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一　

ゴ
ー
ギ
ャ
ン
と
ナ
ビ
派
の
こ
と

こ
の
夏
、
竹
橋
の
東
京
国
立
近
代
美
術
館
で
「
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
展
」
が
あ
っ
た
の
で
、
ま
ず
そ
の
時
の
鑑
賞
レ
ポ
ー
ト
か
ら
書
い
て

み
た
い
。
何
年
か
前
に
同
じ
場
所
で
「
ゴ
ッ
ホ
展
」
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
そ
の
時
は
入
場
者
が
多
く
て
、
入
る
の
に
ず
い
ぶ
ん
並
ん

だ
記
憶
が
あ
っ
た
の
に
、
今
回
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
の
が
、
少
し
意
外
だ
っ
た
。
私
の
中
で
は
ゴ
ッ
ホ
も
素
晴
ら
し
い
け
れ

ど
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
も
ま
た
そ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
な
画
家
だ
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
人
は
一
時
共
同
生
活
を
し
た
く

ら
い
だ
か
ら
、
同
時
代
を
生
き
た
重
要
な
画
家
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
美
術
史
的
に
も
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
も
っ
と
注
目
さ
れ

て
も
い
い
画
家
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
を
判
る
範
囲
で
書
い
て
み
た
い
。

一
見
す
る
と
ゴ
ッ
ホ
も
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
も
後
期
印
象
派
に
属
す
る
写
実
主
義
の
画
家
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
違

い
が
あ
っ
て
、
そ
の
辺
り
の
微
妙
な
差
異
を
見
分
け
る
必
要
が
あ
る
。
確
か
に
今
回
の
展
示
作
品
の
中
の
、
最
初
の
「
オ
ス
ニ
ー
村

の
入
り
口
」
は
、
印
象
派
の
ピ
サ
ロ
そ
っ
く
り
の
風
景
画
で
あ
っ
て
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
も
出
発
点
は
明
ら
か
に
印
象
派
風
で
あ
っ
た
。
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今
回
の
展
示
の
二
番
目
の
「
水
浴
す
る
女
た
ち
」
で
は
、
四
人
の
女
の
、
黒
っ
ぽ
い
水
着
の
描
き
方
に
、
す
で
に
印
象
派
と
は
微
妙

に
違
っ
た
「
平
面
的
」
描
き
方
の
端
緒
が
見
え
て
い
る
。
そ
の
傾
向
は
四
番
目
の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
ポ
ン
・
タ
ヴ
ェ
ン
で
描
い
た
「
愛

の
森
の
水
車
小
屋
の
水
浴
」
の
川
向
こ
う
の
木
々
や
家
屋
の
描
き
方
に
も
現
れ
て
い
た
。
一
八
八
五
年
頃
に
一
つ
の
転
機
が
訪
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ゴ
ー
ギ
ャ
ン
に
と
っ
て
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
ポ
ン
・
タ
ヴ
ェ
ン
へ

行
っ
た
こ
と
は
独
自
の
絵
画
表
現
を
追
究
す
る
上
で
重
要
な
意
味

を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
そ
こ
が
ケ
ル
ト
文
化
と
い
う

古
い
歴
史
と
伝
統
が
残
っ
て
い
る
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
二
つ
目

は
そ
の
地
で
エ
ミ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
な
ど
の
若
い
画
家
た
ち
と
出

会
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
当
地
に
集
ま
っ
て
来
て
い
た
若
い
画

家
た
ち
と
の
交
流
に
よ
っ
て
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
自
身
の
絵
画
思
想
を
発

展
さ
せ
る
チ
ャ
ン
ス
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
例
が
一

八
八
八
年
に
描
か
れ
た
「
洗
濯
す
る
女
た
ち
、
ア
ル
ル
」
と
い
う
作

品
で
あ
る
。
そ
こ
で
洗
濯
す
る
女
た
ち
の
後
ろ
姿
や
手
前
の
二
人
の

女
性
や
向
こ
う
岸
の
樹
々
な
ど
が
い
ず
れ
も
フ
ラ
ッ
ト
に
描
か
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
全
体
の
色
調
が
「
く
す
ん
で
」
い
る

の
が
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
色
彩
感
覚
は
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
影
響
を
受

ゴーギャン「洗濯する女たち、アルル」（1888年）
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け
た
と
思
わ
れ
る
エ
ミ
ー
ル
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
や
エ
ド
ワ
ー
ル
・
ヴ
ュ
イ
ヤ
ー
ル
や
ピ
エ
ー
ル
・
ボ
ナ
ー
ル
な
ど
が
参
加
し
て
い
た
「
ナ

ビ
派
」
の
独
特
の
色
使
い
と
似
て
い
る
。
そ
こ
に
は
印
象
派
の
光
あ
ふ
れ
る
明
る
い
色
調
と
は
対
照
的
な
都
市
の
く
す
ん
だ
色
彩
感

覚
が
表
現
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
私
の
知
見
で
は
近
代
絵
画
と
し
て
の
「
印
象
派
」
か
ら
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
と
そ
の
影
響
を
受
け
た
ポ
ン
・
タ
ヴ
ェ
ン
派
と
ナ

ビ
派
を
経
由
し
て
二
〇
世
紀
の
現
代
美
術
に
い
た
る
過
程
と
い
う
の
が
一
つ
の
現
代
美
術
史
の
流
れ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
八
八
八

年
秋
に
の
ち
に
ナ
ビ
派
を
結
成
す
る
こ
と
に
な
る
ポ
ー
ル
・
セ
リ
ュ
ジ
エ
は
ポ
ン
・
タ
ヴ
ェ
ン
で
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
に
会
い
、
風
景
画
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
示
を
う
け
る
。

「
愛
の
森
の
あ
の
隅
の
手
に
た
つ
木
を
、
君
は
ど
う

見
る
か
ね
？
緑
色
か
？
で
は
緑
を
、
君
の
パ
レ
ッ
ト
か

ら
最
も
美
し
い
緑
を
取
っ
て
ぬ
り
た
ま
え
─
そ
し
て
あ

の
影
は
？
む
し
ろ
青
い
？
そ
れ
な
ら
そ
の
影
を
可
能
な

か
ぎ
り
最
も
青
く
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
は
い
け
な
い
。」

（
池
上
忠
治
「
ナ
ビ
派
を
め
ぐ
っ
て
」『
ポ
ン
・
タ

ヴ
ェ
ン
派
と
ナ
ビ
派
』
カ
タ
ロ
グ
、
一
九
八
七
年
）

こ
う
し
て
描
か
れ
た
絵
が
「
愛
の
森
・
護
符
」（
一
八

八
八
年
）
で
あ
っ
た
。
い
ま
こ
の
絵
を
見
る
と
こ
れ
が

愛
の
森
の
水
辺
に
映
っ
た
風
景
画
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

セリュジエ「愛の森・護符」（1888年）
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る
け
れ
ど
、
後
の
ク
レ
ー
の
抽
象
画
を
お
も
わ
せ
る
ほ
ど
の
平
面
的
で
単
調
な
色
面
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
大

胆
な
黄
色
の
画
面
。
赤
い
地
面
、
緑
の
線
で
描
か
れ
た
岸
辺
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
印
象
派
の
風
景
画
に
あ
っ
た
繊
細
な
色
と
微
妙
な

筆
の
タ
ッ
チ
な
ど
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
絵
を
パ
リ
で
見
た
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
や
ピ
エ
ー
ル
・
ボ
ナ
ー
ル
や

エ
ド
ワ
ー
ル
・
ヴ
ュ
イ
ヤ
ー
ル
な
ど
が
感
動
し
て
い
わ
ゆ
る
ナ
ビ
派
が
結
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ナ
ビ
派
の
新
し
い
絵
画
の
方
法
論
を
集
約
し
た
も
の
が
、
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
の
つ
ぎ
の
言
葉
で
あ
る
。

「
絵
画
と
は
、
軍
馬
と
か
裸
婦
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
逸
話
で
あ
る
以
前
に
、
一
定
の
秩
序
の
下
に
集
め
ら
れ
た
色
彩
に
よ
っ
て
覆

わ
れ
た
平
坦
な
面
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
こ
と
」

（
村
木
明
「
世
紀
末
芸
術
の
作
家
た
ち
」『
ヴ
ュ
イ
ヤ
ー
ル
展
』
カ
タ
ロ
グ
、
一
九
七
七
年
）

つ
ま
り
絵
画
と
は
対
象
や
主
題
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
作
家
に
よ
っ
て
集
約
さ
れ
た
独
自
の
色
彩
で
彩
ら
れ
た
フ
ラ
ッ
ト
な

画
面
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
方
法
論
の
社
会
的
文
化
的
背
景
は
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
一
端
を
要
約
し
て
し
め
せ
ば
、
当
時
の
パ
リ
に
い
た
画
家
た
ち
に
日
本
の
「
浮
世
絵
」
が
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
後
期
印
象
派
と
い
わ
れ
る
ゴ
ッ
ホ
や
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
に
も
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
か
ら
良
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
あ
の
版
画
が
持
つ
平
面
的
な
画
面
の
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
要
因
は
ボ
ナ
ー
ル
な
ど
に
見
ら
れ
た
広
告
や
イ
ラ
ス
ト
レ
ー

シ
ョ
ン
の
影
響
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
要
因
は
い
ず
れ
も
「
平
面
的
な
画
面
」
を
特
徴
と
し
て
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

わ
か
り
や
す
い
作
家
や
作
品
を
例
に
し
め
せ
ば
、
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
初
期
の
ボ
ナ
ー
ル
や
ヴ
ュ
イ
ヤ
ー
ル
な
ど
を
想
起
し
て
も

ら
え
ば
い
い
だ
ろ
う
。
独
特
の
色
彩
感
覚
を
コ
ピ
ー
で
紹
介
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
が
。
こ
れ
ら
を
見
て
も
ら
え
ば
印
象
派
と

の
違
い
は
す
ぐ
に
わ
か
る
と
思
う
。
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ボナール「小さな洗たく女」（1896年）ボナール「家族の情景」（1893年）

ヴュイヤール「緑色の帽子を被った女の横顔」（1892年）
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と
こ
ろ
で
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
に
も
ど
る
と
、
彼
は
一
八
九
一
年
い
よ
い
よ
タ
ヒ
チ
に
旅
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
の
作
品
が
一
六
番

の
「
か
ぐ
わ
し
き
大
地
」
で
あ
る
。
モ
デ
ル
は
当
時
の
愛
人
テ
ハ
ア
マ
ナ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
が
蛇
に
誘
惑
さ
れ

て
禁
断
の
木
の
実
を
食
べ
る
エ
ヴ
ァ
で
あ
る
が
、
タ
ヒ
チ
に
は
蛇
と
り
ん
ご
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
赤
い
羽
を
持
っ
た
と
か
げ
と

花
に
替
え
ら
れ
て
い
る
。
私
は
こ
の
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
傑
作
を
倉
敷
の
大
原
美
術
館
で
度
々
観
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
二
〇
世

紀
の
始
め
に
児
島
虎
次
郎
に
よ
っ
て
、
グ
レ
コ
の
「
受
胎
告
知
」
や
セ
ガ
ン
テ
ィ
ー
ニ
の
「
ア
ル
プ
ス
の
真
昼
」
な
ど
と
と
も
に
わ

が
国
の
地
方
都
市
の
美
術
館
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
は
実
業
家
大
原
孫
三
郎

の
美
術
に
た
い
す
る
理
解
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
タ
ヒ
チ
の
現
実
と
聖
書
の
モ
チ
ー
フ
を
一
枚
の
画
面
の
中
に
統
合
し
た
、
ゴ
ー

ギ
ャ
ン
な
ど
が
当
時
追
究
し
た
方
法
を
「
綜
合
主
義
」
と
呼
ぶ
研
究
者
も
い
る
け
れ
ど
、
こ
の
絵
に
限
っ
て
み
る
と
、
モ
デ
ル
の
肉

体
の
存
在
感
に
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
圧
倒
さ
れ
る
。
事
実
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
も
の
ち
に
タ
ヒ
チ
滞
在
を
懐
古
し
た
エ
ッ
セ
イ
『
ノ
ア
ノ
ア
』

の
な
か
で
、
テ
ハ
ア
マ
ナ
に
ふ
れ
て
書
い
て
い
る
。

「
け
れ
ど
、
こ
の
大
柄
な
少
女
の
う
ち
に
は
、
こ
の
種
族
す
べ
て
に
共
通
す
る
誇
ら
か
な
独
立
心
と
、
自
分
の
意
志
と
は
か
か
わ
り

な
く
貸
し
借
り
さ
れ
る
も
の
の
持
つ
平
静
さ
が
あ
っ
た
。
や
わ
ら
か
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
嘲
る
よ
う
な
そ
の
唇
は
、
危
険
は
彼
女
の

方
に
で
は
な
く
、
私
の
方
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
し
め
し
て
い
た
。」

「
私
の
新
妻
は
、
口
数
が
少
な
く
、
憂
鬱
げ
で
、
嘲
笑
的
だ
っ
た
。
二
人
と
も
観
察
し
あ
っ
た
。
彼
女
の
方
は
、
測
り
知
れ
な
い
と

こ
ろ
が
あ
り
、
私
は
す
ぐ
に
そ
の
戦
い
に
負
け
た
。
心
の
中
で
誓
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
感
情
を
す
ぐ
に
む
き
出
し
に
し
て

し
ま
い
、
間
も
な
く
私
は
、
彼
女
に
と
っ
て
、
開
い
た
本
同
然
の
存
在
に
な
っ
た
。」

（
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
『
ノ
ア
ノ
ア
』
岩
切
正
一
郎
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
九
年
）
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こ
う
し
て
始
ま
っ
た
同
棲
生
活
も
二
年
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
帰
国
し
た
時
に
終
わ
る
。

し
か
し
こ
の
後
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
タ
ヒ
チ
に
再
度
渡
り
、
向
こ
う
の
女
性
を
モ
デ
ル
に

し
て
、
多
く
の
作
品
を
描
い
て
い
る
。
最
初
の
テ
ハ
ア
マ
ナ
と
の
出
会
い
は
そ
の
後
の

画
家
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
生
活
的
に
は
か
な
ら
ず
し
も
恵
ま
れ
た

と
は
い
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
南
太
平
洋
の
島
で
絵
を
描
き
続
け
る
こ
と
が
で
き

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
最
後
の
傑
作
が
本
邦
初
お
目
見
え
だ
っ
た
、「
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ

か
ら
来
た
の
か
、
わ
れ
わ
れ
は
何
者
か
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
く
へ
行
く
の
か
」
で
あ
る
。ゴーギャン「かぐわしき大地」（1892年）

ゴーギャン「われわれはどこから来たのか、われわれは何者か、
われわれはどこへ行くのか」（1897年）
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そ
の
絵
の
中
心
に
も
、
手
を
の
ば
し
て
果
物
を
取
ろ
う
と
す
る
、「
異
国
の
エ
ヴ
ァ
」
と
お
ぼ
し
き
、
現
地
の
女
性
が
大
き
く
描
か
れ

て
い
た
。

二　

マ
チ
ス
の
こ
と

さ
て
こ
の
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
影
響
を
う
け
た
画
家
に
マ
チ
ス
が
い
る
こ
と
は
案
外
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
マ
チ
ス
は
そ
の

著
『
画
家
ノ
ー
ト
』
の
「
テ
リ
ア
ー
ド
と
の
対
談
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ズ
ム
は
分
割
主
義
の
圧
政
を
振
り
払
っ
た
の
で
す
。
あ
ま
り
に
も
き
ち
ん
と
し
過
ぎ
た
家
庭
、
田
舎
の
お
ば
さ
ん
の

家
庭
で
は
暮
ら
し
に
く
い
も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
精
神
を
窒
息
さ
せ
な
い
よ
う
な
も
っ
と
単
純
な
方
法
を
見
つ
け
る
為
に
ジ
ャ
ン
グ

ル
の
中
へ
と
飛
び
出
し
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
あ
の
頃
は
ゴ
ー
ガ
ン
と
ゴ
ッ
ホ
の
影
響
も
あ
り
ま
し
た
。
当
時
の
考
え
と
い
う

の
は
こ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
彩
色
さ
れ
た
画
面
に
よ
る
構
成
で
す
。
素
材
は
ど
う
で
も
よ
い
。
色
彩
の
強
度
を
探
究
す
る
こ
と
で
す
。

光
の
中
へ
固
有
色
の
調
子
を
解
消
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
反
発
。
光
は
除
か
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
激
し
い
彩
色
さ
れ

た
画
面
の
調
和
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
私
の
「
音
楽
」
と
い
う
絵
は
空
が
美
し
い
青
、
青
で
も
一
番
青
ら
し
い
青
で

（
画
面
は
最
高
の
彩
度
、
つ
ま
り
青
が
、
絶
対
的
な
青
の
観
念
が
完
全
に
あ
ら
わ
に
な
る
よ
う
に
彩
色
さ
れ
た
）、
樹
々
は
緑
で
、
人

体
は
興
奮
さ
せ
る
よ
う
な
ヴ
ァ
ー
ミ
リ
オ
ン
で
描
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
三
色
で
私
は
輝
く
調
和
を
、
そ
し
て
ま
た
色
調
の
純
粋
さ

も
得
た
の
で
す
。
と
く
に
目
立
つ
の
は
、
色
彩
が
形
体
に
釣
り
合
っ
て
い
た
こ
と
と
い
う
こ
と
で
す
。
形
体
は
隣
接
す
る
色
面
の
反

応
に
従
っ
て
調
整
さ
れ
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
表
現
は
眺
め
る
人
が
全
体
と
し
て
つ
か
む
色
面
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
も
の
だ
か
ら
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で
す
。」

（
マ
チ
ス
『
画
家
ノ
ー
ト
』
二
見
史
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
）

少
し
長
い
引
用
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
マ
チ
ス
が
一
時
依
拠
し
て
い
た
ス
ー
ラ
な
ど
の
新
印
象
派
の
い
わ
ゆ
る
点
描
主
義
か
ら
い

か
に
脱
却
し
て
、
二
〇
世
紀
の
新
し
い
ア
ー
ト
を
展
開
し
た
か
が
こ
れ
で
よ
く
わ
か
る
。
マ
チ
ス
の
絵
を
観
て
行
く
と
、
一
九
〇
四

年
の
点
描
主
義
で
描
か
れ
た
「
豪
奢
、
静
寂
、
逸
楽
」
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
翌
年
の
同
じ
モ
チ
ー
フ
で
描
か
れ
た
「
生
き
る
喜

び
」
の
方
が
も
っ
と
重
要
な
作
品
な
の
で
あ
る
。
こ
の
絵
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
散
在
す
る
人
物
と
背
景
の
大
地
や
樹
々
ま
で
が
す

べ
て
「
平
塗
り
」
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
マ
チ
ス
に
は

「
マ
チ
ス
夫
人
」
や
「
帽
子
の
女
」
な
ど
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ス
ム
（
野
獣
派
）
ら
し
い

原
色
と
荒
々
し
い
タ
ッ
チ
で
描
か
れ
た
作
品
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
九

〇
七
年
あ
た
り
の
「
豪
奢
一
」
あ
た
り
か
ら
フ
ラ
ッ
ト
で
単
調
な
色
面
構
成
の

絵
が
支
配
的
に
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
前
述

の
「
生
き
る
喜
び
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
私
個
人
は
初
期
の
マ
チ
ス
で
は
「
オ
レ
ン
ジ
の
あ
る
静
物
二
」
と
い

う
一
八
九
九
年
の
作
品
が
好
き
で
あ
る
。
全
体
が
オ
レ
ン
ジ
色
を
基
調
に
し
た

暖
か
い
静
物
画
で
丸
み
を
持
っ
て
い
る
は
ず
の
オ
レ
ン
ジ
や
カ
ッ
プ
が
い
ず
れ

も
平
面
的
に
描
か
れ
て
い
て
、
世
紀
末
に
広
く
新
し
い
ス
タ
イ
ル
が
試
行
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

マチス「オレンジのある静物２」（1899年）
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私
は
二
〇
世
紀
の
現
代
美
術
を
語
る
時
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
巨
匠
が
四
人
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
一
人
が
こ
の
マ
チ
ス
で
あ

る
。
彼
は
人
物
画
と
静
物
画
を
得
意
と
し
た
が
、
い
ず
れ
も
明
る
く
て
知
的
な
作
品
が
多
く
、
美
的
セ
ン
ス
が
抜
群
で
あ
っ
た
と
思

う
。
あ
と
は
こ
の
後
と
り
あ
げ
る
ピ
カ
ソ
と
ブ
ラ
ッ
ク
で
あ
る
。
ピ
カ
ソ
は
女
性
を
中
心
と
し
た
人
物
画
を
好
ん
で
描
い
た
画
家
で

あ
る
が
、
溢
れ
る
よ
う
な
才
能
で
好
き
な
多
く
の
女
性
像
を
描
い
た
。
ブ
ラ
ッ
ク
は
ピ
カ
ソ
と
は
対
照
的
に
静
物
画
を
中
心
に
描
い

た
作
家
で
色
と
構
図
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
は
ど
れ
を
観
て
も
ホ
レ
ボ
レ
す
る
よ
う
な
魅
力
に
溢
れ
て
い
る
。
ピ
カ
ソ
と
ブ
ラ
ッ
ク
は

い
ま
私
が
一
番
参
考
に
し
た
い
画
家
で
あ
り
、
自
分
の
絵
を
描
く
手
本
に
し
た
い
作
品
が
多
い
。
最
後
は
抽
象
画
に
近
い
ク
レ
ー
と

い
う
画
家
で
あ
る
。
こ
の
人
の
作
品
は
比
較
的
小
さ
な
作
品
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
個
性
的
で
味
わ
い
深
い
作
品
ば
か
り

で
あ
る
。
溢
れ
る
よ
う
な
想
像
力
は
群
を
抜
い
て
い
る
。
こ
の
四
人
の
画
家
の
作
品
は
こ
れ
か
ら
も
世
界
中
で
展
示
さ
れ
観
ら
れ
て

行
く
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

三　

ピ
カ
ソ
と
ブ
ラ
ッ
ク
の
こ
と

世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
現
代
美
術
の
動
向
に
ふ
れ
る
時
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
ピ
カ
ソ
と
ブ
ラ
ッ
ク
に
よ
っ
て
展

開
さ
れ
た
「
キ
ュ
ビ
ス
ム
」
の
運
動
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
が
考
え
る
美
術
思
想
の
流
れ
は
ま
ず
セ
ザ
ン
ヌ
の
「
三
人
の
浴
女
」
を
わ

ざ
わ
ざ
購
入
し
て
研
究
し
て
い
た
マ
チ
ス
が
「
生
き
る
喜
び
」（
一
九
〇
五
年
）
を
描
い
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
新
し
い
女
性

群
像
を
描
い
た
ピ
カ
ソ
の
「
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
の
娘
た
ち
」（
一
九
〇
七
年
）
が
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ピ
カ
ソ
の
傑
作

を
観
た
ブ
ラ
ッ
ク
が
、
や
は
り
セ
ザ
ン
ヌ
の
例
の
「
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
」
の
風
景
画
に
触
発
さ
れ
て
「
レ
ス
タ
ッ
ク
風
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景
」（
一
九
〇
六
年
）
を
描
い
て
い
て
、
そ
の
ピ
カ
ソ
と
ブ
ラ
ッ
ク
の
共
同
作
業
か
ら
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
運
動
が
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
代
美
術
の
起
点
に
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
が
伏
線
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
私
は
ゴ
ー

ギ
ャ
ン
の
大
作
「
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
わ
れ
わ
れ
は
何
者
か
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
」
を
置
い
て
み
る
と
、

現
代
美
術
の
出
発
点
に
「
女
性
群
像
」
を
描
い
た
大
作
が
位
置
し
て
い
て
、
い
ず
れ
も
二
〇
世
紀
の
「
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
文
化
を

象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
不
思
議
な
暗
合
と
い
う
か
符
合
で
あ
っ
て
、
ア
ー
ト
が
時
代
を

先
取
り
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
き
わ
め
て
ラ
フ
な
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
世
紀
の
現
代

美
術
が
生
成
す
る
、
発
端
の
と
こ
ろ
で
、
ど
ん
な
画
家
が
ど
ん
な
作
品

を
描
い
た
か
を
、
私
の
好
き
な
作
品
を
中
心
に
書
い
て
み
た
。
最
近
の

私
の
作
画
の
課
題
は
近
代
的
な
遠
近
法
を
超
越
し
た
「
平
面
画
法
」
を

追
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
な
お
か
つ
色
を
塗
ら
な
い
余
白
の

部
分
が
背
景
と
し
て
、
後
ろ
に
退
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
着
色
し
た

部
分
と
対
等
な
関
係
で
、
前
に
浮
き
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
画
面
作
り

を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
い
ま
指
導
を
受
け
て
い
る
黒
崎
俊
雄

先
生
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
課
題
で
あ
る
。
今
回
の
小
論
も
そ
う
し
た
作

画
の
過
程
か
ら
出
て
来
た
問
題
意
識
で
あ
る
。

セザンヌ「三人の浴女」（1879～82年）
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ピカソ「アヴィニョンの娘たち」（1907年）

マチス「生きる喜び」（1905年）
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ピカソ「生きる喜び」（1946年）

セザンヌ「サント・ヴィクトワール山」（1904年）
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ブラック「レスタック風景」（1906年）


