
ナ
ビ
派

の
絵
画

に
お
け
る
「
家
族
」
の
主
題

序

二
人

の

マ
ル
ト

六
人
部

昭

典

「
一
枚

の
タ
ブ

ロ
ー
と
は
、
軍
馬
や
裸
婦
や
何
ら

か
の
逸
話

で
あ
る
よ
り
も
前

に
、
本
質
的
に
、

一
定

の
秩
序

の
も
と

に
集
め
ら
れ
た

い
く

つ
か
の
色
彩

に
覆
わ
れ

　
ユ

　

た
平
ら
な
表
面
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
な

い
こ
と
」
。

ナ

ビ
派
の
画
家

で
あ
り
優

れ
た
理
論
家
だ

っ
た
モ
ー
リ

ス
・
ド

ニ

(
一
入
七
〇
1

一
九
四
三
)
は
、

一
八
九

〇
年
八
月
、
『
芸
術

と
批
評
』
誌
に
掲
載
し
た
論
文
に
こ
う
記
し
た
。
論
文
は

一
九

一
二
年
に
出
版
さ
れ
た
著
書

『
理
論
集
』
に
再
録
さ
れ
、

こ
こ
に
挙
げ
た

一
節

は

同
書

の
冒
頭
を
飾

る
こ
と
に
な
る
。
ド

ニ
が
こ
の
文
章
を
最
初
に
発
表
し
た
の
は
、
彼
自
身

が

『理
論
集
』

の
注
釈
で
述

べ
て

い
る
よ
う
に
、
国
立
美
術
学
校
で
学

　　

　

ん
で
い
る
時
期
、

ま
だ
二
〇
歳
に
満
た
な

い
と
き
だ

っ
た
。

つ
ま
り

こ
の
文
章
は

一
介

の
画
学
生
が
記
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か

っ
た
が
、
そ

の
後
、
近
代
絵
画
に
関

す
る
研
究
に
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
人

々
は
そ
こ
に
、
も

っ
ぱ
ら
二
〇
世
紀

の
純
粋
造
形

の
理
念

の
先
駆
を
読

み
と

っ
た
の
だ

っ
た
。
二
〇
世
紀
半

ば
に

い
た
る
近
代
絵
画

の
展
開
を
形
式

の
視
点
か
ら
眺
め
、
絵
画

が
純
粋
に
な

っ
て
ゆ
く
過
程
を
見
出
そ
う
と
す

る
フ
ォ
ー

マ
リ
ズ

ム
美
術
史
に
お

い
て
、
ド

ニ
の

名
前
は

つ
ね
に
こ
の
文
章
と
結

び
つ
い
て
記
憶
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
ド

ニ
の
論
文
、

い
や

こ
の

一
節

は
こ
れ
ほ
ど
知
ら
れ

て
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
較

べ
る
と
、
彼

の
絵
画
作

品
は
あ

ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
と

い

す
　

わ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
彼

の
作
品

の
な

か
で
例
外
的

に
有
名
な

の
は

一
九
〇
〇
年

の

《
セ
ザ

ン
ヌ
礼
讃
》

(図
1
)
だ
が
、
そ
れ
も
先

の

}
節
と
同
様
に

こ
の
絵

の

ナ
ビ
派
の
絵
画
に
お
け
る

「家
族
」
の
主
題

二
人
の
マ
ル
ト

(1)
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「
家
族

」
の
主

題

は
ア

ン
テ

ィ

ミ

ス
ト

と
称

さ
れ

る

一
部

の
画
家

た

ち

だ
け

で
は
な

く
、

た

こ
と

に
気

づ

か
さ

れ
る
。

ま

た

同
時
代

の
文

学

や
戯
曲

を
見

て
も

、

見

て
ゆ
く

こ
と

に
よ

っ
て
、

彼

ら

の
絵
画

観
を

再
考

す

る
と

と

も

に
、

た

い
と
思
う

。

・王
題

が

フ
ォ
ー

マ
リ
ズ

ム
の
美

術

史
観

に
適

合
す

る

か
ら
、

あ

る

い
は
そ

の
よ
う

な

見
方

に
合

わ

せ
て
、

こ

　
　

　

の
絵

の
内
容

が
読
ま
れ
て
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
私
た
ち
は
ド

ニ
の
作
品
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
彼

の

言
葉
を
読
む

こ
と
に
よ
り
、
ド

ニ
や
ナ

ビ
派

の
絵
画
理
念
を
再
考
す

る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
や
は
り
ナ
ビ
派

の
結
成

に
加
わ

っ
た
ピ

エ
ー

ル

・
ボ
ナ
ー

ル

(
一
入
六
七
-

一
九
四
七
)
は
、

こ

の
グ

ル
ー
プ

の
な
か
で
作

品
が
も

っ
と
も
広
く
知
ら
れ
、
親
し
ま
れ

て
き
た
画
家

で
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
同

じ
ナ

ビ
派

の
エ
ド
ゥ
ワ
ー

ル

・
ヴ

ュ
イ

ヤ
ー

ル
ら
と
と
も
に
、
「
ア

ン
テ
ィ
ミ
ス
ト

(親
密
派
)
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う

に
、
家
庭
生
活

の
情
景
を
数
多
く
描

い
た
。
中
流
階
級

の
食
堂
の
情
景
や
、
し
ば
し
ば
妻
の

マ
ル
ト

を
モ
デ

ル
に
し
た
入
浴

の
場
面

の
作
品
が
す
ぐ
に
思

い
浮
か
ぶ
。
と

こ
ろ

で
、
家
庭
生
活
や
家
族

の
主
題
は

ド

ニ
も
積
極
的

に
描

い
て
お
り
、

こ
う
し
た
主
題

で
は
妻

(
ボ
ナ
ー

ル
の
妻
と
同
じ
く
、

マ
ル
ト
と

い
う
名

前
な

の
だ
が
)
を
モ
デ

ル
に
す
る
場
合
が
多
か

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
主
題
を

ど
う
扱

っ
て
い
る
か
は
ド

ニ
と
ボ
ナ
ー

ル
で
異
な

っ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
の
場
合
も
、
そ
れ

が
明
瞭
な
作
品
系
列
を
形
づ
く

っ
て

い
る

こ
と
は
見
逃

せ
な

い
点
で
あ
る
。
そ
し
て

一
八
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭

の
絵
画
を
概
観
し
て

み
る
と
、

新
印
象
主
義
や
象
徴
主
義

の
多
く

の
画
家
が
取
り
上
げ

た
重
要
な
題
材
だ

っ

家
族

の
主
題
は
少
な
く
な

い
。
本
稿
で
は
こ
の
主
題
を
扱

っ
た
ド

ニ
と
ボ
ナ
ー

ル
の
作
品
を

こ
の
時
期

の
芸
術
に
お
い
て

「
家
族
」
や

「
家
族
生
活
」

の
・王
題

が
も

っ
た
意
味
を
考
察
し

(2)

 

ド

ニ
の
母
子
像

聾

ナ

ビ
派

が
結
成

さ

れ
た

の
は

一
八

入
八

年

だ

っ
た
。

こ

の
年

の
夏

、
若

い
画

家

の
ポ

ー

ル

・
セ
リ

ュ
ジ

エ
は
ブ

ル
タ
ー

ニ

ュ
地
方

の
ポ

ン
ーー

タ

ヴ

ァ

ン
村

に
滞

在

1

響

劉



し
、

ゴ
ー
ガ
ン
が
打
ち
立

て
た
ば
か
り

の
絵
画
理
論

(ゴ
ー

ガ
ン
は

「総
合
主
義
」

と
名
づ
け
る
)
に
感
動
、
彼

の
影
響

の
も
と
に

《
護
符
》
を
制
作

す
る
。

セ
リ

ュ
ジ

エ
は
十
月
に

《
護
符
》
を
携
え
て
パ
リ
に
戻

っ
た
が
、
彼

の
友
人
た
ち
は
こ
の
作
品
と
彼
が
伝
え
る
ゴ
ー
ガ

ン
の
理
論
に
感
銘
を
受
け
、
絵
画
の
変
革
を
目
指

す
グ

ル
ー
プ
を
パ
リ
で
も
結
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

ヘ
ブ
ラ
イ
語

で

「
預
言
者
」
を
意
味
す
る

「
ナ

ビ

Z
9。
玄
ω」
と

い
う
グ

ル
ー
プ
名
は
ド

ニ
が
提
案
し
た
と

い
わ

れ
て

い
る
。
当
時
、
最
年
長

の
セ
リ

ュ
ジ

エ
が
二
四
歳
、
ボ
ナ
ー

ル
は
一
=

歳
、
最
年
少
の
ド

ニ
は

一
八
歳
、
他

の
メ
ン
バ
ー
も
二
〇
歳
代
前
半

の
若

い
集
団
だ

っ

た
。
彼
ら

の
多
く

は
ま
だ
絵
画
を
学
ん
で

い
る
最
中
で
あ
り
、
前
衛
的
な
動
き
で
は

一
八
八
六
年

に
登
場
し
た
新
印
象
主
義

の
分
割
技
法

(点
描
)
に
興
味
を
示
し

て
い
た
時
期
だ

っ
た
。
彼
ら
は
グ

ル
ー
プ
結
成
後
、
ゴ
ー
ガ

ン
の
理
論
や
日
本
美
術

(
一
八
九
〇
年
に
は
国

立
美
術
学
校

で
日
本
美
術
展

が
開
催
さ
れ
る
)
を
吸
収

し
な
が
ら
、

一
八
九
〇
年
代
に
そ
れ
ぞ
れ

の
様
式
を
形
成
し
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

ド

ニ
の

一
八
九

一
年
の
作
品

《
黒

い
シ

ョ
ー

ル
の
母
》

(図

2
)
は
彼
が
家
族

の
主
題
を
取
り
上
げ
た
早
い
作
例

で
あ
る
。
先
に
様
式
を
検
討
し

て
お
く
と
、
ナ
ビ

派

の
画
家
た
ち
が
関
心
を
示
し
て

い
た
新
印
象
主
義

の
分
割
技
法

(点
描
)

が
画
面
を
覆

っ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
分
割
技
法
は
、
小
さ
な
色
彩
単
位
を

カ
ン

ヴ
ァ
ス
上

に
機
械
的
に

(理
論
に
則
し
て
)
並
置
し
て
ゆ
く

と
い
う
特
質
を
も

轟

紹譲
急

繭

∫ ㍗・

継
図2モ ー リス ・ ドニ 《黒 い シ ョー ル の 母 》

1891年 カ ン ヴ ァ ス/油 彩80×60cm
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ナ
ビ
派
の
絵
画
に
お
け
る

「
家
族
」

の
主
題
ー

二
人
の
マ
ル
ト

つ
た
め
、
画
家
が
制
作
を
通
し
て
、
し
だ
い
に
絵
画

の
平
面
性
を
認
識
す

る
こ

と
を
促
し
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
冒
頭
に
触
れ
た
ド

ニ
の
絵
画
理

論

(
こ
の
問
題

に

つ
い
て
は
後
に
述

べ
る
)

と
関
わ
る
が
、

こ
の
作
品
で
も
、

点
描
が
画
面

の
平
面
性
を
強
め
て

い
る

こ
と
は
間
違

い
な

い
だ
ろ
う
。
そ
し
て

母
親
の
シ
ョ
ー

ル
が
描
く
曲
線
や
黒

い
衣
装

の
曲
線

が
交
差
す
る
文
様
、

人
物

や
葉
の
輪
郭
線
な

ど
が
強
調

さ
れ
て

い
る
。
後
者
の
要
素
は
ゴ
ー
ガ

ン
の
総
合

・王
義

か
ら
学
ん
だ
も

の
だ
と
考
え
て
よ

い
。
ま
た
画
面
上
方
に
葉

が
連
な
り
、

奥

へ
の
空
間

の
広

が
り
を
妨
げ
、
何

か
閉
ざ
さ
れ
た
よ
う
な
印
象

を
与
え
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
画
面
は
、
当
時
ド

ニ
が
吸
収
し
て

い
た
も

の
反
映
し

て
お
り
、

彼

が
そ
れ
ら
の
要
素
を
消
化
す

る
な
か
で
、
様
式
と
絵
画
理
論
を
形
成
し
た
こ

(3)
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ナ
ビ
派
の
絵
画
に
お
け
る

「家
族
」
の
主
題
-

二
人
の
マ
ル
ト

と
を
窺
わ
せ
る
。
次
に
主
題

に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
は
母
子
が
扱

わ
れ
て
お
り
、
母
親

が
身

に

つ
け

た
衣
装
が
聖
衣
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て

家
族

の
主
題
を
描

い
た
後

の
ド

ニ
の
作
品

に
お
い
て
も
、

母
子
、
も
し
く

は
母
子
を
中
心
と
し
た
家
族
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る

こ
と
に
な

る
。

ド

ニ
が
家
族

の
主
題
を
数
多
く
描
く
よ
う

に
な
る
の
は
、

一
八
九
三
年

に

マ
ル
ト
と
結
婚
し

て
か
ら
、
と
く
に

一
八
九

六
年
に
長
女

が
生
ま
れ
て
か
ら
で
あ
る
(
一

八
九
四
年
に
生
ま
れ
た
長
男
は
翌
年
に
世
を
去
る
)
。

そ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
ド

ニ
は
ほ
と
ん
ど
妻
や
娘
た
ち

(四
人
の
女
児
を
も
う
け

る
)
を

モ
デ

ル
に
制
作
し
て

い
る
。
結
婚
し
た
年
に
描
か
れ
た

《
食
器
棚

の
前

の
マ
ル
ト

(聖

マ
ル
タ
)
》

(図
3
)

は
、

正
確
に
は
家
族

の
主
題

の
作
品
と
は

い
え
な

い
か
も
し
れ
な

い
。

こ
の

作
品
は
タ
イ
ト

ル
が
示
す
よ
う

に
、
『
聖
書
』
の

「
マ
ル
タ
と

マ
リ

ア
の
家

の
キ
リ

ス
ト
」
に
基
づ

い
て
い
る
。

こ
の
話

は
宗
教
・王
題
を
借
り
て
風
俗
画
を
描
く

口
実

を
提
供
す
る
も

の
と
し

て
、

こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら

れ
て
き
た
。
画
面
手
前
に
食
事
の
支
度
を
す
る

マ
ル
タ
、
奥

に
座
る
キ
リ

ス
ト

が
小
さ
く
見
え
る

と
い
う
構
図
も

こ
う
し
た
伝
統
と
対
応
し
て

い
る
。
し
か
し
ド

ニ
は
こ
の
絵
に
お
い
て
伝
統

に
従

い
な
が
ら
も
、
風
俗
的
要
素
を
盛
り
込
む
た
め
で
は
な
く
、
日
常

的
な
家
庭
生
活

の
情
景

(現
実

の
題
材
)
と
宗
教
主

題
を
文
字
通
り
重

ね
合
わ
せ
よ
う
と
し

た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
「聖

マ
ル
タ

ω
>
Z
O
↓
〉

ζ
〉
菊
↓
国
>
」
と
記

さ
れ
た
帯
が
画
面
上
方

に
掲
げ
ら
れ
、
作
品

の
宗
教
性
を
強

め
て

い
る
。
そ
し
て
聖

マ
ル
タ
は
良
き
主
婦

の
象
徴

だ
っ
た
。
結
婚
し

た
ば
か
り

の
妻

の
名
前

「
マ
ル

奪 、際 濡 縢
鑛
寒

響
難

竃

嚢
煽
ぞ

`
醒

ノ

懲
竃

に

・瀞
聾
垂

謡

鐸

朕

・

.
羅

窒
甕

唆

、
.

"讐

垂
2
・

諭

明婦
二

罫

濾
ぽ鰯

談 製,
図3モ ー リ ス ・ ドニ

《食 器 棚 の 前 の マ ル ト(聖 マ ル タ)》

1893年 カ ン ヴ ァ ス/油 彩

46.3×38,2cmア ラ ン ソ ン/ド ニ 家

1

滋

戦

」
編

幅

儀鼻
卍謹

タ
ノ

夢
堀

卓

図4モ ー リス ・ドニ 《青 い ズ ボ ン の 子 供 》

1897年 カ ン ヴ ァ ス/油 彩

52.5×39cmパ リ/オ ル セ ー 美 術 館

(4)
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1897-98年 カ ン ヴ ァ ス/油 彩73×100cm

東 京 松 ノ岡 美 術 館

ト

ζ
鋤
「9

①
」

は

こ

の
聖

人

に
由

来

す

る
も

の

で
あ

り
、

こ
の
絵

は
彼

女
を

讃

え
る

の
で
も
あ

っ
た
。

一
八
九

七
年

の

《
青

い
ズ

ボ

ン

の
子
供

》

(図

4
)
は
、

明
ら

か

に
、
家

庭
生

活

の
情

景

に

お
け

る
母

子

と
宗

教
主

題
を

重

ね
合

わ

せ
た
も

の
だ

ろ
う

。

画
面

手

前

に
は

幼
子

を
抱

く

母
親

の
姿

が
描

か
れ

て

い
る

が
、

そ

の
背
後

の
壁

、

二

人

の
頭

上

に

は
聖
母

子

の
絵

が
掛
け

ら

れ
て

い
る

の
で
あ

る
。
家

族

の
主

題

を

描

い
た
ド

ニ
の
作

品
を

見

て
ゆ
く

と
、

こ

の
よ

う

な

明
ら

か
な
宗

教

性
を

伴

わ
な

い
場

合

で

も
、
母

子

の

睦

じ

さ
や

子
供

の
無

垢

さ
、

母
性

愛

を
強

調
し

た
も

の
が
多

い
。

ま
た
同

時
代

の
他

の
画
家

に
も
、

ウ

ジ

ェ
ー

ヌ

・
カ
リ

エ
ー

ル
の
母

子
像

や
新

印
象

主
義

の
画
家

ア

ン
リ
ーー

エ
ド

モ

ン

・
ク

ロ
ス
の
作

品

(図

5
)

の

よ
う

に
、

描
き

方

は
ま

っ
た

く

異
な

る
も

の

の
、

こ
れ

ら

の
要
素

を

強
調

し

た
作

例

が
珍

し
く

な
く

、

そ

れ

ら

の
作

品

に
は
、
あ

る
種

の
宗

教
性

や

ユ
ー

ト

ピ

ア
的
な

も

の
が
感

じ

ら

れ
る
。

こ

こ
で
、

一
八

世
紀

末

か
ら

一
九

世

紀

に
か

け

て

の
フ
ラ

ン
ス
に
お

け

る
家
族

観

の
変

化

を
見

て

お

こ

5ー

う

。

ー

母
性
愛

は

つ
ね

に
存

在

し

て

い
た
。

ど
ん

な
文

明
、

ど

ん
な

階
層

に
も
、

自

分

の
子
供

を

愛

し
世

話

を

し

た
女

た
ち

は
、

つ
ね

に
存

在

し

た
。

反
対

に

子
供

を
好

ま
ず

、

世
話

を

し
な

い
女

た

ち
も

い
た
。

し

か
し

、

こ
う

し

た
態

度

が
哲

学
的

な
考

察

を
促
す

こ
と
は
な

か

っ
た
。

一
方

で
、

母
性

愛

は
当

然

の
こ
と

だ

と
思

わ

れ

て

い
た
。

つ
ま

り
、

動
物

が
子

供
を

育

て
る

の
と
同

じ

こ
と
を

人
間

も
し

て

い
る

だ
け

で

、

特
筆

す

る

べ
き

も

の

は
何

も

な

い
と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

他
方

で
、

子

供
を

乳

母
や

召
使

い
に
預
け

る
女

た
ち

も

い
た
が
、

誰

の

ひ
ん
し

ゅ
く

を

か
う

こ
と
も

な

か

っ
た
。

　
ら

　

だ

が
、

一
入
世

紀
末

に
新

し

い
傾

向

が
現

れ

た
。

人

々
は
、

突

然
、

母

性
愛

と
そ

の
性
格

を
重
要

と

み
な
す

よ
う

に
な

っ
た
。

ぴ{T

 

}

『
母
親

の
社

会
史

』

の
著
者

は

こ

の
よ
う

に
述

べ
、

こ

の
時

代

を

「
母
性
礼

讃

の
時

代
」

と
要
約

し

て

い

る
。

そ
し

て

「
母
性
」

の
価

値

が
見

出

さ
れ

礼

讃
さ

れ

た

時
代

は
、
「
子
供
」

の
価
値

が
発
見

さ

れ
た
時

代

で
も
あ

っ
た
。

母

性
愛

の
発

見

に
も
大

き
く

寄
与

し

た
哲

学
者

の
ル
ソ
ー

が

『
エ
ミ
ー

ル
』

で
力

説

し

た
よ
う

に
、

ナ
ビ
派
の
絵
画
に
お
け
る

「家
族
」

の
主
題

二
人
の
マ
ル
ト



ナ
ビ
派
の
絵
画
に
お
け
る

「家
族
」
の
主
題

二
人
の
マ
ル
ト

従
来

は
理
性
を
も
た
な

い
劣

っ
た
存
在
と
見
ら
れ
て
い
た
子
供
は
、
無
知
で
は
な
く
、
無
垢
な
存
在
と
し
て
、
賞
讃
さ
れ
る
よ
う

に
な

る
。

一
九
世
紀
の
あ
る
文
学

者
は
こ
う
記
し

て
い
る
。
「
家
族

の
な

か
で
の
、
そ
の
成
員
間

の
関
係

は
、
今
ま

で
は
薄
暗
が
り

の
な
か
に

い
た
二
人
の
人
物
が
、
第

一
等
の
地
位
を
占
め
て
舞
台
に

(
6
>

登
場

し
て
き
た
こ
と
に
よ

っ
て
、

一
新

さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ

の
二
人
の
人
物
と
は
、
女
性
と
子
供
で
あ
る
」
。
そ
し

て
子
供

の
価
値

が
見
出

さ
れ
た
こ
と
は
、
大
人

の
鋳
型

に
は
め
込
む

の
で
は
な
く
、
自
然

に
よ
る
教
育

が
求
め
ら
れ
た
時
代

で
も
あ
る
。
近
代
と

い
う
新
し
い
時
代
は
、
「
母
性
」
「
子
供
」

「教
育
」
の
時
代
に
ほ
か

な
ら
な
か

っ
た
。

こ
の
三

つ
の
要
素
か
ら
形
づ
く
ら
れ
る
家
族
観
は
も
と
も
と
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー

の
も

の
だ

っ
た
が
、
時
代

の
進
展

と
そ
れ
に
伴
う
出
生
数
の
減
少

二

入
八
五
年

か
ら
二
〇
世
紀

の
初

め
に
か
け

て
、
確
実
に
低
下
を
続
け

る
)

に
よ

っ
て
、
民
衆

の
も

の
に
な

っ
て
ゆ
く
。

そ
し
て

『
「
教
育
」
の
誕
生
』
の
著
者

ア
リ

エ
ス
が
指
摘
す

る
よ
う

に
、
人

々
は
し
だ

い
に

「内

に
閉
じ
こ
も

っ
た
生
活
、
水
入
ら
ず

の
家
族
団
樂
」
、

つ
ま
り

「
家
」

を
求

め
る
よ
う

に
な
る
。
「
一
九
世
紀
に
は
人

々
は
以
前
よ
り
も
、
た
と
え
ば

一
七
世
紀
よ
り
も
、
家

の
な
か
で
過
ご
す

こ
と
が
多

く
な

っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は

確

か
で
あ

る
。
家
具
を
観
察
し
て
み
る
と
、
家

の
な

か
で
暮
ら
す
よ
う
に
な

っ
た
た
め
、
最
小
限

の
快
適
さ
が
要
求
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し

た
快
適
さ
は
す

で
に

]
入
世
紀
に
、
箪
笥
や
小
テ
ー
ブ

ル
な
ど
の
実
用
家
具
、
小
さ
な
私
室
な
ど
と
と
も
に
現
れ
始
め
た

こ
と
が
分
か
る
。

一
九
世
紀

に
な
る
と
、

紙
製

の
タ

ペ
ス
ト
リ
と
も

い
う

べ
き
壁
紙

の
使
用
が
、
よ
り

つ
つ
ま
し

い
家
の
室
内
装
飾
に
、
初

め
て
洗
練
さ
れ
た
趣
味
を
も
ち
込
ん
だ
。
や
が
て
人
々
は
自
分
の

ア
パ
ー
ト

に
関
心
を
も

つ
よ
う

に
な
り
、
そ
れ
を
陶
磁
器
や

い
く
ら
か
疑
わ
し

い

(と
は
い
え
、

日
常
生
活

の
周
辺
を
美

し
く
し
よ
う

と
い
う
気
持
ち
を
よ
く
表
し

(
7

)

て
い
る
)
趣
味

の
品

々
で
飾
り
立
て
る
よ
う
に
な

っ
た
。
人

々
は
自
分

の
家

に
い
る
こ
と
、
家
族

の
な
か

で
過
ご
す

こ
と
を
喜

ぶ
よ
う

に
な

っ
た

の
で
あ
る
」
。

近
代

に
お
け
る
家
族
は
社
会
を
構
成
す
る
単
位

で
あ
り
、
ま
た
人
々
の
拠
り
所
で
も
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
近
代

の
家
族
観

の
形
成
は
、

シ
ャ
ル
ダ

ン
ら
の

ロ
コ
コ
絵
画

(8

)

の
家
族
像
や
、
印
象
派
を
含
む

一
九
世
紀

の
画
家
が
描

い
た
家
族
像
と
密
接
に
関
わ

っ
て
い
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

ナ
ビ
派

の
画
家

た
ち
は

こ
う
し
た
家
族
観

の
形
成
を
背
景

に
、
人

々
の
拠
り
所
で
あ
る

「
家
族
」

に
関
心
を
寄
せ
た
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

一
方

で
、
ナ

ビ
派
が

結
成
さ
れ
た
時
期
、
す
な
わ
ち
世
紀
末
を
迎
え
よ
う

と
し
て
い
た
時
代

に
絵
画

の
変
革
を
担

っ
た
若

い
画
家
た
ち
に
は
、

「
ユ
ー
ト

ピ
ア

の
希
求
」
と
呼

ぶ
べ
き
傾
向

が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
見
出
さ
れ
る
。
新
印
象
・王
義

の
画
家

の
多
く
が
ア
ナ
キ
ス
ム
思
想

の
賛
同
者

だ

っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り

(彼
ら
は
比
較
的
、
豊

か
な

階
層

の
出
身

だ

っ
た
の
だ
が
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
社
会
的
矛
盾

が
解
決
さ
れ

た
社
会
を
求

め
た

の
だ
ろ
う
)
、
実
際
に
労
働
を
讃
美
し

た
作
例
も
認

め
ら
れ
る
。
こ

う

し
た
作
例

が
未
来

の
理
想
を
描
い
た
の
と
は
反
対
に
、
象
徴
主
義

の
画
家
な
ど
に
は
古
代

の
ア

ル
カ
デ
ィ
ア
の
・王
題
を
求
め
る
傾
向

が
見
ら
れ
た
。
ま
た
フ
ァ

ン
・

(6)



ゴ

ッ
ホ
が
考

え
た

画
家

の
家

の
例

の
よ
う

に

(彼

は
ナ

ザ

レ
派
等

を
手

本

に
し

た
)
、
宗

教
的

な

絆

に
基

づ

く
共

同
体

も
夢

み
ら

れ

て

い
る
。

ナ

ビ
派

に

は
中

世

の
宗

教
結

社

の
よ
う

な

固

い
結

び

つ
き

は
見

ら

れ
な

か

っ
た

が
、

「
預
言
者

Z
鋤
σ
凶ω
」
と

い
う

名
前

に
は
、
絵
画

の
未
来

を

見
通

す
姿
勢

と
と
も

に
、
結

成
当

初

に

は
そ
う

し

た
願

い
が
込

め

ら
れ

て

い
た

の
か
も

し
れ

な

い
。

ド

ニ
の

《
黒

い

シ

ョ
ー

ル
の
母

》
や

《
食

器
棚

の
前

の

マ
ル
ト

(聖

マ
ル
タ

)
》
に
は

、
素

朴

な

(前

者

の

ス
テ

　　
こ

ン
ド

グ
ラ

ス
を
思

わ

せ
る

よ
う

な

シ

ョ
ー

ル
や
葉

の
描

写
)
、

あ

る

い
は
稚

拙
と

も

い
え

る
よ

う

な
表

現

(後
者

の
皿

の
魚

)
が
認

め
ら

れ

る
。
同
時

期

の

《
マ
ル
ト

と
ド

ニ
の
結

婚
》

(
一
八
九

三
年

)
に

は
逆

に
優

美
な

様
式

が

見
ら

れ

る

こ
と
を
考

え

る
と
、

こ
う

し

た
特

徴

は
意

図
的

な
も

の
だ
と

い
わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

お

そ
ら

く
ド

ニ
は
、

素

朴
な

信
仰

心

に
基

づ
く
宗

教
性

を
呼

び

起

こ
さ

せ
る
作

品

に

は
、

こ
の
よ
う

な
表

現

こ
そ

が

ふ
さ
わ

し

い
と

考

え
た

の
だ
ろ
う

。

ド

ニ
が
家
族

と

い
う
主

題

に
関

心

を
向

け

た
お
り

に
、

現

実

の
題

材

と
宗

教
的

理
想

を
重

ね
合

わ

せ
よ
う

と

し
た

の
は
、

こ

の
時
代

に
共
通
し

て
見

ら

れ
る

ユ
ー
ト

ピ
ア

の
希
求

の
ひ
と

つ
だ

っ
た

と
思

わ

れ

る
。

ニ

ボ
ナ
ー

ル
が
描

い
た
家
庭

生
活

'滋 ㌔ 錨 亜 塾

濯 灘藩簾醜

離灘∴灘

舞轟1
セ

蔑瀦
図6ピ エール ・ボナール
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ナ

ビ
派
の
絵
画
に
お
け
る

「家
族
」
の
主
題
ー

二
人
の
マ
ル
ト
f

一
八
九
二
年
の
ボ
ナ
ー

ル
の
作
品

《
格
子
柄

の
ブ
ラ
ウ
ス
》

(図
6
)
は
、
彼
が

家
庭
生
活
の
情
景
を
扱

っ
た
早

い
作
例

の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
画
面
に
は
、
赤

い
格

子
柄

の
ブ
ラ
ウ

ス
を
着
た
婦
人
が
食
卓

の
皿
の
も

の

(お
そ
ら
く
豆
類
)
を

フ
ォ

ー
ク
で
取
ろ
う
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。
制
作
時
期
を
反
映
し
て
、

技
法
に
関
し

て
は
新
印
象
・王
義

の
分
割
技
法

(点
描
)

の
名
残
り
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
日
本
美
術
の
吸
収
ぶ
り
も
見
逃
せ
な

い
。
ず

い
ぶ
ん
と
縦
長
の
画
面
を
採
用

し
、

モ
テ
ィ
ー
フ
を
画
面

の
端

で
大
胆

に
切
り
取
る

い
わ
ゆ
る
ト
リ

ミ
ン
グ

の
構

図
を
用

い
て
い
る

こ
と
、

ま
た
衣
装
の
柄
を
極

め
て
平
面
的
に
扱

っ
て
強
調
し
て

い
る
こ
と
に

(衣
装
や
壁
紙
の
文
様
と

い
っ
た
細
部
を
装
飾
的

に
強
調
す

る
こ
と

(7)

τ
　墜



ナ
ビ
派
の
絵
画
に
お
け
る

「家
族
」
の
主
題

二
人
の

マ
ル
ト
ー

は
ボ
ナ
ー
ル
の
様
式
の
か
な
め
と
な
る
)
、
日
本
美
術
か
ら
学
ん
だ
も
の
が
窺
わ
れ
る
。
と
く

に
こ
の
絵

で
は
、
画
中

の
サ
イ

ン
の

「
B
」
の
字
を
図
案
化
し
て
書
き

入
れ
て
い
る
こ
と
に
影
響

が
端
的

に
見

て
と
れ
る
。

一
方
、
家
族

と
い
う
主
題

の
扱

い
方
に

つ
い
て
は
、
こ
こ
に
は
後

の
ボ
ナ
ー

ル
の
姿
勢

の
原
型
が
明
瞭

に
示
さ

れ
て
い
る
。
衣
装
や
食
卓
の
食

器
な
ど
か
ら
は
中
産
階
級

の
暮
ら
し

ぶ
り
が
感

じ
ら
れ
る
が
、
食
卓

の
情
景

(食
堂
の
場
面
)

は
、
そ
も
そ
も
家
庭
生
活

の
豊
か
さ

や
家
族

の
睦
じ

さ

(
こ
こ
で
は
人
物
は

一
名
だ
が
)
が
も

っ
と
も
よ
く
表

れ
る
も

の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

ボ
ナ
ー

ル
は
こ
の
後
も
、
食
卓

の
あ
る
情
景
を
好

ん
で
描

い
て
ゆ
く
。
人
物
は
先
に
触
れ
た
よ
う

に
ト
リ
ミ
ン
グ

の
構
図
を
用

い
て

(ト
リ
ミ
ン
グ
構
図
は
ボ
ナ
ー
ル
が
多
用
す

る
も

の
だ
が
、
印
象
主
義

か
ら
学
ん
だ
も

の

と
、
そ

の
印
象
主
義

に
も
影
響
を
与
え
た
日
本
美
術
と
写
真
か
ら

の
示
唆
を
考
え
る
必
要

が
あ

る
)
、
画
面

の
左
右

の
端
や
上
端

で
切
り
取

っ
て
描
か
れ

て
い
る
。
こ

の
構
図
に
よ

っ
て
、
画
面
は
日
常
生
活

の
断
片
と
し
て
の
性
格
や
強
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う

に
家
族

の
主
題
を
家
庭
生
活

の
何
気
な

い

一
こ
ま
と
し
て
描
き
出
す

の

は
、
印
象
・王
義

が
得
意

と
し
た
も

の
だ

っ
た
。
ま
た
女
性
人
物
と
猫
な
ど
の
小
動
物

(
ペ
ッ
ト
)
の
組

み
合
わ
せ
は

ロ
コ
コ
絵
画
に
先
例

が
あ
り
、
印
象
派
の
絵
画

に
も
登
場
す

る
。

こ
の
作

品
に
示
さ
れ
て

い
る
家
族

の
主
題

の
扱

い
方

は
、
基
本
的
に
は
印
象
主
義
絵
画

鋭 響魑 薪 搾強囎 轄
雛 φ ∴ ヘ

ー 瀬 ビ'露
τ 臨
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図7ピ エール ・ボナール

《ランプのそばの若い女性》1900年

厚紙/油 彩61.5×75cmベ ル リン美術館

を

継

承

し

た
も

の
だ

と

い
え

る
だ
ろ
う

。

釣

う
ち
う
ち

家

庭

生

活

は
本

来
、

外

の
公
的

な

生

活

に
対

す

る
概
念

で
あ

り

、

「内

々
」

と

い
う

言
葉

が
示
す

よ
う

ー

に
、

内

に
閉

ざ

さ

れ

た
私
的

な
生

活

に

ほ
か

な
ら

な

い
。

し

た
が

っ
て
、

「
ア

ン
テ

ィ

ミ

ス
ト
」
と
呼

ば

れ

ア
ン
テ
リ
ウ
ル

る
画
家
た
ち
の
作
品
の
多
く

が

「
室

内
」
の
情
景

(食
堂

の
場
面
も
含
ま
れ
る
)
で
あ

る
の
は
当
然

だ
ろ

う
。
ま
た

《
ラ

ン
プ

の
そ
ば

の
若

い
女
性
》

(
一
九
〇
〇
年
頃

図

7
)
の
よ
う

に
、
し
ば
し
ば
暗

い
室
内

に
ラ

ン
プ
が
と
も
る
場
面
が
見
ら
れ
る
の
も
、
家
庭
生
活
の
も

つ
こ
の
よ
う
な
性
格
が
強
調
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
作

品
で
は
画
面
全
体
は
濃

い
茶
色

の
色
調

で
、

人
物
た
ち
は
暗

い
色
調

の
な
か
に

沈

み
、
女
性

の
腕
と
頭
部
以
外
は
ほ
と
ん
ど
シ
ル
エ
ッ
ト
と
化
し
て
い
る
。

一
方
、
画
面
手
前

に
黄
色

の

シ

ェ
ー
ド

の
ラ

ン
プ
、
左
奥

に
青

い
シ

ェ
ー
ド
の
ラ

ン
プ

が
と
も
り
、

こ
れ
ら

の
灯
り
の
も
と
に
落
ち
着

い
た
暮
ら
し
の
様

子
が
浮

か
び
上
が
る
。
黄
色

の
ラ
ン
プ

の
周
り

に
は
観
葉
植
物

の
緑

の
葉
や
、
机

の
上

に
置
か
れ
た
女
性
の
黒

い
手
袋
と
衣
装

(黒

い
コ
ー
ト
と
赤

い

マ
フ
ラ
ー

だ
ろ
う
か
)

が
色

の

コ
ン
ト
ラ
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葉

を

入
れ

る

と
思

わ
れ

る
黄

色

い
袋
、

棚

に
は
本

や
収
集

さ

れ

た
小
物

、

飾

文
様

。

先

に
触

れ

た
よ
う

に
、

ボ
ナ
ー

ル
が
人
物

の
衣

装

や
壁

紙

の
文

様
を

強
調

し

て
描

い
た

こ
と

は

彼

の
様

式

の
特
徴

だ

が
、

装

飾

文
様

を
含

め
た

「
細
部

」

に
対
す

る
関
心

が
画
面

を
形

づ

く

っ
て

い
る
と

い
え

る

だ
ろ

う
。

の

一
章

で
世
紀

末

の

「
室

内
」
を

論

じ
、

こ
う
記

し

て

い
る
。

日

用
品

の
痕
跡

が
刻

印

さ

れ

る
。

カ

バ
ー

や
被

覆

、

ケ
ー

ス

、

れ
戸魏
L
・
実

の
と

こ
ろ
・
生
活

と

は
さ
ま

ざ
ま

な
物

た

ち
と

の
関

わ

り

の
積

み
重

ね

に
ほ

か
な

ら
な

い
。
記

憶

も

こ
う

し

た
品

々
を
介

し

て
生

ま
れ

、
保

た

れ

る
。
ボ

ナ
ー

ル
は

こ

の
作

品

で
、
住

む
者

の
関

わ
り

や
記

憶

が
印

さ

れ

た

「
細
部

」

の
連

な

り
を
通

し
て
室

内

を

描

き
出

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

「
ア

ン
テ
ィ

ミ

ス
ト

冒
鉱
ヨ
凶゚。9
」
と

い
う

言

葉

は
形

容

詞

の

「
ぎ
ロ
ヨ
Φ
」
と

い
う

語

か
ら

派
生

し

た
が
、

こ

の
形

容

詞

の
原
義

は

「
内
奥

の
」

「
心

の
底

の
」

で
あ

り
、

そ

こ
か
ら

「
私
的

な

」

「親

密

な
」
と

い
う

意

味

が
生

ま

れ

た
。
し

た
が

っ
て

「
凶コ
ロ
a

ω
8
」

の
訳
語

に

は

「
家

庭

の
情

景

を
描

く

画
家
」

と

い
う

意

味
と

と
も

(
12

)

 に
、
辞

書

に
よ

っ
て
は

「
内

面
派

詩

人
」

と

い
う

訳
も

見

ら

れ

る
。

ま

た

「
室

内
」
を

意
味

す

る

「
冒
8
ユ
2

「」

も
本

来

は
形

容

詞

の

「内

部

の
」

「
内

面

の
」
と

い

う
意

味

で
あ

り

、
そ

こ
か
ら

「
内

部
」

「
室

内
」
を
意

味
す

る

名

詞

と

し

て
も

使

わ

れ
る

よ
う

に
な

っ
た
。

ボ
ナ

ー

ル
は
家
族

や

家
庭

生

活

の
情
景

を

描
く

の
に
際

し

ス
ト
を
見
せ
て
い
る
。
画
面
左
手
前
の
円
形

の
器
に
は
鮮
や
か
な
色
彩
が

い
く

つ
も
並

ん
で

い
る
が
、

女
性
が
鋏
を
手
に
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
は
色
と
り
ど
り
の
糸
や
ボ
タ

ン
だ
と
思
わ
れ
る
。
家
族

や

家
庭
生
活

の
主
題
の
・王
役

は
人
物

で
あ

る
は
ず

だ
が
、

こ
こ
で
は
人
物
に
代
わ

っ
て
、
ラ

ン
プ

の
灯
り

バリ

　

と
室
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
品

々
が
落
ち
着

い
た
暮
ら
し

の
雰
囲
気
を
伝
え
て

い
る
と

い
え
る
。

同
時
期

の

《
室
内
》

(
一
八
九
九
年

図
8
)
で
は
、
人
物
は
ま

っ
た
く
描
か
れ
て

い
な

い
。
画
面
は

中
央
左
寄
り
に
垂
直
に
連
な
る
白
色

の
モ
テ
ィ
ー

フ

(手
前
か
ら
テ
ー
ブ

ル
ク

ロ
ス
、
暖
炉
、
暖
炉

の

煙
突
部
)
を
基
調
に
、
垂
直
線
と
水
平
線

の
交
差

に
よ

っ
て
造
形
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
し

て
画
面
は
室
内
の
家
旦
ハ調
度
と
、

そ
こ
に
置
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な

モ
テ
ィ
ー
フ
、
す
な
わ
ち
画
面

に
は

描
か
れ
て

い
な

い
人
物

が
生
活

の
な
か
で
慈
し
む
品

々

(机

の
上

の

コ
ー

ヒ
ー
茶
椀
や
灰
皿
、
煙
草

の

壁
に
掛
け
ら
れ
た
絵
な
ど
)
で
満
た
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
画
面
と
平
行

の
奥

の
壁

の
装

こ
の
作
品

で
は
、
そ
の
よ
う
な

ヴ

ァ

ル
タ

ー

・
ベ

ン
ヤ

ミ

ン
は

『
パ
リ
ー

一
九

世
紀

の
首
都

』

「住

む
と
は
痕
跡
を
と
ど
め
る
こ
と
だ
。
室
内

で
は
そ

の
痕
跡
が
強
調
さ
れ
る
。
そ

こ
に
さ
ま
ざ
ま
な

袋

の
た
ぐ

い
が
数
か
ぎ
り
も
な
く
考
案
さ

れ
る
。
居
住
者

の
痕

跡
も
室
内
に
く

っ
き
り
と
型
ど
ら

ナ
ビ
派
の
絵
画
に
お
け
る

「家
族
」
の
主
題
-

二
人
の
マ
ル
ト

(9)
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ナ
ビ
派
の
絵
画
に
お
け
る

「家
族
」
の
主
題
r

二
人
の
マ
ル
ト

て
、
ド

ニ
の
よ
う
に
宗
教
的

理
想
を
重
ね
合
わ
せ
る

こ
と
は
し
な
か

っ
た
。
彼

の
作
品
は

つ
ね
に
、
何
気
な

い
日
常
生
活
の

一
こ
ま

の
よ
う

に
見
え

る
。

だ
が
、
画

面

に
生
き
る
喜

び
が
感
じ
と
ら
れ
る
場
合

で
も
、
そ
れ
は
印
象
主
義
絵
画

の
よ
う
な
満
ち
足
り
た
開
放
的
な
も

の
で
は
な
く
、
も

っ
と
秘
か
な
慈
し

む
よ
う
な
も

の

で
あ
る
だ
ろ
う
。
ボ
ナ
ー

ル
が
描
き
出
し
た
家
庭
生
活

の
場
面
や
室
内
は
、
単
な
る
日
常

の
断
片
で
は
な
く
、
「
内
面
の
」
情
景
で
も
あ

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

ボ
ナ
ー

ル
は

一
九

〇
〇
年
代
後
半
か
ら
、
し
ば
し
ば
妻

の
マ
ル
ト
を

モ
デ

ル
に
し
て
裸
婦

の
作

品
を
数
多
く
描

い
て
ゆ
く
。

こ
れ
ら

の
作
品

の
ほ
と
ん
ど
は
人
物

が

一
人
で
あ

り
、
厳
密
に
は
家
族

の
主
題
と
は

い
え
な

い
が
、
家
庭
生
活
の
情
景

の
ひ
と

つ
を
形
成
し
て

い
る
。

一
九
〇
入
年
頃

の

《
逆
光

の
裸
婦
》

(図
9
)
は
早

い
時
期

の
代
表
作
で
あ
る
。
画
面

に
は
室
内
に
立

つ
裸
婦
の
姿
が
、
斜
め
後
ろ
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て

い
る
。
彼
女
は
左
横

の
金
盟

で
体
を
洗

い
拭
き
終

っ
た
後
、

右
手
に
持

っ
た
オ
ー
デ

コ
ロ
ン
を

つ
け
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

レ
ー

ス
の
カ
ー
テ

ン
越
し
に
光

が
室
内

に
入
り
、
そ
ば
の
ソ
フ
ァ
ー

の
薔
薇
を
思
わ
せ
る
赤

い
文

様

や
右

の
壁

の
緑

と
黄
色

の
植
物
文
様
、
白

い
レ
ー

ス
の
文
様
を
輝
か
せ
、
彼
女

の
体
は
そ
れ
ら
の
文
様
が

つ
く
る
曲
線

の
渦
に
包
ま
れ
て
い
る
。
画
面
左
手

に
置

か
れ
た
洗
面
台

の
後
ろ
の
壁
も
花
柄

の
装
飾
文
様

が
広
が

っ
て
お
り
、
そ

こ
に
掛
け
ら
れ
た
鏡
に
は
手
前
か
ら
は
見
え
な

い
裸
婦

の
正
面
と
、
そ
ば

の
丸
椅
子
や
箪

m

笥

が
映

っ
て
い
る
。
ボ
ナ
ー

ル
の

]
連

の
裸
婦

の
作
品
に

つ
い
て
は
、

こ
れ
ま

で
も

撒

ド
ガ
の
作
例
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
・
と
く
に
初
期

の
こ
の
絵

の
場
合
は
・

　

叙

館

斜

め
後
ろ

か
ら
裸
婦
を
捉
え
る
視
点

の
取
り
方
や
強

い
ト
リ
ミ

ン
グ

の
構
図
な
ど
に
、

ド
ガ

の
作
品
と
の
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
同
じ
視
点
を
取

っ
て

い
て
も
、

こ
こ
に
は
ド
ガ
の
特
徴

で
あ

る
鍵
穴

か
ら
覗
く
よ
う

な
冷
酷
な
視
線

は
感

じ
ら
れ
な

い
。

私
た
ち
は
画
面
に
家
庭
生
活

の

一
こ
ま
を
見
出
す

の
で
あ
り
、
そ

の
よ
う

に
感

じ
さ
せ
る
も

の
は
、
裸
婦
を
包

む
豊
か
な
装
飾
文
様

に
ほ
か
な
ら
な

い
。

ボ
ナ
ー

ル
の
裸
婦

の
作
品
は
や
が
て
、
浴
室

の
裸
婦
か
ら
浴
槽

の
裸
婦

へ
と
展
開

さ
れ
る
。
晩
年

の
《
浴
槽

の
裸
婦
》

(図
10
)
で
は
、
中
央

に
白

い
浴
槽

の
な
か
に
身

を
浸
す
裸
婦
が
描

か
れ
て
い
る
。
周
囲
は
浴
室

の
壁
と
床

の
タ
イ

ル
だ
け

で
、
室
内

の
さ
ま
ざ
ま
な
モ
テ
ィ
ー

フ
は
見
ら
れ
な

い
。
だ
が
床

の
タ
イ

ル
は
上

か
ら

の
視
点

(10)
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パ リ市立近代 美術館

に
よ

っ
て
菱
形
の
文
様
が
細
か
く
描
き
出
さ
れ
、
画
面
右
で
は
光

の
反
射

で
色
を
変
え
て

い
る
。
さ
ら
に
画
面

上
方

の
壁

の
四
角

い
タ
イ

ル

(そ
れ
自
体
は
白
色
な

の
だ
ろ
う
が
)
は
、
浴
室

の
湯
気
を
通
し

た
光
の
効
果

に

よ

っ
て
、
黄
色
か
ら
青
、
董
色

へ
と
色
彩
を
変

え
て
ゆ
く
。
画
面

は
光
の
効
果
が

つ
く
る
多
彩
な
装
飾

文
様

に

覆
わ
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ

い

(そ

の
た
め
、
描
か
れ
て
い
る
の
が
床
と
壁
か
ら
な
る
部
屋
で
あ
り
な

が
ら
、

私
た
ち
は
画
面
に
明
瞭
な
空
間
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
な

い
)
。
浴
室
は
個
人
住
宅
の
部
屋
の
な
か
で
も
、
も

っ
と
も
閉
じ
ら
れ
た
、
内
的
な
場
所
で
あ
る
。
家
庭
生
活
が
営
ま
れ
る
室
内
を
取

り
上
げ

て
き

た
ボ
ナ
ー

ル
が
、

後
年
に
浴
室

と
い
う
題
材
を
見
出
し
た

の
は
当
然
だ

っ
た
だ
ろ
う
。
彼
の
作
品
に
見
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
品

々

で
満
た
さ
れ
た

「室
内
」

や
、
ま
ば
ゆ

い
色
彩
を
生

む
湯
気

に
満

た
さ
れ
た

「浴
室
」

は
、
日
常
生
活

の

一
こ

ま
と

い
う
装

い
の
も

と
に
描
き
出

さ
れ
た
、
も
う
ひ
と

つ
の

ユ
ー
ト

ピ
ア
だ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。

三

ド

ニ
の
絵
画
論
再
読
-

結
び
に
か
え
て

こ
こ
で
、
冒
頭
に
紹
介
し
た
ド

ニ
の
絵
画
論
に
立
ち
戻
り
、
本
稿
で
取
り
上
げ

た
彼

や
ボ
ナ
ー

ル
の
作
品
を
念
頭
に
お
い
て
読
み
直
し
て
み
た
い
。

一
枚

の
タ
ブ

ロ
ー

と
は
、

軍

馬

や
裸

婦

や
何

ら

か

の
逸

話

で
あ

る

よ
り

も
前

に
、

れ

た
平

ら

な
表

面

で
あ

る

こ
と
を
忘

れ
な

い
こ
と
。

本
質
的

に
、

一
定

の
秩
序

の
も
と

に
集
め
ら
れ
た
い
く

つ
か
の
色
彩

に
覆

わ

(11)
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ド

ニ
は
こ

の
文
章

で
、

「
=
疋
の
秩
序

の
も

と

に
集

め

ら
れ

た

い
く

つ
か

の
色

彩

に
覆

わ
れ

た
平

ら

な
表

面
」
と

い
う

や

や
回

り

く
ど

い
言

い
方

を
し

て

い
る
。

こ

の
う

ち

、
ま
ず

注

目

さ
れ

る

の
は

「平

ら

な
表

面

毒

①
ω霞

賦

o
Φ
℃
す
コ
①
」

と

い
う

言
葉

で
あ

る
。

先

に
取

り
上

げ

た

一
八

九

一
年

の

《
黒

い

シ

ョ
ー

ル
の
母
》

(図

2
)

で

は
、

ナ

ビ
派
結

成

の
き

っ
か
け

と
な

っ
た

ゴ
ー
ガ

ン
の

総

合
主
義

の
影
響

が
現

れ

て

い
る
と

と
も

に
、
新

印
象

・王
義

の
点
描

が

画
面
を

覆

い
、

平
面

性
を

帯

ナ

ビ
派

の
絵

画

に
お

け

る

「
家

族

」

の
主

題

ー

二

人

の

マ
ル
ト

}



ナ
ビ
派
の
絵
画
に
お
け
る

「
家
族
」
の
主
題
-

二
人
の
マ
ル
ト
ー

び

て

い
る

の
が
認

め
ら

れ

た
。

し

か
し
、

そ

れ

は
二
〇

世
紀

絵

画

が
示

し

た

「
平

面
」
と
は
ず

い
ぶ
ん
と
異

な

る
も

の

で
あ

り

、
「
平

ら
な

表
面

」
と

い
う

語
も

「
平

面

」

と
読

み
替

え

ら
れ

る
も

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

。
ド

ニ
が

こ
の
よ
う

な
言
葉

を
使

っ
た

こ
と
に

つ
い
て
は

、

新
印
象

主
義

の
理
論

や

同
時

代

の
美

術
批

評
と

の
関

連

も

検
討

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
が
、

こ
こ
で

は
、
彼

が
論

文

を

発
表

し
た

一
入

九
〇

年
当

時
、

ド

ニ
た
ち

が
挿
絵

や

ポ

ス
タ
ー

と

い

っ
た
仕
事

に
強

い
関
心

を
示

し

て

い
た

こ
と
を
指

摘

し

て
お
き

た

い
。

ド

ニ
は

一
入

九
〇
年

に
は
ヴ

ェ
ル
レ
ー

ヌ

の

『叡

智
』

の
た

め

の
挿

絵

(図

11
)

を

制
作

、

一
入

九
二
年

に
は
ト

ゥ
ー

ル

ー

ズ
新

聞

の
た

め
の
ポ

ス
タ

ー
を
制

作
し

て

い
る
。
ま

た

ボ
ナ

ー

ル
が

一
八
九

一
年

の

フ
ラ

ン
ス
ー

シ

ャ

ン

パ

ン
社

の
イ

メ
ー

ジ

・
ポ

ス
タ

ー

(図

12
)

の
公
募

に

当

選

し

て
、
注
目

さ

れ
た

こ
と

は
よ
く

知

ら
れ

て

い
る
。
さ
ら

に

二
人
を
含

む
ナ

ビ
派

の
画
家

た

ち

は
、
世

紀
末

の
バ
リ

の
知

識
人

た

ち

の
関

心
を

集

め
た
雑
誌

『
ル

ヴ

ュ
・
ブ

ラ

ン
シ

ュ
』

(
一
入

入
九
年

に
ベ

ル
ギ
ー

で
創

刊
さ

れ

、

一
入
九

一
年

か
ら

は

パ
リ

で
刊

行

さ
れ

る

)

の
た
め

に
、

挿

絵
や

ポ

ス
タ

ー
を
積

極
的

に
制
作

す

鞠

図11モ ー リス ・ ドニ

《ヴ ェ ル レー ヌ 『叡 智 』 の た め の 挿 絵 》1890年

木 版5×10.2cm

サ ン=ジ ェ ル マ ン=ア ン=レ ー/ド ニ 家

(12)
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図13モ ー リ ス ・ ドニ 《樹 下 の 行 列 》1982年

カ ン ヴ ァ ス/油 彩57.3×83cm個 人 蔵

.、

黛

鞍

＼轟曇
」醜 認'β

〆 魅1与 一 一 槻・搬
.戯 、r

図14ピ エール ・ボナール 《部屋着》

1892年 布/油 彩154×54cm

パ リ/国 立近代美術館

る

こ
と
に
な
る
。

次
に
注
目
し

た

い
の
は
、
ド

ニ
が

「
い
く

つ
か
の
色
彩

に
覆
わ
れ
た

器
8
二
く
Φ
詳
①

α
①
6
0
三
①
⊆
「
ω
」

(傍
点
筆
者
)
と
記
し

て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
箇
所
は

前

の

「
平
ら
な
表
面
」
に

つ
い
て
指
摘
し
た
こ
と
と
も
当
然
関
わ
る
が
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
当
時

の
彼
ら

の
絵
画

に
見
ら
れ

る
装
飾
的
な
要
素
が
重
要
だ
と
思

わ

れ
る
。
ド

ニ
の

《
黒

い
シ
ョ
ー

ル
の
母
》

の
画
面
が
点
描

で
覆
わ
れ
て
い
る

こ
と
は
す

で
に
確

認
し
た
と
お
り
だ
が
、
点
描
が
画
面
を
覆
う

こ
と
が
平
面
性
を
も
た

ら
す

の
は
、
画
面
が
も

つ
べ
き
奥
行
き

(再
現
的
空
間
が
示
す
遠
近

の
差
異
)
を
点
描
が
均
質
化
し
て
し
ま
う
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
な
働
き
は
、
装

飾

に
も
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ド

ニ
の
代
表
作

《
樹
下

の
行
列
》

二

入
九
二
年

図
13
)
で
は
画
面
か
ら
点
描
が
消
え
る
と
と
も

に
、
樹
木

の
影
が
装
飾
的
曲

線
を
描
き
出
し
て

い
る
。
こ
の
装
飾
的
曲
線

は
地
面
と
女
性

の
衣
装
に
連
続
し
て
文
様
を
描
き
、
三
次
元
空
間
が
も

つ
次
元
の
違

い
を
捉
え

に
く
く

(均
質
化
も
し

 ナ
ビ
派
の
絵
画
に
お
け
る

「家
族
」
の
主
題

二
人
の
マ
ル
ト
ー

(13)
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ナ

ビ
派

の
絵

画

に
お

け

る

「
家
族

し

の
主

題

ー

二

人

の

マ

ル
ト
i

く

は
同

質
化

)
し

て

い
る
。

ボ
ナ

ー

ル
の

《格

子
柄

の
ブ

ラ

ウ

ス
》

(図

6
)
で
は
、
婦

人

の
衣
装

の
赤

い
格

子
柄

の
文
様

が
強
調

さ
れ
て

い
る

こ
と
に
、
彼

の
装
飾

に
対
す

る
関

心
を
見

る
こ
と
が

で
き

た
。

同
時
期

の

《
座

る

娘

と
兎
》

(
一
八
九

一
年
)

や

《
部
屋
着
》

(
一
入
九

二
年

図

14
)

は
、

お
そ
ら
く

一
入
九
〇
年

の
国

立
美
術
学
校

で
開
催
さ

れ
た
日
本

美
術
展

(同
年

の
ド

ニ
の
論
文
と

の
関
連

も
考

え

る
必

要

が
あ
る
)

に
大

き
な
示
唆
を

得

て
、
制
作

さ
れ
た

の
だ
ろ
う
。

こ
の
二

点

の
作

品
で
は
、
装

飾

が
も

つ
空

間
を
均
質
化
す

る
働
き

が

画
面
全
体
を
支

配
し

て
い
る
。
装
飾

に
対
す

る

ボ
ナ
ー

ル
の
関
心
は
彼

の
絵
画

に

一
貫
し

て
見
ら

れ
る

要
素

で
あ
り

り
、
晩

年

の

《
浴
槽

の
裸
婦
》

の
光

の
効
果

が

つ
く
る
多

彩
な
装
飾

文
様

ま

で
続

く

こ
と

に
な

る
。

そ
し

て
装
飾

の
も

つ
こ
の
よ
う

な
空

間
を
均
質
化

し

て
し
ま
う

力

は
、

同
時

代

の
ア
ー

ル

・
ヌ
ー

ヴ
ォ
ー
様

式

に
も
指
摘

さ
れ

て

い
る
も

の
で
あ

り
、

そ

こ
に

は
世

紀
末

に
固
有

の
特

徴
を
見
出
す

こ
と
が

で
き
誕

・

若

い
ド

ニ
が
記
し

た
絵
画

論

の

一
節

は
次
世
紀

へ
の
予

言

で
あ

る
よ

り
も
前

に
、

過
去
と
未
来

の
は
ざ
ま

に
位
置
す

る
世
紀
末

と

い
う

時
代

の
特
質
を

明
言
し

て

い

る
の
で
あ
る
。

ナ

ビ
派

の
画
家
ド

ニ
と

ボ
ナ
ー

ル
は
、

そ
れ
ぞ
れ

に
家
族

や
家
庭
生
活
、
室

内
を
主

題

と
し
た
作
品
を
数

多

く
描

い
た
。
ド

ニ
は
母
子
と

い
う
現
実

の
題
材

に
宗

教

的
理
想
を

重
ね
合

わ
せ
、

一
方

、

ボ
ナ

ー

ル
は
日
常
生
活

の

一
こ
ま
と

い
う
装

い
の
も

と

に
秘
か
な

ユ
ー

ト

ピ
ア
を
描

き
出
し

た
。
ド

ニ
が
論

文

に
記
し

た

コ

リ

定

の
秩
序

の
も
と
に
集

め
ら
れ

た

い
く

つ
か

の
色
彩

に
覆
わ

れ
た
平

ら
な
表
面
」

も
ま

た
、

そ
う

し

た

ユ
ー

ト
ピ
ア

の
あ

ら
わ
れ

に
ほ
か
な
ら
な

か

っ
た
と
思

わ
れ

O

る
。

注

(
-
)

寓

9
鼠

8

0
①
三
ρ

ミ

馨

。
駐

§

§

ら
婆

ミ

窯

鏑

寒

魯

量

①
α

こ

9

噛く
臼

閃
①
毒

巳
£

、
〉
ま

嘗

①
ω
㌔

拶
ユ
・゚
L

8

野

b
°
°。
ω
゜

(
2

)

量

匙

讐゚
や

逡

(ご
0
8

一
)
∂

(3
)

近
年
、
大
規
模
な
ド

ニ
展
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
同
展
の
カ
タ

ロ
グ
は
彼

の
絵
画
と
絵
画
論
を
再
考
す
る
良

い
文
献
と
な

っ
て
い
る
。
§

ミ
ミ
鳴

b
§
蹄

N
Q◎
こ
高
轄

導

①
メ
F

o
黒

・
い
団
o
戸

]≦
二
ω
ひ
Φ

α
Φ
ω
Oσ
Φ
碧

峯
〉
諄
ρ

お

逡

・

な

お

日

本

で

は

一
九

八

一
年

に

ド

ニ
展

が

開

か

れ

て

い

る

。

『
モ
ー

リ

ス

・
ド

ニ
展

』

カ

タ

ロ
グ

、

国

立

西

洋

美

術

館

他

一
九

八

一
年

。

(
4
)

こ

の
作

品

は

セ

ザ

ン

ヌ

の
静

物

画

を

囲

む

ナ

ビ

派

の
画

家

た

ち

の
姿

が

描

か

れ

て

い

る

が

、

画

面

左

端

に

は

ル
ド

ン

が

立

ち

、

ほ

と

ん

ど

の

人

物

の

視

線

が

彼

の
方

に
向

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

を

考

え

る

と

、

ル
ド

ン
を

讃

え

る

も

の

で

も

あ

っ
た

と

考

え

ら

れ

る

。

(
5
)

イ

ヴ

ォ

ン

ヌ

・
ク

ニ

ビ

レ
ー

ル

カ

ト

リ

ー

ヌ

・
フ
i

ヶ

『
母

親

の
社

会

史

中

性

か

ら

現

代

ま

で
』

中

嶋

公

子
他

訳

筑

摩

書

房

一
九

九

四

年

一
七

九

頁

・

な

郭

ジ

"

i-
嵐



お
以
下

の
も
の
も
含
め
、
引
用

に
際
し
て
は
若
干

の
表
記
を

改
め
た
箇
所

が
あ

る
。

(
6
)

フ
ィ
リ

ッ
プ

・
ア
リ

エ
ス
の

『
「教
育

」
の
誕
生
』

に
引

用
さ
れ
た

エ
ル
ネ

ス
ト

・
ル
グ
ー
ヴ

ェ
の
回
想
。

中
内
敏
夫
他
訳

藤
原
書
店

一
九
九

二
年

九

〇
頁
。

(7
)

同
上
書

九
五
頁
。

(
8
)

こ
の
部
分
に

つ
い
て
は
主
に
右
の
二

つ
の
文
献
を
参

照
。

印
象
主
義

絵
画
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
別

の
機
会

に
論
じ

た
い
と
思
う
。
な

お
こ
の
問
題

は
フ

ェ
ミ

ニ
ズ

ム
と

も
関
わ
る
が
、

こ
の
視
点

か
ら

ロ
コ
コ
絵
画

の
家
族

の
主
題

を
扱

っ
た
考
察
が
鈴
木
杜
幾
子
氏
に
見
ら
れ
る
。

鈴
木
杜
幾
子

『
フ
ラ

ン
ス
絵
画

の
「近
代
」
』

講
談
社

一

九
九
五
年

九
-
六
三
頁
。

(
9
)

一
八
入
八
年

の
ゴ
ー
ガ

ン
の
総
合
主
義

の
確
立
に
重
要
な
関

わ
り

の
あ
る

エ
ミ
ー

ル

・
ベ
ル
ナ
ー

ル
の

(様

式

(ク

ロ
ワ
ゾ

ニ
ス
ム
)

が
、

ス
テ

ン
ド
グ
ラ

ス
な
ど

の
中

世

の
工
芸
に
示
唆
を
得

た
も

の
で
あ
る

こ
と
は
よ
く
知

ら
れ

て

い
る
。

お
そ
ら
く

セ
リ
ジ

ュ
エ
は
同
年
夏

の
ポ

ン
ー
タ
ヴ

ァ
ン
滞
在
時

に
ゴ
ー
ガ

ン
だ
け

で
は
な
く
、
ベ
ル

ナ
ー

ル
の
理
論
も
吸
収
し
、
ド

ニ
た
ち
に
伝
え

た
と
思

わ
れ

る
。

(10
)

ボ
ナ
ー

ル
は
典
型
的
な
ア

ン
テ
ィ
ミ

ス
ト

の
作
品

の
ほ
か

に
彼
独
自

の
場
面
設
定
を
求

め
、

開
口
部

の
あ

る
室
内

と
い
う
構
成
も
描

い
て

い
る
。

一
九

=
二
年
の

《
田
舎

の
食
堂
》

に
は
、
扉
と
窓

の
開

い
た
食

堂
が
見
ら
れ
る
。

こ

の
絵

に
描

か
れ
て

い
る
外

の
空
間

は
、
都
市

の
よ

う
に
室
内
と
対
立
す
る
も

の
で
は
な
く
、
庭
や
菜
園
、
そ
し

て
そ
れ
に
連
な

る
田
園
の
風
景
で
あ
る
。

つ
ま
り
食
堂

の
内

と
外
は
連
続
し

(女
性
人
物

の

一
人
は
外

に
立

っ
て
、
窓
越
し
に
食
堂

の
な
か
を
見

て
い
る
)
、
穏

や
か
な
自
然

に
包
ま
れ
て

い
る
と

い
え
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る

の
は
、
室
内

に
人
物

の
姿

が
な

い
こ
と
だ
ろ
う

(椅
子
に

は
二
匹
の
猫
が
座

る
)。
室
内

に
は
光
が
満

ち
、

光
は
食
卓
の

白

い
テ
ー
ブ

ル
ク

ロ
ス
を
董
色

に
染
め
て

い
る
。
さ
ら
に
開

い
た
扉
は
、
外
に
近
づ
く

に

つ
れ
て
、
深

い
董
色

か
ら
黄
色

へ
と
色
を
変
え
て

い
る
。
家
族

の
主

題
の
本
来
の

5ー

主
役

で
あ

る
人
物
に
代
わ

っ
て
、

こ
の
作
品
で
は
、
光

が
の
ど
か
な
家
庭
生
活

の
雰
囲
気
を
伝
え
て

い
る

の
で
あ
る
。

ボ
ナ
ー
ル
の
こ
の
よ
う
な
作
例

に

つ
い
て
も
、

モ
ネ

ロ

の

《
昼
食
》
な

ど
、
印
象
主
義
絵

画
と

の
関
連
を
考
え
る
必

要
が
あ
る

だ
ろ
う
。

こ
の
点

に

つ
い
て
は
拙
論
で
触
れ
た

こ
と
が
あ
る
。
「夕

陽
の
積

み
わ
ら

光

の
移
ろ

い
に

魅

せ
ら
れ
た
連
作
」

太

田
泰
人
他
編

『屋
外

へ
出

た
カ

ン
ヴ

ァ
ス
』

講
談
社

一
九
九
二
年

一
〇
四
i

一
〇
五
頁
。

(
11
)

ワ
ル
タ
i

・
ベ
ン
ヤ
ミ

ン

「
パ
リ

一
九
世
紀

の
首

都
」

「複
製
技
術
時
代

の
芸
術
」

川
村

二
郎
他

訳

紀
伊
国
屋
書
店

一
九

六
五
年

三
三
頁
。

(12
)

鈴
木
信
太
郎
他
編

『
ス
タ

ン
ダ
ー
ド

佛
和
僻
典
』

大
修
館
書
店

一
九
五
七
年
。
な
お

こ
の
部
分

に

つ
い
て
は
次

の
文
献

に
示
唆
を
得

た
。
山
脇

一
夫

「
世
紀
末

の
パ

リ
と
印
象

派
以
後

の
画
家
た
ち
」

(『
モ
ダ

ン
・
パ
リ
展
』

カ
タ

ロ
グ

兵
庫
県
立
近
代
美
術
館

一
九
八
五
年

)
、
南
條
彰
宏

「
『
ア
ン
テ
ィ
ミ
ス
ト
展
』

に
寄

せ
る
パ
リ
か

ら
の
通
信

」
(
『
日
常

の
小
さ
な
幸

せ

ア

ン
テ

ィ
ミ

ス
ト
の
世
界
展
』

カ
タ

ロ
グ

埼

玉
県
立
近
代
美
術
館

一
九
八
九
年
)。

(
13
)

世
紀
末

の

「
室
内
」

に
注
目
し
た
ベ

ン
ヤ
ミ

ン
は
、
同
時

代

の
ア
ー

ル

・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
様
式

が
個
人
住
宅

の
室
内
装
飾
と
結

び

つ
い
て

い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
、
そ

の

様
式
は

「霊
媒

の
語
る
よ
う
な
線
状

の
言
葉

の
な
か
に
、
技

術
で
武
装
し
た
外
界

に
対
抗
す
る
裸
形

の
植
物
的

自
然

の
象
徴
と
し
て
の
花

の
な

か
に
し
展
開
さ
れ
る
と
指
摘

し
て
い
る

(前
掲
書

三
二
頁
)
。

ゆ　軸}

　}　↑鱒　一　姉　

ナ
ビ
派
の
絵
画
に
お
け
る

「家
族
」
の
主
題
ー

二
人
の
マ
ル
ト

{{


