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一
八
六
〇
年
代
の
モ
ネ

六
人
部
　
昭
　
典

は
じ
め
に

ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
は
一
八
六
二
年
に
パ
リ
の
画
塾
に
入
り
︵
こ
こ
で
、
バ
ジ
ー
ル

や
ル
ノ
ワ
ー
ル
ら
と
知
り
合
う
︶、
一
八
六
五
年
に
は
二
点
の
海
景
画
で
サ
ロ
ン
展

初
入
選
を
果
た
し
た
。
モ
ネ
は
さ
ら
に
、
翌
年
の
サ
ロ
ン
展
に
提
出
す
る
大
作
︽
草

上
の
昼
食
︾
に
取
り
組
む
。
し
か
し
こ
の
作
品
は
未
完
成
の
ま
ま
終
わ
り
、
発
表
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
は
一
八
六
九
年
に
ル
ノ
ワ
ー
ル
と
セ
ー
ヌ
河
畔
で
制

作
、︽
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ
エ
ー
ル
︾
を
描
く
。
こ
の
よ
う
に
、
一
八
六
〇
年
代
は
モ
ネ

の
初
期
代
表
作
が
制
作
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、
後
の
印
象
派
グ
ル
ー
プ
の
形
成
と
い

う
観
点
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
時
期
の
主
要
作
品
を
検
討
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
印
象
主
義
の
生
成
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一
．
幻
の
大
作

　

㈠　

制
作
の
経
緯

モ
ネ
は
一
八
六
五
年
三
月
末
︵
ま
た
は
四
月
初
め
︶
に
、
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー

の
森
に
接
す
る
シ
ャ
イ
イ=

ア
ン=

ビ
エ
ー
ル
に
赴
き
、︽
草
上
の
昼
食
︾
の
計
画

に
着
手
し
た
。
こ
の
シ
ャ
イ
イ
に
は
一
八
六
三
年
と
一
八
六
四
年
、
い
ず
れ
も
春
の

季
節
に
滞
在
し
て
い
た
。
モ
ネ
は
初
め
て
訪
れ
た
折
、﹁
こ
こ
の
春
は
大
変
に
美
し

く
、
緑
に
覆
わ
れ
て
天
候
も
よ
い
の
で
、
も
っ
と
長
く
い
た
い
と
願
う
ば
か
り
で

す
﹂１

と
手
紙
に
記
し
て
い
る
。
モ
ネ
の
計
画
の
出
発
点
に
は
、
一
八
六
三
年
の
落
選

展
で
非
難
を
集
め
た
マ
ネ
の
︽
草
上
の
昼
食
︾︵
図
１
︶
か
ら
受
け
た
刺
激
が
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
し
か
し
マ
ネ
の
絵
は
﹁
水
浴
﹂﹇Le Bain

﹈﹂
と
い
う
発
表
時
の
題
名

に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
古
代
世
界
に
繋
が
る
想
像
世
界
と
現
実
の
場
面
が
重
な
り

合
っ
て
い
た
。
一
方
、
モ
ネ
は
あ
く
ま
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク
と
い
う
現
実
の
主
題
を
構
想

す
る
。
シ
ャ
イ
イ
で
の
二
度
の
制
作
を
通
し
て
、
戸
外
の
自
然
の
中
に
現
代
生
活
の

情
景
を
描
こ
う
と
考
え
た
の
だ
っ
た
。

モ
ネ
は
大
作
の
準
備
の
た
め
に
、
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
の
森
の
一
画
で
さ
ま
ざ

ま
な
習
作
を
描
く
。
女
性
人
物
の
モ
デ
ル
は
恋
人
の
カ
ミ
ー
ユ
︵
後
に
結
婚
︶
が
つ

と
め
た
。
男
性
人
物
は
友
人
の
バ
ジ
ー
ル
に
頼
ん
で
い
た
。
バ
ジ
ー
ル
は
一
八
六
三

年
の
滞
在
に
同
行
し
て
お
り
、
そ
の
折
、﹁
モ
ネ
は
風
景
画
に
優
れ
、
有
益
な
助
言

を
し
て
く
れ
ま
し
た
﹂２

と
、
家
族
宛
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
バ
ジ
ー
ル

は
す
ぐ
に
は
パ
リ
を
離
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
モ
ネ
は
次
の
よ
う
に
書
き
送
る
。﹁
習

作
は
ど
れ
も
順
調
だ
が
、
男
性
人
物
だ
け
が
欠
け
て
い
る
。﹇
︰
…
﹈
み
ん
な
、
僕

が
こ
の
絵
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
し
、
励
ま
し
て
く
れ
る
。
だ
か

ら
、
完
成
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
友
情
を
考
え
れ
ば
、
君
は
す
ぐ
に
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助
け
に
来
て
く
れ
る
は
ず
だ
﹂３
。
書
簡
に
は
、
こ
の
計
画
に
か
け
る
モ
ネ
の
意
気
込

み
と
強
引
と
も
い
え
る
性
格
が
窺
わ
れ
る
。
バ
ジ
ー
ル
は
よ
う
や
く
、
八
月
後
半
に

到
着
す
る
。
彼
は
シ
ャ
イ
イ
か
ら
父
宛
に
、﹁
天
気
が
悪
く
、
ま
だ
二
度
し
か
モ
デ

ル
を
つ
と
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
﹂４

と
記
し
て
い
る
。
モ
ネ
は
一
〇
月
に
パ
リ
に
戻

り
、
習
作
を
も
と
に
大
作
の
制
作
に
取
り
組
む
。
し
か
し
戸
外
で
の
制
作
経
験
を
ア

ト
リ
エ
で
再
現
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
制
作
は
難
航
し
、
大
作
は

一
八
八
六
年
の
サ
ロ
ン
展
に
提
出
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
最
終
作
品
は
そ
の
後
、

湿
気
の
た
め
に
傷
み
、
モ
ネ
自
身
の
手
で
切
断
さ
れ
、
左
端
と
中
央
の
断
片
が
残
さ

れ
た
の
だ
っ
た
︵
図
２
︶。
こ
の
最
終
作
品
は
残
さ
れ
た
断
片
か
ら
推
測
し
て
、
全

体
で
は
縦
が
四
~
五
メ
ー
ト
ル
、
横
幅
は
六
~
七
メ
ー
ト
ル
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
う

し
て
若
い
モ
ネ
が
取
り
組
ん
だ
大
作
は
未
発
表
に
終
わ
っ
た
が
、
断
片
と
習
作
に

は
、
彼
が
模
索
し
た
新
し
い
絵
画
の
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

㈡　

習
作
の
検
討

プ
ー
シ
キ
ン
美
術
館
所
蔵
の
︽
草
上
の
昼
食
︾︵
図
３
︶
は
大
作
の
た
め
の
油
彩

習
作
と
考
え
ら
れ
、
構
想
の
全
体
を
伝
え
て
い
る
。
一
方
、
素
描
︽﹁
草
上
の
昼

食
﹂
の
た
め
の
習
作
︾︵
図
４
︶
は
初
期
の
構
想
を
示
す
。
画
面
左
に
二
人
の
女
性

が
立
ち
、
油
彩
習
作
の
左
端
に
見
え
る
長
身
の
人
物
を
欠
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
素
描
は
バ
ジ
ー
ル
が
到
着
す
る
前
に
制
作
さ
れ
た
の
に
違
い
な
い
。
ま
た
線
に
着

目
す
る
と
、
二
人
の
女
性
人
物
は
力
強
い
線
が
明
瞭
な
形
態
を
示
す
の
に
比
べ
、
他

の
人
物
は
曖
昧
だ
と
い
え
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
風
景
の
設
定
で
あ
る
。

同
年
に
制
作
さ
れ
た
︽
シ
ャ
イ
イ
の
道
︾︵
図
５
︶
は
大
作
の
た
め
の
風
景
習
作
と

も
考
え
ら
れ
る
作
品
で
あ
り
、
構
想
素
描
の
風
景
は
ほ
ぼ
こ
れ
に
重
な
る
。
モ
ネ
は

前
年
の
シ
ャ
イ
イ
滞
在
時
、
よ
く
似
た
構
図
の
風
景
を
描
い
て
い
る
︵
図
６
︶。
彼

は
一
八
六
五
年
の
早
い
段
階
で
は
、
画
面
中
央
に
広
い
道
を
お
く
風
景
︵
道
の
上
に

は
空
が
広
が
る
︶
を
設
定
し
、
そ
こ
に
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
人
物
を
ど
う
配
置
す
る
か
を

素
描
で
考
え
た
と
推
定
で
き
る
。
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
の
森
は
一
九
世
紀
に
は
し

だ
い
に
風
景
画
の
主
題
と
な
り
、
特
に
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
の
画
家
た
ち
に
好
ん
で
描
か

れ
た
︵
バ
ル
ビ
ゾ
ン
村
は
シ
ャ
イ
イ
の
南
隣
に
位
置
す
る
︶。
ル
ソ
ー
の
︽
フ
ォ
ン

テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
の
森
の
出
口
、
日
没
︾
な
ど
を
見
る
と
、
彼
ら
が
森
を
閉
じ
ら
れ
た

場
所
、
都
市
︵
パ
リ
︶
の
穢
れ
が
及
ば
な
い
地
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ

し
て
周
囲
の
土
地
は
農
民
た
ち
が
労
働
す
る
場
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
一
方
、
コ

ロ
ー
は
彼
ら
と
交
友
し
た
も
の
の
、
道
の
モ
チ
ー
フ
を
好
ん
で
用
い
て
い
る
。
道
は

隣
の
村
へ
繋
が
り
、
首
都
に
至
る
。
コ
ロ
ー
は
パ
リ
近
郊
の
風
景
を
あ
く
ま
で
開
か

れ
た
性
格
の
も
の
と
捉
え
た
の
だ
っ
た
。
モ
ネ
は
当
初
の
風
景
を
設
定
す
る
の
に
際

し
て
、
コ
ロ
ー
の
考
え
を
継
承
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
︽
シ
ャ
イ
イ

の
道
︾
で
は
木
々
の
枝
先
や
葉
に
灰
色
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
コ
ロ
ー
の
銀
灰
色
の

表
現
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

︽
散
歩
︵
バ
ジ
ー
ル
と
カ
ミ
ー
ユ
︶︾︵
図
７
︶
は
、
バ
ジ
ー
ル
が
到
着
後
に
戸
外

で
制
作
さ
れ
た
。
木
々
の
枝
が
下
方
へ
広
が
り
、
木
漏
れ
日
が
草
地
を
明
る
い
緑
に

輝
か
せ
る
。
同
じ
光
は
二
人
の
人
物
に
も
降
り
そ
そ
ぎ
、
特
に
男
性
の
黒
い
服
は
、

光
の
当
た
る
部
分
に
明
る
い
青
が
使
わ
れ
て
い
る
。
モ
ネ
は
こ
こ
に
、
光
こ
そ
が
色

彩
の
源
泉
だ
と
す
る
認
識
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
人
物
習
作
は
油
彩
習
作
と

最
終
作
品
の
左
端
部
分
に
あ
た
り
、
光
と
色
彩
に
関
す
る
認
識
は
一
貫
し
て
受
け
継

が
れ
る
。
当
初
の
構
想
に
は
コ
ロ
ー
の
影
響
が
多
分
に
窺
わ
れ
た
が
、
油
彩
習
作
で

は
画
面
の
半
ば
を
枝
の
広
が
り
と
木
漏
れ
日
が
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
人
物
群
と
並

ん
で
、
光
の
表
現
が
画
面
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
木
漏
れ
日
は
、
風

に
よ
っ
て
枝
先
と
葉
が
揺
れ
、
絶
え
間
な
く
変
化
す
る
。
肌
に
感
じ
ら
れ
る
光
の
温

か
さ
と
影
の
涼
し
さ
、
葉
の
擦
れ
合
う
音
。
さ
ら
に
木
々
や
草
の
匂
い
。
木
漏
れ
日

は
視
覚
だ
け
で
は
な
く
、
聴
覚
や
嗅
覚
、
触
覚
を
も
喚
起
す
る
。
こ
の
よ
う
な
身
体



－　－35

的
な
感
覚
が
︽
草
上
の
昼
食
︾
の
構
想
を
促
し
た
の
で
あ
り
、
制
作
を
進
め
る
中

で
、
モ
ネ
は
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
絵
画
の
新
し
い
方
向
へ
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。
木

漏
れ
日
は
絵
の
題
材
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
制
作
の
動
機
︵
モ
チ
ー
フ
︶
だ
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
の
森
で
は
か
つ
て
王
侯
貴
族
た
ち
が
狩
猟
を
楽
し
ん
だ

が
、
感
覚
的
な
も
の
の
重
視
と
い
う
要
素
を
含
め
、
ロ
コ
コ
絵
画
の
先
例
は
注
目
さ

れ
る
。
ア
イ
ザ
ク
ソ
ン
は
︽
草
上
の
昼
食
︾
に
関
す
る
優
れ
た
研
究
の
中
で
こ
の
点

を
指
摘
し
、
ヴ
ァ
ン
・
ロ
ー
の
︽
狩
り
の
休
息
︾︵
図
８
︶
を
挙
げ
る５
。
こ
の
絵
は

ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
所
蔵
で
あ
り
、
モ
ネ
が
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
少
な
く
な
い
。
画

面
中
央
に
斜
め
に
広
げ
ら
れ
た
白
い
布
︵
ピ
ク
ニ
ッ
ク
シ
ー
ト
︶、
そ
の
手
前
に
足

を
投
げ
出
し
て
座
る
人
物
や
犬
な
ど
、
構
図
の
上
で
モ
ネ
作
品
︵
油
彩
習
作
︶
と
共

通
す
る
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
両
作
品
を
比
較
す
る
と
、
モ
ネ
の
人
物
構
成

の
巧
み
さ
が
明
ら
か
に
な
る
。︽
狩
り
の
休
息
︾
で
は
白
布
の
周
囲
に
騒
ぐ
人
物
た

ち
が
配
さ
れ
、
そ
の
賑
わ
い
ゆ
え
に
中
央
部
︵
白
布
︶
は
空
虚
な
感
じ
を
与
え
る
。

一
方
、
モ
ネ
作
品
で
は
布
の
上
に
二
人
の
女
性
が
座
り
、
一
人
が
皿
を
配
ろ
う
と
す

る
。
画
面
中
央
の
白
布
と
人
物
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
が
始
ま
る
場
面

が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
十
人
を
超
え
る
人
物
を
見
て
ゆ
く
と
、
左
に
立
つ
二
人

の
女
性
は
斜
め
後
ろ
向
き
で
あ
る
も
の
の
、
右
の
女
性
の
体
の
向
き
が
人
物
間
の
親

し
さ
を
示
唆
す
る
。
白
布
に
座
る
二
人
の
女
性
と
周
囲
の
人
物
た
ち
も
、
各
々
の
視

線
の
方
向
が
繋
が
り
を
生
む
。
さ
ら
に
中
央
後
ろ
に
立
つ
男
女
を
見
る
と
、
女
性
が

頭
の
飾
り
を
直
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
右
隣
り
の
男
性
は
女
性
の
持
ち
物
︵
青
い

シ
ョ
ー
ル
な
ど
︶
を
手
に
、
彼
女
の
動
作
を
見
守
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
こ
の
よ

う
に
人
物
が
横
並
び
に
配
さ
れ
、
な
に
げ
な
い
仕
草
や
視
線
の
方
向
に
よ
っ
て
男
女

間
の
親
密
さ
が
醸
し
出
さ
れ
る
の
は
、︽
エ
リ
ュ
シ
オ
ン
の
園
︾︵
図
９
︶
な
ど
、

ヴ
ァ
ト
ー
の
雅
宴
画
の
特
徴
に
他
な
ら
な
い
。﹁
エ
リ
ュ
シ
オ
ン
﹂
が
古
代
ギ
リ

シ
ャ
で
至
福
の
地
を
意
味
し
た
よ
う
に
、
ヴ
ァ
ト
ー
の
多
く
の
雅
宴
画
で
は
、
画
面

中
に
置
か
れ
た
ニ
ン
フ
な
ど
の
彫
像
が
愛
の
主
題
を
語
る
。
一
方
、
モ
ネ
作
品
で
は

画
面
右
に
立
つ
大
き
な
木
の
幹
に
︵
こ
の
木
の
配
置
は
初
期
の
風
景
習
作
と
構
想
素

描
か
ら
変
わ
ら
な
い
︶、
矢
に
射
抜
か
れ
た
ハ
ー
ト
が
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
る６
。

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
は
短
編
﹃
春
に
寄
す
﹄
を
次
の
よ
う
に
始
め
て
い
る
。﹁
よ
う
や

く
、
陽
春
の
好
天
気
が
つ
づ
く
。
大
地
は
目
ざ
め
て
、
若
返
る
。
空
気
の
か
ぐ
わ
し

い
陽
気
が
、
肌
を
な
で
、
胸
に
入
り
、
心
臓
そ
の
も
の
ま
で
し
み
こ
む
か
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
季
節
に
な
る
と
、
な
ん
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
幸
福
に
た
い
す
る

漠
然
と
し
た
欲
望
が
わ
い
て
く
る
﹂７
。
こ
こ
に
は
春
の
森
に
満
ち
る
生
気
と
身
体
の

共
鳴
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
木
漏
れ
日
は
身
体
全
体
の
経
験

だ
っ
た
。
モ
ネ
は
春
の
森
が
も
た
ら
す
歓
び
と
と
も
に
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
の
場
面
を
描

こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

モ
ネ
は
服
装
の
流
行
も
重
視
し
て
い
る
。
男
性
が
着
る
モ
ノ
ト
ー
ン
の
服
装
は
一

九
世
紀
半
ば
に
広
く
定
着
し
た
も
の
で
、
マ
ネ
の
︽
草
上
の
昼
食
︾
な
ど
、
先
行
す

る
作
品
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
女
性
は
い
ず
れ
も
ク
リ
ノ
リ
ン
を
用
い
た

服
装
。
ク
リ
ノ
リ
ン
は
ス
カ
ー
ト
の
襞
を
釣
鐘
状
に
広
げ
る
た
め
に
一
八
四
〇
年
頃

か
ら
流
行
し
、
素
材
等
が
し
だ
い
に
改
良
さ
れ
、
デ
ザ
イ
ン
も
微
妙
に
変
化
し
た
。

あ
る
服
飾
史
の
研
究
は
一
八
六
四
年
の
ロ
ン
ド
ン
と
パ
リ
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
、
こ
う
記
し
て
い
る
。﹁
ク
リ
ノ
リ
ン
は
後
ろ
へ
広
が
る
よ
う
に
な
り
、
完
全
な

円
形
で
は
な
く
な
っ
た
﹂８
。
モ
ネ
作
品
に
見
ら
れ
る
襞
が
後
ろ
に
広
が
る
デ
ザ
イ
ン

は
、
最
新
の
流
行
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
モ
ー
ド
誌
に
は
デ
ザ
イ
ン
の
優
雅
さ

を
引
き
立
て
る
た
め
に
斜
め
後
ろ
向
き
の
ポ
ー
ズ
が
多
く
認
め
ら
れ
、
画
面
左
に
立

つ
二
人
の
女
性
に
重
な
る
。
モ
ネ
は
こ
う
し
た
モ
ー
ド
誌
の
図
版
を
参
考
に
し
た
と

推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
白
い
布
に
座
る
二
人
の
女
性
の
服
は
、
他
の
女
性
た
ち
と
異

な
る
薄
い
素
材
が
使
わ
れ
、
水
玉
と
ス
ト
ラ
イ
プ
と
い
う
柄
を
含
め
、
初
夏
に
相
応
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し
い
ド
レ
ス
が
選
ば
れ
て
い
る
。

プ
ー
シ
キ
ン
美
術
館
所
蔵
の
油
彩
習
作
が
示
す
全
体
の
構
成
は
、
パ
リ
で
取
り
組

ん
だ
最
終
作
品
に
受
け
継
が
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
大
作
の
断
片
と
比
較
す

る
と
、
二
つ
の
変
更
点
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
画
面
中
央
の
白
布
の
左
に
座

る
男
性
人
物
が
、
大
作
︵
中
央
断
片
の
右
︶
で
は
髯
を
生
や
し
た
太
っ
た
自
分
に
置

き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
人
物
は
、
ア
ト
リ
エ
を
訪
れ
た
先
輩
画
家
ク
ー
ル

ベ
が
モ
デ
ル
と
伝
え
ら
れ
る９
。
習
作
で
は
後
ろ
を
振
り
返
る
ポ
ー
ズ
だ
っ
た
が
︵
画

面
左
の
人
物
と
中
央
の
人
物
群
を
繋
ぐ
役
割
︶、
こ
こ
で
は
画
面
右
方
向
を
向
く
。

モ
ネ
は
、
木
漏
れ
日
を
受
け
て
輝
く
白
布
と
そ
こ
に
座
る
人
物
た
ち
に
、
観
者
の
注

意
を
引
き
寄
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
も
う
ひ
と
つ
の
変
更
は
、
左
に
立
つ
女
性

の
服
装
。
油
彩
習
作
で
は
灰
色
の
地
に
刺
繍
を
あ
し
ら
っ
た
服
だ
っ
た
︵︽
バ
ジ
ー

ル
と
カ
ミ
ー
ユ
︾
に
も
認
め
ら
れ
、
カ
ミ
ー
ユ
が
実
際
に
身
に
着
け
て
い
た
に
違
い

な
い
︶。
と
こ
ろ
が
、
大
作
の
左
断
片
に
見
ら
れ
る
衣
装
は
、
灰
色
の
上
に
鮮
や
か

な
赤
が
配
さ
れ
、
肩
口
と
腰
、
襞
の
先
端
部
に
同
色
の
房
が
付
く
。
注
目
さ
れ
る
の

は
、
こ
の
部
分
が
平
塗
り
と
い
え
る
彩
色
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
油
彩
習
作
や
大
作

の
断
片
に
は
、
当
時
の
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
に
反
す
る
平
面
的
な
色
使
い
が
全
体
に
認
め

ら
れ
る
が
、
変
更
箇
所
は
そ
う
し
た
傾
向
が
著
し
い
。
衣
装
の
大
半
を
占
め
る
灰
色

の
部
分
と
整
合
せ
ず
、
浮
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
変
更
は
、
後
の
︽
ラ
・
グ
ル

ヌ
イ
エ
ー
ル
︾
へ
至
る
制
作
と
絵
具
に
対
す
る
モ
ネ
の
認
識
を
考
え
る
上
で
重
要
だ

ろ
う
。

　

㈢　

現
代
生
活

現
代
生
活
と
い
う
主
題
に
対
す
る
関
心
は
、
モ
ネ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。

マ
ネ
の
︽
草
上
の
昼
食
︾
は
想
像
世
界
と
現
実
が
重
な
る
不
可
思
議
な
作
品
だ
っ

た
が
、
落
選
展
が
開
か
れ
た
一
八
六
三
年
に
は
マ
ル
テ
ィ
ネ
画
廊
で
一
四
点
の
マ
ネ

作
品
が
出
展
さ
れ
、︽
チ
ュ
イ
ル
リ
ー
の
音
楽
会
︾︵
図
10
︶
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
が
パ
リ
の
公
園
に
集
う
情
景
を
描
い
た
も
の
で
、
現
実
の

場
面
を
主
題
と
す
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
﹃
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
﹄
で
、﹁
現
代

生
活
の
叙
事
詩
的
な
面
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
得
る
か
を
探
索
し
、
私
た
ち
の
時

代
が
古
代
に
劣
ら
ず
崇
高
な
主
題
に
富
む
こ
と
﹂10

を
主
張
し
た
。
そ
し
て
当
時
の
男

性
が
愛
好
し
た
モ
ノ
ト
ー
ン
の
服
に
つ
い
て
、﹁
現
代
と
い
う
時
代
、
苦
悩
に
満

ち
、
黒
い
痩
せ
た
肩
に
ま
で
永
久
の
喪
の
象
徴
を
担
っ
て
い
る
時
代
に
必
要
な
衣
服

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
﹂11

と
指
摘
す
る
。︽
チ
ュ
イ
ル
リ
ー
の
音
楽
会
︾
は
こ
の
よ
う

な
服
装
の
男
性
人
物
が
画
面
を
埋
め
て
お
り
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
主
張
に
対
す
る
返

答
だ
っ
た
と
い
え
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
マ
ネ
に
つ
い
て
、
一
八
六
二
年
に
﹁
現
代

的
な
現
実
﹇la réalité m

oderne

﹈
に
対
し
て
徹
底
し
た
関
心
を
寄
せ
て
い
る
﹂12

と

記
し
て
お
り
、
両
者
の
間
に
は
交
友
も
生
ま
れ
て
い
た
。︽
チ
ュ
イ
ル
リ
ー
の
音
楽

会
︾
に
は
、
当
の
詩
人
の
姿
も
描
か
れ
た
。
と
は
い
え
、
マ
ネ
作
品
に
描
か
れ
た
自

然
が
ア
ト
リ
エ
で
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
モ
ネ
の
構
想

は
、
現
代
生
活
を
戸
外
の
自
然
の
中
に
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
考
え
る

と
、
ブ
ー
ダ
ン
の
作
例
が
注
目
さ
れ
る
。
十
代
の
モ
ネ
が
彼
と
出
会
い
、
画
家
へ
の

道
を
歩
み
始
め
る
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は

一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
評
で
、
パ
リ
で
は
無
名
に
近
か
っ
た
ブ
ー
ダ
ン
を
称
賛
し

た
。
彼
は
ブ
ー
ダ
ン
の
パ
ス
テ
ル
習
作
が
、
波
や
雲
な
ど
、﹁
最
も
不
安
定
で
、
最

も
捉
え
が
た
い
も
の
﹂13

を
描
き
と
め
て
い
る
と
指
摘
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
後
、

ブ
ー
ダ
ン
は
一
八
六
二
年
頃
か
ら
、
海
岸
風
景
の
中
に
リ
ゾ
ー
ト
地
に
集
う
華
や
か

な
人
物
た
ち
を
描
く
よ
う
に
な
る
︵
図
11
︶。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
制
作
が
、
サ
ロ

ン
評
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
記
し
た
﹁
人
間
を
見
て
喜
ば
ぬ
も
の
は
な
い
﹂14

と
い
う
助

言
の
ゆ
え
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
現
代
生
活
の
主
題
と
自
然
描
写
を
結
び
つ
け
る
試
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み
で
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
モ
ネ
は
一
八
六
四
年
春
に
シ
ャ
イ
イ
で
の
制
作

を
終
え
る
と
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
に
滞
在
し
て
お
り
、
師
と
も
い
え
る
先
輩
画
家
の

試
み
に
接
し
た
と
考
え
ら
れ
る15
。

モ
ネ
に
と
っ
て
重
要
な
関
わ
り
を
も
つ
二
人
の
画
家
、
マ
ネ
と
ブ
ー
ダ
ン
が
一
八

六
〇
年
前
後
に
い
ず
れ
も
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
接
点
が
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ

の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
一
八
六
三
年
に
﹃
現
代
生
活
の
画
家
﹄
を
発
表
す
る
︵
執
筆

は
一
八
五
九
年
の
秋
か
ら
翌
年
と
推
測
さ
れ
る
︶。
彼
は
こ
こ
で
、﹁
モ
デ
ル
ニ
テ

﹇m
odernité

﹈
と
は
、
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
、
消
え
や
す
い
も
の
、
偶
然
的
な
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
が
芸
術
の
半
分
を
作
り
出
し
て
い
る
。
他
の
半
分
は
永
遠
な
も
の
、
変

わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
﹂16

と
主
張
し
た
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
美
術
批
評
は
同
時
代
の

画
家
た
ち
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
モ
ネ
書
簡
な
ど
の
資
料
に

彼
へ
の
言
及
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
、
ア
イ
ザ
ク
ソ
ン
は
バ
ジ
ー
ル
の
親
族
が
詩

人
と
親
し
か
っ
た
こ
と
に
触
れ
、
モ
ネ
が
﹁
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
考
え
を
支
持
し
た
知

的
な
環
境
に
接
し
て
い
た
﹂
と
指
摘
す
る17
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
モ
ネ
は

現
代
生
活
の
主
題
を
戸
外
の
自
然
の
中
に
描
こ
う
と
考
え
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
彼

の
計
画
で
は
、
サ
ロ
ン
展
に
提
出
す
る
最
終
作
品
は
横
幅
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大

作
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
。
こ
の
サ
イ
ズ
は
マ
ネ
の
絵
を
は
る
か
に
上
回
り
、
先
行
作

品
で
は
一
八
五
〇
︱
五
一
年
の
サ
ロ
ン
展
で
話
題
と
な
っ
た
ク
ー
ル
ベ
の
︽
オ
ル
ナ

ン
の
埋
葬
︾︵
図
12
︶
に
匹
敵
す
る
。
当
時
は
絵
画
の
主
題
に
階
層
秩
序
が
あ
り
、

上
位
の
歴
史
画
に
対
し
て
、
現
実
の
主
題
は
低
い
位
置
に
お
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、

作
品
の
大
き
さ
も
そ
の
階
層
に
対
応
す
る
。
ク
ー
ル
ベ
の
大
作
は
、﹁
オ
ル
ナ
ン
に

お
け
る
あ
る
埋
葬
の
歴
史
画
﹂
と
い
う
正
式
な
題
名
が
示
す
よ
う
に
、
無
名
の
人
物

の
埋
葬
を
大
画
面
に
描
く
こ
と
で
、
こ
う
し
た
秩
序
を
壊
そ
う
と
し
た
。
葬
儀
に
集

ま
っ
た
人
々
は
、
埋
葬
さ
れ
る
一
人
の
死
者
を
介
し
て
、
過
去
の
死
者
た
ち
と
出
会

う
。
地
面
に
掘
ら
れ
た
穴
と
高
く
掲
げ
ら
れ
た
十
字
架
が
作
る
垂
直
軸
は
、
死
者
た

ち
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
村
の
歴
史
︵
時
間
︶
を
示
唆
す
る
。
一
方
、
モ
ネ
は

春
の
森
に
若
い
男
女
が
集
う
情
景
、
す
な
わ
ち
木
漏
れ
日
の
も
と
の
現
在
を
描
く
こ

と
で
、
歴
史
画
に
挑
戦
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

二
．《
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ
エ
ー
ル
》
の
制
作

　

㈠　

一
八
六
六
年
の
サ
ロ
ン
展
と
批
評

野
心
作
と
い
え
る
︽
草
上
の
昼
食
︾
は
サ
ロ
ン
展
審
査
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
。

モ
ネ
は
急
遽
、︽
緑
衣
の
女
性
︾︵
図
13
︶
を
描
き
、
こ
れ
と
一
八
六
四
年
に
制
作
し

た
︽
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
の
シ
ャ
イ
イ
の
道
︾︵
図
６
︶
を
提
出
、
二
点
と
も
入

選
す
る
。︽
緑
衣
の
女
性
︾
は
室
内
に
立
つ
女
性
人
物
︵
カ
ミ
ー
ユ
が
モ
デ
ル
を
つ

と
め
る
︶
を
描
い
た
も
の
で
、
彼
女
は
︽
草
上
の
昼
食
︾
の
女
性
た
ち
と
同
様
に
ク

リ
ノ
リ
ン
を
用
い
た
流
行
の
衣
装
を
ま
と
う
。
斜
め
後
ろ
向
き
の
構
図
も
、
襞
の
広

が
り
を
引
き
立
て
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
女
性
は
髪
飾
り
を
直
そ
う
と
︵
こ
の
仕

草
は
大
作
の
人
物
に
も
見
ら
れ
た
︶、
少
し
振
り
返
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
モ
ネ
は

後
に
﹁
こ
の
時
代
の
パ
リ
女
性
を
描
こ
う
と
し
た
﹂18

と
記
し
て
い
る
が
、
な
に
げ
な

い
仕
草
の
中
に
女
性
を
捉
え
た
作
品
は
彼
の
意
図
を
十
分
に
実
現
し
て
い
る
。
小
説

家
の
ゾ
ラ
は
一
八
六
六
年
か
ら
本
格
的
に
美
術
批
評
に
関
わ
り
、
同
年
の
サ
ロ
ン
評

で
こ
の
絵
を
称
賛
し
た
。﹁
そ
う
、
こ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
気
質
が
あ
る
。
こ
れ
ら
脆

弱
な
者
た
ち
の
中
に
、
一
人
の
男
が
い
る
。
ま
わ
り
の
絵
を
見
る
が
良
い
。
こ
の
自

然
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
窓
に
あ
っ
て
、
な
ん
と
精
気
な
く
見
え
る
こ
と
か
。
こ
こ

に
い
る
の
は
、
レ
ア
リ
ス
ト
を
超
え
る
者
、
無
味
乾
燥
に
陥
る
こ
と
な
く
あ
ら
ゆ
る

細
部
を
描
く
こ
と
の
で
き
る
、
繊
細
で
逞
し
い
解
釈
者
で
あ
る
﹂19
。
若
い
文
学
者

︵
ゾ
ラ
は
モ
ネ
と
同
じ
一
八
四
〇
年
生
ま
れ
︶
の
眼
を
惹
き
つ
け
た
の
は
、
本
作
の

構
図
の
ゆ
え
だ
っ
た
。
ゾ
ラ
は
文
学
者
と
し
て
、
先
行
す
る
レ
ア
リ
ス
ム
を
超
え
る
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立
場
を
求
め
、
芸
術
家
の
気
質
に
基
づ
く
現
実
の
解
釈
を
重
視
し
て
い
た
。
彼
は
明

ら
か
に
、
モ
ネ
の
絵
画
に
同
じ
姿
勢
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
︽
緑
衣
の

女
性
︾
が
室
内
の
女
性
人
物
を
描
い
た
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
ゾ
ラ
の
文
中
に

あ
る
﹁
自
然
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
窓
﹇cette fenêtre ouverte sur la nature

﹈﹂
の

﹁
自
然
﹂
が
、﹁
現
実
﹂
に
近
い
意
味
で
あ
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
︵﹁nature

﹂
に

は
﹁
現
物
﹂﹁
実
物
﹂
と
い
う
意
味
も
認
め
ら
れ
る
︶20
。

ゾ
ラ
が
同
年
に
連
載
し
た
サ
ロ
ン
評
は
、
マ
ネ
を
擁
護
し
た
文
章
で
知
ら
れ
る
。

彼
は
出
品
作
を
扱
う
の
に
先
立
ち
、
落
選
し
た
マ
ネ
の
︽
笛
を
吹
く
少
年
︾
を
取
り

上
げ
て
論
じ
た
の
だ
っ
た
。
ゾ
ラ
の
批
評
に
は
自
ら
の
文
学
上
の
戦
略
が
窺
わ
れ
る

も
の
の
、
次
の
文
章
は
重
要
だ
ろ
う
。﹁
彼
の
全
存
在
が
、
色
斑
﹇taches

﹈
を
通
し

て
、
す
な
わ
ち
簡
潔
で
活
気
に
と
む
断
片
を
通
し
て
見
る
よ
う
に
、
彼
を
促
し
て
い

る
。
マ
ネ
氏
に
つ
い
て
、
こ
う
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
的
確
な
色
調
を
探

し
出
し
、
そ
れ
ら
を
画
布
に
配
置
す
れ
ば
満
足
な
の
だ
と
。
画
布
は
こ
う
し
て
、
堅

固
で
力
強
い
一
枚
の
絵
画
で
覆
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
﹇la toile se couvre ainsi 

d

ʼune peinture solide et forte

﹈﹂21
。
マ
ネ
の
絵
画
に
お
け
る
色
彩
は
緩
や
か
な
明
暗

の
移
行
を
欠
く
た
め
、
絵
を
見
る
も
の
は
、
描
か
れ
た
像
︵
再
現
的
イ
メ
ー
ジ
︶
を

見
る
だ
け
で
な
く
、
油
絵
具
︵
絵
画
の
物
質
的
現
実
︶
と
向
か
い
合
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
特
徴
は
落
選
展
な
ど
で
マ
ネ
が
非
難
さ
れ
た
大
き
な
理
由
だ
っ
た
。
ゾ
ラ

が
マ
ネ
評
で
用
い
た
﹁taches

﹂
と
い
う
語
は
布
や
顔
の
﹁
シ
ミ
﹂
が
通
常
の
意
味

で
あ
り
、
比
喩
的
に
﹁
汚
点
﹂
の
意
味
で
も
使
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ゾ
ラ
は
否
定
的

な
意
味
合
い
を
帯
び
た
語
を
あ
え
て
キ
ー
ワ
ー
ド
に
す
る
こ
と
で
、
マ
ネ
絵
画
の
色

彩
が
も
つ
特
質
に
着
目
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
﹁peinture

﹂
の
一
般
的
な
意

味
は
﹁
ペ
ン
キ
﹂﹁
塗
料
﹂
に
他
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
﹁
堅
固
で
力
強
い
一
枚
の

絵
画
で
覆
わ
れ
る
﹂
と
い
う
一
文
に
、
マ
チ
エ
ー
ル
︵
絵
具
の
物
質
性
︶
に
根
差
し

た
色
彩
の
認
識
を
読
む
必
要
が
あ
る
。

先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
一
八
六
三
年
に
は
マ
ル
テ
ィ
ネ
画
廊
で
一
四
点
の
マ
ネ

作
品
が
展
示
さ
れ
た
。
批
評
家
の
マ
ン
ツ
は
こ
の
折
、﹁
マ
ネ
の
中
に
あ
る
豊
富
な

活
力
を
示
す
が
、
乱
雑
な
青
色
や
赤
、
黒
や
黄
色
は
色
彩
と
は
呼
べ
ず
、
色
彩
を
風

刺
し
た
も
の
で
し
か
な
い
﹂22

と
記
し
、
マ
ネ
絵
画
が
示
す
色
彩
の
特
徴
を
批
判
し

た
。
一
方
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
出
品
作
︽
ロ
ー
ラ･

ド･

ヴ
ァ
ラ
ン
ス
︾︵
図
14
︶

に
次
の
四
行
詩
を
贈
っ
た
。﹁
い
た
る
と
こ
ろ
に
出
会
う
、
か
く
も
多
く
の
美
女
の

間
に
／
欲
望
の
揺
れ
迷
う
こ
と
は
、
友
ら
よ
、
私
も
理
解
す
る
。
／
さ
あ
れ
、
見
た

ま
え
、
ロ
ー
ラ･

ド･

ヴ
ァ
ラ
ン
ス
の
う
ち
に
き
ら
め
く
／
薔
薇
色
と
黒
の
宝
石

の
、
思
い
が
け
な
い
魅
惑
を
﹂23
。
こ
の
詩
は
一
八
六
三
年
に
本
作
の
版
画
が
発
行
さ

れ
た
折
、
版
画
の
下
に
添
え
ら
れ
て
発
表
さ
れ
、
後
に
﹃
漂
着
物
﹄
に
収
め
ら
れ
た

︵
そ
の
後
、﹃
悪
の
華
﹄
第
三
版
に
収
録
︶。
ロ
ー
ラ
・
ド
・
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
は
パ
リ
で

人
気
を
博
し
た
ス
ペ
イ
ン
の
舞
姫
だ
が
、
マ
ネ
の
絵
で
は
、
静
止
し
た
立
ち
姿
を
見

せ
る
。
詩
人
が
着
想
を
得
た
の
は
、
黒
や
赤
の
色
彩
が
再
現
的
機
能
を
離
れ
て
自
律

的
に
き
ら
め
く
特
徴
の
ゆ
え
だ
ろ
う
。
ゾ
ラ
は
こ
の
詩
に
言
及
し
て
、﹁
画
家
は
色

斑
だ
け
で
処
理
す
る
。
こ
の
ス
ペ
イ
ン
女
性
は
い
き
い
き
と
し
た
色
彩
対
比
を
通
し

て
大
ま
か
に
描
か
れ
、
画
布
全
体
は
二
つ
の
色
合
い
で
覆
わ
れ
て
い
る
﹂24

と
述
べ

た
。
マ
ル
テ
ィ
ネ
画
廊
で
十
四
点
の
マ
ネ
作
品
が
展
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
モ
ネ
に

と
っ
て
も
、
先
輩
画
家
の
絵
が
示
す
変
革
を
実
見
す
る
機
会
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
モ
ネ
の
︽
草
上
の
昼
食
︾
の
最
終
作
品
で
は
、
画
面
左
に
立
つ

女
性
の
服
装
に
変
更
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ア
イ
ザ
ク
ソ
ン
は
Ｘ
線

調
査
の
画
像
に
基
づ
い
て
、
油
彩
習
作
の
女
性
像
を
転
写
し
た
上
で
、﹁
よ
り
今
日

的
な
ス
タ
イ
ル
に
す
る
た
め
に
﹂
修
正
し
た
と
指
摘
し
て
い
る25
。
流
行
に
対
す
る
強

い
関
心
を
考
え
る
な
ら
、
こ
の
指
摘
は
妥
当
と
い
え
る
。
お
そ
ら
く
モ
ネ
は
、
モ
ー

ド
誌
の
図
版
を
参
照
し
て
手
を
加
え
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
折
、
彼
の
関
心
は

デ
ザ
イ
ン
の
新
し
さ
だ
け
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
モ
ネ
が
︽
ロ
ー
ラ
・
ド
・
ヴ
ァ
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ラ
ン
ス
︾
を
思
い
起
こ
し
た
可
能
性
は
少
な
く
な
い
︵
マ
ネ
が
描
い
た
舞
姫
の
衣
装

に
も
、
裾
と
中
ほ
ど
に
赤
い
房
が
付
く
︶。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
画
家
は
制
作
に
際
し

て
、
平
塗
り
の
赤
の
絵
具
と
向
か
い
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

㈡　
《
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ
エ
ー
ル
》

モ
ネ
は
一
八
六
九
年
の
夏
、
パ
リ
近
郊
の
セ
ー
ヌ
河
畔
で
ル
ノ
ワ
ー
ル
と
画
架
を

並
べ
て
制
作
し
た
。︽
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ
エ
ー
ル
︾︵
図
15
︶
に
は
、
パ
リ
市
民
が
夏
の

休
日
を
楽
し
む
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
ブ
ー
ダ
ン
が
描
い
た
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の

リ
ゾ
ー
ト
地
と
同
じ
よ
う
に
、
水
辺
は
人
気
の
行
楽
地
だ
っ
た
。
水
浴
す
る
人
々
や

着
飾
っ
て
会
話
を
楽
し
む
人
々
。
水
や
大
気
は
身
体
を
解
放
す
る
。
場
所
は
︽
草
上

の
昼
食
︾
の
森
か
ら
水
辺
に
か
わ
っ
た
が
、
本
作
も
や
は
り
現
代
生
活
を
主
題
と
す

る
。
も
っ
と
も
、
両
作
品
を
比
較
す
る
と
構
図
は
異
な
る
。︽
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ
エ
ー

ル
︾
で
は
、
人
物
が
画
面
の
中
景
︵﹁
植
木
鉢
﹂
等
と
呼
ば
れ
た
人
工
の
島
︶
に
退

き
、
前
景
は
漣
を
立
て
る
水
面
の
描
写
が
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
る
い
色
彩
を

も
つ
筆
触
が
並
置
さ
れ
、
光
を
反
射
し
て
移
ろ
う
水
面
の
表
情
を
い
き
い
き
と
伝
え

て
い
る
。
こ
う
し
た
筆
触
に
よ
る
簡
略
な
表
現
は
、
中
景
の
人
物
や
遠
景
に
も
及

ぶ
。
現
代
生
活
の
主
役
は
人
物
で
は
あ
る
が
、
構
図
が
変
化
し
た
こ
と
で
、
主
題
に

対
す
る
モ
ネ
の
関
心
が
後
退
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
光
を
反
射
す

る
水
面
の
描
写
は
中
景
の
人
物
た
ち
と
呼
応
し
て
、
つ
か
の
間
の
歓
び
を
伝
え
る
の

だ
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
﹃
現
代
生
活
の
画
家
﹄
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。﹁
現
在
の
表
現
を
見
て
、
私
た
ち
が
味
わ
う
歓
び
は
、
現
在
が
身
に
ま
と
う
こ

と
の
で
き
る
美
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
在
と
い
う
本
質
的
な
特
性
か
ら
生
ま
れ

る
﹂26
。﹁
現
在
と
い
う
本
質
的
な
特
性
﹂﹇sa qualité essentielle de présent

﹈
と
は
、

モ
デ
ル
ニ
テ
の
消
え
や
す
さ
や
移
ろ
い
や
す
さ
に
他
な
ら
な
い
。
モ
デ
ル
ニ
テ
は
主

題
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
い
か
に
描
く
か
と
い
う
フ
ォ
ル
ム
に
も
関
わ

る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
文
章
に
基
づ
い
て
、
二
つ
の
作
品
を
比
較
す
る
と
、︽
草
上

の
昼
食
︾
は
主
に
﹁
現
在
が
身
に
ま
と
う
こ
と
の
で
き
る
美
﹂
を
再
現
す
る
こ
と
で

︵
流
行
の
衣
装
は
そ
の
よ
う
な
美
し
さ
の
典
型
だ
ろ
う
︶、
一
方
の
︽
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ

エ
ー
ル
︾
は
﹁
現
在
と
い
う
本
質
的
な
特
性
﹂
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
モ
デ
ル
ニ

テ
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
印
象
主
義
を
特
徴
づ
け
る
筆
触
表
現
は
、﹁
現
在
﹂
を

ど
の
よ
う
に
描
く
か
を
求
め
る
中
で
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ゾ
ラ
は
﹁
色
斑tache

﹂
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
絵
具
の
マ
チ
エ
ー
ル
に
私
た
ち

の
眼
を
向
け
さ
せ
さ
た
。﹁
筆
触touche

﹂
も
マ
チ
エ
ー
ル
を
伴
う
。
筆
触
は
画
面

に
お
い
て
水
面
や
人
物
を
指
示
す
る
と
し
て
も
、
再
現
的
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
絵
具
の

実
体
を
失
う
こ
と
は
な
く
、
マ
チ
エ
ー
ル
と
し
て
画
面
上
に
留
ま
り
続
け
る
。
ゾ
ラ

は
一
八
六
八
年
に
モ
ネ
の
絵
画
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。﹁
彼
は
私
た

ち
の
街
の
眺
望
を
愛
し
、
澄
ん
だ
空
を
背
景
に
家
並
み
が
つ
く
る
灰
色
や
白
の
色
斑

を
愛
す
る
。﹇
…
…
﹈
私
が
引
き
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
率
直
さ
と
、
筆
触
の
粗
さ
そ

の
も
の
で
あ
る
﹂27
。
こ
の
文
章
の
中
で
、
色
斑
は
画
面
上
の
再
現
的
イ
メ
ー
ジ
に
、

筆
触
は
画
家
の
制
作
に
関
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
使
い
分
け
は
、﹁tache

﹂
が

﹁
シ
ミ
﹂
を
第
一
義
と
し
、﹁touche

﹂
が
﹁
触
れ
るtoucher

﹂
の
類
語
で
あ
る
こ
と

を
考
え
る
と
肯
け
る
。﹁
筆
触touche

﹂
は
、
画
家
の
手
が
絵
筆
を
介
し
て
画
布
に

触
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
感
覚
は
身
体
的
な
も
の
だ
が
、
画
家
は
絵
筆
を
携
え

た
描
く
身
体
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
画
面
上
の
筆
触
に
再
現
的
イ
メ
ー
ジ
を

見
る
だ
け
で
は
な
く
、
画
家
の
手
を
感
じ
と
る
。
筆
触
は
マ
チ
エ
ー
ル
を
通
し
て
、

画
家
の
感
覚
を
具
体
化
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い28
。

と
は
い
え
、︽
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ
エ
ー
ル
︾
は
、
制
作
時
に
は
習
作
と
考
え
ら
れ
た

可
能
性
が
高
い
。
モ
ネ
は
当
時
、
バ
ジ
ー
ル
宛
書
簡
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

﹁
何
も
や
り
終
え
て
い
な
い
の
で
、
サ
ロ
ン
展
に
は
間
に
合
わ
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
で
も
、
ひ
と
つ
の
夢
を
抱
い
て
い
る
。
ラ･

グ
ル
ヌ
イ
エ
ー
ル
の
水
浴
の
絵
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で
、
何
点
か
下
手
な
習
作
を
描
い
た
。
夢
だ
け
ど
ね
。
ル
ノ
ワ
ー
ル
も
こ
こ
で
二
か

月
ほ
ど
過
ご
し
、
同
じ
こ
と
を
試
み
た
﹂29
。
実
際
、
モ
ネ
は
一
八
七
〇
年
の
サ
ロ
ン

展
に
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ
エ
ー
ル
の
作
品
を
提
出
、
落
選
し
た
。
こ
の
作
品
︵
図
17
︶
は

第
二
次
世
界
大
戦
で
焼
失
し
た
と
推
定
さ
れ
、
写
真
資
料
が
残
る
だ
け
だ
が
、
そ
れ

を
見
る
と
、
セ
ー
ヌ
河
畔
で
制
作
し
た
二
点
︵
図
15
・
16
︶
を
統
合
し
た
構
図
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
人
物
た
ち
が
丁
寧
に
描
か
れ
、
画
面
左
奥
の
水
面
に
は

ヨ
ッ
ト
や
ボ
ー
ト
遊
び
の
人
た
ち
も
見
ら
れ
る
。
モ
ネ
は
サ
ロ
ン
展
を
意
識
し
て
、

人
物
︵
現
代
生
活
の
主
人
公
︶
に
関
わ
る
描
写
を
充
実
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し

こ
の
絵
で
も
、
揺
れ
動
く
水
面
は
明
瞭
な
筆
触
単
位
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
水
面

と
人
物
群
の
呼
応
が
現
代
生
活
の
一
こ
ま
を
形
成
す
る
。
サ
ロ
ン
展
に
出
品
さ
れ
る

よ
う
な
完
成
作
は
本
来
、
画
面
中
に
思
想
や
世
界
観
を
総
合
的
に
表
現
す
る
も
の

だ
っ
た
。
モ
ネ
は
し
だ
い
に
、
習
作
を
も
と
に
発
表
用
の
作
品
を
ア
ト
リ
エ
で
制
作

す
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
遠
ざ
か
る
。
彼
は
筆
触
を
通
し
て
感
覚
を
直
接
的
に
描
き

出
す
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

三
．
結
び
に
か
え
て

モ
ネ
は
都
市
風
景
を
主
題
に
し
た
作
品
も
制
作
し
た
。
一
八
六
七
年
の
︽
ケ
・

ド
・
ル
ー
ヴ
ル
︾︵
図
18
︶
は
遠
景
中
央
に
パ
ン
テ
オ
ン
を
置
く
安
定
し
た
構
図
の

中
に
、
晴
れ
や
か
な
空
の
下
に
広
が
る
首
都
が
描
か
れ
て
い
る
。
セ
ー
ヌ
川
に
沿
っ

た
通
り
に
は
、
種
類
の
異
な
る
馬
車
︵
個
人
用
と
乗
り
合
い
な
ど
︶
が
行
き
か
い
、

着
飾
っ
た
人
物
た
ち
が
散
歩
す
る
。
人
物
は
小
さ
い
も
の
の
個
々
の
衣
装
が
描
き
分

け
ら
れ
、
挨
拶
を
か
わ
す
様
子
も
認
め
ら
れ
る
。
一
方
、
一
八
七
三
年
の
︽
カ
ピ
ュ

シ
ー
ヌ
大
通
り
︾︵
図
19
︶
で
は
、
通
り
を
歩
く
群
衆
が
筆
触
で
描
か
れ
、
個
々
の

服
装
や
表
情
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
八
七
四
年
に
開
催
さ
れ
た
﹁
画
家
、
彫
刻
家
、
版
画
家
等
の
芸
術
家
の
協
同
出

資
会
社
﹂
に
よ
る
第
一
回
展
︵
後
に
い
う
﹁
第
一
回
印
象
派
展
﹂︶
に
、
こ
の
絵
が

出
展
さ
れ
た
折
、
シ
ェ
ノ
ー
は
次
の
よ
う
に
記
し
た
。﹁
埃
と
光
の
中
の
お
び
た
だ

し
い
数
の
群
衆
の
活
気
、
道
路
の
上
の
馬
車
と
人
々
の
雑
踏
、
大
通
り
の
木
々
の
揺

れ
、
す
な
わ
ち
捉
え
が
た
い
も
の
、
移
ろ
い
や
す
い
も
の
、
運
動
の
瞬
間
な
る
も
の

が
、
こ
の
驚
く
べ
き
作
例
、
カ
タ
ロ
グ
に
︽
カ
ピ
ュ
シ
ー
ヌ
大
通
り
︾
と
題
さ
れ
た

モ
ネ
氏
﹇
原
文
は
﹁
マ
ネ
氏
﹂
と
誤
記
﹈
の
こ
の
素
晴
ら
し
い
習
作
の
よ
う
に
、
そ

の
流
れ
去
る
性
質
の
ま
ま
に
描
き
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
﹂30
。
こ
の

批
評
に
見
ら
れ
る
﹁
捉
え
が
た
い
も
の
、
移
ろ
い
や
す
い
も
の
﹂
と
い
う
語
が
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
モ
デ
ル
ニ
テ
の
主
張
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ

ろ
う
。
街
路
樹
を
伴
う
大
通
り
﹇boulevard

﹈
は
パ
リ
大
改
造
後
の
首
都
に
直
線
的

に
敷
設
さ
れ
、
キ
ャ
プ
シ
ー
ヌ
大
通
り
の
一
画
は
最
も
賑
わ
っ
た
場
所
だ
っ
た
。

シ
ェ
ノ
ー
は
、
大
通
り
の
活
気
が
筆
触
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目

し
、﹁
大
い
な
る
影
と
光
の
き
ら
め
き
の
中
に
、
私
た
ち
は
傑
作
を
見
出
す
﹂31

と
称

賛
し
た
。︽
ケ
・
ド
・
ル
ー
ヴ
ル
︾
と
本
作
品
を
比
べ
る
と
、
先
の
比
較
と
同
様
、

前
者
は
﹁
現
在
が
身
に
ま
と
う
こ
と
の
で
き
る
美
﹂
を
再
現
す
る
こ
と
で
、
後
者
は

﹁
現
在
と
い
う
本
質
的
な
特
性
﹂
を
通
し
て
モ
デ
ル
ニ
テ
を
描
き
出
し
て
い
る
と
い

え
る
。
批
評
文
に
は
﹁
運
動
の
瞬
間
な
る
も
の
﹂﹇l

ʼinstantané du m
ouvem

ent

﹈

と
い
う
語
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
モ
ネ
の
絵
画
に
つ
い
て
﹁
瞬
間
﹂
に
関
わ
る

語
が
用
い
ら
れ
た
最
初
の
例
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
後
も
、
モ
ネ
の
絵
画
に
は
﹁
瞬

間
﹂
等
の
語
が
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
時
間
を
も
た
な
い
絵

画
は
、
ど
ん
な
絵
も
瞬
間
を
し
か
描
け
な
い
は
ず
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
は
、
筆
触
表

現
と
偶
然
的
な
構
図
を
通
し
て
︵
右
端
の
切
り
取
ら
れ
た
人
物
に
よ
っ
て
、
画
面
が

パ
リ
の
街
を
垣
間
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
︶、﹁
瞬
間
的
﹂
と
見
え
る
よ
う

に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、﹁
瞬
間
的
﹂
で
あ
る
こ
と
が
レ
ア
リ
テ
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を
保
証
す
る
と
い
う
、
レ
ア
リ
ス
ム
の
新
し
い
様
態
が
示
さ
れ
て
い
る
。

モ
ネ
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
展
は
一
八
七
四
年
四
月
一
五
日
に
カ
ピ
ュ
シ
ー
ヌ
大
通
り

三
五
番
地
の
会
場
で
始
ま
っ
た
。
四
月
二
五
日
に
ル
ロ
ワ
が
彼
ら
を
揶
揄
す
る
批
評

を
発
表
、
そ
こ
か
ら
﹁
印
象
派
﹂︵﹁
印
象
主
義
者
た
ち
﹂︶
の
語
が
生
ま
れ
た
こ
と

は
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
四
日
後
の
四
月
二
九
日
に
は
、
カ
ス

タ
ニ
ャ
リ
が
次
の
よ
う
な
批
評
を
記
す
。﹁
彼
ら
を
一
語
で
説
明
し
よ
う
と
す
る

と
、﹁
印
象
派
﹂﹇im

pressionnistes

﹈
と
い
う
新
し
い
語
を
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な

い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
彼
ら
が
﹁
印
象
派
﹂
で
あ
る
の
は
、
風
景
を
描
い
た
か
ら
で

は
な
く
、
風
景
が
生
み
出
す
感
覚
﹇sensation produite par le paysage

﹈
を
描
い

た
か
ら
で
あ
る
﹂32
。
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
は
印
象
主
義
を
的
確
に
要
約
し
て
い
る
。
彼
が

印
象
主
義
を
定
義
づ
け
た
﹁
感
覚
を
描
く
﹂
こ
と
は
、
絵
具
の
マ
チ
エ
ー
ル
を
通
し

て
感
覚
を
具
体
化
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
一
八
六
〇
年
代
の
モ
ネ
の
歩
み
、
大

作
︽
草
上
の
昼
食
︾
の
計
画
か
ら
︽
ラ
・
グ
ル
に
エ
ー
ル
︾
に
至
る
作
品
に
は
、

﹁
現
在
﹂
を
ど
の
よ
う
に
描
く
か
と
い
う
課
題
を
一
貫
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
答
え
を
求
め
る
中
に
、
印
象
主
義
が
生
成
し
た
の
だ
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
モ

ネ
作
品
を
称
賛
し
た
先
の
シ
ェ
ノ
ー
の
批
評
は
次
の
よ
う
に
続
く
。﹁
近
づ
く
と
、

す
べ
て
は
消
え
去
る
。
判
読
し
が
た
い
パ
レ
ッ
ト
の
削
り
滓
が
残
る
の
で
あ
る
﹂33
。

﹁
現
在
﹂
を
描
い
た
モ
ネ
の
絵
画
は
、
他
方
で
、﹁
絵
画
﹂
の
現
在
︵
む
し
ろ
﹁
描
く

こ
とpainting

﹂
の
現
在
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
︶
を
呈
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注１ 　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
モ
ネ
書
簡
は
次
の
文
献
に
基
づ
く
。
ま
た
、
作
品
に
つ
い
て
は

カ
タ
ロ
グ
レ
ゾ
ネ
の
作
品
番
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挿
図
キ
ャ
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シ
ョ
ン
に
﹁W
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の
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。
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１．エドゥアール・マネ　《草上の昼食》　1863年　油彩／カンヴァス　208x295㎝　パリ／オルセー美術館

２．クロード・モネ 《草上の昼食》 W63　 1865-66年　油彩／カンヴァス　パリ／オルセー美術館

　　左端断片 W63⒜：184×150㎝　中央断片 W63⒝：248×217㎝

３．クロード・モネ 《草上の昼食（油彩習作）》 W62　1865-66年　油彩／カンヴァス　130×181㎝

　　モスクワ／プーシキン美術館

４．クロード・モネ　《「草上の昼食」のための習作》　1865年　黒クレヨン／紙　30.5×46.8㎝

　　ワシントン・D.C.／ナショナル・ギャラリー

５．クロード・モネ　《シャイイの道》 W56　油彩／カンヴァス　42×59㎝　パリ／オルセー美術館

６．クロード・モネ　《フォンテーヌブローのシャイイの道》 1864年　W19  油彩／カンヴァス　98×130㎝

　　個人蔵

７．クロード・モネ　《散歩（バジールとカミーユ）》 W61  1865年　油彩／カンヴァス　93.5×69.5㎝

　　ワシントン・D.C.／ナショナル・ギャラリー

1． 2． 3．

4． 5． 6． 7．
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８．カルル・ヴァン・ロー　《狩りの休息》　1737年　油彩／カンヴァス　220×250㎝　パリ／ルーヴル美術館

９．アントワーヌ・ヴァトー　《エルシオンの園》　1717年頃　油彩／カンヴァス　33×43㎝

　　ロンドン／ウォーレス・コレクション

10．エドゥアール・マネ　《チュイルリーの音楽会》　1860年　油彩／カンヴァス　76×118㎝

　　ロンドン／ナショナル・ギャラリー

11．ウジェーヌ・ブーダン　《トゥルーヴィルの浜辺》　パステル／紙　18.5×28.5㎝　個人蔵

12．ギュスターヴ・クールベ　《オルナンの埋葬》　1849-50年　油彩／カンヴァス　313× t664㎝

　　パリ／オルセー美術館

13．クロード・モネ　《緑衣の女性》 W65　1866年　カンヴァス／油彩　231×151㎝　ブレーメン美術館

14．エドゥアール・マネ　《ローラ・ド・ヴァランス》　1862年　油彩／カンヴァス  123×92㎝

　　パリ／オルセー美術館

15．クロード・モネ　《ラ・グルヌイエール》 W134　1869年　カンヴァス／油彩　74.6×99.7㎝

　　ニューヨーク／メトロポリタン美術館

16．クロード・モネ　《ラ・グルヌイエールの水浴》 W135　1869年　カンヴァス／油彩　73×92㎝

　　ロンドン／ナショナル・ギャラリー

17．クロード・モネ　《ラ・グルヌイエール》 W136　1869年　写真資料

18．クロード・モネ　《ケ・ド・ルーヴル》 W83　1867年　カンヴァス／油彩　65×92㎝　ハーグ市美術館

19．クロード・モネ　《カピュシーヌ大通り》 W292　1873年　カンヴァス／油彩  61×80㎝

　　モスクワ／プーシキン美術館

8． 9． 10． 11．

12． 13． 14． 15．

16． 17． 18． 19．




