
でで
『関
J催
ヶさ
jレ才L

「た
す国
l 際
ド美
旦術
記史
憶学
か会

マ
イ
ケ
ル
・
フ
リ
ー
ド

の
マ
、
不
強
酬
と

そ
の
ア
ポ
リ
ア

一
九
九
七
年
九
月
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

ら
忘
却
へ
一
マ
ネ
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
絵
画
の
起
源
」
と
題
す
る
講
演

を
行
っ
た
。
ほ
か
の
分
科
会
と
平
行
し
た
発
表
だ
っ
た
が
、
割

り
当
て
ら
れ
た
総
会
大
講
堂
は
満
席
の
盛
況
。
世
界
各
国
か

ら
の
参
加
者
た
ち
の
大
多
数
が
、
こ
の
カ
リ
ス
マ
の
講
演
に
、
ほ

と
ん
ど
異
様
な
ま
で
の
期
待
を
抱
い
て
い
た
。

」
の
晴
れ
舞
台
で
フ
リ
ー
ド
は
、
前
年
に
刊
行
し
て
い
た
『
マ

ネ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
』
の
中
心
的
命
題
を
、
会
議
の
主
題
「
記
憶
と

忘
却
」
に
即
し
て
提
出
し
た
。
そ
れ
を
一
言
で
要
約
す
れ
ば
、

一
八
六
三
年
の
世
代
と
フ
リ
ー
ド
の
名
付
け
る
マ
ネ
、
フ
ァ
ン
タ

ン
H
ラ
ト
ゥ
l
ル
、
ル
グ
ロ
ら
が
、
か
つ
て
の
巨
匠
た
ち
を
想
起
さ

せ
る
制
作
に
心
血
を
注
い
だ
の
に
対
し
、
そ
れ
以
後
の
い
わ
ゆ

る
印
象
派
の
世
代
は
、
も
は
や
そ
う
し
た
か
つ
て
の
巨
匠
た
ち

を
忘
却
し
て
し
ま
っ
た
、
と
す
る
仮
説
で
あ
る
。

マ
ネ
の
《
草
上
の
昼
食
》
は
ラ
フ
ァ
エ
ル
ロ
の
失
わ
れ
た
作
品
で

マ
ル
カ
ン
ト
l
ニ
オ
・
ラ
イ
モ
ン
デ
ィ
の
版
画
に
よ
り
知
ら
れ
る

《
パ
リ
ス
の
審
判
》
の
一
部
を
引
き
写
し
、
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
も
テ

ィ
チ
ア
l
ノ
の
《
ウ
ル
ピ
ノ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
》
の
焼
き
直
し
。
さ
ら

に
フ
リ
ー
ド
は
当
時
ボ
ッ
テ
ィ
チ
エ
ル
リ
に
帰
さ
れ
て
い
た
〈
ヴ
イ

ー
ナ
ス
と
=
一
人
の
プ
ッ
ト
I
V
を
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
の
観
衆
を
直
視

す
る
視
線
の
一
源
泉
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
マ
ネ
を
プ
リ
ミ
テ

F

F

M

、
1
1
u〉
U7
・5
1
1
J
百

2
・C
一
ァ
;
、
、
ノ
川
川
口
汗
叫

マ
ネ
「
と
」
印
象
派

最
近
の
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
研
究
へ
の
批
判
的
展
望

稲
賀
繁
美

ィ
ヴ
と
み
る
観
念
連
合
の
形
成
と
関
連
づ
け
る
。

だ
が
こ
う
し
た
古
典
参
照
は
、
マ
ネ
ひ
と
り
に
特
異
な
現
象

で
は
な
い
。
同
様
に
フ
ァ
ン
タ
ン
H
ラ
ト
ゥ
l
ル
の
《
ド
ラ
ク
ロ
ワ
礼

讃
》
(
一
八
六
四
)
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ド
・
シ
ャ
ン
パ
1
ニ
ユ
の
《
同

業
組
合
主
事
と
パ
リ
市
判
事
た
ち
》
(
一
六
四
七
|
四
八
)
を

下
敷
き
に
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
過
去
の
巨
匠
の
記
憶
と
の
比

較
は
、
当
時
の
美
術
批
評
に
頻
出
す
る
修
辞
で
も
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
ク
l
ル
ベ
に
は
見
ら
れ
な
い
現
象
だ
|
|
と
フ
リ
ー
ド

は
宣
告
す
る
。

だ
が
、
フ
リ
ー
ド
の
こ
の
提
案
は
、
最
初
か
ら
単
な
る
杜
撰

さ
で
は
片
付
か
ぬ
強
引
さ
を
露
呈
し
て
い
る
。
ま
ず
、
ほ
か
で

も
な
い
一
八
六
三
年
に
ク
l
ル
ベ
が
サ
ロ
ン
に
出
展
し
た
《
法
話

の
帰
り
道
》
は
、
教
会
へ
の
露
骨
な
当
て
こ
す
り
ゆ
え
、
目
論
み

ど
お
り
落
選
と
な
っ
て
、
か
え
っ
て
話
題
を
撒
い
て
い
た
。
す
で

に
ク
ラ
ウ
ス
・
ヘ
ル
デ
ィ
ン
グ
も
指
摘
し
た
と
お
り
、
こ
れ
は
ア
ゴ

ス
テ
ィ
l
ノ
・
デ
ィ
・
ム
l
ジ
・
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
l
ノ
の
《
酔
っ
払
う
シ
レ

ー
ノ
ス
》
(
腐
蝕
銅
版
画
)
を
(
反
)
宗
教
画
へ
と
流
用
し
た
も
の

だ
仏
出
。
す
な
わ
ち
ク
l
ル
ベ
自
身
、
ほ
か
な
ら
ぬ
一
八
六
三

年
に
、
マ
ネ
た
ち
に
負
け
ず
劣
ら
ず
、
過
去
へ
の
参
照
を
制
作

手
段
と
し
て
い
た
わ
け
だ
。
こ
の
年
、
こ
の
作
品
は
、
同
年
の

「
落
選
者
展
」
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
話
題
1
1
l
醜

聞

|

|

を
世
間
に
撒
き
散
ら
し
た
。
と
す
れ
ば
ク
l
ル
ベ
の
写
実
主
義

と
一
人
六
三
年
の
世
代
と
を
峻
別
し
て
み
せ
る
フ
リ
ー
ド
の
目

p
f
F
iレ
L
f
ヱ
レ
と
一
こ
こ
で
第
三
に
フ
リ
ー
ド
が
自
説
の

80 

論
み
は
、
ク
l
ル
ベ
の
こ
の
間
題
作
を
、
意
図
的
に
か
否
か
「
忘

却
」
し
て
み
せ
る
振
る
舞
い
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
と

な
る
。
ク
l
ル
ベ
の
古
典
引
用
は
「
計
画
的
で
な
い
」
が
、
一
八

六
三
年
の
世
代
の
引
用
は
「
計
画
的
」
で
あ
る
と
す
る
フ
リ
ー

ド
の
文
飾
は
、
あ
ま
り
に
自
分
勝
手
で
怒
意
的
に
過
ぎ
よ
う
。

し
て
見
る
と
、
フ
リ
l
ド
の
提
唱
す
る
「
一
八
六
三
年
の
世

代
」
な
る
枠
組
み
そ
の
も
の
が
、
あ
る
選
択
的
記
憶
と
怒
意
的

な
忘
却
と
の
産
物
で
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
。

そ
れ
は
も
う
一
言
踏
み
込
め
ば
、
一
八
六
三
年
を
落
選
者
展

の
年
と
し
て
記
憶
す
る
こ
と
に
出
発
点
を
み
い
だ
す
歴
史
観

|
|
こ
れ
を
モ
ダ
ニ
ズ
ム
一
歴
史
観
と
呼
ん
で
も
よ
い
ー
ー
を
フ

リ
ー
ド
が
な
お
当
然
の
前
提
と
し
な
が
ら
自
説
を
展
開
し
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
そ
の
枠
組
み
を
内
部
批
判
す

る
こ
と
で
、
フ
リ
ー
ド
は
我
知
ら
ず
、
あ
る
い
は
確
信
犯
と
し
て
、

そ
の
補
強
に
手
を
貸
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。

第
二
に
、
マ
ネ
以
降
の
印
象
派
の
世
代
が
「
過
去
を
清
算
し

た
」
と
い
う
、
こ
れ
も
一
見
常
識
的
に
納
得
で
き
る
フ
リ
ー
ド
の

主
張
の
裏
に
も
、
複
雑
な
事
情
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
マ
ネ
は

「
美
術
館
で
学
ん
だ
こ
と
を
す
べ
て
忘
却
す
べ
く
努
力
し
た
」
と

は
、
一
八
六
七
年
の
ゾ
ラ
の
言
葉
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
公
認
さ

れ
て
い
た
油
彩
の
塗
布
技
法
や
構
図
の
基
本
を
意
図
的
に
「
忘

却
」
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
の
が
ゾ
ラ
の
主
旨
だ
ろ
う
が
、
そ

こ
に
は
、
画
面
の
主
題
選
択
に
お
い
て
も
過
去
の
因
習
を
努
め

ず
だ
が
そ
も
そ
も
デ
ユ
レ
は
、
そ
ん
な
古
典
の
変
貌
を
こ
の
一

「マネ「と」印象派―最近のエドゥアール・マネ研究への批判的展望」『美術フォーラム21』 第7号、2003年1月、80-86頁
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時
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込診守

h&観
、
仇

z

て
「
忘
却
」
し
よ
う
と
し
た
、
「
現
代
生
活
の
画
家
」
マ
ネ
の
側
面

が
二
重
写
し
に
な
っ
て
い
る
。
主
題
の
水
準
と
技
法
の
水
準
と

い
う
、
本
来
異
な
る
は
ず
の
ふ
た
つ
の
問
題
を
、
ゾ
ラ
は
な
お
混

然
一
体
に
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
印
象
派
は
、
主
題
に

お
い
て
も
技
法
に
お
い
て
も
、
美
術
館
の
美
術
を
忘
却
し
て
み

せ
た
。
も
は
や
宗
教
画
や
神
話
画
と
い
っ
た
主
題
は
古
臭
く
、

ま
た
技
法
に
お
い
て
も
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
仕
上
げ
塗
り
や
、

芝
居
じ
み
た
構
図
、
美
術
学
校
仕
込
み
の
因
循
な
陰
影
法
、

室
内
光
頼
み
の
彩
色
法
は
尊
重
し
な
い
、
と
い
う
判
断
が
そ
こ

に
あ
る
。

と
こ
ろ
が
フ
リ
ー
ド
は
、
も
っ
ぱ
ら
主
題
あ
る
い
は
構
図
に
お

け
る
過
去
と
の
対
話
を
軸
に
、
マ
ネ
を
過
去
の
美
術
史
の
総
体

と
対
峠
し
た
画
家
と
位
置
付
け
る
一
方
で
、
例
え
ば
《
ア
ル
ジ

ヤ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
》
(
一
八
七
四
)
(
図

1
)
の
よ
う
な
、
七

0
年
代

以
降
の
マ
ネ
の
作
品
は
、
印
象
主
義
史
観
で
割
り
切
れ
る
「
単

純
」
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
見
て
、
も
は
や
正
面
か
ら
論

じ
よ
う
と
は
し
な
い
。
主
題
や
構
図
の
類
縁
性
が
失
わ
れ
れ
ば
、

過
去
と
の
対
話
も
ま
た
、
い
や
お
う
な
く
断
絶
す
る
だ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
印
象
派
が
過
去
を
清
算
し
た
、
と
の
認
識
は
、
印

象
派
の
成
立
要
件
と
表
裏
一
体
で
、
ほ
と
ん
ど
同
義
反
復
(
ト

ー
ト
ロ
ジ
l
)
に
等
し
く
な
る
。
そ
し
て
こ
の
過
去
の
清
算
を
徹

底
し
た
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
て
、
線
と
色
彩
の
自
律
、
と
い
う
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
純
粋
主
義
の
金
科
玉
条
が
離
陸
す
る
わ
け
だ
が
、

フ
リ
ー
ド
は
な
ぜ
か
|
|
お
そ
ら
く
は
そ
の
純
粋
化
の
歴
史
的

末
路
を
一
九
六

0
年
代
末
に
自
ら
見
届
け
た
が
ゆ
え
に
?

|
|
そ
う
し
た
絵
画
の
「
単
純
化
」
に
は
し
ぶ
と
く
抵
抗
し
て

み
せ
る
。
あ
た
か
も
マ
ネ
を
印
象
主
義
か
ら
切
り
離
し
、
印
象

派
か
ら
救
出
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
フ
リ
ー
ド
に
と
っ
て
マ
ネ
の
モ

ダ
ニ
ズ
ム
を
ー
ー
さ
ら
に
は
自
ら
の
歴
史
家
と
し
て
の
存
在
理

由
を
|
|
正
当
化
す
る
こ
と
で
も
あ
る
か
の
ご
と
く
に
。

. 
テ
オ
ド
ー
ル
・
デ
ユ
レ
と
一
こ
こ
で
第
三
に
フ
リ
ー
ド
が
自
説
の

モ

ダ

ニ

ズ

ム

一

一
補
強
に
持
ち
出
す
証
言
の
扱
い
が

問
題
と
な
る
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
講
演
の
末
尾
の
み
な
ら
ず

『
マ
ネ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
』
の
終
章
「
コ
l
ダ
」
の
最
後
で
も
、
フ
リ
ー

ド
は
、
批
評
家
テ
オ
ド
l
ル
・
デ
ユ
レ
が
一
八
八
四
年
の
マ
ネ
没

後
ア
ト
リ
エ
売
り
立
て
の
カ
タ
ロ
グ
序
文
に
執
筆
し
た
文
章
を

特
筆
大
書
す
る
。
こ
の
序
文
に
は
「
絵
画
そ
の
も
の
の
本
質
的

な
価
値
」
(
宮

g-oE・
E
胃
E
B
A
5
含
宮
門
出

E
E・0
8

ω
O
円
)
と
い
う
表
現
が
み
え
る
。
そ
こ
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
主
題
に
ば

か
り
拘
泥
す
る
文
人
た
ち
ゃ
大
衆
そ
し
て
新
聞
記
者
た
ち
と

は
違
っ
て
、
た
だ
目
利
き
、
愛
好
者
、
蒐
集
家
だ
け
が
、
「
絵
画

そ
の
も
の
の
本
質
的
な
価
値
」
な
る
も
の
を
評
価
で
き
る
の
だ
、

と
の
主
張
が
み
ら
れ
る
。
「
目
利
き
の
趣
味
は
た
い
へ
ん
に
折
衷

的
で
、
た
だ
絵
画
が
ど
の
よ
う
に
塗
装
さ
れ
て
(
吉
宮
け
)
い
る
か

だ
け
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
そ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
彼
ら

の
判
断
は
容
赦
な
い
」
と
デ
ユ
レ
は
続
け
る
。
そ
し
て
先
達
た
ち

の
作
品
と
並
べ
て
み
て
比
較
に
耐
え
る

(
ω
0
5
0
E円
宮

gEI

宮
E
E。
ロ
)
か
ど
う
か
だ
け
が
肝
心
な
の
だ
、
と
訴
え
る
。
マ
ネ

は
ド
ラ
ク
ロ
ワ
や
コ
ロ
l
、
ク
ー
ル
ベ
の
横
に
置
か
れ
で
も
、
そ
こ

に
「
自
然
な
位
置
を
占
め
る
だ
ろ
う
」
。
デ
ユ
レ
は
、
当
時
の
世

評
に
逆
ら
い
つ
つ
、
き
わ
め
て
独
断
的
に
そ
う
宣
言
す
る
。

」
の
一
節
を
長
々
と
翻
訳
・
引
用
す
る
フ
リ
ー
ド
は
、
マ
ネ
を

印
象
派
の
先
駆
と
し
て
評
価
す
る
デ
ユ
レ
の
価
値
観
は
敢
え
て

見
過
ご
し
つ
つ
、
こ
の
デ
ユ
レ
の
「
顕
著
に
モ
ダ
ニ
ス
ト
的
な
構
想
」

の
お
か
げ
で
、
過
去
の
絵
画
は
か
え
っ
て
そ
の
過
去
の
刻
印
を

脱
ぎ
捨
て
、
そ
の
現
在
に
お
け
る
輝
き
に
こ
そ
、
自
ら
の
権
威

の
証
し
を
求
め
る
べ
く
、
い
わ
ば
変
身
を
遂
げ
た
の
だ
、
と
解

説
す
る
。
つ
ま
り
、
印
象
派
が
認
知
さ
れ
て
以
降
の
美
術
館
の

空
間
に
あ
っ
て
も
並
列
展
示
に
耐
え
る
か
ぎ
り
で
、
古
典
は
古

典
と
し
て
あ
ら
た
め
て
認
知
し
直
さ
れ
た
、
と
い
う
わ
け
だ
。

だ
が
そ
も
そ
も
デ
ユ
レ
は
、
そ
ん
な
古
典
の
変
貌
を
こ
の
一

節
に
読
み
込
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
素
直
に
読
む
な
ら
、
デ
ユ

レ
の
序
文
は
、
当
時
す
で
に
地
歩
を
固
め
て
い
た
先
達
を
頼
り

に
し
て
、
マ
ネ
を
巨
匠
の
織
り
成
す
峰
々
に
伍
す
る
高
み
へ
と

持
ち
上
げ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
に
過
ぎ
ま
い
。
も
と
よ
り

売
り
立
て
目
録
の
序
文
と
し
て
綴
ら
れ
た
こ
の
文
章
は
、
売
り

立
て
の
成
功
を
よ
り
確
実
に
し
、
あ
わ
よ
く
ば
マ
ネ
の
列
神
式

を
成
就
さ
せ
る
た
め
の
、
い
わ
ば
お
マ
ジ
ナ
イ
だ
っ
た
。
「
本
当
の

美
術
愛
好
者
で
あ
る
あ
な
た
。
あ
な
た
な
ら
、
マ
ネ
の
美
質
も

お
分
か
り
の
は
ず
」
、
と
顧
客
に
お
べ
っ
か
を
使
い
、
巧
み
に
誘

導
す
る
修
辞
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
フ
リ
ー
ド
は
、
売
り
立
て

参
加
者
に
マ
ネ
の
価
値
を
納
得
さ
せ
る
た
め
の
、
広
告
と
し
て

の
弁
舌
と
い
う
、
こ
の
デ
ユ
レ
の
文
章
の
刊
行
時
に
お
け
る
意
図

と
文
脈
と
を
最
初
か
ら
無
視
し
て
、
こ
れ
を
根
本
的
に
読
み

替
え
る
。
印
象
派
成
功
の
後
の
価
値
観
を
当
然
の
前
提
と
し

て
、
そ
れ
を
出
発
点
に
過
去
に
朔
り
、
過
去
の
権
威
の
根
拠
を

問
い
直
す
、
と
い
う
フ
リ
ー
ド
の
深
読
み
は
、
マ
ネ
の
遺
産
相
続

執
行
人
で
、
売
り
立
て
責
任
者
だ
っ
た
デ
ユ
レ
の
利
害
と
は
、
お

よ
そ
無
縁
で
あ
る
。
否
、
よ
り
正
確
に
は
、
完
全
に
倒
立
し
た

形
で
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。

「
絵
画
の

本
質
的
な
価
値
」

一
な
に
も
筆
者
は
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う

一
な
荒
唐
無
稽
・
手
前
勝
手
な
読
み

替
え
を
実
行
す
る
権
利
な
ど
フ
リ
ー
ド
に
は
認
め
ら
れ
な
い
、

と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。
た
だ
フ
リ
ー
ド
の
よ
う
に
、
印
象
派

以
降
の
「
絵
画
の
本
質
的
な
価
値
」
を
前
提
と
し
て
そ
れ
以
前

の
過
去
の
絵
画
の
権
威
を
聞
い
直
す
行
為
は
、
あ
く
ま
で
印

象
派
が
市
民
権
を
獲
得
し
た
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
っ
た
は
ず
。

そ
し
て
ほ
か
な
ら
ぬ
デ
ユ
レ
の
こ
の
売
り
立
て
カ
タ
ロ
グ
序
文
は
、

マ
ネ
さ
ら
に
は
印
象
派
に
芸
術
的
市
民
権
|
|
あ
る
い
は
そ
の
弘

前
提
と
な
る
美
術
市
場
で
の
商
品
価
値
i

を
授
け
る
投
機

λ
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の
一
環
と
し
て
綴
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
認
し
て

お
き
た
い
。
有
り
体
に
言
え
ば
、
フ
リ
ー
ド
の
見
解
は
、
デ
ユ
レ

が
将
来
に
そ
の
出
現
を
願
っ
て
い
た
、
も
っ
と
も
理
想
的
な

|
|
そ
れ
ゆ
え
も
っ
と
も
愚
鈍
な
|
|
批
評
家
の
見
解
を
体

現
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
フ
リ
ー

ド
は
、
デ
ユ
レ
の
「
顕
著
に
モ
ダ
ニ
ス
ト
的
な
構
想
」
に
手
放
し
で

賛
同
す
る
こ
と
で
、
デ
ユ
レ
が
そ
の
下
に
隠
し
て
い
た
本
来
の
意

図
、
す
な
わ
ち
マ
ネ
か
ら
印
象
派
へ
の
系
譜
を
「
絵
画
の
本
質

的
な
価
値
」
の
名
の
下
に
、
正
統
な
も
の
と
し
て
世
間
に
承
認

さ
せ
認
知
さ
せ
よ
う
と
す
る
営
み
に
含
ま
れ
て
い
た
、
政
治
的

か
つ
商
業
的
な
意
図
を
、
も
の
の
み
ご
と
に
見
落
と
す
天
真
嫡

漫
ぶ
り
を
発
揮
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

デ
ユ
レ
は
、
こ
の
先
も
っ
ぱ
ら
印
象
派
の
擁
護
者
と
し
て
名
前

を
残
す
だ
け
で
な
く
、
八
四
年
の
ア
ト
リ
エ
売
り
立
て
に
先
立

つ
八
三
年
の
遺
作
展
に
際
し
で
も
、
カ
タ
ロ
グ
序
文
草
稿
に
「
ス

ペ
イ
ン
旅
行
後
、
マ
ネ
は
明
る
い
パ
レ
ッ
ト
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ

た
」
、
と
綴
っ
て
い
た
盟
友
ゾ
ラ
に
修
正
を
求
め
た
、
現
場
責
任

者
ご
当
人
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
旅
行
前
、
す
な
わ
ち
《
草
上
の
昼

食
》
や
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
制
作
の
段
階
で
、
す
で
に
マ
ネ
は
明
る
い

パ
レ
ッ
ト
を
用
い
て
い
た
、
と
言
い
張
る
の
は
、
美
術
学
校
大
広

間
に
お
け
る
遺
作
展
へ
の
批
評
で
ポ
l
ル
・
マ
ン
ツ
も
不
満
げ
に

漏
ら
す
と
お
り
、
明
ら
か
な
論
弁
だ
が
、
そ
う
し
た
能
弁
を

弄
し
て
ま
で
、
マ
ネ
を
印
象
派
の
先
駆
に
仕
立
て
よ
う
、
と
こ

れ
努
め
た
人
物
が
デ
ュ
レ
で
あ
る
。
そ
の
信
念
の
底
に
は
、
早
期

の
日
本
旅
行
者
と
し
て
、
浮
世
絵
の
原
色
の
強
烈
な
色
彩
こ

そ
、
日
本
の
自
然
の
忠
実
な
再
現
で
あ
り
、
マ
ネ
や
印
象
派
の

革
新
に
実
証
的
な
根
拠
を
与
え
る
も
の
だ
、
と
す
る
強
固
な

日
本
趣
味
が
あ
っ
た
。
ま
た
画
商
デ
ユ
ラ
ン
日
リ
ユ
エ
ル
と
と
も
に
、

こ
の
先
一
人
人
五
年
以
降
、
マ
ネ
と
印
象
派
と
を
新
大
陸
の

未
開
拓
の
市
場
で
売
り
さ
ば
く
端
緒
を
聞
い
た
の
も
、
ほ
か
な

ら
ぬ
こ
の
デ
ユ
レ
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
デ
ユ
レ
の
策
略
を
見
事
な
ま
で
に
見

落
と
し
た
フ
リ
ー
ド
が
、
そ
れ
ゆ
え
か
え
っ
て
、
デ
ュ
レ
の
術
策

に
ま
ん
ま
と
骸
ま
っ
て
い
る
こ
と
ー
ー
に
も
無
意
識
な
ま
ま
で

(3) 

い
る
こ
と
ー
ー
は
否
定
で
き
ま
い
。

さ
ら
に
蛇
足
を
加
え
る
な
ら
、
こ
う
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
印
象
派
の
市
民
権
確
立
に
、
大
西
洋
ご
し
に
貢
献
し
て
お

き
な
が
ら
、
新
大
陸
の
美
的
趣
味
は
、
こ
と
マ
ネ
に
関
す
る
限

り
す
こ
ぶ
る
保
守
的
で
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
を
は
じ
め

と
す
る
購
買
側
は
、
〈
ギ
タ
レ
ロ
》
、
《
老
音
楽
士
〉
、
《
剣
を
も
っ

少
年
》
な
ど
、
も
っ
ぱ
ら
六

0
年
代
の
ス
ペ
イ
ン
趣
味
の
初
期
マ

ネ
ー
ー
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
マ
ネ
が
サ
ロ
ン
入
賞
を
目
論
ん
で
手

心
を
加
え
た
ブ
ラ
ン
ド
ル
風
の
《
ル
・
ボ
ン
・
ボ
ッ
ク
》
(
一
八
七

一
二
一
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
)
|
|
に
興
味
を
示
す
ば
か
り
。
そ

し
て
、
他
な
ら
ぬ
フ
リ
ー
ド
は
、
若
き
日
に
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美

術
館
で
、
も
っ
ぱ
ら
こ
れ
ら
北
米
向
け
の
初
期
マ
ネ
に
接
す
る

こ
と
で
、
自
ら
の
美
的
判
断
を
我
が
目
に
「
刷
り
込
」
ん
だ
人

物
で
あ
る
。

第
三
共
和
制
下
で
の

「
あ
る
べ
き
マ
ネ
像
」

の
形
成

一
六

0
年
代
の
マ
ネ
と
七

0
年
代
中

一
頃
以
降
の
マ
ネ
と
に
断
絶
が
あ
り
、

一
ま
た
そ
の
ど
ち
ら
に
軍
配
を
上
げ
る

か
に
よ
っ
て
、
論
者
の
歴
史
観
の
知
何
|
|
印
象
派
に
与
す
る

か
、
そ
れ
と
も
過
去
の
巨
匠
に
与
す
る
か
ー
ー
が
露
呈
し
て

し
ま
う
こ
と
。
そ
れ
が
、
フ
リ
ー
ド
の
大
著
か
ら
得
ら
れ
る
、

最
大
の
教
訓
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
マ
ネ
像
を
形
成
し
、

世
の
中
に
流
通
さ
せ
る
か
が
、
第
三
共
和
制
に
お
い
て
掛
け
金

と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
オ
l
ウ
ィ
ッ
ツ
の
研
究
が
明

ら
か
に
し
た
。
英
文
で
は
「
エ
ド
ゥ
ワ
!
ド
・
マ
ネ
再
創
出
一
第
三

共
和
制
初
期
に
お
け
る
国
民
芸
術
の
顔
の
書
き
直
し
」
、
仏
語

版
で
は
「
エ
ド
ゥ
ア
l
ル
・
マ
ネ
没
後
の
生
命
日
国
民
芸
術
と
第
三

共
和
制
初
期
に
お
け
る
芸
術
家
の
伝
記
」
と
題
さ
れ
た
論
文
で

(4) 

あ
る
。
た
だ
し
そ
の
着
眼
や
よ
し
、
こ
の
論
文
は
大
切
な
論
証

に
過
度
の
一
般
化
と
怒
意
的
な
深
読
み
が
頻
出
す
る
。

ま
ず
マ
ネ
没
の
時
点
で
、
保
守
的
な
共
和
主
義
陣
営
が
《
草
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上
の
昼
食
》
や
〈
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
の
マ
ネ
を
忌
避
し
よ
う
と
し
た
の

を
牽
制
す
る
た
め
に
、
自
由
主
義
的
共
和
派
の
ピ
ユ
ル
テ
ィ
ー

な
ど
が
《
昼
食
》
や
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
を
代
表
作
か
ら
外
す
評
価

を
下
し
た
と
す
る
解
釈
。
保
守
的
共
和
主
義
陣
営
が
ひ
た
す

ら
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
作
品
を
目
の
敵
に
し
た
と
の
状
況
判
断
は
、

一
八
八
三
年
の
マ
ネ
死
亡
記
事
を
総
覧
し
た
か
ぎ
り
で
は
、

得
ら
れ
な
い
。
ピ
ュ
ル
テ
ィ
l
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
も

っ
と
単
純
か
つ
楽
天
的
な
図
式
で
、
第
二
帝
政
下
で
攻
撃
に
晒

さ
れ
た
マ
ネ
は
、
第
三
共
和
制
に
な
っ
て
、
共
和
国
政
府
の
手

に
よ
っ
て
ー
ー
ー
よ
り
正
確
に
は
、
ビ
ユ
ル
テ
ィ
l
の
属
す
る
ガ
ン
ベ

ツ
タ
周
辺
の
働
き
か
け
の
お
か
げ
で
ー
ー
ー
死
後
の
栄
光
を
獲
得

し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
個
人
的
な
信
念
、
だ
ろ
う
。
そ
れ

を
ビ
ユ
ル
テ
ィ
l
は
、
あ
た
か
も
既
存
の
事
実
の
ご
と
く
、
こ
の

時
期
『
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
』
紙
で
繰
り
返
し
宣
言
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
い
や
お
う
な
く
物
議
を
か
も
す
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》

の
扱
い
に
、
ピ
ユ
ル
テ
ィ
ー
も
い
さ
さ
か
手
を
扶
い
て
い
た
の
は
、

オ
l
ウ
イ
ツ
ツ
の
示
す
と
お
り
だ
が
(
『
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
』
紙
一

八
八
四
年
一
月
七
日
)
、
む
し
ろ
ひ
と
つ
下
の
世
代
の
ギ
ユ
ス
タ

ー
ヴ
・
ジ
ェ
プ
ロ
ワ
な
ど
が
、
マ
ネ
の
「
美
術
史
上
」
の
位
置
付
け

に
腐
心
す
る
あ
ま
り
、
個
々
の
「
作
品
の
質
」
|
|
ジ
ェ
プ
ロ
ワ

は
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
と
《
草
上
の
昼
食
》
が
問
題
と
な
る
こ
と
を
、

は
っ
き
り
意
識
し
て
い
る
ー
ー
ー
に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
欠

点
を
「
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
な
い
」
、
と
い
っ
た
奇
妙
な
譲
歩
を

し
て
い
る
こ
と
も
無
視
で
き
ま
い
(
『
正
義
』
紙
、
一
八
八
三
年

五
月
三
日
)
。
だ
が
ピ
ユ
ル
テ
ィ
l
、
ジ
ェ
プ
ロ
ワ
に
共
通
し
て
み

ら
れ
る
、
こ
う
し
た
戦
術
的
譲
歩
は
、
あ
く
ま
で
時
局
へ
の
い

ち
な
み
に
、
美
術
学
校
に
お
け
る
回
顧
展
の
あ
と
、
オ
テ

さ
さ
か
隆
薄
な
吋
忘
で
あ
り
、
こ
れ
を
、
か
れ
ら
の
個
々
の
作
一
値
観
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
マ
ネ
を
第
三
共
和
制
に
お



未
開
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の
市
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売
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さ
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端
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し
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さ
さ
か
軽
薄
な
対
応
で
あ
り
、
こ
れ
を
、
か
れ
ら
の
個
々
の
作

品
へ
の
絶
対
的
・
最
終
的
評
価
と
混
同
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

つ
ぎ
に
オ
l
ウ
イ
ツ
ツ
は
、
マ
ネ
の
公
的
認
知
に
腐
心
す
る
友

人
た
ち
が
、
そ
の
た
め
マ
ネ
を
印
象
派
か
ら
は
極
力
区
別
し
ょ

う
と
し
た
、
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
も
事
実
に
反
す
る
無
理
な
一

般
化
、
だ
。
ほ
か
な
ら
ぬ
ピ
ユ
ル
テ
ィ
ー
や
ジ
ェ
プ
ロ
ワ
は
、
印
象
派

擁
護
の
陣
営
に
立
つ
批
評
家
だ
っ
た
し
、
こ
れ
は
フ
リ
ー
ド
も

指
摘
す
る
よ
う
に
、
マ
ネ
を
印
象
派
か
ら
隔
離
す
る
た
め
に

「
パ
テ
ィ
ニ
ョ
l
ル
派
の
主
魁
」
と
い
う
中
立
な
呼
称
を
採
用
し
た
、

と
い
う
オ
l
ウ
イ
ツ
ツ
の
推
論
は
、
鼎
の
軽
重
を
取
り
違
え
て
い

る
。
マ
ネ
を
こ
と
さ
ら
印
象
派
か
ら
区
別
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ

れ
で
マ
ネ
へ
の
保
守
派
の
敵
意
を
こ
と
ご
と
く
回
避
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
。
加
え
て
ほ
か
な
ら
ぬ
「
パ
テ
ィ
ニ
ョ
l
ル
派
」
呼
ば

わ
り
こ
そ
が
、
絵
画
に
お
け
る
コ
ミ
ユ
ナ
l
ル
と
い
う
悪
口
と
と

も
に
、
世
間
に
広
ま
っ
た
蔑
称
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
こ
の

悪
口
を
、
『
フ
イ
ガ
ロ
』
紙
の
主
幹
で
保
守
派
を
代
表
す
る
美
術

批
評
家
ア
ル
ベ
l
ル
・
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
マ
ネ
の
ア
ト
リ
エ
売
り
立
て

を
冷
笑
的
に
茶
化
す
記
事
で
、
ち
ゃ
っ
か
り
利
用
す
る
こ
と
と

な
る
。

Tこ
が力日

昼そ
欠 l 、
にマ
町、 コト
そは
の印
弟象
そ派
'、、 (J)

あ美
Q 堂

はと
完雪
印ち
象て
派身
のを
連滅
中ぼ
かし

ら
見
て
も
、
す
で
に
ひ
と
り
遠
く
後
方
に
取
り
残
さ
れ
て
い
た
、

と
の
認
識
を
、
マ
ネ
没
の
時
点
で
、
印
象
派
を
敵
視
す
る
陣
営

ま
で
も
が
抱
い
て
い
た
(
一
八
八
三
年
の
マ
ネ
死
亡
記
事
に
見

え
る
フ
ィ
ル
マ
ン
・
ジ
ャ
ヴ
ェ
ル
『
ル
・
コ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
l
シ
ョ
ネ
ル
』

紙
、
ポ
l
ル
・
ド
・
カ
ト
ウ
『
ル
・
ジ
ル
・
ブ
ラ
l
ス
』
紙
、
ア
ン
リ
・
フ

キ
エ
『
十
九
世
紀
』
紙
ほ
か
の
見
解
)
。
ま
た
さ
ら
に
若
い
世
代

の
画
家
た
ち
ー
ー
ー
遠
か
ら
ず
新
印
象
派
を
称
す
る
ポ
l
ル
・
シ

ニ
ヤ
ツ
ク
な
ど
ー
ー
は
、
印
象
派
へ
の
開
眼
ゆ
え
に
マ
ネ
を
評
価

し
つ
つ
も
、
マ
ネ
も
印
象
派
も
と
も
に
時
代
遅
れ
、
と
見
る
価

値
観
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
マ
ネ
を
第
三
共
和
制
に
お

け
る
公
認
の
画
家
へ
と
認
知
し
よ
う
と
す
る
ブ
ル
ー
ス
ト
周
辺

の
政
治
的
な
画
策
に
対
し
て
は
、
お
国
の
勲
章
を
い
た
、
だ
い
た

マ
ネ
な
ど
「
敵
方
に
寝
返
っ
た
不
実
な
友
」
と
、
自
分
の
配
下
で

あ
っ
た
は
ず
の
印
象
派
の
連
中
か
ら
蔑
ま
れ
で
も
仕
方
あ
る
ま

い
、
と
す
る
皮
肉
な
観
察
さ
え
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
敵
方
」
陣
営
か

ら
頂
戴
し
て
い
た
(
『
祖
国
』
一
八
八
三
年
五
月
二
日
)
。
そ
し

て
こ
の
寝
返
り
へ
の
悪
態
は
、
カ
ミ
l
ユ
・
ピ
サ
ロ
が
裏
書
き
す

る
こ
と
と
な
る
(
一
八
八
三
年
十
二
月
二
十
八
日
付
、
息
子

リ
ュ
シ
ア
ン
へ
の
手
紙
)
。

第
三
に
オ
l
ウ
イ
ツ
ツ
は
、
一
八
八
四
年
に
先
駆
的
な
画
家

擁
護
の
『
マ
ネ
』
伝
を
公
刊
し
た
エ
ド
モ
ン
・
パ
ジ
l
ル
|
|
ガ
ン

ベ
ッ
タ
陣
営
の
一
員
ー
ー
が
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
に
楯
突
く
反

逆
児
マ
ネ
と
い
う
印
象
を
打
ち
消
す
た
め
に
、
ひ
た
す
ら
「
折

り
目
正
し
く
穏
健
な
」
マ
ネ
像
を
提
出
し
た
、
と
す
る
。
だ
が

こ
の
分
析
も
、
い
さ
さ
か
視
野
狭
搾
を
免
れ
な
い
。
「
画
家
マ

ネ
」
は
と
に
か
く
、
少
な
く
と
も
「
人
間
マ
ネ
」
は
「
魅
力
的
で
、

感
じ
よ
く
、
機
知
に
富
む
」
人
物
だ
っ
た
と
は
、
『
フ
ィ
ガ
ロ
』
の

ア
ル
ベ
l
ル
・
ヴ
ォ
ル
フ
|
|
マ
ネ
の
「
友
人
」
を
傍
称
す
る
ー
ー
ー

の
み
な
ら
ず
、
ボ
ナ
パ
ル
テ
イ
ス
ト
の
『
祖
国
』
紙
(
八
二
年
五
月

一
一
日
)
さ
え
も
認
め
て
い
た
し
、
も
っ
と
も
辛
錬
に
マ
ネ
を
攻
撃

し
た
、
極
め
つ
き
の
国
粋
主
義
者
、
エ
ド
モ
ン
・
ド
リ
ュ
モ
ン
で
す

ら
、
マ
ネ
の
「
礼
儀
正
し
く
愛
想
の
よ
い
」
(
『
自
由
』
八
三
年
五

月
三
日
)
様
を
、
あ
え
て
否
定
し
て
い
な
い
|
|
あ
く
ま
で
そ

れ
が
「
画
家
マ
ネ
」
を
全
面
否
定
す
る
た
め
の
戦
術
だ
っ
た
と
し

て
も
。つ

ま
り
マ
ネ
を
第
三
共
和
制
の
公
認
画
家
に
仕
立
て
る
た
め

に
、
擁
護
者
パ
ジ
l
ル
が
、
こ
と
さ
ら
マ
ネ
の
人
格
描
写
に
格

段
に
配
慮
を
加
え
た
、
と
の
オ
l
ウ
イ
ツ
ツ
の
仮
説
は
、
敵
方
の

反
対
証
言
に
よ
っ
て
、
容
易
に
反
証
で
き
る
わ
け
だ
。

ち
な
み
に
、
美
術
学
校
に
お
け
る
回
顧
展
の
あ
と
、
オ
テ

ル
・
ド
ゥ
ル
オ
に
お
け
る
ア
ト
リ
エ
売
り
立
て
に
先
立
つ
作
品
展

示
が
終
わ
っ
た
段
階
(
一
八
八
四
年
二
月
二
日
)
で
、
マ
ネ
の
遺

言
執
行
人
、
デ
ユ
レ
は
ゾ
ラ
に
手
紙
を
遺
り
、
「
敵
は
す
べ
て
降

参
し
た
、
ア
ヴ
ァ
l
ル
と
ア
ブ
l
は
別
だ
け
ど
」
と
記
し
て
い
る
。

」
の
年
待
望
の
ア
カ
デ
ミ
ー
-
フ
ラ
ン
セ
l
ズ
入
り
を
果
た
し
た

エ
ド
モ
ン
・
ア
ブ
l
は
、
遺
作
展
の
た
め
に
美
術
学
校
大
広
聞
が

使
わ
れ
る
の
で
は
、
美
術
学
校
で
美
術
の
忘
却
を
奨
励
す
る
よ

う
な
も
の
だ
、
と
し
て
、
遺
作
展
の
実
現
に
執
掬
に
反
対
し
た
、

保
守
派
の
代
表
。
ま
た
ア
ン
リ
・
ア
ヴ
ァ
l
ル
は
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ

ー
よ
り
の
日
和
見
共
和
派
の
体
制
側
批
評
家
だ
が
、
か
れ
は
、

ガ
ン
ベ
ッ
タ
派
、
と
り
わ
け
美
術
大
臣
を
務
め
た
ア
ン
ト
ナ
ン
・

ブ
ル
ー
ス
ト
へ
の
私
的
反
発
か
ら
か
、
マ
ネ
や
そ
の
周
囲
の
策
動

に
対
し
て
、
人
格
攻
撃
と
も
見
ら
れ
る
暴
言
を
吐
い
て
い
た
。

と
す
れ
ば
、
マ
ネ
の
人
柄
に
関
す
る
ガ
ン
ベ
ッ
タ
派
の
パ
ジ
l
ル

に
よ
る
好
意
的
な
記
述
は
、
あ
る
い
は
ア
ヴ
ァ
l
ル
へ
の
牽
制
策

だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
を
直
接
、
第
三
共
和
制

に
お
け
る
マ
ネ
公
認
の
手
段
へ
と
一
般
化
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か

針
小
棒
大
か
つ
短
絡
で
、
釣
り
合
い
に
欠
け
た
判
断
だ
ろ
う
。

批
評
家
た
ち
の

政
治
的
分
類

一
オ
l
ウ
イ
ツ
ツ
は
批
評
家
た
ち
を
大

一
き
く
分
類
す
る
の
に
、
共
和
派
の
保

守
派
、
穏
健
派
お
よ
び
自
由
主
義
的
自
然
主
義
者
の
三
分
類

を
提
唱
し
て
い
る
。
保
守
派
と
は
、
美
術
学
校
の
既
得
権
を
保

持
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
、
実
際
に
は
政
治
的
に
一
部
の
(
隠

れ
)
ボ
ナ
パ
ル
テ
イ
ス
ト
や
王
党
派
を
も
含
み
得
る
(
例
え
ば
、

第
二
帝
政
の
宮
廷
画
家
に
昇
進
し
た
ジ
エ
ロ
l
ム
が
、
第
三
共

和
制
下
で
は
、
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
総
裁
に
な
る
)
。
穏
健
派
と

は
、
政
治
的
に
は
日
和
見
と
も
呼
ば
れ
る
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー

ら
の
価
値
観
に
重
な
り
、
第
三
共
和
制
の
国
民
美
術
振
興
策

と
し
て
、
(
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
を
評
価
す
る
)
共
和
国
主
義
を
訴

も4811



え
る
。
だ
が
そ
の
許
容
範
囲
は
、
せ
い
ぜ
い
最
近
物
故
し
た
パ

ル
ピ
ゾ
ン
派
の
風
景
画
家
た
ち
ま
で
で
、
こ
の
段
階
で
は
、
お
よ

そ
印
象
主
義
を
公
認
す
る
立
場
で
は
な
い
。
自
由
主
義
的
自

然
主
義
者
は
|
|
名
称
に
い
さ
さ
か
問
題
も
あ
る
が
|
|
、

ガ
ン
ベ
ッ
タ
周
辺
で
、
美
術
学
校
の
改
革
を
積
極
的
に
画
策
し

て
い
た
政
治
家
た
ち
を
含
み
、
マ
ネ
さ
ら
に
は
印
象
派
の
殿
堂

入
り
は
、
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
や
ロ
ジ
ェ
・
マ
ル
ク
ス
ら
、
こ
の
派
の
官
僚

た
ち
を
も
巻
き
込
み
、
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
、
執
拘
な
闘
争

が
続
け
ら
れ
る
。

は

す

か

だ
が
こ
の
分
類
に
は
、
そ
れ
と
も
斜
交
い
に
交
差
す
る
幾
つ

か
の
補
助
線
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
教
会
擁
護
派
か
反
教

会
派
か
、
独
立
派
支
援
か
国
民
美
術
の
確
立
か
、
親
印
象
派

か
反
印
象
派
か
、
と
い
っ
た
軸
は
、
時
事
的
な
政
治
状
況
と
も

連
動
し
て
、
偏
角
を
変
え
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
は
共
和
制
理
念

に
則
っ
た
殿
堂
入
り
と
、
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
・
美
術
学
校
の
教

育
改
革
の
相
克
、
さ
ら
に
は
美
術
市
場
に
お
け
る
需
要
と
の

関
係
ー
ー
と
い
っ
た
複
次
方
程
式
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
仮
に
独
立
志
向
(
サ
ロ
ン
・
デ
・
ザ
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
)
か
国

民
志
向
(
ソ
シ
エ
テ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
デ
・
ザ
ル
テ
イ
ス
ト
・
フ
ラ
ン

セ
)
か
を
横
軸
に
、
印
象
派
へ
の
肯
定
否
定
を
縦
軸
に
と
っ
て
み

る
と
、
こ
の
あ
と
八

0
年
代
後
半
か
ら
九

0
年
代
に
か
け
て
の
、

官
立
サ
ロ
ン
の
崩
壊
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
美
術
集
団
の

再
編
成
過
程
を
読
む
た
め
の
、
一
応
の
座
標
図
を
描
く
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
(
ど
う
か
お
試
し
あ
れ
)
。

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
一
オ
1
ウ
イ
ツ
ツ
の
研
究
は
、
エ
ド
モ
ン
・

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
光
と
陰
一

一
パ
ジ
l
ル
の
『
マ
ネ
」
(
一
八
八
四
)
と

遺
作
展
を
め
ぐ
る
批
評
記
事
の
探
索
に
重
点
を
絞
り
(
た
だ

し
そ
の
新
聞
記
事
の
肝
心
な
出
典
が
不
明
確
で
、
引
用
が
あ

ま
り
に
節
約
さ
れ
、
時
に
過
度
に
省
略
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い

か
に
も
残
念
て
も
っ
ぱ
ら
第
三
共
和
制
に
お
け
る
マ
ネ
の
公

式
な
認
知
の
端
緒
を
考
察
し
た
。
だ
が
こ
こ
に
は
一
八
八

年
の
マ
ネ
の
死
去
の
段
階
で
の
世
評
分
析
が
欠
け
、
ま
た
一
八

八
四
年
二
月
以
降
の
変
動
が
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ

ち
、
ほ
か
な
ら
ぬ
遺
作
展
に
続
く
ア
ト
リ
エ
売
り
立
て
の
商
業

的
な
側
面
が
、
オ
l
ウ
イ
ツ
ツ
の
研
究
か
ら
は
完
全
に
見
落
と

さ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
私
に
試
論
を
別
途
発
表

(5) 

し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

た
だ
、
《
草
上
の
昼
食
》
や
〈
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
の
去
就
が
、
一
八

八
四
年
初
頭
の
美
術
学
校
回
顧
展
の
段
階
で
は
さ
し
て
大
き

く
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
i
lあ
る
い
は
自
由
主
義
的
共

和
派
の
面
々
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
の
抵
抗
勢
力
の
反
発
を
考
慮

し
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
あ
え
て
過
小
評
価
し
て
み
せ
た
|
|

」
と
が
オ
l
ウ
イ
ツ
ツ
の
研
究
か
ら
見
え
て
く
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
直
後
、
状
況
が
お
お
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
だ
け
は
指
摘

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
八
八
四
年
二
月
の
ア
ト

リ
エ
売
り
立
て
第
二
日
に
は
、
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
を
、
家
族
が
そ

れ
な
り
の
価
格
(
一
万
フ
ラ
ン
)
で
買
い
戻
す
た
め
に
、
そ
の
直

前
に
競
り
に
出
さ
れ
た
《
一
フ
テ
ユ
イ
ユ
お
や
じ
の
庖
に
て
》
(
図

2
)
|
|
バ
ジ
l
ル
が
最
高
傑
作
と
み
と
め
た
作
品
ー
ー
と

〈
物
干
し
》
(
図
3
)
|
|
こ
ち
ら
は
マ
ラ
ル
メ
が
西
欧
絵
画
史

に
一
時
代
を
画
し
た
と
ま
で
評
価
し
た
作
品
ー
ー
と
を
、
ほ

か
な
ら
ぬ
競
売
責
任
者
ご
当
人
の
デ
ユ
レ
が
、
体
裁
を
整
え
る

必
要
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
五
千
フ
ラ
ン
、
八
千
フ
ラ
ン
で
買
い
支
え

て
お
き
な
が
ら
、
内
部
取
引
よ
ろ
し
き
、
そ
う
し
た
資
金
流
用

の
実
態
を
、
一
般
の
競
売
参
加
者
に
は
ひ
た
隠
し
に
し
お
お
せ

た
。
か
か
る
舞
台
裏
の
|
|
今
ま
で
は
っ
き
り
と
は
認
識
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
|
|
市
場
操
作
と
隠
蔽
工
作
が
、
《
オ
ラ
ン
ピ

ア
》
の
世
間
体
を
繕
い
つ
つ
印
象
派
の
地
歩
を
固
め
る
た
め
に
な
.

さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
事
実
を
、
こ
こ
に
再
度
確
認
し
て
お
こ
う
。

さ
ら
に
そ
の
後
、
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
の
ア
メ
リ
カ
合
州
国
流
出

令
、
?
む
守
ya

旬
、
よ
明
員
F
T
E
-
F
G
r

i
d
守

、

i

司
噂
章
一
刷
、

オン・

で「美
:の弟
〆を資

Eてに

5者に

jの作

l承知

唱

~ 

棚
、
画
担
4
3
竜
闇
圃
・
・

る

ef--も

Y
6
4
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4

4

v

，

ぶ

粉

、
ー
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展
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p

L
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こ

l

ト
押
伽
防

FE----EE園
田
開

を
懸
念
し
た
モ
ネ
が
音
頭
を
と
っ
た
、
国
家
買
い
上
げ
の
た
め
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の
募
金
運
動

(l
一
八
九

O
年
)
に
至
る
ま
で
、
自
由
主
義
的

共
和
派
の
面
々
に
と
っ
て
、
絵
画
市
場
で
マ
ネ
に
商
品
価
値
を

付
与
す
べ
く
奮
闘
す
る
こ
と
と
、
マ
ネ
を
第
三
共
和
制
に
お
い

て
国
家
的
に
認
知
さ
せ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
こ
で
の
評
価
を
頼

り
に
し
て
(
モ
ネ
自
身
を
含
む
)
印
象
派
に
し
か
る
べ
き
市
場

価
格
を
創
設
し
保
証
す
る
こ
と
が
、
主
要
な
金
融
的
任
務
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
、
無
視
で
き
ま
い
。

こ
う
し
た
「
新
し
い
絵
画
」
の
商
品
価
値
形
成
を
巡
る
背
後

の
暗
闘
|
|
商
取
引
の
現
場
ー
ー
を
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
語

圏
を
中
心
に
研
究
し
た
の
が
、
ロ
バ
l
ト
・
ジ
ェ
ン
セ
ン
の
、
博
士

論
文
を
下
敷
き
に
し
た
著
書
、
『
世
紀
末
欧
州
に
お
け
る
マ
l

ケ
ッ
テ
イ
ン
グ
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
』
だ
。
こ
の
書
物
に
関
す
る
評
価
も

(6) 

別
途
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
紙
面
の
関
係
で
省
略
す
る
。
た
だ
、

こ
れ
に
加
え
て
、
大
西
洋
横
断
航
路
を
利
用
し
た
二
重
価
格

操
作
|
|
二
倍
か
ら
時
に
十
倍
を
越
す
価
格
つ
り
上
げ
ー
ー

に
よ
っ
て
、
パ
リ
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
跨
が
る
デ
ユ
ラ
ン
H
リ
ュ
エ
ル
画

廊
が
莫
大
な
稼
ぎ
を
得
る
と
と
も
に
、
ま
た
北
米
で
の
商
業

的
成
功
を
待
っ
て
後
、
翻
っ
て
パ
リ
や
欧
州
の
市
場
で
、
印
象
派

の
市
場
価
値
再
創
出
に
貢
献
し
た
こ
と
は
、
指
摘
し
て
お
き
た

い
(
こ
こ
に
も
デ
ュ
レ
と
デ
ユ
ラ
ン
H
リ
ュ
エ
ル
の
連
携
プ
レ
イ
の
見

ら
れ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
《
挨
拶
す
る
闘
牛
士
》
(
図

4
)
に
明

ら
か
)
。
こ
の
事
実
は
、
モ
ざ
ヌ
ム
美
学
隆
盛
の
市
場
的
背
景

と
し
て
、
け
っ
し
て
仇
や
疎
か
に
は
で
き
な
い
、
厳
然
た
る
経
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図2 マネ、{ラテュイユおやじの庖にて〉、 1879年、キャンヴァスに油彩、 92X
112cm、トウルネ一美術館

アントナン・ブルーストが「マネのもっとも驚くべき絵Jと述べ、エドモン・パジールが

「マネの絶頂をなすJと評価した作品。 1884年の売り立てで、当時マネの甥として通

っていた、息子のレーンホフが5.000フランで落札したもの、とされてきたが、実際

の売り立て速記録を見ると、勧進元のテオドール・デュレが自腹を切って、家族に

買い戻しのが、裏の真相らしい。

図 1 マネ、{アルジャントウイユ〉、 1874年、キャンヴァスに油彩、 149X115cm、

トゥルネ一美術館

1875年のサロンに出品され、青の水面や「ママレードJよろしきぐちゃぐちゃの背景が

批判された。「外光派からはマネの傑作とのお見立てだjと、批評家のクラルティー

が冷やかし気味に伝えている。マネ没後売り立てで怯マネ夫人によって、全売り立

て作品中最高額の12.500フランで買い戻された。 1889年のパリ万国博覧会に展

示、ベルギーの画家、アンJ)・ヴァン・クツセムが15.000フランで買い取る。

図3 マネ、〈物干し〉、 1875-76年、キャンヴァスに油彩、 145Xl15cm、メリオンf

/'¥ーンズ財団

マラルメがその英文の記事「印象派の画家たちとエド、ウアール・マネJ(1876)で「美
術史において一時代を画する作品jと激賞した。 1884年の売り立てでは、画家の弟

ウジエーヌ・マネの所有に帰しているが、これも実際にはデュレが8.000フランを資
金供与。{アルジ、ャントゥイユ)(ラテュイユおやじの庖にて)(物干し}と、売り立てに.

現れた、マネの主要な「印象派風jの作品 3点は、ともに家族と売り立て責任者に

よる内部取引によって、世間体を繕った。この段階で、マネ晩年の「印象派風Jの作
品には評価額では買い手が付かず、また遺族や売り立て関係者はそれを先刻涼知

の上で、買い戻し資金を準備の上、売り立てに臨んでいたことになる。

図4 マネ、〈挨拶する闘牛士〉、 1866-67年、キャンヴァスに油彩、 171X113cm、
ニューヨーク、メトロポリタン美術語

スペイン旅行直後の大作で、題材こそスペイン趣味だが、印象主義を予感させる

強烈な明るさの画面がテ‘ユレの趣味にあったものと推測できる。 1870年デュレがマ

ネより1.200フランで購入。ただし2.500フランの評価額をつけていたマネは、テ.ユレ

に購入価格に関して符口令を敷く。 1894年のテ.ユレ売り立てで、デュラン=リュエル

が10.500フランにて落札。 1898年にニューヨークのハーヴァマイヤ一夫妻に8.000
ドル[=40.000フラン]で売却。 1928年メトロポリタン美術館に寄贈される。
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デ
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。
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収
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デ
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、
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っ
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。
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命
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功
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え
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れ
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し
ま
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ネ
作
品
と
過
去
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の
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意
図
を
、
も
の
の
見
事
に
見
落
と
し
て
し
ま
う
。

マ
ネ
に
よ
る
象
徴
革
命
の
魔
術
は
、
こ
う
し
て
今
な
お
、
そ

の
効
力
を
発
揮
し
つ
づ
け
て
い
る
。
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〔表紙〕
表(左):クロード・モネ、〈睡蓮〉、油彩・キャンヴァス、 93.3X89. 2cm、1907年、ポーラ美術館
(ポーラ・コレクション)蔵(財団法人ポーラ美術振興財団提供の写真による)
裏(右):ピエール=オーギュス卜・ルノワール、〈レースの帽子の少女〉、油彩・キャンヴァス、 55.1
X46.0cm、1891年、ポーラ美術館(ポーラ・コレクション)蔵(財団法人ポーラ美術振興財団提
供の写真による)

(Cover) 
Front cover (Left): Claude Monet，αWater Lilies凶， Oil on canvas， 93.3X89.2cm， 1907， POLA Mu-
seum of A同 (POLACollection) (Courtesy of POLA A吋 Foundation)
Back cover (Right): Pierre-Auguste Renoir，“Girl in a Lace Haい， Oil on canvas， 55.1 X46.0cm， 
1891， POLA Museum of Aパ(POLACollection) (Courtesy of POLA A吋 Foundation)

作家・作品解説

クロード・モネ (1840、パリ -1926、ジ.ヴェル二一)、〈睡蓮〉

モネと言えば.睡蓮、睡蓮と言えばモネを想起するほど、モネと睡蓮の結びつきは深いが、そ

れは1916年から23年にかけて描かれたオランジ.ュリ一美術館の大壁画があるのと、関連作を含

めると130点以上にのぼるとされる多数の作品群があるためであろう。年譜によるとモネが意

識的に睡蓮とかかわり始めたのは、 1890年 (50歳)に1883年から住み始めたジ、ヴェルニーの屋

敷を買い取り、「水の庭園Jと呼ばれるようになった庭を整理するところとなって、睡蓮を植

え始めたのが最初という。ちょうど「ポプラ並木」や「積みわらJ["ルーアンの聖堂」などの

連作をおこなっていた頃であった。これについてモネ自身は、睡蓮を植えたのは楽しみのため

で、これを描こうなどとは思いもよらなかったが、ある時突如として私の池の妖精たちが私の

眼前に現われ出たのだ、というように言っている。

どの作品が最初の作品であるのかは、今の私にはわからないが、「水の庭園Jに関連した作

品で制作時期の早いものとしては、 1892年の〈太鼓橋〉があるようであり、この橋や睡蓮をモ

ネが飽かず描くようになるのは1899年以後とされる。本作は1907年 (67歳)の作として睡蓮に

脂が乗ってきた頃の作と言えようか。ポーラ美術館には本作以外にも太鼓橋を描いた1899年の

〈睡蓮の池〉がある。両者を比べると本作は、太鼓橋がないだけに睡蓮と水に集中していると

言えようが、かといって多くの晩年作のようにもっと睡蓮に接近して、一つ一つの花や葉を大

きく浮かびあがらせるという風でもない。言わば中間的な作品で、例えばボストン美術館の〈睡

蓮、 1) 1905年に似ている。ただしポストンのがやや横長の画面であるのに対し、本作はやや

縦長であるのが異なる。そしてボストンのが夕景であろうか、やや赤みがかっているのに対し、

本作はやや青みがかっている。こうして見てみると当然ながら睡蓮にもさまざまなものがある

ことにあらためて気づかされるが、いずれにしても睡蓮が晩年のモネの中心テーマであり、さ

まざまな展開をおこなってきたモネが行き着いた終着的なテーマであったことは、否定できな

いことであろう。

本稿を執筆するに当っては、池上忠治『モネJ(<世界美術全集18)、小学館、昭和52年)を

参照した。

ピエール=オーギュスト・ルノワール (1841、リモージュ-1919、カーニュ)、〈レースの帽子

の少女〉

花びらのようにふさふさと垂れ下が‘った帽子をかぶった少女。当時帽子は「女性にとっては

身だしなみの一部であり、……外出するときはかならず帽子をかぶっていたJという。同年(1891

年)制作で同じ大きさの国立西洋美術館の〈帽子の女〉と似ている作品であるが、西美の方は

大きく曲線を描く帽子で右向き、袖付きのブラウスで、パックは黄色とグレイの縦二色のカー

テンであるのに対し、本作は今述べた帽子をかぶって左向き、袖なしのブラウスで、バックは

水辺を思わせる横掃きのうす青である。〈帽子の女〉の方がどちらかというと目鼻立ちがはっ

きりしていて、知的な感じがするのに対し、本作はふくよかで愛くるしい。。

ところでこのような比較を今長々とおこなってきたのは、ほかでもない。 1883年頃から1890

年頃までのルノワールの制作期は、普通「アングル時代」と言われて、それまで極めて印象派

的な作風を推し進めてきたルノワールが¥アングル(1780-1867)やラファ工ッ口 (1483ー1520)

に興昧を覚えて、形態の表現に関心をいだいた時期となったが、これを通じて考えられること

は、もともと印象派ははっきりした形態表現を控えてまで動きや光を表現し、もって描写対象




