
モ

・不

と

ソ

ラ

六
人
部

昭

典

ク

ロ
ー

ド

.
モ
ネ

(
一
入
四

〇

1

一
九

二
六

)

と
小
説

家

の

エ
ミ
ー

ル

・
ゾ

ラ

(
一
八

四
〇

i

一
九

〇

二
)

は

同
じ
年

に
生

ま

れ
、

そ

れ
ぞ

れ

の
分

野

で
芸

術

の

変

革

を
担

っ
た
。

ま

た
ゾ

ラ

は
同
時

代

の
画

家

た
ち

と
交

友

し
、

重
要

な
関

わ
り
を

も

っ
た
文

学
者

で
も

あ

る
。

彼

の

こ
の
よ
う

な
活

動

に

つ
い
て
は
・王
に
二

つ
の

面

が
論

じ

ら
れ

て
き

た
。

ひ
と

つ
は

セ
ザ

ン
ヌ

(
一
八
三

九

ー

一
九

〇
六
)

と

の
関

わ

り

で
、

彼

ら

は
少

年

時
代

に
南

フ
ラ

ン
ス
で
親
友

と
な

り
、

そ

の
後

も
交

友

が
続

い
た
。
二

人

の
関
係

は
、
ゾ

ラ

が
印

象

派

の
画

家

た
ち

と
親

し
く

な

る
契

機

と

も

な

っ
た
。

も

う

ひ

と

つ
は

マ
ネ

(
一
八

三

二
i

八
三

)

と

の
関

わ
り

で
あ

る
。

ゾ

ラ

は
非

難

を
浴

び

て

い
た

マ
ネ

の
絵

画

を

支
持
す

る
批

評

を

一
八
六

六
年

か

ら
翌
年

に

か
け

て
発

表
、

マ
ネ

は
返
礼

と

し

て
、
彼

の
肖

像

画
を

制
作

し

て

い
る
。

　
　

　

ゾ
ラ
は
こ
う
し

て
印
象
・王
義

に

つ
な
が
る
絵
画

の
変
革

に
大
き
な
役
割
を
果
す

こ
と
に
な
る
。
本
稿

で
は
、

こ
れ
ら
二

つ
の
例

に
較

べ
て
扱
わ
れ
る

こ
と
が
少
な
か

っ
た
モ
ネ

と
ゾ

ラ
の
関
わ
り
を
考
察
し
た

い
。

こ
こ
で
取

り
上
げ
る
の
は
次

の
三

つ
の
要
素
、
ゾ
ラ
に
よ
る

モ
ネ
批
評

(特
に

一
入
六
六
年

の
最
初

の
批
評
文
)
、
両

者

の
作
品
に
共
通
す

る
鉄
道

と
駅
と
い
う

題
材
、
ゾ
ラ
が

一
入
八
六
年
に
刊
行
し
た
小
説

『
制
作
』
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
考
察
を
通
し
て
、
両
者
が
担

っ
た
変
革

と

時
代

の
関
わ
り
を
明
ら
か
に
し
た

い
と
思
う
。

(19)

一
、
ゾ

ラ
に
よ
る

一
八
六
六
年

の

モ
ネ
評

モ
ネ
と
ゾ
ラ

が
最
初

に
関

わ
る

の
は
、
ゾ
ラ
が

一
八
六
六
年

の
サ

ロ
ン
評
で

モ
ネ

の
出
品
作
を
取
り
上
げ
た
と
き
で
あ
る
。

こ
の
批
評
文
を
検
討
す

る
前
に
、
ま

吟

モ
ネ

と

ゾ

ラ
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図1ク ロー ド ・モ ネ 《草 上 の昼 食 》

1865-66年 カ ン ヴ ァ ス/油 彩

418×150cm(左 端 断 片)248x217cm(中 央 断 片)

パ リ/オ ル セ ー 美 術 館

ず
当
時

の
二
人

の
足
跡
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

モ
ネ

は
前
年

の

一
入
六
五
年
、
二
点

の
海
景
画

で
サ

ロ
ン
初

入
選
を
果
た
す
と
、
翌
年

の
サ

ロ
ン
に
向
け

て
大
作

《
草
上

の

昼
食
》

(図
1
)
の
計
画
に
着
手
し
た
。
こ
の
作
品

は
、

一
八
六

三
年

の
落
選
展
で
物
議
を
か
も
し
た

マ
ネ

の

《
草
上

の
昼
食
》

(図
2
)
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
構
想
さ
れ
た
も

の
だ
が
、

モ
ネ
は
同

じ
主
題
を
戸
外

の
光
の
中

に
描

こ
う

と
考
え
た
の
だ
っ
た
。
こ

の
大
作

の
計
画
を
通
し
て
、
モ
ネ
は
印
象
主
義

の
形
成

に
踏
み

出
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
戸
外

で
さ
ま
ざ
ま
な
習
作
を
描

い
た

後
、
サ

ロ
ン
に
出
品
す
る
最
終
作
品
に
取
り
か
か

っ
た
。
し
か

し
制
作

は
難
航
し
、
出
品
を
断
念
す
る
こ
と
に
な
る

(未
発
表

に
終
わ

っ
た
大
作
は
そ

の
後
、
湿
気

の
た
め
に
傷

み
、

一
八
八

四
年
に
モ
ネ
自
身
に
よ

っ
て
に
切
断
さ
れ
、
現
在
、
左
端
断
片

と
中
央
断
片
が
オ
ル
セ
ー
美
術
館

に
所
蔵
さ
れ
て

い
る
)
。
モ
ネ

は
急
遽
、
室
内

の
女
性
人
物
を
描

い
た

《
カ
ミ
ー

ユ

(緑
衣

の

女
性
)
》

(図
3
)
を
制
作
、
こ
の
作
品
と

一
八
六
四
年
に
制
作

し
た
風
景
画

《
シ
ャ
イ
イ
の
道
》

の
二
点
を

一
八
六
六
年

の
サ

ロ
ン
に
提
出
し
、
前
年

に
続

い
て
入
選
を
果
た
し
た
の
だ

っ
た
。

一
方
、
ゾ
ラ
は

一
八
六
五
年
に
初

の
長
編
小
説

『
ク

ロ
ー
ド
の

告
白
』
を
出
版
、
ま
た
種

々
の
批
評
を
発
表
し
、
文
学
者
と
し

(20)
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1863年 カ ン ヴ ァ ス/油 彩208×264cm パ リ/オ ルセー美術館

て

の
自

ら

の
姿
勢

、

や

が
て

「
自
然

主
義

」

と

い
う

語

を
掲

げ

る

こ
と

に
な

る
姿
勢

を
か

た

め

て
ゆ
く
。

そ
し

て

翌

一
八
六

六
年

一
月

に
は

勤

め

て

い
た

ア

シ

ェ

ッ
ト

社
を

や

め
、
作

家

活

動

に
専
念

す

る
。

ゾ

ラ

は
美

術
批

評

に
も

本

格

的

に
乗

り
出

し

、

こ
の
年

の
サ

ロ
ン
評

で

モ
ネ

の
出

品

作

を
高

く
評

価

す

る
と

と
も

に
、

同

年

の
サ

ロ
ン
で
落
選

し

た

マ
ネ

を
積

極

的

に
擁

護

し

た
。

こ

の
よ
う

に

一
八

六

六
年

は
、

モ
ネ

と
ゾ

ラ

そ
れ
ぞ

れ

に

と

っ
て
、

自

ら

の

芸
術

上

の
立

場
を

明
確

に
し

て
ゆ
く

重
要

な
時

期

だ

っ
た

と

い
え

る
。

ゾ

ラ

は

一
八

六

六

年

の
サ

ロ
ン
評

を

『事

件

』

(卜
肉
鼠
ミ

ミ
§

、
)
誌

に
七

回

に
わ

た

っ
て
発

表

(四

月

二
七

日
1

五
月

二
〇

日
)
、

そ

の
う

ち

の
五

番
目

レ

ア

リ

ス

ト

の
記

事

「
サ

ロ
ン

の
写

実
主

義
者

た
ち
」

(五

月

L⊥

日
)
の
中

で
、

モ
ネ

の

Dω

出

品
作

を
取

り
上

げ

た
。

率
直

に

い
う

と

、
私

の
注

意

を
も

っ
と
も
長

く

引
き

と

め
た

の
は

モ

ネ

氏

の

《
カ

ミ
ー

ユ
》

だ

っ
た
。

こ
れ

は
力

強
く

生

き
生

き

と
し

た
絵

だ
。
空

虚

で

さ
む

ざ

む
と

し

た
部
屋

を

ま
わ

り
な

が
ら
、

こ
れ

と

い

っ

た
新
し

い
才

能

に
出

会

う

こ
と

も

な
く
疲

れ

き

っ
て

い
た

と
き
、

長

い

裾

を
引

く
若

い
女

性

の
絵

が
目

に
と
ま

っ
た

の
だ

っ
た
。

ま

る

で
そ

こ

に
穴

が
あ

い

て

い
る

か

の
よ
う

に
、

壁

に
く

っ
き
り

と
浮

か
び
上

が

っ

て

い
た
。

失

笑

と
肩
を

す

く

め
る

の
に
飽
き
飽

き
し

て

い
る
と

き

に
感

嘆

の
機

会

を

得

ら

れ

る

こ
と

が
ど

ん
な

に
素

晴

ら
し

い

こ
と
か
、

分

か

っ
て

い
た
だ

け

る

だ
ろ
う
。

卸
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(22)

私
は
モ
ネ
氏
を
知
ら
な

い
し
、

こ
れ
ま
で
彼

の
作
品

の

一
点
も
気
を

つ
け

て
見
た
こ
と
は
な
か

っ
た
と
思
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
に
は
昔

か
ら
の

友
人

の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
彼

の
絵

が
活
力

と
真
実
が
ど
う

い
う
も
の
か
を
語

っ
て

い
る
か
ら
だ
。

そ
う
、
こ
こ
に
は
ひ
と

つ
の
気
質

が
あ
る
。

こ
れ
ら
脆
弱
な
者

た
ち

の
中

に

一
人

の
男
が

い
る
。
ま
わ
り

の
絵
を
見

る
が
良

い
。

こ
の
自
然

に
向

か

っ
て
開

か
れ
た
窓
の
か
た
わ
ら
に
あ

っ
て
、
何
と
精
気
な
く
見
え
る
こ
と
か
。

こ
こ
に
い
る

の
は
写
実
主
義
者

を
超
え
る
者
、
無
味
乾
燥
に
陥

る
こ
と
な
く
あ
ら
ゆ
る

(
2

)

 細
部
を
描
く

こ
と

の
で
き
る
繊
細

で
逞
し

い
解
釈
者

で
あ
る
。

ゾ
ラ
の
批
評
文
を

一
読
す
る
と
、
彼

が
モ
ネ

の
作
品
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
段
落
を
追

っ
て
読
ん
で
ゆ
く
と
、

ま
ず
ゾ
ラ
は
二
点

の
出
品
作

の



う
ち

、

《
カ

ミ
ー

ユ
》

を
取

り

上
げ

、

「
私

の
注
意

を

も

っ
と
も

長

く
引

き

と
め

た
」

と
記

し

て

い
る
。

そ

し

て
第

二
段

落

で

「
か

つ
て
彼

の
作

品

の

一
点
も
気

を

つ

け

て
見

た

こ
と

は
な

か

っ
た
」

と
述

べ
て

い
る

よ
う

に
、

ゾ

ラ

は
前
年

の
サ

ロ
ン
で

は
、

初

入
選

を
果

た

し

た

モ
ネ

の
作

品

に
注

目

し

て

い
な

か

っ
た
と
思

わ
れ

る
。

ま

た

こ

の
時
点

で
は
、

両
者

は
ま

だ
面
識

が
な

か

っ
た

よ
う

だ
。

も
ち

ろ

ん
、

こ
う

し

た
部

分

は

レ
ト
リ

ッ
ク
と
推

測
す

る
余

地

も

あ

る
が
、

モ
ネ

た
ち
後

の
印

象

派

の
画
家

た
ち
と

ゾ

ラ

が
親

し

く
交

友
し

始

め

る

の
は
、

こ

の
サ

ロ
ン
評
を

発
表

後

、
特

に

マ
ネ

支
持

の

姿
勢

を
鮮

明

に
し

て

ゆ
く

の
に
伴

っ
て

だ

っ
た

と
考

え

て

良

い
だ

ろ
う
。

最
後

の
段
落

に
使

わ

れ

て

い
る

い
く

つ
か

の
言

葉

は
注
意

を

要
す

る

。
ま
ず

注
目

し

た

い
の
は
、
「
自
然

に
向

か

っ
て
開

か

れ

た
窓

o
①
淳
Φ
hΦ
島

嘗
①
2

<
Φ
二
①
・゚二
『

ご

コ
讐
霞
①
」

と

い
う

箇

所

で
あ

る
。

モ
ネ

(あ

る

い
は
印
象

派

の
画
家

た
ち
)

に

つ

い
て
、

戸
外

の
自

然

や
光

の
表

現

を
求

め

た
ゆ

え

に
、
彼

(彼

ら
)

は

「
自

然

に
向

か

っ
て
窓

」

を
開

い
た

と

か
、

彼

(彼

ら
)

の
絵

は

「
自

然

に
向

か

っ
て
開

か

れ

た
窓
」

だ

と
述

べ

ら
れ

る

こ
と

が
少

な
く

な

い
。

こ
の
よ
う

な
記

述

は
、

基

本
的

に
ゾ

ラ

の

モ
ネ

評

の

一
文

に
由
来

す

る
。
し

か
し

彼

が

取

り
上
げ

た
作

品
は
、
二
点

の
出
品
作

の
う

ち

、
風
景

画

で
は

な
く
、
室

内

に
立

つ
女

性

を
描

い
た
《
カ

ミ
ー

ユ
》
で
あ

る
。
ゾ

ラ

が

こ

こ
で
用

い
て

い
る

「
自
然

コ
碧
⊆
H
①
」
と

い
う
語

が
、

風

景

や

田
園

と

い

っ
た
意

味

あ

い
で
な

い
こ
と

は
明
ら

か

だ
ろ
う

。
手

元

の
辞

書

で

は
、

「8

6霞

①
」

の
意

味

と
し

て
、

「
(都
会

・
文

明

に
対

す

る
)

自
然

、

田
園
」

と
と
も

に

「
(人
や

事
物

の
)
本

性
、

性

質
」

「
実
物

、

モ
デ

ル
」

が
挙

げ

ら

れ

ハ
ヨ

　

て
い
る
。
ゾ
ラ
が
批
評
文
で
使
用
し
た
語

の
意
味
は
後
者
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
、
彼

が
後
に
掲
げ

る

「
自
然
主
義
」

「
自
然
主
義
者
」

の
語
も
こ
の
意
味
に
基
づ
く
。

ゾ
ラ

が
初
め
て

「
自
然
主
義
者

コ
讐
霞
讐

ω8
」
の
語
を
使

っ
た
の
は
、

モ
ネ
評

の
二
か
月
後
、

一
八
六
六
年
七
月

に
発
表
し
た
文
章
に
お

い
て
だ

っ
た
。
彼
は

こ

こ
で
、
テ
ー
ヌ

(
一
八

二
八
ー
九
三
)
を

「
哲
学
的
な
自
然
主
義
者
」

と
指
摘
し
、
そ

の
意
義
を

「
純
粋
な
観
察
と
物
質
的
な
事
象

の
研
究
に
用

い
ら
れ
る
正
確

な

ハユ

分
析
を
精
神
的
な
事
象

の
中

に
導
入
し
た
」
こ
と
に
求
め
た
。
ゾ

ラ
の
文
章
に
も
窺
わ
れ
る
よ
う

に
、
「⇒
鉾
霞
巴
圃ω
8
」
と

い
う
語

は
本
来
、
自
然
科
学

の
分
野
に
使

用
さ
れ
た
も

の
で
、
「
自
然
科
学
者
」
「博
物
学
者
」
を
意
味
し
た

(現
在
も

こ
れ
ら
が
第

一
義

で
あ

る
)
。

こ
の
語
が
哲
学
分
野
に
使
用
さ
れ
た
例
は
十
六
世
紀
に
さ

か
の
ぼ
り
、
十
入
世
紀

に
は
デ

ィ
ド

ロ

(
一
七

=
ニ
ー
八
四
)

の

『百
科
全
書
』

の
用
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
だ
。
十
九
世
紀

に
は
ボ
ー
ド

レ
ー
ル

ニ

八
二

】
1

六

七
)
が
美
術
批
評
に
お
い
て
、
観
念
的
な
自
然

を
描
く
歴
史
的
風
景
画

に
対
し
て
、
現
実

の
自
然
を
描

こ
う
と
す

る
風
景
画
家

た
ち
を

「自
然
主
義
者
」
と
呼
ん
だ
。

ワ
　
　

ゾ
ラ
は

こ
の
よ
う

な
流
れ
を
踏
ま
え

て
、
科
学
的
な
観
察
と
分
析
を
文
芸
の
方
法

に
適
用
し
よ
う

と
し
た

の
だ

っ
た
。
彼
は
後

に

「
自
然
主
義

づ
讐
葺
巴
団ω
ヨ
①
」

に

つ
い
て
次

の
よ
う
に
記

し
て

い
る
。
「
自
然
・王
義

と
は
何
か
。
歴
史
学

で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
と
人
物

た
ち
を
理
論
的
に
研
究
す

る
こ
と
、
資
料
を
調
査
し
、
社
会

モ
ネ

と
ゾ

ラ

(L3)

鱒



モ
ネ

と

ソ
ラ

と
社
会
環
境
を
復
元
す

る
こ
と
だ
。
批
評
で
は
、
作
家

の
気
質
を
分
析
し
、
作
家
が
生
き
た
時
代
を
再
構
成
す
る

こ
と
だ
。
生
活

が
修
辞
学

に
取

っ
て
代
わ
る

の
だ

か
ら
。
文
学
、
特

に
小
説
に
お
い
て
は
、
資
料

と
し

て
の
人
間
た
ち
を
絶
え
ず
収
集
す
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間
を
観
察
し
、
描
き
、
現
実
的

で
永
遠
な
作
品

へ
と
要

(
6
)

約
す

る
こ
と
で
あ
る
L
。

一
入
六
七
年
十
二
月

に
出
版
さ
れ
た

『テ

レ
ー
ズ
・
ラ
カ
ン
』
は
ゾ
ラ

の
最
初

の
自
然
主
義
小
説

だ
と

い
わ
れ
る
が
、
出
版
早
々
に
激
し

い

非
難
を
浴

び
る
と
、
彼
は
翌
年
四
月

の
第
二
版

の
お
り

に
序
文
を
書
き
、
論
戦
を
挑
ん
だ
。
ゾ
ラ
は
こ
の
小
説

に
つ
い
て
、
「
一
章

一
章
が
生
理
学

の
興
味
深

い
ケ
ー

ス
の
研
究
」

で
あ
り
、
「
私
は
外
科
医
が
死
体
に
対
し
て
行
う
解
剖
学
上

の
作
業
を
二

つ
の
生
体
に
対
し
て
行

っ
た
に
す
ぎ
な
い
」

と
主
張
す

る
。

そ
し
て

「
『テ

レ

(
7
)

ー
ズ

・
ラ
カ
ン
』

で
応
用
し
よ
う

と
し
た
科
学
的
分
析
方
法
」
は
小
説

の

「
現
代
的
な
方
法
」

だ
と
断
言
し
て
い
る
。

一
入
六
六
年

の
モ
ネ
批
評
に
戻
ろ
う
。
ゾ
ラ
は

「
サ

ロ
ン
の
写
実
・王
義
者

た
ち
」
と
題
し
た
批
評
で
モ
ネ

の
出
品
作
を
取
り
上
げ
た
の
だ
が
、
最
後
の
段
落
を

「
そ

う
、
こ
こ
に
は
ひ
と

つ
の
気
質
が
あ
る
」
と
書
き
出
し
て

い
る
。
そ
し
て

「
こ
こ
に
い
る
の
は
写
実
主
義
者
を
超
え
る
者
、
無
味
乾
燥
に
陥
る
こ
と
な
く
あ
ら
ゆ
る

細
部
を
描
く

こ
と

の
で
き
る
繊
細

で
逞
し

い
解
釈
者

で
あ
る
」
と
結
論

づ
け
る
。
彼
は

一
入
八

一
年
に
、

「自
然
・王
義
作
家
と
は
、
自
然
と
人
間
に
で
き
る
だ
け
間
近

(8

)

に
迫

る
研
究
方
法
を
身
に

つ
け
た
人
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
観
察
者

固
有

の
気
質
が
自
由

に
現
れ
る
こ
と
を
妨
げ

は
し
な

い
」
と
述

べ
て
い
る
。
ミ

ッ
ト
ラ

ン
が
「但

(
9

)

し
書
き
が
重
要

で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ

が
シ

ャ
ン
フ
ル
ー
リ

の
写
実
主
義

と
ゾ
ラ
の
自
然
主
義
を
き

っ
ぱ
り
分
か

つ
も

の
で
あ

る
」
と
指
摘
す
る
よ
う

に
、
「
気
質

8
孚

℃
0
茜
日
①
三
」
と

い
う
語
は
ゾ
ラ

の
自
然
主
義

の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

「
入
六
六
年

の
ゾ

ラ
に
よ
る

モ
ネ
評
は
両
者

の
最
初

の
接
点
だ
が
、

こ
れ
ま
で
見

て
き
た
よ
う
な

一
入
六
〇
年
代
半
ば
か
ら
八
〇
年
代
に
至
る
ゾ
ラ

の
言
説
と
創
作
活
動

の
経
緯
を
考
え
る
と
、
そ
の
重
要
性
が
浮
か
び
上

が

っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
ゾ

ラ
は
か
た
め

つ
つ
あ

っ
た
彼
自
身

の
芸
術
上

の
戦
略

の
中

に
モ
ネ

の
作
品
を
取
り
込
ん
で
、
賞
賛
し
た

の
だ

っ
た
。
そ
し
て
彼
は
ま
さ
に
こ
の
批
評
文

の
最
後

の
数

行
に
お

い
て
、
「
気
質
」

の
語
を
要

に
、
自
然
主
義

の
立
場
を
初

め
て
明
瞭

に
示
し
た
の
で
あ
る
。

(24)

 

二
、

駅

と
鉄
道

ゾ
ラ
は

一
八
六
六
年
の
サ

ロ
ン
評

で
モ
ネ
を
賞
賛
す

る
と
と
も
に

マ
ネ
を
積
極
的
に
支
持
し
た
が
、

こ
れ
を
契
機

に
、

マ
ネ
を
中
心
に
若

い
画
家

た
ち
が
参
集
し

た

「
カ
フ

ェ

・
ゲ
ル
ポ
ワ
の
集
ま
り
」
に
出
入
り
す

る
よ
う

に
な
る
。

一
入
六
七
年
に
は
こ
の
会
合
場
所

に
近

い
セ
ー
ヌ
右
岸

の
バ
テ
ィ

ニ
ョ
ー

ル
地
区

に
転
居
し
、



後

の
印
象
派
画
家
た
ち
と
の
交
友

は
深
ま

っ
た
。
ゾ
ラ
は
ま
た
自
然
主
義
理
論
に
基
づ
く

一
家
系

の
物
語

「
ル
ゴ

ン

ー
マ
ッ
カ
ー

ル
叢
書
」
を
構
想

(
た
と
え
ば
、

彼

の
代
表
作

『
居
酒
屋
』
は

こ
の
叢
書

の
第
七
巻
と
し
て

一
八
七
七
年

に
出
版
)
、

一
八
七
〇
年
に
は
第

一
巻

『
ル
ゴ

ン
家

の
運
命
』
の
連
載
を
開
始
し

て
い
る
。
同

年
八
月

に
勃
発
し
た
普
仏
戦
争

の
た
め
に

一
時
的

に
中
断
し
た
も

の
の
、

一
八
七

一
年

一
〇
月
に
は

こ
れ
を
単
行
本

と
し
て
刊
行
す

る
。

一
方
、

モ
ネ

は
仲
間
と
と

も

に
絵
画

の
販
路
を
求
め
て
グ

ル
ー
プ
を
結
成
す

る
こ
と
を
計
画
、

一
八
七
四
年
四
月
に
は

「
画
家

、
彫
刻
家
、
版
画
家
等

の
美
術
家

の
共
同
出
資
会
社
」

の
第

一

回
展

(後
に

い
う

「
第

一
回
印
象
派
展
」
)
を
開
催
し

た
。
ゾ
ラ
は
こ
の
第

一
回
展

に

つ
い
て
、
『
マ
ル
セ
イ

ユ
通
信
』
と

い
う
地
方

紙
に
短

い
報
告
を
記
し
て

い
る
。

「三
十
人

の
美
術
家
グ

ル
ー
プ

に
よ
る
品
格
の
高

い
、
魅
力
的
な
試
み
を
読
者

の
方

々
に
お
知
ら
せ
し
た

い
。
彼
ら
は
自
分
た
ち

の
作

品
を
展
示
し
、
販
売
す

る
た
め

に
協
同
組
合
を
結
成
し
た
。
そ

の
規
約
は
大
変
良
く
で
き

て
い
る
が
、

こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は
煩
雑

だ
ろ
う
。

と
は

い
え
、

私
た
ち
は
こ
の
組
合

の
努
力

の
ほ
ど
を

判
断
す

る
こ
と
は
で
き
る
。
と

い
う

の
は
、
そ

の
第

一
回
展
が
カ
ピ
ュ
シ
ー

ヌ
大
通
り

の
ナ
ダ
ー
ル
の
ア
ト
リ

エ
で
、
今
日
、
始
ま

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
こ
の

　
り

　

展
覧
会
を
見
て
き
た
と
こ
ろ

だ
が
、
こ
れ
ら
の
画
家
や
彫
刻
た
ち

の
祝
福
す

べ
き
大

胆
さ
を
称
え
ず

に
は

い
ら
れ
な

い
」
。
こ
こ
に
引
用
し
た
箇
所
を
読
む
と
、
ゾ
ラ

は
モ
ネ

た
ち

の
グ

ル
ー
プ
結
成

の
目
的
を
良
く
知

っ
て

い
る
。
彼
は
第

一
回
展
に
至
る
経
緯
を
身
近

に
見

て
い
た
と
推
測
し
て
良

い
だ
ろ
う
。

5ーω

ゾ
ラ
は

一
七
六
六
年

の
第
二
回
展

の
批
評
で
は
、
彼
ら
は

「
自
ら
の
気
質
を
通
し

て
現
実
を
捉
え
、
表
現
す

る
」

ゆ
え
に

「
自
然
主
義
者

の
美
術
家

た
ち
の
集
ま

　
ロ
　

り

だ
」

と

指
摘

し

て

い
る
。

そ
し

て
翌
年

の
第

三
回
展

で
は

、

モ
ネ

の
出

品

作

に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
述

べ
る
。

ク

ロ
ー

ド

・
モ
ネ

氏

は

こ
の
グ

ル
ー
プ

の
中

で
も

っ
と
も

際
立

っ
た
個
性

だ
。
彼

は
今
年

、

駅

の

構
内

を
描

い
た
素

晴

ら

し

い
絵
を

出

品

し

て

い
る
。

人

々

は

こ

こ
に
、

な

だ
れ

こ
む
列

車

の
捻

り

を
聞

き
、

広

大

な

屋

根

の
下

に
渦
巻

き

あ

ふ
れ

る
煙

を

見

る

だ
ろ
う
。

見

事

な
広

が
り

を
も

っ
た
現
代

の
姿
、

こ
れ

こ

　
ロ
　

そ
が
今
日
の
絵
画
で
あ
る
。
現
在

の
画
家

は
、
そ
の
父
親
た
ち
が
森
や
川
に
詩
情
を
見

い
だ
し
た
よ
う

に
、
駅

に
詩
情

を
見

い
だ
す

べ
き
だ
。

最
初

の
文
章
か
ら
は
、
ゾ
ラ
が
印
象
派
グ

ル
ー
プ

の
中

で
モ
ネ

の
才
能
を
高
く
評
価
し

て
い
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。

こ
こ
で
ゾ
ラ
が
言
及
し
て
い
る
絵
は
パ
リ

の

サ

ン

・
ラ
ザ
ー

ル
駅
を
描

い
た
も

の
で
あ
る
。

モ
ネ
は

一
入
七
七
年
の
初

め
に
駅

の
内
外
を
題
材

に
し
た
十
二
点
の
作
品
を
制
作
、

そ
の
う

ち
の
入
点
を
同
年

の
第

三
回
展

に
出
品
し
た
の
だ

っ
た
。
十
九
世
紀
に
お
け
る
鉄
道
網

の
急
速
な
発
達

は
、
大
量

の
人

々
の
移
動
と
物
資

の
流
通
を
も

た
ら
し
た
。
鉄
道
が
新
し

い
時
代
、

す
な
わ
ち

「
現
代
」
を
生

み
出
し

た
と

い
っ
て
良

い
。
サ

ン

ー
ラ
ザ
ー

ル
駅
も

一
八
四
七
年
に

ル

・
ア
ー
ヴ

ル
ま
で
鉄
道

が
延
長
さ
れ
る

の
に
伴

っ
て
、
新
駅
舎
が

建
て
ら
れ
、

一
八
六
七
年

に
は
拡
張
工
事

の
完
成
式
が
華
や
か
に
催
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
駅
は
首
都

の
中
心
部

に
あ
り
、

パ
リ

の
人

々
に
も

っ
と
も
親
し
ま
れ

モ
ネ

と

ソ
ラ

開



モ
ネ

と

ゾ

ラ

4

図4ク ロー ド ・モ ネ 《サ ン ・ラ ザ ー ル 駅 》

1877年 カ ン ヴ ァ ス/油 彩75×100cm パ リ/オ ルセー美術館

た
。
特

に
モ
ネ
に
と

っ
て
は
、
彼

が
育

っ
た
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方

と
パ

リ
を
結

ぶ
列
車
が
発
着
す
る
馴
染

み
深

い
駅
だ

っ
た
。
さ
ら

に
駅
で
は
機

関
車
を
操
作
す

る
人
た
ち
が
忙
し
く
働
き
、
乗
り
降
り
す
多
く

の
人

々
が

行
き
か
う
。
都
市

の
中

で
も

っ
と
も
活
気

に
あ

ふ
れ
た
場
所

で
あ
る
。
出

品
作

の
ひ
と

つ
で
は

(図
4
)

で
は
、
三
角
形

の
屋
根
を
載

せ
た
駅
舎

が

大
き
く
描
か
れ
て
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
ガ
ラ

ス
と
鉄
骨
と

い
う

こ
の
時
代

の
新
し

い
工
業
技
術

の
成
果

で
あ
り
、
そ
れ
ま

で
の
重

々
し

い
様
式

に
代

わ

っ
て
、
軽
や
か
な
透
明
さ
が
生

み
出
さ
れ
て
い
る
。
ガ
ラ

ス
屋
根
か
ら

構
内
に
差
し
込
む
光
は
機
関
車

の
吐
く
煙
や
蒸
気
を
輝
か
せ
る
。
広
大

で

明
る

い
駅

の
姿
、
そ

こ
に
渦
巻

き
流
れ
る
煙
、
機
関
車
が
蒸
気
を
吐
き
出

す
音
や
車
輪

の
軋

む
音
、
石
炭

の
匂

い
や
人

々
の
ざ
わ
め
き
。
当
時

の
人

々

は
駅
に
こ
そ
、

モ
デ

ル

ニ
テ

(現
代
性
)
を
感
じ
と

っ
た
だ
ろ
う
。
ゾ
ラ

　
お
　

の
文
章

は
、
駅

の
・王
題

が
も

つ
意
義
を
的
確
に
要
約
し

て
い
る
。

ゾ
ラ
自
身
も

一
入
九
〇
年

に
鉄
道
を
素
材

に
し
た
小
説

『
獣
人
』

(卜
匙

し口
嘲
紺

ぎ
ミ
ミ
ミ

「
ル
ゴ

ン
"
マ
ッ
カ
ー

ル
叢
書
」
第
十
七
巻
)
を
著

し

た
。
そ
の
冒
頭
部
分
は
次

の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

そ

の
家
は
西
部
鉄
道

が
幾
人
か
の
職
員
を
住
ま
わ
せ
て

い
る
、
ア

ム
ス
テ
ル
ダ

ム
袋
小
路
を
は

い
っ
た
右
側

の
は
ず

れ
の
高

い
建
物

だ

っ
た
。
窓
は
六
階

の
角
に
な

っ
た

マ
ン
サ

ル
ド
風

の
屋
根

の
隅
に
あ

り
、
サ

ン

羽
ラ
ザ
ー
ル
駅
や

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
橋
界
隈
を
く
ぐ
り
ぬ
け
る

(26)
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鉄

道

の
広

い
切
通

し

や
急

に
広

が

っ
た
視

界
を

ず

っ
と
み

わ
た
し

た
。

そ

の
視

界

は

こ

の
昼

下

が
り

に

は
二

月
半

ば

の
陽
差

し

を
う

け

て
灰

色

に
う

る

み

ぬ
る

ん

だ
曇

り
空

の
せ

い
で
、

ひ
と
き

わ
大

き
く

開
け

て
み

え

た
。

前

方

で

は
、

ほ

こ
り

っ
ぽ
く

煙

っ
た
光
線

の
下

で
、

ロ
ー

マ
通

り

の

家
並

み
が
も

つ
れ

あ

い
、

ふ
わ

ふ
わ

と
軽

や

か
に

ぼ
や
け

て

い
た

。
左

手

で
は
プ

ラ

ッ
ト

ホ
ー

ム

の
ガ
ラ

ス
屋

根

が
、
窓

の
す

す

け

た

い
く

つ

も

の
巨
大

な

列

車

の
発

着

口
を

ひ
ら
き

、
瞳

を

吸

い
こ
む
本

線

の
広

大

な
プ

ラ

ッ
ト

ホ
ー

ム
が
、
駅

員

の
詰

所

と
湯

沸

か
し

場

の
建

物

を
間

に

お

い
て
、

よ

り

小

さ

い
ア

ル
ジ

ャ

ン
ト

ゥ
イ

ユ
線

や

ヴ

ェ
ル
サ

イ

ユ
線
、

ηe

環
状
線

の
プ

ラ

ッ
ト

ホ
ー

ム
と
並

ん

で

い
た
。

一
方
、

右
手

で
は

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
橋

が

放
射

状

の
鉄

骨

で
切
通

し
を

た

ち
き

り
、

切
通

し

の
線

路

は
そ

の
向
う

で

ふ
た
た

び
現

れ

て

バ
テ

ィ

ニ

ョ
ー

ル
通

り

の
ト

ン
ネ

ル

(
14

)

ま
で
走

っ
て

い
た
。

ゾ

ラ
が
物
語

の
舞

台
に
選
ん
だ
の
も
、
サ

ン
・
ラ
ザ
ー

ル
駅
と
そ

こ
を
発

着
す

る
ノ
ル

マ
ン
デ
ィ
:
線

(本
線
)

だ

っ
た
。
初
め

の
段
落
に
登
場
す
る

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
橋

は
サ

ン
"
ラ
ザ
ー

ル
駅

の
す
ぐ
北

に
位
置
し
、
発
車
し

た
列

車
は
す
ぐ

に
こ
の
下
を
通
る
。
十
九
世
紀
半
ば
に
は
石

の
ト

ン
ネ

ル
だ

っ
た

が
、
鉄
道
線
の
拡
大

に
伴

っ
て
、

一
八
六
八
年
に
鉄
製

の
大
き
な
橋

が
架
け

ら
れ
た
の
だ

っ
た
。
完
成
し
た
橋

の
姿
は
絵
入
り
雑
誌

で
も
大
き
く
報
じ
ら

鱒
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れ
て
い
る
(図
5
)。
巨
大
な
鉄
の
橋

と
駅
舎
が
並
び
、
橋

の
下
を
汽
車
が

疾
駆
す
る
様
子
は
、
当
時

の
人

々
に
と

っ
て
、
パ
リ
大
改
造
後

の
首
都
を

代
表
す

る
も
の
と
感

じ
ら
れ
た
の
に
違

い
な

い
。
そ
し
て
橋

に
交
差
す
る

通
り

に
は
欧
州
各
国

の
首
都
名
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
第
三
回
印
象
派
展

の
モ
ネ

の
出
品
作
に
は
、

こ
の
橋

の
下
か
ら

の
眺
め
を
描

い
た
も
の
も
含

ま
れ

て
い
た

(図
6
)
。
画
面
右
端
に

一
部
が
見
え
る
建
物
は

『
獣
人
』
の

冒
頭

に
登
場
す
る
職
舎

で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
ゾ
ラ
の
小
説
で
は
、
鉄
道

は
物
語

(殺
人
を
含
む
犯
罪
)
が
展
開
さ
れ
る
舞
台
で
あ
る
も

の
の
、
読

み
す
す
め
て
ゆ
く
と
、
鉄
道
や
駅
自
体

が
も
う

ひ
と

つ
の
主
題
だ
と
感
じ

ら
れ
る
。

『獣
人
』
が
発
表
さ
れ
る
と
、
ア
ナ
ト
ー

ル
・
フ
ラ

ン
ス
は
次

の

よ
う

に
評
し
た
。
「
こ
の
人
は
詩
人
で
す
。
そ
の
大
き
な
素
朴
な
才
能
は
象

徴
を
創
造
し
て
い
ま
す
。
新
し

い
神
話
を
誕
生
さ
せ
て
い
る

の
で
す
。
ギ

リ
シ
ャ
人
は
森

の
精
ド
リ
ア
ー
ド
を
創

っ
た
が
、
彼
は
ラ
・リ
ゾ

ン
[注

u

(15

)

主

人
公

が
機
関

車

に

つ
け

た
愛

称
]
を

創
り
ま

し

た
」
。
ゾ

ラ

は

一
八
七

七

年

の
モ
ネ
評

で
駅

と

い
う
主

題

が
も

つ
意
義

を
的

確

に
指

摘

し

た
が
、

彼

自
身

の
小
説

で
も

、

鉄
道

を

こ

の
時
代

の
象

徴

と
し

て
描
き

出

し
た

の

で

あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
引

用

し
た
部
分

に
は
、
「
サ

ン

"
ラ
ザ
ー

ル
駅

や

ヨ
ー

ロ

ッ

パ
橋

界

隈

を
く

ぐ

り

ぬ
け

る
鉄

道

の
広

い
切

通

し

や
急

に
広

が

っ
た
視

界
」

「
瞳

を
吸

い

こ
む
本
線

の
広

大

な
プ

ラ

ッ
ト

ホ
ー

ム
」

と

い
う

よ
う

t28)
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に
、
直
線
的

な
眺
望
、
線
遠
近
法
を
強
調
し

た
イ
メ
ー
ジ
が
た
び
た
び
登

場
す

る
。
実
際
、
鉄
道

の
敷
設

は
必
然
的

に
パ
リ
の
街
中

に
大
規
模
な
切

り
通
し
を
作

る
こ
と
に
な

っ
た
。
ま
た
パ
リ
大
改
造
に
伴

っ
て
新
た
に
作

ら
れ
た
大
通
り
や
高

さ
を
そ
ろ
え
た
建
物
な
ど
、
首
都
の
新
し

い
相
貌
そ

の
も

の
が
直
線
的
な
視
覚

の
あ
り
方
を
促
し
た

の
か
も
し
れ
な

い
。
第
三

回
展
に
出
品
さ
れ
た
カ
イ

ユ
ボ

ッ
ト

の
絵

(図
7
)
は
や
は
り
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
橋
を
主
題

に
し
た
も

の
だ
が
、
こ
こ
で
は
線
遠
近
法

が
強
調
さ
れ
た
構

図

の
中

に
通
り
と
鉄
製

の
橋

が
描
き
出
さ
れ
て

い
る
。
近
代

は
視
覚

の
時

代
だ

っ
た
と

い
わ
れ
る
が
、
ゾ
ラ
の
作

品
に
繰
り
返
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は

　
め
　

こ

の
よ
う

な

時

代

の
特

質

と
関

わ

っ
て

い
る

だ

ろ
う
。

三

、

ゾ

ラ

の

『
制

作

』

ゾ

ラ

は

一
八

八

六
年

に

『制

作

』

(卜
、§

§
蕊

「
ル
ゴ

ン

ー

マ
ッ
カ
ー

ル

叢
書
」
第
十
四
巻
)
を
発
表
し
た
。

こ
の
小
説

は

一
人
の
非
凡
な
画
家

が

芸
術

の
変
革
と
作
品
の
創
造

に
苦
闘
し
、
最
後

は
自
殺
を
遂
げ
る
と

い
う

物
語

で
あ

る
。
そ
こ
に
は
ゾ
ラ
自
身

が
身
近

に
接
し
て
き
た

マ
ネ
か
ら
印

象
・王
義
に
至
る
十
九
世
紀
後
半

の
絵
画
運
動
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て

い
る
。

そ
し

て
主
人
公
ク

ロ
ー
ド

の
友
人
で
あ

る
サ

ン
ド
ー
ズ
に
よ

っ
て
ゾ
ラ
自

身

の
経
験
や
思
想

が
語
ら
れ

て
お
り
、
自
伝
的
な
要
素

の
強

い
芸
術
界
小

(29)

齢
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説
と
な

っ
て

い
る
。
ゾ
ラ
と
画
家
た
ち

の
関
係
を
考
え
る
う
え

で
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
・王
人
公

の
モ
デ

ル
と
し
て
想
定
さ
れ
る
セ
ザ

ン
ヌ
と
の
少
年

時
代
か
ら

の
交
友
が
、
こ
の
小
説
を
契
機

に
断
絶
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

こ
こ
で
は
、
主
人
公
で
あ

る
画
家

の
モ
デ

ル
が
誰
か
と

い
う
問
題
を
含
め
、
ゾ
ラ
が

ど
ん
な
画
家
像
を
作
り
上
げ
た
か
を
通
し
て
、
彼
と

モ
ネ

の
関
わ
り
を
考
え

て
み
た
い
。

ま
ず
・王
人
公

の
画
家

ク

ロ
ー
ド

の
設
定

で
あ
る
。
彼

が
少
年
時
代

に
南
仏

の
学
校
で
サ

ン
ド
ー
ズ

(ゾ
ラ
自
身

の
分
身
と

い
え
る
小
説
家
)
や
デ

ュ
ビ

ュ
ー
シ

ュ

と
親
友

に
な
り
、
三
人
で
山
や
川
を
歩
き
回

っ
た
こ
と
、
そ
し
て

パ
リ

へ
出

て
き
た
彼
ら

が
少
年
時
代
を
懐
か
し
く
語
り
合
う
様
子
は
そ

の
ま
ま

セ
ザ

ン
ヌ
と
ゾ

ラ

の
関
係

に
重
な
る
。
ク

ロ
ー
ド
は
サ

ロ
ン
落
選
を
続
け
、
た
だ

一
度
、
施
し

で
入
選
す

る
の
だ
が
、

こ
の
点
も

一
八
六
〇
ー
七
〇
年
代
の
セ
ザ

ン
ヌ
の
歩
み
に
似

て

い
る
。
ゾ
ラ
が
主
人
公

の
人
物
像
を
形
作

る
う
え

で
、
親
友

の
セ
ザ

ン
ヌ
を

モ
デ

ル
に
し
た
こ
と
は
間
違

い
な

い
だ
ろ
う
。

一
方
、
小
説

の
前
半
に
は
ク

ロ
ー
ド
が

制
作

し
た

《
外
光
》
が
落
選
展
で
非
難
を
浴

び
る
場
面
が
登
場
す
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
、

一
入
六
三
年
に

マ
ネ
の

《
草
上

の
昼
食
》

(出
品
時

の
題
名

は

《
水
浴
》
)

が
招

い
た
ス
キ

ャ
ン
ダ

ル
を
想
起
さ
せ
る
。
ク

ロ
ー
ド
が
描

い
た
絵
も
森

の
中
に
裸
婦
と
着
衣

の
男
性
を
配
し
た
も

の
で
、

マ
ネ

の
作
品
に
近

い
構
成

で
あ
る
。

こ

の
よ
う

に
主
人
公
の
画
家
像
、
特
に
前
半
部
に
見
ら
れ
る
姿

は
セ
ザ

ン
ヌ
を

ひ
な
形
に
し
て
、
落
選
展
に
お
け

る

マ
ネ
を
加
味
し
て
作
ら
れ
た
と
考
え
る

こ
と
が
で

ω6

き
る
。

た
だ
、
こ
の

《
外
光
》

(き

§

冨
凡＼
)
と

い
う
作

品
は
も
う
少
し
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
題
名
が
示
す
よ
う

に
、

こ
の
絵
は
戸
外

の
光

の
描
写
を
重
視

し
て

い
る

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ク

ロ
ー
ド
は
人

々
の
嘲
笑
に
対
し
て
次

の
よ
う

に

つ
ぶ
や
く
。

光
線

の
扱

い
方
、
こ
の
い
ぶ
し
銀

の
よ
う

に
繊
細

で
複
雑

な
光
、

こ
の
外
光

の
踊

る
反
映
に
く
ま
な
く
彩
ら
れ
て

い
る
具
A
口
は
ど
う
だ
!

こ
れ

こ
そ
、
タ
ー

ル
で
塗
り

こ
め
ら
れ
た
古
び
た
厨
房
や
因
習

の
腐
れ
汁

の
中

に
、
忽
然
と
開

か
れ
た
窓
な

の
だ
!

太
陽
が
い

っ
ぱ

い
に
さ
し

こ
み
、
壁
と

い
う
壁

が
、
春

の

光

に
笑

い
さ
ざ
め

い
て

い
る
の
だ
!

こ
の
明
る

い
色
調
、
連
中

の
嘲
笑

っ
て
い
る

こ
の
青

み
を
帯

び
た
色
調
こ
そ
、
他

の
絵
を
圧
し
て
燦
然
と
輝

い
て
い
る

(
17

)

で
は
な

い
か
!

こ
の
よ
う
な
戸
外

の
光

の
描
写

は

マ
ネ

の

《
草
上

の
昼
食
》
に
見
ら
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
後

の
印
象
主
義
絵
画

の
特
質
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
作
品

の
サ
イ
ズ
は

「三

メ
ー
ト

ル
に
五
メ
ー
ト

ル
の
画
布
」
と
記
さ
れ

い
る

(通
例
に
し
た
が
え
ば
、
縦
三
メ
ー
ト

ル
、
横
五
メ
ー
ト

ル
)
。

マ
ネ

の

《
草
上

の
昼
食
》

(二
〇
八

×
二
六

四

セ
ン
チ
)
よ
り
ず

い
分
と
大
き
く
、
主
人
公

の
意
欲
作
で
あ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。
本
稿

の
冒
頭

で
紹
介
し
た
よ
う

に
、

モ
ネ
は

マ
ネ

の
絵
に
示
唆
を
得



て
、

一
八
六
五
i

六
六
年

に
大
作

《
草
上

の
昼
食
》
を
制
作

し
て
い
る
。

モ
ネ
は
同
じ
主
題
を
あ
く
ま
で
現
実

の
場
面
と
し
て
構
想

し
、
そ
れ
を
戸
外

の
光

の
中

に

描

こ
う

と
し

た
の
だ

っ
た
。

こ
の
大
作

の
サ
イ
ズ

は
、
残
さ
れ
た
断
片
を
全
体

の
構
想
を
示
す
油
彩
習
作

に
当
て
は
め
て
推
定
す
る
と
、
お
お
よ
そ
四

・
六
×
六
メ

ー
ト

ル
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も

っ
と
も
、

こ
の
作
品
は
モ
ネ
と
ゾ
ラ
が
出
会
う
前
、

一
八
六
五
ー
六
六
年
に
制
作
さ
れ
、
未
発
表
に
終
わ

っ
て

い
る
の
で
、
ゾ
ラ

が
見
た
可
能

性
は
少
な

い
か
も
知
れ
な

い
。

だ
が
、

こ
れ
が
若

い
モ
ネ

の
野
心
作
だ

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ

の
後

に
も
カ
フ

ェ

・
ゲ

ル
ポ
ワ

の
集
ま
り

で
話
題

ド
　

　

に
な

っ
た
に
違

い
な

い
。
ゾ
ラ
は
こ
の
構
想
に
お
け
る
モ
ネ

の
意

図
と
制
作

の
経
緯
を
知

っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

こ
の

《
外
光
》
と

い
う
作
品

の
設
定

(戸
外

の
光

の

描
写
と
サ
イ
ズ
)

に
は
、

モ
ネ

の

《
草
上

の
昼
食
》

と
印
象
主
義

の
特
質

が
加
わ

っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
小
説
で
は

《
外
光
》

が
観
客

の
嘲
笑
を
浴
び
た
後
、

ク

ロ
ー
ド
は
仲
間

に
次
の
よ
う

に
語
る
。
「
《
外
光
》
と

い
う
タ
イ
ト
ル
を
や

つ
ら
は
お
も
し
ろ
が

っ
て

い
た
。
そ
れ
も
よ
か
ろ
う
!

か

っ
て
に
お
も
し
ろ
が
ら
せ

ハ
の
　

て
お
け

ば
い
い
。
外
光
、
外
光
派

だ
と
ね
!
」
。

こ
の
場
面
は
、

一
八
七
四
年

に
開

か
れ
た
第

一
回
印
象
派
展
で

モ
ネ

の

《
印
象
、

日
の
出
》
が
椰
楡

さ
れ
、
そ
こ
か

ら

「
印
象
派
」
と

い
う
名
前
が
生

ま
れ
た
と

い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
思

い
起

こ
さ
せ
る
。
《
外
光
》
が
招

い
た
騒
ぎ

は
落
選
展
で

マ
ネ

の
出
品
作

が
物
議
を
か
も
し
た
こ

と

が
下
敷
き
に
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
作
品

の
設
定
と
同
じ
よ
う

に
、
印
象
派
展
に
お
け
る
反
響
が
重

ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

『制
作
』
の
後
半
部
で
、
サ

ン
ド
ー
ズ
は
ク

ロ
ー
ド
た
ち

の
変
革
に

つ
い
て
述
懐
す
る
。
「
あ

の
光

の
新
し

い
描
き
方
、
科
学
的
分
析
に
ま
で
押

し
進
め
ら
れ
た
あ

の
真
実

へ
の
情
熱
、
あ
ん
な
に
も
独
創
的

に
始
め
ら
れ
た
革
新
運
動
が
、
遅
れ
に
遅
れ
、

い
つ
の
間

に
か
小
手
先
器
用
な
連
中

の
手

に
落
ち
、
目
標

に
ち

っ
と
も
到

(20

∀

達
し
そ
う

に
な

い
」
。

こ
こ
に
は
、
ゾ

ラ
が

一
八
入
○
年

の
批
評

で
記
し
た
印
象
派

に
対
す
る
批
判

が
反
映
し
て

い
る
だ
ろ
う
。
彼
は
モ
ネ
を
「
ど
こ
か
ら
見
て
も
印

象
派

の
首
領
だ
」
と
指
摘
し
、
印
象
派
に

つ
い
て
次
の
よ
う

な
苦
言
を
述
べ
る
。

「大
き
な
不
幸

は
、

こ
の
グ

ル
ー
プ

の
誰

一
人
と
し
て
新
し

い
定
式
を
力
強
く
、
決

定
的
に
作
り
出
し
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。

[…
…
]

こ
の
世
紀

の
完
成
者

は
彼
ら

に
違

い
な

い
の
だ
か
ら
、
小
さ
な
運
動

の
役
割

を
果

た
す
ぐ
ら

い
で
満
足
せ
ず

　れ
　

に
、
決
定
的
な
定
式
を
示
す
傑
作
を
世

に
送
り
出
し
て
ほ
し

い
」
。
小
説

の
後
半
に
は
、
・王
人
公
が
描
く
二

つ
の
絵
が
登
場
す

る
。

一
点
は
ク

ロ
ー
ド

が

一
度

だ
け
サ

(22

)

ロ
ン
に
入
選
す

る

《
死
ん
だ
子
供
》

(病
死
し
た
わ
が
子
を
描

い
た
作
品
)
、
も
う

一
点
は
先

の

《
外
光
》
を
上
回
る
大
作

で
、
物
語

の
後
半
部
は
こ
の
絵

の
制
作
を

め
ぐ
る
・王
人
公
の
苦
闘

に
費
や
さ
れ
て

い
る
。
ゾ
ラ
は
ク

ロ
ー
ド
に

「
傑
作
」
を
世

に
送
り
出
そ
う
と
す

る
闘

い
を
続
け
さ
せ
る
の
だ
。
そ
し
て
彼
は
苦
し
み
の
果

て
に
首
を
く
く

っ
て
自
殺
す
る
。

こ
の
大
作
を
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
サ
イ
ズ
は
縦
五
メ
ー
ト

ル
横

八
メ
:
ト

ル
で
、
《
外
光
》
の
参
照
作

品
と
し

て
挙
げ

た
モ
ネ

の

《
草
上

の
昼
食
》
を
も
し
の
ぐ
文

モ
ネ

と

ゾ

ラ

{31)
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モ
ネ

と
ゾ

ラ

字

ど
お
り
の
大
作

で
あ
る
。
次
に
画
面
構
成
だ
が
、
ク

ロ
ー
ド
が
当
初
考
え
た
の
は
、
サ

ン

・
ぺ
ー

ル
橋

(現
在
の
カ

ル
ー

ゼ
ル
橋
)
か
ら
眺
め
た
シ
テ
島
だ

っ
た
。

彼

が
発
想
を
得

る
場
面

は
こ
う
描
写
さ
れ

て
い
る
。
「
シ
テ
島
、
永
遠
に
碇
を
お
ろ
し
た
ま
ま
の
島
、
パ
リ
の
揺
藍
で
あ
り
心
臓

で
あ
る
島
、
幾
世
紀
来
、
そ

の
鼓
動

(
23

)

を

と
め
る
こ
と
な
く
、
郊
外
に
田
園

に
と
拡
大
す
る
大
都
市

に
血
液
を
不
断
に
送
り

つ
づ
け
て
い
る
の
だ
!
」
。
彼
は

こ
の
構
想

に
二
年
以
上
も
取
り
組
ん

だ
が
、
つ

い
に
構
成
を
変
え

る
こ
と
に
な
る
。
新
し

い
構
成
で
は
、
同
じ
眺
望
を
背
景

に
し
て
中
央
に
舟

が
配
さ
れ
、
そ

の
舳
先

に
は
大
き
な
裸
婦
が
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

変
更

さ
れ
た
画
面
を
見
て
、
サ

ン
ド
ー
ズ

は

「
現
実
以
外

の
も

の
を
描

か
な

い
と
強
く
主
張
し
て
い
る
現
代
画
家
ク

ロ
ー
ド
が
、

ど
う
し
て
、

こ
の
よ
う
な
想
像

の

産
物
を
導
入
し
て
作
品
を
台
無
し

に
す

る
よ
う
な

こ
と
を
し

で
か
す

の
か
」

と
い
ぶ
か
る
。

一
方
、

ク

ロ
ー
ド
は
自
分

の
思

い
を
言
葉

に
す
る

こ
と
が
で
き
な

い
。

「
そ

の
思

い
と
は
、
い
わ
ば

一
種

の
秘
か
な
象
徴
・王
義

へ
の
こ
だ
わ
り
、
か

つ
て
の

ロ
マ
ン
主
義

の
甦
り
と
い

っ
た
も
の
で
、
そ

の
衝
動

が
、
彼
を
し
て
、
裸

の
女

で

も

っ
て
パ
リ
を
肉
付
け
し
た
い
と
い
う
願
望
を
か
き
立
て
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
は
パ
リ
を
裸

の
女

の
よ
う

に
美
し
く
輝
く
都
市
と
見
立
て
、
そ

の
情
熱

　　

　

の
都
市
を
表
現
し
た
か

っ
た
の
で
あ
る
」
。
現
実
世
界
に
象
徴
性

(も
し
く
は
寓
意
像
)
を
取
り
入
れ
る
こ
と
。
サ

ン
ド
ー
ズ
が
疑
問
に
思

っ
た
よ
う
に
、

こ
の
構
想

は
、
前
半
部

の
ク

ロ
ー
ド
か
ら
は
ず

い
分
と
離
れ
て

い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
彼

の
新
し

い
課
題

は
制
作
を
さ
ら
に
困
難
に
し
た
。
ク

ロ
ー
ド
は

幻ω

ど
ん
ど
ん
貧
窮

に
追

い
や
ら
れ
、
苦
闘

の
中
で
絡
死
す
る
の
で
あ
る
。

す

で
に
触
れ
た
よ
う
に
、

こ
の
主
人
公

の
結
末
が
、

セ
ザ

ン
ヌ
と
ゾ
ラ

の
間

の
長

い
友
情
を
終
わ
ら
せ
た
と

い
わ
れ
て

い
る
。
ゾ
ラ
か
ら
著
書
を
送
ら
れ
た
モ
ネ

も
、
返
信

で
憂
慮
を
伝
え
た
。
「
登
場
人
物
が
私

た
ち
の
仲
間
に
似
る
こ
と
の
な

い
よ
う
注
意
深
く
扱
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
や
大
衆

の
中
の
私
た
ち
の
敵

は
、

こ
の
落
後
者
と

い
う

の
は

マ
ネ
、
あ
る
い
は
私
た
ち
の
誰
か
を
指
し
て

い
る
と
公
言
す
る

の
で
は
な

い
で
し

ょ
う

か
。
そ
れ

が

　
あ
　

貴

兄

の
本

心

だ

と
は
思

い
た
く
あ

り

ま

せ
ん
」
。
ゾ

ラ

は
な

ぜ

、
・王
人

公

に

こ

の
よ
う

な

最

期
を
与

え

た

の

だ

ろ
う

か
。

『
制
作

』

は
ゾ

ラ

が
計
画

し

た
叢
書

の

一
冊

を
成

し
、

主

人

公

ク

ロ
ー

ド

・
ラ

ン
テ

ィ

エ
も

ル
ゴ

ン

・
マ

ッ
カ
ー

ル
家

の

一
人

で
あ

る

(『居

酒

屋
』

の
主

人
公

ジ

ェ
ル
ヴ

ェ
ー

ズ

・
マ

ッ
カ
ー

ル
の
長
男
)
。

叢
書

の
他

の
小

説

の
主

人

公
た

ち

が
悲

劇

的

な
死

を
遂
げ

る
よ

う

に
、

ク

ロ
ー
ド

の
死

も
必

然
的

な
も

の
と
考

え

ら
れ

て

い
た

の
だ
ろ
う

。
主

人

公

の
死

は
次

の
よ
う

に
描
写

さ

れ

て

い
る
。

ク

ロ
ー
ド

は
、

失
敗

し

た
絵

の
真

正
面

に
、

大

は
し

ご

の
上

か
ら
首

を

つ
っ
て
ぶ
ら

さ

が

っ
て

い

た
。

[…

…
]
シ

ャ

ツ
姿

で
素

足
、

黒
ず

ん

だ
舌

を

だ
ら

り

と
垂

ら

し
、

血
走

っ
た
眼
球

の
と

び
出

た
、
身

の
毛

も
よ

だ

つ
形

相

で

ぶ
ら
さ

が

っ
て

い
た
。

体

が

お
そ

ろ
し

く
伸

び
、

凝

固

し

て
動

か
ず

、

顔
を

絵

の
方

に



向

け

て

い
た
。
あ

た

か
も

最
期

の
息

で
女

の
体

に
魂

を

吹

き
込

も
う

と
す

る

か

の
よ

う

に
、
神

秘

の

バ
ラ

の
花

を
陰

部

に
咲

か

せ
た
女

の
す

ぐ
近

く

に
寄

り

、

い
ま
も

瞳

を
す

え
て
凝

視

し

て

い
た
。

こ

の
よ
う

に
主

人

公

が
精

魂

を
傾

け
続

け

た
絵

の
前

で
絡

死

す

る
と

い
う
場

面

に

つ
い
て
は
、

モ

ロ
ー

(
一
八

二

六
-

九

八
)

の

《
出

現
》

(図

8
)
が
イ

メ
ー

ジ

　
ア

ノ

フ

ァ
ム

　
フ
ァ
タ
ル

の
源

泉

だ

と
指

摘

さ

れ

て

い
釈
。

つ
ま

り
、

ク

ロ
ー

ド
が
描

き

あ
ぐ

ね

た
画
中

の
裸

婦

は

「
宿

命

の
女
」

と
し

て
彼

に
死
を

も

た
ら
す

の
で
あ

る
。

サ

ロ
メ
を
描

い

た

《
出

現

》
は

一
八
七

六
年

の
サ

ロ

ン
に
出

品
さ
れ

た
が

(
同
年

に
第

二
回
印
象

派

展

が
開
催

)
、

ゾ

ラ

は

サ

ロ
ン
評

で

こ

の
作

品
を
扱

い
、

二
年
後

に
も
再

び

モ

ロ

ー

に
言

及
す

る
。
「
告

白
す

る

と
、
彼

の
芸
術

観

は
私

と
正
反

対

で
あ

り

な

が
ら
、
そ
れ

で
も

私

の
心

を
騒

が

せ
る
も

の
が

あ

る
。
そ

れ

は
、
深

い
謎

を

秘

め
た
象

徴

凄

,乎鞠

馨婆

奇

零

='"?ti1
1{{^

楚督

し違

転象・

r

ギ

ー

q
、

(33)
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モ
ネ

と

ゾ

ラ

　　
　

的
で
古
風
な
才
能

だ
L
。

こ
の
批
評
文
に
は
、
自
然
・王
義
を
掲
げ
て
き
た
ゾ
ラ
の
中

に
潜
む
も
う

ひ
と

つ
の
側
面
が
窺
わ
れ
る
。

『制
作
』
後
半

に
登
場
す

る
大
作

の

構
想
を
め
ぐ

る
サ

ン
ド
ー
ズ
の
疑
問
と
ク

ロ
ー
ド
の
思

い
は
、
ゾ
ラ
自
身

の
中

の
相
反
す
る
二

つ
の
面
を
示
し
て
は

い
な

い
だ
ろ
う
か
。

モ

ロ
ー

の

《
出
現
》
は
そ

の
後
、

ユ
イ
ス

マ
ン
ス

(
一
入
四
入
-

一
九
〇
七
)

の
耽
美
的
小
説

『
さ
か
し
ま
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
注
目
を
集

め
る
。

『さ

か
し
ま
』
の
出
版
は

一
入
入
四
年
、

ゾ
ラ
が

『制
作
』
の
準
備
を
始
め
る
前
年

で
あ
る
。
そ
し
て
著
者

ユ
イ

ス
マ
ン
ス
は
ゾ
ラ

の
弟
子
と
し
て
自
然
・王
義

の
立
場

で
作
家
活
動
を
始
め
な
が
ら
、
文
学

の

方
向
を
大
き
く
変
え
た
の
だ

っ
た

(弟
子

か
ら
著
書
を
送
ら
れ
た
ゾ
ラ
は
返
信

で
モ
ロ
ー

の
絵

の
場
面
に
触
れ
て
い
る
)
。

『制
作
』

が
出
版
さ
れ
た

一
八
入
六
年

に

は
モ
レ
ア
ス

(
一
入
五
六
-

一
九

一
〇
)

が
文
学

に
お
け
る

「象
徴
主
義
宣
言
」
を
発
表
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
年
、
最
後

の
印
象
派
展
と
な
る
第
入
回
展
が
開

催
さ
れ
た
が
、

モ
ネ
は
も
は
や
参
加
し
て

い
な

い
。

こ
の
展
覧
会
は
印
象
主
義
以
後

の
時
代

へ
の
移
行
を
示
す
も

の
と
な

っ
た
。

『
制
作
』
が
刊
行
さ
れ
た
年

に
は
、

文
学
と
美
術
、
そ
れ
ぞ
れ

の
分
野
で
時
代

が
変

わ
ろ
う

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
制
作
』

の
・王
人
公
の
名
前
は
ク

ロ
ー
ド
だ
が
、

モ
ネ
も
同
じ
名
前

で
あ
る
。
と
は

い
っ
て
も
、

こ
れ
を

モ
ネ
と
結
び

つ
け
る

の
は
早
計
だ
ろ
う
。

一
入
六
五
年

に
出
版
さ
れ
た
ゾ
ラ

の
初
め
て
の
長
編
小
説
は

『
ク

ロ
ー
ド
の
告
白
』
と
い
う
自
伝
的
小
説

で
あ
り
、
主
人
公
ク

ロ
ー
ド
が
二
人

の
友
に
語
り
か
け

る
体
裁
を
と

っ

(29

)

て

い
る

。

ま

た

一
八

六
六

年

の
美

術

批
評

は

「
ク

ロ
ー

ド
」

の
署
名

で
あ

り
、

ゾ

ラ

は

「革

命
的

な

ク

ロ
ー

ド
な

る
も

の
は
ま

さ

に
私

だ
」

と
記

す

。

こ
の
よ
う

に

ゾ

ラ
は

「
ク

ロ
ー
ド
」
と

い
う
名

に
愛
着

を

も
ち

、

自
分

の
分

身

と
考

え

て

い
た
。

こ

の

こ
と

は

『制

作

』

の
主

人
公

に
も

関

わ

っ
て
く

る
。

『制

作
』

で
は
サ

ン
ド

ー

ズ
が
ゾ

ラ

の
分

身

で
あ

る

こ
と

は
明
ら

か
だ

が
、

ク

ロ
ー

ド

に
も

ゾ

ラ

の
影

を

見

る

こ
と

が
で
き

る

の
だ

。

実
際

、

ゾ

ラ

は

『制

作
』

の
た
め

の
メ

モ
に
次

の
よ

う

に
記

し

て

い
る
。

ク

ロ
ー

ド

・
ラ

ン
テ

ィ

エ
を
通

し

て
、

芸
術
家

の
自
然

と

の
闘

い
、

作

品
創
造

の
努

力

、
肉

体

を
与

え

生

命

を
産

み
出

す

た

め

の
血

と
涙

の
努

力

を
描

き

た

い
。

そ

れ

は
常

に
真
実

と

の
闘

い
の
連

続

で
あ

り

、
し

か
も

常

に
打

ち
負

か

さ
れ

る

天
使

と

の
格

闘

で
あ

る

。

つ
ま
り

私

は

こ

の
作

品

で
、

私
自
身

の
内

密

な
創
造

(30

)

の
営

み
、
絶
え
間
な
く
苦
し

い
出
産
を
語

る
だ
ろ
う
。
私
は
こ
の
主
題
を
ク

ロ
ー
ド

の
悲
劇

の
形

で
拡
大
誇
張
し
て
示
そ
う
。

ク

ロ
ー
ド

の
悲
劇
は
、
何
よ
り
も
ゾ
ラ
自
身

の

「内
密
な
創
造

の
営
み
」

の
苦
闘

だ

っ
た
と

い
わ
な
け
れ
ば
ら
な
な

い
。
そ
し
て
も
う

一
人
の
ゾ
ラ

の
分
身

サ
ン

は
ら
わ
た

ド
ー

ズ

は

ク

ロ
ー

ド

の
死

に

つ
い
て
、

こ
う

語

る
。

「
ま
さ

に

世

紀

の
破

産

で
す

。

ペ
シ

ミ

ス

ム
が
腸

を

よ

じ

り
、
神

秘

主
義

が

脳

味
噌

に
か
す

み
を

か
け

て

い
ま

す

。

私

た
ち

が
分

析

の
強
力

な
光

で
照
ら

し

て
亡
霊

を
追

い
払

う

こ
と

が

で
き
な

か

っ
た

か
ら

で
す
。

[
…

…
]

私

自
身

、

引

き
裂

か
れ

て

い
ま

す

。

た

だ
、

私

に

(34)



は
、
最
近
に
お
け
る
こ
の
古
臭

い
宗
教
的
畏
怖

の
け

い
れ
ん
状
態
も
、
先

が
見
え
は
じ
め
て

い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
私

た
ち

は
終
末

に
い
る
の
で
は
な
く
、

ひ
と

つ
の
過
渡
期
、
何
か
別

の
も

の
の
始
ま
り

に
い
る

の
で
す
。
…
…
私
た
ち
が
理
性
と
科
学
の
堅
実
性

に
向

か

っ
て
進
ん
で
い
る
の
だ
と
思
え
ば
、
少
し

は
気
持
も
安

(31

)

ら
ぎ
、
勇
気
が
湧

い
て
き
ま
す
L
。
こ
こ
に
は
、
自
然
主
義
を
掲
げ
て
闘

っ
て
き
た
ゾ
ラ
が
、

一
八
八
〇
年
代
後
半
と

い
う
時
期
、
世
紀
末
に
向
か

い
つ
つ
あ

る
時
代

に
対
し
て
抱

い
た
苦

い
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ゾ
ラ
は
世
紀

の
あ
ら
た
ま

っ
た

一
九
〇
二
年

に
ガ

ス
中
毒

で
死
去
す

る

(ド

レ
フ
ェ
ス
事
件
に
伴
う
暗
殺

の
疑

い
が
濃

い
)
。

一
方
、

モ
ネ
は

一
九
〇
〇
年
に

《
睡

蓮
》

の
第

一
連
作
を
発
表
、

一
九
〇
二
年
頃

に
は
第
二
連
作

に
着
手
し
て
い
る
。

こ
う

し
て
晩
年

の
モ
ネ
は

《
睡
蓮
》

の
制
作

に
専
心
し
、
さ
ら
に

《
睡
蓮
》

の
大

作

で
部
屋
を
構
成
す
る
計
画

に
取
り
組
む
。

一
九
二
六
年
に
モ
ネ

が
死
去
、
そ
の
翌
年
、
作
品

は
オ
ラ

ン
ジ

ュ
リ
ー
美
術
館

に
納

め
ら
れ
、
《
睡
蓮
》
の
部
屋
は
完
成

し
た
。

こ
の
部
屋
を
訪
れ
る
も

の
は
、
光

の
反
映
を
宿
し
た
水

の
風
景

に
包

ま
れ
、
自
然

の
奥
深

い
本
質

へ
と
導
か
れ
る
。

モ
ネ

は
生
涯
を
通
し
て
、
戸
外

の
現
実

の
自
然

に
対
す

る
感
覚
を
制
作

の
拠
り
所

と
し
た
が
、
《
睡
蓮
》
は
そ
の
よ
う
な

モ
ネ
の
絵
画

の
集
大
成
で
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の

《
睡
蓮
》
の
部
屋

は
ゾ
ラ
が
待
望
し

た

「傑
作
」
、
そ
し

て

『
制
作
』

の
主
人
公
ク

ロ
ー
ド
が
果
た
せ
な
か

っ
た
大
作
の
別
な
結
実

だ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
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ゾ

ラ

』
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河

内

清

・倉

智

恒

夫

訳

一
九

入

四

年
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五

三

頁

(前

掲

の
全

集

版

を
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照

、

表

記

な

ど

を

一
部

変

え

さ

せ

て

頂

い

た

)
。

(
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同

上

書

の

河

内

清

氏

の

「
解

説

」

に

引

用

、

四

七

九

頁

。

ω

(16
)

こ
の
点

は
ゾ
ラ

の
写
真
撮
影
愛
好
と
も
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う

。
o
戸

句
゜
国
巨
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N
9
勲

昏

ミ
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。
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§
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"
這
Φ
9

一
方
、
彼
の
作
品
に
匂

い
な
ど
の
記
述

が
少
な

い

ω

こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
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)

ゾ
ラ

『制
作
』

清
水
正
和
訳

岩
波
文
庫

上
巻

二
三
八
ー
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九
頁
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掲

の
全
集
版
を
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照
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表
記

な
ど
を

一
部
変
え
さ
せ
て
頂

い
た
)
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作
品
が
切
断
さ
れ
た
の
が

一
八
八
四
年
、
翌
年
に

『制
作
』
が
準
備
さ
れ
た

の
で

(小
説
の
後
半

に
主
人
公

が

《
外
光
》

の
断
片
を
見

い
だ
す
場
面
が
登
場
す

る
)
、
ゾ
ラ

は
断
片
を
見
た
可
能
性
が
高

い
と
思
わ
れ
る
。

(19
)

『制
作
』

前

掲
書

二
四
九
頁
。

(20
)

同
上
書

三

=
二
頁
。

(21
)

こ
の
批

評
は

「
サ

ロ
ン
に
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け

る
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主
義
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い
る
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こ
の
絵

の
制
作

に

つ
い
て
は
、

モ
ネ
が
死
ん
だ
妻
を
描
き
と

め
た

《
死

の
床

の
カ
ミ
ー

ユ
》
が
示
唆
を
与
え

た
か
も
し
れ
な

い
。
新
関
氏
に
も
同
じ
指
摘
が
あ
る
。
前
掲

書

一
九
九
-
二
〇
頁
。
ま
た
同
書

に
は

モ
ネ
と
ゾ
ラ
の
関
わ

り
に

つ
い
て
、
他

に
も
言
及
が
あ
る
。

一
入
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入
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頁
。
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作
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作
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前
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書
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(27
)

清
水
氏
と
新
関
氏
が
著
書

(前
掲
)

で
指
摘
。
ま

た
清
水
氏

は
ゾ
ラ

へ
の
手
紙
に
納
め
ち
れ
た
セ
ザ

ン
ヌ
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詩
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げ
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い
る
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に

『
実
験
医
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研
究
序
説
』

を
著
し
た
ク

ロ
ー
ド

・
ベ
ル
ナ
ー
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だ
ろ
う
。
ゾ

ラ
が

一
八
八
〇
年

に
発
表
し
た

『実
験

小
説
論
』
が
彼

の
書

に
多
く
を
負
う

て

い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て

い
る
。
参
照
、
清
水

前
掲
書

五
九
ー
六
〇
頁
。

(30
)

『制
作
』

(前
掲
書
)

の
清
水
氏

の

「解
説
」

に
引
用
、

下
巻

三
四
六
頁
。
な
お
清
水

氏
は

「
解
説
」

で
筆
者
と
同
じ
考
え
を
す

で
に
示
さ
れ
、
小

説

の
題
名

に
も
言

及
。

三
四
五
1
四
七
頁
。

(
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同
上
書

三

一
四
-

一
五
頁
。
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