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講
演
の
主
旨
は
、ア
ー
ト
作
品
や
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
、そ
し
て
自
然
物
な

ど
の
「
物
質
」と
観
客
や
読
者
、そ
し
て
作
者
な
ど
の
「
人
間
」が
出
会

う
瞬
間
、そ
の
「
出
来
事
」に
沿
っ
て
立
ち
現
れ
る
「
唯
物
論
的
時
間
」

の
「
諸
形
式
」を
考
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

複
数
の
時
間
が
同
時
に
流
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
経
験
、そ
し
て
そ
れ

に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
主
体
と
物
質
と
の
相
互
干
渉
的
な
関
係
性
に
関

心
を
注
い
で
い
る
。こ
の
出
会
い
の
時
間
、あ
る
い
は
出
会
い
の
中
に
流

れ
る
時
間
を
「
唯
物
論
的
時
間
」と
呼
ぶ
。そ
れ
は
異
種
混
交
な
時
間
で

あ
り
、複
数
の
時
間
の
混
成
物
、コ
ラ
ー
ジ
ュ
か
も
し
れ
な
い
。こ
の
時

間
が
私
（
主
体
）と
物
（
客
体
）と
の
関
係
を
ど
う
構
成
す
る
か
、そ
し

て
そ
こ
に
物
や
私
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
が
ど
う
作
り
出
さ
れ
る
の
か
が

問
題
な
の
で
あ
る
。

　

提
示
さ
れ
た
五
つ
の
例
は
、啓
蒙
時
代
に
は
主
体
と
客
体
が
分
割
さ

れ
つ
つ
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
自
明
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、そ
れ
を
再
び

近
づ
け
て
く
れ
る
よ
う
な
物
質（
と
し
て
）の
時
間
を
経
験
さ
せ
、知（
エ

ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
）と
存
在
（
オ
ン
ト
ロ
ジ
ー
）が
、図
ら
ず
も
勝
手
に

相
互
干
渉
し
あ
っ
て
し
ま
う
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
で
シ
ン
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
な

時
間
性
の
諸
様
態
を
さ
ら
け
だ
す
。

　

鑑
賞
者
は
、絵
画
や
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
見
る
際
、こ
の
別
種

の
「
時
間
性
」を
経
験
す
る
こ
と
に
な
り
、そ
れ
に
よ
っ
て
物
質
と
し
て

の
自
分
を
経
験
し
た
り
、見
て
い
る
物
質
の
表
面
に
流
れ
る
複
数
の
時

間
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
時
間
へ
の
注
視
は
、人
間
の
物
質

化
（
奴
隷
の
正
当
化
）と
そ
れ
を
支
え
る
視
覚
文
化
の
様
態
を
暴
き
、主

体
/
客
体
や
動
物
/
非
動
物
の
境
界
を
越
え
て
、唯
物
的
存
在
で
あ
る

我
々
自
身
を
変
容
す
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、我
々
が
物
質
を
見
る
の
で
は
な
く
、物
質
が
我
々
に
唯
物

論
的
な
眼
を
与
え
て
く
れ
る
。そ
し
て
、物
質
は
我
々
の
時
間
を
挑
発
す

る
事
を
認
識
せ
よ
と
述
べ
て
い
る
。そ
の
際
に
、時
間
こ
そ
が
我
々
の
真

の
他
者
な
の
だ
。そ
の
出
会
い
の
契
機
は
物
質
の
中
に
あ
る
。

　

こ
の
出
会
い
の
具
体
例
を
様
態
と
し
て
五
つ
あ
げ
て
い
る
。ま
ず
、第

一
に
物
質
的
対
象
の
時
間
。化
石
な
ど
の
自
然
の
物
質
が
喚
起
す
る
、

物
質
を
通
り
過
ぎ
る
時
間
と
そ
れ
を
鑑
賞
し
評
価
す
る
鑑
賞
者
の
時

間
。第
二
に
イ
メ
ー
ジ
の
時
間
。マ
ヤ
の
石
碑
に
あ
る
、テ
ク
ス
ト
と
イ

メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
描
き
込
ま
れ
た
二
重
・
三
重
の
時
間
を
、イ
コ
ノ
グ

ラ
フ
ィ
ー
の
論
理
で
テ
ク
ス
ト
分
析
す
る
鑑
賞
者
が
捕
え
る
時
間
と
、

そ
れ
を
覆
す
ラ
イ
ム
ス
ト
ー
ン
と
い
う
物
質
に
刻
み
込
ま
れ
た
時
間
。

第
三
に
、ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
時
間
。ア
ル
ト
ド
ル
フ
ァ
ー
の
描
線
の
物
質

性
は
鑑
賞
者
の
解
釈
の
ペ
ー
ス
を
遅
ら
せ
、そ
し
て
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の

複
数
回
の
印
刷
と
具
体
的
印
刷
技
法
の
調
節
に
よ
っ
て
生
じ
る
効
果
は

い
ず
れ
も
、読
も
う
と
す
る
鑑
賞
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
物
質
的

側
面
が
サ
イ
ン
と
し
て
働
く
。ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
自
分
の
時
間
を
作
品

中
に
書
き
込
み
、そ
れ
が
鑑
賞
者
の
解
釈
と
時
間
に
介
入
す
る
例
で
あ

る
が
、同
時
に
見
る
者
の
選
択
的
視
覚
を
問
題
化
さ
せ
る
。複
数
の
レ
イ

ヤ
ー
が
あ
る
の
に
、あ
る
一
つ
の
意
味
を
選
択
し
て
し
ま
う
こ
と
。そ
れ

は
見
る
者
に
よ
る
物
質
的
時
間
へ
の
積
極
的
介
入
が
あ
る
こ
と
を
証
言

基
調
講
演
　
唯
物
論
的
時
間

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
バ
ー
ナ
ー
ド
カ
レ
ッ
ジ
教
授
　
キ
ー
ス
・
モ
ク
シ
ー

し
、そ
の
選
択
的
思
考
と
介
入
の
様
態
を
暴
く
の
で
あ
る
。読
者
に
よ
る

選
択
的
読
み
取
り
で
何
が
読
み
取
ら
れ
る
か
が
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
エ
ー

ジ
ェ
ン
シ
ー
を
構
成
す
る
。

　

そ
し
て
現
代
、フ
ィ
ン
チ
の
例
は
、モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
目
的
性
へ
の
ポ
ス

ト
モ
ダ
ン
的
挑
戦
で
あ
る
。モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
作
品
の
表
面
に
お
い
て
抽

象
性
を
平
面
化
す
る
作
業
で
あ
り
、形
式
と
内
容
を
等
価
に
し
、更
に
均

一
化
す
る
が
、フ
ィ
ン
チ
の
作
品
は
そ
の
人
工
的
制
作
性
を
隠
さ
な
い
。

こ
の
物
の
前
景
化
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
表
象
不
可
能
な
経
験
は
、再

現
さ
れ
た
雲
が
実
際
に
訪
問
当
日
に
存
在
し
た
雲
と
一
致
し
な
い
こ

と
を
鑑
賞
者
に
気
づ
か
せ
る
。も
し
仮
に
再
現
さ
れ
た
雲
が
本
物
と
同

じ
も
の
と
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
鑑
賞
者
自
身
の
関
与
に

よ
っ
て
想
定
で
き
る
当
日
の
状
況
が
付
加
さ
れ
、想
像
さ
れ
た
雲
に
過

ぎ
な
い
こ
と
を
、人
工
的
で
日
常
的
な
物
で
あ
る
洗
濯
バ
サ
ミ
は
気
づ

か
せ
る
の
で
あ
る
。だ
か
ら
こ
そ
、作
品
の
人
工
性
・
物
質
性
（
こ
こ
で

は
、あ
り
ふ
れ
た
洗
濯
バ
サ
ミ
等
）は
隠
さ
れ
ず
、む
し
ろ
そ
れ
に
気
付

く
よ
う
に
作
品
が
配
置
・
制
作
さ
れ
て
い
る
。ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
例
で

あ
る
が
、そ
の
本
質
は
唯
物
論
的
時
間
へ
の
気
付
き
を
促
す
こ
と
に
あ

る
。

　

対
象
と
そ
れ
を
鑑
賞
す
る
主
体
と
の
関
係
が
、複
数
の
唯
物
論
的
時

間
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
な
か
で
の
、ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
鑑
賞
者
の

エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
に
な
る
。我
々
鑑
賞

者
が
対
象
と
時
空
を
越
え
て
取
り
結
び
得
る
関
係
を
再
体
験
、そ
し
て
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脱
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

脱
構
築
の
結
果
、対
象
の
時
間
の
「
他
者
性
」が
、「
我
々
自
身
の
時
間

の
な
か
で
の
弱
く
不
確
か
な
位
置
」を
暴
く
の
だ
が
、そ
の
よ
う
な
我
々

自
身
の
不
確
か
な
位
置
は
、啓
蒙
と
植
民
地
主
義
、そ
し
て
視
覚
文
化
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
最
後
の
議
論
で
、よ
り
先
鋭
に
論
じ
ら
れ
る
。

　

啓
蒙
主
義
の
時
代
の
視
覚
の
様
態
と
ミ
メ
ー
シ
ス
の
制
度
が
奴
隷
を

た
ん
な
る
物
質
と
見
る
こ
と
を
可
能
と
さ
せ
る
条
件
と
な
っ
た
。啓
蒙

主
義
の
時
代
の
視
覚
の
様
態
と
ミ
メ
ー
シ
ス
の
制
度
が
奴
隷
を
た
ん
な

る
モ
ノ
と
し
て
見
る
こ
と
を
可
能
と
さ
せ
る
条
件
と
な
っ
た
こ
と
を
モ

ク
シ
ー
は
指
摘
す
る
。西
洋
の
言
葉
が
通
じ
ず
、信
じ
る
宗
教
も
な
く
、

進
ん
だ
文
明
が
産
み
出
し
た
機
器
を
持
た
な
い
野
蛮
な
生
活
を
過
ご
す

植
民
地
の
原
住
民
は
人
間
で
は
な
い
単
な
る
モ
ノ
と
化
す
。原
住
民
は

西
洋
の
基
準
を
当
て
は
め
る
限
り
で
主
体
と
し
て
の
人
間
と
は
言
え

ず
、基
準
か
ら
漏
れ
た
彼
ら
は
人
間
と
し
て
扱
う
必
要
の
な
い
単
な
る

モ
ノ
と
し
て
見
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。こ
の
考
え
を
敷
衍
す

る
と
、特
定
の
視
覚
文
化
よ
っ
て
植
民
地
主
義
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
、

す
な
わ
ち
植
民
地
主
義
は
啓
蒙
主
義
的
視
覚
文
化
の
構
造
的
帰
結
な
の

で
あ
る
。

　

こ
の
人
間
と
物
質
の
同
一
化
と
均
一
化
、そ
し
て
透
明
化
を
こ
そ
問

題
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
に
は
「
唯
物
論
的
時
間
」を
理
論
化

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。し
か
し
、そ
れ
は
決
し
て
人
間
と
物
質
あ
る

い
は
主
体
と
客
体
を
差
異
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、物
質
が
可
能
と
さ

せ
る
固
有
の
相
互
干
渉
の
あ
り
方
を
見
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

　

こ
の
唯
物
論
的
転
回
に
お
い
て
は
、ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
で
は
物
質
が
語

る
と
い
う
の
で
は
な
く
、物
質
は
つ
ね
に
語
る
も
の
で
あ
り
独
自
の
時

間
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、そ
の
物
質
の
語
り
を
透
明
に
し
て
し
ま
う

視
覚
的
制
度
が
あ
っ
た
こ
と
。ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
作
品
は
そ
の
隠
蔽
の

歴
史
を
暴
き
、物
質
の
時
間
を
改
め
て
経
験
さ
せ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

昨
年
、ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文

化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
、「
明
治

日
本
の
産
業
革
命
遺
産
」を
取

り
上
げ
、視
覚
と
展
示
の
視
点

か
ら
、世
界
遺
産
へ
の
登
録
が
、

近
代
日
本
と
い
う
国
家
創
設
の

神
話
の
再
生
産
で
あ
る
こ
と

を
問
題
視
す
る
。発
表
の
前
提
と
し
て
、展
示
が
見
る
者
に
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
と
し
て
働
き
か
け
る
点
、展
示
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
、過
去

が
、現
在
の
要
請
に
よ
り
構
築
さ
れ
る
点
を
確
認
し
て
お
く
。ロ
ー
ラ

ジ
ェ
ー
ン
・
ス
ミ
ス
は
、「
遺
産
は
、ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、記
憶
、場
所

や
所
属
の
感
覚
を
構
築
、再
構
築
す
る
文
化
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ

る
」と
主
張
し
て
い
る
。

　
「
明
治
日
本
の
産
業
革
命
遺
産
」に
は
、「
製
鉄
・
鉄
鋼
、造
船
、石
炭

産
業
」の
副
題
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、一
八
五
〇
年
代
か
ら
一
九
一
〇

年
ま
で
に
建
設
さ
れ
た
高
炉
、造
船
施
設
、邸
宅
、炭
坑
跡
な
ど
、

二
十
三
箇
所
の
構
成
遺
産
か
ら
な
る
シ
リ
ア
ル
・
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
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と
い
う
形
を
と
る
。こ
れ
ら
は
、日
本
が
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
は
異
な

り
植
民
地
化
を
免
れ
、欧
米
を
モ
デ
ル
と
し
た
急
速
な
産
業
化
・
近
代

化
を
達
成
し
た
と
い
う
物
語
を
展
開
す
る
。強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、

欧
米
に
留
学
し
た
薩
摩
、長
州
の
若
き
サ
ム
ラ
イ
た
ち
が
指
導
者
と

な
っ
て
日
本
の
近
代
化
を
牽
引
し
た
点
で
あ
る
。産
業
施
設
で
は
な
い

山
口
県
萩
市
の
松
下
村
塾
が
構
成
遺
産
に
含
ま
れ
た
こ
と
に
は
、こ
う

し
た
背
景
が
あ
る
。し
か
し
、吉
田
松
陰
の
拡
張
論
者
と
し
て
の
側
面

や
、植
民
地
化
を
免
れ
た
日
本
が
、ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
を
植
民
地

化
し
て
い
っ
た
こ
と
に
、「
明
治
日
本
の
産
業
革
命
遺
産
」は
触
れ
て
い

な
い
。こ
れ
は
、自
民
族
中
心
で
、排
他
的
な
発
想
で
あ
る
。

　
「
明
治
日
本
の
産
業
革
命
遺
産
」で
は
、こ
の
よ
う
な
修
正
主
義
的
な

歴
史
観
が
可
視
化
さ
れ
、ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
に
よ
り
承

認
・
正
典
化
さ
れ
、保
存
、展
示
に
よ
っ
て
国
民
の
集
合
的
記
憶
と
し

て
成
型
さ
れ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。そ
こ
か
ら
は
、強
制
労
働
の
対

象
と
な
っ
た
朝
鮮
人
、中
国
人
、連
合
軍
捕
虜
を
は
じ
め
、搾
取
さ
れ
た

人
た
ち
、差
別
や
抑
圧
さ
れ
た
人
た
ち
の
記
憶
が
抜
け
落
ち
て
い
る
。

文
化
遺
産
に
よ
る
展
示
が
排
除
に
つ
な
が
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

国
連
機
関
の
一
つ
で
あ
る
ユ
ネ
ス
コ
の
参
加
主
体
は
国
家
で
あ
り
、

超
国
家
的
な
発
想
を
求
め
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。ポ
ス
ト
・
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
時
代
に
見
合
う
思
考
の
転
換
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。


