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セ
ザ
ン
ヌ
は
謎
に
満
ち
た
画
家
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
生
活
が
誰
に
も
知
ら
れ
ず
謎
に
満
ち
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

彼
の
行
動
、
彼
の
言
葉
、
彼
の
性
格
、
そ
し
て
と
り
わ
け
彼
の
絵
が
謎
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
謎
を
解
こ
う

と
、
様
々
な
角
度
か
ら
探
究
が
な
さ
れ
、
多
様
な
解
釈
に
従
っ
て
幾
多
の
論
説
や
解
説
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、

心
理
学
や
精
神
分
析
を
動
員
し
て
、
た
だ
た
だ
当
惑
す
る
し
か
な
い
よ
う
な
絵
の
謎
解
き
を
す
る
も
の
や
、
ま
る
で
新
興
宗
教
の

ご
と
く
、
ど
ん
な
絵
だ
ろ
う
が
特
別
な
価
値
を
見
つ
け
、
総
じ
て
セ
ザ
ン
ヌ
信
仰
を
説
い
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
も
の

ま
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
画
家
の
研
究
書
に
は
ほ
ど
ん
ど
見
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
が
、
そ
の

よ
う
な
奇
妙
な
解
釈
を
生
ぜ
し
め
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
絵
画
に
複
数
の

視
点
を
持
ち
込
み
、
独
自
の
感
覚
に
よ
っ
て
自
然

0

0

を
構
成
し
た
「
現
代
絵
画
の
父
」
で
あ
る
。
ま
た
「
ピ
カ
ソ
や
マ
チ
ス
の
師
」

で
あ
り
、
根
底
か
ら
絵
画
を
変
え
た
画
期
的
な
「
変
革
者
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
変
革
」
に
空
前
の
芸
術
的
意
図
を
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
「
絵
画
の
哲
人
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
に
は
、
い
ず
れ
も
深
い
審
美
的
た
く
ら
み

0

0

0

0

が
あ

論
　
説セ

ザ
ン
ヌ
と
『
知
ら
れ
ざ
る
傑
作
』（
Ⅲ
）

	

佐　

野　

栄　

一
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り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
た
く
ら
み

0

0

0

0

が
表
現
さ
れ
て
い
る
作
品
は
い
ず
れ
も
第
一
級
の
芸
術
で
あ
る
、
と
考
え
よ
う
と
す
る
の
は
当

然
だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
う
し
た
現
象
が
生
じ
る
の
も
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
セ

ザ
ン
ヌ
の
絵
は
、
そ
の
す
べ
て
に
美
的
価
値
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
近
代
絵
画
を
含
む
膨
大
な
数
の
絵
画
を
見
、

そ
の
経
験
に
基
づ
い
て
審
美
観
を
磨
い
た
者
の
美
に
つ
い
て
の
常
識
を
、
と
き
に
完
全
に
超
越
し
、
あ
る
い
は
逸
脱
し
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
彼
の
絵
の
す
べ
て
を
認
め
る
限
り
、
も
は
や
自
分
の
中
に
あ
る
あ
る
統
合
し
た
美
的
基
準
に
よ
っ
て
絵
を
判
断
す

る
と
い
う
こ
と
が
困
難
に
な
り
、〈
美
と
は
何
か
〉
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
率
直
に
言
う
な
ら
ば
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
の
中
に
は
一

群
の
不
可
解
な
絵
が
あ
っ
て
、
そ
の
絵
の
美
が
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
、
自
分
の
感
覚
の
判
断
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、

セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
の
素
晴
ら
し
さ
を
よ
く
知
り
、
か
つ
セ
ザ
ン
ヌ
が
最
終
的
に
絵
画
に
お
い
て
実
現
し
た
も
の
の
価
値
に
一
片
の
疑

い
も
持
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
対
す
る
疑
い
が
生
じ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
下
手
な
セ
ザ
ン

ヌ
、
失
敗
し
た
セ
ザ
ン
ヌ
、
鈍
感
な
セ
ザ
ン
ヌ
、
奇
妙
な
セ
ザ
ン
ヌ
、
が
、
孤
高
の
セ
ザ
ン
ヌ
、
崇
高
な
セ
ザ
ン
ヌ
、
不
世
出
の

天
才
セ
ザ
ン
ヌ
の
片
隅
に
同
居
す
る
居
心
地
の
悪
さ
を
、
抱
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
人
は
あ
る
対
象
を
理
解
し
よ
う
と
努
力
し
な
が
ら
、
つ
い
に
そ
れ
を
理
解
し
え
な
か
っ
た
と
き
、
し
ば
し
ば
自
分

の
無
能
を
恥
じ
る
代
わ
り
に
、
対
象
そ
の
も
の
を
難
じ
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
セ
ザ
ン
ヌ
を
疑
う
者
こ

そ
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
が
分
か
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
そ
う
で
あ
る
か
も
し
れ
え
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
、
生
涯
に
制
作
し
た
如
何
な
る
作
品
に
も
一
片
の
疑
い
も
な
い
な
ど
と
い
う
、
完
全
な
、
一
貫
し
て
優
れ
た
作
品
し
か

生
ま
な
か
っ
た
芸
術
家
と
い
う
も
の
が
存
在
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
巨
匠
で
あ
ろ
う
と
、
傑
作
も
あ
れ
ば
駄
作
も
あ
る
の

が
常
で
あ
り
、
そ
の
揺
れ
が
わ
ず
か
な
者
と
大
き
な
者
が
と
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
場
合
、
そ
の
振
幅
が
他
の

芸
術
家
に
比
べ
て
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
、
面
倒
な
こ
と
に
、
い
く
つ

か
の
作
品
を
駄
作
と
判
じ
よ
う
と
す
る
自
分
の
感
覚
を
、
し
ば
し
ば
作
品
に
内
包
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
自
分
に
は
わ
か
ら
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ぬ
た
く
ら
み

0

0

0

0

を
想
定
し
て
、
そ
の
判
断
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
ば
か
り
か
、
た
く
ら
み

0

0

0

0

が
存
在
し
う
る
可
能
性
そ
の
も
の
の
重
み

に
、
つ
い
に
は
そ
れ
を
得
体
の
知
れ
な
い
〈
秀
作
〉
あ
る
い
は
逆
に
何
と
で
も
言
い
う
る
屁
理
屈
で
肥
大
化
さ
せ
た
や
た
ら
饒
舌

な
〈
秀
作
〉
と
す
べ
く
誘
わ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
作
品
は
、
そ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ

を
誘
う
性
質
を
、
彼
の
芸
術
の
本
質
に
関
わ
る
特
徴
と
し
て
、
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

画
材
商
タ
ン
ギ
ー
は
、
た
ま
に
セ
ザ
ン
ヌ
が
彼
の
店
に
や
っ
て
く
る
と
、
急
い
で
展
示
し
て
い
る
彼
の
作
品
を
隠
し
た
と
い
う
。

ま
た
、
簡
単
に
取
り
外
せ
な
い

大
作
な
ら
ば
、
彼
が
店
内
に

入
っ
て
来
て
も
、
そ
の
眼
に
触

れ
ぬ
よ
う
、
初
め
か
ら
目
に
つ

か
ぬ
場
所
に
避
難
さ
せ
て
お
い

た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
セ
ザ
ン

ヌ
が
、
こ
ん
な
も
の
は
無
価
値

だ
と
、
そ
こ
に
あ
る
自
作
を
破

壊
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
初
期
の
作
品
の

中
で
も
、
タ
ン
ギ
ー
は
、
現
在

彼
の
「
ロ
マ
ン
主
義
時
代
」
の

傑
作
と
さ
れ
て
い
る
一
八
七
〇

1868年頃製作　
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年
サ
ロ
ン
応
募
作
品
『
ア
シ
ル
・
ア
ン
プ
レ
ー
ル
の
肖
像
』
の
破
棄
を
、
と
り
わ
け
恐
れ
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
作

品
は
縦
二
メ
ー
ト
ル
横
一
メ
ー
ト
ル
二
二
セ
ン
チ
の
堂
々
た
る
大
作
で
、
し
か
も
た
っ
ぷ
り
絵
具
が
厚
塗
り
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
厚
塗
り
こ
そ
新
時
代
の
絵
画
で
あ
る
と
信
じ
、
ま
た
絵
の
値
段
を
寸
法
で
決
め
、
客
の
代
金
が
不
足
の
と
き
は
裁
断
し
て

ま
で
も
「
小
売
り
」
し
た
タ
ン
ギ
ー
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
大
変
な
絵
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
一
八
九
〇
年
頃
、
彼
の
店
を
よ
く
訪
れ

た
エ
ミ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
、
こ
の
作
品
を
、
タ
ン
ギ
ー
が
画
材
の
担
保
に
預
か
っ
た
り
も
ら
い
受
け
た
り
し
た
い
ろ
い
ろ
な

画
家
の
作
品
の
山
の
中
か
ら
「
発
見
」
し
（
（

（
注た
。
埋
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
（
2

（
注る
。
こ
の
作
品
が
無
事
だ
っ
た
の
は
、
そ
の
御
蔭
か
も

し
れ
な
い
。　

そ
の
後
こ
の
作
品
は
、
ミ
シ
ェ
ル･

オ
ー
グ
に
よ
れ
ば
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
友
人
だ
っ
た
画
家
シ
ュ
フ
ネ
ッ
ケ
ル
か

ら
ベ
ル
ギ
ー
「
二
十
人
組Les V

ingts

」
の
画
家
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ポ
ッ
ク
の
手
に
渡
っ
た
。
そ
の
と
き
、
絵
の
所
在
を
知
っ
た

セ
ザ
ン
ヌ
は
、
ポ
ッ
ク
に
作
品
を
破
棄
し
て
く
れ
る
よ
う
懇
請
し
た
、
と
い
（
（

（
注う

。

修
練
を
重
ね
て
技
量
や
芸
術
に
対
す
る
意
識
の
深
化
が
進
め
ば
、
未
熟
な
と
き
に
よ
し
と
思
え
た
も
の
の
評
価
が
百
八
十
度
変

わ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
初
期
に
追
求
し
て
い
た
美
と
は
ま
っ
た
く
別
の
美
を
見
出
し
、
そ
の
探
究
に
移
っ

た
画
家
が
、
自
分
の
真
価
を
毀
損
さ
せ
そ
う
な
過
去
の
作
品
を
破
棄
し
た
く
な
る
の
は
き
わ
め
て
自
然
な
行
動
で
あ
ろ
う
。
そ
の

限
り
に
お
い
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
進
展
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
作
品
破
棄
の
意
志
は
一
貫
せ
ず
、
基
準
も
他
者

に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
曖
昧
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
作
品
の
変
化
の
跡
を
見
る
限
り
、
彼
が
そ
れ
ま
で
の
自
己
を
否

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
高
い
段
階
に
達
し
え
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
こ
と
は
一
度
や
二
度
で
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

セ
ザ
ン
ヌ
は
矛
盾
に
満
ち
た
画
家
で
あ
る
。
そ
し
て
、
挫
折
に
満
ち
た
画
家
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
糧
に
変
貌
し
た
画
家

で
あ
り
、
高
い
芸
術
的
矜
持
と
同
時
に
、
終
生
抜
き
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
劣
等
感
を
持
っ
て
い
た
画
家
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
の
謎
を
解
く
カ
ギ
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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セ
ザ
ン
ヌ
の
出
発

セ
ザ
ン
ヌ
が
画
家
に
な
ろ
う
と
決
意
し
て
、
初
め
て
パ
リ
の
地
を
踏
ん
だ
の
は
、
一
八
六
一
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
お
よ
そ
田
舎

か
ら
都
に
上
る
若
き
芸
術
家
の
多
く
は
、
自
ら
の
運
命
を
切
り
開
こ
う
と
希
望
と
活
力
に
満
ち
、
未
来
を
信
じ
な
が
ら
何
ら
根
拠

の
な
い
自
信
を
漲
ら
せ
て
新
し
い
生
活
を
始
め
る
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
書
簡
集
を
読
む
と
、
彼
に
は
、
そ
う
し

た
自
信
が
ま
る
で
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
一
八
五
七
年
か
ら
エ
ク
ス
の
美
術
館
付
属
デ
ッ
サ
ン
学
校
に
熱
心
に
通
い
始
め
て
、

絵
画
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
た
も
の
の
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
手
は
思
う
よ
う
に
動
か
ず
、
指
の
先
か
ら
現
れ
出
る
形
を
見
て
は
落
胆

し
悩
ん
で
い
た
。
そ
の
彼
を
激
励
し
、
画
家
と
な
る
こ
と
を
強
く
勧
め
、
上
京
す
る
よ
う
促
し
続
け
た
の
は
ゾ
ラ
で
あ
っ
た
。
ゾ

ラ
と
セ
ザ
ン
ヌ
と
、
そ
し
て
後
に
大
学
教
授
と
な
る
共
通
の
友
バ
イ
ユ
と
は
、
エ
ク
ス
の
リ
セ
で
め
ぐ
り
会
っ
た
切
っ
て
も
切
れ

ぬ
親
友
同
士
で
、
ひ
と
足
早
く
上
京
し
て
い
た
ゾ
ラ
は
、
パ
リ
で
も
ま
た
「
三
人
組
」
の
親
交
を
再
開
し
た
い
と
熱
望
し
て
い
た
。

だ
か
ら
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
意
気
阻
喪
し
て
、
画
家
に
な
る
と
い
う
夢
を
あ
き
ら
め
る
の
を
、
ゾ
ラ
は
何
よ
り
恐
れ
た
。

「
君
の
手
紙
で
も
う
一
か
所
、
読
ん
で
つ
ら
い
気
持
ち
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。『
ぼ
く
は
成
功
す
る
見
込
み
が
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
好
き
な
も
の
と
い
っ
た
ら
絵
な
ん
だ
、
云
々
』
と
い
う
く
だ
り
（
（

（
注だ

。」

「
君
は
、
時
々
、
思
う
通
り
に
形
が
描
け
な
い
と
、
絵
筆
を
天
井
に
投
げ
つ
け
る
、
と
言
う
。
な
ぜ
そ
ん
な
ふ
う
に
落
胆
し
た

り
、
我
慢
な
ら
な
く
な
っ
た
り
す
る
ん
だ
？ 

何
年
も
修
練
を
重
ね
た
後
で
、
と
か
、
も
の
す
ご
く
長
い
間
努
力
し
た
け
ど
無

駄
に
終
わ
っ
た
後
で
、
と
か
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
わ
か
る
。
自
分
に
は
ち
ゃ
ん
と
描
く
力
が
な
い
、
や
っ
て
も
無
駄
だ
、
と
認

識
し
た
上
で
、
パ
レ
ッ
ト
や
画
布
や
絵
筆
を
足
で
踏
み
つ
け
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
は
事
由
あ
る
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
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か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
君
は
、
ま
だ
こ
れ
ま
で
、
や
り
た
い
と
い
う
強
い
気
持
ち
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
真
面
目
に
継
続
的

に
仕
事
に
取
り
組
ん
で
き
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
、
君
に
は
、
自
分
は
無
能
だ
と
判
断
す
る
権
利
な
ど
な
い
よ
。
だ
か
ら
頑
張
れ

よ
。
い
ま
ま
で
君
が
や
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
、
何
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
。
頑
張
っ
て
、
自
分
が
目
標
に
到
達
す
る
た
め
に

は
、
長
い
修
練
と
辛
抱
が
必
要
な
ん
だ
、
と
考
え
な
く
ち
ゃ
。
ぼ
く
だ
っ
て
君
と
同
じ
だ
よ
。
君
の
形
は
、
ぼ
く
が
書
こ
う
と

思
っ
て
も
、
思
い
と
は
逆
に
な
か
な
か
言
葉
を
書
い
て
く
れ
な
い
手
と
同
じ
だ
ろ
？  

ぼ
く
ら
に
は
理
想
が
あ
る
ん
だ
。
だ
か

ら
、
ま
っ
す
ぐ
誠
実
に
わ
が
道
を
行

（
（

（
注こう
。」

セ
ザ
ン
ヌ
に
は
、
形
を
正
確
に
捉
え
、
的
確
に
描
出
す
る
才
能
、
つ
ま
り
、
一
般
に
画
家
に
必
須
と
さ
れ
る
才
能
が
豊
か
と
は

言
い
難
か
っ
た
。
ゾ
ラ
も
バ
イ
ユ
も
セ
ザ
ン
ヌ
も
、
エ
ク
ス
の
名
門
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ブ
ル
ボ
ン
の
秀
才
で
、
あ
ら
ゆ
る
学
課
で

優
秀
な
成
績
を
収
め
、
賞
を
獲
得
し
て
い
た
が
、
皮
肉
に
も
、
絵
が
好
き
な
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
と
り
わ
け
ラ
テ
ン
語
で
優
れ
て
い
た

も
の
の
、
デ
ッ
サ
ン
の
成
績
は
常
に
二
人
の
友
の
後
塵
を
拝
し
て
い
た
。
一
八
五
六
年
、
デ
ッ
サ
ン
に
お
い
て
、
バ
イ
ユ
一
等
賞
、

ゾ
ラ
二
等
賞
受
賞
。
し
か
し
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
最
下
級
の
賞
も
獲
得
で
き
な
か
っ
た
。
一
八
五
七
年
、
同
ゾ
ラ
一
等
賞
、
セ
ザ
ン
ヌ

番
外
。
そ
し
て
一
八
五
八
年
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
初
め
て
二
等
賞
を
受
賞
し
た
が
、
そ
れ
は
前
年
か
ら
デ
ッ
サ
ン
学
校
に
通
っ
て
い
た

成
果
で
あ
り
、
い
わ
ば
専
門
教
育
を
受
け
た
上
で
の
こ
の
二
等
と
い
う
成
績
だ

（
（

（
注った
。

書
簡
集
や
資
料
を
た
ど
れ
ば
、
人
生
の
門
出
で
希
望
と
絶
望
と
の
間
を
激
し
く
揺
れ
動
く
セ
ザ
ン
ヌ
の
姿
が
見
え
て
く
る
。
ま

た
、
ゾ
ラ
と
の
友
情
が
悲
劇
的
末
路
を
た
ど
る
と
は
い
え
、
ゾ
ラ
が
画
家
セ
ザ
ン
ヌ
を
生
み
出
す
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
役
割

を
担
っ
て
い
た
か
も
見
え
て
く
る
。

一
八
六
一
年
三
月
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
ゾ
ラ
の
熱
意
に
ほ
だ
さ
れ
て
、
つ
い
に
、
上
京
し
て
絵
の
道
に
進
む
決
心
を
す
る
。
自
分
の
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後
を
継
い
で
ほ
し
か
っ
た
銀
行
家
の
父
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
は
、
息
子
が
そ
の
そ
ぶ
り
を
見
せ
て
以
来
ず
っ
と
反
対
し
続
け
て
き
た
が
、

彼
の
頑
固
な
性
格
を
知
っ
て
い
た
か
ら
、
あ
く
ま
で
反
対
す
べ
き
か
逡
巡
し
、
デ
ッ
サ
ン
学
校
で
セ
ザ
ン
ヌ
を
教
え
た
ジ
ベ
ー

ル
に
息
子
の
将
来
を
相
談
し
た
。
そ
の
と
き
ジ
ベ
ー
ル
は
、
モ
デ
ル
や
石
膏
デ
ッ
サ
ン
を
や
る
の
な
ら
エ
ク
ス
で
も
で
き
る
、
と
、

穏
や
か
な
表
現
で
彼
が
上
京
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
。
し
か
し
、
父
が
引
き
出
し
た
助
言
も
、
結
局
セ
ザ
ン
ヌ
を
拘
束
す
る
力
に

は
な
ら
な
か
っ
た
。
無
言
の
全
身
で
表
わ
す
抵
抗
を
続
け
ら
れ
て
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
は
つ
い
に
折
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
か
ら
で

あ
る
。

こ
う
し
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
た
し
か
に
父
の
意
思
に
抗
し
て
自
分
の
意
志
を
貫
き
、
上
京
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
自
ら
を
恃
ん
で
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
父
の
希
望
に
沿
っ
て
進
学
し
た
エ
ク
サ
ン
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
大
学
法
学
部
で

の
、
法
律
の
勉
強
が
自
分
に
は
ま
っ
た
く
向
い
て
お
ら
ず
、
嫌
で
嫌
で
た
ま
ら
な
い
、
そ
れ
に
対
し
て
、
パ
リ
に
出
れ
ば
ゾ
ラ
と

再
会
で
き
、
ま
た
愉
快
な
生
活
が
始
め
ら
れ
る
、
つ
ま
り
、
絵
の
道
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
エ
ク
ス
の
暗
鬱
な
生
活
を
一
挙
に
変

え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
希
望
が
、
お
そ
ら
く
彼
を
後
押
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
絵
画
に
情
熱
を
持
っ
て
お

り
、
画
家
に
な
る
こ
と
を
夢
見
て
は
い
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、
自
分
の
才
能
に
対
す
る
強
い
不
安
も
抱
え
て
お
り
、
ず
っ
と
一

歩
を
踏
み
出
せ
な
い
で
来
た
。
そ
の
葛
藤
を
打
ち
砕
い
た
も
の
は
、
技
量
の
進
歩
に
よ
る
自
信
で
は
な
く
、
現
状
に
対
す
る
嫌
悪

か
ら
芽
生
え
た
パ
リ
生
活
へ
の
期
待
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
前
向
き
の
積
極
的

な
選
択
で
は
な
く
、
分
か
り
切
っ
た
暗
鬱
な
未
来
を
避
け
た
い
と
思
っ
て
行
な
わ
れ
た
腰
の
引
け
た
選
択
と
も
い
え
る
。
と
も
あ

れ
、
い
っ
た
ん
決
意
し
た
セ
ザ
ン
ヌ
は
頑
固
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
て
腹
を
く
く
っ
た
父
は
一
緒
に
上
京
し
、
一
人
暮
ら
し
を
す
る

息
子
の
た
め
に
生
活
の
段
取
り
を
つ
け
、
毎
月
、
ゾ
ラ
が
最
初
に
就
職
し
た
と
き
得
た
月
給
の
二
、五
倍
に
当
た
る
百
五
十
フ
ラ

ン
を
、
生
活
費
と
し
て
与
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
う
し
て
セ
ザ
ン
ヌ
に
画
業
へ
の
道
が
開
け
た
の
で
あ
る
。

セ
ザ
ン
ヌ
は
、
パ
リ
に
部
屋
を
借
り
る
と
早
速
、
シ
テ
島
の
有
名
な
画
塾
、
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ス
イ
ス
に
登
録
し
た
。
し
か
し
画
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塾
に
登
録
し
た
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
塾
を
経
営
す
る
シ
ャ
ル
ル
・
ス
イ
ス
は
元
モ
デ
ル
で
画
家
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
他
の
画

塾
と
違
っ
て
絵
の
指
導
は
一
切
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ス
イ
ス
は
、
塾
費
が
月
十
フ
ラ
ン
と
安
価
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
画
家
や
画
学
生
た
ち
が
人
体
デ
ッ
サ
ン
の
練
習
や
下
絵
の
準
備
の
た
め
に
利
用
し
て
い
た
。
当
時
こ
こ
に
は
、

コ
ロ
ー
、
マ
ネ
、
ピ
サ
ロ
、
カ
ロ
リ
ュ
ス
＝
デ
ュ
ラ
ン
等
が
そ
の
必
要
に
応
じ
て
通
っ
て
お
り
、
こ
の
の
ち
間
も
な
く
す
る
と
モ

ネ
も
通
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ア
ト
リ
エ
に
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
登
録
以
来
毎
日
勤
勉
に
通
い
、
午
前
中
ひ
た
す
ら
デ
ッ
サ
ン
に
明
け
暮
れ
た
。
お
そ
ら
く
は

父
と
の
約
束
で
、
国
立
美
術
学
校
受
験
の
準
備
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
あ
る
日
、
彼
は
ア
ル
マ
ン
・
ギ
ヨ
マ
ン

と
知
り
合
い
、
ギ
ヨ
マ
ン
を
通
じ
て
ピ
サ
ロ
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
。
ピ
サ
ロ
は
既
出
の
セ
ザ
ン
ヌ
の
言
葉
が
物
語
る
と
お
り
、

将
来
の
大
セ
ザ
ン
ヌ
へ
の
道
を
開
く
き
っ
か
け
を
な
す
重
要
な
画
家
だ
が
、
そ
う
し
た
画
塾
に
お
け
る
幸
運
は
後
に
な
っ
て
初
め

て
わ
か
る
こ
と
で
、
こ
の
頃
セ
ザ
ン
ヌ
は
画
塾
で
か
な
り
つ
ら
い
仕
打
ち
に
あ
っ
て
い
た
。
彼
は
、
そ
の
独
特
の
性
格
と
不
器
用

な
デ
ッ
サ
ン
の
た
め
に
、
画
学
生
た
ち
の
物
笑
い
の
種
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

パ
リ
に
は
言
う
ま
で
も
な
く
フ
ラ
ン
ス
中
か
ら
才
能
が
集
ま
る
。
当
時
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
モ
ネ
の
よ
う
な
少

数
の
例
外
を
除
い
て
、
国
立
美
術
学
校
を
め
ざ
し
て
い
た
。
一
般
に
パ
リ
の
画
塾
は
、
国
立
美
術
学
校
の
教
授
か
ア
カ
デ
ミ
ー
の

息
の
か
か
っ
た
者
が
開
い
て
お
り
、
い
わ
ば
そ
こ
で
師
の
指
導
を
受
け
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
合
格
へ
の
最
短
ル
ー
ト
を
意
味
し
て

い
た
。
合
格
を
決
定
す
る
の
は
、
彼
ら
か
、
彼
ら
の
同
僚
か
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
師
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
状
況
か
ら
見

れ
ば
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
登
録
し
た
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ス
イ
ス
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら
自
由
な
例
外
的
な
画
塾
だ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か

し
、
自
由
と
は
い
え
、
お
そ
ら
く
、
パ
リ
の
長
い
画
塾
の
歴
史
に
と
も
な
う
伝
統
を
、
多
か
れ
少
な
か
れ
画
学
生
は
継
承
し
て
い

た
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
徒
弟
制
の
残
滓
が
消
え
な
い
パ
リ
の
画
塾
で
は
、
学
生
間
で
絵
の
才
能
の
多
寡
が
判
定
さ
れ
、
明
ら
か
に

乏
し
い
と
審
判
さ
れ
た
学
生
は
見
下
さ
れ
物
笑
い
の
種
に
さ
れ
、
本
人
に
と
っ
て
は
い
じ
め
と
変
わ
ら
な
い
状
況
が
生
ま
れ
る
の
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で
あ
（
（

（
注る

。
後
年
ピ
サ
ロ
は
、
息
子
リ
ュ
シ
ア
ン
宛
の
手
紙
の
中
で
「
美
術
学
校
か
ら
来
た
無
能
ど
も
が
こ
ぞ
っ
て
セ
ザ
ン
ヌ
の
裸

体
素
描
を
こ
け
に
し
て
い
（
（

（
注た

」、
と
当
時
の
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
画
塾
の
悪
習
は
、
正
確
な
素
描
を
何
よ
り
重
視

す
る
ア
カ
デ
ミ
ー
の
伝
統
と
基
準
が
力
を
失
い
、
そ
の
教
育
に
魅
力
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
ゆ
く
の
と
連
動
し
て
衰
微
し
て
ゆ

く
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
青
春
期
は
、
そ
の
端
境
期
に
当
た
っ
て
い
た
。
当
時
、
絵
画
が
国
家
の
も
の
か
ら
市
民
の
も
の
へ
、〈
大
絵

画
〉
か
ら
〈
小
絵
画
〉
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
絵
画
の
頂
点
に
は
国
家
が
君
臨
し
、
国
家
が
買
い
上
げ

る
絵
画
こ
そ
が
、
ま
た
国
家
が
記
念
建
造
物
の
装
飾
を
依
頼
す
る
画
家
こ
そ
が
、
万
人
の
認
め
る
最
高
の
絵
画
と
画
家
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
芸
術
家
を
生
み
出
す
た
め
の
組
織
で
あ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
と
そ
の
管
轄
下
に
あ
る
国
立
美
術
学
校
こ
そ
が
、
画
家
に
な

ろ
う
と
す
る
者
の
歩
む
べ
き
王
道
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
デ
ッ
サ
ン
は
画
家
に
な
る
た
め
の
必
須
の
条
件
で
あ
り
、
不
器
用
な
彼

の
デ
ッ
サ
ン
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
技
術
を
身
に
付
け
た
「
美
術
学
校
か
ら
来
た
無
能
ど
も
」
の
軽
蔑
を
喚
び
起
さ
ず
に
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ゾ
ラ
は
か
ね
て
よ
り
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
は
芸
術
家
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
ポ
エ
ジ
ー
が
あ
り
、
あ
と
は
職
人
の
技
術
を
自
分
の
も

の
に
す
る
だ
け
で
い
い
、
と
励
ま
し
て
き
た
が
、
そ
の
激
励
は
裏
を
返
せ
ば
セ
ザ
ン
ヌ
の
コ
ン
プ
レ
ク
ス
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を

指
し
て
い
る
。
晩
年
に
な
っ
て
も
こ
の
事
情
は
変
わ
ら
ず
、
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
は
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝
え
て
い
る
。

「
彼
は
時
折
、〈
実
現
す
る
〉
こ
と
の
困
難
の
た
め
に
、
自
分
自
身
に
怒
り
を
爆
発
さ
せ
て
、
こ
う
叫
ぶ
ま
で
に
至
っ
た
。『
ブ

グ
ロ
ー
の
よ
う
に
な
り
た
い
！
』
と
。
そ
し
て
、
す
ぐ
に
こ
う
弁
明
す
る
の
だ
っ
た
。『
あ
の
御
仁
は
自
分
の
個
性
を
発
展
さ

せ
た
の
だ
か
ら
』
と（

（

（
注

。」

ブ
グ
ロ
ー
は
世
紀
末
の
ア
カ
デ
ミ
ー
画
壇
の
巨
星
で
あ
り
、
ま
れ
に
み
る
正
確
な
デ
ッ
サ
ン
と
フ
ォ
ル
ム
の
理
想
化
で
、
当
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時
サ
ロ
ン
の
頂
点
に
君
臨
し
て
い
た
画

家
で
あ
る
。
ア
ン
グ
ル
に
あ
れ
ほ
ど
敵

意
を
見
せ
て
い
た
セ
ザ
ン
ヌ
が
、
ブ
グ

ロ
ー
に
尊
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と

は
明
ら
か
に
矛
盾
だ
が
、
並
外
れ
た
そ

の
技
術
に
羨
望
と
憧
れ
を
持
っ
た
て
い

た
の
は
事
実
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
は
ま
だ
あ
る
。
後
年
セ
ザ
ン

ヌ
は
エ
ク
ス
で
、
あ
る
絵
の
好
き
な
女

薬
剤
師
の
希
望
で
彼
女
の
絵
に
助
言
を

与
え
た
が
、
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
の
証
言
に
よ

れ
ば
、
そ
れ
を
思
い
起
こ
し
て
、
彼
は

次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
う
。

「
私
は
彼
女
に
こ
う
助
言
し
ま
し
た
。『
自
ら
を
手
本
に
し
な
さ
い
。
何
よ
り
も
ま
ず
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
自
分
の
個

性
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
す
。』
あ
の
方
は
よ
く
勉
強
す
る
人
だ
っ
た
。
も
し
彼
女
が
絵
を
続
け
て
い
れ
ば
、
彼
女
は
二
十
年

後
に
は
ロ
ー
ザ
・
ボ
ヌ
ー
ル
の
最
高
の
助
手
く
ら
い
に
は
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
私
が
も
し
Ｓ
夫
人
く
ら
い
器
用
だ
っ
た
ら
、

私
は
ず
っ
と
前
に
サ
ロ
ン
に
入
選
し
て
い
た
の
だ
（
1（

（
注が
。」

ブグロー『ヴィーナスの誕生』1879年　
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こ
の
言
葉
を
デ
ッ
サ
ン
を
重
視
す
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
サ
ロ
ン
に
対
す
る
皮
肉
と
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
サ
ロ
ン
入
選
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
悲
願
だ
っ
た
。
か
つ
て
彼
は
、
つ
い
に
独
力
で
そ
れ
を
果
た
せ
ず
、
審
査
委
員
と
な
っ
た

友
人
ギ
ュ
メ
に
頼
ん
で
、
彼
の
「
弟
子
」
と
い
う
無
審
査
資
格
を
手
に
入
れ
て
よ
う
や
く
出
品
に
漕
ぎ
つ
け
た
。
だ
か
ら
、
こ
の

一
言
に
は
、
終
生
彼
が
ど
れ
ほ
ど
巧
み
な
手
に
憧
れ
、
自
分
の
不
器
用
さ
に
コ
ン
プ
レ
ク
ス
を
抱
い
て
い
た
か
を
窺
わ
せ
る
も
の

が
あ
る
。
し
か
も
、
わ
が
道
を
見
つ
け
て
か
ら
で
あ
っ
て
な
お
そ
う
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
人
生
の
門
出
に
自
分
を
鼓
舞
し
て
パ

リ
へ
出
、
そ
の
最
初
の
一
歩
で
嘲
笑
を
浴
び
た
こ
と
は
、
誇
り
高
い
心
に
相
当
に
こ
た
え
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
絵
の
道
は
、

も
と
も
と
腰
の
引
け
た
決
心
し
か
な
か
っ
た
セ
ザ
ン
ヌ
に
ど
う
映
り
始
め
た
だ
ろ
う
か
。
徐
々
に
自
分
の
能
力
を
深
刻
に
捉
え
る

よ
う
に
な
り
、
自
分
に
は
画
家
に
な
る
才
能
ど
な
く
、
田
舎
に
帰
っ
て
つ
ま
し
く
暮
ら
す
し
か
な
い
、
と
不
安
の
虜
と
な
っ
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
上
京
後
約
四
ヶ
月
た
っ
た
彼
の
様
子
を
、
ゾ
ラ
は
バ
イ
ユ
宛
の
手
紙
に
次
の
よ
う
に
し
た
た
め
て
い
る
。

「
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
意
気
消
沈
の
発
作
に
襲
わ
れ
て
い
る
。
う
わ
べ
で
は
、
栄
光
な
ど
軽
蔑
す
る
、
と
う
そ
ぶ
く

け
れ
ど
、
ぼ
く
の
見
る
と
こ
ろ
出
世
し
た
く
て
た
ま
ら
な
い
ん
だ
。
気
持
ち
の
空
模
様
が
悪
く
な
る
と
、
彼
は
エ
ク
ス
に
戻
っ

て
ど
っ
か
の
店
の
店
員
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
以
外
言
わ
な
く
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
ぼ
く
の
方
は
、
彼
に
、
そ
ん
な

ふ
う
に
田
舎
に
戻
る
な
ん
て
ば
か
だ
と
証
明
し
て
や
る
た
め
に
、
大
演
説
を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
に
は
彼
も

簡
単
に
同
意
し
て
、
ま
た
仕
事
に
戻
り
は
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
考
え
は
彼
の
心
に
巣
食
っ
て
い
る
ん
だ
。
も
う
二
度
も
す

ん
で
の
と
こ
ろ
で
帰
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
ま
っ
た
く
、
そ
の
う
ち
逃
げ
ち
ゃ
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
恐
ろ
し
い
よ
。

（
中
略
（

こ
の
手
紙
を
ま
た
書
き
始
め
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
は
、
君
に
さ
っ
き
言
っ
た
こ
と
が
、
実
際
、
昨
日
、
日
曜
日
に
起
こ
っ

た
か
ら
な
ん
だ
。
ぼ
く
が
ポ
ー
ル
の
と
こ
ろ
に
通
っ
て
行
っ
た
と
き
の
こ
と
、
あ
い
つ
は
ま
っ
た
く
冷
静
な
調
子
で
、
い
ま
、
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明
日
発
つ
た
め
に
荷
造
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
、
っ
て
言
う
ん
だ
。
そ
れ
で
、
と
も
か
く
は
、
カ
フ
ェ
に
行
っ
た
よ
。
何
も
約

束
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
あ
ん
ま
り
驚
い
て
い
た
し
、
ぼ
く
が
筋
道
立
て
て
話
し
た
っ
て
無
駄
だ
と
分
か
っ
て

い
た
か
ら
、
敢
え
て
彼
の
行
動
に
反
対
す
る
よ
う
な
こ
と
は
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
言
わ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
彼
を
引
き
と
め
る
た

め
に
、
何
か
策
略
は
な
い
か
考
え
た
。
で
、
あ
っ
た
、
と
思
い
、
ぼ
く
の
肖
像
画
を
完
成
し
て
く
れ
と
頼
ん
だ
ん
だ
。
彼
は
喜

ん
で
了
解
し
て
、
こ
ん
ど
は
も
う
、
帰
る
こ
と
な
ど
問
題
に
し
な
く
な
っ
た
。
ぼ
く
の
計
画
で
は
、
こ
の
肖
像
画
は
、
彼
を
パ

リ
に
引
き
と
め
る
は
ず
だ
っ
た
の
だ
が
、
忌
ま
わ
し
い
こ
と
に
、
昨
日
、
危
う
く
パ
リ
か
ら
去
ら
せ
る
始
末
に
な
る
と
こ
ろ

だ
っ
た
。
彼
は
二
度
に
わ
た
っ
て
描
き
始
め
た
ん
だ
が
、
二
度
と
も
満
足
ゆ
か
な
か
っ
た
。
ポ
ー
ル
は
、
そ
れ
に
け
り
を
つ
け

た
い
と
、
最
後
の
ポ
ー
ズ
を
昨
日
の
朝
し
て
く
れ
る
よ
う
に
ぼ
く
に
求
め
た
。
だ
か
ら
、
昨
日
、
ぼ
く
は
彼
の
と
こ
ろ
に
行
っ

た
わ
け
だ
。
部
屋
に
入
っ
て
み
る
と
、
ト
ラ
ン
ク
は
空
け
て
あ
る
し
、
引
き
出
し
も
半
ば
空
に
な
っ
て
い
る
。
ポ
ー
ル
は
、
暗

い
顔
つ
き
で
、
そ
こ
ら
辺
の
も
の
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
無
造
作
に
ト
ラ
ン
ク
の
中
に
詰
め
込
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
、
静
か
な
声
で
、

『
ぼ
く
は
明
日
発
つ
よ
』
と
言
う
の
で
、『
ぼ
く
の
肖
像
は
』
と
訊
く
と
、『
君
の
肖
像
か
、
い
ま
し
が
た
破
り
捨
て
た
と
こ
ろ
だ
。

今
朝
、
も
う
一
度
手
を
入
れ
て
良
く
し
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
、
だ
ん
だ
ん
悪
く
な
る
の
で
完
全
に
破
棄
し
た
。
だ
か
ら
、
明
日

発
つ
よ
』
と
答
え
る
ん
だ
。
ぼ
く
は
、
ま
だ
ど
ん
な
考
え
も
述
べ
る
ま
い
、
と
慎
重
で
い
た
。
一
緒
に
昼
飯
を
食
べ
に
行
っ

て
、
夜
に
な
っ
て
別
れ
た
。
彼
は
、
昼
に
な
る
と
、
理
性
的
な
気
持
ち
に
戻
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
、
別
れ
る
時
に
は
、
よ
う
や

く
、
パ
リ
に
い
る
、
と
約
束
し
た
。
け
れ
ど
も
ね
、
こ
れ
は
そ
の
場
の
意
味
の
な
い
取
り
繕
い
で
し
か
な
い
。
た
と
え
今
週
出

発
し
な
く
て
も
、
彼
は
来
週
出
発
す
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
君
は
ほ
ど
な
く
出
発
す
る
彼
が
見
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
て
い
い

よ
。
ぼ
く
も
、
ま
さ
し
く
彼
は
そ
う
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
ポ
ー
ル
は
偉
大
な
画
家
に
な
る
天
分
を
持
っ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
そ
う
な
る
た
め
に
必
要
な
天
分
に
は
決
し
て
恵
ま
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
と
て
も
ち
っ
ぽ
け
な
こ
と
で
、
彼
は

す
ぐ
絶
望
す
る
。
ぼ
く
は
繰
り
返
し
言
っ
た
、
も
し
た
く
さ
ん
湧
い
て
く
る
心
配
事
か
ら
逃
避
し
た
い
な
ら
、
帰
る
が
い
い
さ
、
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と
（
11

（
注ね

。」

ゾ
ラ
の
予
測
は
半
分
は
正
し
く
、
半
分
は
間
違
っ
て
い
た
。
ゾ
ラ
の
予
測
通
り
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
結
局
、
こ
の
約
一
月
後
の
九
月
、

パ
リ
に
半
年
も
お
ら
ず
に
エ
ク
ス
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
こ
の
と
き
、
彼
は
、
画
家
に
な
る
こ
と
を
一
旦
は
あ
き
ら
め
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
再
度
決
意
を
改
め
て
パ
リ
に
戻
り
、
ゾ
ラ
の
予
測
に
反
し
、「
そ
う
な
る
た
め
に
必
要
な
天
分
」
の
あ
る

こ
と
を
見
せ
、
偉
大
な
画
家
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
ゾ
ラ
だ
け
に
見
え
て
い
た
特
別
な
〈
画
家
の
天
分
〉
が
、
た
し
か
に
彼
に

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
同
時
に
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
欠
け
て
い
た
も
の
も
ま
た
別
の
〈
画
家
の
天
分
〉
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
正
し
く
世
間
一
般
が
考

え
る
〈
画
家
の
天
分
〉
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ゾ
ラ
は
そ
れ
を
、
セ
ザ
ン
ヌ
ほ
ど
の
素
地
が
あ
れ
ば
、
修
練
に
よ
っ
て
獲

得
し
う
る
も
の
と
し
て
、
重
要
視
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
も
ま
た
天
性
の
も
の
で
あ
り
努
力
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。
彼
に

は
、
生
涯
、
そ
の
芸
術
を
実
現
す
る
上
で
「
不
器
用
」（
セ
ザ
ン
ヌ
研
究
の
大
家
リ
ウ
ォ
ル
ド
は
慎
重
に
そ
う
い
う
言
い
方
を
し

て
い
る
（
と
い
う
困
難
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、「
そ
う
な
る
た
め
に
必
要
な
天
分
」
な
ら
、
如
何
な
る
画
家
よ
り
頑
固
に

持
っ
て
い
る
こ
と
を
、
彼
の
こ
れ
か
ら
の
生
涯
が
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
。

話
を
戻
そ
う
。

パ
リ
で
最
初
の
挫
折
を
経
験
し
た
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
し
ば
ら
く
は
父
の
銀
行
に
勤
務
し
、
夜
間
、
市
の
デ
ッ
サ
ン
学
校
に
通
い
な

が
ら
趣
味
と
し
て
絵
画
を
や
ろ
う
と
し
て
み
た
。
し
て
は
み
た
も
の
の
、
彼
は
、
結
局
、
父
の
望
む
よ
う
に
生
き
る
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
を
今
度
こ
そ
明
確
に
自
覚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
、
翌
年
、
彼
は
再
び
パ
リ
に
舞
い
戻
り
、
も
は
や
背
水
の

陣
で
、
画
家
の
道
を
行
く
決
心
を
す
る
。
そ
れ
以
降
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
自
分
に
欠
け
た
天
分
を
別
の
豊
か
な
天
分
、
つ
ま
り
ゾ
ラ

の
言
う
「
芸
術
家
の
ポ
エ
ジ
ー
」
で
埋
め
な
が
ら
、
長
い
間
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
孤
独
に
耐
え
て
、
自
分
の
絵
画
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の
可
能
性
を
追
求
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

セ
ザ
ン
ヌ
に
は
、
お
そ
ら
く
、
形
が
す
ば

や
く
描
け
な
い
、
形
を
的
確
に
と
ら
え
ら
れ

な
い
、
形
を
よ
く
憶
え
ら
れ
な
い
、
だ
か
ら

思
う
よ
う
に
形
を
再
現
で
き
な
い
、
と
い
う

如
何
と
も
し
が
た
い
負
の
要
素
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
要
素
が
、
彼
の
独
創
性
を
成

立
さ
せ
る
上
で
重
要
な
働
き
を
し
た
と
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
に
は
、
そ
も
そ
も
デ
ッ
サ
ン
の

う
ま
く
で
き
な
い
者
が
優
れ
た
絵
な
ど
描
け

る
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
〈
常
識
〉
が
あ
る
。

だ
か
ら
、
例
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
人
体
デ
ッ
サ
ン
で
は
セ
ザ
ン
ヌ
も
ち
ゃ
ん
と
描
け
て
い
る
、
と
、
彼
に
人
並
み
の
技
量
が
あ
る

こ
と
を
確
か
め
て
安
心
す
る
。
し
か
し
、
時
間
を
か
け
た
不
動
の
人
体
像
は
描
け
て
も
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
は
、
ド
ガ
の
よ
う
に
、
動

く
も
の
を
す
ば
や
く
描
写
し
た
り
記
憶
に
基
づ
い
て
様
々
な
形
を
再
現
し
描
出
す
る
才
能
が
欠
け
て
い
た
。
あ
る
い
は
モ
ネ
の
よ

う
に
、
一
目
で
対
象
の
本
質
を
捉
え
、
そ
れ
を
一
筆
で
表
現
し
て
し
ま
う
よ
う
な
機
敏
で
鋭
利
な
才
能
が
欠
け
て
い
た
。

モ
デ
ル
に
請
わ
れ
て
、
た
っ
た
一
枚
の
肖
像
画
の
た
め
に
百
十
五
回
も
ポ
ー
ズ
を
と
っ
た
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
に
向
か
っ
て
、「
リ
ン

ゴ
が
動
く
か
」
と
セ
ザ
ン
ヌ
が
怒
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
彼
の
絵
画
制
作
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
。

そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
対
象
と
長
時
間
じ
っ
と
向
き
合
い
、
凝
視
を
重
ね
つ
つ
、
そ
こ
に
あ
る

1879年頃
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外
界
と
し
て
の
「
自
然
」
を
ど
う
描
く
か
深
く
探
求
し
逡
巡
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。

探
究
以
前
に
、
何
よ
り
も
、
動
く
と
彼
は
描
け
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
モ
デ
ル
に
な
っ
た
人
間
は
石
膏
像
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
だ
か
ら
、
つ
い
に
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
花
瓶
に
挿
し
た
生
花
さ
え
造
花
に
取
り
換
え
る
。
そ
れ
が
意
味
す
る
こ
と
は
、

彼
に
と
っ
て
対
象
の
第
一
条
件
は
、
変
化
し
な
い
こ
と
、
不
動
の
こ
と
、
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
も
は
や
、
対
象
か
ら
立
ち
上

る
そ
れ
そ
の
も
の
の
時
間
的
で
本
質
的
な
印
象
、
生
き
た
美
の
印
象
が
問
題
で
は
な
く
な
る
。
そ
う
し
た
も
の
が
モ
チ
ー
フ
に
な

る
こ
と
な
ど
彼
に
は
な
い
だ
ろ
う
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
美
を
別
な
と
こ
ろ
に
探
究
す
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
彼
の
天
分
が
そ
う

さ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
新
た
な
絵
画
の
革
命
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の
欠
点
は
利
点
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
こ
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
は
、
ま
だ
遠
い
道
の
り
が
あ
る
。
ま
ず
は
セ
ザ
ン
ヌ

が
ど
う
い
う
絵
を
描
こ
う
と
し
た
か
、
そ
の
た
め
に
ど
う
試
行
錯
誤
し
、
ど
う
い
う
挫
折
を
重
ね
た
か
、
そ
の
結
果
、
新
た
に
彼

は
ど
う
い
う
道
へ
歩
み
出
し
た
か
、
し
ば
ら
く
は
そ
の
変
貌
へ
の
過
程
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

ゾ
ラ
と
印
象
派

ゾ
ラ
に
は
、
つ
い
に
、
印
象
派
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
い
ま
や
誰
も
異
論
を
差
し
挟
め
な
い
傷
ま
し

い
事
実
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
早
く
セ
ザ
ン
ヌ
の
才
能
に
気
づ
き
、
ま
た
き
わ
め
て
早
い
時
期
に
モ
ネ
の
天
才
を
発
見
し
、
彼
ら

印
象
派
を
激
賞
し
激
励
し
、
公
私
に
わ
た
っ
て
彼
ら
と
親
し
く
交
わ
り
支
援
し
続
け
て
き
た
ゾ
ラ
が
、
つ
い
に
印
象
派
の
絵
画
の

本
質
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ゾ
ラ
は
、
世
間
が
マ
ネ
を
攻
撃
し
嘲
笑
し
続
け
て
い
た
と
き
に
、
マ
ネ
の
絵
画
の
斬
新

さ
と
重
要
性
を
認
め
、
敢
然
と
擁
護
の
大
論
陣
を
張
っ
た
。
激
し
い
筆
致
で
当
時
主
流
を
な
す
ア
カ
デ
ミ
ー
絵
画
を
攻
撃
し
つ
つ
、

マ
ネ
の
才
能
を
称
賛
し
続
け
た
。
そ
の
た
め
に
、
彼
の
サ
ロ
ン
評
を
掲
載
し
た
新
聞
『
エ
ヴ
ェ
ン
ヌ
マ
ン
』
は
、
読
者
か
ら
激
し
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い
抗
議
を
受
け
、
次
々
に
予
約
購
読
の
中
止
を

通
告
さ
れ
て
、
ゾ
ラ
は
責
任
を
と
っ
て
入
社
し

た
ば
か
り
の
新
聞
社
を
退
社
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
。
そ
の
彼
の
勇
気
と
支
援
に
深
く
感
じ

る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
マ
ネ
は
、
い
ま
や
彼
の
代

表
作
の
一
つ
に
数
え
あ
げ
ら
れ
る
あ
の
肖
像
を

描
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
ゾ
ラ
が
つ
い
に
印
象

派
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
絵
画
と
文

学
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
ひ
と
き
わ
衝
撃
的
な

事
実
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
八
六
六
年
、
ゾ
ラ
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
、
い
ま
触
れ
た
『
エ
ヴ
ェ

ン
ヌ
マ
ン
』
紙
の
サ
ロ
ン
評
を
担
当
す
る
。
そ

こ
で
彼
は
、
マ
ネ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
マ
ネ
氏
の
才
能
は
、
簡
潔
さ
と
適
確
さ
か
ら
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
彼
は
、
同
業
者
の
一
部
の
信
じ
難
い
自
然
の
描
き

方
を
見
て
、
現
実
を
、
現
実
だ
け
を
問
題
に
し
て
描
こ
う
と
決
意
し
た
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る
既
成
の
知
識
を
、

あ
ら
ゆ
る
古
い
経
験
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
り
、
芸
術
創
造
を
そ
の
始
ま
り
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
す
な
わ
ち
対
象
の
正
確
な
観
察

ゾラの肖像（1868年）
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に
よ
っ
て
、
行
い
た
い
と
思
っ
た
の
だ

（
1（

（
注ろう

。」

実
は
、
サ
ロ
ン
評
の
記
事
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
年
の
サ
ロ
ン
に
は
、
マ
ネ
の
作
品
は
な
か
っ
た
。
マ
ネ
が
応
募
し
た
『
笛
を

吹
く
少
年
』
と
『
悲
劇
役
者
』
は
、
共
に
落
選
の
憂
き
目
を
見
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ゾ
ラ
は
、
リ
ウ
ォ
ル
ド
に
よ
れ

ば
、
こ
の
頃
ギ
ュ
ン
メ
と
デ
ュ
ラ
ン
デ
ィ
の
紹
介
に
よ
っ
て
マ
ネ
と
面
識
を
得
、
サ
ロ
ン
評
の
連
載
を
始
め
て
間
も
な
く
、
ア
ト

リ
エ
に
彼
を
訪
ね
て
二
枚
の
落
選
作
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
い
（
1（

（
注る
。
そ
の
と
き
ゾ
ラ
は
、
と
り
わ
け
『
笛
を
吹
く
少
年
』
に
感
銘
を

受
け
、
こ
の
作
品
の
印
象
を
も
と
に
さ
き
に
引
用
し
た
言
葉
を
記
し
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
作
品
に
感
動
し
た
分
だ
け
、
こ
れ
を

拒
絶
す
る
サ
ロ
ン
に
よ
り
い
っ
そ
う
強
い
反
感
と
嫌
悪
を
覚
え
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
多
く
の
サ
ロ
ン
入
選
作
に
共
通
す
る
、
伝

統
に
従
う
だ
け
で
、
あ
り
の
ま
ま
の
対
象
の
在
り
様
、
つ
ま
り
「
自
然
」
を
探
究
し
な
い
絵
画
に
も
、
よ
り
厳
し
い
気
持
ち
を
抱

い
た
で
あ
ろ
う
。
独
創
性
が
欠
如
し
て
「
お
菓
子
」
の
よ
う
に
刺
激
の
な
い
サ
ロ
ン
の
絵
（
1（

（
注画

、
そ
れ
ら
の
対
極
に
彼
は
マ
ネ
を
置

き
、
い
ず
れ
マ
ネ
の
絵
の
収
ま
る
べ
き
場
所
は
ル
ー
ヴ
ル
で
あ
る
と
高
ら
か
に
言
明
し
て
い
る
。

「
マ
ネ
氏
の
場
所
は
、
ク
ー
ル
ベ
同
様
、
ま
た
独
創
的
で
強
い
気
質
を
持
つ
あ
ら
ゆ
る
芸
術
家
同
様
、
ル
ー
ヴ
ル
に
用
意
さ
れ

る
こ
と
に
な
（
1（

（
注る

。」

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
十
三
年
後
の
一
八
七
九
年
。

ゾ
ラ
は
、
こ
の
年
も
ロ
シ
ア
の
新
聞
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
通
信
』
か
ら
寄
稿
依
頼
を
受
け
、
当
年
の
サ
ロ
ン
に
つ
い
て
、
彼
が
重
要

と
見
る
幾
人
か
の
画
家
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
批
評
的
報
告
を
行
う
。
そ
の
中
で
、
彼
は
、
こ
れ
ま
で
称
賛
し
続
け
て
き
た
マ
ネ

を
改
め
て
取
り
上
げ
、
こ
の
十
三
年
の
間
に
心
中
に
兆
し
、
徐
々
に
醗
酵
し
、
と
う
と
う
抑
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
マ
ネ
の
絵
画
へ
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の
疑
い
を
、
は
じ
め
て
明
確
に
表
白

し
て
い
る
。

「
私
は
、
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
の

名
を
ま
だ
挙
げ
て
い
な
か
っ
た
。
彼

は
印
象
派
の
画
家
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー

で
あ
る
。
サ
ロ
ン
に
は
、
彼
の
複
数

の
絵
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
は

正
し
い
色
調
を
見
分
け
る
大
変
透
徹

し
た
眼
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ク
ー
ル

ベ
以
後
、
そ
の
運
動
を
引
き
継
い
で

い
る
。
彼
が
な
ぜ
長
い
間
大
衆
の
無

理
解
と
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、

そ
れ
は
彼
が
制
作
に
お
い
て
遭
遇
す

る
困
難
を
見
れ
ば
納
得
が
ゆ
く
。
つ
ま
り
、
彼
の
手
は
彼
の
眼
ほ
ど
の
働
き
を
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
は
、
一
つ
の
絵
画

技
法
が
、
確
立
し
得
て
い
な
い
。
自
然
に
生
起
す
る
こ
と
を
常
に
明
晰
に
見
て
い
る
が
、
確
固
と
し
た
完
全
な
手
法
で
そ
の
印

象
を
表
現
す
る
術
が
ま
だ
つ
か
め
な
い
熱
情
的
な
素
人
の
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
制
作
が
始
ま
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
な

形
で
完
成
に
至
る
の
か
け
っ
し
て
分
か
ら
ず
、
さ
ら
に
完
成
に
至
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
さ
え
分
か
ら
な
い
。
彼
は
あ
て

ず
ぽ
に
筆
を
動
か
す
の
だ
。
う
ま
く
描
け
た
時
、
そ
の
絵
は
傑
出
し
た
も
の
と
な
る
。
絶
対
的
な
真
実
と
並
外
れ
た
腕
の
冴
え

マネの1879年サロン入選作品
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を
見
せ
る
作
品
と
な
る
。
し
か
し
、
迷
い
が
生
じ
て
し
ま

う
と
、
彼
の
絵
は
不
完
全
で
バ
ラ
ン
ス
の
欠
い
た
も
の
に

な
る
。
要
す
る
に
、
十
五
年
来
、
彼
ほ
ど
主
観
的
に
描
く

画
家
は
い
な
か
っ
た
。
も
し
、
彼
の
技
術
的
な
面
が
、
そ

の
知
覚
の
真
正
さ
に
匹
敵
し
て
い
た
ら
、
彼
は
十
九
世
紀

後
半
の
偉
大
な
画
家
と
な
っ
て
い
た
ろ
（
1（

（
注う
。」

こ
こ
に
は
、
ゾ
ラ
の
、
マ
ネ
に
ま
つ
わ
る
問
題
の
鋭
い
指

摘
が
あ
る
の
と
同
時
に
、
マ
ネ
の
芸
術
に
対
す
る
無
理
解
が

あ
る
。
こ
の
ゾ
ラ
の
論
説
の
中
で
、
最
も
重
要
な
問
題
は
、

お
そ
ら
く
〈
完
成
〉
あ
る
い
は
〈
仕
上
げ
〉
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
以
来
、
十
九
世
紀
絵
画
の
最
重
要
な

問
題
の
一
つ
と
し
て
幾
度
も
論
議
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
、
一
八
二
二
年
、『
ダ
ン
テ
の
小
舟
』
に

よ
っ
て
初
め
て
サ
ロ
ン
に
入
選
し
、
華
や
か
な
デ
ビ
ュ
ー
を

飾
っ
た
が
、
ダ
ビ
ッ
ド
の
弟
子
で
同
年
以
降
ジ
ュ
ル
ナ
ル
・

デ
・
デ
バ
紙
で
サ
ロ
ン
評
を
担
当
し
た
ド
ゥ
レ
ク
リ
ュ
ー
ズ

は
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
ス
ケ
ッ
チ
に
す
ぎ
な
い
、
と
批

評
し
（
1（

（
注た
。
つ
ま
り
、
仕
上
が
っ
て
い
な
い
、
と
言
っ
た
の

ドラクロワ『ダンテの小舟』1822年
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で
あ
る
。『
ダ
ン
テ
の
小
舟
』
は
テ
ー
マ
に
お
い
て
伝
統
的
な
歴
史
画
の
範
疇
に
入
る
作
品
で
あ
る
が
、
ま
た
同
時
に
、
色
彩
と

表
現
法
に
お
い
て
新
し
い
、
最
初
の
重
要
な
ロ
マ
ン
主
義
作
品
で
も
あ
っ
た
。
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
新
古
典
主
義
の
完
全
な
影
響
下
に

あ
っ
た
当
時
の
ア
カ
デ
ミ
ー
絵
画
に
お
い
て
は
、
細
部
ま
で
描
き
込
ま
れ
、
筆
の
跡
を
残
さ
ず
、
画
面
も
滑
ら
か
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
、
終
始
フ
ラ
ン
ス
ア
カ
デ
ミ
ー
絵
画
の
枠
組
み
の
中
で
創
作
を
続
け
よ
う
と
し
た
画
家
だ
が
、
こ
う
し

た
ア
カ
デ
ミ
ー
の
ル
ー
ル
に
忠
実
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
ラ
イ
バ
ル
、
ア
ン
グ
ル
が
、
伝
統
に
忠
実
に
、
し
か
も
そ
こ
に
徹
底
し

た
線
描
の
優
位
を
加
え
て
、
や
が
て
画
壇
を
支
配
し
て
ゆ
く
の
と
対
照
的
に
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
、
輪
郭
を
明
確
に
区
切
る
線
よ
り

も
、
豊
か
な
色
彩
と
よ
り
自
由
な
筆
使
い
に
よ
る
生
命
感
の
描
出
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
以
後
も
、『
キ
オ

ス
島
の
虐
殺
』（
一
八
二
四
年
（、『
サ
ル
ダ
ナ
パ
ー
ル
の
死
』（
一
八
二
七
年
（、『
自
由
の
女
神
』（
一
八
三
〇
年
（
と
、
次
々
に

ロ
マ
ン
主
義
の
代
表
作
を
生
み
だ
し
て
ゆ
く
が
、
い
ず
れ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
繰
り
返
し
仕
上
げ
が
不
完
全
で
あ
る
と
の
批
判

を
受
け
た
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
筆
使
い
を
す
る
か
、
ど
こ
で
制
作
を
止
め
る
か
は
、
個
々
の
絵
画
芸
術
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ

る
。
近
代
絵
画
が
発
見
し
た
美
と
ま
っ
た
く
無
縁
な
時
代
に
お
い
て
も
、
厳
格
な
輪
郭
把
握
に
基
づ
く
周
密
な
描
写
か
ら
は
け
っ

し
て
生
ま
れ
え
な
い
「
仕
上
が
っ
て
い
な
い
」
絵
画
の
魅
力
を
人
は
感
じ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
デ
ィ
ド
ロ
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

「
美
し
い
エ
ス
キ
ス
（
ス
ケ
ッ
チ
（
が
美
し
い
タ
ブ
ロ
ー
（
絵
画
（
よ
り
も
わ
れ
わ
れ
の
気
に
入
る
の
は
な
ぜ
か
。
生
命
が
よ

り
多
く
、
形
は
よ
り
少
な
い
か
ら
だ
。
形
を
導
き
い
れ
る
に
つ
れ
て
生
命
は
失
せ
て
ゆ
く
。（
…
…
（
エ
ス
キ
ス
が
こ
れ
ほ
ど

強
く
わ
れ
わ
れ
の
心
を
と
ら
え
る
理
由
は
た
だ
、
不
確
定
で
あ
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
に
い
っ
そ
う
自
由
を
残
し
て
く

れ
る
の
で
、
想
像
力
は
そ
こ
に
自
分
の
気
に
入
る
も
の
す
べ
て
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

（
1（

（
注る

。」
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そ
し
て
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
、
後
年
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
絵
を
仕
上
げ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
常
に
多
少
は
そ
れ
を
損
な
い
も
す
る
の
も
の
だ
。
各
部
の
ま
と
ま
り
を
つ
け
る
最
後
の

タ
ッ
チ
は
、
絵
の
新
鮮
さ
を
減
ず
る
も
の
で
あ

（
1（

（
注る
」

制
作
を
ど
こ
で
止
め
る
か
と
い
う
こ
の
問
題
、〈
仕
上
げ
〉
の
問
題
、〈
完
成
〉
の
問
題
は
、
そ
の
ま
ま
マ
ネ
の
問
題
と
も
重
な

る
。

マ
ネ
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
絵
画
に
背
を
向

け
て
、
形
と
色
彩
の
単
純
化
に
努
め
た
画

家
で
あ
る
。
そ
れ
を
推
し
進
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
新
し
い
絵
画
技
法
を

確
立
し
た
画
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
も
見

事
な
例
の
一
つ
を
ゾ
ラ
が
感
銘
を
受
け
た

『
笛
を
吹
く
少
年
』
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
少
年

の
ズ
ボ
ン
の
赤
は
、
陰
影
を
出
す
た
め
に

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
黒
が
混
ぜ
ら
れ
て
い
る
だ

け
で
、
単
一
の
色
で
あ
り
、
波
打
つ
布
地

を
表
現
し
て
い
る
の
は
、
同
じ
赤
に
黒
を
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混
ぜ
た
一
本
の
線
で
あ
る
。
し
か
も
一
気
呵
成
に
引

か
れ
て
い
る
。
迷
い
の
な
い
大
胆
な
太
い
筆
の
線
だ

け
で
、
ズ
ボ
ン
の
布
地
の
厚
み
も
素
材
も
柔
ら
か
さ

具
合
も
、
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
少
数

色
に
よ
る
単
純
な
色
彩
構
成
は
、
鮮
烈
で
力
強
い
印

象
を
見
る
者
に
与
え
る
。
背
景
も
、
余
計
な
要
素
を

い
っ
さ
い
捨
て
て
本
質
的
な
も
の
だ
け
に
集
約
す
る

た
め
に
、
省
略
し
て
あ
る
。
マ
ネ
は
、
限
定
し
た
色

と
大
胆
な
筆
遣
い
で
、
こ
れ
ま
で
の
絵
画
に
な
い
全

く
斬
新
な
絵
画
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
様
の
マ
ネ
の
天
才
ぶ
り
は
、『
ベ
ル
ト
・
モ
リ

ゾ
の
肖
像
』
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
絵
は

ほ
と
ん
ど
黒
で
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
顔
と
背
景
に
色
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
絵
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
帽
子
と
服

の
黒
で
あ
り
、
ま
た
や
は
り
大
胆
な
太
い
筆
づ
か
い
に
よ
る
髪
と
首
に
巻
か
れ
た
リ
ボ
ン
を
表
す
黒
で
あ
る
。
形
は
き
わ
め
て
大

雑
把
で
、
ア
カ
デ
ミ
ー
絵
画
の
基
準
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
明
ら
か
に
「
ス
ケ
ッ
チ
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
デ
ィ
ド
ロ
が

述
べ
る
よ
う
に
、
緻
密
に
仕
上
げ
ら
れ
た
絵
が
け
っ
し
て
持
ち
え
な
い
生
命
感
に
あ
ふ
れ
た
自
由
な
魅
力
を
持
ち
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ

が
言
う
よ
う
に
、
も
っ
と
仕
上
げ
る
た
め
に
筆
を
入
れ
た
ら
、
絵
は
「
新
鮮
さ
」
を
失
い
「
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
」、
こ
こ
で
筆

を
止
め
る
べ
き
作
品
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
敢
え
て
マ
ネ
が
こ
の
作
品
を
「
ス
ケ
ッ
チ
」
で
留
め
え
た
が
ゆ
え
に
、
こ
の
作
品

は
マ
ネ
の
傑
作
の
一
枚
と
な
っ
た
。
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で
あ
る
な
ら
ば
、
マ
ネ
が
確
立
し
た
絵
画
技
法
は
、
両
刃
の
剣
と
言
い
う
る
か
も
し
れ
え
な
い
。
マ
ネ
の
絵
は
、
正
し
く
ゾ
ラ

の
言
う
と
お
り
、「
う
ま
く
描
け
た
時
、
そ
の
絵
は
傑
出
し
た
も
の
と
な
る
。
絶
対
的
な
真
実
と
並
外
れ
た
腕
の
冴
え
を
見
せ
る

作
品
と
な
る
。
し
か
し
、
迷
い
が
生
じ
て
し
ま
う
と
、
彼
の
絵
は
不
完
全
で
バ
ラ
ン
ス
の
欠
い
た
も
の
に
な
る
」。
さ
ら
に
踏
み

込
ん
で
付
け
加
え
る
な
ら
、
マ
ネ
の
手
法
は
、
マ
ネ
が
本
質
を
捉
え
損
な
う
と
、
色
彩
も
形
も
単
純
化
さ
れ
る
だ
け
に
、
大
雑
把

で
看
板
絵
の
よ
う
な
薄
っ
ぺ
ら
い
、
仕
上
が
っ
て
い
な
い
作
品
に
見
え
る
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
な
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
こ
そ
が
マ
ネ
の
確
立
し
た
新
し
い
絵
画
手
法
で
あ
り
、
こ
れ
な
く
し
て
は
近
代
絵
画
の
革
命
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
ゾ
ラ
に

は
、
同
時
代
を
描
く
マ
ネ
の
風
俗
画
家
と
し
て
の
斬
新
さ
と
そ
の
価
値
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
明
る
く
大
胆
な
色
遣
い

の
で
き
る
卓
越
し
た
感
覚
に
関
し
て
は
十
二
分
に
理
解
し
え
た
。
し
か
し
、
つ
い
に
、
線
を
棄
て
大
胆
に
単
純
な
色
塊
を
置
く
マ

ネ
の
革
命
的
な
絵
画
手
法
に
つ
い
て
は
充
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
マ
ネ
の
絵

が
持
つ
主
題
の
問
題
も
あ
る
。『
草
上
の
昼
食
』
や
『
オ
ラ
ン
ピ
ア
』
が
明
確
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ネ
の
絵
に
は
、
文
法

が
ま
っ
た
く
違
う
も
の
の
、
伝
統
絵
画
と
同
じ
一
種
の
文
学
性
が
あ
り
、
寡
黙
な
も
の
と
饒
舌
な
も
の
と
の
差
は
あ
る
が
、
様
々

な
こ
と
を
語
り
か
け
る
。
そ
の
意
味
で
マ
ネ
は
過
渡
的
な
画
家
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ネ
は
主
題
の
選
び
方
や
人
物
の

配
置
と
表
情
な
ど
、
テ
ー
マ
に
関
わ
る
描
出
が
作
品
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
巧
み
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
全
体
と
し
て
ハ
ー
モ

ニ
ー
を
奏
で
ら
れ
ず
、
逆
に
不
協
和
音
が
鳴
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
う
し
た
絵
を
幾
枚
も
見
た
ゾ
ラ
は
、
マ

ネ
に
「
絵
画
の
自
然
主
義
者
」
と
し
て
強
い
共
感
を
覚
え
な
が
ら
も
、
彼
を
偉
大
な
芸
術
家
と
し
て
総
括
し
う
る
の
か
、
疑
い
続

け
て
き
た
。
し
か
も
、
ゾ
ラ
が
共
感
す
る
マ
ネ
の
自
然
主
義
は
、「
自
然
」
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
純
粋
絵
画
の
問
題
と
し
て

の
自
然
主
義
に
重
き
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
直
に
現
実
を
見
て
何
ら
か
の
意
味
を
担
う
そ
の
現
実
を
描
出
す
る
と
い
う
、
テ
ー
マ

性
に
よ
り
重
き
の
あ
る
自
然
主
義
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
が
画
家
で
は
な
く
文
学
者
で
あ
る
か
ら
当
然
と
も
い
え
る
が
、
そ
の
た

め
に
ゾ
ラ
は
、
マ
ネ
が
選
ん
だ
描
法
の
意
味
と
成
果
を
十
分
に
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
マ
ネ
の
絵
が
持
っ
て
い
る
画
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期
的
な
価
値
を
見
損
な
っ
た
。
同
じ
こ
と
は
、
彼
の
モ
ネ
と
印
象
派
理
解
に
も
言
い
う
る
。

「
印
象
派
の
画
家
た
ち
全
員
に
、
技
術
的
に
不
完
全
だ
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
文
学
に
お
け
る
と
同
様
芸
術
に
お
い
て
も
、
新

し
い
思
想
、
新
し
い
方
法
を
支
え
る
の
は
、
た
だ
そ
の
形フ

ォ
ル
ム態
に
他
な
ら
な
い
。
才
能
あ
る
人
間
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
自
分

の
中
に
見
え
た
も
の
を
表
現
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
単
な
る
先
駆
者
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

印
象
派
の
画
家
た
ち
は
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
ま
さ
し
く
先
駆
者
で
あ
る
。
一
時
期
、
彼
ら
は
モ
ネ
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
て

い
た
。
し
か
し
、
彼
は
、
性
急
な
制
作
の
た
め
に
力
を
蕩
尽
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
モ
ネ
は
、
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
で
満

足
し
て
、
真
の
創
造
者
な
ら
持
つ
べ
き
情
熱
を
注
い
で
自
然
を
研
究
し
て
い
な
い
。
印
象
派
の
画
家
た
ち
は
、
皆
、
あ
ま
り
に

安
易
に
満
足
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
長
い
時
間
を
か
け
て
練
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
の
堅
固
さ
を
軽
蔑
す
る
が
、
そ
れ
は

誤
っ
て
い
る
。
人
々
が
待
ち
望
む
未
来
の
偉
大
な
る
芸
術
家
に
彼
ら
は
た
だ
道
を
指
し
示
す
だ
け
か
も
し
れ
な
い
と
危
惧
さ
れ

る
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
な
の
で
あ
（
（（

（
注る

。」

ゾ
ラ
は
、
終
始
印
象
派
か
ら
は
ま
だ
「
巨
匠
」
が
誕
生
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
誕
生
が
待
た
れ
る
と
言
い
続
け
た
。
マ
ネ
に
対
す

る
理
解
と
同
様
、
ゾ
ラ
に
は
、
印
象
派
が
作
り
出
し
た
新
し
い
「
形フ

ォ
ル
ム態
」、
新
し
い
「
技テ
ク
ニ
ッ
ク法
」
が
正
し
く
見
い
出
せ
ず
、
こ
れ
ま

で
の
絵
画
経
験
の
延
長
線
上
で
し
か
、
彼
ら
を
理
解
し
な
か
っ
た
。
印
象
派
を
批
判
す
る
ゾ
ラ
の
発
言
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
お
そ

ら
く
、
彼
は
、
モ
ネ
ら
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど
が
、
不
十
分
な
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
過
ぎ
な
い
と
見
て
お
り
、
し
か
も
彼
ら
は
そ
の
不

完
全
さ
を
あ
ま
ん
じ
て
放
置
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
ゾ
ラ
は
「
完
成
」
を
求
め
る
自
分
の
感
覚
そ
の
も
の
が
、
未
だ
ア
カ
デ

ミ
ー
の
力
が
強
い
時
代
の
制
約
下
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
。

か
つ
て
、
ゾ
ラ
が
絶
賛
し
た
モ
ネ
の
作
品
は
、
一
八
六
六
年
の
サ
ロ
ン
に
入
選
を
果
た
し
た
『
緑
衣
の
女
』
で
あ
っ
た
。
彼
は
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こ
の
作
品
を
次
の
よ
う
に
批
評
し
た
。

「
い
か
に
も
！　

こ
れ
こ
そ
が
気
質
で
あ
る
。
彼
こ
そ
が
去
勢
さ
れ
た
者
た
ち
の
一
団
の
中
に
た
だ
一
人
い
る
男
だ
。
周
り
の

絵
を
見
る
が
い
い
、
こ
の
作
品
が
自
然
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
窓
の
よ
う
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
傍
ら
に
あ
っ
て
何
と
み

す
ぼ
ら
し
い
様
相
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
。
こ
こ
に
は
、
レ
ア
リ
ス
ム
以
上
の
も
の
が
あ
る
、
そ
っ
け
な
さ
に
陥
る
こ
と
な
く

各
細
部
を
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
繊
細
で
強
力
な
表
現
者
が
い
（
（1

（
注る
。」

も
ち
ろ
ん
、
ゾ
ラ
の
評
言
ど
お
り
、

『
緑
衣
の
女
』
は
モ
ネ
の
技
量
を
証
明

す
る
初
期
の
優
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と

は
言
を
俟
た
な
い
。
し
か
し
、
モ
ネ
が

モ
ネ
た
る
価
値
を
発
揮
し
た
代
表
的
作

品
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
ま
っ
た
く

そ
う
で
は
な
い
。
彼
の
中
で
は
、
最
も

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
、
最
も
「
仕
上
が
っ

た
」、
あ
ま
り
モ
ネ
ら
し
く
な
い
作
品

で
あ
る
。
ゾ
ラ
が
評
価
す
る
の
は
、
そ

う
い
う
作
品
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

ゾ
ラ
は
、
現
代
で
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
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れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
カ
ロ
リ
ュ
ス
＝
デ
ュ

ラ
ン
を
、
マ
ネ
か
ら
一
部
を
盗
ん
で
い
る
、
と

そ
の
独
創
性
に
留
保
を
つ
け
つ
つ
も
、
そ
の
描

写
力
の
ゆ
え
に
評
価
し
、
同
じ
く
、
ジ
ェ
ル

ヴ
ェ
ク
ス
を
、
印
象
派
的
色
調
を
持
つ
と
同
時

に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
技
法
を
完
全
に
習
得
し
て

い
る
が
ゆ
え
に
評
価
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
画
家
の
中
で
も
と
り
わ
け
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
＝

ル
パ
ー
ジ
ュ
を
、
ま
ず
ア
カ
デ
ミ
ー
絵
画
の
よ

う
に
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
や
聖
書
の
世
界
を
主

題
に
す
る
の
で
は
な
く
現
実
を
主
題
と
し
て
い

る
と
し
て
、
次
に
「
自
然
」
に
向
き
合
っ
て
描

い
て
い
る
と
し
て
、
新
し
い
絵
を
描
く
画
家
と

評
価
し
、
さ
ら
に
印
象
派
の
明
る
い
色
彩
を
用

い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
見
事
に
「
仕
上

が
っ
た
」
絵
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
画
家
と
し

て
称
賛
す
る
。

「
と
も
か
く
、
最
も
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
バ

バスティアン＝ルパージュ『イモの収穫』（1879年）
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ス
テ
ィ
ア
ン
＝
ル
パ
ー
ジ
ュ
が
カ
バ
ネ
ル
の
ア
ト
リ
エ
出
身
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
先
生
の
弟
子
が
、
い
ま
い
る
地
点
に
ま
で

達
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
道
の
り
を
経
巡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
か
考
え
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
並
外
れ
た
知
的
努
力
が
な

け
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
遠
く
に
ま
で
は
た
ど
り
着
け
な
か
っ
た
。
彼
は
、

自
ら
の
気
質
に
導
か
れ
て
こ
こ
ま
で
来
た
の
で
あ
り
、
ま
た
一
部
は
戸

外
制
作
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
印
象
派
の
画
家
た
ち
に
対
す
る
彼

の
優
位
性
は
、
こ
う
要
約
し
う
る
、
彼
は
、
自
分
の
印
象
を
表
現
す
る

術
を
知
っ
て
い
る
、
と
。
彼
は
、
明
敏
に
も
、
単
純
な
技
法
的
問
題
が

大
衆
と
革
新
者
た
ち
の
間
を
割
い
て
い
る
、
と
合
点
し
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
印
象
派
の
霊
感
と
彼
ら
の
分
析
的
方
法
を
彼
は
そ
の
ま
ま
守
っ
た

が
、
し
か
し
一
方
で
、
熟
練
し
た
技
に
よ
る
表
現
と
そ
の
完
璧
性
に
注

意
を
払
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
腕
の
い
い
職
人
は
ま
た
と
見
つ
か
ら
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
も
こ
の
こ
と
が
、
テ
ー
マ
と
傾
向
を
受
容
さ
せ
る
の
に
与

か
っ
て
い
る
の
で
あ
（
（（

（
注る
。」

言
う
ま
で
も
な
く
、
彼
の
師
カ
バ
ネ
ル
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
ア
カ
デ

ミ
ー
絵
画
の
重
鎮
で
あ
る
。
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ル
パ
ー
ジ
ュ
は
、
一
度
国

立
美
術
学
校
の
入
試
に
失
敗
し
た
後
、
再
起
を
期
し
て
カ
バ
ネ
ル
の
画
塾

カバネル『ヴィーナス誕生』（1863年）
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に
入
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
彼
は
そ
こ
で
師
の
指
導
を
受
け
て
認
め
ら
れ
、
翌
年
合
格
を
果
た
す
が
、
入
学
後
も
当
時
の
通
例
に

従
っ
て
引
き
続
き
画
塾
に
通
っ
て
薫
陶
を
受
け
続
け
る
。
彼
の
絵
は
、
ミ
レ
ー
の
よ
う
な
テ
ー
マ
と
明
る
い
色
調
に
関
し
て
は
、

伝
統
的
な
ア
カ
デ
ミ
ー
絵
画
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
、
明
ら
か
に
ゾ
ラ
が
か
つ
て
マ
ネ
擁
護
の
た
め
に
激
し

く
糾
弾
し
た
絵
画
に
近
い
。
要
す
る
に
、
線
を
重
ん
じ
正
確
な
輪
郭
を
表
現
の
基
礎
と
す
る
古
い
絵
で
あ
り
、
何
ら
新
し
い
「
形

態
」
も
「
技
法
」
も
そ
こ
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゾ
ラ
は
、
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
＝
ル
パ
ー
ジ
ュ
の
印
象
派
に
対
す
る
優
位
性
を

「
自
分
の
印
象
を
表
現
す
る
術
を
知
っ
て
い
る
」
描
写
技
術
と
「
印
象
派
の
霊
感
と
彼
ら
の
分
析
的
方
法
を
そ
の
ま
ま
」
守
っ
て
、

明
る
い
色
彩
と
要
所
要
所
に
色
斑
を
用
い
て
創
作
し
て
い
る
点
に
要
約
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
ゾ
ラ
が
、
印
象
派
に
欠
け
バ

ス
テ
ィ
ア
ン
＝
ル
パ
ー
ジ
ュ
に
は
あ
る
と
見
て
い
る
「
単
純
な
技
法
的
問
題
」
と
は
、
正
確
な
輪
郭
を
持
つ
フ
ォ
ル
ム
を
描
き
出

す
ア
カ
デ
ミ
シ
ア
ン
の
「
熟
練
し
た
技
」
に
他
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、「
印
象
派
の
代
表
」
モ
ネ
が
向
か
っ
て
い
た
の
は
、
こ
れ
と
は
正
反
対
の
、
線
と
形
の
放
棄
へ
つ
な
が
る
道
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
印
象
派
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
光
で
あ
る
。
光
が
物
に
当
っ
て
作
り
出
す
様
々
な
効
果
を
捉
え
、

そ
れ
を
自
ら
の
感
覚
と
美
的
感
性
の
フ
ィ
ル
タ
を
と
お
し
て
画
布
に
留
め
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
物
の
不
動
の
本
質

を
表
現
し
よ
う
と
す
る
正
確
な
輪
郭
線
は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
。
あ
く
ま
で
物
に
当
た
っ
て
い
る
、
し
か
も
時
と
と
も
に
変
化

す
る
〈
光
の
反
映
の
様
相
〉
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
モ
ネ
に
と
っ
て
問
題
は
、
も
は
や
ど
う
い
う
〈
物
〉
を
描
く
か
で

は
な
く
、〈
物
〉
に
反
映
し
て
い
る
光
が
作
り
出
す
効
果
を
ど
う
描
く
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
八
八
八
年
か
ら
、
モ
ネ
は
『
積
み
藁
』
の
連
作
を
描
き
始
め
る
。
こ
れ
ま
で
、
畑
に
単
に
積
ま
れ
て
あ
る
だ
け
の
藁
が
モ

チ
ー
フ
に
な
る
こ
と
な
ど
、
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
モ
ネ
は
積
み
藁
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
も
は

や
絵
の
題
材
は
何
で
も
い
い
、
と
宣
言
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
描
か
れ
る
の
は
〈
物
〉
は
で
な
く
、
光
が
作
り
出
す
色
の

ハ
ー
モ
ニ
ー
で
あ
り
、
形
態
は
あ
っ
て
も
そ
の
輪
郭
は
溶
融
し
、〈
物
〉
か
ら
独
立
し
た
全
く
新
た
な
も
の
が
表
現
さ
れ
る
絵
画



79

セザンヌと『知られざる傑作』（Ⅲ）

で
あ
る
。
そ
の
と
き
旧
来
の
「
主
題
」
は
完
全
に
消
滅
す
る
。

カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
が
初
め
て
『
積
み
藁
』
を
見
た
と
き
、
彼

は
そ
こ
に
〈
物
〉
が
描
か
れ
て
い
る
と
は
認
識
し
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
に
、
彼
は
強
烈
な
〈
美
の
衝
撃
〉
を
受
け
、
そ
れ
が
抽
象

絵
画
へ
の
道
を
開
い
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

で
あ
る
。

し
か
し
、
ゾ
ラ
に
は
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
感
性
は
な
か
っ

た
。
伝
統
的
絵
画
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
感
覚
の
枠
組
み
か
ら
外
れ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
や
は
り
ゾ
ラ
に
は
、
絵
に
は
し
っ
か

り
何
か
が
描
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
朦

朧
と
光
に
満
ち
た
モ
ネ
や
印
象
派
の
絵
は
「
性
急
な
制
作
」
に
よ

る
「
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
で
満
足
」
し
た
仕
上
が
っ
て
い
な
い
絵
、

と
映
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ゾ
ラ
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
評

論
で
印
象
派
を
全
然
わ
か
っ
て
い
な
い
と
表
明
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
ゾ
ラ
の
自
然
主
義
小
説
を
考
え
る
と
き
、
ま
た
文
学

の
一
時
代
を
画
し
た
彼
の
小
説
理
論
を
考
え
る
と
き
、
彼
の
美
術

論
に
は
そ
れ
と
合
致
し
た
も
の
が
流
れ
て
お
り
、
バ
ス
テ
ィ
ア
ン

＝
ル
パ
ー
ジ
ュ
を
称
賛
す
る
姿
勢
も
印
象
派
へ
の
不
満
も
、
彼
の

文
学
と
の
関
連
性
か
ら
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
つ
ま
り
、
印
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象
派
を
擁
護
し
な
が
ら
印
象
派
が
理
解
で
き
な
い
彼
の
絵
画
観
は
矛
盾
し
て
い
る
と
、
あ
る
い
は
支
離
滅
裂
で
あ
る
と
、
単
純
に

言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
文
学
に
と
っ
て
の
「
自
然
」
と
絵
画
に
と
っ
て
の
「
自
然
」
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
部
分
も
あ
れ
ば
重

な
る
部
分
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
ゾ
ラ
は
、
要
す
る
に
そ
の
文
学
的
土
俵
か
ら
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
近
代

絵
画
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
ま
っ
た
く
異
な
る
「
自
然
」
の
探
究
の
方
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
あ
る
単
位
と
し
て

の
、
多
か
れ
少
な
か
れ
物
語
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
〈
イ
メ
ー
ジ
〉
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
絵
画
の
常
識
で
あ
っ
た
一
つ
の
具
体

的
〈
物
〉
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
印
象
派
に
、
美
そ
の
も
の
を
、
対
象
か
ら
も
テ
ー

マ
か
ら
も
独
立
し
う
る
ま
っ
た
く
新
た
な
美
の
可
能
性
を
、
つ
い
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。

か
く
し
て
一
八
九
六
年
、
彼
の
美
術
評
論
の
総
決
算
と
も
い
う
べ
き
最
後
の
サ
ロ
ン
評
が
、『
フ
ィ
ガ
ロ
』
紙
に
掲
載
さ
れ
る
。

当
時
、
マ
ネ
は
他
界
し
て
お
り
、
印
象
派
の
戦
い
は
今
は
昔
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
新
た
に
象
徴
主
義
や
ナ
ビ
派
が
活
発
な
活
動

を
始
め
、
既
に
画
壇
で
地
歩
を
築
い
て
い
た
モ
ネ
は
、
こ
の
前
年
『
ル
ー
ア
ン
大
聖
堂
連
作
』
を
デ
ュ
ラ
ン
・
リ
ュ
エ
ル
画
廊
で

発
表
し
て
、
い
っ
そ
う
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
。
長
い
間
忘
れ
ら
れ
て
い
た
セ
ザ
ン
ヌ
も
、
美
術
評
論
家
ジ
ュ
フ
ロ
ワ
の
論
説

記
事
や
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
画
廊
で
の
個
展
以
来
、
よ
う
や
く
世
間
に
知
ら
れ
、
認
め
ら
れ
始
め
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
ゾ
ラ
は
、
印
象

主
義
の
結
果
を
、
単
に
色
調
と
描
法
の
変
化
と
し
か
捉
え
て
い
な
い
よ
う
な
、
あ
る
い
は
、
印
象
派
と
と
も
に
絵
画
の
革
命
を
推

進
し
よ
う
と
欲
し
た
彼
が
、
ま
る
で
絵
画
の
反
動
的
保
守
主
義
者
に
転
向
し
た
か
の
よ
う
な
サ
ロ
ン
評
を
寄
稿
し
た
の
だ
っ
た
。

「
そ
う
、
三
十
年
の
月
日
が
過
ぎ
去
り
、
私
は
い
さ
さ
か
絵
画
に
対
す
る
興
味
を
失
っ
た
。
私
は
、
わ
が
友
で
あ
り
、
わ
が
兄

弟
で
あ
る
ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
と
同
じ
揺
籃
で
大
き
く
な
っ
た
。
こ
の
流
産
し
た
偉
大
な
画
家
が
持
っ
て
い
た
天
才
的
な
部
分

を
、
人
々
は
今
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
発
見
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
フ
ァ
ン
タ
ン
、
ド
ガ
、
ル
ノ
ワ
ー
ル
、
ギ
ュ
ン
メ
、
そ
の
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他
、
私
は
若
き
芸
術
家
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
と
親
し
く
交
わ
っ
た
。
人
生
は
彼
ら
を
ち
り
じ
ち
に
し
た
が
、
人
生
は
ま
た
、
そ
の

段
階
に
違
い
は
あ
れ
、
彼
ら
に
成
功
を
収
め
さ
せ
た
。（
…
…
（　

か
つ
て
、
私
は
、
や
は
り
セ
ザ
ン
ヌ
と
、
パ
リ
を
征
服
す
る

と
い
う
熱
に
浮
か
さ
れ
て
、
過
酷
な
都
会
の
石
畳
の
上
を
歩
き
回
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
か
つ
て
、
マ
ネ
と
、
モ
ネ
と
、
そ
し
て

ピ
サ
ロ
と
、
一
八
六
六
年
の
サ
ロ
ン
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
絵
は
酷
薄
に
も
拒
否
の
憂
き
目
に
あ
っ
て

い
た
。
そ
し
て
、
今
、
長
い
夜
が
明
け
て
、
目
覚
め
、
私
は
シ
ャ
ン
ド
マ
ル
ス
と
産
業
館
の
サ
ロ
ン
に
行
く
。
す
る
と
ど
う
だ
、

茫
然
自
失
の
体
だ
！　

人
生
に
は
い
つ
も
、
思
い
が
け
な
い
、
頭
が
混
乱
す
る
椿
事
が
あ
る
も
の
な
の
だ
！　

そ
れ
は
、
私

が
種
蒔
き
に
立
ち
会
っ
た
も
の
の
収
穫
物
で
あ
っ
た
が
、
ま
る
で
思
い
も
か
け
て
い
な
か
っ
た
異
様
な
も
の
に
見
え
て
、
私
は

す
っ
か
り
仰
天
さ
せ
ら
れ
た
！

ま
ず
、
私
を
捉
え
た
の
は
、
ど
の
絵
に
も
支
配
的
な
明
る
い
色
調
で
あ
る
。
ど
れ
も
が
マ
ネ
で
あ
り
、
モ
ネ
で
あ
り
、
ピ
サ
ロ

な
の
だ
。（
…
…
（

さ
ら
に
私
の
驚
き
を
増
幅
し
た
の
は
、
転
向
者
た
ち
の
熱
中
ぶ
り
で
、
明
る
い
色
調
を
過
剰
に
使
う
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
作

品
は
、
あ
ま
り
に
長
い
間
洗
濯
し
て
色
落
ち
し
た
布
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
新
興
宗
教
は
、
流
行
が
そ
こ
に
加
わ
る
と
、
あ

ら
ゆ
る
良
識
か
ら
飛
び
抜
け
て
し
ま
う
恐
ろ
し
さ
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
私
は
、
色
が
抜
け
、
石
灰
化
し
、
白
亜
の
よ
う
な
不
快

な
無
味
乾
燥
を
感
じ
さ
せ
る
こ
の
サ
ロ
ン
を
前
に
し
て
、
か
つ
て
の
瀝
青
で
暗
い
サ
ロ
ン
が
、
ほ
と
ん
ど
懐
か
し
く
な
っ
た
く

ら
い
で
あ
る
。（
…
…
（

色
斑
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
あ
あ
、
か
つ
て
、
私
は
色
斑
の
勝
利
の
た
め
に
、
激
し
く
論
争
し
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
！　

マ
ネ
を
称
賛
し
た
し
、
今
な
お
称
賛
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
彼
が
、
事
物
や
生
き
て
い
る
も
の
を
、
そ
れ

が
漬
か
っ
て
い
る
空
気
も
ろ
と
も
、
あ
る
が
ま
ま
に
、
つ
ま
り
様
々
な
色
斑
と
し
て
、
し
ば
し
ば
光
に
満
ち
た
色
斑
と
し
て
描

く
こ
と
で
、
制
作
法
を
単
純
化
し
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
私
は
予
見
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
画
家
の
正
当
な
理
論
が
勝
利
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を
収
め
る
と
、
誰
も
が
色
斑
を
使
い
始
め
る
と
い
う
恐
ろ
し
い
濫
用
を
。
サ
ロ
ン
に
来
て
み
る
と
、
も
う
色
斑
し
か
な
い
。
一

つ
の
色
斑
で
し
か
な
い
顔
、
い
く
つ
か
の
色
斑
で
し
か
な
い
人
の
姿
、
樹
も
、
家
も
、
大
地
も
、
海
も
、
色
斑
以
外
の
も
の
が

何
も
な
い
。（
…
…
（

し
か
し
、
私
の
驚
き
が
怒
り
に
変
わ
る
の
は
、
こ
の
三
十
年
の
間
に
、
反
映
の
理
論
が
、
人
々
を
狂
気
の
沙
汰
に
導
い
た
と
わ

か
っ
た
時
だ
。（
…
…
（　

お
お
、
月
の
光
を
浴
び
て
頬
の
青
い
女
、
そ
の
女
の
も
う
一
方
の
頬
は
、
ラ
ン
プ
シ
ェ
ー
ド
の
光
で

真
赤
だ
！　

青
々
と
し
た
木
々
の
地
平
線
、
赤
い
沼
や
湖
、
そ
し
て
緑
の
空
！　

お
ぞ
ま
し
い
、
お
ぞ
ま
し
い
、
お
ぞ
ま
し

い
！　
（
…
…
（

（
…
…
（　

か
つ
て
私
が
大
地
に
蒔
か
れ
る
の
を
見
た
種
か
ら
出
た
芽
が
、
怪
物
じ
み
た
実
を
結
ん
で
し
ま
っ
た
。
私
は
恐
怖
で

後
ず
さ
り
す
る
。
い
ま
だ
か
つ
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
指
導
者
が
お
の
が
仕
事
を
成
し
遂
げ
、
巨
匠
た
ち
が
去
っ
た
後
で
の
、

定
式
の
危
険
を
、
流
派
の
哀
れ
な
最
後
を
、
感
じ
た
こ
と
は
な
い
。
流
行
に
支
配
さ
れ
る
や
、
運
動
の
す
べ
て
が
誇
張
さ
れ
、

手
法
に
向
か
っ
て
ま
た
偽
り
に
向
か
っ
て
舵
が
き
ら
れ
る
の
だ
。
そ
こ
に
は
も
は
や
真
実
は
な
い
。
最
初
は
公
正
で
良
き
も
の

で
あ
っ
た
真
実
、
そ
の
た
め
に
人
々
が
英
雄
的
に
心
血
を
注
い
だ
真
実
が
、
模
倣
の
た
め
に
、
最
悪
の
過
ち
と
な
り
、
毒
麦
と

な
っ
て
は
び
こ
っ
て
い
る
。
容
赦
な
く
刈
り
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
…
…
（　

何
と
い
う
こ
と
だ
、
ま
っ
た
く
、
こ
ん
な
こ
と
の
た
め
に
私
は
戦
っ
た
の
か
。
私
の
戦
い
は
、
こ
の
明
る
い
絵
の
た

め
、
こ
の
色
斑
の
た
め
、
こ
の
反
映
の
た
め
、
こ
の
光
の
分
解
の
た
め
、
だ
っ
た
の
か
？　

あ
あ
、
私
は
愚
か
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
？　

と
て
も
醜
く
、
ぞ
っ
と
さ
せ
ら
れ
る
。
議
論
は
空
し
く
、
定
式
も
流
派
も
無
意
味
だ
！　

そ
し
て
、
昔
、
必
要
だ
と

思
っ
て
行
動
し
て
き
た
こ
と
が
間
違
っ
て
い
た
と
い
う
の
か
、
と
、
私
は
ひ
ど
く
辛
い
気
持
ち
で
自
問
し
な
が
ら
、
こ
の
年
の

二
つ
の
サ
ロ
ン
を
後
に
し
（
（（

（
注た
。」
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結
局
、
ゾ
ラ
に
は
印
象
主
義
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
、
そ
の
真
の
新
し
さ
、
そ
の
真
の
可
能
性
、
そ
の
真
の
価
値
、
そ
し
て
そ
こ

か
ら
生
ま
れ
る
新
た
な
美
の
可
能
性
が
、
理
解
で
き
な
か
っ
た
、
そ
う
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
、
で
あ
る
か
ら
、
印
象
主
義
の
運
動
が
始
ま
っ
た
当
時
の
彼
の
興
味
も
理
解
も
、
み
な
セ
ザ
ン
ヌ
か
ら
示
唆
さ
れ
た
、

謂
わ
ば
、
借
り
も
の
、
で
、
彼
自
ら
の
眼
に
よ
る
も
の
で
も
、
感
覚
に
よ
る
も
の
で
も
、
思
想
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
、
そ
の
た

め
に
、
後
年
馬
脚
を
現
し
た
、
要
す
る
に
、
ゾ
ラ
の
草
創
期
の
印
象
派
に
対
す
る
理
解
と
姿
勢
は
、
も
っ
ぱ
ら
セ
ザ
ン
ヌ
の
影
響

に
よ
る
も
の
だ
っ
た
、
と
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
ば
し
ば
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
関
す
る
論
説
や
美
術
解
説
で
言
及
さ
れ
る
ゾ
ラ

を
読
む
と
、
そ
う
し
た
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
記
述
に
遭
遇
す
る
。

実
際
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
ゾ
ラ
の
指
南
役
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
指
南
役
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
当
時
か
ら
セ
ザ
ン
ヌ

は
印
象
派
の
巨
匠
へ
の
歩
み
を
始
め
て
い
た
と
い
い
う
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
印
象
主
義
の
何
た
る
か
を
理
解
し

て
自
ら
進
ん
で
そ
の
グ
ル
ー
プ
に
加
わ
り
、
そ
の
可
能
性
を
追
求
し
、
自
分
た
ち
の
絵
の
意
味
を
ゾ
ラ
に
教
え
た
が
、
作
家
ゾ

ラ
に
は
限
界
が
あ
っ
て
、
無
念
に
も
セ
ザ
ン
ヌ
自
身
の
絵
画
を
含
め
、
真
に
印
象
派
の
絵
が
ど
う
い
う
も
の
か
つ
い
に
理
解
で
き

な
か
っ
た
、
と
い
う
筋
道
に
な
ろ
う
。
事
実
、
二
人
の
友
情
の
破
局
の
原
因
を
こ
う
し
た
筋
道
に
従
っ
て
解
釈
す
る
も
の
は
多
い
。

し
か
し
、
こ
の
解
釈
の
多
く
は
、
も
っ
ぱ
ら
後
年
の
セ
ザ
ン
ヌ
を
見
て
ゾ
ラ
を
不
明
と
断
ず
る
傾
向
が
強
く
、
彼
ら
が
そ
れ
ぞ
れ

の
道
を
歩
み
出
し
た
時
期
を
仔
細
に
見
る
と
矛
盾
に
満
ち
て
い
る
。

当
時
の
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
本
当
は
ど
う
い
う
画
家
だ
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
画
家
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
ゾ
ラ
と
は
ど
う

い
う
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
も
し
か
す
る
と
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
通
説
と
は
逆
に
、
ゾ
ラ
に
影
響
を
与
え
る
以
上
に
ゾ
ラ
か
ら
影
響
を

受
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
つ
づ
く
（



84

流経法学　第11巻 第 2 号

注
注
（　

ペ
リ
ュ
シ
ョ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
中
に
は
ゴ
ー
ガ
ン
や
ゴ
ッ
ホ
の
作
品
も
あ
っ
た
と
い
う
。
既
出
、
ペ
リ
ュ
シ
ョ
『
セ
ザ
ン
ヌ
』
二
九
六
頁
参
照

注
2　

John Rew
ald, T

he Paintings of Paul Cézanne, A
 Catalogue R

aisonné volum
e （, H

arry N
. A

bram
s, Inc., Publishers （（（（, 

p.（（（
参
照

注
（　

ミ
シ
ェ
ル･

オ
ー
グ
、
村
上
尚
子
訳
『
セ
ザ
ン
ヌ
―
孤
高
の
先
駆
者
』、
創
元
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
五
頁
参
照

注
（　

Paul Cézanne Correspondance,

（（（（0.0（.（（

（Les Cahiers Rouges, Éditions Grasset, 200（, p.（（ 

注
（　

ibid., p.（0（-（0（,
（（（（0.0（

（

注
（　

Laurent H
oussais, 1839-1906 Le Journal de Cézanne, Éditions H

azan, 200（, 

参
照

注
（　

十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
い
た
る
画
塾
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
ボ
イ
ム
『
ア
カ
デ
ミ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
絵
画
』
三
元
社
、
参
照
。

注
（　

一
八
九
五
年
十
二
月
四
日
付Cam

ille Pissarro, Letters to H
is Son Lucien, 

ジ
ョ
ン
・
リ
ウ
ォ
ル
ド
著
、
三
浦
篤
、
坂
上
桂
子
訳
『
印
象

派
の
歴
史
』
七
一
頁
の
引
用
か
ら

注
（　

A
m

broise V
ollard, E

n écoutant Cézanne, D
egas, R

enoir, Les Cahiers Rouges, Éditions Grasset, 200（, p.（（

注
（0　

ibid., p.（（

注
（（　

op. cit., Correspondance, pp.（2（-（2（, （（（（.0（

注
（2　

Ém
ile Zola, É

crits sur l

’art, Éditions T
el Gallim

ard （（（（, p.（（（

注
（（　

既
出
、
ジ
ョ
ン
・
リ
ウ
ォ
ル
ド
『
印
象
派
の
歴
史
』
一
二
八
頁

注
（（　
『
サ
ロ
ン
評
』
の
中
で
、
多
く
の
入
選
作
を
幾
度
も
そ
の
よ
う
に
譬
え
て
い
る
。
こ
と
に op. cit., É

crits sur l

’art, p.（（（

注
（（　

ibid., p.（（（

注
（（　

ibid., p.（00

注
（（　

既
出
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
ボ
イ
ム
『
ア
カ
デ
ミ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
絵
画
』、
一
八
四
頁
参
照

注
（（　

ジ
ャ
ン
・
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
著
、
小
西
嘉
幸
訳
『
絵
画
を
見
る
デ
ィ
ド
ロ
』
法
政
大
学
出
版
、
五
八
頁
の
引
用
か
ら
。
括
弧
は
筆
者
。

注
（（　

既
出
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
ボ
イ
ム
『
ア
カ
デ
ミ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
絵
画
』、
一
九
一
頁
の
引
用
か
ら

注
20　

op. cit., Zola, É
crits sur l

’art, p.（00
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ibid., p.（0（
注
2（　

ibid., pp.（（（-（（（


