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一　

は
じ
め
に

　

石
井
柏
亭
（
一
八
八
二―

一
九
五
八
）
は
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）

年
五
月
一
七
日
か
ら
六
月
一
三
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
第
三
回
太
平
洋
画
会

展
に
《
草
上
の
小
憩
》（
一
九
〇
四
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
蔵
）（
図

一
）と
題
す
る
作
品
を
出
品
し
た（

1
）。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
作
品
が
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
（Edouard 

M
anet, 

1832-83

）

の
有
名
な
《
草
上
の
昼
食
》（
一
八
六
三
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
蔵
）（
図

二
）
か
ら
着
想
を
得
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
や
人
物
構
成
か
ら

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
柏
亭
は
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
活
動
し
た
洋
画

家
で
、
著
作
も
多
く
、
二
科
会
・
日
展
な
ど
の
中
心
人
物
で
も
あ
っ
た
。

《
草
上
の
小
憩
》
は
そ
の
柏
亭
最
大
の
作
品
で
、
代
表
作
と
さ
れ
る
作
品

の
ひ
と
つ
で
も
あ
り
、
そ
れ
が
歴
史
上
名
高
い
マ
ネ
の
代
表
作
か
ら
発
想

を
得
て
い
る
こ
と
は
、
大
変
興
味
深
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
マ
ネ
の
《
草
上

の
昼
食
》
と
比
較
す
る
と
、
今
日
の
我
々
か
ら
見
て
、
あ
る
種
の
奇
妙
さ

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

タ
イ
ト
ル
の
通
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
草
の
上
に
座
り
休
息

す
る
四
名
の
少
年
少
女
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
を
務
め
た
の
は
柏
亭
の
弟

妹
で
、
降
り
注
ぐ
冬
の
日
差
し
を
浴
び
な
が
ら
、
杉
の
木
立
を
背
景
に
草

の
上
で
く
つ
ろ
い
で
い
る
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
散

歩
途
中
の
休
息
で
撮
っ
た
ス
ナ
ッ
プ
写
真
の
よ
う
な
偶
然
性
を
意
識
し
た

人
物
配
置
で
あ
り
、
彼
ら
は
皆
こ
ち
ら
に
視
線
を
向
け
て
い
る
。
技
法
的

論
説石

井
柏
亭
の
マ
ネ
受
容
に
よ
る
絵
画
観
の
成
立
と
そ
の
影
響

小
野
寛
子



図一　石井柏亭　《草上の小憩》　1904年　油彩、カンヴァス
92.0×137.5 cm　東京国立近代美術館

図二　エドゥアール・マネ　《草上の昼食》　1963年　油彩、
カンヴァス　208.0×264.5 cm　パリ、オルセー美術館
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に
は
、
筆
触
こ
そ
残
っ
て
い
る
が
荒
く
は
な
く
、
全
体
的
に
き
っ
ち
り
描

き
こ
ま
れ
て
い
る
。
印
象
主
義
的
な
大
気
や
光
の
表
現
を
試
み
る
た
め
に
、

画
面
全
体
に
黄
色
の
線
を
軽
く
乗
せ
て
い
る
が（

2
）、
こ
れ
に
よ
っ
て
印
象

派
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
画
面
の
明
る
さ
や
軽
妙
さ
な
ど
が
表
現
さ
れ

て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
そ
の
黄
色
が
均
一
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
画
面
に
紗
が
か
か
っ
た
よ
う
な
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
印
象
を
与
え

る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
実
際
こ
の
作
品
は
、
印
象
主
義
的
手
法
を
取
り
入

れ
た
群
像
画
の
、
我
が
国
に
お
け
る
先
駆
的
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
き
た（

3
）。
例
え
ば
、

〔
…
…
〕
油
彩
「
草
上
の
小
憩
」
は
初
期
の
代
表
作
に
な
る
。〔
…
…
〕

風
俗
画
的
興
味
で
も
、
文
学
的
内
容
へ
の
関
心
で
も
な
く
、
人
間
を
静

物
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
、
そ
の
自
由
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
群
像
構

成
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
マ
ネ
の
感
化
で
あ
っ
た
と
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い
う
が
〔
…
…
〕「
草
上
の
小
憩
」
と
い
う
題
名
も
マ
ネ
の
「
草
上
の

昼
食
」
か
ら
思
い
つ
い
た
と
い
う
。〔
…
…
〕
マ
ネ
に
鼓
吹
さ
れ
た
柏

亭
の
云
う
「
純
粋
の
画
的
興
味
」
に
よ
る
群
像
構
成
の
新
し
さ
を
目
立

た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
わ
が
国
で
最
初
の
作
品
で
あ
り
、
さ
ら
に
印

象
主
義
の
描
法
〔
…
…
〕
も
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
て
、
作
画
思
考
の
新

し
さ
と
い
う
点
で
、
明
治
洋
画
の
棟
梁
黒
田
清
輝
の
古
典
主
義
的
な
意

図
に
よ
る
構
想
画
「
昔
語
り
」（
明
治
三
一
年
）
と
は
、
格
段
の
差
の

あ
る
も
の
で
あ
る（

4
）。

　

一
方
、
マ
ネ
の
《
草
上
の
昼
食
》
は
、
一
八
六
三
年
の
サ
ロ
ン
に
提
出

さ
れ
る
も
落
選
、
同
年
の
「
落
選
展
」
に
出
品
さ
れ
た
。
そ
こ
に
描
か
れ

て
い
る
の
は
、
森
の
中
、
草
の
上
に
座
る
三
人
の
男
女
と
背
景
の
一
人
の

女
性
で
あ
る
。
二
人
の
男
性
は
着
衣
で
あ
る
が
、
女
性
は
た
だ
ひ
と
り
裸

で
あ
る
。
背
景
の
女
性
は
、
川
の
中
で
中
腰
で
半
裸
の
状
態
で
あ
る
。
画

面
向
か
っ
て
左
手
前
に
は
、
女
性
が
脱
ぎ
捨
て
た
と
思
し
き
衣
服
と
果
物

や
パ
ン
、
そ
れ
ら
が
入
っ
て
い
た
バ
ス
ケ
ッ
ト
な
ど
が
散
乱
し
て
い
る
。

《
草
上
の
昼
食
》
は
広
く
大
衆
の
目
に
触
れ
る
と
、
観
衆
か
ら
激
し
く
非

難
さ
れ
、
批
評
家
の
物
議
を
呼
ん
だ
。
そ
の
原
因
は
大
別
し
て
二
つ
の
点

に
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
造
形
的
側
面
、
も
う
ひ
と
つ
は
そ
の
主
題
的
側
面

で
あ
る
。
造
形
的
側
面
に
関
し
て
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
か
ら
続
く
伝
統
的

な
三
次
元
的
表
現
方
法
の
不
採
用
、
は
っ
き
り
と
し
た
明
暗
の
対
比
に
よ

る
絵
画
の
平
面
性
・
二
次
元
性
の
強
調
、
裸
婦
の
身
体
の
非
理
想
化
、
滑

ら
か
な
仕
上
げ
、
い
わ
ゆ
る
フ
ィ
ニ
ー
（fini

）
の
未
達
成
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
て
い
た
。
主
題
的
側
面
に
関
し
て
は
、
落
選
展
で
は
《
水
浴
》
と
い

う
伝
統
的
タ
イ
ト
ル
を
与
え
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
実
際
に
描
か
れ
て
い

る
の
は
「
現
在
」
の
情
景
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
当
時
の
慣
習
か

ら
す
れ
ば
、
野
外
で
の
裸
婦
は
神
話
的
情
景
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
二
人
の
若
い
男
性
が
同
時
代
の
学
生
の
衣

装
を
身
に
着
け
、
裸
体
の
女
性
達
も
ご
く
一
般
的
な
風
貌
・
ス
タ
イ
ル
で

描
か
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
こ
そ
伝
統
を
踏
襲
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の

内
容
は
全
て
に
お
い
て
「
当
世
風
」
で
あ
り
、「
現
在
」
で
あ
っ
た
。
そ

の
結
果
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
当
時
流
行
し
た
ピ
ク
ニ
ッ
ク
、
特

に
学
生
が
娼
婦
を
連
れ
て
森
へ
遊
び
に
行
く
よ
う
な
、
い
か
が
わ
し
い
風

俗
と
結
び
つ
き
、
不
道
徳
と
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う

し
た
同
時
代
の
衣
装
と
裸
婦
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
当
時
か
ら
ル
ー
ヴ
ル

美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
（T

iziano 
V
ecellio, 

1490?-1576

）
の
《
田
園
の
奏
楽
》
と
類
似
し
、
人
物
の
構
成
や
ポ
ー

ズ
は
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
（Raffaello Santi, 1483-1520

）
の
神
話
画
に
基

づ
く
マ
ー
カ
ン
ト
ニ
オ
・
ラ
イ
モ
ン
デ
ィ
（M

arcantonio 
Raim

ondi, 

1480-1534
）
の
版
画
か
ら
借
り
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
マ
ネ
は

こ
こ
で
、
伝
統
的
な
名
作
で
は
許
さ
れ
る
こ
と
が
な
ぜ
現
代
で
は
許
さ
れ

な
い
の
か
、
と
い
っ
た
絵
画
の
規
範
を
巡
る
異
議
申
し
立
て
を
も
行
っ
て
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い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

5
）。

　

こ
の
よ
う
に
こ
の
二
つ
の
作
品
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
や
、

背
景
に
木
立
が
あ
り
、
草
の
上
に
男
女
四
名
の
登
場
人
物
が
座
っ
て
い
る

と
い
う
設
定
こ
そ
類
似
し
て
い
る
が
、
主
題
と
し
て
も
様
式
と
し
て
も
根

本
的
に
異
質
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
認
識
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
相
違
は

な
ぜ
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
柏
亭
は
、
実
は
我
が
国
に
お
い
て
最
も
早
い

時
期
に
、
マ
ネ
を
受
容
し
た
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
柏
亭
が
単
に
マ
ネ

か
ら
タ
イ
ト
ル
と
設
定
を
借
り
た
だ
け
だ
と
考
え
る
こ
と
は
た
や
す
い
。

だ
が
、
柏
亭
の
著
作
か
ら
そ
の
マ
ネ
受
容
の
あ
り
か
た
を
検
証
す
る
と
、

そ
の
根
は
意
外
と
深
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
本
論
は
、
柏
亭
が
い
か
な
る

テ
キ
ス
ト
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
マ
ネ
を
理
解
し
た
か
を
辿
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
《
草
上
の
小
憩
》
に
露
呈
す
る
マ
ネ
と
の
懸
隔
の
理
由
を
明

ら
か
に
し
、
そ
れ
が
柏
亭
の
絵
画
観
の
形
成
に
重
大
な
意
味
を
持
っ
た
と

い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
を
主
眼
と
す
る
。
画
家
の
み
な
ら
ず
批
評
家
、
文

筆
家
と
し
て
も
影
響
力
の
あ
っ
た
柏
亭
の
マ
ネ
観
は
、
日
本
の
マ
ネ
受

容（
6
）の
み
な
ら
ず
近
代
美
術
の
方
向
に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
尚
、
本
論
で
は
引
用
文
の
漢
字
・
仮
名
使
い
な
ど
は
原

則
と
し
て
原
文
に
従
っ
た
。

二　
『
泰
西
名
畫
家
傳　

マ
ネ
エ
』

　

柏
亭
が
い
か
に
マ
ネ
を
知
っ
た
か
は
、
後
年
彼
自
身
が
エ
ッ
セ
イ
の
中

で
回
想
し
て
い
る
。
そ
れ
は
《
草
上
の
小
憩
》
の
制
作
か
ら
十
七
年
後
の

一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
泰
西
名
畫
家
傳　

マ
ネ

エ
』
と
い
う
著
作
で
あ
る（

7
）。
こ
れ
は
テ
オ
ド
ー
ル
・
デ
ュ
レ
（T

heo-

dore 
D
uret, 

1838-1927

）
著
「
マ
ネ
と
フ
ラ
ン
ス
印
象
派
画
家
た

ち
」（8
）の
英
訳
か
ら
の
重
訳
で
あ
る
「
マ
ネ
エ
傳
」
に
、「
マ
ネ
エ
の
藝

術
」
と
題
す
る
柏
亭
自
身
の
文
章
を
加
え
た
二
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、

「
マ
ネ
エ
の
藝
術
」
に
は
、
柏
亭
が
そ
の
名
を
初
め
て
知
っ
た
と
き
の
こ

と
、
マ
ネ
作
品
に
つ
い
て
の
諸
家
の
解
釈
の
引
用
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
柏

亭
の
見
解
、
及
び
渡
欧
し
た
際
に
目
に
し
た
マ
ネ
作
品
と
そ
の
感
想
、
そ

し
て
こ
の
画
家
に
つ
い
て
柏
亭
が
抱
く
印
象
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
興
味
深
い
の
は
、
柏
亭
が
マ
ネ
を
い
つ
ど
こ
で
知
っ
た
か
に
関
す
る

言
及
で
あ
る
。

私
が
は
じ
め
て
マ
ネ
エ
の
名
を
知
つ
た
の
は
明
治
三
十
二
年
三
月
二
十

六
日
（
一
八
九
九
年
）、
フ
エ
リ
ッ
ク
ス
・
レ
ガ
メ
ー
（Felix 

Régam
ey

）
が
地
學
協
會
堂
に
於
て
明
治
美
術
會
々
員
有
志
者
の
為

め
に
し
た
講
演
を
通
し
て
ゞ
あ
つ
た
。
準
會
員
と
な
つ
て
居
た
私
も
案

内
を
受
け
た
の
で
あ
つ
た
ら
う
が
、
其
頃
日
々
の
勤
め
の
あ
つ
た
私
は

そ
れ
を
聽
く
こ
と
が
出
来
ず
、
其
後
會
の
報
告
書
に
掲
載
さ
れ
た
筆
記

に
よ
つ
て
僅
に
そ
れ
を
知
つ
た
の
で
あ
る（

9
）。
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一
八
九
九
年
、
十
七
歳
の
柏
亭
は
既
に
明
治
美
術
会
の
準
会
員
で
あ
り
、

そ
の
講
演
会
の
報
告
書（

10
）に
よ
っ
て
初
め
て
マ
ネ
の
名
を
知
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
マ
ネ
に
関
す
る
評
価
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

彼
れ
が
其
時
の
講
演
は
、『
佛
國
美
術
の
来
歴
を
述
べ
て
併
せ
て
現
今

の
状
況
を
評
す
』
と
云
ふ
題
目
で
あ
つ
た
。〔
…
…
〕
多
少
官
學
的
傾

向
の
あ
る
彼
れ
は
十
九
世
紀
佛
蘭
西
畫
の
歴
史
を
説
い
て
寫
實
派
か
ら

印
象
派
に
及
び
、〔
…
…
〕
其
時
彼
れ
が
マ
ネ
エ
に
就
い
て
語
つ
た
の

は
ひ
ど
く
嘲
弄
的
で
も
な
か
っ
た（

11
）。

　

続
い
て
柏
亭
は
、
レ
ガ
メ
ー
の
講
演
報
告
書
を
目
に
し
た
後
、
マ
ネ
及

び
マ
ネ
作
品
に
つ
い
て
見
聞
を
広
め
る
機
会
が
ど
の
よ
う
な
形
で
訪
れ
た

か
述
べ
て
い
る
。《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》（
一
八
六
三
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
蔵
）

（
図
三
）
を
初
め
て
見
た
の
は
、
恩
師
で
あ
る
浅
井
忠
（
一
八
五
六―
一

九
〇
七
）
が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
持
ち
帰
っ
た
マ
ネ
に
関
す
る
書
物
に
よ
っ
て

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
際
に
恩
師
の
マ
ネ
に
つ
い
て
の
意
見
は
特
に
聞
か
な

か
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、《
草
上
の
昼
食
》
に
関
し
て
は
、
ア
メ

リ
カ
の
雑
誌
『
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
』
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
知
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

其
頃
私
は
偶
然
『
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
』
雜
誌
に
載
せ
ら
れ
た
ピ
ー
・
ジ

ー
・
ハ
マ
ー
ト
ン
（P. G. H

am
erton

）
の
マ
ネ
エ
に
関
す
る
記
事
を

讀
ん
で
、
そ
れ
を
譯
し
て
見
た
り
し
た
。
そ
れ
は
多
分
一
八
九
五
年
頃

の
『
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
』
で
あ
つ
た
ろ
う
。
何
故
か
な
れ
ば
其
冒
頭
に

『
マ
ネ
エ
が
死
ん
で
か
ら
も
う
十
二
三
年
に
も
な
る
が
』
と
書
い
て
あ

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
エ
ヅ
ワ
ー
ル
・
マ
ネ
エ
の
笛
吹
』
と
云

ふ
標
題
で
、
マ
ネ
エ
の
肖
像
寫
眞
と
木
口
彫
に
さ
れ
た
『
笛
吹
』
と
を

挿
畫
と
し
て
居
た
。
私
は
こ
れ
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
『
笛
吹
』
の
圖
を

知
つ
た
。〔
…
…
〕
ハ
マ
ー
ト
ン
の
批
評
は
あ
ま
り
肩
を
持
つ
の
で
も

な
く
又
貶
す
る
の
で
も
な
い
中
間
的
な
態
度
を
と
つ
て
居
た（

12
）。

　

ハ
マ
ー
ト
ン
の
文
章
は
こ
の
あ
と
《
草
上
の
昼
食
》
に
つ
い
て
触
れ
る

が
、
そ
こ
に
は
図
版
が
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
柏
亭
に
よ
れ
ば
、
想
像

す
る
に
留
ま
っ
て
い
た
《
草
上
の
昼
食
》
を
初
め
て
目
に
し
た
の
は
、
小

山
正
太
郎
（
一
八
五
七―

一
九
一
六
）
の
講
演
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の

講
演
は
、
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
を
見
た
小
山
が
帰
国
後
に
有

志
を
集
め
て
、
そ
の
博
覧
会
の
感
想
を
語
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
柏
亭
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〔
…
…
〕
私
は
小
山
の
觀
察
に
首
肯
出
来
ぬ
多
く
の
も
の
を
見
出
し
た
。

〔
…
…
〕
小
山
は
マ
ネ
エ
の
晝
な
ど
に
何
等
の
同
感
を
も
示
さ
な
か
っ
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た
。
彼
は
『
草
上
の
晝
餐
』
の
裸
婦
を
指
し
て
肉
附
け
の
ぼ
か
し
足
ら

ぬ
、
變
な
も
の
で
あ
る
と
言
つ
た
。
併
し
私
は
多
く
の
聽
衆
と
共
に
其

寫
眞
を
見
廻
し
な
が
ら
、
小
山
の
所
詮
ぼ
か
し
足
ら
な
い
の
が
却
っ
て

新
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
つ
た
の
で
あ
る（

13
）。

「
マ
ネ
エ
の
藝
術
」
に
は
、
レ
ガ
メ
ー
の
講
演
報
告
書
で
は
じ
め
て
マ
ネ

の
名
を
知
り
、
そ
の
後
《
草
上
の
昼
食
》
を
知
る
に
至
る
ま
で
の
経
緯
が

か
な
り
詳
細
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
の

こ
の
著
述
に
は
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
に
柏
亭
が
な
ぜ
マ
ネ
に
基

づ
い
て
《
草
上
の
小
憩
》
を
も
の
す
る
に
い
た
っ
た
か
、
そ
の
「
動
機
」

に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
は
、
柏
亭
が
読
ん
だ
レ
ガ
メ

ー
の
講
演
報
告
書
と
ハ
マ
ー
ト
ン
の
マ
ネ
批
評
文
に
直
接
当
た
り
、
当
時

柏
亭
が
ど
の
よ
う
な
マ
ネ
観
を
抱
い
た
の
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

三　

レ
ガ
メ
ー
の
講
演
報
告
書

　

フ
ラ
ン
ス
人
画
家
の
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
レ
ガ
メ
ー
（Felix Régam

ey, 

1844-1907

）
は
、
そ
の
日
本
研
究
に
よ
っ
て
エ
ミ
ー
ル
・
ギ
メ
（Ém

ile 

Étienne Guim
et, 1836-1918

）
と
共
に
日
仏
文
化
交
流
に
尽
力
し
た
こ

と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
一
八
九
九
年
、
二
度
目
の
訪
日
中
で
あ
っ
た
レ
ガ

メ
ー
に
よ
っ
て
、
明
治
美
術
会
で
行
わ
れ
た
講
演
の
報
告
書
は
、『
佛
國

美
術
の
来
歴
を
述
べ
て
併
せ
て
現
今
の
状
況
を
評
す
』
と
題
さ
れ
、
同
年

の
『
美
術
評
論
』
の
第
二
一
号
と
第
二
二
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る（

14
）。
こ

の
講
演
会
の
目
的
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
絵
画
の
状
況
、
つ
ま
り
印
象
派

に
つ
い
て
話
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
冒
頭
レ
ガ
メ
ー
は
、
美
術
は
時
が

育
て
る
も
の
で
あ
る
か
ら
一
流
派
を
過
去
と
切
り
離
し
て
語
れ
る
も
の
で

は
な
い
た
め
、
印
象
派
に
つ
い
て
話
す
前
に
ま
ず
フ
ラ
ン
ス
絵
画
史
に
触

れ
る
と
し
て
、
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
か
ら
は
じ
め
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
へ
と
進
み
、
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ク
ー
ル
ベ
（Gustave 

Courbet, 
1819-77

）
を
「
今
の
「
レ
ヤ
リ
ス

ム
」」（15
）を
作
っ
た
画
家
と
し
て
紹
介
す
る
。

「
レ
ヤ
リ
ス
ム
」
と
云
ふ
者
の
畫
風
は
始
め
人
が
見
て
笑
つ
た
、

〔
…
…
〕
實
を
寫
そ
う
と
云
ふ
上
か
ら
、
今
ま
で
云
ひ
傳
へ
た
尊
嚴
尊

大
の
畫
と
云
ふ
も
の
は
他
に
退
け
て
、
新
機
軸
を
出
し
て
、
眼
に
觸
れ

た
物
を
書
く
と
云
ふ
趣
意
で
あ
つ
た
、
そ
れ
が
為
め
に
「
レ
ヤ
リ
ス

ム
」
の
畫
と
云
ふ
も
の
は
凡
俗
で
見
る
に
足
ら
ぬ
と
し
た
の
は
一
體
の

人
の
間
違
ひ
で
、
こ
れ
が
此
人
の
風
で
あ
つ
た
の
で
、
必
ら
ず
し
も
凡

俗
の
畫
凡
俗
の
形
を
示
さ
う
と
云
ふ
の
で
は
な
か
ッ
た
の
で
あ
り
ま
せ

う
が
、
勢
今
ま
で
人
が
書
か
な
か
つ
た
物
を
書
い
た
か
ら
、
凡
俗
の
風

凡
俗
の
畫
と
云
つ
て
レ
ヤ
リ
ス
ム
が
攻
撃
を
受
け
て
居
り
ま
す（

16
）、

「
此
人
」
と
い
う
の
は
、
当
然
ク
ー
ル
ベ
を
指
す
。
レ
ガ
メ
ー
は
「
レ
ヤ

リ
ス
ム
」
つ
ま
り
「
写
実
主
義
」
と
い
う
も
の
が
新
し
い
美
術
傾
向
と
し

て
登
場
し
、
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
述
べ
た

が
、
彼
の
言
う
「
レ
ヤ
リ
ス
ム
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
画
・
神
話
画

な
ど
ア
カ
デ
ミ
ー
を
中
心
と
し
た
絵
画
の
伝
統
に
お
け
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー

の
頂
点
に
君
臨
し
た
尊
厳
尊
大
の
絵
画
で
は
な
く
、
真
実
を
映
す
と
い
う

観
点
か
ら
、
理
想
化
の
な
い
、
自
ら
が
そ
の
目
で
捉
え
た
物
を
描
く
と
い

う
範
囲
に
留
ま
っ
て
い
た（

17
）。
そ
し
て
、
ク
ー
ル
ベ
の
画
風
を
継
ぐ
者
と

し
て
マ
ネ
が
登
場
す
る
。

此
人
の
畫
風
に
次
ぎ
ま
し
て
マ
ネ
ー

0

0

0

と
云
ふ
人
が
出
ま
す
段
々
「
ア
ン

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
ニ
ス
ム
」
に
近
づ
い
て
参
り
ま
し
た（

18
）。

レ
ガ
メ
ー
の
解
釈
で
は
、
マ
ネ
は
印
象
派
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。

ママ

子マ

ー
と
云
人
は
畫
師
を
驚
か
し
た
の
み
な
ら
ず
、
世
間
の
人
を
も
驚

か
す
位
一
種
の
畫
風
を
畫
き
始
め
ま
し
た
、〔
…
…
〕
マ
ネ
ー

0

0

0

と
云
ふ

人
か
ら
で
す
が
、
マ
ネ
ー

0

0

0

と
云
ふ
人
の
畫
い
た
畫
は
サ
ロ
ン
に
出
し
て

退
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
、
此
人
が
サ
ロ
ン
か
ら
退
け
ら
れ
た
元
祖

だ
さ
う
で
す
、〔
…
…
〕
随
分
亂
暴
の
畫
を
畫
い
た
か
ら
で
す（

19
）、

　

続
い
て
そ
の
「
随
分
亂
暴
の
畫
」
に
つ
い
て
解
説
を
は
じ
め
る
の
だ
が
、

記
憶
違
い
の
た
め
か
、
レ
ガ
メ
ー
が
解
説
し
た
作
品
は
落
選
展
に
出
品
さ

れ
た
《
草
上
の
昼
食
》
で
は
な
く
、
一
八
六
五
年
の
サ
ロ
ン
に
入
選
し
た

《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
で
あ
っ
た
。

　

レ
ガ
メ
ー
は
、
そ
の
物
議
を
呼
ん
だ
原
因
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
に
、
マ

ネ
が
ク
ー
ル
ベ
よ
り
も
幾
ら
か
利
口
で
あ
っ
た
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、

ク
ー
ル
ベ
は
研
究
を
せ
ず
目
に
映
っ
た
対
象
を
描
い
た
の
で
大
変
拙
い
作



言語社会　第 5号　　276

品
も
多
か
っ
た
が
、
マ
ネ
の
場
合
は
下
手
な
作
品
を
人
前
に
出
さ
ず
、
自

ら
が
良
く
描
け
た
と
思
う
も
の
し
か
出
さ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。

そ
れ
で
此
ママ

子マ

ー
は
ク
ー
ル
ベ
ー
よ
り
モ
ウ
一
層
流
行
で
あ
つ
た
と
云

ふ
證
據
は
、
ク
ー
ル
ベ
ー
よ
り
一
段
上
で
あ
つ
た
と
云
ふ
の
は
、
こ
の

ク
レ
ー
ル
（
光
り
明
る
き
と
云
ふ
こ
と
）
今
ま
で
も
あ
つ
た
が
、
大
變

判
然
と
書
き
始
め
た
、
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
御
話
し
ま
す
が
貴
方
が
た
が

新
派
と
名
附
け
る
「
ア
ン
プ
レ
シ
ョ
ン
ニ
ズ
ム
」
は
こ
れ
ら
が
起
こ
り

で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す（

20
）、

　

マ
ネ
は
画
面
に
お
け
る
色
彩
の
明
る
さ
、
こ
こ
で
い
う
ク
レ
ー
ル

（clair

）
を
極
め
て
明
瞭
に
表
現
し
た
こ
と
で
印
象
派
の
起
源
と
な
る
。

レ
ガ
メ
ー
は
こ
の
後
、
そ
の
光
を
受
け
継
ぎ
進
め
て
い
こ
う
と
し
た
多
く

の
追
随
者
で
あ
る
印
象
派
に
つ
い
て
話
を
進
め
、
終
わ
り
に
「
ア
ナ
リ
ー

ズ
」（21
）（analyse

）、
す
な
わ
ち
分
析
が
大
切
で
あ
り
、
分
析
を
十
分
に
し
、

絵
画
に
お
け
る
新
機
軸
を
作
る
よ
う
激
励
し
て
い
る
。

　

こ
の
レ
ガ
メ
ー
の
講
演
報
告
書
に
お
い
て
、
柏
亭
が
享
受
し
た
も
の
は

マ
ネ
の
名
前
だ
け
で
は
な
い
。
マ
ネ
は
「
眼
に
觸
れ
た
物
を
書
く
」
レ
ヤ

リ
ス
ム
の
画
家
で
あ
り
、
画
面
つ
ま
り
色
彩
の
明
瞭
さ
に
お
い
て
印
象
派

の
先
駆
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

四　

ハ
マ
ー
ト
ン
の
マ
ネ
批
評

　

柏
亭
は
そ
の
最
初
の
著
述
と
さ
れ
て
い
る
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年

一
一
月
の
『
明
星
』（
第
三
明
星
第
六
号
）
掲
載
の
「
鵝
筆
餘
滴
」
と
題

さ
れ
た
日
記
の
抜
粋
で
構
成
さ
れ
た
よ
う
な
美
術
批
評
文
で（

22
）、
ハ
マ
ー

ト
ン
に
よ
る
マ
ネ
批
評
の
一
部
を
抜
粋
し
、
そ
れ
に
関
す
る
自
ら
の
感
想

を
表
明
し
て
い
る
。

頃マ

者マ

古
き
『
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
』
雜
誌
を
繙
き
、
ハ
マ
ー
ト
ン
が
書
け
る

も
の
ゝ
中
に
、
ゾ
ラ
と
マ
ネ
ー
が
と
を
讀
む
。
彼
の
あ
ま
り
に
有
名
な

る
『
草
上
の
小
憩
』
を
出
し
て
、
サ
ロ
ン
よ
り
拒
ま
れ
た
る
マ
ネ
ー
は
、

ゾ
ラ
が
千
八
百
六
十
七
年
に
出
版
せ
り
小
冊
子
の
中
な
る
、
美
術
上
の

一
主
義
の
為
め
に
戦
へ
り
。
其
小
冊
子
の
説
く
處
曰
く
、〔
…
…
〕
則

ち
現
存
大
家
の
口
よ
り
、
古
先
生
の
作
品
よ
り
、
與
へ
ら
れ
た
る
助
言

を
忘
却
し
て
、
全
く
己
が
方
法
に
従
ひ
、
己
が
心
身
編
成
の
法
則
に
従

ひ
て
、
自
然
を
見
自
然
を
寫
す
に
到
れ
り
と
、
尚
此
他
ゾ
ラ
の
主
張
せ

し
重
要
な
る
点
は
、
マ
ネ
ー
は
、
純
粹
な
る
技
術
上
の
調
和
又
は
悖
逆

の
為
め
な
る
慣
搆
こ
そ
な
し
た
れ
、
題
目
に
就
て
思
ふ
こ
と
な
く
、
又

組コ
ン
ポ
ジ
シ
ヨ
ン
立
と
云
ふ
こ
と
を
な
さ
ず
、
唯
出
ま
か
せ
に
人
物
を
配
置
し
た

り
。
且
多
く
の
人
が
な
せ
し
如
く
、
畫
中
に
理
想
を
加
ふ
る
の
愚
を
學
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ば
ざ
り
き
と
。
又
、
ゾ
ラ
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
る
ママ

子マ

ー
の
傑
作
は
、

『
ヲ
リ
ン
ピ
ヤ
』
な
り
き
。〔
…
…
〕
マ
ネ
ー
は
此
に
彼
獨
特
の
大
膽
な

る
方
法
を
以
て
、
色
の
或
企く
わ

圖だ
て

を
遂
行
し
た
り
。
さ
れ
ど
裸
体
を
畫
に

當
り
、
心
中
想
化
の
必
要
を
認
め
ざ
る
が
故
に
其
結
果
た
る
や
少
し
く

滑
稽
的
に
見
え
、
又
不
快
に
見
ゆ
る
が
如
し
。
以
上
是
れ
ハ
マ
ー
ト
ン

先
生
の
言
也
。
僕
思
ふ
ママ

子マ

ー
が
勢
力
は
ま
こ
と
死
後
に
大
な
り
き
。

此
頃
の
、
題
目
を
忌
む
と
や
、
文
學
的
思
想
の
嫌
悪
や
、
眼
ノ
先
丈
手

ノ
先
丈
の
仕
事
を
欲
す
る
と
や
、
頊
細
の
個
處
を
精
算
す
る
よ
り
も
、

尚
大
ま
か
な
る
表
現
法
を
望
む
こ
と
や
、
此
等
は
皆
マ
ネ
ー
よ
り
出
で

た
る
な
り
。
組
立
を
避
け
恰
か
も
其
の
あ
る
如
く
に
人
物
其
他
を
直
寫

し
、
又
は
偶
然
の
群
グ
ル
ー
プ
に
之
を
畫
く
て
ふ
こ
と
も
、
亦
ママ

子マ

ー
よ
り
出

で
た
る
也（

23
）。

　

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
（Ém

ile 
Zola, 

1840-

1902

）
の
批
評
と
は
、
マ
ネ
が
一
八
六
七
年
の
第
二
回
万
国
博
覧
会
に
あ

わ
せ
て
開
催
し
た
個
展
で
配
布
さ
れ
た
ゾ
ラ
に
よ
る
小
冊
子
で
あ
る
。
柏

亭
は
、
ハ
マ
ー
ト
ン
を
介
し
た
ゾ
ラ
に
よ
る
マ
ネ
擁
護
論
に
基
づ
き
、
マ

ネ
は
「
美
術
上
の
一
主
義
」
の
た
め
に
戦
っ
た
と
し
て
い
る
。
当
時
、
手

本
と
さ
れ
る
よ
う
な
過
去
・
現
在
の
巨
匠
に
教
え
を
請
う
こ
と
な
く
、
自

分
流
の
や
り
方
で
自
然
を
詳
細
に
観
察
し
、
写
そ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、

ゾ
ラ
に
よ
る
指
摘
で
重
要
な
の
は
、
作
品
の
主
題
に
意
味
内
容
を
付
与
せ

ず
、
人
物
を
単
に
配
置
し
た
だ
け
の
構
図
を
と
り
、
ア
カ
デ
ミ
ー
を
中
心

と
し
た
美
術
教
育
上
「
常
識
」
で
あ
っ
た
絵
画
に
お
け
る
対
象
の
理
想
化

を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
柏
亭
は
作
品
に
意
味
内

容
を
排
除
す
る
こ
と
、
筆
致
の
残
る
表
現
方
法
、
理
想
化
す
る
こ
と
な
く

自
然
の
ま
ま
の
対
象
を
描
く
こ
と
、
計
算
さ
れ
た
構
図
で
は
な
く
偶
然
性

を
狙
っ
た
群
像
の
配
置
を
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
全
て
が
マ
ネ
を
嚆
矢
と
す

る
と
し
て
文
章
を
結
ん
で
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
柏
亭
の
参
照
し
た
ハ
マ
ー
ト
ン
の
テ
キ
ス
ト
は
同
定
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
が
、
二
章
で
挙
げ
た
「
マ
ネ
エ
の
藝
術
」
に
お
け
る
ハ
マ

ー
ト
ン
の
著
述
に
関
す
る
諸
々
の
情
報―

一
八
九
五
年
頃
の
雑
誌
『
ス
ク

リ
ブ
ナ
ー
』
掲
載
で
あ
る
こ
と
や
そ
の
タ
イ
ト
ル
、
掲
載
図
版
な
ど―

 

と
の
一
致
、
そ
し
て
『
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
』
に
お
け
る
ハ
マ
ー
ト
ン
の
マ
ネ

に
つ
い
て
の
テ
キ
ス
ト
は
他
に
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
一
八
九

三
年
一
一
月
の
『
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
「
笛
を
吹
く
少
年

―

エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
作
」
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る（

24
）。
こ
の
批

評
文
は
、《
草
上
の
昼
食
》
へ
の
言
及
か
ら
は
じ
ま
り
、
マ
ネ
の
代
表
作

を
紹
介
し
な
が
ら
そ
の
画
業
を
追
っ
た
簡
潔
な
も
の
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル

に
「
笛
を
吹
く
少
年
」
と
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ハ
マ
ー
ト
ン
が
そ
れ

を
マ
ネ
作
品
に
お
け
る
最
高
傑
作
の
ひ
と
つ
と
し
て
お
り
、
自
身
模
写
す

る
機
会
を
得
ら
れ
た
か
ら
だ
ろ
う（

25
）。

　

こ
の
ハ
マ
ー
ト
ン
の
批
評
を
見
る
と
、
そ
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
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れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
次
に
引
く
の
は
、
ハ
マ

ー
ト
ン
の
ゾ
ラ
批
評
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。

マ
ネ
が
自
分
自
身
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
一
八
六
七
年
に
出
版
さ
れ
た

小
冊
子
に
ゾ
ラ
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
幾
つ
か
の
芸
術
的
主
義
の
た
め

に
闘
争
し
た
こ
と
は
理
解
さ
れ
て
き
た
。〔
…
…
〕
そ
れ
は
、
彼
が
現

存
す
る
巨
匠
や
過
去
の
巨
匠
の
手
本
か
ら
受
け
取
っ
た
ア
ド
バ
イ
ス
を

ど
ち
ら
も
忘
却
し
て
、
マ
ネ
自
身
の
方
法
で
、
彼
自
身
の
構
成
の
原
則

に
従
っ
て
、
自
然
を
見
、
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。〔
…
…
〕
実
際

に
は
、
誰
し
も
見
る
方
法
の
教
育
な
し
に
芸
術
的
に
何
か
を
見
る
こ
と

は
絶
対
に
な
い
。〔
…
…
〕
誰
に
と
っ
て
も
、
完
全
な
独
立
は
あ
り
得

な
い
。
マ
ネ
の
芸
術
は
、
部
分
的
に
ス
ペ
イ
ン
美
術
、
フ
ラ
ン
ス
の
リ

ア
リ
ズ
ム
に
起
源
が
あ
り
、
加
え
て
オ
ラ
ン
ダ
美
術
か
ら
弱
冠
の
影
響

を
受
け
た
。〔
…
…
〕
私
は
、
見
た
ま
ま
に
自
然
を
描
く
た
め
の
マ
ネ

の
努
力
の
誠
実
さ
を
十
分
に
信
じ
て
い
る
。〔
…
…
〕
ゾ
ラ
に
よ
っ
て

主
張
さ
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
マ
ネ
が
芸
術
的
調

和
や
芸
術
的
対
比
の
口
実
と
異
な
る
も
の
と
し
て
主
題
に
つ
い
て
考
え

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
、
彼
は
あ
る
程
度
偶
然
に
よ
っ

て
人
物
を
グ
ル
ー
プ
分
け
す
る
こ
と
で
、
画
面
を
殆
ど
構
成
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
彼
は
決
し
て
多
く
の
人
々
が

し
て
き
た
よ
う
に
絵
画
の
中
に
「
ア
イ
デ
ィ
ア
」
を
付
与
す
る
こ
と
を

思
う
ほ
ど
愚
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た（

26
）。

　

ハ
マ
ー
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
マ
ネ
擁
護
の
観
点
か
ら
ゾ
ラ
に
よ
り
主
張
さ

れ
た
「
芸
術
的
主
義
」
は
、
自
分
自
身
で
自
然
を
見
て
解
釈
す
る
と
い
う

点
と
、
主
題
を
重
視
せ
ず
偶
然
に
よ
っ
て
構
成
を
す
る
と
い
う
点
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
ハ
マ
ー
ト
ン
自
身
は
、
マ
ネ
の
見
た
ま
ま

に
自
然
を
描
く
こ
と
へ
の
誠
実
な
努
力
は
信
じ
る
け
れ
ど
も
、
事
実
マ
ネ

は
様
々
な
美
術
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
し
て
、
ゾ
ラ
に
対
し
て
否
定
的

見
解
を
示
し
て
い
る
。
柏
亭
は
こ
の
ハ
マ
ー
ト
ン
の
意
見
に
は
全
く
触
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

次
の
一
節
は
、
ハ
マ
ー
ト
ン
が
マ
ネ
の
作
品
に
つ
い
て
総
括
し
て
い
る

部
分
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
マ
ネ
の
影
響
は
、
現
在
ほ
ど
大
き
く
は
な

か
っ
た
。
近
代
の
「
主
題
」
に
対
す
る
嫌
悪
、
芸
術
に
お
け
る
理
知
へ

の
反
発
、
文
学
的
思
考
に
対
す
る
嫌
悪
、
は
っ
き
り
と
し
た
手
仕
事
と

取
る
に
足
り
な
い
細
部
の
列
挙
よ
り
も
む
し
ろ
包
括
的
な
表
現
へ
の
願

望
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
マ
ネ
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
構
成
を
避
け
る

と
い
う
、
人
々
や
物
が
ち
ょ
う
ど
存
在
す
る
よ
う
な
あ
り
の
ま
ま
の
方

法
で
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
た
ま
た
ま
グ
ル
ー
プ
化
し
て
い
る
よ
う
に
、

人
々
や
物
を
描
く
と
い
う
先
例
を
与
え
た
の
は
マ
ネ
で
あ
る
。
骨
の
折
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れ
る
仕
上
げ
に
よ
っ
て
到
達
す
る
か
も
し
れ
な
い
あ
る
種
の
卓
越
の
た

め
に
、
鮮
明
さ
を
犠
牲
に
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
作
品
の
鮮
明
さ
の
た

め
に
不
完
全
な
作
品
を
残
す
勇
気
を
も
っ
て
い
た
の
は
マ
ネ
で
あ
る（

27
）。

　

ハ
マ
ー
ト
ン
が
「
人
々
や
物
が
ち
ょ
う
ど
存
在
す
る
よ
う
な
あ
り
の
ま

ま
の
方
法
で
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
た
ま
た
ま
グ
ル
ー
プ
化
し
て
い
る
よ
う

に
、
人
々
や
物
を
描
く
」
と
言
っ
て
い
る
部
分
を
、
柏
亭
は
「
で
ま
か
せ

に
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
マ
ネ
が
作
品
の
完
成
度

よ
り
も
そ
の
画
面
の
鮮
明
さ
を
重
視
し
て
作
品
の
完
成
度
を
意
識
的
に
抑

制
し
た
と
い
う
点
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

　

ハ
マ
ー
ト
ン
の
批
評
文
の
結
論
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
マ
ネ
が

実
行
し
、
ゾ
ラ
が
論
じ
た
「
芸
術
的
主
義
」
は
今
日
に
お
い
て
よ
り
多
く

の
成
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
た
だ
、
ゾ
ラ
が
マ
ネ
作
品
に
つ
い
て
形
態

の
み
に
着
目
し
て
論
じ
た
の
は
失
敗
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
マ
ネ
が
そ
の

短
い
生
涯
の
中
で
論
争
が
耐
え
ず
、
好
戦
的
で
あ
っ
た
の
は
、
当
時
の
芸

術
に
お
け
る
正
統
派
的
慣
行
に
対
抗
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
る
否

定
的
な
状
態
に
身
を
置
い
て
い
た
た
め
、
ま
た
そ
の
自
覚
が
あ
っ
た
た
め

で
あ
る
。

　

ハ
マ
ー
ト
ン
が
気
づ
い
て
い
た
こ
う
し
た
マ
ネ
の
意
識
性
を
、
柏
亭
は

理
解
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
既
に
三
章
で
見
た
と
お
り
、
柏

亭
は
レ
ガ
メ
ー
の
講
演
に
よ
っ
て
、「
目
に
見
え
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
描

く
」
と
い
う
意
味
で
の
レ
ア
リ
ス
ム
の
画
家
と
し
て
マ
ネ
を
知
っ
た
。
そ

し
て
ハ
マ
ー
ト
ン
の
マ
ネ
を
、
そ
の
呪
縛
の
も
と
に
理
解
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
ハ
マ
ー
ト
ン
を
通
じ
て
、
ゾ
ラ
の
見
解
を
受
け
入
れ
る
こ
と

に
な
り
、
ハ
マ
ー
ト
ン
の
ゾ
ラ
批
判
、
あ
る
い
は
新
し
い
マ
ネ
評
価
に
は

目
を
つ
ぶ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

五　

柏
亭
の
絵
画
観

　

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
の
「
鵝
筆
餘
滴
」
か
ら
《
草
上
の
小
憩
》

を
制
作
す
る
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
の
二
年
間
を
通
し
て
、『
明
星
』

に
は
ほ
ぼ
毎
月
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
継
続
し
て
柏
亭
の
著
述
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
に
あ
た
る
と
、
柏
亭
が
レ
ガ
メ
ー
や
ハ
マ
ー
ト
ン
か
ら

得
た
も
の
が
具
体
的
に
な
っ
て
行
く
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

　

一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
の
著
述
に
は
、
展
覧
会
評
な
ど
の
美
術
批

評
の
中
で
、「
純
繪
畫
」「
純
美
術
」
な
ど
「
純
」
と
つ
け
ら
れ
た
用
語
の

頻
繁
な
使
用
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
、「
応
用
美
術
」
に
対
す
る

フ
ァ
イ
ン
・
ア
ー
ツ
を
意
味
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
根
本
に
、
写
実
の
問

題
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
題
を
離
れ
た
フ

ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
的
な
意
味
合
い
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
〇
三

（
明
治
三
六
）
年
七
月
一
日
発
行
の
『
明
星
』（
明
星
四
年
第
七
号
）
掲
載

の
「
文
藝
雜
俎
」
の
中
の
「
畫
界
消
息
」
に
お
い
て
、「
則
ち
寫
實
の
階
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段
を
登
り
行
く
の
外
、
純
美
術
と
し
て
の
値あ
た
ひあ
る
繪
畫
を
齎
ら
し
得
可
き

道
な
く
候（

28
）。」
と
「
寫
實
」
が
「
純
」
と
結
び
つ
く
こ
と
で
「
純
繪
畫
」

や
「
純
美
術
」
の
あ
り
か
た
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
自
然
を
詳
細

に
観
察
、
描
写
す
る
写
実
を
極
め
て
こ
そ
、「
純
繪
畫
」
に
成
り
得
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
柏
亭
に
と
っ
て
、
こ
の
「
寫
實
」
が
、
柏
亭
が
マ
ネ
受
容

の
経
緯
で
読
み
取
っ
た
「
写
実
主
義
」
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

翌
年
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
一
月
一
日
発
行
の
『
明
星
』（
明
星
五

年
第
一
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
畫
界
雜
感
」
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

我
が
主
義
動
く
と
雖
、
尚
確
乎
た
る
中
軸
の
存
し
て
動
か
す
可
か
ら
ざ

る
あ
り
。
何
ぞ
や
。
曰
く
、
寫
實
を
基
礎
と
す
る
事
也
。
曰
く
、
假
面

的
の
理
想
を
排
す
る
と
也
。
こ
は
我
將
來
に
於
て
も
恐
ら
く
は
變
ず
る

こ
と
あ
る
ま
じ
き
信
條
也
。
我
が
思
ふ
處
の
寫
實
と
は
〔
…
…
〕
表
面

的
機
械
的
寫
實
の
謂
ひ
に
あ
ら
ず
。
我
が
性
情
を
透
し
て
自
然
を
忠
實

に
觀
察
し
、
其
表
面
の
み
な
ら
ず
、
能
く
其
胸
奥
を
穿
ち
、
其
感
得
し

た
る
も
の
を
紙
布
に
上
せ
て
、
人
に
傳
へ
ん
と
す
る
も
の
也
〔
…
…
〕

假
面
的
理
想
と
は
何
ぞ
や
。
そ
は
誤
謬
の
理
想
主
義
と
も
呼
び
得
可
き

處
の
も
の
也
。
そ
は
己
れ
の
目
前
は
表
は
れ
た
る
自
然
美
も
棄
て
ゝ
、

方
便
上
の
定
矩
を
主
張
す
る
も
の
也
。
然
か
も
自
然
は
決
し
て
一
方
便

上
の
定
矩
に
よ
り
て
、
矯
正
せ
ら
る
可
き
も
の
に
非
ざ
る
也
。
表
面
的

機
会
的
寫
實
と
は
、
己
れ
の
目
前
に
横
は
れ
る
自
然
の
一
片
を
何
等
の

撰
び
も
な
く
最
自
然
に
近
く
畫
き
得
れ
ば
足
れ
り
と
な
す
も
の
也（

29
）。

　

柏
亭
の
考
え
る
写
実
と
は
、
対
象
の
外
観
の
詳
細
な
再
現
の
み
に
捕
ら

わ
れ
る
こ
と―

こ
れ
を
「
表
面
的
機
械
的
寫
實
」
と
呼
ん
で
い
る―

で
は
な
く
、
対
象
を
よ
く
観
察
し
、
そ
こ
か
ら
感
じ
得
た
も
の
を
も
表
現

し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
写
実
に
対
す
る
思

い
は
彼
の
画
業
の
根
幹
を
成
す
、
揺
ぎ
無
い
主
義
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
、「
假
面
的
理
想
」
の
排
除
も
そ
の
主
義
の

ひ
と
つ
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
「
假
面
的
理
想
」
と
は
、
対
象
の
も
つ
自

然
の
姿
を
排
し
、
一
定
の
基
準
に
合
わ
せ
て
理
想
化
す
る
理
想
主
義
の
こ

と
で
あ
る
と
い
う
。「
假
面
的
理
想
」
を
排
す
こ
と
は
、
自
然
に
忠
実
に

再
現
す
る
こ
と
を
旨
と
し
、
理
想
美
に
合
わ
せ
て
美
化
す
る
こ
と
の
拒
否

で
あ
る
。

　

柏
亭
の
「
寫
實
」
は
描
く
対
象
を
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
の
対
象
か
ら
自
ら
の
心
に
迫
り
く
る
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
基
本
に
は
、
や
は
り
マ
ネ
受
容
の
過
程
で
解
し
た
「
レ
ア
リ
ス
ム
」

が
あ
る
。
し
か
し
、
心
が
感
得
し
た
も
の
を
表
す
点
も
含
め
「
寫
實
」
で

あ
る
と
す
る
点
は
、
こ
の
一
年
強
の
間
に
彼
が
到
達
し
た
考
え
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
自
ら
に
と
っ
て
の
「
寫
實
」
を
確
立
し
た
時
、
自
ら
宣
言

し
て
い
る
よ
う
に
、「
寫
實
」
を
重
ん
じ
る
こ
と
と
「
理
想
化
の
排
除
」
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は
柏
亭
の
不
変
の
絵
画
観
と
し
て
確
立
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
マ
ネ
批
評
の
誤
解
な
い
し
は
意
図
的
な
誤
読
を
孕
ん
だ

受
容
か
ら
、
柏
亭
の
絵
画
に
対
す
る
観
念
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
ハ
マ

ー
ト
ン
を
読
ん
で
か
ら
《
草
上
の
小
憩
》
を
も
の
す
る
ま
で
の
期
間
は
二
、

三
年
で
あ
り
、
こ
の
作
品
に
は
マ
ネ
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
的
な
意
味
合
い
と

と
も
に
、
柏
亭
の
マ
ネ
解
釈
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で

は
な
い
か
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ネ
の
作
品
と
柏
亭
の
そ
れ
は
、

根
本
的
に
異
質
の
絵
画
で
あ
る
。
し
か
し
、《
草
上
の
小
憩
》
に
お
い
て

柏
亭
は
、
マ
ネ
受
容
か
ら
得
た
写
実
を
重
ん
じ
、
理
想
化
を
排
除
す
る
絵

画
観
の
具
現
化
に
試
み
た
の
で
は
な
い
か
。
故
に
、
草
の
上
に
座
る
弟
妹

た
ち
と
い
う
ま
さ
に
見
た
ま
ま
の
情
景
を
、
理
想
化
す
る
こ
と
な
く
ス
ナ

ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
的
に
描
く
こ
と
に
努
め
た
と
推
測
さ
れ
る
。

六　

お
わ
り
に

《
草
上
の
小
憩
》
を
も
の
す
る
ま
で
の
経
緯
で
形
成
さ
れ
た
絵
画
観
は
、

柏
亭
の
批
評
家
と
し
て
の
活
動
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
日
本
近
代
に
お
け
る

美
術
批
評
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
柏
亭
は
後
に
あ
る
論
争

の
中
で
こ
の
観
念
に
基
づ
い
た
主
張
を
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ

る
。

　

そ
れ
は
、
山
脇
信
徳
（
一
八
八
六―

一
九
五
二
）
が
第
三
回
文
展

（
一
九
〇
九
、
明
治
四
二
年
）
に
出
品
し
た
《
停
車
場
の
朝
》
に
対
す

る
評
価
を
巡
り
生
じ
た
、
柏
亭
と
高
村
光
太
郎
（
一
八
八
三―

一
九

五
六
）
と
の
論
争
で
あ
る（

30
）。
柏
亭
は
《
停
車
場
の
朝
》
を

「
写

ス
タ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト

･

リ
ア
リ
ス
チ
ツ
ク

実
的
な
立
場
」（31
）に
立
ち
批
判
し
た
。
そ
の
基
本
的
主
張
は
、
山

脇
の
作
品
に
は
誇
張
が
あ
り
、
実
際
の
風
景
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
論
争
は
、「
柏
亭
対
光
太
郎
」
と
い
う
よ
う
な
単
純
な

図
式
の
も
の
で
は
な
い
し
、
単
に
山
脇
の
作
品
評
価
を
巡
っ
て
の
争
い
と

し
て
終
わ
る
こ
と
な
く
、
ゆ
く
ゆ
く
は
美
術
批
評
の
在
り
方
へ
と
論
点
が

移
行
す
る
た
め
、
そ
の
全
体
像
は
と
て
も
こ
の
場
で
触
れ
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
が
、
た
だ
、
そ
の
は
じ
ま
り
に
お
け
る
山
脇
の
作
品
評
価
を
巡
る

批
判
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
柏
亭
の
絵
画
観
が
露
呈

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
、
柏
亭
の
絵
画
観
の
立
場
か
ら
こ
の
論
争
を
見
つ

め
直
し
、
マ
ネ
受
容
を
そ
の
は
じ
ま
り
と
す
る
こ
の
観
念
が
、
日
本
近
代

の
美
術
批
評
に
お
い
て
与
え
た
影
響
を
考
察
し
た
い
。
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（
1
）《
草
上
の
小
憩
》
制
作
か
ら
太
平
洋
画
会
展
出
品
ま
で
の
経
緯
が
、
以
下

に
記
さ
れ
て
い
る
。
石
井
柏
亭
「
パ
レ
ッ
ト
日
記
」、『
明
星
』
明
星
五
年

第
三
号
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
三
月
一
日
発
行
、
三
四
〜
三
五
頁
。

石
井
柏
亭
「
パ
レ
ッ
ト
日
記
」、『
明
星
』
明
星
五
年
第
六
号
、
一
九
〇
四

（
明
治
三
七
）
年
六
月
一
日
発
行
、
六
九
〜
七
〇
頁
。

（
2
）『
東
京
国
立
近
代
美
術
館
所
蔵
名
品
選　

二
〇
世
紀
の
絵
画
』、
東
京
国
立

近
代
美
術
館
、
二
〇
〇
五
年
、
二
六
五
頁
。

（
3
）《
草
上
の
小
憩
》
に
関
す
る
具
体
的
評
価
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。

匠
秀
夫
『
日
本
水
彩
画
名
作
全
集
二　

石
井
柏
亭
』、
第
一
法
規
出
版
、

一
九
八
二
年
。『
近
代
日
本
の
美
術
　―
　

東
京
国
立
近
代
美
術
館
所
蔵
作

品
選
』、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
、
一
九
八
四
年
三
月
。
匠
秀
夫
「
石
井

柏
亭
と
近
代
美
術
」、『
特
別
展　

石
井
柏
亭
と
近
代
絵
画
の
歩
み
』、
千

葉
県
立
美
術
館
、
一
九
八
八
年
。

（
4
）
前
掲
書
、「
石
井
柏
亭
と
近
代
美
術
」、
一
頁
。

（
5
）《
草
上
の
昼
食
》
に
関
す
る
解
説
は
、
以
下
を
参
照
。BO

IM
E, 

A
lbert, 

T
he A

cadem
y and French Painting in the N

ineteenth Century, 
N
ew

 H
aven, Y

ale U
niversity Press, 1986.

（
ア
ル
バ
ー
ト
・
ボ
イ

ム
『
ア
カ
デ
ミ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
近
代
絵
画
』、
森
雅
彦
／
荒
木
康
子
／
阿

部
成
樹
訳
、
三
元
社
、
二
〇
〇
五
年
）FA

RW
ELL, Beatrice, M

anet 
and the N

ude: A
 Study of Iconography in the Second E

m
pire, 

N
ew

 Y
ork, T

aylor and Francis, 1981.

（
6
）
日
本
に
お
け
る
マ
ネ
受
容
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、

・
日
本
（
戦
前
）
に
将
来
し
た
マ
ネ
作
品
に
つ
い
て

佐
々
木
英
也
「
日
本
所
在
の
マ
ネ
作
品
　―

　

油
彩
・
パ
ス
テ
ル
・
デ
ッ
サ

ン
　―

　

」、『
国
立
西
洋
美
術
館
年
報
』N

o.4

、
国
立
西
洋
美
術
館
、
一

九
六
九
年
、
二
六
〜
二
七
頁
。

・
日
本
に
お
け
る
マ
ネ
受
容
史
の
概
論

高
橋
明
也
「
日
本
に
お
け
る
マ
ネ
」、『
世
界
の
名
画
九　

マ
ネ
』、
平
凡

社
、
一
九
八
四
年
、
三
二
頁
。

・
文
芸
雑
誌
『
白
樺
』
に
お
け
る
マ
ネ
受
容

島
田
紀
夫
「
マ
ネ
芸
術
・
解
釈
の
変
容
　―

　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
か
ら
ポ
ス
ト
・

モ
ダ
ン
へ
」、『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
別
冊　

西
洋
編
二
〇　

美
術
特
集
マ
ネ
』、

朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
二
年
、
七
五
〜
八
一
頁
。

・
木
下
杢
太
郎
に
よ
る
グ
レ
ー
フ
ェ
の
マ
ネ
論
を
通
し
て
の
マ
ネ
紹
介
に

つ
い
て

中
村
尚
明
「
伝
習
の
調
停
者
マ
ネ
、
近
世
人
中
の
近
世
人
た
る
セ
ザ
ン
ヌ

　―

　

ユ
リ
ウ
ス
・
マ
イ
ア
ー=

グ
レ
ー
フ
ェ
と
木
下
杢
太
郎

：「
絵
画
の

約
束
」
の
背
後
に
」、『
セ
ザ
ン
ヌ
展
』、
横
浜
美
術
館
／
愛
知
県
美
術
館
、

一
九
九
九
年
、
一
六
五
〜
一
六
八
頁
。

・
美
術
雑
誌
（
明
治
・
大
正
）
と
松
方
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
考
察
し
た
マ

ネ
受
容
史
概
論

杉
山
菜
穂
子
「
日
本
に
お
け
る
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
」、『
マ
ネ
と
モ
ダ

ン
・
パ
リ
展
』、
三
菱
一
号
館
美
術
館
、
二
〇
一
〇
年
、
二
四
七
〜
二
五

五
頁
。

（
7
）
石
井
柏
亭
『
泰
西
名
畫
家
傳　

マ
ネ
エ
』、
日
本
美
術
院
、
一
九
二
一

（
大
正
一
〇
）
年
一
一
月
。

（
8
）「
マ
ネ
エ
傳
」
は
、『
マ
ネ
エ
』
の
「
引
用
書
目
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る

D
U
RET

, T
heodore, M

anet and French Im
pressionists, London, 

1910
か
ら
の
翻
訳
で
あ
る
。
こ
の
原
典
は
、D

U
RET

, T
heodore, H

is-
toire d’É

douard M
anet et de son oeuvre, Paris, 1902

で
あ
る
。

註
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（
9
）
同
前
、
三
〜
四
頁
。（
引
用
内
、
括
弧
部
分
も
柏
亭
に
よ
る
。）

（
10
）
こ
の
報
告
は
、『
美
術
評
論
』
の
二
号
に
渡
り
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
レ
ガ

メ
ー
演
述
「
佛
國
美
術
の
来
歴
を
述
べ
て
併
せ
て
現
今
の
状
況
を
評
す
」、

『
美
術
評
論
』
第
二
一
号
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
九
月
一
四
日
発

行
、
二
七
〜
三
四
頁
。
レ
ガ
メ
ー
演
述
「
佛
國
美
術
の
来
歴
を
述
べ
て
併

せ
て
現
今
の
状
況
を
評
す
（
續
）」、『
美
術
評
論
』
第
二
二
号
、
一
八
九

九
（
明
治
三
二
）
年
一
一
月
七
日
発
行
、
二
二
〜
二
八
頁
。
目
次
の
題
目

は
、
以
下
の
よ
う
に
少
々
異
な
っ
て
い
る
。
第
二
一
号

：「
佛
國
美
術
の

来
歴
を
述
べ
て
併
せ
て
現
時
の
状
況
を
評
す
」
第
二
二
号

：「
佛
國
美
術

の
来
歴
を
述
べ
て
併
せ
て
現
時
の
状
況
を
評
す
（
完
）」

（
11
）
前
掲
書
、『
マ
ネ
エ
』、
四
〜
五
頁
。

（
12
）
前
掲
書
、『
マ
ネ
エ
』、
六
〜
七
頁
。（
引
用
内
、
括
弧
部
分
も
柏
亭
に
よ

る
。）

（
13
）
前
掲
書
、『
マ
ネ
エ
』、
八
〜
九
頁
。

（
14
）
註
（
10
）、
参
照
。

（
15
）
前
掲
書
、
第
二
二
号
、
二
四
頁
。

（
16
）
前
掲
書
、
第
二
二
号
、
二
四
頁
。

（
17
）
写
実
主
義
は
極
め
て
多
義
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
最
も
曖
昧
で
最
も
広
い

意
味
で
は
、
慣
習
的
に
美
し
い
と
さ
れ
る
主
題
を
選
ぶ
代
わ
り
に
醜
悪
な

も
の
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
貧
し
い
階
級
の
生
活
の
場
面
を
美
化
せ
ず

に
描
く
作
品
に
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
狭
義
の
場
合
は
、
一
九
世
紀
の
中

頃
に
フ
ラ
ン
ス
で
誕
生
、
以
降
展
開
し
た
政
治
的
・
思
想
的
論
争
を
伴
う

芸
術
運
動
を
指
す
。
そ
の
最
も
代
表
的
な
画
家
が
ク
ー
ル
ベ
で
あ
る
。
フ

ラ
ン
ス
の
芸
術
家
に
と
っ
て
写
実
主
義
と
は
、
現
実
を
模
倣
す
る
と
い
う

よ
り
、
虚
偽
を
暴
き
、
現
実
の
姿
、
そ
の
本
質
を
捉
え
る
こ
と
を
意
味
す

る
。（『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
西
洋
美
術
事
典
』、
講
談
社
、
一
九
八
九
年
、

一
一
八
一
〜
一
一
八
二
頁
。『
世
界
美
術
大
事
典
三
』
小
学
館
、
一
九
八

九
年
、
四
七
〜
四
八
頁
。）

（
18
）
前
掲
書
、
第
二
二
号
、
二
四
頁
。

（
19
）
前
掲
書
、
第
二
二
号
、
二
四
〜
二
五
頁
。

（
20
）
前
掲
書
、
第
二
二
号
、
二
五
頁
。

（
21
）
前
掲
書
、
第
二
二
号
、
二
七
頁
。

（
22
）
当
時
刊
行
さ
れ
て
い
た
主
要
文
芸
雑
誌
を
調
査
し
た
結
果
、
他
に
柏
亭
に

よ
る
と
思
し
き
著
述
は
見
当
た
ら
ず
、
読
売
新
聞
に
掲
載
の
美
術
批
評
も

こ
れ
よ
り
後
と
な
る
た
め
、
こ
れ
を
も
っ
て
柏
亭
の
最
初
の
著
述
と
し
て

間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
23
）
石
井
柏
亭
「
鵝
筆
餘
滴
」（「
文
藝
雜
俎
」
に
所
収
）、『
明
星
』
第
三
明
星

第
六
号
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
一
一
月
一
日
発
行
、
六
一
〜
六
二

頁
。

杉
山
菜
穂
子
、
前
掲
書
、
二
四
八
頁
に
は
、「
マ
ネ
を
初
め
て
き
ち
ん
と

誌
上
で
紹
介
し
た
の
は
久
米
桂
一
郎
で
あ
っ
た
。〔
…
…
〕
一
九
〇
二
年

六
月
の
『
美
術
新
報
』
上
で
マ
ネ
の
名
前
を
挙
げ
て
お
り
、
ま
た
翌
年

『
美
術
新
報
』
に
掲
載
し
た
「
写
実
派
の
文
豪
ゾ
ラ
と
マ
ネ
及
ゾ
ラ
の
美

術
論
」
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
初
め
て
画
家
マ
ネ
だ
け
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
し
た
記
事
を
書
い
て
い
る
。」
と
あ
る
が
、
柏
亭
の
こ
の
著
述
は
久
米

が
マ
ネ
の
名
を
誌
上
に
挙
げ
た
同
年
に
書
か
れ
て
お
り
、
久
米
が
マ
ネ
と

ゾ
ラ
に
つ
い
て
記
す
よ
り
も
早
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
こ
そ
両
者

の
名
が
付
さ
れ
て
は
な
い
が
、
一
定
の
レ
ベ
ル
を
確
保
し
た
マ
ネ
と
ゾ
ラ

の
美
術
論
に
つ
い
て
言
及
し
た
最
初
の
著
述
は
柏
亭
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
24
）H

A
M

ERT
O
N
, Philip Gilbert, T

H
E
 FIFE

R
. PA

IN
T
E
D
 BY

 
E
D
O
U
A
R
D
 M

A
N
E
ZT

, SCRIBN
ER’S M

A
GA

ZIN
E, N

O
V
EM

-
BER 1893, pp.48-51.

（
25
）Ibid., p.50.
《
笛
を
吹
く
少
年
》（1866

年
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
蔵
）
は
、

当
時
、
デ
ュ
ラ
ン=
リ
ュ
エ
ル
（Paul D

urand-Ruel, 1831-1922

）
が
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所
蔵
し
て
い
た
。

（
26
）Ibid., p.49.

（
27
）Ibid., p.51.

（
28
）
石
井
柏
亭
「
畫
界
消
息
」（「
文
藝
雜
俎
」
に
所
収
）、『
明
星
』
明
星
四
年

第
七
号
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
七
月
一
日
発
行
、
五
四
頁
。

（
29
）
石
井
柏
亭
「
畫
界
雜
感
」、『
明
星
』
明
星
五
年
第
一
号
、
一
九
〇
四
（
明

治
三
七
）
年
一
月
一
日
発
行
、
四
四
〜
四
五
頁
。

（
30
）
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
詳
し
い
。
中
村
義
一
「
日
本
的
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
誕
生
　―

　

「
生
の
芸
術
」
論
争
」、『
日
本
近
代
美
術
論
争
史
』、

求
龍
堂
、
一
九
八
一
年
、
一
五
〇
〜
一
七
四
頁
。

（
31
）
石
井
柏
亭
「
方
寸
書
架
」、『
方
寸
』、
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
二
月

号
。

 

（
お
の　

ひ
ろ
こ
／
博
士
後
期
課
程
）


