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は
じ
め
に

ヴ
ラ
マ
ン
ク
（M

aurice de V
lam

inck 1876-1958

）
の
絵
画
の
展
開
は
、

一
般
的
に
三
つ
の
時
代
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
〇
〇
年
頃
か
ら

一
九
〇
七
年
ま
で
の
「
フ
ォ
ー
ヴ
の
時
期
」、
次
に
一
九
〇
七
年
か
ら
一
九
一
五

年
ま
で
の
セ
ザ
ン
ヌ
絵
画
の
吸
収
期
、
つ
ま
り
「
セ
ザ
ニ
ア
ン
期
」
と
呼
ば
れ

る
時
期
、
そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
の
空
白
期
を
経
た
後
、
一
九
二
〇
年
頃
か

ら
の
「
後
半
期
」
と
い
う
三
期
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
は
モ
ダ
ン･

ア
ー
ト
史
の

中
で
「
フ
ォ
ー
ヴ
の
画
家
た
ち
」
の
一
人
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
研
究
も
第
一
期

の
作
品
を
扱
う
こ
と
が
多
い
。
一
方
で
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
画
家
以
外
に
も
、
音

楽
家
や
自
転
車
選
手
と
し
て
（
こ
れ
ら
が
生
活
を
支
え
る
糧
と
な
っ
た
時
期
も

あ
っ
た
）、
さ
ら
に
文
筆
家
と
し
て
も
活
動
し
た
。
こ
う
し
た
多
岐
に
わ
た
る
活

動
の
う
ち
、
文
筆
家
の
側
面
は
二
〇
点
以
上
に
の
ぼ
る
著
作
の
数
に
驚
か
さ
れ

る
が
、
内
容
も
文
学
の
創
作
等
に
及
ぶ
。
ま
た
、
回
想
記
は
絵
画
制
作
や
芸
術

に
つ
い
て
記
し
た
文
章
が
含
ま
れ
、
注
目
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
活
動
の
全
体
を
扱
う
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
ま
ず
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
絵
画
に
お
け
る
色
彩
を
取
り
上
げ
、
次
に

一
九
二
〇
年
頃
か
ら
彼
の
絵
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
る
「
道
」
に
つ
い
て
考

察
す
る
。
ま
た
、
彼
が
日
本
の
洋
画
家
た
ち
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
、
佐
伯

祐
三
を
例
に
触
れ
た
い
と
思
う
。

一
．
色
彩
：
フ
ォ
ー
ヴ
期
か
ら
セ
ザ
ニ
ア
ン
期
へ

一
九
〇
五
年
秋
に
開
催
さ
れ
た
第
三
回
の
サ
ロ
ン･

ド
ー
ト
ン
ヌ
展
で
は
、

ヴ
ラ
マ
ン
ク
ら
の
若
い
画
家
た
ち
が
用
い
た
大
胆
な
色
彩
が
注
目
さ
れ
、「les 

fauves
」（
野
獣
た
ち
）
と
形
容
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
「
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ス
ム
」
と

い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
展
覧
会
で

注
目
さ
れ
た
画
家
た
ち
の
作
品
に
は
鮮
や
か
な
色
彩
と
い
う
共
通
点
は
あ
っ
た

ヴ
ラ
マ
ン
ク 

―
色
彩
、
そ
し
て
道
―
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も
の
の
、
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
様
式
や
明
確
な
方
向
性
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。

ま
た
、
こ
の
時
点
で
、
個
々
の
画
家
が
自
分
の
絵
画
を
確
立
し
て
い
た
と
は
い

え
な
い
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
画
を
形
成
す
る
途
上
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
一
九
〇
五
年
の
サ
ロ
ン･

ド
ー
ト
ン
ヌ
展
に
至
る
グ
ル
ー
プ
の
形
成
、
そ

し
て
個
々
の
画
家
の
作
品
が
示
す
特
徴
と
色
彩
の
考
え
方
に
関
し
て
、
ヴ
ラ
マ

ン
ク
を
中
心
に
見
て
ゆ
こ
う
。

ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
一
九
四
三
年
に
著
し
た
回
想
記
『
死
の
前
の
肖
像
』
で
、
画

家
と
し
て
の
出
発
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

私
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
地
こ
そ
、「
シ
ャ
ト
ゥ
ー
派
」
の
生
ま
れ
た
地
、

す
な
わ
ち
「
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ス
ム
」
の
語
［le nom

 de FA
U

V
ISM

E

］
で

呼
ば
れ
る
絵
画
運
動
の
最
初
の
試
み
、
最
初
の
発
芽
が
現
れ
た
場
所
な

の
で
あ
る
。
１

文
中
の
「
私
た
ち
」
は
ヴ
ラ
マ
ン
ク
と
ド
ラ
ン
を
指
し
（
図
１
・
２
）
、
シ
ャ

ト
ゥ
ー
は
パ
リ
の
北
西
に
位
置
す
る
セ
ー
ヌ
川
沿
い
の
町
の
名
で
あ
る
。
ヴ
ラ

マ
ン
ク
は
一
八
九
六
年
に
最
初
の
妻
と
こ
の
地
に
住
み
始
め
、
シ
ャ
ト
ゥ
ー
で

生
ま
れ
育
っ
た
ド
ラ
ン
と
一
九
〇
〇
年
に
出
会
う
。
二
人
は
す
ぐ
に
共
同
の
ア

ト
リ
エ
を
借
り
て
、
セ
ー
ヌ
川
沿
い
の
風
景
な
ど
を
主
題
に
、
制
作
に
励
む
こ

と
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
「
シ
ャ
ト
ゥ
ー
派
」
［l’École de C

hatou

］
と
い

う
語
は
耳
慣
れ
な
い
言
葉
か
も
し
れ
な
い
。
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ス
ム
は
マ
テ
ィ
ス
を

中
心
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
だ
。
「
シ
ャ
ト
ゥ
ー
派
」
と
い
う
語
を
用

い
た
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
文
章
か
ら
は
、
自
分
た
ち
こ
そ
が
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ス
ム
の
源

流
だ
と
す
る
自
負
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。

彼
ら
二
人
と
マ
テ
ィ
ス
は
、
翌
年
の
一
九
〇
一
年
、
フ
ァ
ン
･
ゴ
ッ
ホ
回
顧

展
の
会
場
で
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
マ
テ
ィ
ス
は
こ
の
折
の
印
象
に
つ
い
て
、

後
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

あ
る
日
、
ラ
フ
ィ
ッ
ト
街
の
ベ
ル
ネ
ー
ム
画
廊
の
フ
ァ
ン
･
ゴ
ッ
ホ
展

［
注
：
一
九
〇
一
年
五
月
一
五
―
三
一
日
］
に
行
っ
た
。
私
は
ド
ラ
ン
に

会
っ
た
が
、
彼
に
は
巨
人
の
よ
う
な
体
格
の
若
い
友
達
が
い
て
、
大
声

で
熱
い
感
動
を
語
っ
て
い
た
。「
純
粋
な
コ
バ
ル
ト
、
純
粋
な
ヴ
ァ
ー
ミ

リ
オ
ン
、
純
粋
な
ヴ
ェ
ロ
ネ
ー
ゼ
･
グ
リ
ー
ン
で
描
く
べ
き
だ
」。
ド
ラ

ン
は
少
し
、
彼
に
恐
れ
を
な
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

感
激
と
熱
心
さ
に
感
心
し
て
い
た
。
彼
は
私
の
方
に
来
て
、
ヴ
ラ
マ
ン

ク
を
紹
介
し
た
。［
…
…
］
私
は
何
度
か
、
シ
ャ
ト
ゥ
ー
に
ド
ラ
ン
を
訪

ね
た
。
彼
は
あ
る
日
、
こ
の
友
人
の
と
こ
ろ
に
私
を
連
れ
て
行
っ
た
。

ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
、
完
全
に
純
粋
な
色
彩
に
つ
い
て
、
し
き
り
に
主
張
し

た
。
２

こ
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
マ
テ
ィ
ス
は
す
で
に
ド
ラ
ン
と
は
顔
見
知
り
で
、
彼

を
介
し
て
ヴ
ラ
マ
ン
ク
を
知
っ
た
よ
う
だ
。
マ
テ
ィ
ス
の
話
で
注
目
さ
れ
る
の

は
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
が
何
よ
り
も
「
完
全
に
純
粋
な
色
彩
」［les couleurs tout 

à fait pures

］ 

を
重
視
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
が
こ
の
回
顧
展
で

フ
ァ
ン･

ゴ
ッ
ホ
の
絵
画
に
見
出
し
た
も
の
も
、
そ
こ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
マ
テ
ィ
ス
も
当
時
、
色
彩
が
対
象
の
再
現
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

色
彩
自
体
の
自
律
的
な
体
系
を
も
つ
と
考
え
始
め
て
い
た
。
彼
ら
が
こ
の
よ
う

な
色
彩
観
を
得
た
手
が
か
り
と
し
て
、
新
印
象
主
義
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
シ

ニ
ャ
ッ
ク
が
一
八
九
九
年
に
刊
行
し
た
著
書
『
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ･

ド
ラ
ク
ロ
ワ
か

ら
新
印
象
主
義
ま
で
』
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
シ
ニ
ャ
ッ
ク
は

著
書
で
こ
う
述
べ
る
。「
新
印
象
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
、〈
分
割
〉［la 

division

］
に
よ
っ
て
確
か
な
も
の
と
な
っ
た
効
果
は
、
光
と
色
彩
と
調
和
の
極
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限
で
あ
る
」３
。
シ
ニ
ャ
ッ
ク
は
こ
う
し
て
、
点
描
に
基
づ
く
分
割
理
論
と
そ
の

意
義
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
っ
た
。
マ
テ
ィ
ス
は
い
ち
早
く
、
シ
ニ
ャ
ッ
ク
の

著
作
に
目
を
向
け
た
。
彼
は
そ
の
歴
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、「
新
印
象
主
義

と
い
う
よ
り
、
分
割
主
義
と
呼
ば
れ
た
も
の
は
、
印
象
主
義
の
方
法
を
最
初
に

体
系
化
し
た
」
４

と
後
に
語
っ
て
い
る
。
マ
テ
ィ
ス
は
新
印
象
主
義
の
理
論
を
通

し
て
、
色
彩
の
自
律
的
な
体
系
性
を
認
識
し
て
ゆ
く
。
国
立
美
術
学
校
で
学
ん

で
い
た
マ
テ
ィ
ス
と
マ
ル
ケ
が
、
一
八
九
九
年
に
教
室
の
情
景
を
描
い
た
作
品

を
見
る
と
、
マ
テ
ィ
ス
と
友
人
た
ち
の
間
で
、
新
印
象
主
義
を
介
し
て
色
彩
の

変
革
が
試
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
が
マ
テ
ィ
ス
と
出
会
っ
た
の
は
一
九
〇
一

年
、
フ
ァ
ン･

ゴ
ッ
ホ
展
の
会
場
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
フ
ォ
ー
ヴ
の
グ
ル
ー
プ

が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
若
い
画
家
た
ち
は
こ
の
過
程
で
、
互
い
に
刺
激

を
受
け
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
色
彩
を
獲
得
す
る
。
そ
し
て
一
九
〇
五
年
秋
の

サ
ロ
ン･

ド
ー
ト
ン
ヌ
展
で
、彼
ら
は
「
野
獣
た
ち
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
一
年
の
ヴ
ラ
マ
ン
ク
た
ち
の
足
跡
は
、
も
う
少
し
細
か
く
追

う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
九
〇
五
年
一
月
、
マ
テ
ィ
ス
は
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン

展
に
出
品
す
る
よ
う
に
ヴ
ラ
マ
ン
ク
と
ド
ラ
ン
に
働
き
か
け
る
。
第
二
一
回
の

ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
は
三
月
に
開
催
さ
れ
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
八
点
の
絵
を
出
品
、

自
分
の
絵
が
初
め
て
売
れ
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
。
彼
の
足
跡
で
ひ
と
つ
の
節

目
と
な
る
も
の
だ
と
い
え
る
が
、
こ
の
展
覧
会
で
注
目
さ
れ
た
の
は
マ
テ
ィ
ス

の
《
豪
奢
、
静
寂
、
逸
楽
》（
図
３
）
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
マ
テ
ィ
ス
は
前
年
、

一
九
〇
四
年
の
夏
に
南
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ン=

ト
ロ
ぺ
で
、
シ
ニ
ャ
ッ
ク
ら
と
と

も
に
制
作
、
そ
の
折
の
習
作
を
も
と
に
パ
リ
で
《
豪
奢
、
静
寂
、
逸
楽
》
を
描

い
た
の
だ
っ
た
。
シ
ニ
ャ
ッ
ク
は
こ
の
作
品
を
称
賛
し
、
自
ら
購
入
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
同
年
秋
の
サ
ロ
ン･

ド
ー
ト
ン
ヌ
展
を
迎
え
る
。
た
だ
し
、
私
た
ち

は
そ
こ
に
至
る
前
、
す
な
わ
ち
一
九
〇
五
年
の
夏
に
お
け
る
画
家
た
ち
の
動
き

に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
テ
ィ
ス
は
こ
の
夏
、
地
中
海
沿
岸
の
コ

リ
ウ
ー
ル
で
制
作
す
る
。
前
年
の
夏
、
彼
は
シ
ニ
ャ
ッ
ク
が
住
む
サ
ン=

ト
ロ

ペ
に
滞
在
し
た
が
、
今
回
の
コ
リ
ウ
ー
ル
は
同
じ
地
中
海
沿
岸
で
も
、
ス
ペ
イ

ン
国
境
に
近
い
場
所
だ
っ
た
。
マ
テ
ィ
ス
は
シ
ニ
ャ
ッ
ク
の
直
接
的
な
影
響
が

強
ま
る
こ
と
を
避
け
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ド
ラ
ン
は
マ
テ
ィ
ス
と
と
も
に
コ
リ

ウ
ー
ル
で
制
作
、一
方
、ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
コ
リ
ウ
ー
ル
に
向
か
わ
ず
、シ
ャ
ト
ゥ
ー

に
残
っ
て
制
作
す
る
。
彼
が
同
行
し
な
か
っ
た
の
は
経
済
的
な
理
由
だ
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
、
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
画
家
た
ち
は
互
い
に
刺
激
を
受
け
な
が
ら
自
ら
の
絵

画
を
形
成
す
る
最
中
だ
っ
た
。
一
九
〇
五
年
当
時
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
を
見
る

と
、
マ
テ
ィ
ス
は
す
で
に
三
六
歳
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
二
九
歳
、
ド
ラ
ン
は
ま
だ

二
五
歳
に
過
ぎ
な
い
。
彼
ら
の
年
齢
差
と
画
家
と
し
て
の
実
績
の
違
い
は
見
逃

せ
な
い
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
、
マ
テ
ィ
ス
か
ら
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
慎
重
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
ド
ラ
ン
と
は
異
な
り
、
彼
は
マ
テ
ィ

ス
と
制
作
を
共
に
す
る
こ
と
に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

サ
ロ
ン
･
ド
ー
ト
ン
ヌ
展
の
出
品
作
を
検
討
し
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
出
品

さ
れ
た
絵
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
画
家
が
夏
の
間
に
制
作
し
た
も
の
が
多
い
か
ら
だ
。

サ
ロ
ン
･
ド
ー
ト
ン
ヌ
展
は
『
イ
リ
ュ
ス
ト
ラ
シ
オ
ン
』
誌
で
紹
介
さ
れ
て
お

り
（
図
４
）、
マ
テ
ィ
ス
の
出
品
作
《
開
か
れ
た
窓
》（
図
５
）
は
頁
の
左
下
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
を
見
る
と
、
窓
辺
の
花
や
港
の
眺
め
に
は
、
分
割

さ
れ
た
小
さ
な
色
の
面
、
色
面
が
認
め
ら
れ
る
が
、
室
内
の
部
分
で
は
、
色
が

大
き
な
単
位
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
そ
し
て
ガ
ラ
ス
窓
は
、
右
の
窓
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は
左
の
壁
の
色
彩
効
果
を
、
左
の
窓
は
右
の
壁
の
色
を
反
射
し
て
い
る
。
マ
テ
ィ

ス
は
新
印
象
主
義
の
理
論
を
通
し
て
、
色
彩
の
自
律
性
を
認
識
し
た
が
、
こ
の

作
品
で
は
、
分
割
理
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
大
き
な
色
面
に
よ
っ
て
画
面
を

構
成
し
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
ド
ラ
ン
の
《
帆
の
乾
燥
》（
図
６　
『
イ

リ
ュ
ス
ト
ラ
シ
オ
ン
』
誌
の
中
央
に
小
さ
く
掲
載
）
は
、
コ
リ
ウ
ー
ル
の
港
の

情
景
を
主
題
に
し
た
作
品
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
夏
の
制
作
で
、
こ
う
し
た
戸
外

の
情
景
を
多
く
描
い
た
。
分
割
さ
れ
た
筆
触
の
連
な
り
は
い
ず
れ
も
明
る
い
色

を
見
せ
、
地
中
海
沿
岸
の
光
を
小
さ
な
色
面
に
置
き
換
え
て
ゆ
く
若
い
画
家
の

歓
び
が
伝
わ
る
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
作
品
は
『
イ
リ
ュ
ス
ト
ラ
シ
オ
ン
』
誌
の
当

該
頁
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
の
出
品
作
の
ひ
と
つ
《
画
家
の
父
の
家
》

（
図
７
）に
も
、や
は
り
小
さ
く
分
割
さ
れ
た
色
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、

彼
の
絵
で
は
、
そ
れ
ら
の
色
面
が
黒
い
色
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
手
法
は
、
マ
テ
ィ
ス
に
も
ド
ラ
ン
に
も
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
の
黒
い
色
は
、
画
面
中
ほ
ど
の
花
か
果
実
を
描
い
た
部
分
な
ど
で
、
黄
色
を

縁
取
る
よ
う
に
使
わ
れ
、
輪
郭
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
形
が

明
瞭
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
色
彩
の
喚
起
力
が
増
し
て
い
る
と
い
え
る
。
画

面
右
手
前
の
野
菜
を
描
い
た
部
分
で
も
、
同
様
の
手
法
が
見
ら
れ
、
こ
ち
ら
は

曲
線
状
の
筆
触
の
動
き
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
九
〇
五
年
の
サ

ロ
ン
･
ド
ー
ト
ン
ヌ
展
に
出
品
さ
れ
た
三
人
の
画
家
の
絵
を
比
較
す
る
と
、
彼

ら
が
そ
れ
ぞ
れ
に
色
彩
表
現
を
模
索
し
、
自
ら
の
絵
画
を
形
成
す
る
途
上
に
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
一
九
〇
五
年
に
も
う
一
点
、
興
味
深
い
作
品
《
麦
畑
》（
図
８
）

を
制
作
し
て
お
り
、
翌
年
春
の
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
に
出
品
し
た
と
推
測
さ
れ

る
５

。
こ
の
作
品
で
は
分
割
さ
れ
た
小
さ
な
色
面
が
消
え
、
一
方
で
、
曲
線
状
の

筆
触
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
筆
触
表
現
は
そ
れ
ま
で
の

ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
絵
に
は
な
か
っ
た
も
の
だ
が
、
よ
く
見
る
と
、
黒
に
近
い
暗
色

を
添
え
て
い
る
点
な
ど
に
は
、
先
の
《
画
家
の
父
の
家
》
と
近
似
す
る
側
面
も

認
め
ら
れ
る
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
当
時
の
色
彩
の
追
求
に
つ
い
て
、
親
友
ド
ラ
ン

の
場
合
と
較
べ
、
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
っ
と
率
直
に
、
私
の
内
的
な
人
間
性
［m

on personage intérieur

］ 

を

表
現
で
き
る
よ
う
な
手
法
を
創
り
出
す
こ
と
が
、
果
た
し
て
出
来
る
だ

ろ
う
か
？　

と
自
問
し
て
い
た
。
６

こ
の
よ
う
な
ヴ
ラ
マ
ン
ク
独
自
の
模
索
を
考
え
る
上
で
、
一
九
〇
五
年
に
関
わ

る
重
要
な
事
柄
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
が
初
め
て
出

品
し
た
一
九
〇
五
年
春
の
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
で
は
、
フ
ァ
ン
･
ゴ
ッ
ホ
の
作

品
四
五
点
が
特
別
展
示
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
と
フ
ァ
ン
･
ゴ
ッ
ホ

作
品
の
出
会
い
に
関
し
て
は
、
先
の
一
九
〇
一
年
の
回
顧
展
が
挙
げ
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
。
彼
自
身
の
回
想
で
特
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
彼
と
マ
テ
ィ
ス

の
出
会
い
が
要
因
だ
ろ
う
。
し
か
し
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
絵
画
制
作
の
蓄
積
を
考
慮

す
る
な
ら
、
む
し
ろ
一
九
〇
五
年
の
展
示
が
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ァ
ン

･
ゴ
ッ
ホ
の
《
糸
杉
の
あ
る
道
》
（
図
９
）
は
一
九
〇
一
年
と
一
九
〇
五
年
の

い
ず
れ
に
も
出
品
さ
れ
て
お
り
７

、
こ
の
時
期
の
フ
ァ
ン
･
ゴ
ッ
ホ
作
品
に
顕

著
な
、
う
ね
る
よ
う
な
筆
触
が
目
を
惹
く
。
し
か
も
よ
く
見
る
と
、
こ
の
絵
で

も
、
黒
に
近
い
濃
い
色
彩
が
、
道
ば
た
の
草
地
で
は
輪
郭
を
縁
取
る
よ
う
に
、

ま
た
糸
杉
の
部
分
で
は
緑
や
黄
色
の
筆
触
に
沿
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
の
が
認
め

ら
れ
る
。
こ
の
特
徴
が
、
先
に
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
《
麦
畑
》
に
指
摘
し
た
特
徴
に

直
接
に
繋
が
る
か
は
早
計
に
判
断
で
き
な
い
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
当
時
の
ヴ

ラ
マ
ン
ク
、
「
内
的
な
人
間
性
を
表
現
で
き
る
よ
う
な
手
法
」
を
模
索
し
て
い
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た
画
家
に
と
っ
て
、
一
九
〇
五
年
の
展
示
で
ゴ
ッ
ホ
作
品
に
見
出
し
た
も
の
は

大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
特
に
筆
触
自
体
が
も
つ
表
現
力
は
、
分
割
理
論
に

基
づ
く
色
彩
と
は
全
く
異
な
る
絵
画
の
方
向
を
示
唆
し
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
絵
画
を
形
成
し
た
一
九
〇
〇
年

代
に
は
、
フ
ァ
ン
･
ゴ
ッ
ホ
の
特
別
展
示
を
含
め
、
ポ
ス
ト
印
象
派
の
画
家
た
ち

を
回
顧
す
る
展
覧
会
が
相
次
い
で
開
か
れ
、
若
い
画
家
た
ち
に
示
唆
を
与
え
た
。

一
九
〇
七
年
に
は
セ
ザ
ン
ヌ
（
一
九
〇
六
年
に
死
去
）
の
回
顧
展
が
開
催
さ
れ
、

彼
の
書
簡
の
一
部
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
二
〇
世
紀
絵
画
の
新
た
な
動

き
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
。
翌
年
に
は
ピ
カ
ソ
と
ブ
ラ
ッ
ク
が
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
運
動

を
開
始
す
る
の
だ
が
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
も
、
セ
ザ
ン
ヌ
絵
画
を
ど
の
よ
う
に
消
化

す
る
か
と
い
う
、「
セ
ザ
ニ
ア
ン
期
」
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
〇
八
年
に

制
作
さ
れ
た
《
赤
色
の
屋
根
》（
図
10
）
で
は
、
単
純
化
さ
れ
た
建
物
が
風
景
を

構
成
す
る
要
に
な
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
同
時
期
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
が
自
然
を

幾
何
学
的
形
態
に
還
元
し
た
の
と
似
た
傾
向
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

キ
ュ
ビ
ス
ム
が
色
彩
を
抑
制
し
た
の
に
対
し
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
建
物
の
赤
い
屋

根
や
自
然
の
黄
色
や
緑
な
ど
、
フ
ォ
ー
ヴ
期
の
特
徴
だ
っ
た
色
彩
に
対
す
る
関

心
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
色
彩
を
重
視
す
る
こ
と
は
、一
九
一
〇
年
の
《
春
の
村
》

（
図
11
）
で
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
作
品
で
は
、
建
物
の
壁
面
の
描
き
方

に
、
セ
ザ
ン
ヌ
絵
画
の
吸
収
ぶ
り
が
窺
わ
れ
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
色
の
片
方
に
明

確
な
垂
直
線
を
作
り
、
そ
こ
か
ら
し
だ
い
に
薄
く
す
る
、
い
わ
ば
片
ぼ
か
し
の

色
面
を
用
い
た
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
こ
の
手
法
に
よ
っ
て
、
画
面
の
中
に
構
成
的
な

秩
序
を
作
り
出
す
と
と
も
に
、
豊
か
な
感
覚
性
、
特
に
柔
ら
か
な
大
気
と
光
に

対
す
る
感
覚
を
共
存
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。《
春
の
村
》
の
画
面
中
景
の
建
物
に
は
、

セ
ザ
ン
ヌ
の
も
の
と
類
似
し
た
手
法
が
認
め
ら
れ
る
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
絵
画
に

必
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

作
品
が
力
強
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
植
物
が
同
じ
リ
ズ
ム
に
従
う

よ
う
に
、
つ
ま
り
普
遍
的
な
秩
序
と
い
う
規
律
に
従
い
、
同
じ
感
覚
の

中
に
同
じ
目
的
に
向
か
っ
て
、
成
長
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
８

こ
の
文
章
は
特
定
の
時
期
の
絵
画
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
全

般
的
な
絵
画
観
を
記
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
が
「
普
遍
的
な

秩
序
と
い
う
規
律
」
［disciplines d’un ordre éternel

］
を
絵
画
制
作
の
重
要

な
柱
と
考
え
始
め
た
の
は
、
や
は
り
、
こ
の
セ
ザ
ン
ヌ
吸
収
期
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
一
九
一
二
年
頃
に
制
作
さ
れ
た
《
湖
畔
》
（
図
12
）
で
は
、
ヴ
ラ
マ

ン
ク
の
色
彩
が
変
わ
る
。
こ
れ
ま
で
の
多
彩
で
鮮
や
か
な
色
に
代
わ
っ
て
、
濃

い
灰
色
を
帯
び
た
青
を
中
心
に
、
暗
い
色
彩
が
画
面
を
覆
っ
て
い
る
の
だ
。
特

に
白
の
色
が
、
こ
う
し
た
暗
い
色
調
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
見
せ
る
。
空
の
色
は

先
の
《
春
の
村
》
に
見
ら
れ
た
明
る
い
青
で
は
な
く
、
沈
ん
だ
青
。
建
物
の
屋

根
も
、
華
や
か
な
赤
か
ら
褐
色
に
変
わ
っ
て
い
る
。
壁
の
部
分
も
、
先
の
絵
で

は
、
片
ぼ
か
し
の
色
面
が
柔
ら
か
な
大
気
を
感
じ
さ
せ
た
の
と
は
異
な
り
、
白

色
と
暗
色
の
対
比
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
色
彩
の
傾
向
は
、
ヴ

ラ
マ
ン
ク
が
後
に
描
く
よ
う
に
な
る
冬
景
色
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。

ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
絵
画
の
一
時
期
を
「
セ
ザ
ニ
ア
ン
期
」
と
括
る
こ
と
は
、
必

ず
し
も
適
切
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
一
九
一
〇
年
前
後
の
ヴ
ラ

マ
ン
ク
に
と
っ
て
は
セ
ザ
ン
ヌ
絵
画
を
ど
の
よ
う
に
消
化
す
る
か
が
一
番
の
課

題
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
新
印
象
主

義
の
分
割
理
論
や
フ
ァ
ン
･
ゴ
ッ
ホ
の
絵
画
な
ど
を
吸
収
し
、
ま
た
同
時
代
の

画
家
た
ち
か
ら
も
刺
激
を
受
け
な
が
ら
、
自
ら
の
絵
画
を
形
成
し
て
き
た
。
彼



六人部：ヴラマンク

− 6 −

に
と
っ
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
受
容
だ
け
が
特
別
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
引

い
た
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
言
葉
、「
私
の
内
的
な
人
間
性
を
表
現
で
き
る
よ
う
な
手
法

を
創
り
出
す
こ
と
が
、
果
た
し
て
出
来
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
は
、
彼
の

画
家
と
し
て
の
歩
み
を
貫
く
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
後
、
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
二
五
年
に
至
る
時
期
は
、
後
半
期

の
絵
画
に
繋
が
る
重
要
な
局
面
が
見
出
さ
れ
、
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
．
道
：
第
一
次
世
界
大
戦
後
か
ら
後
半
期
へ

後
半
期
の
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
絵
画
の
特
徴
と
し
て
、
誰
も
が
道
の
モ
チ
ー
フ
を

挙
げ
る
だ
ろ
う
。
道
を
中
心
と
し
た
冬
景
色
が
大
半
を
占
め
て
お
り
、
マ
ン
ネ

リ
ス
ム
と
の
批
判
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
な
ぜ
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
こ
れ

ほ
ど
道
の
モ
チ
ー
フ
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
、
彼
に
と
っ
て
、
道
は
ど
の
よ
う
な

モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
の
か
を
考
え
た
い
と
思
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
道
は
風
景
を
構
成
す
る
主
要
な
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。
一
九
二
〇
年
に
描
か
れ
た
《
パ
リ
の
郊
外
》（
図
13
）
は
、
そ
の
こ
と
を

納
得
さ
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
画
面
手
前
か
ら
右
奥
へ
と
道
が
緩
や
か
に
曲
が

り
な
が
ら
続
き
、
そ
こ
に
は
立
ち
止
ま
っ
て
会
話
す
る
二
人
の
人
物
、
そ
し
て

自
転
車
で
走
る
男
性
や
自
動
車
の
姿
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
緩
や
か
に
曲
が

る
道
は
、
印
象
派
の
画
家
た
ち
も
用
い
て
い
る
。
道
は
、
町
と
町
を
繋
き
、
ま

た
人
々
の
生
活
の
中
に
あ
っ
て
、
暮
ら
し
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
伝
え
る
も
の

で
も
あ
る
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
絵
に
は
自
転
車
と
自
動
車
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

彼
自
身
が
自
転
車
や
自
動
車
で
道
を
走
る
の
を
好
ん
だ
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
彼
は
、「
私
が
と
て
も
愛
し
て
い
る
道
！　

長
い
道
の
り
！　

時
代

を
超
え
て
残
っ
て
い
る
、
非
常
に
濃
い
青
色
の
花
崗
岩
で
作
ら
れ
た
道
！
」
９

と
記
し
て
い
る
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
に
と
っ
て
、
道
は
他
の
画
家
た
ち
に
も
ま
し
て
、

愛
着
を
寄
せ
た
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。《
雪
の
積
も
っ
た
橋
と
通
り
》（
図

14
）は
、先
の《
パ
リ
の
郊
外
》と
同
じ
一
九
二
〇
年
頃
に
制
作
さ
れ
た
作
品
だ
が
、

冬
の
情
景
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ず
い
分
と
趣
き
が
異
な
る
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は

七
年
前
の
一
九
一
三
年
に
も
、
よ
く
似
た
主
題
を
扱
っ
た
《
雪
の
洗
濯
場
》（
図

15
）
を
描
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
絵
と
比
較
し
た
い
。
二
つ
の
作
品
で
、
積
も
っ

た
雪
の
描
き
方
が
異
な
っ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
の
だ
。
一
九
一
三
年
の
《
雪

の
洗
濯
場
》
で
は
、
雪
に
覆
わ
れ
た
橋
の
道
が
、
灰
色
や
沈
ん
だ
青
、
さ
ら
に

よ
く
見
る
と
、
薄
い
ピ
ン
ク
系
の
色
な
ど
を
用
い
て
描
か
れ
、
光
の
微
妙
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
色
は
画
面
中
央
、
右
の
欄
干
部
分

に
積
も
る
雪
や
、
そ
の
右
、
洗
濯
場
の
屋
根
に
積
も
る
雪
に
も
見
出
さ
れ
る
。

特
に
右
の
建
物
で
は
、
片
ぼ
か
し
の
青
の
色
面
の
側
に
ピ
ン
ク
系
の
色
を
置
い

て
、
冬
の
大
気
の
冷
気
と
柔
ら
か
さ
を
感
じ
さ
せ
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
が
セ
ザ
ン
ヌ

絵
画
か
ら
学
ん
だ
手
法
を
自
分
の
も
の
に
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
一
方
、《
雪

の
積
も
っ
た
橋
と
通
り
》
で
は
、
こ
の
よ
う
な
微
妙
な
色
彩
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は

捨
象
さ
れ
て
い
る
。
雪
に
覆
わ
れ
た
橋
は
、
灰
色
を
帯
び
た
暗
い
茶
褐
色
と
白

と
い
う
、
二
つ
の
系
統
の
色
彩
だ
け
で
描
か
れ
る
。
橋
の
欄
干
は
、
こ
の
二
系

統
の
色
が
鋭
い
対
比
を
作
り
出
し
て
お
り
、
絵
の
具
の
生
な
マ
チ
エ
ー
ル
に
よ
っ

て
、
こ
の
対
比
が
さ
ら
に
強
め
ら
れ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク

は
雪
の
情
景
に
つ
い
て
、「
雪
は
数
日
の
間
降
り
続
い
て
積
も
り
、
屋
根
に
ず
っ

し
り
と
の
し
か
か
る
厚
い
雪
の
層
の
下
に
、
村
々
や
あ
ば
ら
家
を
隠
し
た
」10

と
記
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
文
中
に
は
「
村
々
や
あ
ば
ら
家
」
と
い
う
言
葉
が
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あ
り
、
こ
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
《
雪
の
積
も
っ
た
橋
と
通
り
》
に
当
て
は
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
、
た
だ
、
こ
の
時
期
の
ヴ
ラ
マ
ン
ク
に
と
っ
て
、
雪
が
細
部

を
覆
い
隠
し
、
風
景
の
構
造
を
露
わ
に
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

だ
ろ
う
。《
雪
の
洗
濯
場
》
と
《
雪
の
積
も
っ
た
橋
と
通
り
》
で
は
、
い
ず
れ
も

橋
が
構
図
の
要
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
前
者
は
手
前
の
橋
の
幅
が
画
面
の

ほ
ぼ
半
分
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
、
画
面
の
両
端
ま
で
広
が
る
。
そ
し

て
前
者
で
は
橋
の
道
が
画
面
中
程
、
建
物
の
連
な
り
の
中
に
見
え
な
く
な
っ
て

い
る
。
一
方
、
後
者
で
は
道
は
わ
ず
か
に
角
度
を
変
え
て
、
画
面
奥
へ
と
続
く
。

一
九
二
〇
年
頃
に
制
作
さ
れ
た
《
雪
の
積
も
っ
た
橋
と
通
り
》
で
は
、
道
は
風

景
を
構
成
す
る
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
自
体
が
主
題
に
な
ろ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
《
雪
の
積
も
っ
た
橋
と
通
り
》
が
制
作
さ
れ
た
頃
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は

一
九
二
〇
年
に
、
フ
ァ
ン･

ゴ
ッ
ホ
終
焉
の
地
、
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル=

シ
ュ
ル=

オ
ワ
ー
ズ
に
住
み
始
め
る
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
絵
画
に
お
け
る
道
の
主
題
を
考
え

る
た
め
に
も
、こ
こ
で
、彼
に
と
っ
て
の
ゴ
ッ
ホ
受
容
に
つ
い
て
振
り
返
り
た
い
。

フ
ァ
ン･

ゴ
ッ
ホ
は
一
八
九
〇
年
に
死
去
し
た
後
、
注
目
さ
れ
始
め
、
特
に

一
九
〇
〇
年
代
に
は
、
相
次
い
で
回
顧
展
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
パ
リ
で
の
展

示
を
追
う
と
、
一
八
九
六
年
一
一
月
ヴ
ォ
ラ
ー
ル
画
廊
（
五
六
点
）、
一
九
〇
一

年
三
月
ベ
ル
ネ
ー
ム=

ジ
ュ
ヌ
画
廊
（
六
五
点
）、
一
九
〇
五
年
三
月
の
第
二
一

回
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
（
四
五
点
）、
一
九
〇
八
年
一
月
ベ
ル
ネ
ー
ム=

ジ
ュ

ヌ
画
廊
（
一
〇
〇
点
）
と
続
く
。
こ
れ
以
外
に
も
、
パ
リ
で
は
小
規
模
な
展
示

が
行
わ
れ
、
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
母
国
オ
ラ
ン
ダ
や
ド
イ
ツ
な
ど
で
も
展
覧
会

が
開
か
れ
て
い
る
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
こ
れ
ら
の
フ
ァ
ン･

ゴ
ッ
ホ
展
の
う
ち
、

一
八
九
六
年
の
も
の
は
見
て
い
な
い
よ
う
だ
。
一
般
的
に
も
、
こ
の
展
示
は
後

の
展
覧
会
ほ
ど
の
反
響
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ヴ
ラ

マ
ン
ク
が
フ
ァ
ン･

ゴ
ッ
ホ
作
品
に
初
め
て
接
し
た
の
は
一
九
〇
一
年
の
回
顧

展
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
回
想
記
で
も
強
調
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
彼
は
こ
の
後
の
パ
リ
で
の
展
覧
会
、
一
九
〇
五
年
と
一
九
〇
八
年
の
展

示
を
見
た
だ
ろ
う
。

ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
フ
ァ
ン
･
ゴ
ッ
ホ
に
つ
い
て
、『
死
の
前
の
肖
像
』
で
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
の
日
ま
で
、
私
は
フ
ァ
ン
･
ゴ
ッ
ホ
を
知
ら
な
か
っ
た
。
彼
が
成
し

遂
げ
た
こ
と
は
、
私
に
は
、
決
定
的
な
も
の
で
、
人
と
作
品
に
限
り
な

い
感
嘆
を
覚
え
た
。
彼
は
私
の
前
に
競
争
相
手
と
し
て
立
ち
現
れ
た
。

彼
か
ら
途
方
も
な
い
一
撃
を
受
け
た
が
、
彼
の
お
か
げ
で
、
自
分
の
仕

事
に
確
信
を
得
ら
れ
、
幸
福
だ
っ
た
。11

こ
の
文
章
は
一
九
〇
一
年
の
展
示
に
関
連
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
内
容

は
、
先
に
紹
介
し
た
マ
テ
ィ
ス
の
回
想
と
は
ず
い
分
と
異
な
る
。
マ
テ
ィ
ス

の
証
言
に
よ
れ
ば
、
一
九
〇
一
年
の
回
顧
展
の
折
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
フ
ァ
ン･

ゴ
ッ
ホ
絵
画
に
も
っ
ぱ
ら
「
完
全
に
純
粋
な
色
彩
」
を
見
出
し
て
い
た
の
だ
っ

た
。
そ
し
て
彼
は
続
い
て
、
ゴ
ッ
ホ
の
絵
か
ら
、
筆
触
が
も
つ
表
現
力
を
学

ぶ
こ
と
に
な
る
。
彼
が
回
想
の
中
で
、
「
作
品
」
で
は
な
く
、
「
人
と
作
品
」

［l’hom
m

e et l’œ
uvre

］
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
フ
ァ
ン･

ゴ
ッ
ホ
作
品
か
ら
色
彩
等
の
フ
ォ
ル
ム
に
関

わ
る
示
唆
を
得
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
人
生
に
も
惹
か
れ
て
い
た
に
違
い
な

い
。ヴ

ラ
マ
ン
ク
と
フ
ァ
ン
･
ゴ
ッ
ホ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
一
九
〇
一
年
の

回
顧
展
の
回
想
に
続
く
文
章
が
注
目
さ
れ
る
。
回
顧
展
に
感
動
し
た
ヴ
ラ
マ
ン
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ク
は
こ
の
展
覧
会
の
主
催
者
だ
っ
た
ジ
ュ
リ
ア
ン
･
ル
ク
レ
ー
ル
に
手
紙
を
出

し
た
。
ル
ク
レ
ー
ル
か
ら
の
返
信
に
は
、
彼
の
留
守
中
に
パ
リ
の
自
宅
に
来
る

よ
う
に
記
さ
れ
て
あ
っ
た
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
ル
ク
レ
ー
ル
宅
を
訪
れ
た
折
の
こ

と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

フ
ァ
ン･

ゴ
ッ
ホ
の
作
品
を
見
た
。
そ
こ
に
は
、
朱
色
の
旗
が
赤
い
空

を
切
り
裂
く
よ
う
な
《
海
景
》
…
…
、
さ
ら
に
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル=

シ
ュ

ル=

オ
ワ
ー
ズ
の
風
景
が
二
点
、
そ
し
て
烏
の
群
れ
が
畑
の
上
を
飛
ん

で
い
る
絵
が
あ
っ
た
。12

こ
の
よ
う
に
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
、
パ
リ
の
ル
ク
レ
ー
ル
宅
で
数
点
の
ゴ
ッ
ホ
作

品
を
新
た
に
見
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
「
烏
の
群
れ
が
畑
の
上
を

飛
ん
で
い
る
絵
」
［un plaine au-dessus de laquelle tourbillonnait un vol 

de corbeaux

］
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
八
九
〇
年
七
月
に
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル

で
制
作
さ
れ
た
《
烏
の
群
れ
飛
ぶ
麦
畑
》
（
図
16
）
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
た

だ
、
一
九
〇
一
年
当
時
、
こ
の
作
品
が
パ
リ
に
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

作
品
は
一
九
〇
五
年
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
市
立
美
術
館
で
展
示
さ
れ
、
パ
リ

で
は
一
九
〇
八
年
に
ベ
ル
ネ
ー
ム=

ジ
ュ
ヌ
画
廊
で
開
催
さ
れ
た
回
顧
展
に
出

展
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
《
烏
の
群
れ
飛
ぶ
麦
畑
》
は

し
だ
い
に
「
絶
筆
」
と
し
て
神
話
化
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る

13

。
た
と
え

ば
、
一
九
二
五
年
の
ベ
ル
ネ
ー
ム=

ジ
ュ
ヌ
画
廊
で
の
回
顧
展
で
は
、
《
烏
の

群
れ
飛
ぶ
麦
畑
》
［Les cham

pde bléaux corbeaux

］
の
題
名
で
展
示
さ
れ

（
一
九
〇
八
年
の
同
画
廊
の
展
示
で
は
《
黒
い
鳥
》
［Les oiseaux noirs

］
）14

、

当
時
の
新
聞
に
「
彼
が
腹
に
銃
弾
を
撃
ち
込
ん
で
中
断
さ
れ
た
《
烏
の
群
れ

飛
ぶ
麦
畑
》
」
と
記
さ
れ
て
い
る

15

。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
一
九
〇
一
年
よ
り
後

に
、
パ
リ
で
の
展
示
な
ど
で
実
際
に
作
品
を
見
た
だ
ろ
う
。
一
九
四
三
年
に
著

さ
れ
た
『
死
の
前
の
肖
像
』
は
ヴ
ラ
マ
ン
ク
が
六
七
歳
の
折
の
も
の
で
あ
り
、

一
九
〇
一
年
と
そ
の
後
の
記
憶
が
混
ざ
り
合
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
む
し

ろ
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
に
と
っ
て
は
、
一
九
〇
一
年
に
ル
ク
レ
ー
ル
宅
で
《
烏
の
群

れ
飛
ぶ
麦
畑
》
（
「
絶
筆
神
話
」
が
伴
う
）
を
見
た
こ
と
が
必
然
と
感
じ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う

16

。
ゴ
ッ
ホ
展
で
受
け
た
感
銘
を
語
っ
た
文

章
に
は
、
「
彼
は
私
の
前
に
競
争
相
手
と
し
て
立
ち
現
れ
た
」
と
も
述
べ
ら
れ

て
い
た
。
『
死
の
前
の
肖
像
』
に
記
さ
れ
た
回
想
は
、
一
九
〇
一
年
の
展
覧
会

時
点
で
の
思
い
と
い
う
よ
り
、
そ
の
後
の
歳
月
を
含
め
、
ゴ
ッ
ホ
受
容
の
全
体

を
語
っ
た
も
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル=

シ
ュ
ル=

オ
ワ
ー
ズ
に
住
み
始
め
た
頃
を

回
想
し
て
、「
私
は
こ
の
土
地
に
来
て
、
こ
こ
で
永
久
の
眠
り
に
つ
い
た
フ
ァ
ン

･

ゴ
ッ
ホ
の
墓
を
訪
ね
て
、墓
地
に
行
っ
た
」と
記
し
、次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。

墓
地
の
上
に
は
、
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
か
ら
エ
ル
ヴ
ィ
ル
へ
向
か
う
、
並
木

の
連
な
る
幅
広
い
道
が
続
く
。
そ
の
両
側
に
は
、
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
の
田

園
が
広
が
り
、
小
麦
や
燕
麦
、
馬
鈴
薯
の
畑
が
あ
り
、
無
数
の
烏
の
群

れ
が
空
に
舞
っ
て
い
た
。17

ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
文
章
は
、
《
烏
の
群
れ
飛
ぶ
麦
畑
》
か
ら
受
け
た
感
動
を
重
ね

合
わ
せ
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
道
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
着
目
す
る
と
、
私
た

ち
は
、
フ
ァ
ン
･
ゴ
ッ
ホ
の
作
品
で
も
、
道
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
《
糸
杉
の
あ
る
道
》
を
見
る
と
、
道
は
手
前
で
は
画

面
の
ほ
ぼ
両
端
に
及
び
、
湾
曲
し
な
が
ら
、
画
面
右
奥
へ
と
続
く
。
道
を
行
く

二
人
の
農
夫
と
馬
車
。
道
の
先
の
糸
杉
は
、
炎
の
よ
う
な
う
ね
り
を
見
せ
て
い

る
。
そ
し
て
《
烏
の
群
れ
飛
ぶ
麦
畑
》
で
は
、
人
物
の
姿
は
な
く
、
道
は
折
れ

曲
が
っ
て
、
画
面
中
央
奥
へ
と
続
く
の
で
あ
る
。
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ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
足
跡
と
彼
の
作
品
に
戻
ろ
う
。

一
九
二
五
年
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
パ
リ
近
郊
を
離
れ
、
パ
リ
か
ら
西
に
隔
た
っ

た
リ
ュ
エ
イ
ユ=

ラ=

ガ
ド
リ
エ
ー
ル
に
転
居
す
る
。
彼
は
こ
の
地
で
、
道
を

モ
チ
ー
フ
に
し
た
作
品
、
多
く
は
冬
景
色
の
道
を
描
い
て
ゆ
く
。《
人
影
の
あ
る

雪
の
風
景
》（
図
17
）
は
、
転
居
し
て
間
も
な
い
時
期
に
制
作
さ
れ
た
。
道
に
は

二
人
の
人
物
が
立
っ
て
い
る
が
、
会
話
を
交
わ
し
合
う
親
し
げ
な
雰
囲
気
や
、

生
活
の
様
子
は
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
一
方
、
画
面
手
前
で
両
端
ま
で

占
め
る
道
は
、
わ
ず
か
に
左
に
傾
き
な
が
ら
、
奥
へ
と
真
っ
直
ぐ
に
続
い
て
い

る
。
先
の
一
九
二
〇
年
頃
の
《
雪
の
積
も
っ
た
橋
と
通
り
》
と
こ
の
作
品
を
比

較
す
る
と
、
前
者
で
は
、
マ
チ
エ
ー
ル
が
強
調
さ
れ
た
白
の
色
が
、
ヴ
ラ
マ
ン

ク
の
絵
の
新
し
い
特
徴
と
し
て
現
れ
て
い
た
。
特
に
橋
の
欄
干
で
は
、白
い
色
が
、

暗
い
灰
色
や
褐
色
の
色
彩
と
強
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
形
成
し
て
い
る
。
一
方
、《
人

影
の
あ
る
雪
の
風
景
》
で
は
、
画
面
左
の
道
ば
た
に
類
似
し
た
描
写
が
見
ら
れ

る
も
の
の
、
白
の
マ
チ
エ
ー
ル
と
暗
褐
色
の
対
比
は
、
見
る
者
に
、
道
が
画
面

奥
へ
と
真
っ
直
ぐ
に
伸
び
て
い
る
こ
と
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。
道
は
、
風
景
を

構
成
す
る
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
で
は
な
く
、
道
そ
の
も
の
が
主
題
と
な
っ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
道
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
文
章

も
残
し
て
い
る
。「
道
は
ひ
と
つ
の
歴
史
を
も
ち
、
そ
こ
に
あ
る
村
は
も
う
ひ
と

つ
別
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
風
景
と
は
魂
の
状
態
で
あ
る
［le paysage est un 

état d’âm
e

］」18

。
彼
に
と
っ
て
、
風
景
と
は
魂
の
状
態
で
あ
り
、
そ
の
要
に
あ

る
の
が
道
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
が
見
出
し
た
道
と
い
う
主
題
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
日
本
語
で
は
、
た
と
え
ば
「
人
生
の
道
半
ば
」
と

か
「
人
生
行
路
」
と
い
う
云
い
方
が
あ
る
よ
う
に
、
道
は
し
ば
し
ば
人
生
や
生

き
る
こ
と
の
喩
え
と
な
る
。
言
葉
が
も
つ
こ
う
し
た
意
味
合
い
は
、
ヴ
ラ
マ
ン

ク
が
文
筆
に
力
を
注
い
で
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
の
絵
画
に
お
け
る
道
を

考
察
す
る
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
、「
道
」
を
意
味
す
る

言
葉
に
「route

」
や
「chem

in

」
な
ど
の
語
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、「route

」
に

は
比
喩
的
な
意
味
と
し
て
、「
進
路
」
や
「
人
生
行
路
」
と
記
さ
れ
、「au bout   

de la route 

生
涯
の
終
り
に
」
と
い
う
用
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

19

。「chem
in

」

に
つ
い
て
は
、「（
目
的
に
達
す
る
た
め
の
）
道
」
と
い
う
説
明
や
、
熟
語
と
し

て
「aller son chem

in 

自
分
の
道
を
進
む
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

20

。
フ
ラ

ン
ス
語
で
も
、「
道
」
を
意
味
す
る
語
は
、
や
は
り
人
生
の
喩
え
と
し
て
用
い
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
一
九
二
八
―
三
〇
年
に
制
作
さ
れ
た
《
冬
の
村
通
り
》（
図
18
）

で
は
、
絵
の
具
の
マ
チ
エ
ー
ル
が
、
道
の
轍
を
際
出
せ
て
い
る
。
轍
は
、
人
や

車
輪
が
道
に
遺
し
た
跡
に
他
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
、
人
の
辿
っ
た
一
生
を
「
足

跡
」
と
呼
ぶ
。
道
が
人
生
の
喩
え
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
画
面
の
轍
は
、
見
る
者

に
、
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
生
の
中
で
続
け
て
ゆ
く
歩
み
を
感
じ
さ
せ
る
だ
ろ
う
。

一
九
二
五
年
に
リ
ュ
エ
イ
ユ=

ラ=

ガ
ド
リ
エ
ー
ル
に
転
居
し
た
ヴ
ラ
マ
ン
ク

は
、
制
作
の
傍
ら
、
一
九
二
九
年
に
は
回
想
記
『
危
険
な
曲
が
り
角
』［Tournant 

dangereux

］
を
著
し
て
い
る
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
こ
の
最
初
の
回
想
記
の
表
題
で
、

半
生
を
道
に
喩
え
て
い
る
の
だ
。「
曲
が
り
角
」
と
い
う
日
本
語
は
人
生
の
転
換

期
に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「tournant

」
に
も
、「Il est 

à un tournant de sa vie 

彼
は
人
生
の
曲
が
り
角
に
い
る
」21

と
い
う
用
例
が
確

認
で
き
る
。
さ
ら
に
ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
、
一
九
三
六
年
に
新
し
い
回
想
記
、『
ど
こ

に
も
辿
り
つ
か
な
い
道
』［Le chem

in qui m
ène à rien

］
を
発
表
す
る
こ
と
に

な
る
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
絵
画
に
お
け
る
道
は
、
人
の
歩
み
を
示
唆
し
、
人
生
の

比
喩
と
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
．
ヴ
ラ
マ
ン
ク
と
日
本
：
佐
伯
祐
三
の
場
合

最
後
に
ヴ
ラ
マ
ン
ク
と
日
本
の
洋
画
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
佐
伯
祐
三
を
例

に
考
え
た
い
と
思
う
。

佐
伯
祐
三
は
東
京
美
術
学
校
を
卒
業
し
て
間
も
な
く
、
一
九
二
三
年
（
大
正

一
二
年
）、
妻
子
と
と
も
に
神
戸
港
を
出
航
、
翌
年
一
月
に
パ
リ
に
到
着
す
る
。

一
九
二
六
年
に
帰
国
す
る
ま
で
の
二
年
余
り
の
間
、
第
一
次
滞
欧
期
を
過
ご
す

の
で
あ
る
。
里
見
勝
蔵
は
先
に
フ
ラ
ン
ス
に
渡
り
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
を
師
と
仰
い

で
お
り
、
佐
伯
は
一
九
二
四
年
夏
、
里
見
と
一
緒
に
、
当
時
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
に

住
ん
で
い
た
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
も
と
を
訪
れ
た
。
彼
が
パ
リ
の
画
塾
で
描
い
た
裸

婦
の
絵
を
見
せ
た
と
こ
ろ
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
か
ら
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
！
」
と
一
喝

さ
れ
た
こ
と
は
、
佐
伯
祐
三
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
洋
画
形
成
史
の
中
で
も

有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
な
る
。
佐
伯
は
帰
国
後
、
一
九
二
七
年
に
再
び
渡
仏
、

そ
の
翌
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
で
亡
く
な
る
の
で
、
彼
と
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
出
会
い

は
、
も
っ
ぱ
ら
里
見
勝
蔵
の
回
想
を
通
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
で
は
、
佐
伯
祐

三
に
関
わ
る
資
料
で
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
る
の
だ
ろ
う
か
。
佐
伯
は

一
九
二
五
年
に
友
人
宛
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
て
い
る
。

里
見
サ
ン
が
心
配
し
て
は
っ
て　

ブ
ラ
マ
ン
ク
い
ふ
画
家
ニ
會
ワ
セ
テ

く
れ
は
っ
た
。
里
見
サ
ン
の
先
生
で
す
。
こ
の
人
に
ワ
シ
の
画
見
て
も

ら
い
ま
し
た
。
こ
の
先
生
を
ゑ
ら
い
を
こ
ら
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ワ

シ
の
画
ハ
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ゐ
ふ
の
や
そ
ふ
や
。
フ
ォ
ー
ビ
ズ
ム
ゐ
ふ
の

が
画
な
の
ん
や
そ
う
で
す
。22

こ
の
文
面
か
ら
判
断
す
る
と
、
里
見
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
出
来
事
の
経
緯
は

ほ
ぼ
事
実
通
り
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
佐
伯
に
は
パ
リ
時
代
の
手

帖
（
デ
ッ
サ
ン
も
描
く
）
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
て
い

る
。
「
ブ
ラ
マ
ン
ク
に
は
え
ろ
に
け
な
さ
れ
た
け
ど　

ブ
ラ
マ
ン
ク
か
て
ゴ
ッ

ホ
ほ
ど
で
は
な
い
と
思
う　

ブ
ラ
マ
ン
ク
の
色
と
技　

研
究
す
れ
ば
ま
だ
間
に

あ
う
や
ろ
」23

。
彼
は
こ
こ
で
、
ゴ
ッ
ホ
を
引
き
合
い
に
出
し
、
「
ブ
ラ
マ
ン

ク
か
て
ゴ
ッ
ホ
ほ
ど
で
は
な
い
と
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
佐
伯
に
と
っ
て
、

オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル=

シ
ュ
ル=

オ
ワ
ー
ズ
も
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
が
住
む
村
で
あ
る
以
前

に
フ
ァ
ン･

ゴ
ッ
ホ
終
焉
の
地
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
も
ゴ
ッ
ホ
の
最
後
の
足
跡

を
訪
ね
て
い
る
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
や
佐
伯
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
人
々
が
ゴ
ッ

ホ
の
人
生
に
惹
か
れ
、
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
を
訪
れ
た
。
圀
府
寺
司
氏
が
、
「
《
烏

の
群
れ
飛
ぶ
麦
畑
》
は
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ァ
ン･

ゴ
ッ
ホ
物
語
で
、
「
結
び
」

N
arative C

losure

と
し
て
機
能
し
て
き
た
」24

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
《
烏
の

群
れ
飛
ぶ
麦
畑
》
の
絶
筆
神
話
と
ゴ
ッ
ホ
の
人
生
の
物
語
化
は
不
可
分
な
も
の

だ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
点
は
、
佐
伯
祐
三
に
お
け
る
ゴ
ッ
ホ
受
容
に
も
関
わ

る
だ
ろ
う
。
佐
伯
は
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
で
、
フ
ァ
ン･

ゴ
ッ
ホ
と
親
し
か
っ
た
ガ
ッ

シ
ェ
医
師
の
家
を
訪
問
し
て
い
る
。
ガ
ッ
シ
ェ
医
師
宅
の
芳
名
録
は
計
三
冊
が

現
存
し
て
お
り
、
二
冊
目
に
は
最
も
多
い
一
四
六
名
の
署
名
が
認
め
ら
れ
、
そ

の
中
に
、
妻
子
と
共
に
訪
れ
た
佐
伯
祐
三
の
署
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
図

19
）
。
ま
ず
佐
伯
、
次
に
米
子
夫
人
が
そ
れ
ぞ
れ
署
名
、
そ
の
横
に
米
子
夫
人

が
娘
さ
ん
の
名
前
「
ヤ
チ
子
」
を
「
二
歳
」
と
い
う
年
齢
を
添
え
て
記
し
た
と

推
測
さ
れ
る
。
ガ
ッ
シ
ェ
医
師
は
一
九
〇
九
年
に
死
去
す
る
が
、
彼
の
手
元
に

あ
っ
た
約
二
〇
点
の
フ
ァ
ン･

ゴ
ッ
ホ
作
品
は
ご
子
息
が
大
切
に
保
管
し
て
い
た

の
で
、
佐
伯
は
そ
れ
ら
の
絵
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
の
だ
っ
た
。25

佐
伯
祐
三
は
ヴ
ラ
マ
ン
ク
か
ら
一
喝
さ
れ
、
意
気
消
沈
し
て
帰
宅
す
る
（
手

帖
に
は
、「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
と
は
何
や　

ゴ
ッ
ホ
ハ
ド
ッ
チ
ヤ　

俺
の
は
何
や
」26
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と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
、
フ
ァ
ン･

ゴ
ッ
ホ
を
引
き
合
い
に
出
し
て
悩
む
様
子

が
窺
わ
れ
る
）。
こ
の
出
来
事
が
、
彼
の
絵
画
の
転
機
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
だ
ろ
う
。
当
時
の
佐
伯
の
様
子
に
つ
い
て
、
米
子
夫
人
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
オ
ー
ベ
ル
［
注
：
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル=

シ
ュ
ル=

オ
ワ
ー
ズ
］
か

ら
帰
っ
て
き
て
か
ら
の
佐
伯
は
、
急
に
人
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
、
夢
中
で
絵
の

中
へ
誘
き
こ
ま
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
か
ら
フ
ォ
ー

ヴ
ィ
ズ
ム
に
変
ろ
う
と
し
て
非
常
に
苦
心
し
ま
し
た
。
長
椅
子
に
横
た
わ
る
裸

婦
―
―
。
そ
の
バ
ッ
ク
に
は
窓
が
あ
り
、
窓
か
ら
風
景
が
見
え
る
―
―
そ
の
風

景
の
中
に
は
、
汽
車
も
描
か
れ
て
い
る
―
―
こ
の
二
〇
号
の
作
品
は
、
黒
を
凄

く
使
い
、
女
の
顔
は
カ
ラ
ス
天
狗
の
よ
う
に
真
っ
黒
で
し
た
。
次
い
で
、
赤
シ
ャ

ツ
を
着
て
、
パ
レ
ッ
ト
を
持
っ
て
立
っ
て
い
る
全
身
の
自
画
像
を
描
き
、
ま
た
、

荒
い
タ
ッ
チ
の
静
物
」27

。
ひ
ろ
し
ま
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
《
裸
婦
》（
図

20
）
が
、
米
子
夫
人
の
回
想
に
記
さ
れ
た
「
長
椅
子
に
横
た
わ
る
裸
婦
」
と
推

定
さ
れ
る
。
持
参
し
た
裸
婦
の
絵
を
ヴ
ラ
マ
ン
ク
に
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
！
」
と

酷
評
さ
れ
た
佐
伯
に
と
っ
て
、
こ
の
裸
婦
の
作
品
は
、
同
じ
主
題
に
新
た
に
取

り
組
ん
だ
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
作
品
の
裏
に
は
別
の
絵
《
風

景
》（
図
21
）
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
の
絵
が
よ
り
注
目
さ
れ
る
。
粗
い
作

品
だ
が
、
真
っ
直
ぐ
に
伸
び
る
道
が
大
き
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
佐
伯
と

ヴ
ラ
マ
ン
ク
と
の
出
会
い
に
関
し
て
は
、
彼
か
ら
一
喝
さ
れ
た
こ
と
が
有
名
だ

が
、
そ
れ
以
外
に
は
、
マ
チ
エ
ー
ル
の
重
要
さ
を
教
え
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
分

か
る
。
佐
伯
祐
三
が
里
見
と
と
も
に
オ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
を
訪
れ
た
一
九
二
四
年
は
、

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
が
道
の
主
題
を
は
っ
き
り
と
意
識
し

て
ゆ
く
頃
に
相
当
す
る
。
当
然
、
彼
の
家
に
は
描
き
終
え
た
作
品
や
、
制
作
途

上
の
絵
が
置
か
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
ヴ
ラ
マ
ン
ク
が
自
作
に
つ
い
て
佐
伯
た
ち

に
親
切
に
説
明
し
た
と
は
思
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
佐
伯
は
何
点
か
の
作

品
を
目
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

米
子
夫
人
の
文
章
で
、「
赤
シ
ャ
ツ
を
着
て
、
パ
レ
ッ
ト
を
持
っ
て
立
っ
て
い

る
全
身
の
自
画
像
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、《
立
て
る
自
画
像
》（
図
22
）
だ

と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
絵
で
は
、
画
面
の
真
ん
中
に
、
パ
レ
ッ
ト
を
手
に
し
た

画
家
自
身
の
姿
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
画
家
の
自
画
像
が
必
ず
し
も
パ
レ
ッ

ト
や
絵
筆
を
持
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
自
画
像
が
描
か
れ
る

背
後
に
は
、
画
家
で
あ
る
自
分
を
形
に
し
よ
う
と
す
る
動
機
が
潜
む
。
ま
た
、

そ
の
場
合
、
ア
ト
リ
エ
内
で
制
作
す
る
画
家
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の

だ
が
、
こ
の
作
品
で
は
、
佐
伯
は
パ
レ
ッ
ト
や
絵
筆
を
手
に
屋
外
に
立
つ
、
と

い
う
異
例
な
姿
で
あ
る
。
画
面
を
よ
く
見
る
と
、
絵
筆
を
持
つ
右
手
は
、
下
に

降
ろ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
佐
伯
の
絵
の
場
合
も
、
彼
が
パ
レ
ッ
ト
を
手
に
し
た

自
画
像
を
描
い
た
背
後
に
は
、
自
分
の
絵
画
の
方
向
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
模

索
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、「
苦
闘
」
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

当
時
の
佐
伯
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
画
家
と
し
て
の
自
分
に
向
か
い
合
う

こ
と
が
不
可
欠
だ
っ
た
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、画
面
中
央
に
立
つ
佐
伯
の
後
ろ
に
、

一
本
の
道
が
続
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

《
パ
リ
雪
景
》（
図
23
）
は
、
一
九
二
五
年
の
初
め
頃
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
画
面
で
道
が
占
め
る
割
合
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
真
っ
直

ぐ
に
続
く
道
が
主
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な

構
図
が
、
当
時
の
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
作
品
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
。《
雪
、
ナ
ン
テ
ー
ル
の
ブ
ー
ル
通
り
》（
図
24
）
は
、
佐
伯
が
ヴ
ラ

マ
ン
ク
を
訪
ね
た
前
年
、
一
九
二
三
年
の
作
品
だ
が
、
絵
の
具
の
マ
チ
エ
ー
ル

を
生
か
し
た
白
と
暗
色
の
対
比
、
空
の
沈
ん
だ
青
な
ど
、
色
彩
の
傾
向
も
近
似
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し
て
い
る
。
佐
伯
は
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
絵
を
通
し
て
、
道
が
風
景
を
構
成
す
る
モ

チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
生
や
人
の
歩
み
の
隠
喩
と
な
り
う
る
こ

と
を
感
じ
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
佐
伯
は
翌
年
、
一
九
二
五

年
に
友
人
宛
に
次
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
て
い
る
。「
今
は
ヴ
ラ
マ
ン
ク
で
は
な

い
、
物
質
主
義
な
点
［
注
：
マ
チ
エ
ー
ル
］
は
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
か
ら
教
は
っ
た

事
を
は
づ
さ
な
い
が
、
今
の
作
品
は
ヴ
ラ
マ
ン
ク
で
な
い
、
―
―
ウ
ッ
ト
イ
ロ

［
注
：
ユ
ト
リ
ロ
］
に
近
い
も
の
を
か
い
て
ゐ
る
」28

。
文
中
に
は
ユ
ト
リ
ロ
の

名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
一
九
二
五
年
五
月
に
、
パ
リ
の
ベ
ル
ネ
ー
ム=

ジ
ュ
ヌ
画
廊
で
ユ
ト
リ
ロ
展
が
開
催
さ
れ
た
。
展
覧
会
を
見
た
佐
伯
は
、
何
ら

か
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
よ
う
だ
。
と
は
い
え
、
佐
伯
は
「
今
の
作
品
は
ヴ
ラ
マ
ン

ク
で
な
い
」
と
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
影
響
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
引
用
し
た
短
い
文

章
の
中
で
三
度
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
佐
伯
が
自
分
の
絵
画

を
考
え
て
ゆ
く
上
で
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
存
在
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
明

か
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
パ
リ
時
代
の
手
帖
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
た
頁
も
認
め
ら

れ
る
。「
裏
道
を
歩
い
て
い
る
と　

構
図
が
次
々
に
あ
る　

店
や
が
並
ん
で
い

て　

こ
れ
が　

実
に
い
い
」29

。
こ
う
し
て
佐
伯
は
、
パ
リ
の
街
を
ど
う
描
く

の
か
を
見
出
し
て
ゆ
く
。
こ
の
時
期
に
は
画
面
の
中
で
道
が
占
め
る
割
合
が
小

さ
く
な
り
、
一
方
で
、
周
囲
の
建
物
や
そ
こ
に
残
る
文
字
が
重
視
さ
れ
た
作
例

も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
作
品
で
も
、
佐
伯
は
パ
リ
の
裏

道
が
醸
し
出
す
下
町
情
緒
に
傾
き
す
ぎ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
制
作
を
考
え
て

い
た
と
い
え
る
。
通
り
の
看
板
や
広
告
の
文
字
は
、
こ
の
後
、
佐
伯
の
絵
画
の

重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
ゆ
く
が
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
作
品
に
も
部
分
的
に
用

い
ら
れ
た
作
例
が
あ
る
（
図
14
等
参
照
）
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

佐
伯
は
パ
リ
時
代
の
手
帖
に
、
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
い
る
。

画
く
ち
ゅ
う
こ
と
は
何
や　

何
を
画
く
の
や　

目
に
見
え
る
も
ん
と
違

う　

目
に
見
え
ん
も
の
の　

目
に
映
る
も
の
と
を
重
ね
る
べ
き
や

30

先
に
ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
絵
に
つ
い
て
、
道
が
風
景
の
一
モ
チ
ー
フ
で
は
な
く
、
人

生
の
比
喩
と
な
り
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
佐
伯
が
書
き
付
け
た
「
目
に
見
え

ん
も
の
の　

目
に
映
る
も
の
と
を
重
ね
る
べ
き
や
」
と
い
う
言
葉
は
、
彼
の
絵

の
中
に
お
い
て
道
が
も
つ
、
そ
う
し
た
隠
喩
的
意
味
に
通
じ
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

四
．
結
び
に
か
え
て

ヴ
ラ
マ
ン
ク
の
絵
画
の
展
開
を
辿
り
な
が
ら
、
ま
ず
色
彩
に
つ
い
て
、
そ
し

て
後
半
期
の
作
品
の
主
題
と
な
る
道
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
特
に
道
と
い

う
モ
チ
ー
フ
に
着
目
す
る
と
、
ヴ
ラ
マ
ン
ク
に
と
っ
て
の
フ
ァ
ン
･
ゴ
ッ
ホ
、

そ
し
て
佐
伯
に
と
っ
て
の
ヴ
ラ
マ
ン
ク
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ラ

マ
ン
ク
を
間
に
し
て
、
三
人
の
画
家
の
作
品
が
共
鳴
し
合
う
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
だ
ろ
う
。

ヴ
ラ
マ
ン
ク
は
絵
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

芸
術
家
の
作
品
は
、
そ
の
人
の
生
の
花
［la fluur de sa vie

］
で
あ
る
。31

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「vie

」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
は
単
純
な
言
葉
で
あ
る
だ
け

に
、
意
味
も
多
様
で
、
幅
広
い
。
こ
こ
で
は
「
生
」
と
訳
し
た
が
、
そ
れ
は

「
人
生
」
で
あ
り
、
「
生
命
」
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ヴ
ラ
マ
ン
ク
に

と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
「
生
」
を
描
き
出
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
道
こ
そ
が
、
最

も
ふ
さ
わ
し
い
モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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図1	 モーリス･ド･ヴラマンク《アンドレ･ドランの肖像》1905年
	 油彩・カンヴァス　27×22	cm　N.Y.メトロポリタン美術館

図2	 アンドレ･ドラン《ヴラマンクの肖像》1905年頃
	 油彩・カンヴァス　41×33	cm　個人蔵

図3	 アンリ･マティス《豪奢、静寂、逸楽》1904-05年
	 油彩・カンヴァス　86×116	cm　パリ　国立近代美術館

図4	 『イリュストラシオン』　1905年11月4日号
	 サロン・ドートンヌ展を報じる頁

図5	 アンリ・マティス《開かれた窓》1905年
	 油彩・カンヴァス　55×46	cm
	 N.Y.ジョン･ホイットニー蔵

図6	 アンドレ･ドラン《帆の乾燥》1905年
	 油彩・カンヴァス　82×101	cm
	 モスクワ　プーシキン美術館



六人部：ヴラマンク

− 16 −

図7	 モーリス･ド･ヴラマンク《画家の父の家》1905年
	 油彩・カンヴァス　54×65	cm　箱根町　ポーラ美術館

図8	 モーリス･ド･ヴラマンク《麦畑》1905年
	 油彩・カンヴァス　65×83	cm　ミルウォーキー美術館

図9	 ファン･ゴッホ　《糸杉のある道》　1889年
	 油彩・カンヴァス　92×73	cm
	 オッテルロー　クレラー・ミュラー美術館

図10	 モーリス･ド･ヴラマンク《赤色の屋根》1908年頃
	 油彩・カンヴァス　79×92	cm　個人蔵

図11	 モーリス･ド･ヴラマンク《春の村》1910年
	 油彩・カンヴァス　60×73	cm　ギャルリーためなが

図12	 モーリス･ド･ヴラマンク《湖畔》1912年頃
	 油彩・カンヴァス　60×73	cm　熊本県立美術館
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図13	 モーリス･ド･ヴラマンク《パリの郊外》1920年
	 油彩・カンヴァス　65.5×81.5	cm　個人蔵

図14	 モーリス･ド･ヴラマンク《雪の積もった橋と通り》1920年頃
	 油彩・カンヴァス　72×90	cm　ギャルリーためなが

図15	 モーリス･ド･ヴラマンク《雪の洗濯場》1913年
	 油彩・カンヴァス　60×73	cm　個人蔵

図16	 ファン･ゴッホ《烏の群れ飛ぶ麦畑》1890年
	 油彩・カンヴァス　50.5×100.5	cm　アムステルダム
	 ファン･ゴッホ美術館

図17	 モーリス･ド･ヴラマンク《人影のある雪の風景》
	 1925-28年
	 油彩・カンヴァス　73×92	cm　個人蔵

図18	 モーリス･ド･ヴラマンク《冬の村通り》
	 1928-30年
	 油彩・カンヴァス　60×73	cm　個人蔵
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図19	 ガッシェ家芳名録（Ⅱ）23×23	cm
	 パリ　国立ギメ東洋美術館
	 佐伯祐三と家族の署名

図20	 佐伯祐三《裸婦》1925年
	 油彩・カンヴァス　60×72	cm　ひろしま美術館

図21	 佐伯祐三《風景》1925年
	 油彩・カンヴァス　60×72	cm　ひろしま美術館

図22	 佐伯祐三《立てる自画像》1924年
	 油彩・カンヴァス　73.5×48	cm　大阪市蔵

図23	 佐伯祐三《パリ雪景》1925年
	 油彩・カンヴァス　60.5×72.7	cm

図24	 モーリス･ド･ヴラマンク《雪、ナンテールのブール通り》
	 1923年
	 油彩・カンヴァス　81.5×117	cm　個人蔵




