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モ
ネ
と

「
装
飾
」

に
関
す
る
試
論

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
印
象
派
展
、
装
飾
、
日
本
美
術
、

エ
ル
ネ
ス
ト
・
シ
ェ
ノ
ー
、
美
術
批
評

亀

田

晃

輔

は
じ
め
に

印
象
派
の
画
家
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
(
-
八
四
〇
ー
＇
一
九
二
六
年
）
は
晩
年
の

《
睡
蓮
》
作
品
群
を
「
大
装
飾
画
」
（
図
l
)
と
呼
ん
だ
が
、
彼
に
と
っ
て
「
装

飾
」
と
い
う
―
つ
の
芸
術
の
在
り
方
は
、
晩
年
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
画
業
を
通
し
て
も
常
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
、

本
論
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
八
七
四
年
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
印
象
派
展
で

彼
の
作
品
は
「
装
飾
的
」
と
批
評
さ
れ
、
さ
ら
に
第
二
回
、
第
三
回
展
で
は
モ

ネ
の
方
か
ら
タ
イ
ト
ル
に
「
装
飾
」
の
語
を
冠
し
た
作
品
を
出
品
し
た
。
彼
に

と
っ
て
、
装
飾
と
は
何
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
従
来
、
近
代
に
お
け
る

装
飾
の
問
題
は
、
ポ
ス
ト
印
象
派
や
そ
れ
以
降
の
画
家
た
ち
、
あ
る
い
は
ア
ー

ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
と
い
っ
た
世
紀
末
か
ら
二

0
世
紀
初
頭
の
芸
術
を
中
心
に
議

論
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
の
―
つ
は
、
装
飾
と
呼
び
な

ら
わ
さ
れ
た
芸
術
形
態
が
こ
の
時
代
、
社
会
的
に
求
め
ら
れ
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
し
か
し
モ
ネ
の
装
飾
画
は
、
時
期
が
早
い
た
め
か
こ
う
し
た
研
究
の
範

疇
か
ら
は
逸
脱
す
る
（
除
外
さ
れ
る
）
対
象
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
他
方
で
、

上
記
の
研
究
と
直
接
的
に
は
連
動
せ
ず
に
、
同
時
代
の
批
評
や
作
品
表
象
か
ら

モ
ネ
の
装
飾
画
を
考
察
し
た
研
究
も
な
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
こ
れ
か
ら
モ
ネ
の

装
飾
画
を
再
考
す
る
に
あ
た
っ
て
、
前
者
の
研
究
を
考
慮
に
入
れ
な
い
な
ら
ば
、

装
飾
芸
術
を
め
ぐ
る
現
象
は
モ
ネ
個
人
に
留
ま
る
の
み
で
な
く
、
当
時
広
範
囲

に
議
論
さ
れ
て
い
た
社
会
的
な
問
題
で
あ
り
、
モ
ネ
自
身
も
そ
の
大
き
な
潮
流

の
中
に
い
た
こ
と
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
先
行
研
究
の
成
果
を
つ
き
合
わ
せ
、
モ
ネ
の
装
飾
の
問

題
を
よ
り
深
く
論
じ
る
べ
く
い
く
つ
か
の
糸
口
を
提
示
し
、
考
察
を
試
み
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
モ
ネ
の
装
飾
へ
の
志
向
を
ま
ず
、
大
き
な
枠
組
み
と
し
て

社
会
史
的
に
捉
え
、
装
飾
芸
術
振
興
運
動
や
壁
画
と
い
っ
た
当
時
の
装
飾
芸
術

に
関
す
る
動
向
と
結
び
付
け
る
。
次
に
一
八
六

0
年
代
か
ら
モ
ネ
や
他
の
印
象

派
の
画
家
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
日
本
美
術
に
関
す
る
議
論
で
、
装
飾

と
い
う
タ
ー
ム
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
実
際
に
モ
ネ
の
、
第
一
回

か
ら
一
二
回
ま
で
の
印
象
派
展
に
出
品
さ
れ
た
作
品
に
関
す
る
同
時
代
の
言
説
を
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中
心
に
考
察
し
て
い
く
。

一
、
一
九
世
紀
後
半
の
装
飾
芸
術

モ
ネ
の
装
飾
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、

る
装
飾
芸
術
が
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
か
ら

始
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
た
め
に
、
驚
く
べ
き
ほ
ど
の
文
献
を
渉
猟
し

(
3
)
 

て
構
築
さ
れ
た
天
野
知
香
氏
の
研
究
に
多
く
負
い
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
装
飾

芸
術
の
成
立
を
見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
装
飾
芸
術
の
前
段
階
と
し
て
産
業
芸
術
な
る
概
念
が
誕
生
す
る
。
そ

れ
は
一
八
五
一
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
は
じ
め
て
開
催
さ
れ
た
万
博
が
契
機
で
あ
っ

た
。
い
ち
早
く
産
業
革
命
を
成
し
遂
げ
た
イ
ギ
リ
ス
が
こ
の
万
博
に
お
い
て
示

し
た
も
の
は
、
産
業
製
品
技
術
の
高
さ
で
あ
り
、
そ
れ
に
驚
愕
し
た
フ
ラ
ン
ス

は
、
自
国
の
技
術
レ
ベ
ル
を
押
し
上
げ
る
政
策
を
取
る
と
共
に
、
芸
術
的
価
値

を
付
与
す
る
こ
と
を
も
考
え
出
し
た
。
そ
の
噴
矢
は
、
美
術
工
芸
部
門
の
審
査

員
と
し
て
万
博
に
深
く
関
わ
っ
た
、
レ
オ
ン
・
ド
・
ラ
ボ
ル
ド
が
一
八
五
六
年

に
出
版
し
た
報
告
書
『
諸
芸
術
と
産
業
の
統
合
』
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
表

題
に
あ
る
通
り
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
成
立
な
ど
を
経
て
、
芸
術
と
産
業
が
分
裂
し

て
し
ま
っ
た
現
状
を
嘆
き
、
従
来
「
良
き
趣
味
」
の
模
範
で
あ
る
「
芸
術
大
国
」

フ
ラ
ン
ス
の
威
信
の
た
め
に
も
改
め
て
芸
術
と
産
業
を
統
合
し
て
、
経
済
的
に

も
芸
術
的
に
も
優
れ
た
「
産
業
芸
術
」
を
生
み
出
す
必
要
を
力
説
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
自
国
の
立
ち
遅
れ
に
対
す
る
危
機
感
を
原
動
力
に
し
た
産
業
芸
術
を

め
ぐ
る
国
家
的
動
向
は
、
組
織
形
態
を
生
み
出
す
に
至
り
、
一
八
五
八
年
に
は

産
業
芸
術
進
歩
協
会
Societe
d
u
 p
r
o
g
r
e
s
 d
e
 l'art industriel
が
設
立
さ

一
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

一
八
六
四
年
に
は
産
業
応
用
美
術
中
央
連
合
l
'
U
n
i
o
n
central d
e
s
 

B
e
a
u
x
 ,
 
A
r
t
s
 a
p
p
l
i
q
u
e
s
 a
 l'industrie
が
設
立
さ
れ
た
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
産
業
芸
術
の
振
興
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
フ
ラ

ン
ス
語
で
装
飾
を
意
味
す
る

d
e
c
o
r
a
t
i
o
n
の
形
容
詞
decoratif
が
新
語
と
し

(
4
)
 

て
誕
生
し
た
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
主
要
な
辞
書
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、

一
八
六
二
年
の
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
辞
書
の
補
遺
に
ま
ず
登
場
し

(
5
)
 

て
い
る
。
一
八
七

0
年
に
出
版
さ
れ
た
一
九
世
紀
ラ
ル
ー
ス
大
百
科
事
典
に
は

d
e
c
o
r
a
t
i
f
の
項
目
に
、

arts
decoratifs
の
用
例
が
挙
げ
ら
れ
、
「
飾
り
用
彫

(
6
)
 

刻
や
タ
ピ
ス
リ
ー
な
ど
の
よ
う
な
装
飾
を
目
的
と
し
た
芸
術
」
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
あ
る
い
は
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
辞
書
の
一
八
七
九
年
版
で

れ、は
les
arts decoratifs
の
用
例
に
加
え
て
、

s
c
u
l
p
t
u
r
e
d
e
c
o
r
a
t
i
v
e
と

p
e
i
n
t
u
r
e
 d
e
c
o
r
a
t
i
v
e
が
挙
げ
ら
れ
、
装
飾
的
彫
刻
と
装
飾
的
絵
画
と
い
う
語

が
実
際
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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つ
ま
り

d
e
c
o
r
a
t
i
f
と
い
う
形
容
詞
は

art
を
形
容
す
る
語
と
し
て
辞
書
に
付
け
足
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
そ
れ
に
伴
い
、
産
業
芸
術
art
industriel
と
い

う
語
は
装
飾
芸
術
a
r
t
d
e
c
o
r
a
t
i
f
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
さ
ら
に
言
及
し
て
い
く
「
装
飾
」
と
い
う
タ
ー
ム
は
多
か

れ
少
な
か
れ
、
産
業
／
装
飾
芸
術
振
興
運
動
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

組
織
機
関
が
最
終
的
な
形
態
に
な
る
の
は
、
一
八
八
二
年
設
立
の
装
飾
芸
術

中
央
連
合
l
'
U
n
i
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
 d
e
s
 arts decoratifs
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ

の
組
織
の
最
大
の
貢
献
は
、
装
飾
芸
術
を
議
論
す
る
『
装
飾
芸
術
評
論
』
と
い

う
機
関
紙
を
創
刊
し
た
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
一
八
九
一
年
に
官
展
の
流

れ
を
引
く
国
民
美
術
協
会
の
サ
ロ
ン
に
「
オ
ブ
ジ
ェ
・
ダ
ー
ル
」
部
門
を
設
立

さ
せ
、
旧
来
の
大
芸
術
の
牙
城
に
装
飾
芸
術
を
受
け
入
れ
さ
せ
た
こ
と
で
あ
っ



た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
制
度
上
で
は
、
大
小
を
問
わ
な
い
、
諸
芸
術

の
平
等
が
実
現
し
た
の
だ
っ
た
。

他
方
、
装
飾
を
め
ぐ
る
言
説
は
、
絵
画
に
お
い
て
も
展
開
さ
れ
て
い
た
。
芸

術
的
教
養
を
持
た
な
い
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
厳
格
な
人
文
主
義
理

論
に
基
づ
く
大
衆
に
は
親
し
み
辛
い
サ
ロ
ン
系
の
歴
史
画
が
衰
退
す
る
過
程

は
、
こ
の
時
代
に
特
徴
的
な
―
つ
の
様
相
で
あ
る
。
そ
の
避
難
所
と
し
て
、
オ

ス
マ
ン
男
爵
の
パ
リ
改
造
計
画
で
次
々
と
建
て
ら
れ
て
い
っ
た
、
公
共
建
造
物

の
壁
を
飾
る
「
壁
画
」
が
あ
て
が
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。

当
時
の
壁
画
制
作
に
お
い
て
最
も
重
要
な
画
家
と
見
な
さ
れ
た
の
は
、
ピ
ュ

ヴ
ィ
・
ド
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
で
あ
っ
た
。
パ
ン
テ
オ
ン
の
壁
画
を
描
い
た
こ
と

で
有
名
で
あ
る
こ
の
画
家
は
、
批
評
家
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
ー
テ
ィ
エ
な
ど
の
後

ろ
盾
も
あ
っ
て
、
次
第
に
建
築
物
を
飾
る
装
飾
壁
画
家
と
し
て
頭
角
を
現
し
て

い
く
。
ゴ
ー
テ
ィ
エ
と
言
え
ば
、
壁
画
を
、
造
形
上
に
お
い
て
も
主
題
に
お
い

て
も
タ
ブ
ロ
ー
画
と
区
別
し
て
描
く
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
壁
画
の
美
学
を

展
開
し
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
さ
ら
に
こ
う
し
た
言
説
の
中
に
、
中
世
や
。
フ
リ

ミ
テ
ィ
フ
派
の
フ
レ
ス
コ
画
に
対
す
る
関
心
が
入
り
込
み
、
壁
に
穴
を
穿
た
ず
、

イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
空
間
構
成
を
避
け
る
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
平

面
性
が
そ
こ
に
出
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
装
飾
壁
画
特
有
の
美
学
を
体
現
し
た
の
が
、
ピ
ュ
ヴ
ィ
で
あ
る
。

ゴ
ー
テ
ィ
エ
に
称
え
ら
れ
る
一
方
で
、
肉
付
け
の
甘
い
造
形
表
現
に
よ
っ
て
、

例
え
ば
ジ
ュ
ー
ル
・
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
か
ら
酷
評
さ
れ
る
と
い
う
、
前
衛
の
画
家

た
ち
と
同
じ
よ
う
な
二
面
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
も
い
る
。
こ
の
画
家
が
、
モ
ネ

の
装
飾
画
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
特
に
重
要
な
意
味
合
い
を
持
つ
と
思
わ
れ
る

の
は
、
壁
画
の
美
学
を
応
用
し
た
タ
ブ
ロ
ー
画
を
、
装
飾
画
と
し
て
描
い
た
た

め
で
あ
る
。
例
え
ば
一
八
七
九
年
の
サ
ロ
ン
に
出
品
さ
れ
た
《
海
辺
の
女
た
ち
》

（図

2
)
は
、
「
装
飾
パ
ネ
ル

p
a
n
n
e
a
u
decoratif」
と
副
題
が
添
え
ら
れ
て

い
る
。
名
称
を
p
e
i
n
t
u
r
e
で
は
な
-
v
p
a
n
n
e
a
u
と
し
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
の
編
纂
者
エ
メ
・
プ
ラ
イ
ス
は
、
こ
の

「
装
飾
パ
ネ
ル
」
と
い
う
副
題
を
、
「
あ
た
か
も
、
通
常
の
絵
画
に
は
思
い
が
け

な
い
逸
脱
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
る
か
の
よ
う
に
」
付
け
た
と
述
べ
、
か
つ
実

(10) 

八
年
後
に
売
れ
た
と
解
説
し
て
い
る
。

際
に
「
装
飾
」
と
し
て
、

つ
ま
り
、
公

共
建
造
物
で
あ
れ
、
私
邸
で
あ
れ
、
室
内
に
飾
ら
れ
る
べ
く
描
か
れ
た
も
の
だ

と
言
え
る
。
他
方
、
装
飾
画

p
e
i
n
t
u
r
e
d
e
c
o
r
a
t
i
v
e
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て

で
は
あ
る
が
、
一
八
六

0
年
に
ア
カ
デ
ミ
ー
の
終
身
書
記
で
あ
っ
た
ブ
ー
レ
が

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

芸
術
家
が
携
わ
る
に
最
も
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
た
大
規
模
な
絵
画
ジ
ャ
ン

ル
は
、
あ
る
時
に
は
壁
画

(
p
e
i
n
t
u
r
e
m
u
r
a
l
e
)
、
あ
る
時
に
は
記
念
碑

的
絵
画

(
p
e
i
n
t
u
r
e
m
o
n
u
m
e
n
t
a
l
e
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、

こ
う
し
た
言
業
の
組
み
合
わ
せ
が
耳
に
し
っ
く
り
響
く
と
は
言
い
が
た

い
。
し
か
し
装
飾
画

(
p
e
i
n
t
u
r
e
decorative)

と
い
う
言
葉
が
あ
え
て

用
い
ら
れ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
。
と
い
う
の
も
装
飾
と
い
う
言
菓
に

は
格
の
低
い
産
業
芸
術
の
響
き
が
あ
る
か
ら
な
の
だ
。
だ
が
こ
の
正
確
で

フ
ラ
ン
ス
的
な
表
現
に
も
っ
と
権
威
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ヴ
ァ
テ
ィ

カ
ン
宮
の
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
の
フ
レ
ス
コ
画
は
装
飾
画

(peinture

で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
す
べ
き
で
あ
る
。

decorative) 
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こ
こ
に
は
ま
さ
し
く
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
が
体
現
し
た
よ
う
な
、
大
芸
術
が
壁

画
と
な
り
、
装
飾
画
と
呼
ば
れ
る
に
至
る
過
程
が
予
言
さ
れ
て
い
る
。
上
述
し

た
装
飾
芸
術
振
興
運
動
で
、
実
際
に
制
作
が
奨
励
さ
れ
た
の
は
、
置
物
や
タ
ピ

ス
リ
ー
、
家
具
な
ど
の
室
内
装
飾
品
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
そ
こ
に
ハ
イ
・
ア
ー

ト
で
あ
る
絵
画
が
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
の
が
、
一
九
世
紀
後
半
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
装
飾
画
が
持
つ
特
殊
性
な
の
で
あ
る
。
か
つ
そ
れ
が
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
歴

史
に
入
り
組
む
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
ピ
ュ
ヴ
ィ
の
《
海
辺
の
女
た
ち
》
に
戻
っ

て
こ
の
「
装
飾
パ
ネ
ル
」
と
名
付
け
ら
れ
た
作
品
の
特
徴
（
プ
ラ
イ
ス
が
指
摘

し
た
ヶ
逸
脱
ク
で
も
あ
る
）
を
確
認
し
よ
う
。
ま
ず
看
取
さ
れ
る
の
は
、
物
語

性
を
欠
く
、
つ
ま
り
は
伝
統
的
な
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
や
ア
レ
ゴ
リ
ー
が
用
い
ら

れ
て
い
な
い
た
め
に
主
題
が
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
三
人
の

人
物
の
肉
付
け
が
貧
弱
な
こ
と
に
加
え
、
画
面
三
分
の
二
ほ
ど
に
位
置
す
る
高

め
の
水
平
線
や
、
左
を
占
め
る
土
塊
か
岩
山
の
平
板
な
描
写
に
よ
っ
て
示
さ
れ

る
平
面
性
の
強
調
が
、
第
二
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
ポ
ス
ト
印

象
派
以
降
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
装
飾
画
家
と
し
て
の

ピ
ュ
ヴ
ィ
が
、
そ
の
影
響
源
に
あ
っ
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
装
飾
の
社
会
的
意
味
と
絵
画
に
お
け
る
装
飾
を
簡
単
に
見
て
き
た
。

次
章
で
は
、
装
飾
に
関
す
る
議
論
を
同
時
代
の
日
本
美
術
受
容
に
関
す
る
言
説

の
中
に
見
出
し
、
モ
ネ
の
装
飾
画
を
論
じ
る
手
が
か
り
を
さ
ら
に
提
示
し
た
い
。

二、

エ
ル
ネ
ス
ト
・
シ
ェ
ノ
ー
に
見
る
日
本
美
術
の
装
飾
性

モ
ネ
に
お
け
る
装
飾
の
志
向
を
日
本
美
術
に
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に

(12) 

馬
渕
明
子
氏
が
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、
十
分
と
は
言
え
な
い
。
馬
渕
氏
は
、
単

に
日
本
美
術
が
持
つ
装
飾
性
を
、
モ
ネ
が
絵
画
に
応
用
し
た
と
述
べ
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
日
本
美
術
が
、
と
り
わ
け
前
衛
の
芸
術
家
た
ち
に
影
響

を
与
え
、
西
欧
美
術
の
伝
統
、
つ
ま
り
透
視
図
法
や
小
宇
宙
と
し
て
の
幾
何
学

(13) 

的
絵
画
空
間
を
破
壊
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
美
術
史
の
定
説
と
な
っ

て
い
る
が
、
そ
う
し
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
絵
画
が
生
み
出
し
た
表
現
そ
れ
自
体
を
、

不
用
意
に
装
飾
と
呼
ぶ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
日
本
美
術
と
装
飾
の
問
題
を
検

討
す
る
に
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

H
本
美
術
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ

れ
た
か
を
詳
し
く
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
批
評
家
エ
ル
ネ
ス
ト
・

シ
ェ
ノ
ー
(
-
八
三
三
ー
一
八
九

0
)
を
例
に
取
り
た
い
。
彼
は
、
産
業
応
用

美
術
中
央
連
合
で
指
導
的
役
割
を
果
た
し
、
か
つ
日
本
美
術
の
特
徴
を
全
く
正

当
に
言
い
当
て
、
分
析
し
た
人
物
で
あ
る
。
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
研
究
の
文
脈
で
必

ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
言
及
さ
れ
る
こ
の
批
評
家
は
、
一
八
六
七
年
の
パ
リ
万

博
の
後
に
発
表
し
た
『
芸
術
の
分
野
で
競
う
諸
国
民
ー
絵
画
・
彫
刻
、
日
本
美

術
、
芸
術
の
将
来
に
対
す
る
万
国
博
覧
会
の
影
響
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
日

(14) 

本
美
術
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
著
書
に
つ
い
て
は
大
島
清
次
氏
が
す

(15) 

で
に
解
説
し
て
い
る
が
、
丹
念
に
読
み
直
し
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
l
e
s

a
r
t
s
 d
e
c
o
r
a
t
i
f
s
と
い
う
言
葉
が
新
語
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
の
下
で
、
日
本
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美
術
を
考
察
し
た
い
。

こ
の
著
書
は
、
実
に
四
六
七
頁
に
も
及
ぶ
大
著
で
、
各
国
美
術
の
本
質
を
指

摘
し
な
が
ら
、
相
互
の
比
較
を
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
一
八
六
七
年
の
パ
リ

万
博
へ
の

H
本
の
参
加
は
、
明
治
体
制
に
な
る
直
前
の
日
本
が
は
じ
め
て
西
欧

列
強
の
中
に
公
的
に
介
入
す
る
と
い
う
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
は

ま
だ
「
日
本
」
は
流
行
の
段
階
ま
で
至
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
展

示
が
他
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
し
か



し
、
会
期
半
ば
の
七
月
に
行
わ
れ
た
国
際
審
査
委
員
会
に
よ
る
パ
リ
万
博
の
授

賞
式
で
、
工
芸
品
が
評
価
さ
れ
て
日
本
に
グ
ラ
ン
プ
リ
が
授
与
さ
れ
る
な
ど
、

日
本
の
工
芸
品
が
大
々
的
に
西
欧
人
に
認
識
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
ジ
ャ
ポ

(16) 

ニ
ス
ム
研
究
に
お
い
て
も
意
義
深
い
。
そ
れ
は
、

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
や

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
・
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
な
ど
の
初
期
ジ
ャ
ポ
ニ
ザ
ン
の

限
ら
れ
た
範
囲
の
み
で
理
解
さ
れ
て
い
た
日
本
美
術
が
、
大
衆
に
も
一
定
の
訴

求
効
果
を
持
ち
始
め
る
よ
う
に
な
り
、
芸
術
作
品
や
批
評
に
お
い
て
取
り
上
げ

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
変
化
を
意
味
し
て
い
た
。
一
方
で
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

一
八
七
二
年
に
批
評
家
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ビ
ュ
ル
テ
ィ
が

(17) 

初
め
て
使
用
し
た
と
さ
れ
、
先
に
挙
げ
た
一
八
七
八
年
出
版
の
一
九
世
紀
ラ

ル
ー
ス
大
百
科
事
典
に
も
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
語
が
初
出
し
、
「
日
本
の
器
物
に

(18) 

見
ら
れ
る
装
飾
に
類
似
す
る
装
飾
の
研
究
」
と
説
明
さ
れ
て
、
語
義
の
上
で
も

市
民
権
を
獲
得
す
る
に
至
る
。
こ
う
し
た
潮
流
の
中
心
に
い
た
シ
ェ
ノ
ー
が
こ

の
著
作
で
全
頁
の
約
十
分
の
一
を
日
本
美
術
に
当
て
、
し
か
も
そ
れ
を
各
国
美

術
の
最
終
項
目
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
日
本
美
術
の
注
目
ぶ
り
が
わ
か
る
。

ム
と
い
う
言
葉
は
、

こ
こ
か
ら
実
際
に
、
こ
の
著
作
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。
シ
ェ
ノ
ー
は
は
じ

め
に
中
国
と
日
本
と
を
比
較
し
て
違
い
を
強
調
し
、
か
つ
日
本
美
術
が
西
欧
に

与
え
た
影
響
を
特
異
な
も
の
と
し
、
い
わ
ゆ
る
シ
ノ
ワ
ズ
リ
ー
と
の
差
異
を
カ

説
し
て
い
る
。
そ
の
比
較
は
透
視
図
法
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
。
ま
ず
中
国
の

陶
器
に
絵
付
け
さ
れ
た
装
飾
芸
術
を
例
に
と
り
、
西
洋
人
は
そ
の
素
早
い
籠
致

や
平
板
な
色
調
の
中
に
野
蛮
さ
が
あ
る
と
言
う
が
、
こ
の
判
断
に
異
議
申
し
立

て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
湾
曲
し
た
器
物
に
、
西
欧
伝
統
の
透

視
図
法
を
応
用
し
た
時
、
ど
の
よ
う
な
悲
惨
な
効
果
が
生
じ
得
る
か
、
誰
も
考

え
た
た
め
し
が
な
い
と
嘆
き
つ
つ
、
そ
れ
を
計
算
し
た
中
国
の
装
飾
芸
術
の
野

蛮
さ
は
、
実
は
器
物
が
設
置
さ
れ
る
場
所
に
も
視
覚
的
効
果
に
も
配
慮
さ
れ
た
、

優
れ
た
特
質
な
の
だ
と
讃
美
す
る
。
そ
の
上
で
、
日
本
美
術
は
中
国
美
術
よ
り

も
進
歩
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

彼
ら
〔
中
国
人
〕
と
同
様
、
彼
ら
〔
日
本
人
〕
も
ま
た
、
磁
器
や
装
飾

画
に
お
い
て
、
一
貫
し
て
明
暗
法
の
使
用
を
遠
ざ
け
た
。
し
か
し
独
特
の

明
敏
さ
を
も
っ
て
、
線
的
幾
何
学
的
透
視
図
法
と
、
私
が
感
覚
的
透
視
図

法
la
perspective d
e
 s
e
n
t
i
m
e
n
t
と
呼
ぶ
透
視
図
法
と
の
素
晴
ら
し

い
折
衷
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
大
部
分
は
、
様
々
な
プ
ラ
ン
が
高
く
段
々
に
重

な
っ
て
い
く
よ
う
に
、
非
常
に
高
い
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
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方
法
に
よ
れ
ば
、
空
気
遠
近
法

la
perspective a
e
r
i
e
n
n
e
に
頼
る
こ

と
な
く
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
小
に
よ
る
だ
け
で
、
現
実
の
眺
望
の
イ
リ
ュ
ー

ジ
ョ
ン
を
打
ち
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
の

装
飾
的
構
成
は
、
し
ば
し
ば
中
国
の
も
の
に
あ
る
よ
う
に
、
分
離
し
た
小

さ
な
モ
テ
ィ
ー
フ
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
、
反
対
に
常
に
―
つ
の
総
体
を

(19) 

形
成
す
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
透
視
図
法
を
云
々
し
よ
う
と
す
る
志
向
は
、
シ
ェ
ノ
ー
が
当
時
の
前

衛
た
ち
と
近
し
い
考
え
に
あ
っ
た
こ
と
を
露
呈
す
る
だ
け
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
装
飾
美
術
が
も
は
や
輝
か
し
い
状
態
に
な
く
、
日
本
美
術
の
よ
う
な

従
来
の
透
視
図
法
に
よ
ら
な
い
、
斬
新
な
装
飾
的
構
成
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
意
見
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、



(20) 

北
斎
漫
画
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
日
本
人
の
デ
ッ
サ
ン
は
自
然
を
完
璧

に
看
取
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
激
賞
し
た
後
に
、
自
国
の
装
飾
芸
術
家
と
比

較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
現
れ
て
い
る
。

H
本
の
装
飾
の
魅
力
を
な
す
も
の
、
そ
れ
は
装
飾
の
仕
方
を
常
に
定
め

て
い
る
空
想
と
思
い
が
け
な
さ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
装
飾
画
家

た
ち
は
、
計
算
さ
れ
た
シ
ン
メ
ト
リ
ー
や
形
態
の
均
斉
、
そ
し
て
線
の
絶

(21) 

対
的
な
並
行
主
義
か
ら
決
し
て
脱
け
出
さ
な
い
。

彼
は
こ
の
よ
う
に
自
国
の
芸
術
家
た
ち
を
非
難
し
、
次
に
日
本
の
装
飾
芸
術

の
特
質
を
述
べ
る
。

日
本
の
器
物
は
、
ま
ず
各
器
物
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
高
貴
な
趣
、
独
創

的
な
思
い
が
け
な
さ
、
価
値
、
珍
し
い
魅
力
を
持
っ
て
い
る
。
最
初
の
一

瞥
に
よ
る
こ
の
驚
き
は
何
に
起
因
す
る
の
か
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
シ
ン
メ

(22) 

ト
リ
ー
の
完
全
な
る
欠
如
に
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
言
及
す
る
に
至
る
の
で
あ
れ
ば
、
西
欧
の
芸
術
文
法
を
完
全
に
逸

脱
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
明
確
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
だ
が
、
シ
ェ
ノ
ー
が
こ
こ

で
述
べ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
陶
器
な
ど
室
内
装
飾
品
に
限
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
シ
ェ
ノ
ー
の
日
本
美
術
へ
の
慧
眼
は
、
更
な
る
特
徴
を
言

い
当
て
て
い
く
。

こ
れ
ら
〔
日
本
の
〕
作
品
の
本
質
的
特
徴
は
、
感
覚
に
熱
を
傾
け
る
こ

の
国
民
に
お
け
る
趣
味
の
要
求
に
応
え
る
調
和
で
あ
る
。
〔
中
略
〕
こ
の

国
民
は
ま
た
、
色
彩
の
調
和
と
い
う
美
的
快
楽
に
富
ん
だ
知
恵
を
有
し
て

も
い
る
。
こ
の
色
彩
に
つ
い
て
の
造
詣
は
、
彼
ら
の
壁
紙
の
装
飾
に
お
い

て
、
実
に
優
れ
た
や
り
方
で
現
れ
る
。
確
か
に
わ
が
国
の
偉
大
な
製
造
業

者
た
ち
は
、
壁
紙
に
お
い
て
驚
く
ほ
ど
豪
華
な
製
品
を
作
り
出
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
日
本
の
芸
術
家
た
ち
は
、
よ
り
現
実
的
で
費
用
の
あ
ま
り

か
か
ら
な
い
単
純
な
や
り
方
で
、
西
洋
の
産
業
を
相
手
に
し
た
こ
の
戦
場

(23) 

の
上
で
、
屈
す
る
こ
と
な
く
戦
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
色
彩
の
調
和
と
い
う
日
本
美
術
の
持
つ
美
質
を
引
き
合
い
に
出
し

て
、
壁
紙
装
飾
の
製
造
に
話
題
を
展
開
し
て
い
く
。
彼
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス

の
壁
紙
製
造
は
モ
テ
ィ
ー
フ
を
写
実
的
・
だ
ま
し
絵
的
に
模
倣
す
る
点
に
お
い

て
は
日
本
の
も
の
よ
り
優
れ
て
い
る
が
、
「
装
飾
的
感
覚
」
と
「
自
然
の
感
党
」

に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
日
本
人
の
芸
術
家
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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な
ぜ
な
ら
、
実
際
、
彼
ら
〔
日
本
人
〕
は
我
々
以
上
に
、
自
然
に
よ
っ

て
提
供
さ
れ
た
諸
要
素
を
装
飾
芸
術
作
品
に
変
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

不
謬
の
原
理
を
有
し
か
つ
応
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
彼
ら

の
教
育
は
、
非
の
打
ち
所
が
な
く
、
完
璧
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
自
ら
の
装

飾
画
に
お
い
て
、
現
実
を
相
手
に
戦
う
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
自
然
の
形
態
の

シ
ル
エ
ッ
ト
に
関
し
て
で
あ
り
、
影
や
光
の
効
果
の
探
求
や
模
倣
に
関
し

(24) 

て
で
は
全
く
な
い
。

彼
は
こ
の
よ
う
に
と
述
べ
て
、
実
際
の
室
内
は
様
々
な
方
向
か
ら
採
光
さ
れ
て



一
定
方
向
か
ら
人
工
的
な
光
を
当
て
る
西
欧
絵
画
の
技
法
は
、
大

量
に
生
産
さ
れ
る
産
業
製
品
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

い
る
た
め
、し

た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
壁
紙
素
描
家
た
ち
は
、
表
象
さ
れ
る
対
象
が

現
実
空
間
で
受
け
て
い
る
光
や
射
影
を
絵
画
の
中
に
再
現
す
る
こ
と
に
よ

り
、
大
変
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、

H
射
し
が
い
つ

も
同
じ
方
向
か
ら
差
し
込
む
ア
ト
リ
エ
の
な
か
で
仕
事
を
し
て
い
る
の

で
、
彼
ら
の
絵
画
に
因
習
的
な
仕
方
で
光
を
当
て
て
い
る
こ
と
や
、
彼
ら

が
採
用
す
る
光
の
方
向
が
、
多
く
の
場
合
、
彼
ら
の
装
飾
画
が
設
置
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
住
居
の
採
光
の
方
向
と
反
対
に
な
っ
て
し
ま
う
の
を
忘
れ

て
い
る
。
表
現
の
完
全
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
よ
り
、
ま
さ
し
く

そ
の
完
全
さ
の
故
に
、
わ
が
国
の
装
飾
美
術
家
た
ち
は
、
誤
っ
た
原
理
、

イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
に
身
を
委
ね
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
方
で
平
板
な
色
調

で
し
か
描
か
な
い
日
本
の
美
術
家
た
ち
は
、
極
め
て
論
理
的
で
あ
り
、
産

業
的
な
複
製
手
段
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
と
き
に
は
す
ぐ
に
、
装
飾
芸
術

(25) 

の
基
本
的
法
則
を
遵
守
す
る
の
で
あ
る
。

室
内
空
間
と
の
調
和
を
示
唆
し
た
こ
の
言
及
は
ま
た
、
ア
ト
リ
エ
に
お
い
て

描
く
因
習
的
な
明
暗
法
に
よ
ら
な
い
視
覚
情
報
を
画
面
に
描
き
出
し
て
い
く
こ

と
の
重
要
性
を
訴
え
て
い
る
。
ま
た
日
本
の
芸
術
家
た
ち
が
、
自
然
に
よ
っ
て

提
供
さ
れ
た
諸
要
素
を
、
装
飾
芸
術
に
変
換
で
き
る
的
確
な
原
理
を
身
に
付
け
、

利
用
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
称
賛
し
て
い
る
。

以
上
概
観
し
て
き
た
が
、
さ
し
ず
め
シ
ェ
ノ
ー
の
主
張
を
三
点
に
要
約
す
る

な
ら
、
芸
術
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
描
か
れ
る
べ
き
器
物
と
釣
り
合
う
た
め
の

透
視
図
法
の
放
棄
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
欠
如
、
室
内
空
間
と
の
調
和
を
目
的
と

し
た
明
暗
法
に
よ
ら
な
い
色
彩
感
覚
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、

l
e
s

arts decoratifs
が
新
語
と
し
て
登
場
し
た
時
期
に
、
装
飾
芸
術
を
自
国
の
産

業
芸
術
振
興
運
動
と
日
本
美
術
と
に
絡
め
て
論
じ
た
シ
ェ
ノ
ー
の
問
題
意
識

は
、
ど
れ
ほ
ど
の
射
程
を
持
ち
得
る
の
か
。
大
島
氏
は
単
に
日
本
美
術
の
研
究

を
超
え
て
、
一
般
庶
民
ま
で
を
含
め
た
日
常
生
活
に
お
け
る
美
術
の
問
題
に
ま

で
及
ぶ
シ
ェ
ノ
ー
の
問
題
意
識
は
、
「
印
象
派
を
飛
び
越
え
て
、
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
、

ゴ
ッ
ホ
、
ゴ
ー
ガ
ン
の
問
題
意
識
に
連
な
り
、
さ
ら
に
ナ
ビ
派
を
経
て
、
は
る

か
遠
く
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
を
望
見
す
る
ほ
ど
の
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を

(26) 

も
っ
て
い
る
事
実
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
「
印

象
派
」
と
は
、
と
て
も
一
括
り
に
し
て
論
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
集
団
で
あ
り
、

そ
の
中
に
ポ
ス
ト
印
象
派
以
降
に
表
面
化
す
る
要
素
も
胚
胎
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
主
と
し
て
陶
磁
器
な
ど
の
産
業
芸
術
に
関
す

る
シ
ェ
ノ
ー
の
議
論
を
純
粋
絵
画
に
適
応
し
得
る
か
と
い
う
問
題
は
残
る
に
せ

よ
、
本
論
の
考
察
に
と
っ
て
は
一
応
の
成
果
を
実
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
シ
ェ

(27) 

ノ
ー
は
そ
の
後
、
更
に
日
本
美
術
研
究
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
こ

で
詳
細
に
見
な
か
っ
た
の
は
、
一
八
六
八
年
に
発
表
さ
れ
た
論
考
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
第
一
回
か
ら
三
回
ま
で
の
印
象
派
展
に
出
品
さ
れ
た
装
飾
画
に
匝
接
的

な
影
響
力
を
与
え
得
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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三
、
モ
ネ
の
装
飾
画

こ
れ
ま
で
、
装
飾
芸
術
振
興
運
動
の
社
会
的
•
制
度
的
な
進
展
や
壁
画
と
し

て
の
装
飾
画
の
成
立
、
そ
し
て
日
本
美
術
が
装
飾
芸
術
に
お
け
る
―
つ
の
模
範



と
し
て
称
揚
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
だ
け
を
見
て
も
装
飾

と
い
う
概
念
は
一
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
極
め
て
込
み
入
っ
た
、

多
様
な
様
相
を
呈
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
多
様
に
分
節
す
る
装
飾
芸
術
の

過
程
の
―
つ
に
モ
ネ
が
関
わ
っ
た
と
考
え
て
、
本
章
で
は
一
八
七
四
年
の
第
一

回
印
象
派
展
か
ら
一
八
七
七
年
の
第
三
回
展
ま
で
に
出
品
さ
れ
た
モ
ネ
の
作
品

を
、
同
時
代
の
批
評
と
と
も
に
分
析
し
て
い
く
。
晩
年
の
「
大
装
飾
画
」
《
睡
蓮
》

な
ら
ば
、
あ
る
い
は
容
易
に
世
紀
末
の
流
れ
を
引
く
装
飾
と
断
ず
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。
し
か
し
作
品
が
高
く
売
れ
る
著
名
な
画
家
と
し
て
す
で
に
地
位
を
確

立
し
て
い
た
晩
年
の
モ
ネ
が
、
若
輩
の
画
家
た
ち
の
装
飾
性
を
単
に
取
り
入
れ

る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
の
先
駆
者
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
は
な
い
か
。
事

(28) 

実
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
レ
ヴ
ィ
ン
の
モ
ネ
の
装
飾
に
関
す
る
論
文
で
引
用
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
す
で
に
第
一
回
の
展
評
で
、

ア
ル
マ
ン
・
シ
ル
ヴ
ェ
ス
ト
ル

は
モ
ネ
の
作
品
を
「
装
飾
的
」
と
い
う
語
を
用
い
て
批
評
し
て
い
る
。

彼
は
こ
の
展
覧
会
の
中
心
と
な
る
画
家
を
、
モ
ネ
、
ピ
サ
ロ
、
シ
ス
レ
ー
で

あ
る
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
特
徴
を
器
用
、
調
和
の
と
れ
た
、
現
実
的
な

ど
と
評
し
な
が
ら
も
、
我
々
は
こ
れ
ら
趣
を
感
じ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
す

る
。
そ
し
て
こ
う
続
け
る
の
で
あ
る
。

確
か
な
こ
と
は
、
こ
の
三
人
の
風
景
画
家
た
ち
が
用
い
る
物
の
見
方
が
、

ど
ん
な
以
前
の
巨
匠
た
ち
の
そ
れ
に
何
も
似
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
見
方
が
も
っ
と
も
と
思
わ
れ
る
側
面
を
持
ち
、
か
つ
そ
れ
を
軽
視
す
る

こ
と
を
許
さ
な
い
よ
う
な
確
信
的
性
格
を
も
っ
て
自
ら
を
主
張
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

も
し
そ
の
物
の
見
方
を
定
義
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
と
り
わ
け

装
飾
的
忌
corative
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
表
現
eょ
:pression
の

探
求
は
、
線
を
愛
す
る
者
た
ち
に
任
せ
て
お
い
て
、
そ
の
見
方
が
も
っ
ぱ

ら
追
求
す
る
の
は
、
印
象
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
の
効
果
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

結
果
の
総
体
こ
そ
が
、
完
璧
な
芸
術
作
品
を
形
作
る
の
だ
が
、
こ
の
最
初

の
点
だ
け
で
、
興
味
深
く
は
あ
る
が
、
考
え
方
の
狭
い
試
み
を
、
位
置
付

(29) 

け
る
の
に
十
分
で
あ
る
。

シ
ル
ヴ
ェ
ス
ト
ル
は
、
文
学
者
で
カ
フ
ェ
・
ゲ
ル
ボ
ワ
の
常
連
の
一
人
で
あ

り
、
こ
の
批
評
は
、
共
和
派
の
新
聞
『
ロ
ピ
ニ
オ
ン
・
ナ
シ
オ
ナ
ル
』
に
掲
載

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
批
評
文
全
体
を
読
め
ば
評
価
と
も
批
判
と
も
つ
か
な
い

中
立
的
な
立
場
に
シ
ル
ヴ
ェ
ス
ト
ル
は
立
っ
て
お
り
、
先
の
一
文
は
否
定
的
だ

(30) 

と
レ
ヴ
ィ
ン
は
指
摘
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
ど
う
だ
ろ
う
か
。
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時
代
は
四
年
ほ
ど
下
る
が
、
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
ロ
ン
と
い
う
『
ラ
ー
ル
』

(31) 

誌
の
編
集
長
が
一
八
七
八
年
に
出
版
し
た
『
美
学
』
の
と
あ
る
章
の
中
で
、
装

飾
芸
術
l'art
decoratif
と
表
現
芸
術
l'art
e
x
p
r
e
s
s
i
f
の
概
念
を
対
比
さ
せ

(32) 

な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
装
飾
芸
術
を
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ヴ
ァ
ト
ー

や
ク
ロ
ー
ド
・
ロ
ラ
ン
な
ど
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
観
念
や
感
情
の
必
要
な
介

入
の
な
い
、
線
、
形
態
、
色
彩
、
な
ど
か
ら
と
り
わ
け
生
じ
る
眼
を
喜
ば
す
た

め
の
も
の
と
定
義
す
る
。
次
に
表
現
芸
術
へ
と
移
り
、
精
神
的
で
感
情
や
観
念
、

芸
術
家
の
着
想
や
発
露
の
力
を
表
明
す
る
も
の
と
定
義
し
て
、
こ
れ
ら
を
対
置

し
、
結
論
と
し
て
後
者
が
現
代
芸
術
の
特
質
を
表
す
も
の
と
し
て
い
る
。
だ
が

一
方
で
、
装
飾
芸
術
は
完
全
に
正
当
な
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
当
然
の
要
求
に

応
え
て
い
る
と
評
価
し
て
も
い
る
。

一
八
七
六
年
の
産
業
応
用
美
術
中
央
連
合

に
よ
る
タ
ピ
ス
リ
ー
の
展
覧
会
を
具
体
例
に
挙
げ
て
、
そ
の
展
覧
会
に
あ
ら
ゆ



る
芸
術
愛
好
家
が
訪
れ
て
、
日
に
日
に
伝
統
を
失
っ
て
き
て
い
る
大
芸
術
が
そ

こ
で
輝
い
て
い
る
様
を
鑑
賞
し
て
い
る
、
そ
れ
は
何
と
い
う
色
彩
の
的
確
な
適

(33) 

合
だ
ろ
う
か
、
何
と
い
う
線
の
配
列
の
趣
味
だ
ろ
う
か
、
と
述
べ
る
。
ヴ
ェ
ロ

ン
の
装
飾
芸
術
振
興
運
動
を
意
識
し
た
こ
の
論
考
は
、
多
分
に
シ
ル
ヴ
ェ
ス
ト

ル
の
そ
れ
と
似
通
っ
て
お
り
、
モ
ネ
に
使
わ
れ
た
「
装
飾
的
」
と
い
う
評
価
は

こ
れ
ま
で
の
装
飾
の
社
会
的
動
向
に
関
連
す
る
傍
証
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

、。
っヽカで

は
実
際
に
作
品
を
見
て
い
こ
う
。
第
一
回
展
に
お
い
て
、

モ
ネ
は
五
点
の

油
彩
画
と
七
点
の
パ
ス
テ
ル
画
、
計
―
二
点
を
出
品
し
た
。
油
彩
画
は
《
ル
・
ア
ー

ブ
ル
涵
g
を
離
れ
る
釣
り
船
》
（
図
3
)
、
《
ひ
な
げ
し
》
（
図
4
)
、
《
カ
ピ
ュ
シ
ー

(34) 

ヌ
大
通
り
》
（
図
5
、
図
6
)
、
《
印
象
、
日
の
出
》
（
図
7
)
、
《
昼
食
》
（
図
8
)

で
あ
る
。
パ
ス
テ
ル
画
に
関
し
て
は
、
同
定
が
困
難
で
あ
り
、
本
論
で
は
言
及

し
な
い
。

ま
ず
《
昼
食
》
は
一
八
六
八
年
の
制
作
で
他
の
作
品
よ
り
も
五
年
ほ
ど
古
い

も
の
で
あ
り
、
こ
の
頃
の
モ
ネ
は
サ
ロ
ン
に
発
表
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
こ

と
か
ら
、
完
成
度
が
高
い
。
印
象
派
の
代
名
詞
と
も
な
る
筆
触
分
割
は
こ
こ
で

は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
他
の
作
品
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
技
術
的
に
も
し
つ

か
り
と
描
け
る
こ
と
を
主
張
す
る
作
品
と
見
な
せ
る
だ
ろ
う
。
他
の
四
点
は
モ

ネ
ら
し
い
作
品
で
あ
り
、
特
に
《
印
象
、
日
の
出
》
は
、
ル
イ
・
ル
ロ
ワ
に
椰

楡
さ
れ
た
こ
と
で
、
「
印
象
派
」
と
い
う
名
称
が
生
ま
れ
る
淵
源
と
な
っ
た
著

名
な
作
品
で
あ
る
。
さ
て
こ
れ
ら
の
作
品
の
ど
こ
に
シ
ル
ヴ
ェ
ス
ト
ル
は
「
装

飾
」
を
見
出
し
た
の
か
。
批
評
文
に
「
表
現
の
探
求
は
、
線
を
愛
す
る
者
た
ち

に
任
せ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
デ
ッ
サ
ン
に
力
点
を
お
く
線
の
芸
術
と
、

色
彩
の
芸
術
の
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
と
い
う
旧
来
か
ら
存
在
す
る
論
争
が

念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
モ
ネ
の
作
品
、
と
り
わ
け
筆
触
分
割
で

描
か
れ
た
作
品
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
色
彩
の
絵
画
で
あ
り
、
《
印
象
、
日
の
出
》

の
よ
う
な
形
態
の
明
確
な
把
握
を
無
視
し
た
描
法
は
そ
の
典
型
例
だ
。
し
た

が
っ
て
、
彼
ら
の
作
品
は
完
成
さ
れ
て
い
な
い
下
書
き
、
エ
ボ
ー
シ
ュ
と
見
な

(35) 

さ
れ
た
。
ま
た
「
風
景
」
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
感
覚
に
よ
る
「
印

象
」
を
描
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
も
批
判
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、

エ
テ
ィ
エ

ン
ヌ
・
カ
ル
ジ
ャ
と
い
う
批
評
家
が
『
フ
ラ
ン
ス
愛
国
者
』
誌
に
次
の
よ
う
に

批
評
す
る
。巨

匠
た
ち
が
色
調
t
o
n
と
呼
ん
で
い
た
も
の
を
、
彼
ら
は
色
斑
t
a
c
h
e

と
名
付
け
て
い
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
意
図
さ
れ
た
調
和
の
中
に
溶
け

込
む
混
合
さ
れ
た
色
合
い
は
も
は
や
問
題
で
は
な
く
、
パ
レ
ッ
ト
上
の
色

を
生
の
ま
ま
で
、
偶
然
に
任
せ
て
並
置
し
た
、
平
坦
で
色
と
り
ど
り
の
筆

(36) 

触
t
o
u
c
h
e
s
こ
そ
が
問
題
な
の
だ
。
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筆
触
分
割
で
描
か
れ
た
明
る
い
色
彩
、
そ
し
て
こ
の
技
法
が
必
然
的
に
卒
む

平
面
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
シ
ル
ヴ
ェ
ス
ト
ル
は
二
年
後
の
第
二
回

展
で
も
「
形
態
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
印
象
主
義
は
、
全
く
装
飾

(37) 

的
で
色
彩
家
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
印
象
派
に
向
け
ら

れ
た
評
価
な
い
し
レ
ッ
テ
ル
を
再
構
築
す
る
な
ら
、
印
象
派
的
な
作
品
、
つ
ま

り
未
完
の
エ
ボ
ー
シ
ュ
で
感
覚
的
な
筆
致
で
表
さ
れ
た
明
る
い
平
坦
な
画
面
が

そ
の
ま
ま
「
装
飾
」
と
結
び
付
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
シ
ェ
ノ
ー
の
論
文
に
つ
い
て
の
分
析
を
思
い
起
こ
し
た
い
。
筆
者
は

彼
が

H
本
美
術
に
見
出
し
た
特
質
を
、
透
視
図
法
の
放
棄
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の



欠
如
、
明
暗
法
に
よ
ら
な
い
色
彩
感
覚
と
い
う
三
点
の
要
素
に
要
約
し
た
が
、

こ
れ
ら
の
要
素
は
上
記
の
モ
ネ
の
作
品
に
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
二
点
の

《
キ
ャ
プ
シ
ー
ヌ
大
通
り
》
は
、
ど
ち
ら
も
俯
廠
構
図
（
こ
れ
も
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
の
特
質
と
さ
れ
る
）
を
と
っ
て
お
り
、
視
線
は
左
下
斜
め
へ
と
注
が
れ
て
い

る
。
シ
ェ
ノ
ー
流
に
言
え
ば
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
構
図
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も

視
線
が
正
面
で
は
な
く
斜
め
の
角
度
を
取
っ
て
い
る
時
点
で
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー

を
崩
そ
う
と
す
る
意
図
は
濃
厚
だ
。
次
に
色
彩
感
覚
だ
が
、
同
時
代
の
批
評
に

も
あ
っ
た
よ
う
に
、
筆
触
分
割
自
体
が
明
暗
法
を
無
視
す
る
描
法
で
あ
り
、
《
昼

食
》
を
除
く
全
て
が
極
め
て
「
明
る
い
」
。
最
後
に
透
視
図
法
だ
が
、
《
キ
ャ
プ

シ
ー
ヌ
大
通
り
》
に
お
い
て
、
収
紋
し
て
い
く
消
失
点
の
ま
さ
に
そ
の
位
置
に

木
々
が
描
か
れ
、
消
失
点
は
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
極
め
つ
け
は
《
印

象
、
日
の
出
》
で
あ
る
。
水
平
と
空
と
の
境
界
線
が
判
別
不
可
能
で
あ
り
、
晩

年
の
《
睡
蓮
》
を
思
わ
せ
る
。
も
は
や
奥
行
と
い
う
も
の
を
描
こ
う
と
し
て
い

モ
ネ
の
あ
ま
り
の
逸
脱
ぶ
り
に
鑑
賞
者
た
ち
が
お
の
の
い
た
こ
と
も

る
の
か
、

容
易
に
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
稲
賀
氏
が
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
が
「
彼
ら
〔
出

品
者
た
ち
〕
に
ひ
と
が
当
初
与
え
た
、
「
日
本
人
」
と
い
う
形
容
辞
は
、
全
く

意
味
を
な
さ
な
い
。
か
れ
ら
を
、
よ
く
説
明
す
る
一
語
で
性
格
付
け
よ
う
と
す

(38) 

る
な
ら
、
『
印
象
11
主
義
者
』
と
で
も
い
っ
た
新
語
を
鋳
造
す
る
ほ
か
な
い
」
と

述
べ
た
こ
と
は
、
当
時
、
日
本
と
印
象
派
と
が
結
び
付
け
ら
れ
て
連
想
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
、
当
の
シ
ェ
ノ
ー
の
批
評
に
は
、
「
日
本
」

(39) 

も
「
装
飾
」
も
使
用
さ
れ
て
い
る
形
跡
が
な
い
。
シ
ェ
ノ
ー
と
印
象
派
と
の
関

係
は
、
ま
こ
と
に
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

続
い
て
第
二
回
展
を
見
て
い
こ
う
。
モ
ネ
は
こ
の
展
覧
会
に
作
品
を
十
九
点

出
品
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
同
展
で
話
題
を
呼
ん
だ
《
ラ
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
》
や
、

当
時
住
ん
で
い
た
ア
ル
ジ
ャ
ン
ト
ュ
イ
ユ
近
郊
の
風
景
画
、
《
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ

エ
ー
ル
の
水
浴
場
》
の
よ
う
な
旧
作
で
あ
る
。
ま
た
モ
ネ
の
作
品
は
第
二
室
に

展
示
さ
れ
て
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
、
シ
ス
レ
ー
、
モ
リ
ゾ
、
そ
し
て
初
参
加
の
カ
イ

(40) 

ユ
ボ
ッ
ト
と
同
室
で
あ
っ
た
。
デ
ブ
ー
ダ
ン
や
ル
グ
ロ
な
ど
、
今
日
で
は
印
象

派
と
見
な
さ
れ
て
い
な
い
画
家
た
ち
が
展
示
さ
れ
た
第
一
室
の
後
に
く
る
こ
の

第
二
室
は
、
「
グ
ラ
ン
ド
・
サ
ロ
ン
」
と
称
さ
れ
、
純
粋
な
印
象
派
の
画
家
た

ち
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
た
。

こ
こ
に
モ
ネ
は
、
「
装
飾
パ
ネ
ル

p
a
n
n
e
a
u

d
e
c
o
r
a
t
i
f」
と
題
し
て
、
現
在
で
は
《
昼
食
》
（
図
9
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
作

品
を
展
示
し
た
。
第
一
回
展
で
シ
ル
ヴ
ェ
ス
ト
ル
か
ら
「
装
飾
的
」
と
評
さ
れ

た
モ
ネ
は
、
こ
の
年
、
自
ら
作
品
タ
イ
ト
ル
に
「
装
飾
パ
ネ
ル
」
の
名
称
を
付
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け
た
の
で
あ
る
。
注
文
で
は
な
く
、
自
発
的
に
描
か
れ
た
こ
の
作
品
は
、
モ
ネ

(41) 

に
よ
る
装
飾
画
の
定
義
の
宣
言
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
昼
食
」
と
い
う
日
々

の
生
活
や
家
族
の
団
渠
を
描
い
て
い
る
は
ず
の
こ
の
作
品
で
は
、
こ
れ
か
ら
食

事
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
未
だ
食
べ
物
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
前
景
の
描
写
は

静
物
画
と
呼
ん
で
よ
い
も
の
だ
ろ
う
。
事
実
ま
く
り
上
げ
ら
れ
た
テ
ー
ブ
ル
ク

ロ
ス
は
オ
ラ
ン
ダ
派
の
静
物
画
の
伝
統
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
も
と
も
と
食
事
の
情
景
と
い
う
主
題
は
、
マ
ネ
の
《
草
上
の
昼
食
》
（
図

10
、
一
八
六
三
年
）
や
《
ア
ト
リ
エ
の
昼
食
》
(
-
八
六
八
年
）
を
想
起
す
れ

ば
わ
か
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
モ
ネ

の
場
合
で
は
マ
ネ
と
同
題
の
《
草
上
の
昼
食
》
（
図
11
、
一
八
六
五
年
）
、
第
一

回
展
に
出
品
さ
れ
た
《
昼
食
》
(
-
八
六
八
年
）
、
あ
る
い
は
《
夕
食
》
、
《
夕
食

後
の
室
内
》
（
両
方
と
も
一
八
六
八
年
）
な
ど
が
あ
る
。
今
こ
の
瞬
間
に
食
事



を
行
な
っ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
作
品
は
、

マ
ネ
の
両

作
品
と
モ
ネ
の
《
夕
食
後
の
室
内
》
と
《
装
飾
パ
ネ
ル
》
で
あ
る
。
し
か
し
共

通
項
が
あ
る
よ
う
で
な
い
の
が
実
際
の
と
こ
ろ
で
、
人
物
の
配
置
で
、
す
ぐ
に

食
事
の
情
景
と
は
認
識
し
難
い
と
い
う
点
で
《
装
飾
パ
ネ
ル
》
が
特
異
な
作
品

と
言
え
よ
う
か
。
ま
た
そ
れ
は
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
物
語
性
の
拒
否
で
あ
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
さ
ら
に
比
較
対
象
と
し
て
挙
げ
た
い
の
が
、
同
室
に
展
示
さ
れ
た
カ

イ
ユ
ボ
ッ
ト
の
《
昼
食
》
（
図
12)
で
あ
る
。
同
主
題
で
あ
る
こ
の
作
品
は
、

モ
ネ
の
戸
外
と
カ
イ

モ
ネ
の
そ
れ
と
対
照
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ユ
ボ
ッ
ト
の
室
内
、
日
蔭
が
あ
る
も
の
の
相
対
的
に
陽
光
の
下
の
明
る
い
画
面

と
窓
か
ら
の
み
入
っ
て
く
る
光
の
暗
い
画
面
、
素
早
い
籠
致
と
堅
実
な
筆
致
、

食
事
前
／
後
の
情
景
と
食
事
中
の
情
景
、
あ
る
い
は
カ
ン
ヴ
ァ
ス
の
サ
イ
ズ
で

言
え
ば
、

一
六
二
X

二
0
三
セ
ン
チ
と
五
二
X

七
五
セ
ン
チ
の
大
小
な
ど
が
列

挙
で
き
る
。
実
際
は
こ
の
よ
う
な
対
照
の
意
図
を
も
っ
て
制
作
さ
れ
た
か
は
わ

か
ら
な
い
が
、
興
味
深
い
比
較
対
象
だ
ろ
う
。

ま
た
モ
ネ
の
他
の
作
品
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
第
二
回
展
に
出
品
さ
れ
た
作

品
の
中
で
《
ラ
・
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ズ
》
を
除
き
、
縦
横
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も

の
は
な
い
が
、
《
装
飾
パ
ネ
ル
》
は
約
二
倍
の
大
き
さ
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
分

析
し
て
い
く
《
七
面
鳥
》
も
一
七
二

x
一
七
七
セ
ン
チ
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
ピ
ュ

ヴ
ィ
の
《
海
辺
の
女
た
ち
》
も
二

0
五
X

一
五
四
セ
ン
チ
で
あ
る
）
、
室
内
に

飾
ら
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
作
品
に
お
け
る
サ
イ
ズ
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
サ
イ
ズ
で
言
え
ば
、
第
一
回
展
の
《
昼
食
》
も
ニ
―
―

1
0

x
-
――
1
0
セ
ン
チ
と
か
な
り
大
き
い
。
同
主
題
で
あ
る
こ
の
作
品
と
《
装
飾
パ

ネ
ル
》
の
装
飾
に
お
け
る
差
異
は
何
か
。
本
論
の
論
旨
で
言
え
ば
、
堅
実
な
筆

致
や
明
確
に
認
識
で
き
る
奥
行
、
明
暗
法
が
列
挙
で
き
る
だ
ろ
う
。

他
方
で
批
評
に
お
い
て
こ
の
《
装
飾
パ
ネ
ル
》
へ
の
言
及
は
、
ギ
ュ
ス
タ
ー

ヴ
・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
の
も
の
の
み
で
、
そ
こ
で
は
「
装
飾
」
は
問
題
に
な
っ
て

(42) 

い
な
い
。
主
題
、
描
法
、
サ
イ
ズ
で
見
て
き
た
が
、
更
な
る
考
察
が
求
め
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
さ
ら
に
続
く
第
三
回
展
に
お
い
て
モ
ネ
は
二
十
点
の
作
品
を
出
品
し
、

そ
こ
に
は
有
名
な
《
サ
ン
・
ラ
ザ
ー
ル
駅
》
の
連
作
も
含
ま
れ
て
い
た
。
問
題

の
《
七
面
鳥
》
（
図

13)

は
、
副
題
に
「
未
完
の
装
飾

d
e
c
o
r
a
t
i
o
n
n
o
n
 

(43) 

t
e
r
m
i
n
e
e
」
と
付
け
ら
れ
て
第
二
室
に
展
示
さ
れ
た
。
他
に
は
ピ
サ
ロ
や
ル
ノ

ワ
ー
ル
な
ど
が
同
室
で
、
総
じ
て
風
景
画
メ
イ
ン
の
展
示
室
で
あ
っ
た
。
因
み

に
現
在
で
は
同
定
さ
れ
て
い
な
い
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
《
ダ
リ
ア
》
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・

リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
と
い
う
批
評
家
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
「
大

パ
ネ
ル
を
引
き
合
い
に
出
し
て
こ
の
列
挙
を
終
わ
ろ
う
。
そ
れ
は
草
や
蔓
が
か

ら
ま
っ
た
見
事
な
赤
い
ダ
リ
ア
だ
。
こ
の
大
き
な
タ
ブ
ロ
ー
は
華
麗
な
る
装
飾

(44) 

d
e
c
o
r
a
t
i
o
n
で
あ
る
」
。

モ
ネ
の
《
七
面
鳥
》
は
も
と
も
と
パ
ト
ロ
ン
で
あ
る
エ
ル
ネ
ス
ト
・
オ
シ
ュ

デ
の
注
文
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
、
彼
の
別
荘
に
飾
る
四
点
の
装
飾
画
の
―
つ
で

あ
る
と
い
う
経
緯
を
持
っ
て
い
た
が
、
オ
シ
ュ
デ
の
破
産
に
よ
り
散
逸
す
る
運

(45) 

命
に
あ
る
。
《
七
面
鳥
》
の
他
の
作
品
は
、
《
狩
り
》
（
図
14)
、
《
モ
ン
ジ
ュ
ロ

ン
の
池
》
（
図
15)
、
《
モ
ン
ジ
ュ
ロ
ン
庭
園
の
曲
り
角
》
（
図
16)
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
作
品
は
モ
ン
ジ
ュ
ロ
ン
周
囲
の
景
観
の
美
し
さ
を
描
い
た
、
目
で
見
て

楽
し
い
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
《
七
面
鳥
》
に
は
明
ら
か
に
、
ジ
ャ
ポ

ニ
ス
ム
の
影
響
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
（
実
際
、
こ
の
頃
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
作
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(46) 

品
を
生
み
出
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
）
。
画
面
三
分
の
二
ほ
ど

の
高
さ
ま
で
あ
る
平
野
は
、
か
な
り
平
面
性
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
前
景
に
描

か
れ
た
鳥
た
ち
が
左
に
寄
せ
ら
れ
る
と
い
う
配
置
に
よ
っ
て
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー

が
崩
さ
れ
、
一
番
手
前
の
鳥
は
胴
体
部
が
途
切
れ
た
断
片
と
し
て
表
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
パ
ト
リ
に
よ
れ
ば
、
食
べ
物
を
つ
い
ば
む
鳥
た
ち
の
ね
じ
れ
た
姿
形

(47) 

は
、
北
斎
漫
画
の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
だ
。
つ
ま
り
モ
ネ
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ

ス
ム
的
な
表
現
手
段
に
よ
っ
て
装
飾
的
効
果
を
意
図
的
に
示
し
た
こ
と
に
な

る。
そ
の
こ
と
は
、
オ
シ
ュ
デ
が
注
文
し
た
装
飾
画
の
習
作
二
点
と
同
時
期
に
モ

ン
ジ
ュ
ロ
ン
近
郊
を
描
い
た
作
品
二
点
を
出
品
し
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
は
「
装

飾
」
を
使
用
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
補
強
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
習
作
二
点

《
モ
ン
ジ
ュ
ロ
ン
池
の
片
隅
》
（
出
品
番
号
九
十
一
）
と
《
モ
ン
ジ
ュ
ロ
ン
庭
園

の
バ
ラ
》
（
番
号
九
十
三
）
は
、
サ
イ
ズ
の
み
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

造
形
自
体
は
完
成
作
と
大
差
な
い
作
品
で
あ
り
、
単
な
る
風
景
画
で
あ
る
。
オ

シ
ュ
デ
邸
に
飾
ら
れ
る
べ
く
制
作
さ
れ
た
時
点
で
は
装
飾
画
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
外
部
に
展
示
す
る
展
覧
会
で
は
装
飾
画
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
。
装
飾
画

と
決
定
す
る
フ
ィ
ル
タ
ー
に
か
け
ら
れ
て
残
る
の
は
、
や
は
り
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム

の
傾
向
の
強
い
絵
画
で
あ
る
よ
う
だ
。

ル
ノ
ワ
ー
ル
の
絵
画
を
装
飾
と
評
し
た
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
は
、
機

関
誌
『
印
象
派
』
を
発
刊
し
評
論
を
載
せ
る
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
ル

ノ
ワ
ー
ル
が
「
装
飾
芸
術
と
同
時
代
人
」
と
題
す
る
文
章
を
寄
稿
し
た
。
マ
ネ

や
モ
ネ
、
そ
し
て
ル
ノ
ワ
ー
ル
は
自
己
の
芸
術
作
品
に
つ
い
て
の
美
学
を
語
ら

な
か
っ
た
こ
と
で
有
名
だ
が
、
こ
と
装
飾
に
関
し
て
ル
ノ
ワ
ー
ル
は
実
は
多
弁

(48) 

で
あ
る
。
彼
は
自
ら
の
画
業
を
一
三
歳
で
磁
器
の
絵
付
け
師
の
元
に
弟
子
入
り

と
こ
ろ
で
、

し
た
こ
と
か
ら
始
め
、

ロ
コ
コ
芸
術
の
讃
美
者
で
あ
り
、
モ
ネ
以
上
に
パ
ト
ロ

ン
の
私
邸
の
室
内
装
飾
画
を
手
掛
け
て
き
た
。
ル
ノ
ワ
ー
ル
は
こ
の
文
章
で
、

同
時
代
の
建
築
装
飾
を
建
築
と
の
調
和
を
欠
い
て
い
る
と
批
判
し
、
そ
の
原
因

を
パ
リ
国
立
美
術
学
校
の
教
育
制
度
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
ド
ラ
ク
ロ

ワ
の
サ
ン
11

シ
ュ
ル
ピ
ス
教
会
に
あ
る
装
飾
画
を
例
に
、
「
装
飾
に
お
け
る
絵

画
作
品
は
色
価
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
も
そ
れ
は
極
彩
色
で

あ
る
か
ら
だ
。
色
調
が
そ
れ
ら
の
調
和
の
中
で
変
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す

(49) 

ま
す
絵
画
は
装
飾
的
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
シ
ェ
ノ
ー
を
思
わ
せ
る
色
彩
理
論
を

展
開
し
て
い
る
。
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
理
論
と
モ
ネ
の
装
飾
へ
の
志
向
は
、
影
響
関

係
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

お
わ
り
に
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最
後
に
問
題
点
を
記
し
て
終
わ
り
た
い
。

第
四
室
に
お
い
て
モ
ネ
は
《
サ
ン
・
ラ
ザ
ー
ル
駅
》
の
連
作
を
展
示
し
た
。

こ
れ
は
都
市
空
間
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
室
の
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
に
よ
る

《
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
橋
》
や
《
パ
リ
の
通
り
、
雨
》
と
同
主
題
で
あ
る
。
第
二
回
展

モ
ネ
と
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
は
同
室
に
《
昼
食
》
を
展
示
す
る
な
ど
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
人
に
は
何
ら
か
の
共
通
意
識
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

モ
ネ
の
「
装
飾
パ
ネ
ル
」
の
試
み
が
、
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
に
よ
っ
て
引

で
も
、

そ
れ
は
、

き
継
が
れ
た
こ
と
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
。
第
四
回
展
に
お
い
て
、
カ
イ
ユ
ボ
ッ

ト
は
《
釣
り
》
（
図

17)
、
《
水
浴
者
》
（
図

18)
、
《
ペ
リ
ソ
ワ
ー
ル
》
（
図

19)

に
「
装
飾
パ
ネ
ル
」
と
名
付
け
た
。
し
か
し
、
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
の
作
品
に
は
日

本
的
要
素
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
。
レ
ジ
ャ
ー
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
、
観



者
に
逸
楽
感
、
幸
福
感
を
催
さ
せ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
装
飾
画
と
し
て
見
な

さ
れ
た
も
の
は
ど
の
よ
う
な
絵
画
な
の
か
。
こ
の
疑
問
を
詳
細
に
論
じ
る
手
が

か
り
と
し
て
、

モ
ネ
と
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
の
関
連
を
示
唆
し
て
お
き
た
い
。

そ
し
て
モ
ネ
に
戻
っ
て
、
一
八
九
二
年
に
制
作
さ
れ
た
《
ポ
プ
ラ
並
木
》

20)
の
批
評
を
見
て
み
よ
う
。
《
ポ
プ
ラ
並
木
》
の
個
展
で
、
二

0
枚
の
連
作

が
集
め
ら
れ
た
の
を
見
て
、
批
評
家
オ
ク
タ
ー
ブ
・
ミ
ル
ボ
ー
は
こ
う
評
価
す （図

る。

そ
れ
は
ま
っ
た
く
見
事
な
作
品
だ
。

こ
の
連
作
、

―
つ
の
作
品
、
そ
こ

で
貴
方
は
も
う
一
度
、
貴
方
自
身
を
蘇
ら
せ
、
ま
た
、
そ
こ
で
偉
大
な
装

(50) 

飾
の
美
に
達
し
て
い
る
。

ポ
プ
ラ
並
木
が
連
作
と
し
て
並
べ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

並
木
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
光
景
と
天
候
や
時
間
に
よ
っ
て
変
化
す
る
色
彩
の

調
和
に
、
そ
の
装
飾
性
を
見
出
し
た
の
だ
ろ
う
。
七

0
年
代
で
は
「
装
飾
」
を

ヽ
ル
ボ
ー
は
、

め
ぐ
る
言
説
は
批
判
的
な
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
た
が
、
九

0
年
代
に
な
る
と

好
意
的
な
評
価
へ
と
転
じ
る
。

「
装
飾
」

こ
の
時
間
的
隔
た
り
に
よ
る

の
タ
ー

ム
の
変
化
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
後
更
に
検

討
し
て
い
き
た
い
。
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図2 ピュヴィ・ド・シャヴァンヌ《海辺の

女たち》 1879年カンヴァスに油彩

205 x 154cmパリ オルセー美術館

参考図版

右上典型的な西洋の文皿

左上中国明時代の壺

右下 日本江戸時代の文皿

図 1 《睡蓮ー2本の柳（大装飾画）》 1922-1926年頃 カン

ヴァスに油彩 200x 1700cm パリ オランジュ

リー美術館
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図4 《ひなげし》 1873年 カンヴァスに油彩

50 x 65cm バリ オルセー美術館

図3 《ル・アーブル：港を離れる釣り船》 1874年 カ

ンヴァスに油彩 60 x 101cm ロサンゼルス郡立

美術館

図6 〈カピュシーヌ大通り〉 1873年 カンヴァスに油彩

61 x 80cm モスクワ プーシキン美術館
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図5 《カピュシーヌ大通り》 1873年 カン

ヴァスに油彩 80x 60cm カンザス

シティ ネルソン＝アトキンズ美術館



図8 《昼食》 1868年 カンヴァスに油彩

230 x 150cm フランクフルト

シュテーデル美術研究所

図 9 〈装飾バネル（昼食）〉 1873年

カンヴァスに油彩 162 x 203cm 
パリ オルセー美術館

図7 《印象、日の出》 1872年 カンヴァスに油彩 48X 

63cm バリ マルモッタン美術館

図 10 エドゥアール・マネ《草上の昼食）

1863年 207x 204.5cm 

バリ オルセー美術館
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図 12 ギュスターヴ・カイユボット 《昼食》 1876年

カンヴァスに油彩 52x 75cm パリ 個人蔵

図 11 《草上の昼食》（中央断片） 1865-66年

カンヴァスに油彩 248x 217cm バリ

オルセー美術館

図 14 〈狩り》 1876年 カンヴァスに油彩

170 x 137cm 個人蔵

図 13 《七面鳥（未完の装飾）》 1an年 カンヴァスに油

彩 172x 175cm バリ オルセー美術館
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図 16 《モンジュロン庭園の曲がり角》 1876年 カ

ンヴァスに油彩 173 x 193cm エルミター

ジュ美術館

カイユポットの「装飾パネル」

右上 図 17 〈釣り》 1878年

カンヴァスに油彩

157 x 113cm 

バリ個人蔵

左上図 18 《水浴者》 1878年

カンヴァスに油彩

157 x 117cm 

パリ個人蔵

右上図 19 〈ペリソワール》 1878年

カンヴァスに油彩

157 x 113cm 

レンヌ 美術考古学博物館

図 15 《モンジュロンの池》 1876年 カンヴァス

に油彩 172 x 193cm エルミタージュ美

術館
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図20 《陽を浴びるポプラ並木》 1891年 カンヴァス

に油彩 93x 73.5cm 東京 国立西洋美術館
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