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ア
ン
リ
・
セ
ル
ヌl
シ
と
テ
オ
ド
ー
ル
・
デ
ュ
レ

ー
ー
ー
コ
ミ
ュ
l

ン
、
ア
ジ
ア
旅
行
、
美
術
蒐
集
|
|

ア
ン
リ
・
セ
ル
ヌ

l

シ
(
イ
タ
リ
ア
語
読
み
エ
ン
リ
コ
・
チ
エ
ル
ヌ
ス
キ
)
(
挿

図
1
)
と
テ
オ
ド

l

ル
・
デ
ュ
レ
(
挿
図
2
)
の
日
本
旅
行
に
関
し
て
、
い
く
つ
か

情
報
を
提
供
し
つ
つ
定
説
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
以
下
の
課
題
と
な
る
。
中

心
と
な
る
問
い
は
三
つ
。
ま
ず
、
ふ
た
り
の
ア
ジ
ア
旅
行
の
起
源
を
な
し
た
状

況
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
つ
い
で
、
ふ
た
り
が
通
称
『
目
黒
の
仏

陀
』
を
購
入
し
た
経
緯
と
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
反
応
は
い
か
な
る
も
の

だ
っ
た
の
か
。
最
後
に
、
ふ
た
り
の
日
本
美
術
収
集
が
ジ
ヤ
ポ
ニ
ス
ム
の
文
脈

で
も
た
ら
し
た
貢
献
と
は
。

1 

ま
ず
、
デ
ュ
レ
が
ゾ
ラ
夫
人
に
宛
て
て
一
八
九
九
年
八
月
七
日
に
投
函
し
た

手
紙
を
引
用
す
る
。
当
時
フ
ラ
ン
ス
は
な
お
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
の
渦
中
に
あ
っ

た
。
英
国
で
の
亡
命
か
ら
メ
ダ
ン
に
帰
着
し
た
ば
か
り
の
作
家
の
身
辺
を
、
デ
ユ

レ
は
心
配
し
て
い
た
。
暗
殺
の
危
険
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ゾ
ラ
宛
の
私
信した

た

が
第
三
者
の
目
に
は
触
れ
な
い
よ
う
に
、
と
い
っ
た
配
慮
を
こ
と
こ
ま
か
に
認

め
た
の
に
つ
づ
い
て
、
デ
ュ
レ
は
こ
う
打
ち
明
け
口
調
で
述
べ
て
い
る
。

了

稲
賀
繁
美

こ
う
し
た
助
言
は
ゾ
ラ
に
で
は
な
く
て
、
貴
女
に
申
し
あ
げ
た
ほ
う
が

無
難
と
存
じ
上
げ
る
次
第
。
と
申
し
ま
す
の
も
、
男
同
士
で
は
、
用
心
と

が
慎
重
と
か
と
い
っ
た
話
を
す
る
と
、
ど
う
も
恐
れ
を
抱
い
て
い
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
嫌
疑
を
催
す
か
ら
な
の
で
す
。
こ
れ
は
か
つ
て
、

シ
ョ
l

デ
の
こ
と
で
私
に
も
起
っ
た
こ
と
で
す
。
と
い
う
わ
け
で
、
経
験

に
照
ら
し
て
今
日
は
貴
女
に
書
簡
を
認
め
る
次
第
。
な
に
と
ぞ
気
を
し
っ

か
り
と
ひ
き
し
め
て
。
慎
重
さ
こ
そ
が
安
全
の
母
で
あ
り
ま
す
。
〔
註
1

〕
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ギ
ュ
ス
タ
1

ヴ
・
シ
ョ
l

デ
の
名
前
に
言
及
す
る
前
の
部
分
は
書
き
損
じ
で

訂
正
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
デ
ュ
レ
の
手
紙
で
は
ま
れ
な
こ
と
。
周
知
の
と

お
り
、
デ
ュ
レ
は
一
八
七
六
年
か
ら
一
八
八
O
年
に
か
け
て
『
四
年
間
の
歴
史
』
戸

を
三
巻
で
出
版
す
る
。
こ
れ
は
、
プ
ロ
シ
ア
に
た
い
す
る
宣
戦
布
告
か
ら
ム
表
/
(
ト

ダ
ン
で
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
敗
北
を
経
由
し
て
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
l

ン
さ
ら

に
は
マ
ク
・
マ
オ
ン
の
失
墜
に
ま
で
至
る
現
代
政
治
史
を
纏
め
た
も
の
。
ゾ
ラ

の
『
帝
国
瓦
解
』
の
有
力
な
種
本
の
一
冊
と
し
て
知
ら
れ
る
。
未
完
で
中
絶
し
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た
こ
の
企
画
は
一
八
九
三
l

四
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
一
八
七

O
年
か
ら
一
八
七

四
年
に
至
る
フ
ラ
ン
ス
史
』
に
お
い
て
二
巻
に
圧
縮
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
著
述

の
な
か
に
、
コ
ミ
ュ

l

ン
末
期
の
シ
ョ
l

デ
の
行
状
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

‘
an 

人
質
の
逮
捕
が
続
い
て
い
た
。
(
一
八
七
一
年
)
四
月
十
一
日
に
は
ギ
ュ
ス

タ
l

ヴ
・
シ
ョ

l

デ
、
前
パ
リ
市
長
助
役
が
、
編
集
部
勤
務
で
あ
っ
た
『
世

紀
』
紙
編
集
局
で
逮
捕
さ
れ
た
。
(
中
略
)
十
二
月
二
日
(
一
八
五
一
年
の
ナ

ポ
レ
オ
ン
三
世
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
の
あ
と
で
)
禁
足
処
分
と
な
っ
た

シ
ョ
l

デ
は
、
勇
気
の
あ
り
無
私
な
男
で
あ
っ
て
、
自
分
な
ら
で
は
の
考

え
を
守
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
党
派
の
な
か
で
孤
立
し
た
り
敵
視
さ
れ
て

も
何
ら
恐
れ
る
こ
と
の
な
い
人
物
だ
っ
た
。
(
一
八
七O
年
)
九
月
四
日
の
共

和
国
樹
立
宣
言
に
集
っ
て
、
そ
の
後
政
府
に
入
閣
し
た
人
々
と
と
も
に
公

共
の
目
に
触
れ
、
つ
い
で
市
庁
舎
助
役
と
な
っ
た
。
こ
れ
だ
け
で
コ
ミ
ュ

1

ン
の
党
派
の
敵
意
を
か
き
立
て
る
の
に
は
十
分
で
あ
っ
た
。
コ
ミ
ュ
l

ン

の
党
派
に
と
っ
て
、
九
月
四
日
の
人
々
に
対
す
る
憎
し
み
が
主
要
な
る
情

熱
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
〔
註2
〕
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こ
こ
で
デ
ュ
レ
本
人
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
デ
ュ
レ
も
ま
た
九
月
四
日
を

も
っ
て
九
区
の
区
役
所
助
役
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
か
れ
は
当
時
『
世
紀
』

紙
の
定
期
寄
稿
者
で
も
あ
っ
た
。
デ
ュ
レ
が
シ
ョ

l

デ
逮
捕
の
場
面
に
立
ち

会
っ
た
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
こ
と
一
切
に
デ
ユ

レ
は
か
た
く
な
に
沈
黙
を
守
る
。

ギ
ュ
ス
タ
l

ヴ
・
シ
ョ

l

デ
逮
捕
の
直
接
の
容
疑
は
、
市
庁
舎
前
広
場
に
一

八
七
一
年
一
月
二
十
二
日
に
集
ま
っ
た
コ
ミ
ュ
l

ン
派
の
国
民
防
衛
軍
兵
士
に

対
し
て
、
市
庁
舎
側
か
ら
の
発
砲
を
命
令
し
た
嫌
疑
に
あ
っ
た
〔
註
3

〕
。
こ
の
集

会
の
性
格
に
か
ん
し
て
は
見
解
が
分
か
れ
る
。
一
八
九
三
年
の
版
で
は
デ
ュ
レ

i
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は
「
国
民
防
衛
軍
」
で
は
な
く
、
「
コ
ミ
ュl
ン
の
同
調
者
」
と
い
う
呼
称
を
用

い
て
、
蜂
起
の
意
図
を
よ
り
強
調
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
側
が
最
初
に
発
砲
し
た

の
か
、
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
砲
火
が
交
え
ら
れ
た
あ
と
、
「
無
事
の
大
衆

の
側
に
は
三
十
名
の
死
傷
者
が
出
、
対
す
る
市
庁
舎
側
は
た
だ
死
者
一
名
、
負

傷
者
二
名
で
あ
っ
た
」
と
、
コ
ミ
ュl
ン
側
を
代
表
す
る
P
-
0

・
リ
サ
ガ
レ
!

の
著
書
『
コ
ミ
ュ
l

ン
史
』
〔
註4
〕
に
は
見
え
る
。
後
世
の
社
会
主
義
系
歴
史
家

は
そ
こ
に
「
婦
女
子
を
含
む
」
な
ど
と
い
う
常
套
句
に
等
し
い
形
容
認
を
加
え

て
、
「
九
月
四
日
」
派
の
犯
罪
性
を
さ
ら
に
強
調
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
デ
ュ
レ
に

よ
れ
ば
「
勇
気
あ
り
私
心
な
き
」
シ
ョ
1

デ
は
、
リ
サ
ガ
レ
ー
に
よ
れ
ば
「
暴

力
的
で
鹿
理
屈
屋
」
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

リ
サ
ガ
レ
ー
は
あ
き
ら
か
に
シ
ョ

l

デ
の
人
格
に
嫌
悪
を
抱
い
て
は
い
た

が
、
「
無
事
の
大
衆
」
(
こ
れ
は
デ
ュ
レ
に
よ
れ
ば
「
襲
撃
者
」
な
の
だ
が
)
に
対
す

る
発
砲
を
命
じ
た
の
が
シ
ョ
1

デ
だ
と
は
断
定
し
て
い
な
い
。
だ
が
文
脈
か

ら
、
当
時
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
の
代
役
に
務
め
て
い
た
シ
ョ
1

デ
の
責
任
は

免
れ
な
い
、
と
す
る
論
調
が
窺
え
る
。
シ
ョl
デ
を
下
手
人
と
す
る
見
方
は
後

世
の
一
致
す
る
見
解
で
、
た
と
え
ば
ジ
ャ
ン
・
プ
リ
ュ
ア
、
ジ
ャ
ン
・
ダ
ン
ト

リ
!
に
エ
ミ

l

ル
・
ジ
ェ
ル
ソ
ン
と
い
っ
た
歴
史
家
た
ち
が
編
纂
し
た
『
コ

ミ
ュ

l

ン
』
と
い
う
教
科
書
に
よ
れ
ば
、
「
十
区
と
十
四
区
の
国
民
防
衛
軍
に
た

い
し
て
発
砲
を
命
じ
た
」
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
シ
ョ
l

デ
で
あ
る
、
と
明
記
さ

れ
て
い
る
〔
註
5
〕
。
こ
う
し
た
見
解
は
今
日
な
お
支
配
的
で
あ
る
〔
註6
〕
。

と
こ
ろ
が
、
セ
ル
ヌ
l

シ
自
身
の
意
見
は
こ
れ
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
だ
っ

た
。
シ
ョ
l

デ
逮
捕
直
後
の
『
世
紀
』
紙
の
論
説
で
は
「
シ
ョ
l

デ
が
一
月
二

十
二
日
に
市
庁
舎
で
の
発
砲
を
命
じ
た
か
の
よ
う
に
弾
劾
す
る
人
々
が
あ
る
よ

う
だ
が
、
こ
れ
は
そ
れ
に
値
し
な
い
し
、
ま
た
無
根
拠
で
あ
る
。
真
実
は
と
い

え
ば
、
シ
ョ

l

デ
は
発
砲
を
命
じ
た
ど
こ
ろ
か
、
二
階
で
執
務
中
に
突
然
の
砲

声
に
驚
い
た
の
だ
。
ど
ち
ら
側
か
ら
最
初
の
銃
撃
が
加
え
ら
れ
た
か
、
そ
れ
は

誰
に
も
永
久
に
分
か
る
ま
い
」
〔
註7
〕
。

テ
オ
ド
l

ル
・
デ
ュ
レ
も
こ
れ
と
同
じ
見
解
か
二
八
八

O
年
に
示
す
。
デ
ユ

レ
に
よ
れ
ば
シ
ョ
l

デ
へ
の
告
訴
に
は
「
何
ら
根
拠
が
な
い
」
。
そ
れ
は
、
一
月

二
十
二
日
の
暴
動
を
扇
動
し
た
プ
ラ
ン
キ
ス
ト
に
よ
る
復
讐
だ
っ
た
、
と
い
う

の
が
デ
ュ
レ
の
解
釈
だ
。
「
シ
ョ
l

デ
の
敵
ど
も
は
一
月
二
十
二
日
の
か
れ
の
行

動
を
専
ら
極
刑
に
値
す
る
殺
裁
行
為
と
し
て
話
題
に
し
た
」
。
暴
動
を
先
導
し
た

サ
ピ
ア
は
こ
の
日
の
混
乱
の
内
に
被
弾
し
て
死
去
し
た
が
、
そ
の
友
人
で
あ
る

と
主
張
す
る
ラ
ウ
ル
・
リ
ゴ
i

が
「
監
獄
で
及
ぼ
し
て
い
た
強
権
を
利
用
し
て

シ
ョ
1

デ
殺
害
に
加
担
し
た
」
と
い
う
わ
け
だ
。
コ
ミ
ュ
1

ン
末
期
の
五
月
二

十
四
日
、
シ
ョ
l

デ
は
サ
ン
・
ペ
ラ
ジ
l

監
獄
で
、
コ
ミ
ュ
l

ン
の
検
事
、
ラ

ウ
ル
・
リ
ゴ
l

の
指
揮
の
も
と
銃
殺
に
処
せ
ら
れ
る
。
こ
の
先
シ
ョ
l

デ
暗
殺

の
件
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
側
や
共
和
派
か
ら
は
、
コ
ミ
ュ

l

ン
の
犯
罪
性
の
証

拠
と
し
て
特
筆
大
書
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
対
し
て
コ
ミ
ュ

l

ン
よ
り
の
歴
史

家
た
ち
は
、
ジ
ョ

l

デ
暗
殺
を
犯
罪
視
す
る
こ
と
で
、
シ
ョ
l

デ
に
よ
る
発
砲

事
件
を
隠
蔽
す
る
行
為
こ
そ
が
コ
ミ
ュ
l

ン
に
た
い
す
る
謀
略
だ
、
と
主
張
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
シ
ョ

1

デ
の
死
は
、
個
人
の
寸
法
を
越
え
た
意
味
付

け
を
担
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
セ
ル
ヌ
l

シ
と
デ
ュ
レ
と
が
シ
ョ
l

デ
の
安
否
を
尋
ね
に
サ
ン
・
ペ

ラ
ジ
l

監
獄
へ
と
赴
く
の
は
、
シ
ョ
l

デ
処
刑
の
翌
日
、
五
月
二
十
五
日
(
そ
し

て
、
デ
ュ
レ
の
一
O
七
五
頁
に
お
よ
ぶ
著
作
で
は
四
十
頁
先
)
の
こ
と
で
あ
る
。

コ
ア
ュ
レ
」
の
名
前
は
、
こ
の
膨
大
な
著
作
中
、
た
だ
一
ヵ
所
こ
こ
に
お
目
見
え

す
る
。

セ
ル
ヌ
!
シ
氏
と
デ
ュ
レ
氏
は
五
月
二
十
五
日
に
、
友
人
シ
ョ
1

デ
に

面
会
す
べ
く
サ
ン
・
ペ
ラ
ジ
1

監
獄
へ
と
赴
い
た
。
ラ
ク
レ
テ
ル
将
軍
は

セ
ル
ヌ
l

シ
氏
が
監
獄
に
居
る
と
の
通
報
を
受
け
る
や
、
同
人
物
が
(
一
八

「

」
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四
八
年
の
)
国
民
投
票
で
一
千
フ
ラ
ン
を
(
共
和
派
の
)
闘
争
資
金
と
し
て

供
出
し
た
当
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
に
お
よ
ぶ
や
、
直
ち
に
同
人
物
を
銃

殺
に
処
す
よ
う
に
命
令
を
下
し
た
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
監
獄
内
で
発
見
さ
れ

た
人
物
は
誰
で
あ
ろ
う
と
た
だ
ち
に
逮
捕
す
る
よ
う
に
と
の
命
令
が
既
に

出
さ
れ
て
い
た
。

セ
ル
ヌ
1

シ
氏
と
デ
ュ
レ
氏
と
は
連
行
さ
れ
ペ
レ
イ
ラ
大
佐
の
も
と
に

身
柄
を
預
け
ら
れ
た
が
、
同
大
佐
が
両
人
と
は
知
己
で
あ
り
、
そ
れ
で
両
人

を
解
放
し
た
。
〔
註8
〕

稲賀繁美

こ
の
部
分
の
註
に
デ
ュ
レ
は
「
へ
ル
ヴ
ェ
・
ド
・
セ
ジ
l

、
国
会
議
員
、
の

ち
の
上
院
議
員
が
、
銃
殺
命
令
を
耳
に
し
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
の

将
来
の
上
院
議
員
氏
は
や
が
て
一
八
九
七
年
に
は
カ
イ
ユ
ポ
ッ
ト
に
よ
る
印
象

派
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
国
家
寄
贈
の
件
で
、
最
も
は
げ
し
く
こ
の
寄
贈
を
糾
弾
す

る
議
員
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
興
味
深

い
こ
と
に
、
デ
ュ
レ
は
上
に
引
い
た
一
節
を
一
八
九
七
年
の
決
定
版
か
ら
は

そ
っ
く
り
削
除
し
て
し
ま
う
。
ほ
と
ん
ど
顕
微
鏡
版
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
微

小
な
活
字
に
よ
る
七
一
八
頁
に
圧
縮
さ
れ
た
こ
の
版
か
ら
は
、
か
く
し
て
著
者

デ
ュ
レ
の
名
前
は
完
全
に
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
〔
註
9

〕
。

ジ
ウ
ゼ
ッ
ペ
・
レ
烹
ィ
に
よ
る
『
セ
ル
ヌl
シ
伝
』
に
よ
れ
ば
、
ふ
た
り
の

脱
出
劇
は
、
デ
ュ
レ
の
淡
々
と
し
た
記
述
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
よ
う
な
、

危
機
一
髪
の
活
劇
だ
っ
た
ら
し
い
。
事
実
ふ
た
り
の
旧
友
カ
ミ

l

ユ
・
ペ
ル
タ

ン
は
、
デ
ュ
レ
に
よ
る
口
頭
報
告
に
基
づ
い
て
、
『
世
紀
』
紙
に
も
っ
と
詳
細
な

記
事
を
載
せ
て
い
た
。
ペ
レ
イ
ラ
大
佐
に
も
自
分
の
一
存
で
ふ
た
り
を
解
放
す

る
権
限
は
な
く
、
そ
の
場
で
の
即
刻
処
刑
で
は
な
く
、
正
規
の
手
続
き
を
取
っ

て
処
刑
場
へ
と
ふ
た
り
を
搬
送
す
る
よ
う
に
取
り
計
ら
っ
た
。
処
刑
場
へ
馬
車

で
連
行
さ
れ
る
途
中
、
書
面
に
よ
る
執
行
命
令
が
出
て
い
な
い
こ
と
を
理
由

に
、
機
転
を
利
か
せ
た
ふ
た
り
は
隙
を
見
て
命
か
ら
が
ら
脱
出
に
成
功
し
た
、

と
い
う
わ
け
だ
。
ま
た
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
「
旧
友
の
悲
劇
的
な
死
を
知
ら
さ

れ
て
、
セ
ル
ヌ
l

シ
は
卒
倒
し
、
デ
ュ
レ
が
急
い
で
駆
け
寄
っ
て
薬
屋
に
セ
ル

ヌ
l

シ
を
運
び
込
ん
だ
」
と
い
っ
た
細
部
も
語
ら
れ
る
〔
註
叩
〕
。

「
痛
ま
し
い
シ
ョ
l

デ
の
喪
失
が
(
パ
り
か
ら
の
)
欠
席
を
決
意
さ
せ
た
」
と

セ
ル
ヌ
l

シ
は
証
言
す
る
〔
註
日
〕
。
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
離
れ
ア
ジ
ア
へ
の
長
大
な

旅
を
決
行
す
る
決
意
の
背
後
に
は
、
こ
の
セ
ル
ヌ

l

シ
の
心
の
傷
が
な
に
が
し

か
働
い
，
六
f

%
だ
ろ
う
」
と
伝
記
作
家
も
同
意
す
る
〔
註
ロ
〕
。
デ
ュ
レ
が
カ
ミ1

ユ
・
ピ
サ
ロ
に
宛
て
た
一
八
七
一
年
五
月
三
十
日
(
日
付
の
推
定
は
我
々
に
よ

る
)
の
手
紙
も
こ
れ
を
裏
付
け
る
。

パ
り
は
な
お
恐
怖
と
お
ぞ
け
を
振
る
う
光
景
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。
こ
ん

な
惨
状
を
目
に
し
た
こ
と
は
か
つ
て
あ
り
ま
せ
ん
。
私
自
身
も
親
友

シ
ョ
l

デ
氏
を
失
い
ま
し
た
。
サ
ン
・
ペ
ラ
ジ

l

監
獄
で
コ
ミ
ュ
l

ン
の

検
事
に
銃
殺
さ
れ
た
の
で
す
。
(
中
略
)
望
み
と
い
え
ば
た
だ
ひ
と
つ
、
何

カ
月
か
パ
リ
を
脱
出
し
、
パ
リ
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
だ
け
で
す
。
〔
註
日
〕
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デ
ュ
レ
は
リ
ヴ
ァ
プ

1

ル
で
マ
ネ
に
宛
て
、
七
月
七
日
に
も
手
紙
を
認
め

る
。
デ
ュ
レ
は
パ
リ
包
囲
戦
か
ら
コ
ミ
ュ
l

ン
に
か
け
て
の
時
期
、
マ
ネ
か
ら

そ
の
主
要
な
作
品
の
保
護
を
頼
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
身
辺
の
整
理
も
つ

け
ぬ
ま
ま
パ
リ
を
脱
出
し
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

貴
殿
の
絵
の
支
払
い
も
済
ま
せ
ず
に
旅
立
つ
の
は
ま
こ
と
に
恐
縮
至

極
。
と
は
申
せ
コ
ミ
ュ

l

ン
の
せ
い
で
当
方
の
資
金
繰
り
は
め
ち
ゃ
く

ち
ゃ
で
、
と
り
わ
け
当
方
か
ら
多
量
の
借
り
入
れ
が
あ
っ
て
、
当
方
が
当

て
に
し
て
い
た
人
物
が
、
今
回
の
事
件
で
破
産
し
て
し
ま
っ
て
、
知
何
と
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，田園ー

も
参
り
が
た
く
。
〔
説
M

アンリ・セルヌーシとテオドール・テ'ュレーーコミュ←ン、アジア旅行、美術j蒐集一一

こ
の
手
紙
の
続
く
筒
所
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
翌
日
の
七
月
八
日
リ
ヴ
ア

プ
l

ル
を
「
ロ
シ
ア
」
号
で
出
帆
し
た
ふ
た
り
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
経
由
し
、

北
米
大
陸
横
断
の
の
ち
、
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
よ
り
「
グ
レ
イ
ト
・
レ
パ
ブ

リ
ッ
ク
」
号
で
太
平
洋
を
渡
り
、
十
月
二
十
五
日
に
は
、
日
本
を
目
に
す
る
。

「
ジ
ャ
ン
パ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
・
メ
イ
ル
」
の
下
船
名
簿
に
よ
れ
ば
、
横
浜
の

土
を
踏
む
の
は
同
二
十
八
日
〔
註
日
〕
。

2 

日
本
旅
行
中
ー
ー
の
み
な
ら
ず
全
旅
桜
中
ー
ー
も
っ
と
も
精
彩
に
寓
む
山
来

事
は
(
記
録
に
残
る
限
り
)
目
黒
の
大
仏
買
収
の
一
件
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
二
つ
目

の
問
い
を
立
て
よ
う
。
日
本
を
後
に
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
し
た
こ
の
大
仏

ム

は
、
い
か
な
る
歴
史
的
意
義
を
背
負
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
答
え
る
に
先
立
ち
、

『
アジ
ア
旅
行
』
〔抗
日
〕
に
捕
か
れ
た
有
名
な
一
節
を
引
用
し
て
お
こ
う

。

稲賀繁美

久
し
い
以
前
か
ら
大
仏
は
打
ち
捨
て
ら
れ
、
樹
木
と
藁

葺
き
屋
糠
と
の

あ
い
だ
に
ポ
ツ
ネ
ン
と
立
っ
て
い
る
。
収
集
家
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
、

ち
ょ
っ
と
類
例
を
み
な
い
、
す
ば
ら
し
い
掘
り
出
し
物
だ
っ
た
。
こ
れ
を

運
び
出
す
と
な
れ
ば
大
手
柄
だ
。
さ
っ
そ
く
土
地
の
持
ち
主
を
探
し
に
造

る
。
か
れ
は
仏
陀
売
却
に
同
意
す
る
。
商
談
成
立
。
さ
っ
そ
く
槌
に
ヤ
ツ

ト
コ
が
登
場
し
、
大
仏
が
ぬ
っ
と
前
に
突
き
出
し
て
い
る
右
手
が
、
鋲
で

留
め
ら
れ
た
腕
か
ら
外
さ
れ
、
我
々
に
よ
っ
て
持
ち
去
ら
れ
る
。
手
を
も
っ

て
き
た
だ
け
で
も
、
も
う
ち
ょ
っ
と
し
た
出
来
事
だ
。
遅
い
の
で
江
戸
に

戻
る
。
翌
日
に
は
職
人
だ
人
夫
だ
の
一
個
大
隊
が
仏
陀
を
求
め
て
派
遣
さ

れ
る
。
慎
重
を
期
し
て
、
か
れ
ら
に
同
行
し
な
い
こ
と
に
し
た
。
誰
の
た

者filxl3 {I I!.I.\の阿弥陀剣l米仏像 h.44 Ocrn

パ リ、セルヌーシ美術館蔵

(ルイ・ゴンス『日本美術』より)
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め
に
作
業
が
さ
れ
て
い
る
の
か
な
ど
分
か
ら
な
い
よ
う
に
し
て
お
い
た
ほ

う
が
、
事
を
無
事
に
運
ぶ
の
に
よ
り
成
算
も
あ
ろ
う
、
と
考
え
て
の
こ
と

だ
。
(
中
略
)
人
夫
た
ち
は
迅
速
に
仏
陀
を
部
分
に
解
体
し
、
そ
の
夕
刻
に

は
全
体
が
ヤ
キ
(
後
述
の
道
具
毘
金
松
と
同
一
人
物
か
?
)
の
家
の
中
庭
に
運

び
込
ま
れ
る
。
あ
と
は
荷
造
り
を
急
が
せ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
仏
陀
搬
出

の
噂
が
広
が
る
や
否
や
、
近
隣
一
体
は
大
騒
ぎ
。
翌
日
に
は
老
若
男
女
が

我
々
の
と
こ
ろ
に
嘆
願
に
押
し
寄
せ
る
の
を
目
に
す
る
。
我
々
の
ホ
テ
ル

の
前
に
土
下
座
し
て
、
金
は
返
す
か
ら
仏
陀
を
ひ
き
と
ら
せ
て
く
れ
、
と

言
っ
て
く
る
。
我
々
が
ど
ん
な
対
応
を
し
た
か
、
ま
ず
は
ご
想
像
あ
れ
。

済
ん
だ
こ
と
は
済
ん
だ
こ
と
。
(
中
略
)
仏
陀
は
さ
っ
そ
く
樹
包
さ
れ
て
も

う
横
浜
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
か
っ
て
旅
路
に
立
っ
た
と
聞
か
さ
れ

て
、
か
れ
ら
は
二
度
と
戻
っ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
〔
註
口
〕



今
日
セ
ル
ヌ
l

シ
美
術
館
に
鎮
座
し
て
い
る
こ
の
大
仏
(
指
図
3
)
の
出
所
が

割
れ
た
の
は
、
こ
の
搬
出
劇
か
ら
な
ん
と
百
十
年
を
験
し
た
一
九
八
三
年
の
こ

と
だ
っ
た
〔
註
凶
〕
。
コ
レ
l

ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ル
ナ

l

ル
・
フ
ラ
ン

ク
先
生
が
、
『
メ
グ
ロ
の
ブ
ッ
ダ
』
を
頼
り
に
目
黒
中
の
お
寺
に
電
話
を
か
け
て

な
し
と
げ
た
「
快
挙
」
だ
っ
た
。
下
目
黒
の
婚
龍
寺
は
こ
う
し
て
長
ら
く
行
方

知
れ
ず
だ
っ
た
ご
本

尊
の
在
り
か
を
知
り
、
住
職
の
吉
田
ぷ
雄
さ
ん
は
、
さ
っ

そ
く
供
養
の
た
め
パ
リ
に
旅
立
っ
た
。
増
上
寺
の
日
鑑
を
見
る
と
、
旧
暦
の
明

治
四
年
十
月
二
日
、
三
日
の
条
に
そ
の
顛
末
が
見
え
、
日
本
側
関
係
者
の
周
章

披
狽
ぶ
り
が
伝
え
ら
れ
る
〔
註
凶
〕。
突
如
通
訳
と
「
道
具
屋
渡
世
、
永
鋒
町
金

松
」
な
る
人
物
を
伴
っ
て
現
れ
た
こ
名
の
「
異
人
」
さ
ん
か
ら
売
却
の
要
請
を

う
け
た
長
泉
院
で
は
、

責
任
の
所
在
も
不
明
な
た
め
、
行
政
当
局
に
も
打
診
の

の
ち
、
府
余
曲
折
を
経
て
、
亀
吉
と
名
の
る
農
民
か
ら
現
金
で
も
っ
て
こ
ら
れ

た
四
百
両
で
は
な
く
、
結
局
五
百
両
で
売
却
に
同
意
す
る
。
「
驚
入
候
」
と
い
う

記
述
が
何
度
も
で
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
当
事
者
側
の
慌
て
ふ
た
め
く
様
子

が
伝
わ
っ
て
く
る
。
大
仏
は
横
浜
一
八
九
番
地
(
実
際
に
は
八
十
九
番
地
)
在
住

の
イ
タ
リ
ア
人
商
人
マ
ロ
ン
商
会
の
手
で
搬
出
さ
れ
た
と
の
記
録
は
あ
る
が
、

搬
出
先
の
国
名
、
地
名
も
、
ま
た
買
い
入
れ
人
の
氏
名
も
な
い
。
こ
の
た
め
大

仏
の
行
方
は
杏
と
し
て
不
明
に
な
っ
た
。

こ
の
出
来
事
か
ら
五
十
年
を
経
過
し
た
一
九
二
五
年
に
は
、
フ
レ
デ
リ
ッ

ク
・
ル
フ
ェ
l

ヴ
ル
が
以
下
の
よ
う
な
逸
話
を
披
露
し
て
み
せ
る
。
い
わ
く
大

仏
が
今
ま
で
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
に
、
い
ざ
搬
出
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
、
民
衆
た
ち
が
蜂
起
し
た
。

た
め
に
日
本
担
当
官
だ
っ
た
ト
リ
ノ
男

爵
が
介
入
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
セ
ル
ヌ
!
シ
は
権
利
を
盾
に
取
っ
て
、
ご

神
体
の
引
き
渡
し
を
強
要
し
た
。
こ
の
件
の
謹
責
を
受
け
て
三
名
の
僧
侶
の
首

が
飛
ん
だ
と
か

。

ま
た
横
浜
の
港
に
着
い
て
み
る
と
、
こ
の
仏
様
、
右
手
は
欠

け
て
い
る
く
せ
に
、
汽
船
の
中
央
に
乗
せ
な
い
と
船
が
傾
い
で
し
ま
う
。
そ
れ

で
や
む
な
く
中
央
を
占
め
て
い
た
ボ
イ
ラ
ー
を
脇
に
ど
け
た
。
マ
ル
セ
イ
ユ
に

つ
く
と
、
ま
た
ま
た
一
大
事
。
列
車
の
貨
車
に
乗
せ
た
と
こ
ろ
が
、
ト
ン
ネ
ル

で
っ
か
え
る
。
や
む
な
く
こ
の
高
貴
な
る
亡
命
者
は
馬
車
の
荷
台
に
乗
せ
ら
れ

て
、
そ
ろ
り
そ
ろ
り
と
パ
リ
ま
で
運
搬
さ
れ
た
:
:
:
〔
註
却
〕
。

こ
の
荒
唐
無
稽
な
笑
い
話
は
、
お
そ
ら
く
は
雑
誌
の
編
集
長
、
フ
ロ
ラ
ン
・

フ
エ
ル
ス
の
要
請
で
で
っ
ち
あ
げ
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
(
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ル

フ
ェ
l
ヴ
ル
も
、
フ
ェ
ル
ス
の
筆
名
の
可
能
性
あ
り
)
。
つ
い
で
な
が
ら
フ
ェ
ル
ス
と

い
う
人
物
、
実
は
ほ
か
な
ら
ぬ
テ
オ
ド

1

ル
・
デ
ュ
レ
の
「
私
生
児
」
だ
っ
た

〔
註
幻
〕
。

セ
ル
ヌ
l

シ
美
術
館
に
安
置
さ
れ
た
青
銅
阿
弥
陀
仏
像
は
、
ル
イ
・
ゴ
ン
ス

が
一
八
八
三
年
に
発
刊
す
る
『
日
本
美
術
』
で
は
、
欧
州
最
大
の
将
来
品
と
し

て
特
筆
大
書
の
扱
い
を
受
け
る
。
別
制
り
図
版
で
紹
介
さ
れ
、
奈
良
の
大
仏
を

訪
梯
と
さ
せ
、
鎌
倉
の
大
仏
に
匹
敵
す
る
作
品
と
持
て
嘱
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が

こ
の
大
仏
の
国
外
流
出
は
、
つ
い
ぞ
日
本
に
お
い
て
深
刻
に
問
題
と
さ
れ
た
気

配
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
こ
の
大
仏
は
、
日
本
仏
教

彫
刻
史
に
一
度
と
し
て
登
場
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
日
本
の
仏
教
彫
刻

史
研
究
が
だ
い
た
い
鎌
倉
・
室
町
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
に
つ
い
て
は
、
一
八
九

七
年
に
施
行
さ
れ
た
古
社
寺
保
存
法
で
、
古
社
寺
の
指
定
が
建
立
後
四
百
年
を

経
過
し
た
も
の
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
も
、
背
景
と
し
て
考
慮
さ
れ
ょ
う
か
。
江

戸
の
青
銅
製
品
は
一
般
に
美
術
品
と
し
て
重
視
さ
れ
な
い
法
律
的
環
境
が
出
来

上
が
っ
て
い
た
わ
け
だ
。
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
が
江
戸
期
の
仏
像
調
査
に

取
り
掛
か
っ
た
た
の
は
こ
こ
十
年
ほ
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
成
果
も
今
日
な
お
一

般
に
は
公
表
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
〔
註
詑
〕
。

こ
う
し
た
、
日
本
本
国
の
研
究
者
の
江
戸
期
作
品
軽
視
の
影
響
も
あ
る
い
は

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
今
世
紀
初
頭
に
は
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
デ
ッ
キ
ン
ス
に
よ

z
e
il
u
B
F
 

, 
a 
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アンリ・セルヌーシとテオドール・デュレ コミューン、アジア旅行、美術iWi.集一一

る
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
こ
の
大
仏
も
、
や
が
て
所
有
し
て
い
る
こ
と
そ
の
も

の
が
、
大
っ
ぴ
ら
に
は
宣
伝
さ
れ
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。
目
黒
の
大
仏
が
か
く
も

長
期
に
わ
た
っ
て
忘
却
の
淵
に
立
た
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
の

美
術
的
価
値
云
々
以
前
に
、
そ
う
し
た
価
値
を
評
価
す
る
枠
組
み
が
い
か
な
る

歴
史
的
、
文
化
的
な
規
制
を
受
け
、
そ
の
た
め
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
趣
味
に
お
け

る
評
定
と
日
本
で
の
公
式
の
基
準
と
が
、
い
か
な
る
魁
艇
を
き
た
し
て
い
た
か

を
象
徴
す
る
事
例
を
提
供
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
〔
詰
お
〕
。

3 

「
北
京
」
号
で
中
国
、
香
港
、
マ
カ
オ
、
ジ
ャ
ワ
、
セ
イ
ロ
ン
と
回
っ
た
デ
ユ

レ
は
、
ポ
ン
デ
ィ
シ
エ
リ
ー
か
ら
マ
ネ
に
手
紙
を
認
め
る
。

稲賀繁美

も
う
何
世
紀
も
お
互
い
に
話
を
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
(
中
略
)
セ

ル
ヌ
l

シ
は
日
本
や
中
国
か
ら
、
こ
れ
ま
で
ど
こ
で
も
目
に
し
た
こ
と
が
な

か
っ
た
よ
う
な
青
銅
製
品
を
持
ち
帰
り
ま
す
。
驚
き
の
あ
ま
り
卒
倒
さ
れ
る
に

違
い
な
い
も
の
も
あ
る
、
と
だ
け
言
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
(
中
略
)
フ
ラ
ン
ス

帰
国
は
二
月
末
の
予
定
で
す
。
〔
註
制
〕

モ
ン
ソ

l

公
園
に
面
し
た
セ
ル
ヌ
i

シ
邸
に
収
め
ら
れ
た
そ
の
収
集
が
、
青

銅
器
と
陶
磁
器
を
中
心
と
す
る
の
に
対
し
、
デ
ュ
レ
は
も
っ
ぱ
ら
浮
世
絵
版
画

の
画
帳
や
、
印
刷
さ
れ
た
絵
入
り
本
の
収
集
に
力
点
を
置
く
。
初
期
の

ヤ
ポ
ニ
ザ
ン

日
本
趣
味
仲
間
で
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ビ
ュ
ル
テ
ィ
l

に
せ
よ
、
エ
ド
モ
ン
・

ド
・
ゴ
ン
ク
ー
ル
に
せ
よ
、
そ
の
遺
言
に
よ
り
収
集
は
死
後
競
売
に
付
さ
れ
て

四
散
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
セ
ル
ヌ

l

シ
と
デ
ュ
レ
は
、
寄
贈
あ
る
い
は
そ

れ
に
類
す
る
措
置
で
、
自
分
た
ち

の
収
集
を
公
共
の
も
の
と
し
て
遺

し
た
。
セ
ル
ヌ
l

シ
の
収
集
は
一

八
九
六
年
に
、
遺
言
に
よ
り
パ
リ

市
に
邸
宅
ご
と
寄
贈
さ
れ
、
ま
た

デ
ュ
レ
の
『
日
本
の
挿
絵
本
と
印

刷
さ
れ
た
画
帳
』
五
八
一
件
、
一

三
九
二
冊
は
、
書
類
上
の
体
裁
と

し
て
は
、
一
八
九
九
年
三
月
二
十

日
付
け
で
、
パ
リ
国
立
図
書
館
版

画
部
特
別
室
が
購
入
し
た
こ
と
に

な
る
〔
設
お
〕
。
こ
れ
に
関
連
し
た

第
三
一
の
問
い
は
、
セ
ル
ヌl
シ
と

デ
ュ
レ
の
旅
行
に
よ
っ
て
も
た
ら

姉図 4 r ~tj若滋両』 第 2 f，;\28紙より
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さ
れ
た
美
術
品
が
い
か
な
る
貢
献
を
な
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
セ

ル
ヌ
l

シ
に
関
し
て
は
、
別
途
報
告
も
さ
れ
る
の
で
、
以
下
デ
ュ
レ
の
場
合
に

限
定
し
て
概
略
を
纏
め
て
お
き
た
い
。

デ
ュ
レ
が
自
分
の
収
集
を
核
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
欧
州
の
画
家
た

ち
に
吹
聴
し
た
教
訓
は
、
概
略
三
点
に
要
約
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
毛
筆
に
よ
る

表
現
力
あ
る
デ
ッ
サ
ン
。
マ
ネ
が
遺
し
た
『
北
斎
漫
画
』
(
挿
図

4
、

6
)
の
模
写

(
挿
図
5
、7
)
は
、
画
家
の
日
本
人
芸
術
家
へ
の
敬
意
の
現
れ
で
あ
り
、
マ
ネ
に

匹
敵
す
る
デ
ッ
サ
ン
を
遺
し
た
の
は
、
古
今
東
西
に
北
斎
し
か
お
ら
ず
、
そ
の

北
斎
を
マ
ネ
は
尊
敬
し
て
い
た
云
々
。
か
か
る
評
価
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
デ
ュ
レ

が
『
マ
ネ
』
伝
(
一
九O
一
年
)
に
記
述
す
る
説
だ
か
ら
、
自
画
自
賛
あ
る
い
は

我
田
引
水
の
可
能
性
は
差
し
引
き
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
は
い
え
マ
ネ
は
、
デ
ユ

;

;

;
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婦図 6 r北斎漫画j より

'. cc.占 fム、〆

挿図 7 マネ〈雨の日の肉屋のl店苫先の行列、傘〉

1870~71年 23.9Xl6cm 腐食銅版画

「こうしたマネのは速織きや、瞬間写真といってもよい軽やかなデッサンは、
マネが、典型的な特徴や抽出すべき決定的な動作をとらえるのにいかに確か
だったかを立証するものだった。この水準で7ネに匹敵するものといえば、 北

斎しかいない。北斎は『漫画』の最初の一筆で性絡を完墜に決定することを、
単純化とともに成し遂げていた。だからマネは北斎を尊敬し、機会をとらえて
は模写していたJ という証言 (あるいは自慢)をデュレは『マネ伝』に記す。

レ
が
日
本
の
大
和
郡
山
か
ら
持
ち
帰
っ
た
犬
、
タ
マ

の
デ
ッ
サ
ン
の
脇
に
、
エ
ド
ガ
!
・
ア
ラ
ン
・
ポ
1

の
『
大
現
』
を
墨
跡
豊
か
に
描
き
、
そ
の
余
白
に
東

洋
画
家
の
落
款
を
稚
拙
に
模
倣
し
て
み
せ
た
。
そ
ん

な
作
品
を
わ
ざ
わ
ざ
残
し
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
マ

ネ
自
身
が
確
信
犯
と
し
て
日
本
趣
味
を
公
言
し
、
東
洋
風
の
運
筆
を
我
が
物
に

し
よ
う
と
努
め
て
い
た
こ
と
も
、
否
定
は
で
き
ま
い
。
(
掃
図
8
)

ふ
た
つ
め
に
デ
ュ
レ
が
強
調
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
た
『
北
斎
漫
画
』
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
、
西
洋
の
透
視
図
法
か
ら
自
由
な
画
面
構
成
や
レ
イ
ア
ウ
ト
の
妙

味
だ
っ
た
。
マ
ネ
は
、
と
も
す
れ
ば
透
視
図
法
の
歪
み
を
指
摘
さ
れ
、
構
図
を

作
る
の
が
下
手
で
、
デ
ッ
サ
ン
も
な
っ
て
い
な
い
と
師
撤
さ
れ
て
い
た
。
そ
う

し
た
マ
ネ
の
制
作
を
擁
護
す
る
う
え
で
も
、
『
北
斎
漫
画
』
は
好
都
合
だ
っ
た
。
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(
帰
図
9
)
や
が
て
世
紀
末
の
画
家
た
ち
が
、
同
様
の
構
図
を
よ
り
積
極
的
に
利
用

し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
教
則
本
に
あ
る
よ
う
な
透
視
図
法
か
ら
の
脱
却
を
図
っ

て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
〔
註
お
〕

第
三
に
、
デ
ュ
レ
が
何
よ
り
も
強
調
し
た
の
は
、
純
色
の
強
度
と
外
光
に
お

け
る
光
度
の
追
求
だ
っ
た
。
日
本
の
風
光
を
旅
行
者
と
し
て
実
地
に
知
る
強
み

を
生
か
し
て
、
デ
ュ
レ
は
な
か
ば
は
っ
た
り
と
い
っ
て
よ
い
詑
弁
を
も
辞
さ

ず
、
錦
絵
浮
世
絵
に
み
え
る
強
烈
な
原
色
こ
そ
が
日
本
の
風
景
を
忠
実
に
反
映

し
て
い
る
の
だ
と
主
張
し
た
。

アンリ・セルヌーシとテオドール・デュレ一一コミューン、アジア旅行、美術蒐集一一

ミ
ヂ
イ

実
際
夏
と
も
な
る
と
、
昼
時
に
は
色
彩
は
生
で
ど
ぎ
つ
く
強
く
、
も
は

や
色
彩
が
徐
々
に
薄
ま
る
こ
と
も
、
ま
た
全
般
的
に
中
間
色
で
包
ま
れ
る

と
い
っ
た
こ
と
も
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
や
は
や
妙
な
こ
と
だ

が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
が
真
実
な
の
だ
。
我
々
の
手
元
に
日
本
の
画
帳
が
届

CORBEAU 
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婦図 8 ?ネ《大積〉ステファン ・ マラルメの仏訳

によるエドガー・アラン・ポーの詩『大

混11こマネが石版画を付したものの:B版案

内m広告ポスター 1875年。

1878、 l' には批評家のエルネスト・シェ

ノーが盤絵のようなたっぷりとした策跡

を褒め、商家の日本店主味の発現と ぢ祝い

だ。

い
て
初
め
て
、
誰
か
が
敢
え
て
岸
辺
に
た
ち
、
画
布
の
う
え
に
大
胆
に
も

赤
い
屋
根
と
、
真
っ
白
な
壁
と
、
緑
の
ポ
プ
ラ
と
黄
色
の
道
と
青
い
水
と

を
並
べ
て
き
せ
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

・
日
本
人
の
教
訓

が
与
え
ら
れ
る
ま
で
は
、
こ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。
画
家
た
ち
は

い
つ
で
も
目
を
偽
っ
て
い
た
か
ら
だ
(
中
略
)
。
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
を
目
に

す
る
と
、
そ
こ
に
は
最
も
激
し
く
鋭
い
色
調
が
隣
り
合
わ
せ
に
添
え
ら
れ

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
見
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
ま
で
な
い
が
し
ろ
に
し

で
き
た
り
、
ハ
ナ
か
ら
表
わ
す
の
が
無
理
だ
と
決
め
つ
け
て
き
た
よ
う
な

自
然
の
あ
る
種
の
効
果
を
再
現
す
る
の
に
、
試
す
と
よ
い
あ
た
ら
し
い
や

り
方
の
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
日
本

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
多
く
の
人
々
が
最
初
は
原
色
の
ご
っ
た
煮
(
パ
リ
オ
ラ
ー

ジ
ユ
)
呼
ば
わ
り
し
て
い
た
け
れ
ど
、
実
は
驚
く
ほ
ど
自
然
に
忠
実
だ
っ
た

か
ら
な
の
だ
。
〔
註
幻
〕
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挿図 9 マネ〈ベルト・モリゾの肖像} 1872年
油彩・キャンパス 55xおm

油彩による墨絵の実験?
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伺1~112 7 ィンセント・ファン・ゴ y ホ

《 タンギー爺) 188� ~f. ìllr彩・キャンパス
92x75cm パリ、ロダン美術館成

イ il:の!ムlT! { 五三次名所凶絵 行薬印li} は、川の

錦絵よりもピンク、紙、 rr といった純色がはるかに
湾鋭され、半?!1 f.1千フィンセントがアルルではるこ
とになる色彩を先取りしている。

揃l羽 13 "ネ〈クロード・モネの尚像》

18741ド?お絵 17x13.5lm

パリ、マルモッタン美術館蔵

~~~絵に託した1!I1~!のマネのI'jf象〈アルジャン
トゥイユ〉の池ぎずーlこ似ていることは、プラン

ソワーズ・カシャンの指摘。

揃l主110 存朴 O!:lのつが~，) 181世紀

52 

(rき主体Iの fl 4:J 第 4 .1手 1888iJ三 掲械の帰絵)

姉図11 エドゥアール・ヴュイヤール〈若い女〉
1891年デッサン(選絵) 18xl8cm 

ウルスラ・ベルツキ=ぺトリはヴュイヤールの

盤絵風の実験む日本趣味の現れと考える。



稲賀繁美 アンリ・セルヌーシとテオドール・デュレ コミューン、アジア旅行、美術蒐tIi-

婦~n6 菩多川副氏《江のfhrf版》

浮世絵錦絵版i両大判 3 枚続きのうちおn!i

指図17 マネ{エスパーダに扮した V.M . 嬢〉

(部分) 1862年油彩・キャンパス

165.1 x 127.6cm ニューヨーク、メトロ
ポリタン美術館蔵

MH刈14 クロード・モネ〈アルジャントゥイユのレガッタ〉

1872"1'頃パリ、オルセ一夫術館液

』・辿のアルジャントヴイユむのは、あるいはデュレ

の教唆もあって、モネと JHijJてる 1:1 本のj瓜光に似せて、

以色そ多川しながら付Wl，.、た外光の 1!Ii\-t;è例Ij ではる:か っ

たか。あるいはユイスマンスなど内輪の批評議〈からま

で「藍fE~リなどと噸笑されたドbi~反たちを弁護するた
めに、デュレは末期浮 l世絵の原色こそ日本のドl然や風

光に忠実だ、などという「接言J をI!I:~、たのか?

婦問15 ?ネ《アルジャントゥイユ) 1874年

油彩・キャンパス 149x 115cm トウルネ美術館蔵

一見lリi らかな透視図の歪みや無理な遠近の合成。あるいは憎闘に

たいする全くの無頓着。こうしたマネの「欠点J も、歌lfJゃ消長に

見られる風妖と美人を重ね合わせた俗図や、あるいは『北斎漫画!ÏJ

に見られる、透視図法にとらわれない自白自在のレイアウトを参!被

すれば説明はつく。だが日本の「影符j は、そうしたマネの無軌道

さに後知恵としての理由づけを与えた場合もあっただろう。例えば
挿図18 マネ〈プーローニュの海岸) (旬妙子) 18681下 〈エスパーダ}制作の1860年代前半に、消長や歌麿をパリで見る機

油彩・キャンパス 32.4 x66cm 会があったとは、考えにく p。
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姉図21 Gazette des Beaux-Arts誌 {r画史会要J 1754年刊本よ

り)拘i隙のデュレの日本美術論「日本美術、帰絵本、印

刷[dl[J~、北斎j に拘.ræの係絵 (yoL 26. 1882. 2きme

p駻iode. p_ 115) 

掃図22 ゴッホ〈種蒔く人) 1888年 油彩・キャンパ

ス 32x40an アムステルダム、ゴッホ美術

館蔵

婦図23 ゴッホ〈幼主としての自画像) 1888 

年制l彩・キャンパス 62X52cm

54 

婦図20 エミール・ベルナール{牧場のプルターニュ

鮫たち) 1888年 ìlb il13 ・キャンパス 74X92an

ポール・ゴーギャンの〈説教の後の幻影〉に見える天

使とヤコプの取っ組み合いが北斎の『漫画』からの涜月l

だ、とは当初から例えばカミーユ・ピサロなどが非難

がましく指摘しているところだ。だがより大切なの

は、デュレもその「北斎論J {r前衛批評J 1885年再録)

で述べたように、透視図を無視した画面配置ではな
かったか。おそらくエミール・ベルナールはこの点で

自分の lまうがゴーギャンよりも徹底している、といっ
た自負があったのではないか。ちなみにこの作品はア

ルルのファン・ゴッホが侠写することになる。



〔
日
頁
か
ら
〕
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お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た
デ
ュ
レ
の
い
さ
さ
か
強
引
な
発
呈
一Tl

そ
れ
は
マ
ネ

の
《
ロ
l

ラ
・
ド
・
ヴ
ァ
ラ
ン
ス

》
を
「
パ
リ
オ
ラ
l

ジ
ユ
」
と
非
難
し
た
ポ
ー

ル
・
マ
ン
ツ
に
対
す
る
対
抗
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
|
|
に
影
響
さ
れ
た

ミ
ダ
イ

も
の
か
、
フ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
は
自
ら
フ
ラ
ン
ス
南
部
に
出
掛

け
、
そ
こ
で
想
像
上
の
日
本
人
と
同
化
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
に
な
る
。
ミ
デ
イ

に
日
本
の
風
光
が
あ
る
、
と
は
連
諦
の
よ
う
に
フ
ィ
ン
セ
ン
ト
が
繰
り
返
し

て
、
自
分
に
納
得
さ
せ
た
呪
文
で
あ
る
。
す
で
に
《
タ
ン
ギl
爺
》
の
背
景
に

描
き
こ
ん
だ
広
重
模
写
の
《石
薬
師
》
で
は
、
桜
の
花
も
緑
の
堤
も
青
い
水
も

原
作
よ
り
は
る
か
に
強
調
さ
れ
て
い
た
。
ま
た《大
橋
あ
た
け
の
夕
立
》
の
模

写
で
も
、
中
央
の
橋
は
純
色
の
黄
色
に
輝
き
、
背
景
の
水
の
青
、
対
岸
の
緑
と

対
照
を
な
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
想
像
上
の
日
本
の
原
色
を
体
験
し
た
の
が
、

例
え
ば
ア
ル
ル
到
着
直
後
の
作
品
《ラ
ン
グ
ロ
ワ
の
橋
》
で
は
な
か
っ
た
か
。

フ
ィ
ン
セ
ン
ト
は
ま
た
、
日
本
人
芸
術
家
た
ち
は
、
互
い
に
作
品
の
交
換
を

稲賀繁美

~飾北斎《芝居絵看板「絵暦J> 八つ切
り版指物 19.6x13.7on パリ凶王立

図沓館版関郎蔵

(テオドール・テ・ユレ IH歳、例物帖より)

こうした大小さまざまな例物が天地人 3巻
よりなる I縦断に 1・1釈にl砧り込まれており、さま

ざまの機会での作品の交換からできあがった

ものであることはー イ l瞭然である。

し
て
い
た
、
と
い
う
夢
想
に
も
取
り
強
か
れ
て
い
た
。
な
に

を
根
拠
に
、
と
日
本
の
専
門
家
た
ち
を
さ
ん
ざ
ん
悩
ま
せ
て

き
た
夢
想
だ
が
、
こ
れ
は
仮
に
当
時
フ
ィ
ン
セ
ン
ト
が
デ
ユ

レ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
接
す
る
機
会
が
あ
っ
た
な
ら
、
容
易

に
納
得
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
、
と
筆
者
は
推
定
し
て
い
る
。

す
で
に
何
度
か
披
涯
し
て
い
る
仮
説
だ
が
、
専
門
家
か
ら
ま

る
で
反
応
が
な
い
の
で
、
こ
こ
に
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
そ
許

さ
れ
た
い
〔
註
却
〕
。
パ
リ
国
立
図
書
館
版
画
部
に
、
特
別
室
寄

贈
と
は
別
に
商
品
見
本
と
い
う
範
鴎
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
作

品
に
、
デ
ュ
レ
旧
蔵
の
、
天
地
人
三
冊
よ
り
な
る
摺
り
物
帖

り
込
み
帳
が
あ
る
。
狂
歌
師
、
長
島
雅
秀
の
収
集
に
な
り
、

北
斎
、
清
長
、
俊
満
ほ
か
三
十
名
以
上
の
絵
師
に
よ
る
計
四

三
九
点
の
作
品
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
類
例
は
ゴ
ン
クl
ル

旧
蔵
の
も
の
な
ど
、
今
日
世
界
中
で
十
点
弱
が
知
ら
れ
て
い

‘4
ρれ・
‘
・胃

ヴュイヤールによるデュレの肖像画のなかでは、室内の7 . ロ
ンティス・ピースの上の鏡のなかに、この作品が左右逆になって
映っている。ヴュイヤールの作品の完成とともに、テ・ユレはこの

ホィスラーの作品をメトロポリタン美術館に売却する。
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婦図25 ジェイムズ・マックニール・ホィッス

ラー〈テオドール・デュレの肖像肌色

と黒のアレンジメント 1883年油
彩・キャンパス 193.4x90.8on

ニューヨー夕、メトロポリタン美術館蔵



る
が
、
こ
う
し
た
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
贈
答
用
摺
り
物
が
貼
り
込
ま
れ
た
帳
面
を

一
目
見
た
な
ら
ば
、
と
り
わ
け
専
門
的
知
識
が
な
く
と
も
、
作
品
交
換
の
実
態

は
一
目
瞭
然
だ
っ
た
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
デ
ュ
レ
が
こ
れ
を
購
入
し
た
日
付
は

不
明
だ
が
、
九
0
年
代
に
入
っ
て
浮
世
絵
が
高
騰
す
る
以
前
の
可
能
性
が
高

い
。
ま
た
、
デ
ュ
レ
は
当
時
モ
l

リ
ス
・
ジ
ョ
ワ
イ
ヤ
ン
に
自
分
の
浮
世
絵
収

集
の
保
管
を
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
モ

l

リ
ス
・
ジ
ヨ

ワ
イ
ヤ
ン
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
テ
オ
・
フ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
死
去
の
後
、
グ

l

ピ

ル
商
会
モ
ン
マ
ル
ト
ル
支
店
長
の
地
位
を
襲
う
人
物
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
パ

リ
時
代
の
フ
ィ
ン
セ
ン
ト
が
、
ジ
ョ
ワ
イ
ヤ
ン
の
と
こ
ろ
で
こ
の
種
の
作
品
を

目
に
す
る
機
会
を
み
す
み
す
逸
し
た
、
と
考
え
る
ほ
う
が
不
自
然
と
い
う
も
の

だ
ろ
う
(
あ
る
い
は
ま
た
、
ピ
ン
グ
の
店
の
崖
恨
裏
に
立
ち
入
り
御
免
だ
っ
た
フ
ィ
ン

セ
ン
ト
は
、
解
体
さ
れ
分
売
さ
れ
る
以
前
の
こ
う
し
た
摺
物
帳
を
見
る
機
会
に
恵
ま
れ

た
か
も
し
れ
な
い
)
。
と
す
れ
ば
、
フ
ィ
ン
セ
ン
ト
が
日
本
人
両
家
た
ち
の
作
品
交

換
と
い
う
夢
想
に
導
か
れ
、
フ
ラ
ン
ス
南
部
に
芸
術
家
た
ち
の
理
想
の
共
同
体

挿閃26 テオドール・デュレ|晩年の写真(1922年

問 、 J.I.! IH滋太郎にそられたもの。 円 (

f!.I.U U:Hへ、 1Mミの思い 111 とともに、テオドー

ル・デュレj と.. ~.名がある。思!11m太郎はその

デュレのj(j悼文 < r中央美術J 1927年2F]-l引に同

ーの写真を陶製している。(烈川家提供)

オ

を
作
ろ
う
と
夢
見
た
と
き
に
、
そ
の
発
想
の
な
に
が
し
か
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
デ
ユ

レ
と
そ
の
収
集
に
拠
っ
て
い
た
、
と
い
っ
た
夢
想
を
逗
し
く
す
る
こ
と
も
、
許

さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
〔
註
却
〕
。

小
論
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
、
最
後
の
問
い
を
残
し
て
お
き
た
い
。
こ
と
は

デ
ュ
レ
が
『
日
本
の
挿
絵
本
と
印
刷
さ
れ
た
画
帳
』
五
八
一
件
、
一
三
九
二
冊

を
、
パ
リ
国
立
美
術
館
版
画
部
特
別
室
に
寄
贈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
収
集

の
カ
タ
ロ
グ
編
纂
の
助
手
を
務
め
た
ひ
と
り
の
日
本
人
の
こ
と
で
あ
る
。
日
ハ


R
〉
巧
〉
ロ
〉
と
名
前
の
記
さ
れ
た
こ
の
人
物
は
、
別
の
情
報
に
よ
れ
ば
、
一
九

O
O
年
現
在
ギ
メ
美
術
館
に
も
勤
務
し
て
い
た
ら
し
い
の
だ
が
、
ギ
メ
側
に
保

存
さ
れ
て
い
る
資
料
か
ら
は
、
そ
の
裏
付
け
が
取
れ
な
い
〔
註
却
〕
。
デ
ュ
レ
の
手

紙
や
書
類
の
一
部
は
、
そ
の
「
弟
子
」
で
ク
l

ル
べ
の
専
門
家
だ
っ
た
シ
ヤ
ル

ル
・
レ
ジ
ェ
に
渡
り
、
そ
の
一
部
は
ロ
ジ
ェ
・
ク
パ
氏
の
所
蔵
に
帰
し
て
い
る

が
、
筆
者
は
パ
リ
第
七
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
の
摘
要
に
、
ク
パ
氏
の
ご

好
意
で
、
こ
の
戸
間
〉
者
〉
ロ
〉
が
一
九
一
五
年
三
月
十
日
づ
け
で
、
ソ
ウ
ル

の
「
フ
ル
イ
チ
町
」
か
ら
デ
ュ
レ
に
宛
て
た
、
長
文
の
手
紙
一
通
を
翻
刻
し
て

紹
介
す
る
機
会
を
得
た
〔
註
訂
〕
。
そ
こ
で
同
・
同
〉
巧
〉
ロ
〉
は
朝
鮮
の
紙
や
青

銅
器
、
李
朝
白
磁
な
ど
の
フ
ラ
ン
ス
向
け
輸
出
の
可
能
性
を
デ
ュ
レ
に
打
診
し

て
い
る
。
誤
謬
は
多
い
が
達
者
な
ぺ
ン
で
一
気
阿
成
に
書
か
れ
た
筆
跡
か
ら

は
、
こ
の
人
物
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
力
量
も
推
定
で
き
た
。
こ
の
カ
ワ
ダ
氏
の
人

と
な
り
を
説
き
明
か
す
鍵
が
読
者
か
ら
提
供
さ
れ
ん
こ
と
を
念
じ
つ
つ
、
筆
を

捌
く
。*

本
稿
は
、
東
京
・
日
仏
会
館
で
開
か
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
出
g

ュ

わ
ぬ
『
ロ
ロ
印
の
}
ニ
(
】
∞

N
H
l
z
u
m
)出。
ョ
ヨ
ω
U
O

一
一
円EC
0・
2
2
ωコ
巳
巾
「
巾
円

。
。=
2
Z
0
3コ
2

吋
円
ω
ユ

g
E
Z
D
C
0・N
C
E
E
E
S

で
の
発
言
を
日
本

語
に
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
日
仏
会
館
発
行
の
同
守
宮hに
そ
の
仏
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語
版
も
掲
載
の
予
定
で
あ
る
が
、
図
版
の
う
え
で
異
動
の
あ
る
こ
と
を
お

断
り
す
る
。
ま
た
本
文
で
、
「
セ
ル
ヌ
!
シ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は

別
途
発
表
が
あ
る
」
と
予
作一目
し
た
の
は
、
こ
の
同

~
v
N
.

印
刷
内
に
掲
載
予
定
の
他

の
参
加
者
に
よ
る
論
文
を
想
定
し
て
の
発
言
で
あ
る
。
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E
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コ
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コ
同
一
市
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凶
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回
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玄
・
ω
・
コ
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白
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N
M
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・

設
2

寸
志
O
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山O
足
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ロ
円
巾
?
ト
.
h
z
~
む
と

・同
氏
周
屯
『
た
え
可
町
む
と
M

-
H
∞
∞0・
2
y
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E
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-
8
・

註
3
h

守H.

R
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u
-
M
-
N
・

註
4

日
u
・0
・
ピ
明
印
国
間
一
回
「
弓
・
民
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。
ご

・由
民
同
E
n
s
-
喝
さ
ミ
ミ
-
H
宮
町
一
呂
田
-
R
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・

白
明
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R
0
・
U
刀
・コ
・
吋
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ギ
ュ
ス
タ
l

ヴ
・
シ
ョ
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デ
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テ
オ
ド
l

ル
・
デ
ュ
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の
こ
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以
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の
関
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に
つ
い
て
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ω
z
m
m
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Z

白
m
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2
m
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h
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〉
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凹
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o
r
v

・
0
・

〈
O
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-
V
ハ
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×
〈
ご
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2
0

・2

・
5
∞
少
豆
】
・
日
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心
印
・

註
5

」
g
-
ロ
∞
E
Y
何
回
円
・
」
巾
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一
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コ
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何
ヨ
一
z
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a
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ロ
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さ
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E
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E
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田
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0

一
一
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∞
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Z
巾
コ
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巾
3
5
n
y
f
c
コ
2
0
3
ヨ
m
e
E
コ
色
巾
2
E
・

J
己
m
吉
田
一
巾

g
z
-
o
m
E
民
主
ミ
ハ
v
s
・
5
R
E
出
足

1

旬
、
n
E
3
・
a
h
E
「
同
町
内
ロ
~
た
え
さ
と
叫
内
定
、

U

稲賀繁美

至
急
巾
P
5
2
z
・

3
S
-
℃

5
・

セ
ル
ヌ

l

シ
に
よ
る
|
|
党
派
的

と
は
い
え
|
|
シ
ョ

l

デ
擁
護
論
に
は
一
切
触
れ
な
い
ま
ま
、
セ
ル
ヌl
シ
に

閲
す
る
論
文
で
、
シ
ョ
1

デ
の
採
状
に
関
し
て
、
セ
ル
ヌ
1

シ
の
見
解
と
は
正

反
対
の
通
説
を
述
べ
て
、
そ
れ
で
事
足
れ
り
と
す
る
の
は
、
い
か
に
も
不
十
分

で
、
い
か
が
な
も
の
か
、
と
訴
し
が
ら
れ
る
。

註
7
h
問
的
た
え
R
H
印
国
〈
ユ
-
E
J
ニ
・

註
8
4

志
o
a
O
B
O
Z
『
2
・
h
己
主
口
九
諸
島
喝
さ
に
ミ
S
F
H
∞
∞

0
・
刀
・
自
由
・

註
9

寸
志
o
E
円
巾
O
R
2
・
h
・
ミ
な
芯
マ
向
島
、
高
之
内
向
島
出
u
d
b
出
お

日
∞
8
・
z
g
巾
戸
円
以
・
5
N
・

註
叩
h
向
。
n
ミ
ロ
タ
-
m
却
ヨ
回
一
回
∞
己
・
連
行
云
々
と
の
辻
出
僚
が
不
明
だ
が
、
こ
う

し
た
活
劇
胤
の
姉
写
を
口
頭
で
は
盛
ん
に
披
露
し
な
が
ら
、
白
分
の
著
述
で
は

そ
ん
な
も
の
は
ロ
マ
ン
主
義
の
残
浮
に
過
ぎ
ぬ
と
ば
か
り
禁
欲
的
に
排
除
し
、

ひ
た
す
ら
冷
徹
に
淡
々
と
事
実
を
語
る
か
の
よ
う
な
中
立
性
を
演
じ
て
み
せ
る

の
が
、
実
証
主
義
の
世
代
と
し
て
の
デ
ュ
レ
の
自
負
で
あ
り
お
ま
た
そ
れ
が
周

聞
の
信
頼
を
集
め
た
。
こ
う
し
た
抑
圧
は
、
後
述
の
「
ア
ジ
ア
旅
行
記
』
で
も

遺
憾
な
く
発
掬
さ
れ
る
の
が
追
憾
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
た
め
デ
ュ
レ
な
ら
で

は
の
逸
話
が
多
く
失
わ
れ
る
。
そ
の
反
面
、
デ
ュ
レ
の
記
述
が
権
威
あ
る
証
言

と
し
て
流
通
す
る
こ
と
と
な
る
原
因
も
こ
の
抑
圧
に
あ
っ
た
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と
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上
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