

ai–U
w

e H
em

k
en

, “D
ie V

erm
essu

n
g
 d

er U
n
ü
b
ersich

tli-

ch
en

 : D
er « A

tlas» vo
n
 G

erh
ard

 R
ich

ter“, K
u

n
st– U

n
terrich

t, 

H
eft285 /286 /2004, S. 31

27 
K

ittn
er, S. 210–213

28 
Eb

d
. S.215

29 

近
年
の
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
研
究
が
し
ば
し
ば
指
摘
す
る
こ
と
だ
が
、
視

る
主
体
と
、
向
き
合
う
客
体
と
の
主
客
関
係
の
距
離
を
撹
乱
し
、
消
滅

さ
せ
る
こ
の
主
客
の
融
合
は
、
一
点
透
視
図
法
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て

き
た
「
視
る
主
体
」
を
解
体
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
リ
ヒ
タ
ー
の
《
ア

ト
ラ
ス
》
が
客
観
的
な
イ
メ
ー
ジ
蒐
集
の
外
観
を
と
り
な
が
ら
、
そ
の

実
、
作
者
の
主
観
性
、
一
貫
し
た
主
体
と
い
う
も
の
の
存
在
を
感
じ
さ

せ
る
の
と
は
対
照
的
に
、
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
構
造
は
、

ひ
と
つ
の
視
点
に
よ
っ
て
取
り
集
め
ら
れ
た
内
的
連
関
と
い
う
も
の
を

も
た
な
い
。

30 
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Collecting ready-made objects, images, or texts to compose them 

into a work of art is a very popular practice in contemporary art today. 

The artworks based on this technique, usually categorized as collage or 

assemblage, can be redefined as “collection art”. However, reception of the 

technique of collection has been gender-biased in Western art and cultural 

history. Among critics, the act of collecting has connoted elements of both 

masculinity and femininity, being masculinized or feminized according to the 

cultural value of the collected. When evaluating collection in contemporary 

art, especially in the 1970s, femininity was closely related to subjectivity 

and the lack of constructive unity. This paper essays a reconsideration of 

the women’s art of that time, focusing on Anna Oppermann, the German 

collection-artist based in Hamburg, as compared with her contemporary, the 

French artist Annette Messager.

At the beginning of the 1970s, Anna Oppermann started to exhibit 

her works, which were composed of her texts and objects collected by 

means of free association or as citations from advertisements and scholarly 

texts. She produced more than sixty installations of this kind during her 

lifetime, collectively calling them “Ensembles”. Also in the 1970s, Annette 

Messager, a Paris-based artist, was creating her Album Collections series, 

a number of hand-made books that gathered daily memorandums, mass-

media photographs, her own drawings, etc. There are some similarities 

between these two artists: their works are made up of miscellaneous 

hybrid materials. While being based on the High Art principle of collage/

montage, their ways of producing works in fact depended on the methods 

of handicrafts, such as pasting, knitting, scratching, sampling (of wool), or 

Gendering the Technique of Collection
in Contemporary Art:

Toward a New Subjectivity and Authorship

KAGAWA, Mayumi
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building fragile constructions with boards and canvas. Furthermore, contrary 

to the modernist trajectory of non-subjectivity, the artists scribbled their 

own statements in their works. All these characteristics were adopted in 

order to convey women’s diverse private experiences, in opposition to 

the anonymous and reductive masculinity of the Minimalism of that time. 

However, there is a distinctive difference between the two artists. Messager 

is role-playing in her collections, i.e. experimenting with various women’s 

gender roles so that her identity is not fixed, but open, whereas Oppermann 

collects material from her inner psychic processes as well as the outside 

world, oscillating between the two areas. As a result, Oppermann’s work was 

viewed by experts on contemporary art as self-indulgent and criticized as 

“subjective and narcissistic”. 

In the USA at the beginning of the 1980s, there was a debate concerning 

the “impossibility of subjecthood” or the “denial of authorship” of women 

artists who “appropriate” mass-media images. Within the paradigm of this 

theoretical discourse, there was no place for the subjective agency of 

women. However, some feminist art historians in Germany have proposed 

a new vision of subjectivity which connects the self and the outer world, 

and a new concept of authorship that is not based on the conventional 

power of “mastery”. Given these new notions, Opperman’s “Ensemble” can 

be interpreted as a work of art that constructs a flexible representational 

subject, oscillating between openness and closure, because it collects 

materials by means of both conscious analysis and unconscious association.   
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