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ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
、
評
論
家
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
と
の
裁
判
で
破
産
に
追

い
込
ま
れ
て
い
た
一
八
七
九
年
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
訪
れ
た
。
本
作
品
は
、

こ
の
と
き
出
資
し
た
画
廊
の
依
頼
で
制
作
さ
れ
た
エ
ッ
チ
ン
グ
集
の
う
ち
の

一
枚
で
あ
る
。
刷
り
に
こ
だ
わ
っ
た
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
、
約
束
の
一
〇
〇
部

の
制
作
を
終
え
ず
に
世
を
去
っ
た
が
、
本
紙
左
下
の
チ
ョ
ウ
の
タ
グ
は
、
画

家
手
ず
か
ら
の
刷
り
を
示
す
。

　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
南
東
、
リ
ド
島
の
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
エ
リ
ザ
ベ
ッ
タ
海

岸
か
ら
本
島
方
向
を
眺
め
た
と
さ
れ
る
。
中
央
の
帆
船
を
は
さ
ん
で
右
側
に

サ
ン
・
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
マ
ッ
ジ
ョ
ー
レ
聖
堂
や
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
デ
ッ
ラ
・

サ
ル
ー
テ
聖
堂
が
、
左
側
に
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ド
ゥ
カ
ー
レ
（
元
首
公
邸
）
や

サ
ン
・
マ
ル
コ
広
場
の
鐘
楼
が
並
び
、
実
際
と
は
左
右
が
反
転
し
て
い
る
。

画
面
手
前
に
簡
略
的
に
描
か
れ
た
ブ
リ
ッ
コ
ラ（
船
の
道
し
る
べ
と
な
る
杭
）

が
ど
こ
か
哀
愁
を
感
じ
さ
せ
、
イ
ン
ク
の
拭
き
残
し
に
よ
る
陰
影
が
抒
情
性

を
高
め
て
い
る
。�

（
上
席
学
芸
員　

貴
家
映
子
）

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ア
ボ
ッ
ト
・
マ
ク
ニ
ー
ル
・
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
（
一
八
三
四
―
一
九
〇
三
）

『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア 

十
二
点
の
エ
ッ
チ
ン
グ
集
』

（「
最
初
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
セ
ッ
ト
」）
よ
り
《
小
さ
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
》 

一
八
八
〇
年

紙
、
エ
ッ
チ
ン
グ

一
八
・
七
×
二
六
・
四
㎝



T O P I C S

美
術
館
の
穴
と
で
っ
ぱ
り

館
長
　
木
下
直
之

　

当
館
で
は
、
月
に
一
度
、
学
芸
員
が
日

頃
の
研
究
を
同
僚
の
前
で
発
表
す
る
研
究

会
が
開
か
れ
ま
す
。
非
公
開
で
す
が
、
そ

の
成
果
は
、
や
が
て
展
覧
会
や
『
ア
マ
リ

リ
ス
』
の
「
研
究
ノ
ー
ト
」、
紀
要
で
の

論
文
と
な
っ
て
公
表
さ
れ
ま
す
。

　

誰
が
ど
ん
な
こ
と
に
関
心
を
持
ち
、
そ

こ
か
ら
ど
ん
な
問
題
を
引
き
出
そ
う
と
し

て
い
る
の
か
を
お
互
い
に
知
る
と
て
も
貴

重
な
機
会
で
す
。
当
館
の
所
蔵
品
を
素
材

に
す
る
こ
と
が
多
く
、
制
作
の
背
景
、
作

品
の
意
味
、
収
蔵
さ
れ
る
経
緯
な
ど
の
情

報
が
共
有
さ
れ
、
結
果
と
し
て
、
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
へ
の
理
解
が
深
ま
り
ま
す
。

　

学
芸
員
は
十
人
い
ま
す
か
ら
、
一
年
で

一
回
り
し
ま
す
。
最
後
に
、
学
芸
員
で
は

な
く
実
技
室
担
当
の
先
生
が
登
場
す
る
こ

と
が
恒
例
で
す
。中
学
の
美
術
教
師
が
、数

年
間
こ
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
、
教
育
普
及

活
動
を
牽
引
し
ま
す
。年
度
末
の
発
表
は
、

一
年
間
の
活
動
の
検
証
の
場
な
の
で
す
。

　

こ
の
春
の
奥
村
祐
喜
先
生
の
発
表
は
、

実
技
室
の
ソ
フ
ト
面
（
活
動
）
ば
か
り
で

な
く
ハ
ー
ド
面
（
空
間
）
に
ま
で
話
が
及

び
ま
し
た
。実
技
室
の
床
に
は
穴
が
あ
る
。

床
が
中
心
に
向
か
っ
て
三
セ
ン
チ
傾
斜
し

て
お
り
、
そ
れ
で
水
を
抜
く
。
ま
っ
た
く

知
ら
な
い
事
実
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

普
通
、
床
は
平
ら
の
は
ず
。
ま
さ
か
部
屋

の
真
ん
中
に
穴
が
あ
る
な
ん
て
。

　

穴
が
設
計
段
階
か
ら
用
意
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
、
研
究
会
で
示
さ
れ
た
古
い
設
計

図
に
明
ら
か
で
し
た
。
水
を
ふ
ん
だ
ん
に

使
う
活
動
が
構
想
段
階
か
ら
想
定
さ
れ
て

い
た
の
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
思
い
切
り

絵
の
具
と
遊
ぶ
「
え
の
ぐ
教
室
」
は
、
今

も
続
く
人
気
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。
や
が

て
出
現
す
る
美
術
館
に
、
誰
が
ど
ん
な
夢

を
語
り
合
い
、
ど
ん
な
絵
を
描
い
た
の
か

興
味
深
い
で
す
ね
。

　

こ
の
話
を
一
番
面
白
が
っ
た
の
は
、
間

違
い
な
く
私
で
し
た
。瞬
時
に
、二
つ
の
風

景
が
思
い
浮
か
ん
だ
か
ら
で
す
。
ひ
と
つ

は
、
某
県
立
美
術
館
の
某
有
名
建
築
家
が

設
計
し
た
極
端
に
水
の
使
い
に
く
い
実
技

室
、
現
場
を
軽
視
し
た
デ
ザ
イ
ン
優
先
の

空
間
に
教
育
普
及
担
当
の
学
芸
員
が
嘆
い

て
い
ま
し
た
。あ
と
ひ
と
つ
は
、逆
に
床
の

中
心
が
で
っ
ぱ
っ
て
い
る
美
術
館
で
す
。

　

訪
れ
る
た
び
に
つ
ん
の
め
り
そ
う
に
な

り
ま
す
。
気
を
つ
け
て
い
て
も
必
ず
そ
う

な
る
、
危
険
極
ま
り
な
い
美
術
館
で
す
。

な
ぜ
そ
ん
な
デ
ザ
イ
ン
に
し
た
の
か
、
気

に
な
っ
て
し
よ
う
が
な
い
の
で
、
と
う
と

う
館
主
の
窪
島
誠
一
郎
さ
ん
に
尋
ね
ま
し

た
。
無
言
館
の
名
に
反
し
て
、
館
主
は
饒

舌
で
す
。
建
設
の
途
中
で
、
来
館
者
を
つ

ま
づ
か
せ
た
い
と
い
う
思
い
が
突
然
湧
い

て
き
た
、
深
い
意
味
は
な
い
、
人
は
（
オ

マ
エ
は
？
）
意
味
を
求
め
過
ぎ
る
。
と
い

う
具
合
に
、
煙
に
巻
か
れ
ま
し
た
。

　

窪
島
さ
ん
は
、
世
の
中
に
ど
こ
に
も
な

い
美
術
館
を
求
め
て
き
ま
し
た
。
一
九
九

七
年
開
館
の
無
言
館
に
先
立
っ
て
、
七
九

年
に
建
設
し
た
信
濃
デ
ッ
サ
ン
館
も
そ
う

で
す
。
デ
ッ
サ
ン
と
は
未
完
成
の
習
作
で

あ
り
、
そ
れ
を
一
堂
に
会
し
て
み
せ
る
美

術
館
は
、
そ
れ
ま
で
ど
こ
に
も
存
在
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
の
建
物
も
自
ら
の
デ
ザ

イ
ン
、
シ
ン
プ
ル
に
、
丈
夫
に
、
そ
し
て

何
よ
り
も
安
上
が
り
に
と
考
え
て
モ
デ
ル

に
し
た
の
は
「
ゴ
キ
ブ
リ
ホ
イ
ホ
イ
」
だ

っ
た
と
、
し
ば
し
ば
自
嘲
気
味
に
語
っ
て

き
ま
し
た
（『
美
術
館
の
あ
る
風
景
』
彌

生
書
房
、
一
九
九
四
年
）。

　

し
か
し
、ど
う
し
て
ど
う
し
て
、欅
の
木

の
小
口
を
敷
き
詰
め
た
床
は
見
事
で
す
。

開
館
当
初
は
多
少
の
凹
凸
が
あ
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
た
く
さ
ん
の
訪
問
者
を

迎
え
入
れ
る
こ
と
で
、
次
第
に
踏
み
固
め

ら
れ
、
黒
光
り
の
す
る
そ
れ
こ
そ
ど
こ
に

も
な
い
美
術
館
の
床
へ
と
化
し
た
の
で
す
。

　

で
っ
ぱ
り
と
黒
光
り
の
床
を
有
す
る
ふ

た
つ
の
美
術
館
を
ひ
と
つ
の
視
野
に
眺
め

る
展
覧
会
を
、
床
に
穴
の
あ
る
美
術
館
で

開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
む
ろ
ん

床
の
展
覧
会
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
美
術

館
と
は
何
か
を
考
え
る
展
覧
会
に
も
な
る

は
ず
で
す
。
こ
の
話
、
つ
づ
け
な
い
わ
け

に
は
い
か
な
い
。
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T O P I C S

ク＊

ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

ア
ー
ト
と
み
ど
り
の
散
歩
道
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

静
岡
県
立
美
術
館
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
チ
ー
ム

今
回
は
「
ふ
る
さ
と
チ
ョ
イ
ス
Ｇ
Ｃ
Ｆ
」
と
い
う
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
、
あ
る
い
は
郵
便
局
か
ら
の
お
払
込
み
を
通

じ
て
ご
寄
付
を
お
願
い
し
ま
す
。
ふ
る
さ
と
納
税
制
度

の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、（
二
千
円
を
超
え
る
部
分
に

つ
い
て
）所
得
税
や
住
民
税
の
還
付
・
控
除
が
受
け
ら
れ

ま
す
。
ご
寄
付
の
方
法
等
の
詳
細
は
、
七
月
下
旬
を
目

途
に
当
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

美
術
館
の
翼
の
風
を
思
い
つ
つ

　

当
館
の
本
館
へ
と
い
た
る
緑
の
散
歩
道

「
彫
刻
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
」
に
は
、
十
四
の

貴
重
な
彫
刻
作
品
が
展
示
さ
れ
、
多
く
の

来
場
者
の
方
々
に
、
世
代
を
超
え
て
楽
し

ま
れ
て
き
ま
し
た
。
当
館
で
は
、
こ
の
環

境
の
整
備
や
作
品
の
修
復
に
継
続
的
に
取

り
組
ん
で
き
ま
し
た
が
、
近
年
の
物
価
や

人
件
費
の
高
騰
、
施
設
老
朽
化
に
と
も
な

う
修
繕
費
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、
限
ら
れ

た
予
算
の
中
で
作
品
の
修
復
を
実
施
す
る

こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
影

響
か
ら
、
一
部
の
彫
刻
作
品
で
は
、
塗
装

の
剥
落
や
腐
食
、
さ
び
と
い
っ
た
損
傷
が

目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

�「
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
屋
外
展
示
の
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
を
ど
う
か
お
願
い
し
ま
す
。

　
�

数
年
前
か
ら
何
と
な
く
気
に
は
な
っ
て

お
り
ま
し
た
。

　

�

本
日
久
し
ぶ
り
に
見
て
悲
し
く
な
り
ま

し
た
。」

　

こ
れ
は
一
例
で
す
が
、
お
客
様
か
ら
の

こ
う
し
た
ご
意
見
に
も
背
中
を
押
さ
れ
、

今
年
度
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を

実
施
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま
し
た
。

て
い
る《
ア
マ
リ
リ
ス
》（
一
九
六
五
年
作
、

一
九
八
一
年
鋳
造
）
は
、ミ
ニ
マ
ル
・
ア
ー

ト
と
も
関
連
が
指
摘
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の

彫
刻
家
ト
ニ
ー
・
ス
ミ
ス
の
作
品
で
す
。

ス
テ
ィ
ー
ル
製
の
本
作
品
に
は
塗
料
が
施

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
最
後
の
塗
り
替
え
か

ら
十
六
年
が
経
過
し
て
、
劣
化
が
進
み
、

作
品
の
色
調
は
黒
か
ら
グ
レ
ー
に
退
色
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
塗
装
に
亀
裂
が
入
っ

て
、
さ
び
が
生
じ
た
鉄
材
が
現
れ
た
り
、

黒
い
塗
膜
層
が
失
わ
れ
、
白
い
下
地
が
露

出
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
本
館
と
緑
豊
か

な
園
地
を
結
ぶ
要
と
も
言
え
る
本
作
品
の

再
塗
装
や
腐
食
個
所
の
防
錆
処
置
は
、
プ

ロ
ム
ナ
ー
ド
整
備
の
な
か
で
も
喫
緊
の
課

題
で
す
。

　

も
う
一
点
は
、
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
の
中
腹

に
位
置
す
る
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
を
素
材
と

し
た
抽
象
彫
刻
で
知
ら
れ
る
清
水
九
兵
衛

の
《
地
簪
》（
一
九
八
六
年
）
で
す
。
土

台
の
盛
り
土
に
沿
う
横
長
の
形
態
や
周
囲

の
緑
に
映
え
る
色
調
が
設
置
場
所
と
親
和

す
る
、
他
に
二
つ
と
な
い
作
品
で
す
。
作

品
の
表
面
に
は
、
作
者
独
自
の
、
神
社
の

鳥
居
な
ど
を
想
起
さ
せ
る
朱
色
「
京
都

レ
ッ
ド
」
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
前
回
の
塗
り
替
え
か
ら
三
十
年

が
経
過
し
た
本
作
品
で
は
、
塗
料
の
広
範

囲
で
の
剥
離
や
ア
ル
ミ
素
地
の
白
錆
が
発

生
、
黒
ず
ん
だ
部
分
も
目
立
ち
、
朱
色
の

鮮
烈
な
印
象
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
「
京
都
レ
ッ
ド
」
が
緑
に
映
え

る
日
が
再
び
訪
れ
る
よ
う
、
い
ち
早
い
修

復
の
実
現
が
望
ま
れ
ま
す
。

　

次
世
代
ま
で
つ
づ
く
県
民
の
皆
さ
ま
の

憩
い
の
場
と
し
て
、
ま
た
、
県
外
か
ら
の

お
客
様
を
迎
え
る
観
光
の
拠
点
と
し
て
、

傷
ん
だ
彫
刻
を
再
生
し
、
こ
の
散
歩
道
の

さ
ら
な
る
魅
力
向
上
に
努
め
た
い
。
本
紙

読
者
の
皆
様
も
、
ご
支
援
を
ご
検
討
く
だ

さ
い
。

清水九兵衛《地簪》

トニー・スミス《アマリリス》

＊�

不
特
定
多
数
の
人
が
他
の
人
々
や
組
織
が
実
施

す
る
事
業
に
賛
同
し
、
そ
の
財
源
の
提
供
な
ど

を
行
う
こ
と
。

　

彫
刻
の
修
復
に
は
、
専

門
家
の
技
術
と
多
額
の
費

用
が
必
要
で
す
。
今
回
の

ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ
で
は
、
と
く
に
損
傷
の

目
立
つ
彫
刻
作
品
二
点
の

修
復
を
目
指
し
て
い
ま

す
。

　

そ
の
う
ち
の
一
点
、
本

館
前
の
広
場
に
設
置
さ
れ

03



企画展

カナレットとヴェネツィアの輝き
会期 7月27日（土）～ 9月29日（日）

　

ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ
と
呼
ば
れ
る
、
風
景
画

の
一
分
野
が
あ
り
ま
す
。
都
市
や
古
代
の

遺
跡
等
の
眺
め
を
、
精
密
な
透
視
図
法
で

描
く
も
の
で
、
主
に
18
世
紀
の
イ
タ
リ
ア

で
大
き
く
花
開
き
ま
し
た
。
本
展
で
ご
紹

介
す
る
カ
ナ
レ
ッ
ト
（
本
名
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン

ニ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
・
カ
ナ
ル
、１
６
９
７
～

１
７
６
８
年
）
は
、
こ
の
ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ

を
描
い
た
画
家
を
代
表
す
る
一
人
で
す
。

カナレット《カナル・グランデのレガッタ》1730-1739年頃　ボウズ美術館
The Bowes Museum, Barnard Castle, Co. Durham, England

クロード・モネ《パラッツォ・ダーリオ、ヴェネツィア》
1908年　ウェールズ国立美術館、カーディフ
Amgueddfa Cymru-Museum Wales

　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
生
ま
れ
た
彼
は
、
劇

場
の
舞
台
画
家
だ
っ
た
父
ベ
ル
ナ
ル
ド
か

ら
最
初
の
手
解
き
を
受
け
、
23
歳
頃
か
ら

故
郷
の
眺
め
を
ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ
と
し
て
描

き
始
め
ま
し
た
。
カ
ナ
レ
ッ
ト
が
描
き
出

す
こ
の
水
の
都
の
景
観
は
、
爽
や
か
に
晴

れ
た
空
、
き
ら
め
く
水
面
、
整
然
と
し
た

街
並
み
等
、
今
日
も
な
お
「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
」
と
い
う
言
葉
で
思
い
浮
か
べ
る
イ
メ

ー
ジ
を
作
り
出
し
た
と
言
っ
て
も
い
い
で

し
ょ
う
。

　

カ
ナ
レ
ッ
ト
の
ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ
は
、
こ

の
街
を
訪
れ
る
旅
行
者
に
非
常
な
人
気
を

博
し
ま
し
た
。
わ
け
て
も
グ
ラ
ン
ド
・
ツ

ア
ー
と
呼
ば
れ
る
一
種
の
修
学
旅
行
で
や

っ
て
く
る
、
イ
ギ
リ
ス
貴
族
の
子
弟
達
が

争
っ
て
買
い
求
め
る
品
で
し
た
。
彼
ら
は

カ
ナ
レ
ッ
ト
の
作
品
を
自
国
に
持
ち
帰

り
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
へ
の
憧
れ
を
一
層
掻

き
立
て
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
人
士
に
愛
好
さ
れ

た
カ
ナ
レ
ッ
ト
は
、
40
代
の
終
わ
り
か
ら

50
代
の
半
ば
に
か
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
渡

っ
て
作
品
を
制
作
し
て
い
ま
す
。
彼
が
描

く
イ
ギ
リ
ス
は
、
し
ば
し
ば
イ
タ
リ
ア
の

よ
う
な
鮮
や
か
な
空
を
背
景
に
し
て
お

り
、
こ
の
点
で
も
同
地
の
人
々
に
は
好
ま

し
い
も
の
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
で
大
変
に
人
気

E X H I B I T I O N

の
あ
っ
た
画
家
な
の
で
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
の

作
品
は
、
大
部
分
が
イ
ギ
リ
ス
に
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
今
回
の
展
覧
会
で
は
、
主
に

イ
ギ
リ
ス
の
美
術
館
や
貴
族
の
館
か
ら
、

作
品
を
ご
出
品
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
テ
ー
ト
や
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
・
ア
ン
ド
・

ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
の
よ
う
に
、
よ
く
知

ら
れ
た
場
所
も
あ
れ
ば
、
ホ
ウ
カ
ム
・
ホ

ー
ル
や
コ
ン
プ
ト
ン
・
ヴ
ァ
ー
ニ
ー
の
よ

う
に
、
日
本
で
の
知
名
度
が
あ
ま
り
高
い

と
は
言
え
な
い
館
か
ら
の
ご
出
品
も
頂
き

ま
す
。

　

本
展
は
、
こ
れ
ら
多
数
の
ご
所
蔵
者
に

ご
協
力
頂
く
こ
と
で
、
約
70
点
の
作
品
に

よ
り
、
ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ
の
世
界
を
ご
紹
介

し
ま
す
。
当
館
は
風
景
画
の
美
術
館
な
の

で
す
が
、
こ
の
ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ
と
い
う
分

野
だ
け
は
、
ま
と
め
て
ご
覧
頂
く
機
会
が

こ
れ
ま
で
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ

の
展
覧
会
は
、
当
館
と
し
て
は
初
め
て
、

そ
し
て
日
本
で
初
め
て
、
ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ

を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
展
覧
会
な
の
で

す
。

　

展
覧
会
で
は
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
に
先
立
つ

時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
美
術
や
、
カ
ナ

レ
ッ
ト
と
同
時
代
の
画
家
や
直
接
の
後
継

者
に
当
た
る
画
家
達
の
作
品
を
合
わ
せ
て

ご
紹
介
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
モ
ネ
や
シ
ニ

ャ
ッ
ク
な
ど
、
後
の
世
代
の
描
く
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
姿
も
ご
覧
頂
き
ま
し
ょ
う
。
多

く
の
芸
術
家
達
を
刺
激
し
て
き
た
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
輝
か
し
い
姿
を
、
ヴ
ェ
ド
ゥ
ー

タ
を
通
し
て
お
楽
し
み
下
さ
い
。

（
上
席
学
芸
員　

新
田
建
史
）
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収蔵品展

カナレットとヴェネツィアの輝き展関連展示

ピラネージとローマの景観
会期 7月18日（木）～10月 6 日（日）

　
「
カ
ナ
レ
ッ
ト
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
輝

き
」展
の
舞
台
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
す
が
、

こ
ち
ら
の
展
示
で
は
、
ロ
ー
マ
の
眺
め
を

ご
覧
頂
き
ま
し
ょ
う
。
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・

バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
（
１
７
２

０
～
１
７
７
８
年
）
は
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
よ

り
一
世
代
程
後
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
本

土
側
の
領
地
で
あ
る
メ
ス
ト
レ
近
郊
の
モ

リ
ャ
ー
ノ
で
生
ま
れ
た
版
画
家
、建
築
家
、

考
古
学
者
で
す
。

　

20
歳
の
頃
に
ロ
ー
マ
に
出
て
か
ら
は
、

こ
の
「
世
界
の
首
都
」
で
活
動
を
続
け
、

ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ
《トレヴィの泉》、『ローマの景観』より　1746？－48年？　静岡県立美術館蔵

ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ
《V》、『牢獄』（第2版）より 1761年 静岡県立美術館蔵

古
代
ロ
ー
マ
の
時
代
か
ら
同
時
代
に
至
る

ま
で
、「
ロ
ー
マ
」
に
関
わ
る
作
品
を
描

き
続
け
ま
し
た
。

　

ピ
ラ
ネ
ー
ジ
の
版
画
作
品
で
、
最
初
に

大
当
た
り
し
た
の
が
、
本
展
示
で
ご
覧
頂

く
、『
ロ
ー
マ
の
景
観
』
連
作
で
す
。
名

所
で
あ
っ
た
同
時
代
の
建
築
物
や
、
古
代

ロ
ー
マ
の
遺
構
等
を
、
精
密
な
遠
近
法
を

駆
使
し
な
が
ら
、
強
烈
な
迫
力
あ
る
画
面

に
描
き
出
し
て
い
ま
す
。
彼
が
20
代
の
半

ば
過
ぎ
以
降
、生
涯
を
通
じ
て
描
き
続
け
、

最
終
的
に
は
合
計
１
３
５
点
に
ま
で
な
り

ま
し
た
。
こ
の
作
品
の
大
成
功
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
は
経
済
的
な
基

盤
を
確
保
し
、
活
動
を
続
け
る
こ
と
が
出

来
た
の
で
す
。

　

こ
の
連
作
は
多
く
の
点
で
新
機
軸
を
打

ち
出
し
て
い
る
の
で
す
が
、そ
の
一
つ
が
、

バ
ロ
ッ
ク
の
舞
台
美
術
に
見
ら
れ
る
2
点

透
視
図
法
を
景
観
版
画
に
応
用
し
、
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
景
観
画
を
作
り
出
し
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
ま
た
、
同
時
代
の
他
作
品
と

比
べ
て
、画
面
が
大
き
い
の
も
特
徴
で
す
。

彼
が
短
期
間
師
事
し
た
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ヴ

ァ
ー
ジ
と
い
う
版
画
家
の
作
品
が
概
ね
30

×
20
㎝
程
度
で
あ
る
の
に
比
べ
、こ
の『
ロ

ー
マ
の
景
観
』
連
作
で
は
、
約
40
×
55
㎝

程
度
な
の
で
す
。
迫
力
あ
る
画
風
を
大
画

面
で
展
開
し
た
訳
で
す
か
ら
、
さ
ぞ
人
々

E X H I B I T I O N

の
目
を
驚
か
せ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

カ
ナ
レ
ッ
ト
の
描
く
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

景
観
が
、
晴
朗
で
、
広
々
と
し
た
眺
め
を

作
り
出
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ピ
ラ
ネ
ー

ジ
の
描
く
「
ロ
ー
マ
」
の
姿
は
、
猛
烈
な

勢
い
で
奥
へ
と
広
が
っ
て
い
く
空
間
で
あ

り
な
が
ら
、
莫
大
な
質
量
を
感
じ
さ
せ
、

穏
や
か
さ
と
い
う
よ
り
は
興
奮
を
感
じ
さ

せ
ま
す
。
カ
ナ
レ
ッ
ト
が
静
か
に
街
を
描

写
す
る
な
ら
、
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
は
都
市
を
激

烈
に
歌
い
上
げ
ま
す
。

　

こ
れ
ほ
ど
二
人
の
画
風
は
異
な
る
の
で

す
が
、
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
も
ま
た
イ
ギ
リ
ス
か

ら
の
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
客
に
熱
烈
に
愛

好
さ
れ
ま
し
た
。
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
は
イ
ギ
リ

ス
に
行
く
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

考
古
学
者
と
し
て
の
顔
も
持
っ
て
い
た
彼

は
、
１
７
５
７
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
王
立
古

物
研
究
家
協
会
の
名
誉
会
員
に
認
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

本
展
で
は
当
館
の
所
蔵
品
の
中
か
ら
、

『
ロ
ー
マ
の
景
観
』
の
内
33
点
を
ご
覧
頂

く
他
に
、
幻
想
的
な
『
牢
獄
』（
第
2
版
）

連
作
等
も
併
せ
て
展
示
し
ま
す
。
カ
ナ
レ

ッ
ト
を
始
め
と
す
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
景

観
の
後
は
、
迫
力
あ
る
ロ
ー
マ
の
眺
め
を

お
楽
し
み
頂
き
ま
し
ょ
う
。「
カ
ナ
レ
ッ

ト
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
輝
き
」
展
は
全
国

4
会
場
を
巡
回
し
ま
す
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
と
ロ
ー
マ
、
両
方
の
ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ
を

一
度
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
当
館
だ

け
で
す
。
こ
の
静
岡
の
地
で
、
18
世
紀
の

旅
行
者
達
を
魅
了
し
た
景
観
画
の
数
々
、

こ
の
機
会
に
是
非
ご
堪
能
下
さ
い
。

（
上
席
学
芸
員　

新
田
建
史
）
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研究 ノ ー ト

闘
争
す
る
少
女
の
イ
メ
ー
ジ

　

こ
の
論
考
で
着
目
し
た
い
の
は
、
昨
年
度
新
た

に
当
館
の
収
蔵
品
に
加
わ
っ
た《
４
半
面
の
反
復
》

（
図
1
）
に
も
表
わ
さ
れ
て
い
る
中
村
作
品
に
お

け
る
少
女
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
中
村

作
品
に
少
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
い
つ
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の

少
女
は
中
村
作
品
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

　

最
も
早
い
も
の
と
し
て
は
１
９
５
９
年
制
作
の

《
蜂
起
せ
よ
少
女
》（
練
馬
区
美
術
館
蔵
）（
図
2
）

の
中
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
城
塞
や

機
関
車
、
黒
と
黄
色
の
縞
模
様
の
標
示
物
な
ど
の

複
数
の
モ
チ
ー
フ
が
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
風
に
組
み
合

わ
さ
れ
て
お
り
、
少
女
は
、
画
面
中
央
の
機
関
車

の
窓
枠
か
ら
内
側
に
広
が
る
空
間
の
中
に
描
か
れ

て
い
る
。
少
女
は
長
い
髪
を
な
び
か
せ
、
上
半
身

に
は
詰
襟
に
金
ボ
タ
ン
の
つ
い
た
学
生
服
を
身
に

つ
け
て
、
眼
を
見
開
き
、
視
線
は
ま
っ
す
ぐ
に
前

を
向
い
て
鑑
賞
者
の
方
を
見
つ
め
て
い
る
。
少
女

の
イ
メ
ー
ジ
は
画
面
に
対
し
て
大
き
く
は
な
い
サ

イ
ズ
で
描
か
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
視
線
に

引
き
寄
せ
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
、
存
在
感
を
放
っ

て
い
る
。
こ
の
少
女
の
モ
チ
ー
フ
が
登
場
し
た
背

景
に
は
、
学
生
運
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
１
９
５
０

年
代
末
と
い
う
時
代
の
要
因
が
あ
っ
た
と
、
中
村

自
身
語
っ
て
い
る1

。
当
時
、
女
性
の
大
学
生
が
デ

モ
に
加
わ
る
こ
と
は
非
常
に
稀
有
な
現
象
で
あ

り
、
中
村
は
そ
う
い
う
時
代
に
あ
え
て
学
生
服
姿

の
少
女
を
絵
画
の
中
に
描
い
た
。
本
作
に
は
、
も

と
は
「
全
学
連
に
捧
ぐ
」
と
い
う
副
題
が
つ
い
て

お
り
、
全
学
連
の
決
起
を
訴
え
る
意
図
が
込
め
ら

れ
て
い
た2

。
山
田
諭
は
、
こ
の
作
品
に
表
さ
れ
た

少
女
に
つ
い
て
「
革
命
家
と
し
て
の
学
生
服
を
き

た「
少
女
」（
フ
ラ
ン
ス
の
映
画
女
優
ブ
リ
ジ
ッ
ト
・

バ
ル
ド
ー3

）」
と
記
し
て
い
る
。「
ブ
リ
ジ
ッ
ド
・

バ
ル
ド
ー
」
の
記
述
の
根
拠
は
文
中
で
言
及
さ
れ

て
い
な
い
が
、
ロ
ジ
ェ
・
ヴ
ァ
デ
ィ
ム
監
督
の
映

画
で
小
悪
魔
的
な
ヒ
ロ
イ
ン
を
演
じ
話
題
と
な
っ

図 2 　《蜂起せよ少女》 1959年　合板、油彩、グラビア写真　練馬区立美術館蔵

図 1 　《４半面の反復（11）》2019年　
キャンバス、アクリル　静岡県立美術館蔵

て
い
た
バ
ル
ド
ー
は
、
１
９
５
０
年
代
末
、

セ
ク
シ
ー
な
若
い
女
性
と
し
て
日
本
に
お
い

て
も
イ
メ
ー
ジ
が
流
通
し
て
い
た
。
若
い
女

性
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
中
村
が
当
時
人
気

の
あ
る
女
優
の
姿
を
参
考
に
し
た
と
い
う
こ

と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
中
村
が
描
い
た
こ
の

学
生
服
を
着
た
少
女
に
は
、
豊
か
な
髪
の
毛

を
除
き
、
性
の
表
象
は
み
ら
れ
な
い
。

の
イ
メ
ー
ジ
が
現
れ
た
の
は
１
９
５
９
年
の
《
蜂

起
せ
よ
少
女
》
か
ら
で
、
１
９
６
０
年
ま
で
に
描

か
れ
た
少
女
は
、
同
時
代
の
反
体
制
意
識
が
形
と

な
っ
て
表
わ
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
整
理

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

セ
ー
ラ
ー
服
の
少
女
と「
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」

　

そ
れ
で
は
次
に
、
中
村
の
作
品
の
中
に
、
セ
ー

ラ
ー
襟
の
つ
い
た
制
服
に
プ
リ
ー
ツ
ス
カ
ー
ト
を

身
に
着
け
た
少
女
が
は
じ
め
て
現
れ
る
の
は
い
つ

ご
ろ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、《
階
段
に
て
》

か
ら
3
年
後
に
、
中
村
が
装
丁
を
手
掛
け
た
ブ
レ

ヒ
ト
の
『
亡
命
者
の
対
話
』（
現
代
思
潮
社
、
１

９
６
３
年
）
の
挿
図
《
少
女
乱
舞
》
で
あ
っ
た
。

こ
の
図
の
中
で
少
女
た
ち
は
、
髪
の
毛
を
振
り
乱

し
、
逆
立
ち
を
し
た
り
、
膝
を
立
て
て
寝
転
が
っ

中村宏の少女イメージについての考察
上席学芸員　川谷承子

　

翌
年
の
《
革
命
首
都
》（
１
９
５
９
年
）
や
60
年

安
保
闘
争
を
主
題
に
し
た
《
階
段
に
て
》（
１
９
５

９
～
１
９
６
０
年
）
の
中
に
も
、
長
い
髪
を
た
な

び
か
せ
、
ま
っ
す
ぐ
鑑
賞
者
の
方
を
向
い
て
見
つ

め
る
少
女
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

嶋
田
美
子
は
、
中
村
が
こ
れ
ら
の
作
品
の
中
で

用
い
た
少
女
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
１
９
５
０
年
代

前
半
に
中
村
が
拠
り
所
に
し
て
い
た
「
日
本
美
術

会
」
が
、
政
治
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
そ
れ
ま
で

の
方
針
を
修
正
し
て
い
っ
た
こ
と
に
対
す
る
批
判

と
皮
肉
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、（
少
女
た
ち
は
）「
単
に
可
愛
い
、
愛

玩
の
対
象
で
は
な
く
、
闘
争
の
混
乱
の
最
中
に
あ

っ
て
、
観
者
に
対
し
て
そ
の
主
体
的
な
参
加
を
促

す
か
の
よ
う
だ
」
と
、
指
摘
し
て
い
る4

。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
中
村
の
絵
画
の
中
に
少
女
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た
り
、
ひ
っ
く
り
返
っ
た
り
、
周
囲
の
目
線
を
ま

っ
た
く
気
に
も
留
め
る
様
子
も
な
く
自
由
な
体
勢

を
と
る
様
子
で
描
か
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
ス
カ

ー
ト
が
め
く
れ
、
下
着
や
、
黒
い
太
も
も
ま
で
の

ス
ト
ッ
キ
ン
グ
や
靴
下
止
め
が
、
露
わ
に
な
っ
て

い
る
様
が
描
か
れ
て
お
り
、
少
女
の
イ
メ
ー
ジ
に

性
的
な
表
象
の
要
素
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
以

降
、
セ
ー
ラ
ー
服
の
少
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
油
彩

画
で
は
、《
修
学
旅
行
》（
１
９
６
４
年
）、《
遠
足
》

（
１
９
６
７
年
）、《
円
環
列
車
・
Ａ
―
望
遠
鏡
列
車
》

（
１
９
６
７
年
）、《
円
環
列
車
・
Ｂ
―
飛
行
す
る

蒸
気
機
関
車
》（
１
９
６
８
年
）
な
ど
へ
と
展
開

し
て
い
る
。
顔
は
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
か
、
一
つ
目

で
表
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
時
に
は
少
女
が
骸
骨

と
戯
れ
る
イ
メ
ー
ジ
や
、
時
に
は
セ
ー
ラ
ー
服
の

生
地
が
光
沢
を
帯
び
、
服
の
物
質
性
が
強
調
さ
れ

た
イ
メ
ー
ジ
な
ど
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
グ
ラ
フ

ィ
ッ
ク
の
仕
事
の
中
で
も
、
１
９
６
９
年
の
『
現

代
詩
手
帖
』
の
表
紙
絵
を
は
じ
め
、
１
９
７
０
年

代
初
頭
に
か
け
て
の
本
の
挿
図
の
中
に
、
繰
り
返

し
セ
ー
ラ
ー
服
の
少
女
が
描
か
れ
て
お
り
、
セ
ー

ラ
ー
服
の
少
女
は
、
機
関
車
と
並
ん
で
、
中
村
作

品
の
重
要
な
要
素
を
担
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
一
つ

図 3 　中村宏《少女乱舞》
ベルトルト・ブレヒト『望命者の対話』現代思潮社、
1963年、p.57より転載

と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

中
村
の
セ
ー
ラ
ー
服
の
少
女
に
つ
い
て
、
尾
崎

し
ん
じ
ん
と
嶋
田
美
子
が
、「
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」

の
観
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
指
摘
を
行
っ
て
い

る
。

　

尾
崎
し
ん
じ
ん
は
、
１
９
９
０
年
に
出
版
さ
れ

た
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
の
中
で
、
各
地
の
美

術
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
中
村
宏
の
作
品
は
１
９

５
０
年
代
の
政
治
的
状
況
を
示
す
作
品
が
多
く
、

１
９
６
０
年
代
に
中
村
宏
が
描
い
た
「
女
学
生
シ

リ
ー
ズ
」
は
、「
エ
ロ
」
と
い
う
理
由
で
、
美
術

館
の
常
設
展
に
展
示
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
認
知

さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る5

。

　

一
方
、
嶋
田
美
子
は
、
１
９
６
０
年
中
ご
ろ
以

後
の
中
村
の
セ
ー
ラ
ー
服
少
女
が
描
か
れ
た
絵
画

は
、
こ
れ
ま
で
詳
細
に
論
評
さ
れ
て
き
て
い
な
い

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
こ

の
モ
チ
ー
フ
が
語
ら
れ
る
際
に
使
わ
れ
る
「
エ
ロ

ス
」
や
「
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ

ー
ド
が
、
こ
れ
ら
作
品
が
描
か
れ
た
時
代
と
現
在

と
で
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
か
な
り
違
っ
て
き
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
替
わ
る
言
葉
や
視

点
を
見
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
指
摘

が
、
澁
澤
が
論
じ
る
「
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
と
、

中
村
の
セ
ー
ラ
ー
服
の
少
女
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
ど

の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
中
村
が
１
９
６
３
年
以

降
に
描
く
よ
う
に
な
っ
た
セ
ー
ラ
ー
服
の
少
女
イ

メ
ー
ジ
は
、
１
９
５
９
～
１
９
６
０
年
に
中
村
が

描
い
た
少
女
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
変
化
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
セ
ー
ラ
ー
服
の
少
女
イ
メ
ー
ジ
は
、

「
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
に
引
き
寄
せ
て
読
み
取
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
、
尾
崎
や
嶋
田
か
ら
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」

の
意
味
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
議
論
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
今
後
は
こ
の
点
に
着
目
し
て
考
察
を

す
す
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

1�　

動
画
「
中
村
宏　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

後
編
」、
静
岡
県

立
美
術
館
、
２
０
２
２
年　

https://spm
oa.shizuoka.

shizuoka.jp/archive/

2�　
「
今
、ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
中
で
す
。「
蜂
起
せ
よ
少
女
」

と
い
う
の
を
か
き
ま
し
た
。（
中
略
）「
全
学
連
に
捧
ぐ
」

が
副
題
で
す
。
貴
方
も
又
「
少
女
」
で
あ
る
べ
き
で
す
。

否
す
で
に
そ
う
だ
と
規
定
さ
れ
る
で
し
ょ
う
？
僕
ら
の
反

体
制
意
識
は
、そ
れ
だ
け
で
「
少
女
」
の
資
格
な
の
で
す
。」

（
１
９
５
９
年
2
月
25
日
付
、
中
村
が
親
し
い
知
人
に
送

っ
た
と
さ
れ
る
ハ
ガ
キ
よ
り
）、
嶋
田
美
子
「
蜂
起
せ
よ

少
女
！
―
制
服
少
女
を
解
体
す
る
」『
応
答
せ
よ
！
絵
画

者　

中
村
宏
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
』、
図
書
出
版
白
順
社
、
２

０
２
１
年
、p.236

の
引
用
箇
所
よ
り

3�　

山
田
諭
「
１
９
５
０
年
代
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
絵
画
」

の
展
開
」『
中
村
宏　

図
画
事
件
１
９
５
３
―
２
０
０
７
』、

東
京
都
現
代
美
術
館
編
、
東
京
新
聞
、
２
０
０
７
年
、

p.37
4�　

嶋
田
美
子
「
蜂
起
せ
よ
少
女
！
―
制
服
少
女
を
解
体
す

る
」、
初
出
『
あ
い
だ
』
２
２
０
号
、
月
刊
あ
い
だ
の
会
、

２
０
１
５
年
4
月
、
前
掲
書
に
再
録

5�　

尾
崎
し
ん
じ
ん
「
内
視
鏡
か
ら
の
視
点
―
さ
れ
ど
中
村

宏
の
１
９
５
９
年
―
」『
機
関
』
15
―
中
村
宏
特
集
、
海

鳥
社
、
１
９
９
０
年

6�　

嶋
田
、
前
掲
書

7�　

前
掲
動
画

　

み
な
さ
ん
は
隕
石
を
拾
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま

す
か
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
隕
石
と
は
と
て
も
身

近
な
も
の
で
、
一
年
間
に
一
㎡
あ
た
り
一
個
も

落
ち
て
く
る
と
い
う
の
で
す
。
う
そ
う
そ
、
そ

ん
な
頻
繁
に
見
た
こ
と
な
い
よ
、
と
い
う
の
は

正
解
。
そ
れ
は
極
小
の
世
界
の
こ
と
。
落
ち
て

く
る
の
は
直
径
0.1
㎜
ほ
ど
の
微
隕
石
で
す
。

　

本
書
で
は
、
著
者
が
採
取
し
た
微
隕
石
の
写

真
を
通
じ
、
微
隕
石
の
形
態
学
が
繰
り
広
げ
ら

れ
ま
す
。
地
球
の
大
気
圏
に
突
入
す
る
こ
と
で

生
ま
れ
た
微
隕
石
の
独
特
な
形
状
は
、
ド
ラ
マ

テ
ィ
ッ
ク
と
形
容
し
た
く
な
る
力
強
い
か
た
ち

を
し
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
豊
か
な
造
形
が
、
道

路
脇
の
チ
リ
の
中
に
も
ひ
そ
ん
で
い
る
と
想
像

す
る
の
は
な
ん
と
も
愉
快
な
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

身
近
な
場
所
か
ら
未
知
の
世
界
へ
と
導
か
れ

る
、本
書
は
そ
ん
な
驚
き
に
満
ち
た
一
冊
で
す
。

（
上
席
学
芸
員　

喜
夛
孝
臣
）

本の窓

ヨ
ン
・
ラ
ー
セ
ン
著

野
口
高
明
、
米
田
成
一
監
修
、

武
井
摩
利
訳

『
微
隕
石
探
索
図
鑑
』

創
元
社　

二
〇
一
八
年

し
て
い
る6

。

　

な
お
、
中
村
自
身
は
、
セ

ー
ラ
ー
服
の
少
女
を
描
く
こ

と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
の
一

つ
と
し
て
、
澁
澤
龍
彦
か
ら

の
影
響
を
挙
げ
て
い
る7

。
澁

澤
は
、
１
９
５
０
年
代
後
半

か
ら
１
９
６
０
年
代
に
「
エ

ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
に
関
す
る

論
考
を
多
く
執
筆
し
て
い
る
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令
和
六
年
四
月
よ
り
学
芸
課
に
着
任
し
ま
し
た

薄
田
大
輔
と
申
し
ま
す
。
出
身
は
埼
玉
で
、
就
職

を
機
に
名
古
屋
で
約
十
年
過
ご
し
ま
し
た
。
静
岡

で
の
生
活
は
初
め
て
で
す
が
、県
立
美
術
館
に
は
、

卒
業
論
文
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
狩
野
派
の
絵

画
を
拝
見
す
る
た
め
に
訪
れ
て
以
来
、
毎
年
の
よ

う
に
足
を
運
ん
で
き
ま
し
た
。
池
大
雅
や
円
山
応

挙
な
ど
、
非
常
に
充
実
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
前

に
、
絵
画
を
見
る
力
を
育
て
て
い
た
だ
い
た
と
思

っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
と
き
は
、
着

任
し
て
二
カ
月
ほ
ど
で
、
ま
だ
市
外
に
も
足
を
延

ば
せ
て
い
ま
せ
ん
が
、
静
岡
駅
周
辺
を
歩
い
て
い

る
と
ブ
ロ
ン
ズ
像
や
プ
ラ
モ
デ
ル
を
象
っ
た
ポ
ス

ト
な
ど
、
様
々
な
彫
刻
や
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
あ
る

の
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
全
く
の
専
門

外
で
す
が
、
大
学
の
ゼ
ミ
の
課
題
で
、
街
な
か
に

あ
る
彫
刻
な
ど
に
つ
い
て
調
べ
て
以
来
、
公
共
の

場
に
展
示
さ
れ
た
ア
ー
ト
を
何
気
な
く
眺
め
る
癖

が
つ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
静
岡
散

新
し
い
職
場
と
出
会
い

工
事
休
館
を
経
て

学
芸
課　

薄
田
大
輔

策
中
に
心
惹
か
れ
た
の
が
、
市
役
所
前
の
通
り
に

設
置
さ
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ク
エ
ル
チ
ュ
ラ
ン

の
《
出
会
い
》
と
い
う
ス
ー
ツ
姿
の
男
性
の
彫
刻

で
す
。
独
特
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
形
状
に
ど
こ
か
見

覚
え
が
、
と
じ
っ
く
り
観
て
い
る
と
、
昨
年
ま
で

利
用
し
て
い
た
名
古
屋
の
吹
上
駅
構
内
に
同
じ
作

者
の
作
品
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
を
思
い
出
し
ま

し
た
。
駅
構
内
を
慌
て
て
走
る
ス
ー
ツ
姿
の
男
性

に
「
“PLEA

SE�D
O
�N
O
T
�RU
N

”�SO
�FA
ST
�

T
H
A
T
�
Y
O
U
�
M
ISS

�
T
H
E
�
M
O
ST
�

BEA
U
T
IFU
L�T
H
IN
GS�IN

�LIFE

（
そ
ん
な

に
早
く
走
ら
な
い
で
。
人
生
で
最
も
美
し
い
も
の

を
見
失
っ
て
し
ま
う
か
ら
。）」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す
。初
め
て
社
会
に
出
て
、

余
裕
も
な
く
駆
け
回
っ
て
い
た
自
分
の
心
に
響
い

た
の
か
、今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
一
方《
出

会
い
》
に
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
添
え
ら
れ
て
な
く
、

シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
街
中
で

の
偶
然
の
出
会
い
に
「
は
っ
！
」
と
驚
く
？
二
人

の
関
係
は
…
こ
の
出
会
い
は
ど
ん
な
展
開
を
迎
え

る
の
か
…
な
ど
様
々
に
想
像
し
て
し
ま
い
ま
す
。

静
岡
に
来
て
す
ぐ
に
同
じ
作
家
の
彫
刻
と
出
会
っ

た
の
も
何
か
の
縁
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
美
術

館
で
の
仕
事
は
人
と
人
と
の
繋
が
り
が
重
要
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
様
々
な
「
出
会
い
」
を
大
切
に

し
な
が
ら
仕
事
に
励
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「カナレットとヴェネツィアの輝き」展
イベントのご案内

開幕記念ミニ・マルシェ
7月27日（土）、28日（日）10：00〜16：00（予定）／
当館エントランスホールほか
画家の生地にちなんで、イタリアをより身近に感じていただける
ようなミニ・マルシェ（イタリア語ではメルカート）を開催。
ピザやジェラートなどのフードに、雑貨、ワークショップ・ブース
などが出店予定です。

学芸員美術講座
「カナレットの景観画とカメラ・オブスキュラについて」
8月4日（日）14：00〜　／当館講堂

特別講演会
「景観画の役割とは？―近代ジャーナリズムの始まり」
8月10日（土）14：00〜　／当館講堂
講師：高梨光正氏（愛知県立芸術大学准教授）

館長美術講座「カメラ・オブスクラをめぐる話」
8月18日（日）14：00〜　／当館講堂
講師：木下直之（当館館長）

その他、関連のワークショップなどを開催予定です。詳細は、当
館ウェブサイトをご覧ください。

※�表紙の作品（ホイッスラー作《小さなヴェネツィア》）は、「カナ
レットとヴェネツィアの輝き」展に展示予定です（静岡会場のみ）。

ウィリアム・マクエルチュラン《出会い》
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