
モ
ネ
と
プ
ル
ー
ス
ト

六
人
部

昭

典

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
︵
一
八
四
〇

一
九
二
六
︶
と
文
学
者
マ
ル

−

セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
︵
一
八
七
一

一
九
二
二
︶
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
。

−

も
っ
と
も
、
両
者
の
生
年
に
は
一
世
代
の
差
が
あ
る
。
モ
ネ
た
ち
が
﹁
画
家
、

彫
刻
家
、
版
画
家
等
の
美
術
家
の
共
同
出
資
会
社
﹂
を
結
成
し
、
そ
の
第
一
回

展
を
開
催
し
た
の
は
一
八
七
四
年
。
モ
ネ
が
出
品
し
た
︽
印
象
、
日
の
出
︾
を

揶
揄
す
る
批
評
文
か
ら
﹁
印
象
派
﹂
と
い
う
語
が
生
ま
れ
た
の
は
有
名
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
だ
ろ
う
︵
展
覧
会
も
後
に
﹁
第
一
回
印
象
派
展
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
る
︶。
だ
が
、
非
難
を
浴
び
た
印
象
主
義
は
し
だ
い
に
支
持
を
得
、
一
八
九

〇
年
頃
に
は
、
モ
ネ
は
印
象
派
の
第
一
人
者
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
画
壇
の
巨
匠
と

し
て
の
地
位
を
固
め
て
い
た
。
一
方
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
本
格
的
に
執
筆
活
動
を

始
め
た
の
は
一
八
九
〇
年
代
後
半
で
あ
り
、
代
表
作
と
な
る
﹃
失
わ
れ
た
時
を

求
め
て
﹄
を
構
想
し
始
め
た
の
も
一
九
〇
八
年
頃
だ
っ
た
。
こ
の
一
八
九
〇
年

以
降
と
い
う
時
期
は
、
モ
ネ
の
足
跡
の
中
で
は
後
半
期
に
あ
た
る
。
彼
は
主
に

連
作
と
い
う
形
式
で
作
品
を
制
作
し
、
晩
年
に
は
︽
睡
蓮
︾
連
作
を
手
が
け
る

の
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
直
接
的
な
交
友
は
な
く
、
モ
ネ
が
プ
ル
ー
ス
ト
の
作

品
か
ら
示
唆
を
得
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
プ
ル
ー
ス
ト

の
方
は
モ
ネ
の
絵
画
に
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
彼
の
関
心
は
﹃
失

わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
に
も
窺
わ
れ
、
ま
た
短
い
も
の
だ
が
、
モ
ネ
論
も
残
さ

れ
て
い
る
︵
未
発
表
の
草
稿
︶。
こ
こ
で
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
モ
ネ
の
作
品
に

見
出
し
た
も
の
を
通
し
て
、
モ
ネ
の
絵
画
や
印
象
主
義
を
再
考
す
る
ヒ
ン
ト
を

探
り
た
い
と
思
う
。

一
．︽
睡
蓮
︾
連
作
と
﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄

プ
ル
ー
ス
ト
の
﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
に
は
睡
蓮
の
庭
が
登
場
す
る
。

小
説
中
の
文
章
を
検
討
す
る
前
に
、
モ
ネ
が
制
作
し
た
︽
睡
蓮
︾
連
作
の
展
開

を
見
て
お
こ
う
。

モ
ネ
は
一
八
八
三
年
に
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
に
転
居
、
彼
は
村
が
気
に
入
り
、
後

半
生
の
四
三
年
を
こ
の
地
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
モ
ネ
は
借
り
て
い
た
土
地

と
家
を
一
八
九
〇
年
に
買
い
取
る
と
、
ま
ず
﹁
花
の
庭
﹂
を
造
成
す
る
。
さ
ら
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に
、
一
八
九
三
年
に
隣
の
敷
地
を
購
入
し
、
睡
蓮
の
池
を
中
心
と
し
た
﹁
水
の

庭
﹂
を
造
る
。
モ
ネ
は
一
八
九
〇
年
代
後
半
に
は
睡
蓮
の
池
を
描
き
始
め
た
。

現
在
、
池
を
描
い
た
三
点
と
、
睡
蓮
の
花
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
描
い
た
八
点

が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
八
九
九
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
モ
ネ
は
初
め
て

1

集
中
的
に
こ
の
主
題
に
取
り
組
む
。
現
在
、﹁︽
睡
蓮
︾
の
第
一
連
作
﹂︵
図
１
︶

と
呼
ば
れ
て
い
る
連
作
で
あ
る
。
カ
タ
ロ
グ
レ
ゾ
ネ
で
は
十
八
点
の
作
品

︵W

1
5
0
9
-
1
5
2
0W

1
6
2
8
-
1
6
3
3︶
が
確
認
で
き
、
こ
の
う
ち
の
九
点
が
、
一
九

〇
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
個
展
で
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
第
一
連
作
は
、
い
ず
れ
の

作
品
も
画
面
の
中
ほ
ど
に
日
本
風
の
太
鼓
橋
を
お
い
た
、
ほ
ぼ
同
じ
構
図
を
示

し
て
い
る
。
そ
し
て
作
品
ご
と
に
光
の
効
果
が
変
わ
り
、
と
き
に
は
緑
の
調
和

を
、
あ
る
い
は
緑
と
赤
褐
色
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
見
せ
る
。
モ
ネ
は
一
八
九
〇

年

九
一
年
に
︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
を
制
作
し
た
後
、︽
ポ
プ
ラ
︾
連
作
、

−

︽
ル
ー
ア
ン
大
聖
堂
︾
連
作
と
、
主
要
な
連
作
を
相
次
い
で
制
作
し
て
い
る
。

︽
睡
蓮
︾
の
第
一
連
作
は
、
こ
れ
ら
一
八
九
〇
年
代
の
連
作
の
形
式
、
特
に
モ

チ
ー
フ
に
加
え
て
構
図
も
限
定
さ
れ
た
︽
ル
ー
ア
ン
大
聖
堂
︾
の
形
式
を
踏
襲

し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。

モ
ネ
は
第
一
連
作
を
発
表
し
た
翌
年
、
一
九
〇
一
年
に
睡
蓮
の
池
を
拡
張
す

る
工
事
を
行
な
っ
た
。
そ
し
て
モ
ネ
は
数
倍
に
広
げ
ら
れ
た
池
を
モ
チ
ー
フ
に

し
て
、︽
睡
蓮
︾
の
第
二
連
作
に
取
り
組
む
︵W

1
6
5
4
-
1
7
3
5︶。
彼
が
第
二
連

作
を
描
き
始
め
た
の
は
一
九
〇
三
年
だ
が
、
制
作
は
一
九
〇
八
年
ま
で
続
き
、

八
〇
点
を
超
え
る
作
品
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
二
連
作
で
は
、
制
作
が
進

む
の
に
し
た
が
っ
て
、
モ
ネ
が
描
こ
う
す
る
も
の
が
次
第
に
推
移
し
て
ゆ
く
。

一
九
〇
四

〇
五
年
に
描
か
れ
た
デ
ン
ヴ
ァ
ー
美
術
館
所
蔵
の
作
品
︵
図
２
、

−

W

1
6
6
6︶
な
ど
で
は
、
壮
麗
と
も
い
え
る
色
彩
世
界
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
画
面
奥
に
池
の
縁
が
認
め
ら
れ
る
が
、
少
し
後
の
作
品
に
な
る

と
、
睡
蓮
の
浮
か
ぶ
水
面
だ
け
が
画
面
を
覆
う
よ
う
に
な
る
︵
図
３
︶。
色
彩

も
鮮
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
よ
り
、
調
和
が
優
先
さ
れ
る
。
水
面
に
は
、
白
や

淡
い
黄
色
あ
る
い
は
ピ
ン
ク
な
ど
、
微
妙
な
色
合
い
を
見
せ
る
睡
蓮
が
浮
か
ぶ

︵
睡
蓮
の
葉
の
下
に
は
濃
い
緑
色
が
加
え
ら
れ
、
丁
寧
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る

の
が
分
か
る
︶。
と
こ
ろ
が
、
一
九
〇
七
年
の
作
品
で
は
、
睡
蓮
の
描
き
方
が

簡
略
な
も
の
に
変
わ
る
︵
図
４
︶。
葉
の
描
写
は
波
紋
を
想
わ
せ
る
よ
う
で
あ

り
な
が
ら
、
一
方
、
水
面
に
映
る
影
、
す
な
わ
ち
反
映
が
垂
直
方
向
の
力
強
い

筆
触
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
先
の
作
品
で
は
あ
く
ま
で
睡
蓮
と
い
う
実
態
を

伴
っ
た
モ
チ
ー
フ
が
主
役
だ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
水
面
に
映
る
影
、
す
な
わ
ち

触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
い
わ
ば
﹁
虚
﹂
の
モ
チ
ー
フ
が
主
役
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
空
の
青
み
や
夕
刻
の
光
が
去
来
す
る
。
反
映
と
は
水

の
宿
さ
れ
た
光
の
効
果
に
他
な
ら
な
い
。
モ
ネ
は
し
ば
し
ば
﹁
光
の
画
家
﹂
と

呼
ば
れ
る
が
、
彼
は
ま
た
﹁
水
の
画
家
﹂
で
も
あ
っ
た
。
晩
年
の
モ
ネ
が
水
面

に
見
出
し
た
反
映
の
モ
チ
ー
フ
は
、
生
涯
を
通
し
て
彼
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ

だ
っ
た
光
と
水
が
融
合
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
画
面

は
水
面
の
広
が
と
し
て
の
二
次
元
性
を
保
ち
な
が
ら
、
反
映
を
介
し
て
想
起
さ

れ
る
空
の
高
み
に
よ
っ
て
、
水
面
下
に
降
り
ゆ
く
空
間
が
生
み
出
さ
れ
て
い

る
。︽

睡
蓮
︾
の
第
二
連
作
は
一
九
〇
七
年
に
発
表
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
が
、
モ

ネ
の
側
か
ら
画
廊
に
延
期
を
提
案
し
た
こ
と
が
、
一
九
〇
七
年
四
月
の
書
簡
か

ら
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
モ
ネ
は
翌
年
八
月
に
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
に
宛
て
た
手
紙
に

2
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次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。﹁
制
作
に
没
頭
し
て
い
ま
す
。
水
と
反
映
の
風
景

に
取
り
つ
か
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
﹂
。
モ
ネ
が
個
展
の
開
催
を
延
ば
し
た
の

3

は
、
こ
の
﹁
反
映
﹂
と
い
う
新
し
い
モ
チ
ー
フ
を
納
得
で
き
る
ま
で
描
く
た
め

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
連
作
は
、
よ
う
や
く
一
九
〇
九
年
に
開
催
さ
れ

た
個
展
に
四
八
点
が
展
示
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
モ
ネ
が
描
い
た

︽
睡
蓮
︾
連
作
の
モ
チ
ー
フ
は
、
第
一
連
作
で
描
か
れ
た
太
鼓
橋
の
か
か
る
睡

蓮
の
池
か
ら
、
第
二
連
作
で
は
、
睡
蓮
の
浮
か
ぶ
水
面
の
広
が
り
に
、
さ
ら
に

は
水
面
の
反
映
へ
と
推
移
し
て
い
る
。

プ
ル
ー
ス
ト
の
﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
第
一
篇
﹁
ス
ワ
ン
家
の
ほ
う

へ
﹂
に
は
、
睡
蓮
の
庭
が
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
行
く
と
、
流
れ
は
緩
や
か
に
な
り
、
あ
る

人
の
所
有
地
の
な
か
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
が
、
そ
の
地
所
の
出
入
り
を
一

般
に
許
し
て
い
た
所
有
者
は
、
か
ね
て
か
ら
水
草
園
芸
の
仕
事
を
楽
し
み

に
し
て
い
た
人
で
、
ヴ
ィ
ヴ
ォ
ー
ヌ
川
が
つ
く
る
い
く
つ
か
の
小
さ
な
池

の
中
に
、
文
字
通
り
の
睡
蓮
の
花
園
を
出
現
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
あ
た
り

は
川
岸
に
木
々
が
非
常
に
よ
く
繁
っ
て
い
て
、
高
い
木
陰
の
た
め
に
水
は

い
つ
も
暗
い
緑
の
地
色
を
た
た
え
て
い
た
が
、
荒
れ
模
様
の
午
後
の
空
が

お
さ
ま
っ
た
静
か
な
夕
方
に
帰
っ
て
く
る
と
き
な
ど
は
、
そ
の
地
色
が
、

七
宝
と
見
ま
が
う
日
本
趣
味
の
、
紫
が
か
っ
た
ラ
イ
ト
ブ
ル
ー
を
生
々
し

く
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
の
が
私
の
目
に
つ
い
た
。
水
面
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら

に
、
芯
が
真
っ
赤
で
縁
が
白
い
睡
蓮
の
花
が
、
い
ち
ご
の
よ
う
に
赤
ら
ん

で
い
た
。
さ
ら
に
そ
の
先
に
行
く
と
、
だ
ん
だ
ん
花
は
数
を
増
し
、
目

立
っ
て
色
が
薄
い
も
の
、
も
っ
と
艶
が
な
い
も
の
、
一
段
と
き
め
が
粗
い

も
の
、
さ
ら
に
襞
が
深
い
も
の
、
ま
た
偶
然
優
雅
な
渦
巻
き
型
を
し
た
の

が
、
な
ま
め
か
し
い
饗
宴
の
花
を
む
し
り
と
っ
て
ほ
ど
け
た
花
輪
に
モ
ス

ロ
ー
ズ
の
花
だ
け
を
残
し
た
悲
し
い
姿
を
見
る
よ
う
に
、
流
れ
の
ま
に
ま

に
漂
っ
て
い
る
も
の
な
ど
が
あ
っ
た
。
他
の
場
所
で
は
、
一
隅
が
あ
り
ふ

れ
た
普
通
の
種
類
の
睡
蓮
に
と
っ
て
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
れ
ら
は
き

れ
い
好
き
な
主
婦
の
手
で
洗
わ
れ
た
磁
器
の
よ
う
な
、
ロ
ケ
ッ
ト
･
フ
ラ

ワ
ー
の
清
潔
な
白
と
ピ
ン
ク
の
色
合
い
を
見
せ
て
い
た
。
一
方
、
も
う
少

し
先
に
行
く
と
、
文
字
通
り
の
浮
か
ぶ
花
壇
と
な
っ
て
、
押
し
合
う
よ
う

に
密
生
し
、
ま
る
で
あ
ち
こ
ち
の
庭
の
パ
ン
ジ
ー
が
、
蝶
の
よ
う
に
、
そ

の
青
み
を
お
び
た
艶
の
あ
る
羽
を
、
こ
の
水
上
の
花
畑
の
透
明
な
斜
面
に

休
め
に
来
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
水
上
の
花
畑
は
ま
た
天
上

の
花
畑
で
も
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
花
畑
は
、
花
自
身
の
色
よ
り

も
、
も
っ
と
貴
重
な
、
も
っ
と
感
動
的
な
色
で
で
き
た
一
種
の
土
を
、
花

に
与
え
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
花
畑
は
、
午
後
の
あ
い
だ
、
睡

蓮
の
下
に
、
注
意
深
く
だ
ま
っ
て
動
く
幸
福
の
万
華
鏡
を
き
ら
め
か
せ
る

と
き
も
、
夕
方
に
な
っ
て
、
ど
こ
か
遠
い
港
の
よ
う
に
、
沈
む
夕
日
の
薔

薇
色
と
夢
の
色
と
に
満
た
さ
れ
る
と
き
も
、
次
第
に
色
調
が
固
定
す
る
花

冠
の
ま
わ
り
に
、
そ
の
時
刻
の
も
っ
と
も
奥
深
い
も
の
、
も
っ
と
も
消
え

や
す
い
も
の
、
も
っ
と
も
神
秘
的
な
も
の
と
の
調
和
︱
す
な
わ
ち
無
限
な

も
の
と
の
調
和
︱
を
い
つ
ま
で
も
失
わ
な
い
よ
う
に
絶
え
ず
変
化
し
な
が

ら
、
睡
蓮
を
中
天
に
花
咲
か
せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

4

プ
ル
ー
ス
ト
の
文
章
を
細
か
く
検
討
す
る
こ
と
は
私
の
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
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は
な
い
が
、
こ
う
し
た
睡
蓮
の
描
写
に
は
モ
ネ
の
庭
や
作
品
が
関
わ
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
プ
ル
ー
ス
ト
自
身
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
一

九
一
三
年
十
二
月
の
書
簡
に
﹁
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
の
こ
と
で
す
が
、
い
い
勘
を

し
て
い
ま
す
ね
。
私
が
考
え
て
い
た
の
は
、
彼
の
こ
と
で
す
﹂︵
ア
ス
ト

5

リ
ュ
ッ
ク
宛
︶
と
記
し
て
お
り
、
モ
ネ
か
ら
示
唆
を
得
た
こ
と
を
認
め
て
い

る
。で

は
、
こ
の
睡
蓮
の
庭
の
描
写
に
際
し
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
示
唆
を
得
た
の

は
、
モ
ネ
が
手
が
け
た
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
の
庭
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
モ
ネ
が

描
い
た
︽
睡
蓮
︾
の
作
品
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
モ
ネ
の
庭
に
つ
い
て
は
、
次

の
よ
う
な
書
簡
が
残
さ
れ
て
い
る
。﹁
近
郊
に
あ
る
非
常
に
す
ば
ら
し
い
も
の

を
私
に
見
せ
る
手
筈
の
よ
う
で
し
た
が
、
エ
ヴ
ル
ー
に
は
も
う
う
ん
ざ
り
し
て

い
た
所
な
の
で
、
翌
朝
発
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
、
そ
れ
で
あ
の
遠
出
も
、
美
し

い
川
の
曲
が
り
角
に
近
い
、
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
に
あ
る
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
の
庭
も

訪
ね
ま
せ
ん
で
し
た
﹂︵
一
九
〇
七
年
十
月

ス
ト
ロ
ー
ス
夫
人
宛
︶。
こ
の
書

6

簡
が
記
さ
れ
た
時
点
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
の
庭
を
訪
れ
る
こ
と

を
望
み
な
が
ら
、
そ
の
機
会
は
な
か
っ
た
︵
そ
し
て
こ
の
後
も
、
訪
問
の
機
会

は
来
な
か
っ
た
よ
う
だ
︶。
同
じ
一
九
〇
七
年
に
﹃
フ
ィ
ガ
ロ
﹄
に
掲
載
さ
れ

た
書
評
の
一
節
で
も
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
モ
ネ
の
庭
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

モ
ネ
の
庭
園
は
き
っ
と
、
花
の
庭
と
言
う
よ
り
、
色
と
色
調
の
庭
、
つ
ま

り
昔
の
花
屋
の
庭
と
言
う
よ
り
色
彩
家
の
庭
︱
こ
ん
な
表
現
が
許
さ
れ
る

と
し
て
︱
だ
か
ら
、
そ
こ
で
は
、
花
が
自
然
の
配
置
そ
の
も
の
か
ら
は
多

少
と
も
ず
れ
た
あ
る
構
成
を
と
っ
て
植
え
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
と

言
う
の
も
、
彼
の
庭
園
で
は
、
そ
の
色
調
が
互
い
に
マ
ッ
チ
し
、
ブ
ル
ー

も
し
く
は
薔
薇
色
の
広
が
り
の
中
で
無
限
に
調
和
す
る
花
、
力
強
く
表
現

さ
れ
た
画
家
と
し
て
の
こ
う
し
た
意
図
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
、
色
彩
以
外

の
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
属
性
を
切
り
落
さ
れ
て
し
ま
っ
た
花
だ
け
が
、
同
時

に
咲
く
よ
う
に
植
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
地
上
に
咲
く

花
、
そ
し
て
ま
た
水
中
に
咲
く
花
、
巨
匠
が
画
布
に
描
い
た
あ
の
優
し
い

睡
蓮
た
ち
だ
。
こ
の
崇
高
な
庭
は
︵
絵
の
モ
デ
ル
と
言
う
よ
り
同
じ
芸
術

作
品
を
画
布
か
ら
自
然
の
上
に
移
動
さ
せ
た
も
の
、
直
接
自
然
の
中
に
描

か
れ
、
大
画
家
の
視
線
の
下
で
光
っ
て
い
る
す
で
に
完
成
し
た
絵
だ
︶、

ま
る
で
最
初
の
下
絵
、
生
き
て
い
る
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
す

で
に
甘
美
に
準
備
さ
れ
た
パ
レ
ッ
ト
が
、
調
和
し
た
色
調
が
出
番
を
待
っ

て
い
る
。

7

こ
の
文
章
に
も
、
モ
ネ
の
庭
を
訪
れ
る
機
会
を
待
ち
望
ん
で
い
た
気
持
ち
が

窺
わ
れ
る
が
、
ま
だ
見
て
は
い
な
い
モ
ネ
の
庭
の
特
徴
、
特
に
色
彩
の
効
果
が

見
事
に
要
約
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
当
時
、
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
の
庭
を
紹
介
す
る

記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
こ
う
し
た
文
章
か
ら
情
報
を
得
た

可
能
性
も
考
え
う
る
。
だ
が
、﹁
地
上
に
咲
く
花
、
そ
し
て
ま
た
水
中
に
咲
く

花
﹂
と
い
う
書
評
中
の
文
章
は
、
モ
ネ
が
描
い
た
作
品
を
こ
そ
想
起
さ
せ
る
。

彼
は
ま
た
、
庭
に
つ
い
て
、﹁
巨
匠
が
画
布
に
描
い
た
あ
の
や
さ
し
い
睡
蓮
た

ち
だ
﹂
と
も
記
す
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
モ
ネ
の
絵
を
通
し
て
、
絵
の
モ
チ
ー
フ
で

あ
る
庭
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

プ
ル
ー
ス
ト
が
示
唆
を
得
た
の
が
睡
蓮
を
描
い
た
作
品
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は

︽
睡
蓮
︾
連
作
の
展
示
を
見
た
の
だ
ろ
う
か
。︽
睡
蓮
︾
の
第
一
連
作
は
、
一
九

〇
〇
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
十
二
月
十
五
日
に
開
か
れ
た
個
展
﹁
ク
ロ
ー
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ド
・
モ
ネ
の
近
作
﹂
で
九
点
が
展
示
さ
れ
た
。
一
方
、
第
二
連
作
は
一
九
〇
九

年
五
月
六
日
か
ら
六
月
十
二
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
個
展
﹁
睡
蓮

水
の
風
景
の

連
作
﹂
で
発
表
さ
れ
て
い
る
︵
当
初
は
六
月
五
日
ま
で
の
予
定
だ
っ
た
が
、
一

週
間
、
延
長
︶。
会
場
は
い
ず
れ
も
パ
リ
の
デ
ュ
ラ
ン
＝
リ
ュ
エ
ル
画
廊
だ
っ

た
。
こ
の
う
ち
、
一
九
〇
〇
年
の
個
展
︵
第
一
連
作
︶
に
つ
い
て
は
プ
ル
ー
ス

ト
が
訪
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
の
、
一
九
〇
九
年
の
個
展
に
つ
い
て

は
、
彼
が
確
実
に
見
た
こ
と
を
明
か
す
資
料
は
な
い
よ
う
だ
。
し
か
し
な
が

8

ら
、﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
に
お
け
る
睡
蓮
の
描
写
を
読
む
と
、
彼
が
第

二
連
作
の
展
示
を
見
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。︽
睡
蓮
︾

の
第
一
連
作
と
第
二
連
作
の
違
い
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、﹁
こ
の
水

上
の
花
畑
は
ま
た
天
上
の
花
畑
で
も
あ
っ
た
﹂、
あ
る
い
は
﹁
睡
蓮
を
中
天
に

花
咲
か
せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
﹂
と
い
う
部
分
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ

に
反
映
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
第
二
連
作
の
特
質
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
し
て

プ
ル
ー
ス
ト
研
究
者
の
吉
川
一
義
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
コ
ン
ブ
レ
ー
の
庭
の

草
稿
が
記
さ
れ
た
時
期
と
一
九
〇
九
年
の
個
展
が
近
接
し
て
お
り
、
草
稿
の
執

筆
に
際
し
て
、
第
二
連
作
の
展
示
か
ら
プ
ル
ー
ス
ト
が
示
唆
を
得
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

9

二
．

エ
ル
ス
チ
ー
ル
像
と
モ
ネ
論

次
に
、﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
に
登
場
す
る
画
家
エ
ル
ス
チ
ー
ル
を
検

討
し
よ
う
。
こ
の
小
説
の
中
で
エ
ル
ス
チ
ー
ル
は
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
お
り
、
彼
に
つ
い
て
の
記
述
、
つ
ま
り
彼
の
芸
術
観
や
、
彼
が
描
い
た

作
品
に
関
す
る
記
述
が
多
く
認
め
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
画
家
像
は
、
プ

ル
ー
ス
ト
が
関
心
を
寄
せ
た
さ
ま
ざ
ま
な
画
家
や
作
品
が
複
合
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
た
だ
、
小
説
の
中
で
エ
ル
ス
チ
ー
ル
の
制
作
に
対
す
る
姿
勢
は
、﹁
彼

が
い
ま
直
接
に
感
じ
と
っ
た
も
の
か
ら
、
す
で
に
知
っ
て
い
た
も
の
を
は
ぎ

と
っ
て
し
ま
お
う
と
つ
と
め
て
い
た
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度

10

は
モ
ネ
の
有
名
な
言
葉
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
だ
ろ
う
。﹁
制
作
に
出
か
け
る
際

に
は
、
木
で
あ
れ
、
家
で
あ
れ
、
野
原
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
が
何
で
あ
る
か
を
忘

れ
る
よ
う
に
努
め
な
さ
い
。
こ
こ
に
は
青
い
正
方
形
が
、
ピ
ン
ク
の
四
角
形

が
、
黄
色
い
筋
が
あ
る
と
だ
け
考
え
る
の
で
す
。
眼
の
前
の
風
景
に
つ
い
て
の

あ
な
た
自
身
の
無
垢
な
印
象
を
得
る
よ
う
に
、
見
え
る
通
り
の
色
と
形
で
描
く

の
で
す
﹂。
モ
ネ
の
助
言
は
ア
メ
リ
カ
の
女
流
画
家
ペ
リ
ー
に
話
し
た
も
の
だ

11

が
、
彼
女
は
次
の
よ
う
な
モ
ネ
の
言
葉
も
伝
え
て
い
る
。﹁
盲
目
に
生
ま
れ
、

突
然
、
眼
が
見
え
れ
ば
良
か
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
眼
の
前
の
対
象
が
何
で
あ

る
か
を
知
ら
ず
に
描
け
た
だ
ろ
う
﹂。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
含
む
ペ

12

リ
ー
の
回
想
が
発
表
さ
れ
た
の
は
モ
ネ
の
死
の
翌
年
、
一
九
二
七
年
で
あ
り
、

プ
ル
ー
ス
ト
が
こ
れ
を
参
考
に
し
た
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
た
だ
、
プ
ル
ー
ス

ト
は
小
説
中
の
画
家
に
つ
い
て
、﹁
現
実
を
前
に
し
て
理
知
の
あ
ら
ゆ
る
概
念

か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
、
エ
ル
ス
チ
ー
ル
の
は
ら
っ
て
い
る
努
力
が
、
な
お

い
っ
そ
う
す
ば
ら
し
く
思
わ
れ
る
の
は
、
描
く
ま
え
に
自
分
を
何
も
知
ら
な
い

状
態
に
お
き
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
い
さ
ぎ
よ
く
忘
れ
て
し
ま
う
︵
な
ぜ
な
ら
、

自
分
が
知
っ
て
い
る
も
の
は
、
自
己
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
︶﹂
と
述

13

べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、﹁
外
界
の
事
物
を
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
状
態
の
通
り

に
表
現
し
な
い
で
、
わ
れ
わ
れ
の
最
初
の
視
像
が
形
成
さ
れ
る
あ
の
目
の
錯
覚
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通
り
に
表
出
し
よ
う
と
す
る
﹂
画
家
と
も
記
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
彼
の
絵
は
な

14

か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
ル
ス
チ
ー
ル
像

に
は
、
モ
ネ
を
含
む
印
象
主
義
の
画
家
た
ち
の
特
徴
や
、
一
八
七
〇
年
代
に
お

け
る
彼
ら
に
対
す
る
世
間
の
反
応
が
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
、
小
説
で
は
エ
ル
ス
チ
ー
ル
に
つ
い
て
﹁
偉
大
な
印
象
主
義
者le

g
ran

d

im
p
ressio

n
n
iste

﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
﹁
彼
ら
は
エ
ル
ス
チ
ー
ル

15

を
正
し
く
判
断
で
き
る
も
の
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー

か
ら
趣
味
の
教
訓
を
受
け
て
も
い
な
か
っ
た
し
、
モ
ネ
か
ら
真
理
の
教
訓
を
受

け
て
も
い
な
か
っ
た
﹂
と
記
さ
れ
る
。
何
よ
り
も
視
覚
の
真
実
に
忠
実
で
あ
ろ

16

う
と
し
た
エ
ル
ス
チ
ー
ル
像
が
形
作
ら
れ
る
上
で
、
モ
ネ
の
絵
画
と
の
関
わ

り
、
い
い
か
え
れ
ば
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
モ
ネ
の
作
品
に
見
出
し
た
も
の
は
小
さ

く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
に
は
、
エ
ル
ス
チ
ー
ル
が
描
い
た
絵
も
登
場
す

る
。

エ
ル
ス
チ
ー
ル
が
あ
る
楽
し
い
午
後
か
ら
切
り
と
っ
て
き
た
こ
の
四
角
い

画
面
に
は
、
流
れ
る
川
、
女
性
た
ち
の
ド
レ
ス
、
小
船
の
帆
、
た
が
い
に

も
つ
れ
あ
う
無
数
の
反
射
、
そ
う
し
た
も
の
が
境
を
接
し
て
つ
ら
な
っ
て

い
た
。
暑
さ
と
息
切
れ
の
た
め
に
ひ
と
と
き
ダ
ン
ス
を
休
ん
で
い
る
一
人

の
女
性
の
ド
レ
ス
の
な
か
に
、
目
を
う
ば
う
ば
か
り
に
美
し
く
玉
虫
色
に

光
っ
て
い
る
も
の
が
、
や
は
り
そ
れ
と
同
じ
光
り
方
で
、
と
ま
っ
た
小
舟

の
帆
布
の
な
か
に
も
、
小
さ
な
船
着
場
の
水
の
な
か
に
も
、
木
の
浮
桟
橋

の
な
か
に
も
、
葉
ご
も
り
や
空
の
な
か
に
も
あ
る
の
だ
っ
た
。﹇
…
…
﹈

あ
り
き
た
り
の
ド
レ
ス
も
、
そ
れ
自
体
美
し
い
帆
も
、
同
じ
反
射
を
映
す

二
つ
鏡
だ
。
い
っ
さ
い
の
価
値
は
画
家
の
眼
差
し
に
あ
る
。

17

モ
ネ
の
前
半
期
の
作
品
、︽
ラ
・
グ
ル
ヌ
イ
エ
ー
ル
︾
︵
図
５
、W

1
3
5︶
な
ど
、

セ
ー
ヌ
河
畔
の
休
日
の
情
景
を
描
い
た
絵
を
思
わ
せ
る
一
節
だ
ろ
う
。
そ
し
て

﹁
い
っ
さ
い
の
価
値
は
画
家
の
眼
差
し
に
あ
る
﹂
と
い
う
文
章
は
、
モ
ネ
が
提

起
し
た
変
革
の
本
質
を
捉
え
た
断
言
だ
と
い
え
る
。

プ
ル
ー
ス
ト
の
文
章
は
次
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
画
家
は
、
婦
人
が
暑
が
っ
て
ダ
ン
ス
を
や
め
た
瞬
間
、
木

が
影
の
ふ
ち
に
隈
ど
ら
れ
よ
う
と
す
る
瞬
間
、
帆
が
金
色
の
エ
ナ
メ
ル
塗

り
の
上
を
す
べ
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
見
え
る
瞬
間
、
そ
ん
な
眩
い
光
の
瞬
間

に
、
時
間
の
運
動
を
不
滅
の
ま
ま
に
と
ど
め
る
術
を
知
っ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
ま
さ
し
く
そ
の
瞬
間
が
わ
れ
わ
れ
の
上
に
か
く
も
強

い
力
で
押
し
つ
け
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
し
て
ま
さ
し
く
画
布
が
そ
の
瞬

間
を
か
く
も
ぴ
っ
た
り
と
固
定
し
て
、
も
っ
と
も
消
え
さ
り
や
す
い
も
の

の
印
象
を
と
ど
め
る
か
ら
こ
そ
、
人
々
は
身
に
感
じ
る
の
だ
︱
婦
人
は
ま

も
な
く
帰
っ
て
ゆ
き
、
小
舟
は
消
え
、
影
は
移
動
し
、
夜
が
訪
れ
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
を
、
快
楽
は
お
わ
る
こ
と
を
、
人
生
は
過
ぎ
さ
る
こ
と

を
、
そ
し
て
そ
こ
に
境
を
接
し
て
一
緒
に
連
な
る
こ
ん
な
に
多
く
の
光
に

よ
っ
て
も
ま
た
同
時
に
示
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ら
の
瞬
間
は
、
も
う
二
度
と

見
出
さ
れ
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
。

18

モ
ネ
の
絵
画
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
﹁
瞬
間in

stan
t

﹂
と
い
う
語
が
使
わ
れ
、
印

象
主
義
絵
画
の
特
質
で
あ
る
筆
触
表
現
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な

い
。
筆
触
に
よ
る
表
現
方
法
が
、
絶
え
間
な
い
変
化
を
捉
え
る
即
応
性
を
可
能

に
し
た
、
と
︵
あ
た
か
も
、
カ
メ
ラ
の
瞬
間
露
光
で
あ
る
か
の
よ
う
に
︶。
し
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か
し
、
い
か
に
簡
略
な
描
き
方
で
あ
っ
て
も
、
絵
が
一
瞬
に
描
か
れ
る
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
絵
画
は
文
学
や
演
劇
と
異
な
っ
て
、
ひ
と
つ

の
画
面
に
、
あ
る
瞬
間
を
し
か
提
示
で
き
な
い
。
モ
ネ
は
筆
触
表
現
を
通
し

て
、
画
面
が
﹁
瞬
間
﹂
と
見
え
る
よ
う
に
描
い
た
の
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
の

言
葉
を
借
り
れ
ば
、﹁
眩
い
光
の
瞬
間
に
、
時
間
の
運
動
を
不
滅
の
ま
ま
に
と

ど
め
る
術
﹂
を
筆
触
表
現
に
求
め
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
描
き
出
し

た
の
は
画
家
の
手
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
水
辺
の
情
景
な
ど
、
同
時
代

の
余
暇
の
主
題
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
モ
デ
ル
ニ
テ
の
指
摘
に
由
来
す
る
。
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
は
、﹁
モ
デ
ル
ニ
テ
と
は
移
ろ
い
や
す
い
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
﹂
と
主
張

19

し
た
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
﹁
ま
さ
し
く
画
布
が
そ
の
瞬
間
を
か
く
も
ぴ
っ
た
り
と

固
定
し
て
、
も
っ
と
も
消
え
さ
り
や
す
い
も
の
の
印
象
﹇l

im
p
ressio

n
la
p
lu
s

ʼ

fu
g
itiv

e

﹈
を
と
ど
め
る
か
ら
こ
そ
…
…
﹂
に
続
く
文
章
を
読
む
と
、
私
た
ち

は
、
モ
ネ
の
絵
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
瞬
間
の
表
現
が
、
時
間
軸
上
の
単
な
る
点

と
し
て
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

プ
ル
ー
ス
ト
は
短
い
も
の
だ
が
、
モ
ネ
論
を
残
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
次

20

の
よ
う
な
文
章
が
認
め
ら
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
で
、
こ
の
魔
法
の
鏡
に
身
を
か
が
め
、
次
い
で
そ
れ
か

ら
身
を
離
し
、
ほ
か
の
す
べ
て
の
思
考
を
捨
て
去
る
よ
う
に
試
み
、
そ
れ

ぞ
れ
の
色
の
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
。
そ
れ
ら
の
色
の
ひ
と
つ
ひ

と
つ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
の
中
に
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
印
象
を
呼
び
出

す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
画
布
の
上
の
色
彩
と
同
じ
く
ら
い
軽
や
か

で
多
彩
な
構
造
体
を
な
し
て
ひ
と
つ
に
結
び
つ
き
、
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力

の
な
か
に
ひ
と
つ
の
風
景
を
築
き
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

21

プ
ル
ー
ス
ト
は
、
描
か
れ
た
対
象
︵
再
現
的
イ
メ
ー
ジ
︶
で
は
な
く
、﹁
そ
れ

ら
の
色
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
の
中
に
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な

印
象
﹇d

es
im
p
ressio

n
s
p
assées

﹈
を
呼
び
出
す
﹂
と
指
摘
す
る
。
先
の
エ
ル

ス
チ
ー
ル
像
︵
制
作
の
姿
勢
︶
に
繋
が
る
文
章
だ
ろ
う
。
エ
ル
ス
チ
ー
ル
は
制

作
に
お
い
て
﹁
直
接
に
感
じ
と
っ
た
も
の
か
ら
、
す
で
に
知
っ
て
い
た
も
の
を

は
ぎ
と
ろ
う
﹂
と
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
同
じ
姿
勢
に
立
っ
て
、
モ
ネ
が
生
み

出
し
た
作
品
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
に
、
対
象
を
色
彩
単
位
に
還
元
す

る
と
い
う
印
象
主
義
絵
画
の
特
質
に
対
す
る
プ
ル
ー
ス
ト
の
認
識
を
見
る
こ
と

は
容
易
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
は
﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
の
中
で
、
芸
術
作

品
が
与
え
る
喜
び
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。﹁
印
象
の
快
感
を

そ
ん
な
に
深
く
し
ら
な
く
て
も
、
た
だ
な
ん
と
な
く
快
感
を
感
じ
と
ら
せ
る
も

の
と
か
、
会
っ
て
共
に
語
る
こ
と
が
可
能
な
他
の
愛
好
者
た
ち
に
ぜ
ひ
こ
の
快

感
を
伝
え
た
い
と
思
わ
せ
て
く
れ
る
も
の
と
か
に
、
結
び
つ
こ
う
と
す
る
、
そ

れ
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
も
他
の
愛
好
者
た
ち
と
自
分
と
の
双

方
に
と
っ
て
同
じ
ひ
と
つ
の
事
柄
を
話
題
に
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
、
そ
の

た
め
に
自
分
だ
け
に
固
有
の
印
象
の
個
人
的
な
根
っ
子
が
断
た
れ
て
し
ま
う
﹂。

22

描
か
れ
た
対
象
で
は
な
く
、
画
面
上
の
色
彩
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
と
向
か
い
合

い
、
絵
を
見
る
者
各
々
に
﹁
固
有
の
印
象
﹂
に
集
中
す
る
こ
と
。
モ
ネ
論
に
お

け
る
プ
ル
ー
ス
ト
の
文
章
は
、
む
し
ろ
絵
を
見
る
者
の
姿
勢
を
問
う
て
い
る
。

プ
ル
ー
ス
ト
は
こ
の
画
家
論
の
中
で
、﹁
モ
ネ
の
絵
は
、
ア
ル
ジ
ャ
ン
ト
ゥ

イ
ユ
や
、
ヴ
ェ
ト
ゥ
イ
ユ
や
、
エ
プ
ト
や
、
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
で
、
わ
れ
わ
れ
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に
、
魔
力
を
は
ら
ん
だ
本
質
を
示
し
て
く
れ
る
。
そ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
、
こ

れ
ら
祝
福
さ
れ
た
場
所
に
出
か
け
る
の
で
あ
る
﹂
と
も
記
す
。﹁
こ
れ
ら
祝
福

23

さ
れ
た
場
所
に
出
か
け
る
﹂
と
い
う
文
章
は
単
な
る
文
学
的
修
辞
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
プ
ル
ー
ス
ト
に
と
っ
て
、
絵
を
見
る
こ
と
は
、
描
か
れ
た
場
所
に
身
を

お
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
カ
ン
ヴ
ァ
ス
上
の
筆
触
、
す
な
わ
ち
絵
の
具
の
マ

チ
エ
ー
ル
を
通
し
て
、
光
な
ど
の
感
覚
的
な
も
の
を
身
体
的
に
感
じ
と
る
こ
と

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

プ
ル
ー
ス
ト
は
、﹁
直
接
に
感
じ
と
っ
た
も
の
か
ら
、
す
で
に
知
っ
て
い
た

も
の
を
は
ぎ
と
ろ
う
﹂
と
つ
と
め
る
エ
ル
ス
チ
ー
ル
の
制
作
態
度
に
つ
い
て
、

﹁
象
徴
主
義
の
技
巧
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
印
象
の
根
源
そ
の
も
の
に
誠
実
に

立
ち
か
え
るreto

u
r
sin

cère
à
la
racin

e
m
êm

e
d
e
l
im
p
ressio

n

﹂
と
指
摘
し
て

ʼ

24

い
る
。﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
に
着
手
す
る
以
前
、
若
い
プ
ル
ー
ス
ト
は

一
八
九
〇
年
代
半
ば
に
文
学
の
象
徴
主
義
が
も
つ
難
解
さ
を
批
判
し
、
詩
人
の

創
造
の
源
泉
と
し
て
、
自
然
に
立
ち
か
え
る
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

︵﹁
晦
渋
性
に
抗
し
て
﹂︶。
同
じ
時
期
、
未
発
表
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
彼
は
絵

画
に
対
す
る
関
心
を
最
初
に
ま
と
め
た
シ
ャ
ル
ダ
ン
論
も
執
筆
し
た
。
こ
れ
ら

二
つ
の
文
章
が
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
文
学
形
成
の
出
発
点
と
な
っ
た
こ
と
は
知
ら

れ
て
い
る
。
彼
が
モ
ネ
の
絵
画
へ
の
関
心
を
強
め
て
ゆ
く
の
は
、
こ
れ
よ
り
少

25

し
後
、
一
九
〇
〇
年
頃
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄

に
お
け
る
睡
蓮
の
描
写
に
先
立
っ
て
、︽
ル
ー
ア
ン
大
聖
堂
︾
連
作
へ
の
言
及

な
ど
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
で
は
、
睡
蓮
の
浮

26

か
ぶ
水
面
の
反
映
、
水
に
宿
さ
れ
た
光
の
効
果
に
つ
い
て
、﹁
も
っ
と
も
奥
深

い
も
の
、
も
っ
と
も
消
え
や
す
い
も
の
、
も
っ
と
も
神
秘
的
な
も
の
﹇ce

q
u
il̓

y
a
d
e
p
lu
s
p
ro
fo
n
d
,d
e
p
lu
s
fu
g
itif,d

e
p
lu
s
m
y
stérieu

x

﹈﹂
と
記
す
こ
と
に
な

る
。
当
時
、
モ
ネ
は
一
八
九
〇
年
代
の
連
作
か
ら
︽
睡
蓮
︾
連
作
へ
と
制
作
を

進
め
て
ゆ
く
の
だ
が
、
こ
の
時
代
、
美
術
の
世
界
で
も
、
象
徴
主
義
が
前
衛
の

中
心
と
な
り
、
彼
ら
に
よ
っ
て
印
象
主
義
は
批
判
さ
れ
た
。
だ
が
、
両
者
を
対

立
す
る
も
の
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
総
合
す
る
立
場
を
提
起
す
る
批
評
家
も

い
た
。
た
と
え
ば
、
オ
ク
タ
ー
ヴ
・
ミ
ル
ボ
ー
は
、﹁
も
っ
と
も
称
賛
す
べ
き

芸
術
家
と
は
、
自
然
が
隠
し
て
い
る
神
秘
に
も
っ
と
も
近
づ
い
た
人
で
あ
り
、

ま
た
も
っ
と
も
謙
虚
な
人
で
あ
る
﹂
と
主
張
し
た
。
彼
の
い
う
自
然
に
対
す
る

27

謙
虚
さ
は
、
象
徴
主
義
が
示
し
た
戦
略
的
な
批
評
の
文
脈
で
は
、
自
然
に
対
す

る
従
属
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
ミ
ル
ボ
ー
は
自
然

へ
の
謙
虚
さ
や
誠
実
さ
こ
そ
が
、
自
然
の
神
秘
に
近
づ
く
方
法
だ
と
考
え
、
そ

の
よ
う
な
画
家
と
し
て
モ
ネ
を
評
価
し
た
の
だ
っ
た
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
文
学
形

成
と
、
そ
こ
に
お
け
る
彼
の
モ
ネ
受
容
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
文
学
と
美

術
の
両
方
に
お
け
る
思
潮
の
流
れ
を
視
野
に
入
れ
て
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

三
．

印
象
、
連
作

こ
れ
ま
で
に
検
討
し
た
文
章
か
ら
も
窺
わ
れ
る
が
、﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め

て
﹄
で
は
﹁
印
象im

p
ressio

n

﹂
が
重
要
な
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
画

家
エ
ル
ス
チ
ー
ル
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
よ
う
に
、﹁
印
象
﹂
と
い
う

語
は
キ
ー
ワ
ー
ド
と
も
い
え
る
役
割
を
担
う
。
特
に
最
終
篇
﹁
見
出
さ
れ
た

時
﹂
で
は
、﹁
印
象
﹂
に
つ
い
て
の
考
察
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
。
絵
を
見
る
者
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の
姿
勢
を
問
う
先
の
部
分
は
、
こ
う
続
け
ら
れ
る
。

あ
ら
ゆ
る
印
象
は
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
て
、
半
ば
は
対
象
の
鞘
に
お
さ

ま
り
、
他
の
半
分
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
内
部
に
の
び
て
い
る
、
後
者
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
自
分
だ
け
な
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
早
ま
っ
て
こ

の
部
分
を
閑
却
し
て
し
ま
う
、
要
は
、
こ
の
部
分
の
印
象
に
こ
そ
自
分
の

精
神
を
集
中
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

28

そ
し
て
プ
ル
ー
ス
ト
は
こ
う
結
論
づ
け
る
。﹁
印
象
だ
け
が
、
た
と
え
そ
の
実

体
が
ど
ん
な
に
も
ろ
く
て
も
、
ま
た
そ
の
痕
跡
が
ど
ん
な
に
捉
え
に
く
く
て

も
、
真
実
の
基
準
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
、
印
象
こ
そ
は
精
神
に

よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
価
値
を
も
っ
た
唯
一
の
も
の
な
の
だ
﹂。

29

は
じ
め
に
触
れ
た
よ
う
に
、
一
八
七
四
年
に
モ
ネ
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
展
が
開

催
さ
れ
た
折
、
批
評
家
の
ル
ロ
ワ
は
彼
ら
を
揶
揄
す
る
記
事
を
掲
載
し
た
。
こ

の
展
覧
会
評
﹁
印
象
主
義
者
た
ち
﹇
印
象
派
﹈
の
展
覧
会L

ex
p
o
sitio

n
d
es

ʼ

im
p
ressio

n
n
istes

﹂︵
四
月
二
五
日
﹃
ル
・
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
﹄︶
か
ら
、﹁
印
象

30

派
﹂﹁
印
象
主
義
﹂
と
い
う
語
が
生
ま
れ
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ル
ロ
ワ
の

記
事
が
発
表
さ
れ
た
四
日
後
、
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
は
﹁
カ
ピ
ュ
シ
ー
ヌ
大
通
り
の

展
覧
会

印
象
主
義
者
た
ち
﹂︵
四
月
二
九
日
﹃
世
紀
﹄︶
と
い
う
批
評
で
次
の

よ
う
に
指
摘
し
た
。

彼
ら
を
一
語
で
特
徴
づ
け
る
た
め
に
は
、﹁
印
象
主
義
者
た
ち
﹂
と
い
う

新
し
い
語
を
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
彼
ら
が
印
象
主
義

者
で
あ
る
の
は
、
風
景
を
描
い
た
か
ら
で
は
な
く
、
風
景
が
も
た
ら
す

﹁
感
覚
﹂
を
描
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
語
は
す
で
に
彼
ら
の
間
で
も
使

わ
れ
て
い
る
。
カ
タ
ロ
グ
で
モ
ネ
氏
の
︽
日
の
出
︾
は
、
風
景
で
は
な

く
、﹁
印
象
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
点
に
着
目
す
る
と
、
彼
ら

は
現
実
的
な
も
の
か
ら
離
れ
、
観
念
的
な
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
。

31

カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
は
こ
の
よ
う
に
、
印
象
主
義
の
拠
り
ど
こ
ろ
を
﹁
感
覚san

sa-

tio
n

﹂
の
表
現
に
求
め
た
。
そ
し
て
一
八
七
七
年
に
開
催
さ
れ
た
第
三
回
展
で

は
、
画
家
た
ち
も
﹁
印
象
主
義
者
﹇
印
象
派
﹈
﹂
の
語
を
掲
げ
る
。
と
こ
ろ
が
、

最
後
の
印
象
派
展
と
な
る
第
八
回
展
が
開
催
さ
れ
た
一
八
八
六
年
以
後
、
新
印

象
主
義
な
ど
の
新
し
い
動
き
を
擁
護
す
る
批
評
家
た
ち
は
、
印
象
の
消
え
や
す

さ
を
再
び
非
難
す
る
よ
う
に
な
る
。

た
し
か
に
、﹁
印
象im

p
ressio

n

﹂
と
い
う
言
葉
に
は
曖
昧
な
響
き
が
伴
う
。

だ
が
、
こ
の
語
の
原
義
は
﹁
内
へ
押
し
つ
け
る
こ
とim

-p
ressio

n

﹂、
す
な
わ

ち
画
家
の
感
覚
と
い
う
身
体
的
な
も
の
へ
の
刻
印
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
内
的

な
も
の
へ
の
広
が
り
が
潜
む
︵
カ
ス
タ
ニ
ャ
リ
も
﹁
現
実
的
な
も
の
か
ら
離

れ
、
観
念
的
な
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
た
︶
。
そ
し
て
画
家

は
、
絵
筆
を
手
に
し
た
描
く
身
体
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
印
象
主
義
絵
画
の
筆
触

表
現
に
つ
い
て
は
先
に
﹁
瞬
間
﹂
に
関
わ
る
面
に
言
及
し
た
が
、
そ
の
意
義

は
、
自
ら
の
感
覚
を
絵
の
具
の
マ
チ
エ
ー
ル
を
通
し
て
カ
ン
ヴ
ァ
ス
上
に
実
体

化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
プ

ル
ー
ス
ト
が
わ
ざ
わ
ざ
﹁
肉
体
的
印
象u

n
e
im
p
ressio

n
,m
atérielle

﹂
と
い
う

語
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。﹁
肉
体
的
印
象
と
い
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
わ

れ
わ
れ
の
感
覚
を
通
し
て
入
っ
て
き
た
か
ら
だ
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ

か
ら
精
神
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
﹂
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
﹃
失
わ

32

れ
た
時
を
求
め
て
﹄
に
お
い
て
﹁
印
象
﹂
の
語
に
重
要
な
役
割
を
与
え
、
印
象

の
特
質
に
つ
い
て
、
消
え
や
す
さ
や
、
も
ろ
く
、
捉
え
に
く
い
も
の
で
あ
る
こ
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と
を
強
調
し
た
。
彼
は
印
象
が
感
覚
と
い
う
身
体
的
な
も
の
へ
の
刻
印
で
あ

り
、
そ
れ
こ
そ
が
﹁
真
実
の
標
識
﹂
だ
と
考
え
た
の
だ
っ
た
。
プ
ル
ー
ス
ト
は

後
半
期
の
モ
ネ
の
絵
画
に
関
心
を
寄
せ
て
ゆ
く
過
程
で
、
印
象
主
義
の
根
源
を

見
つ
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

プ
ル
ー
ス
ト
が
モ
ネ
か
ら
得
た
示
唆
に
つ
い
て
は
、﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め

て
﹄
の
構
想
と
﹁
連
作
﹂
の
関
わ
り
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
プ

ル
ー
ス
ト
は
後
に
﹃
サ
ン
ト
＝
ブ
ー
ヴ
に
答
え
る
﹄
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
草

稿
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。﹁
今
日
な
ら
、
同
一
の
主
題
を
何
度
で
も
、

そ
の
と
き
ど
き
に
異
な
っ
た
照
明
を
当
て
な
が
ら
扱
い
た
い
と
い
う
想
念
に
と

り
つ
か
れ
、
自
分
が
何
か
底
深
く
、
緻
密
で
、
力
強
く
、
圧
倒
的
、
独
創
的

な
、
強
烈
き
わ
ま
る
も
の
を
作
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
、
そ
う
い
う
文
学
者

を
想
像
し
て
み
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
。
モ
ネ
の
五
〇
点
に
も
の
ぼ
る
大
聖
堂
連

作
や
、
四
〇
点
に
も
及
ぶ
睡
蓮
の
連
作
を
考
え
て
見
て
下
さ
い
﹂。︽
睡
蓮
︾
第

33

二
連
作
の
四
八
点
が
展
示
さ
れ
た
一
九
〇
九
年
の
個
展
を
プ
ル
ー
ス
ト
が
見
た

だ
ろ
う
と
先
に
指
摘
し
た
が
、
こ
の
文
章
に
見
ら
れ
る
﹁
四
〇
点
に
も
及
ぶ
睡

蓮
の
連
作
﹂
と
い
う
文
章
は
、
そ
の
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、
こ
の
一
節

に
は
﹁
五
〇
点
に
も
の
ぼ
る
大
聖
堂
連
作
﹂
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、︽
ル
ー

ア
ン
大
聖
堂
︾
連
作
は
三
五
点
か
ら
な
り
、
一
八
九
五
年
の
個
展
も
、
そ
の
う

ち
の
二
〇
点
が
展
示
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
思

い
違
い
か
、
勇
み
足
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
モ
ネ
の
連
作

の
展
示
か
ら
受
け
た
感
銘
が
大
き
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

︽
睡
蓮
︾
の
第
二
連
作
が
展
示
さ
れ
た
一
九
〇
九
年
の
個
展
に
戻
ろ
う
。
私

た
ち
は
、
こ
の
展
示
で
は
、
連
作
の
在
り
方
そ
の
も
の
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
第
二
連
作
は
制

作
が
進
む
の
に
し
た
が
っ
て
、
主
た
る
モ
チ
ー
フ
が
睡
蓮
の
浮
か
ぶ
水
面
か

ら
、
水
面
の
反
映
へ
と
次
第
に
移
行
し
た
。
そ
し
て
大
半
の
作
品
は
、
水
面
の

広
が
り
だ
け
が
画
面
を
覆
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
前
の
連
作
が
展
示
さ
れ
た
場
合

は
、
た
と
え
ば
大
聖
堂
や
太
鼓
橋
の
か
か
る
池
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、︽
睡
蓮
︾
の
第
二
連
作
が
展
示
さ
れ
た
場
合
は
、
水
が
形
を
も
た
な
い
も

の
で
あ
る
の
で
、
水
面
の
広
が
り
は
次
の
作
品
へ
と
繋
が
り
、
連
続
す
る
水
の

広
が
り
が
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
四
八
点
の
︽
睡
蓮
︾
が
展
示
さ

れ
た
一
九
〇
九
年
の
個
展
に
は
﹁
水
の
風
景
の
連
作
﹂
と
い
う
副
題
が
つ
け
ら

れ
て
い
た
が
、
そ
の
言
葉
ど
お
り
、
会
場
を
訪
れ
た
人
々
は
一
続
き
の
水
の
広

が
り
と
向
か
い
合
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
に
は
、
作
品
ご
と
に
異
な
っ
た
微

妙
な
光
の
効
果
を
宿
し
な
が
ら
連
続
す
る
、
ひ
と
つ
の
水
の
風
景
が
構
成
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

四
．

反
映
と
記
憶
︱
結
び
に
か
え
て

プ
ル
ー
ス
ト
は
な
ぜ
、︽
睡
蓮
︾
連
作
に
惹
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に

触
れ
た
よ
う
に
、︽
睡
蓮
︾
連
作
の
制
作
が
進
む
の
に
し
た
が
っ
て
、
描
か
れ

る
モ
チ
ー
フ
は
、
水
面
に
浮
か
ぶ
睡
蓮
の
花
や
葉
か
ら
、
水
面
の
反
映
に
移
行

し
た
。
こ
の
反
映
は
水
に
映
る
影
、
す
な
わ
ち
実
体
の
な
い
虚
の
モ
チ
ー
フ

だ
っ
た
。
こ
の
実
体
を
伴
わ
な
い
モ
チ
ー
フ
は
捉
え
が
た
い
が
、
そ
れ
ゆ
え
に

私
た
ち
を
魅
了
す
る
。
そ
し
て
見
る
者
の
想
像
力
を
介
し
て
、
水
面
下
に
広
が

る
空
間
を
生
み
出
す
。
一
方
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
は
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記
憶
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
物
語
だ
と
い
わ
れ
る
。
記
憶
も
ま
た
実
体
に
乏
し
い

も
の
、
そ
し
て
﹁
も
っ
と
も
奥
深
く
、
も
っ
と
も
消
え
や
す
い
も
の
﹂︵﹃
失
わ

れ
た
時
を
求
め
て
﹄
の
中
で
反
映
が
こ
う
描
写
さ
れ
た
よ
う
に
︶
で
あ
る
だ
ろ

う
。
プ
ル
ー
ス
ト
が
モ
ネ
の
作
品
に
引
か
れ
た
要
因
の
一
つ
は
、
反
映
と
記
憶

が
も
つ
互
い
に
似
た
性
質
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

プ
ル
ー
ス
ト
が
﹁
肉
体
的
印
象
﹂
と
い
う
語
を
用
い
た
一
節
は
次
の
よ
う
に

続
け
ら
れ
て
い
る
。

問
題
は
、
考
え
る
こ
と
を
試
み
な
が
ら
、
言
い
か
え
れ
ば
、
私
が
感
じ
た

も
の
を
薄
暗
が
り
か
ら
出
現
さ
せ
て
そ
れ
を
あ
る
精
神
的
等
価
物
に
転
換

す
る
こ
と
を
試
み
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
感
覚
を
通
訳
し
て
、
そ
れ
と
同
じ

だ
け
の
法
則
を
も
ち
同
じ
だ
け
の
思
想
を
も
っ
た
表
徴
﹇
ル
ビ
：

シ
ー

ニ
ュ
﹈
に
翻
訳
す
る
よ
う
に
努
力
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
私
に
た
だ
ひ
と
つ
し
か
な
い
と
思
わ
れ
た
そ
の

方
法
は
、
ひ
と
つ
の
芸
術
作
品
を
つ
く
る
こ
と
よ
り
ほ
か
の
何
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
。

34

こ
こ
で
プ
ル
ー
ス
ト
が
い
う
﹁
芸
術
作
品o

eu
v
re
d
art

﹂
は
文
学
作
品
に
違
い

ʼ

な
い
。
ま
た
、
絵
画
と
文
学
を
同
列
に
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ

が
、
反
映
と
記
憶
と
い
う
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
示
す
共
通
性
と
、
プ
ル
ー
ス
ト

が
﹁
印
象
﹂
に
見
出
し
た
も
の
に
目
を
向
け
る
と
き
、
私
た
ち
は
世
紀
転
換
期

の
芸
術
の
一
面
を
再
考
す
る
手
が
か
り
を
見
出
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
１

本
稿
で
取
り
上
げ
る
モ
ネ
作
品
の
デ
ー
タ
は
ウ
ィ
ル
デ
ン
ス
タ
イ
ン
が
作
成
し
た
次

の
カ
タ
ロ
グ
レ
ゾ
ネ
に
基
づ
く
。
な
お
、
適
時
、
同
書
記
載
の
作
品
番
号
を
例
の
よ
う

に
記
す
。
例
：W

1
5
0
6。
ま
た
モ
ネ
の
書
簡
も
同
書
に
基
づ
く
。
記
載
の
書
簡
番
号
を

例
の
よ
う
に
記
す
。
例
：L

1
8
3
2。D

an
iel

W
ild
en
stein

,
C

laude
M

onet:
B

iographie

et
catalogue

raisonné,

Ⅰ
(
1
8
4
0
-
1
8
8
1
)

,

Ⅱ
(
1
8
8
2
-
1
8
8
7
)

,

Ⅲ
(
1
8
8
8
-
1
8
9
8
)

,

Ⅳ

(
1
8
9
9
-
1
9
2
6
)

,

Ⅴ
(

S
u
p
p
lém

en
t

)

,
L
au
san

n
e
an
d
P
aris,

1
9
7
4

,

1
8
7
9

,

1
9
7
9

,

1
8
8
5

,

1
9
9
1

.

２

﹁︽
睡
蓮
︾
連
作
の
展
覧
会
を
今
年
開
け
な
い
こ
と
は
、
私
も
残
念
で
す
。
で
も
、
延

期
し
よ
う
と
決
め
た
の
は
、
と
て
も
無
理
だ
と
考
え
た
か
ら
で
す
﹂。
一
九
〇
七
年
四
月

二
七
日
、
デ
ュ
ラ
ン
＝
リ
ュ
エ
ル
宛
書
簡
。L

1
8
3
2。W

ild
en
stein

,ib
id
.,p

.
4
7
2

.

３

一
九
〇
八
年
八
月
十
一
日
、
ジ
ェ
フ
ロ
ワ
宛
。L

1
8
5
4。Ib

id
.,p

.
3
7
4

.

４

M
arcel

P
ro
u
st,

À
la

recherché
du

tem
ps

perdu
,

︵
以
下
、R

T
P

-n

と
略
記
︶
Ⅰ,

B
ib
lio
th
éq
u
e
d
e
la
P
léiad

e,

1
9
8
7

,p
p

.
1
6
7
-
6
8

.

な
お
、
一
九
五
四
年
出
版
の
プ
レ
イ

ヤ
ー
ド
版
︵R

T
P

-a

と
略
記
︶
で
は
、
一
六
九

七
〇
頁
。
本
稿
に
お
け
る
﹃
失
わ
れ

−

た
時
を
求
め
て
﹄
等
の
訳
に
つ
い
て
は
、
次
の
全
集
の
井
上
究
一
郎
︵
他
︶
訳
を
参
照
、

基
本
的
に
同
書
の
訳
文
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
︵
一
部
の
表
記
を
変
更
︶。﹃
プ
ル
ー

ス
ト
全
集
﹄

第
一
巻

筑
摩
書
房

一
九
八
四
年

二
一
八

一
九
頁
。
な
お
、
以
下

−

の
注
で
は
、
原
文
と
﹃
プ
ル
ー
ス
ト
全
集
﹄︵﹃
全
集
﹄
と
略
記
︶
の
巻
数
と
頁
数
を
記

す
。

５

﹃
全
集
﹄

第
一
七
巻

四
八
四
頁
。

６

同
上
書

一
二
四
頁
。

７

M
arcel

P
ro
u
st,

C
ontre

Sainte-B
euve,

︵
以
下
、C

SB

と
略
記
︶,B

ib
lio
th
èq
u
e
d
e
la
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p
léiad

e,

1
9
7
1

,p
p

.
5
3
9
-
4
0

.

﹁
ド
・
ノ
ア
ー
ユ
伯
爵
夫
人
著

﹃
眩
惑
﹄﹂
﹃
全
集
﹄

第

一
五
巻

四
七
八
頁
。

８

吉
川
一
義
氏
の
指
摘
を
参
照
。
﹃
プ
ル
ー
ス
ト
美
術
館
﹄

筑
摩
書
房

一
九
九
八
年

二
八

三
三
頁
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
先
の
ア
ス
ト
リ
ュ
ッ
ク
宛
書
簡
︵
一
九
一
三
年
︶
の

−

後
半
に
﹁
私
が
見
た
︽
睡
蓮
︾
は
、
あ
る
展
覧
会
で
で
す
﹂
と
記
し
て
い
る
が
、
書
簡

集
の
注
釈
で
は
、
こ
の
展
覧
会
は
一
九
〇
〇
年
の
個
展
と
推
定
さ
れ
て
い
る
︵﹃
全
集
﹄

第
一
七
巻

四
八
四
頁

六
四
六
頁
︶
。

９

同
上
書

三
三

三
七
頁
。
な
お
、
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
は
、
こ
の
他
に
も
、
吉

−

川
氏
の
著
作
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

R
T

P
-n
,

Ⅱ,p

.
7
1
3

,
R

T
P

-a
,

Ⅱ,p

.
4
1
9

.

﹃
全
集
﹄

第
五
巻

一
五
一
頁
。

10

L
illa

C
ab
o
t
P
erry

,
R
em

in
iscen

ces
o
f
C
lau

d
e
M
o
n
et

fro
m

1
8
8
9to

1
9
0
9,

T
he

11

“
”

A
m

erican
M

agazine
of

A
rt,

M
arch

1
9
2
7

,in
ed
.,C

.S
tu
ck
ey
,

M
onet:A

R
etrospective,

N
ew

Y
o
rk

1
9
8
5

,p

.
1
8
3

.

Ib
id
.,p

.
1
8
3

.

12

R
T

P
-n
,

Ⅱ,p

.
1
9
6

,
R

T
P

-a
,

Ⅰ,p

.
8
4
0

.

﹃
全
集
﹄

第
三
巻

二
〇
〇

０
１
頁
。

13

−

R
T

P
-n
,

Ⅱ,p

.
1
9
4

,
R

T
P

-a
,

Ⅰ,p

.
3
8

.

同
上
書

一
九
九
頁
。

14

R
T

P
-n
,

Ⅲ,p

.
4
0
2

,
R

T
P

-a
,

Ⅱ,p

.
1
0
1
4

.

﹃
全
集
﹄

第
七
巻

二
三
三
頁
。

15

R
T

P
-a
,

Ⅲ,p

.
7
7
0

.

﹃
全
集
﹄

第
一
〇
巻

一
二
二
頁
。

16

R
T

P
-n
.

Ⅱ,p
p

.
7
1
3
-
1
4

,R
T

P
-a
,

Ⅱ,p
p

.
4
2
1
-
2
2

.

﹃
全
集
﹄

第
五
巻

一
五
二

五

17

−

三
頁
。

R
T

P
-n
.

Ⅱ,p

.
7
1
3

,R
T

P
-a
,

Ⅱ,p

.
4
2
2

.

﹃
全
集
﹄

第
五
巻

一
五
三
頁
。

18

C
h
arles

B
au
d
elaire,

L
e
p
ein

tre
d
e
la

v
ie

m
o
d
ern

e
,F

igaro

(
1
8
6
3
)

,Œ
uvres

19

“
”

com
pletes,

Ⅱ,B
ib
lio
th
èq
u
e
d
e
la
p
léiad

e,

1
9
7
6

,p

.
6
9
1

.

﹁
画
家
、
影
︱
モ
ネ
﹂。
注
釈
よ
れ
ば
、
初
出
は
フ
ァ
ロ
ア
版
﹃
サ
ン
ト
＝
ブ
ー
ヴ
に

20
反
論
す
る
﹄︵
一
九
五
四
年
︶
所
収
の
﹁
新
雑
録
﹂。
題
名
は
プ
ル
ー
ス
ト
自
身
に
よ
る
。

C
ontre

Sainte-B
euve

︵C
SB

と
略
記
︶,p

.
9
7
0

.

﹃
全
集
﹄

第
一
五
巻

五
八
九
頁
。

C
SB
,p

.
6
7
5

.

﹃
全
集
﹄

第
一
五
巻

二
八
三
頁
。

21

C
SB
,p

.
6
7
6

.

﹃
全
集
﹄

第
一
〇
巻

二
九
六

九
七
頁
。

22

−

﹃
全
集
﹄

第
一
五
巻

二
八
三
頁
。

23

R
T

P
-n
.

Ⅱ,p

.
7
1
2

,
R

T
P

-a
,

Ⅱ,p

.
4
1
9

.

﹃
全
集
﹄

第
五
巻

一
五
〇
頁
。

24

次
の
文
献
が
示
唆
に
富
む
。
保
刈
瑞
穂

﹃
プ
ル
ー
ス
ト
・
印
象
と
隠
喩
﹄

ち
く
ま

25
学
芸
文
庫

一
九
九
七
年
。

た
と
え
ば
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
ラ
ス
キ
ン
の
著
作
︵
ア
ミ
ア
ン
大
聖
堂
に
関
す
る
考

26
察
︶
を
取
り
上
げ
た
文
章
に
以
下
の
よ
う
に
記
す
。﹁
ク
ロ
ー
ド
･
モ
ネ
が
あ
の
傑
出
し

た
画
布
に
定
着
さ
せ
た
ど
の
時
刻
で
あ
れ
︵
そ
こ
に
は
、
人
間
が
作
り
上
げ
た
と
は
い

え
、
自
然
が
浸
し
つ
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
取
り
戻
し
た
も
の
、
つ
ま
り
大
聖
堂
の
生
命

が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
生
命
は
、
大
地
の
そ
れ
と
同
じ
く
二
重
に
回
転
し
な
が
ら
、

数
世
紀
に
及
ぶ
年
月
の
な
か
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
一
方
、
日
毎
に
新
た
に
生
ま
れ
、
終

わ
り
を
告
げ
る
︶、
と
に
か
く
初
め
て
目
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
に
は
、
自
然
が

そ
れ
を
包
む
千
変
万
化
の
色
彩
か
ら
脱
け
出
さ
せ
て
、
こ
の
正
面
の
前
に
立
つ
時
、
読

者
は
漠
然
と
し
た
、
し
か
し
強
烈
な
印
象
を
受
け
る
﹂︵C

SB
.p

.
8
9

.

﹃
全
集
﹄

第
一
四

巻

三
三
頁
︶。
な
お
、
後
半
に
﹁
自
然
が
そ
れ
を
包
む
千
変
万
化
の
色
彩d

es
ch
an
g
e-

an
tes

co
u
leu

rs
d
o
n
t
la
n
atu

re
l
en
v
elo

p
p
e

﹂
と
い
う
文
章
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
﹁
包

ʼ

む
﹂
と
い
う
語
は
、
一
八
九
〇
年
代
の
モ
ネ
の
連
作
に
関
す
る
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。

プ
ル
ー
ス
ト
が
こ
の
語
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
の
か
、
彼
が
当
時
の
言
説
を
承
知

し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

− 12−



O
ctav

e
M
irb
eau

,
L
e
ch
em

in
d
e
la

cro
ix

,F
igaro

,

2
3d

écem
b
re

1
8
8
7

,
M
irb
eau

,
27

“
”

D
es

artistes,ed
.,H

.Ju
in
.P
aris

1
9
8
6

,p

.
6
8

.

R
T

P
-a
,p

.
8
9
1

.

﹃
全
集
﹄

第
一
〇
巻

二
九
七
頁
。

28

R
T

P
-a
,p

.
8
8
0

.

﹃
全
集
﹄

第
一
〇
巻

二
八
〇
頁
。

29

L
o
u
is
L
ero

y
,
L
ex
p
o
sitio

n
d
es
Im
p
ressio

n
n
istes

,L
e

C
harivari,

2
5av

ril

1
8
7
4

,
in

30

“
ʼ

”

ex
h
.,cat.,C

entnaire
de

l’Im
pressionnism

e,
P
aris

1
9
7
4

,p
p

.
2
5
9
-
6
1

.

Ju
les

C
astag

n
ary

,
L
ex
p
o
sitio

n
d
u
b
o
u
lev

ard
d
es

C
ap
u
cin

es
L
es

im
p
ressio

n
-

31

“
ʼ

n
istes

,
L

e
Siècle,

2
9av

ril

1
8
7
4

,
ib
id
.,p
p

2
6
4
-
6
5

.
”

R
T

P
-a
,p

.
8
7
8

.

﹃
全
集
﹄

第
一
〇
巻

二
七
八
頁
。

32

C
SB
,p

.
2
7
6

.

﹃
全
集
﹄

第
一
四
巻

三
四
九
頁
。

33

R
T

P
-a
,p
p

.
8
7
8
-
8
9

.

﹃
全
集
﹄

第
一
〇
巻

二
七
八
頁
。

34
﹇
付
記
﹈

本
稿
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
研
究
者
の
吉
田
城
氏
の
一
周
忌
に
際
し
て
、
二
〇
〇
六
年
六
月

に
京
都
大
学
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
プ
ル
ー
ス
ト
と
芸
術
﹂
に
お
け
る
発
表

﹁
モ
ネ
、
ミ
ル
ボ
ー
、
プ
ル
ー
ス
ト
﹂
の
一
部
を
修
正
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
の
議
論
等
を
取
り
込
ん
で
書
き
改
め
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
加
筆
は
一
部
に

と
ど
ま
り
、
脱
稿
だ
け
が
大
幅
に
延
び
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

運
営
さ
れ
、
ま
た
本
稿
の
執
筆
に
示
唆
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
吉
川
一
義
氏
、
私
の
疑
問

に
丁
寧
に
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
吉
田
典
子
氏
に
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。
そ
し
て
吉
田
城
氏

が
残
さ
れ
た
ご
研
究
に
あ
ら
た
め
て
敬
意
を
表
し
た
い
。
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