
チュルリョーニスの楽園

若冲の鸚鵡図
『戦艦テメレール号』と共に見る遷り変り

オランダ人画家が「創造」した南アメリカの風景

ユディトとクリムト

「TAKESHIMA」（2009）愛知県蒲郡市

The Young Lady with the Shiner

Une image que j’aime de Simone de Beauvoir : Brassaï (1944). 
Simone de Beauvoir, café de Flore, Paris. Photographie, épreuve 
contact aux sels d’argent (8,5 x 5,9), BNF.

Art is my GPS

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

レオン・スピリアールト「めまい」

私の好きな絵―モネ「ロンドン国会議事堂」

麦をふるう女たち

「私が好きな絵」を描くこと

「おまえの口に口づけしたよ、ヨカナーン」

アッシジの聖フランチェスコ

眩しすぎる月明かり

イギリスで議会制民主主義を思う

陶芸家バーナードリーチのデッサン画

結核をどのように表象し想像するか

クリムトのお休み前の『接吻』
「サン・ベルナール峠を越えるボナパルト」

わたしの好きな絵わたしの好きな絵

コラム・エッセイ・コラム・エッセイ・コラム・エッセイ・コラム・エッセイ・コラム

執筆者一覧　（五十音順）

フランス語学科 伊藤 達也 世界共生学科 鈴木 茂
国際日本学科 エリス 俊子 教職センター 竹下 裕隆
事務局長 太田 惠雄 世界教養学科 沼野 充義
英米語学科 岡田 新 世界教養学科 福田 眞人
教職センター 加藤 滋伸 英米語学科 真崎 翔
学長 亀山 郁夫 現代英語学科 ムーディ 美穂
フランス語学科 木内 尭 現代英語学科 吉見 かおる
国際教養学科 後藤 希望 フランス語学科 Anne-Claire CASSIUS
中国語学科 小堀 慎悟 現代英語学科 Alessandro G. Gerevini
現代英語学科 佐藤 雄大 言語教育開発センター Camilo Villanueva
世界教養学科 白井 史人 英米語学科 Mathew White
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若
冲
の
鸚
鵡
図

伊
藤
達
也

　

今
日
的
状
況
か
ら
伊
藤
若
冲
の
鸚
鵡
図
を
好
き
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

な
ぜ
鸚
鵡
図
な
の
か
。
同
じ
若
冲
の
花
鳥
図
な
ら
鶏
の
絵
の
方
が
遥
か
に
出
来
が
良

い
で
は
な
い
か
。
確
か
に
そ
う
だ
が
、
こ
の
場
合
、
理
由
は
写
実
性
よ
り
も
そ
の
象
徴

性
に
あ
る
。
西
洋
で
は
、
鸚
鵡
は
言
葉
を
話
す
動
物
と
し
て
、
特
別
な
意
味
を
持
っ
て

き
た
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
バ
ー
ン
ズ
は
小
説
『
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
鸚
鵡
』
で
、
フ
ロ
ベ
ー
ル

晩
年
の
短
編
『
純
な
心
』
に
登
場
す
る
鸚
鵡
は
言
葉
を
話
す
と
い
う
理
由
か
ら
、
小
説

家
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
今
日
で
は
、
言
葉
を
模
倣
す
る

鸚
鵡
は
む
し
ろ
外
国
語
学
習
者
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

国
内
外
に
散
ら
ば
る
若
冲
の
複
数
の
鸚
鵡
図
の
う
ち
、
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、

千
葉
市
美
術
館
に
収
め
ら
れ
た
鸚
鵡
図
で
あ
る
。
頭
上
の
羽
を
逆
立
た
せ
、
装
飾
さ
れ

た
止
ま
り
木
に
止
ま
っ
た
一
羽
の
真
っ
白
な
鸚
鵡
が
、
顔
を
左
に
向
け
丸
い
左
目
だ
け

で
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
。
鸚
鵡
の
羽
毛
に
は
一
本
一
本
が
立
体
的
に
見
え
る
よ
う
に
、

地
の
色
が
塗
り
残
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
地
と
同
じ
よ
う
な
色
が
上
か
ら
塗
ら

れ
て
い
る
の
か
、
写
実
的
な
技
法
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
鎖
国
下
の
京
都
に
ど
の
よ
う

に
や
っ
て
来
た
の
か
知
ら
な
い
鸚
鵡
の
足
は
、金
の
鎖
で
止
ま
り
木
に
繋
が
れ
て
い
る
。

　
「
そ
の
鸚
鵡
の
名
は
ル
ル
。
体
は
緑
、
翼
の
先
は
薔
薇
色
、
額
は
青
、
そ
し
て
喉
は

金
色
」
と
、
こ
れ
以
上
切
り
詰
め
よ
う
が
な
い
単
語
で
描
写
さ
れ
る
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
ル

ル
は
突
然
の
死
に
よ
り
、
剥
製
と
な
っ
て
フ
ェ
リ
シ
テ
の
寝
室
の
装
飾
品
の
一
つ
に
な

る
。
そ
し
て
有
名
な
こ
の
小
説
の
最
後
で
、
死
の
床
で
意
識
を
失
い
つ
つ
あ
る
フ
ェ
リ

シ
テ
の
脳
裏
に
、
鸚
鵡
は
空
に
広
が
る
巨
大
な
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
再
び
現
れ
る
。

　

こ
の
年
末
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
家
庭
内
感
染
か
ら
罹
患
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
高

熱
に
う
な
さ
れ
な
が
ら
、
世
界
が
鎖
国
時
代
に
戻
っ
た
か
の
よ
う
な
こ
の
数
年
、
留
学

を
中
断
さ
せ
ら
れ
た
学
生
た
ち
の
対
応
を
し
て
き
た
経
験
か
ら
、
私
が
こ
の
ま
ま
最
期

の
瞬
間
を
迎
え
る
と
す
る
と
、
脳
裏
に
現
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
鎖
に
繋
が
れ
た
若
冲
の

白
い
鸚
鵡
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
体
調
の
良
い
時
に
は
、
若
冲
の
鸚

鵡
の
絵
を
眺
め
な
が
ら
こ
の
虚
空
の
目
に
親
し
も
う
と
何
度
も
試
み
た
。
最
期
の
瞬
間

に
純
白
の
鸚
鵡
が
空
い
っ
ぱ
い
に
広
が
っ
た
と
し
て
も
、
驚
き
慌
て
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
。

 

（
い
と
う　

た
つ
や
）

レ
オ
ン
・
ス
ピ
リ
ア
ー
ル
ト
「
め
ま
い
」

エ
リ
ス
俊
子

　

女
性
が
一
人
、
切
り
立
っ
た
階
段
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
、
そ
っ
と
降
り
よ
う
と
し
て

い
る
。
小
さ
な
顔
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
眼
は
遠
く
を
見
て
い
て
、
き
り
っ
と
口

を
閉
じ
、
思
い
詰
め
た
よ
う
な
表
情
に
見
え
る
。
ス
カ
ー
ト
の
裾
を
お
さ
え
な
が
ら
、

お
ぼ
つ
か
な
い
足
取
り
で
、
一
歩
、
下
の
段
に
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
も
う
一
歩
。

足
は
不
自
然
な
ま
で
に
細
い
。
長
く
柔
ら
か
な
ス
カ
ー
フ
が
、
風
に
翻
る
よ
う
に
、
流

れ
て
い
る
。
女
の
情
念
が
燃
え
出
て
い
る
よ
う
で
、
こ
の
絵
に
力
強
さ
を
与
え
て
い
る
。

螺
旋
状
に
そ
び
え
る
階
段
は
、
左
上
後
方
か
ら
の
光
に
反
射
し
て
い
る
が
、
周
り
は
暗

く
、
夜
の
時
間
で
あ
る
。
向
こ
う
側
に
、
ぼ
ん
や
り
と
、
黒
ず
ん
だ
景
色
が
映
る
。
上

方
部
の
茫
漠
と
し
た
灰
色
は
海
だ
ろ
う
か
。
下
方
は
黒
々
と
し
て
お
り
、
女
が
降
り
て

い
く
先
は
、
た
だ
漆
黒
の
闇
。
深
淵
と
い
う
べ
き
深
さ
も
な
い
。

　

あ
と
一
段
は
降
り
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
も
う
す
ぐ
先
に
あ
る
急
傾
斜
に
、

身
体
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
真
っ
逆
さ
ま
に
転
落
し
、
こ
の
静
謐
な
空

間
に
、
声
の
か
た
ち
を
成
さ
な
い
叫
び
声
が
ゆ
き
わ
た
っ
て
、
や
が
て
、
す
べ
て
が
沈

黙
に
包
ま
れ
る
。

　

黒
イ
ン
ク
と
鉛
筆
で
描
か
れ
た
一
枚
。
ベ
ル
ギ
ー
の
画
家
、
レ
オ
ン
・
ス
ピ
リ
ア
ー

ル
ト
の
一
九
〇
八
年
の
作
「
め
ま
い
」
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
二
十
年
前
、
二
〇
〇
三
年

の
展
覧
会
で
出
会
っ
た
と
き
、
私
は
、
絵
の
前
に
立
ち
尽
く
し
て
、
動
け
な
く
な
っ
た
。

こ
の
静
け
さ
、
こ
の
孤
独
。
で
も
怖
い
わ
け
で
も
な
い
。
ひ
ん
や
り
と
し
た
空
気
を
感

じ
な
が
ら
、
無
音
の
階
段
を
一
歩
、
一
歩
。
そ
の
感
覚
が
、
直
接
、
心
臓
に
届
い
た
。

　

オ
ー
ス
テ
ン
デ
の
港
町
で
育
っ
た
ス
ピ
リ
ア
ー
ル
ト
の
絵
に
は
、
海
が
た
く
さ
ん
あ

る
が
、
ほ
と
ん
ど
人
が
い
な
い
。
併
せ
て
、
誰
も
い
な
い
街
並
み
、
先
の
見
え
な
い
道

路
、
ど
こ
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
空
き
地
の
よ
う
な
風
景
が
数
多
く
あ
る
。
鮮
や
か
な

色
は
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
く
す
ん
だ
黒
、
青
、
茶
色
。
絶
壁
の
よ
う
な
砂
色
の
堤
防

風
景
は
、
私
が
い
つ
だ
か
夢
で
歩
い
た
、
遠
い
記
憶
の
土
地
に
酷
似
し
て
い
て
、
衝
撃

を
覚
え
た
。

　

虚
飾
と
、
世
俗
の
約
束
事
の
す
べ
て
を
削
ぎ
落
と
し
た

と
こ
ろ
に
潜
む
、
心
の
奥
底
に
あ
る
風
景
。
一
人
、
生
き

る
こ
と
の
足
取
り
の
不
安
定
は
、
無
言
の
死
に
支
え
ら
れ

て
、
清
々
し
く
さ
え
あ
る
。
あ
と
一
段
、
降
り
て
み
る
。

 

（
え
り
す　

と
し
こ
）
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わたしの好きな絵

私
の
好
き
な
絵

　
　
　
　

 

―
モ
ネ
「
ロ
ン
ド
ン
国
会
議
事
堂
」

岡
田　

新

　

忘
れ
ら
れ
な
い
一
枚
の
絵
が
あ
る
。
モ
ネ
の
「
ロ
ン
ド
ン
国
会
議
事
堂
」
だ
。
ビ
ッ

グ
ベ
ン
と
呼
ば
れ
る
こ
の
議
事
堂
は
、
中
世
の
ゴ
チ
ッ
ク
建
築
風
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
実
は
決
し
て
古
色
蒼
然
た
る
建
造
物
で
は
な
い
。
確
か
に
ウ
イ
リ
ア
ム
２
世
が
建

て
た
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
宮
殿
の
一
部
が
残
っ
て
は
い
る
。
今
も
女
王
の
通
夜
や
戴

冠
式
に
使
わ
れ
る
。
だ
が
殆
ど
は
一
八
三
四
年
の
大
火
で
消
失
し
た
。（
タ
ー
ナ
ー
が
こ

の
大
火
を
描
い
て
い
る
。）
大
火
の
後
ゴ
チ
ッ
ク
様
式
を
真
似
て
再
建
さ
れ
、
一
八
六

七
年
に
全
体
が
完
成
。
モ
ネ
が
描
い
た
一
九
〇
一
年
に
は
、
ま
だ
築
40
年
足
ら
ず
だ
っ

た
。
因
み
に
現
在
の
議
事
堂
は
、
ロ
ン
ド
ン
大
空
襲
後
寸
分
た
が
わ
ぬ
形
で
再
建
さ
れ

た
戦
後
の
建
物
だ
。
わ
ざ
わ
ざ
古
そ
う
に
立
て
る
と
い
う
セ
ン
ス
に
、「
伝
統
的
支
配
」

（
ウ
エ
ー
バ
ー
）
の
残
影
を
感
じ
る
。

　

だ
が
モ
ネ
が
興
味
を
も
っ
た
の
は
、
重
厚
さ
を
装
っ
た
建
築
で
は
な
い
。
モ
ネ
が
描

い
た
の
は
霧
の
中
で
陽
光
の
中
に
浮
か
び
上
が
る
シ
ル
エ
ッ
ト
で
あ
る
。
主
題
は
、
霧

と
光
の
戯
れ
で
あ
り
、
国
会
議
事
堂
は
い
わ
ば
引
き
立
て
役
だ
っ
た
。
絵
の
具
を
混
ぜ

る
と
黒
に
な
る
が
、
光
を
混
ぜ
る
と
白
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
利
用
し
た
筆
触
分
割
。

こ
の
技
法
を
駆
使
し
て
写
真
の
よ
う
な
明
る
い
画
面
を
作
り
出
す
。
そ
れ
が
印
象
派
の

出
発
点
だ
と
い
わ
れ
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
技
法
で
描
け
ば
、
微
細
な
画
素
で
対
象
を

連
続
的
に
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
写
真
を
目
指
し
つ
つ
、
決
し
て
写

真
で
は
な
い
絵
画
が
生
ま
れ
た
。
形
が
霧
の
中
に
溶
け
、
色
の
舞
踊
だ
け
で
描
か
れ
た

ビ
ッ
グ
ベ
ン
は
、
お
そ
ら
く
現
実
よ
り
は
る
か
に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
中
世
の

建
築
を
荘
重
に
再
現
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
建
築
家
の
渾
身
の
野
心
は
、
す
っ
か
り
裏
切
ら

れ
た
。
ビ
ッ
グ
ベ
ン
は
、
抽
象
の
洗
礼
―
あ
る
い
は
現
代
の
挑
戦
に
晒
さ
れ
た
の
だ
。

　

カ
メ
ラ
を
い
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
何
年
か
た
つ
。
も
っ
ぱ
ら
花
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

を
撮
っ
て
い
る
が
、
印
象
派
の
辿
っ
た
道
を
逆
行
し
、
絵
画
の
よ
う
な
写
真
を
撮
る
こ

と
は
で
き
な
い
も
の
か
。
モ
ネ
の
傑
作
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、「
ボ
ケ
」
の
写
真
を

試
み
て
い
る
。

 

（
お
か
だ　

し
ん
）

ユ
デ
ィ
ト
と
ク
リ
ム
ト

太
田
惠
雄

　
『
ど
う
？
』
見
る
者
に
何
か
を
問
い
か
け
て
い
る
。
恍
惚
と
い
う
の
か
、
官
能
的
、
倒

錯
的
と
い
う
の
か
、
表
現
力
の
乏
し
い
凡
人
に
は
適
当
な
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
い
。
今

風
で
い
う
な
ら
ド
ヤ
顔
か
。
こ
の
題
材
は
多
く
の
画
家
が
描
い
て
い
る
よ
う
だ
。
旧
約

聖
書
外
典
に
登
場
す
る
女
性
「
ユ
デ
ィ
ト
」。
彼
女
の
住
む
ユ
ダ
ヤ
の
町
ベ
ト
リ
ア
に

ホ
ロ
フ
ェ
ル
ネ
ス
将
軍
が
侵
攻
し
、
町
は
陥
落
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ユ
デ
ィ
ト
が

敵
陣
に
赴
き
、
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ネ
ス
の
寝
首
を
掻
い
て
持
ち
帰
る
と
い
う
物
語
を
描
写
し

た
も
の
だ
そ
う
だ
。

　

二
〇
一
七
年
の
夏
、
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
家
族
旅
行
を
し
た
と
き
の
最
終
訪

問
地
が
ウ
ィ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
さ
す
が
に
歴
史
豊
か
な
都
市
と
い
う
印
象
で
、
そ
れ
ま

で
の
ド
イ
ツ
の
街
と
は
雰
囲
気
が
違
っ
て
い
た
。
シ
ェ
ー
ン
ブ
ル
ン
宮
殿
は
広
大
な
庭

園
を
有
し
、
建
物
や
園
内
は
き
れ
い
に
保
存
さ
れ
て
い
て
、
多
く
の
人
が
訪
れ
て
い
た
。

　

こ
の
宮
殿
近
く
の
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
宮
殿
オ
ー
ス
ト
リ
ア
絵
画
館
に
こ
の
絵
は
収
蔵

さ
れ
て
い
る
。
グ
ス
タ
フ
・
ク
リ
ム
ト
の
作
品
だ
。
何
の
素
養
も
な
い
ま
ま
に
見
た
こ

の
女
性
の
表
情
が
強
烈
に
印
象
に
残
っ
た
。
右
手
の
先
に
あ
る
の
は
目
を
閉
じ
た
男
性

の
頭
で
、
顔
が
半
分
だ
け
描
か
れ
、
物
語
を
想
起
さ
せ
る
。
だ
が
こ
の
絵
の
主
役
は
間

違
い
な
く
女
性
の
表
情
だ
ろ
う
。

　

絵
画
館
に
は
他
に
も
ク
リ
ム
ト
の
作
品
が
多
数
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
代
表
作
「
接

吻
」、「
女
の
三
世
代
」、
そ
し
て
名
前
は
わ
か
ら
な
い
が
女
性
二
人
が
寛
い
だ
姿
で
こ

ち
ら
を
見
て
い
る
作
品
な
ど
を
駆
け
足
で
鑑
賞
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
女
性
は
「
ユ

デ
ィ
ト
」
と
は
違
い
、
非
常
に
穏
や
か
で
柔
ら
か
い
表
情
を
し
て
い
て
ど
こ
か
温
か
い
。

好
み
と
し
て
は
こ
ち
ら
の
方
が
上
か
な
。

　

人
生
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
訪
問
は
イ
ギ
リ
ス
だ
っ
た
。
歴
史
は
中
世
か
ら
脈
々
と
続

い
て
い
る
の
だ
な
と
肌
で
感
じ
な
が
ら
ロ
ン
ド
ン
の
街
並
み
を
歩
き
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル

ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
巨
匠
た
ち
に
出
会
っ
た
。
ま
た
、
最
近
東
京
で
開
催
さ
れ
た
メ
ト
ロ
ポ

リ
タ
ン
美
術
館
展
で
も
著
名
な
画
家
の
作
品
を
見
る
な
ど
、
機
会
あ
る
ご
と
に
絵
画
鑑

賞
を
楽
し
ん
で
い
る
。
本
物
を
見
た
と
い
う
一
種
の
満
足
感
は
あ
る
が
、
絵
画
で
こ
れ

ほ
ど
強
く
印
象
に
残
っ
た
も
の
は
他
に
は
な
い
。
ク
リ
ム
ト
の
名
前
は
こ
の
旅
行
で
初

め
て
知
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
好
き
な
画
家
と
し
て
真
っ
先
に
挙
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

い
つ
も
の
よ
う
に
絵
が
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
グ
ッ
ズ
を
幾
つ
か
買
っ
て
き
た
。
コ
ー
ス

タ
ー
は
今
も
仕
事
場
で
愛
用
し
て
い
る
。

 

（
お
お
た　
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陶
芸
家
バ
ー
ナ
ー
ド
リ
ー
チ
の
デ
ッ
サ
ン
画

加
藤
滋
伸

　

私
は
六
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
骨
董
に
興
味
を
持
ち
始
め
、
趣
味
で
骨
董
市
や
古
美
術

商
巡
り
を
す
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
が
、
あ
る
日
、
瀬
戸
の
古
美
術
店
を
訪
れ
た

と
き
、
壁
に
飾
ら
れ
た
日
本
の
老
婆
を
描
い
た
デ
ッ
サ
ン
画
に
妙
に
惹
き
つ
け
ら
れ

た
。
店
主
に
誰
の
デ
ッ
サ
ン
画
か
尋
ね
る
と
、
バ
ー
ナ
ー
ド
リ
ー
チ
で
あ
る
と
の
返
答

で
あ
っ
た
。
バ
ー
ナ
ー
ド
リ
ー
チ
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
倉
敷
の
大
原
美
術
館
や
日
本

民
藝
館
で
そ
の
陶
芸
作
品
は
い
く
つ
か
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
デ
ッ
サ
ン
画
を
見
る
の

は
初
め
て
で
あ
っ
た
。
そ
の
デ
ッ
サ
ン
画
に
は
そ
の
絵
の
説
明
ら
し
き
言
葉
（
そ
の
と

き
は
し
っ
か
り
そ
の
言
葉
は
読
ま
な
か
っ
た
）
の
後
に
、
確
か
に
バ
ー
ナ
ー
ド
リ
ー
チ

直
筆
と
思
わ
れ
る
サ
イ
ン
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
そ
の
絵
に
描
か
れ
た
老
婆
の
姿
に

心
惹
か
れ
、
本
当
は
そ
の
絵
が
欲
し
か
っ
た
が
、
手
持
ち
の
お
金
も
乏
し
か
っ
た
し
、

値
段
を
聞
く
の
も
気
が
引
け
た
の
で
、
そ
の
日
は
そ
の
ま
ま
そ
の
お
店
を
立
ち
去
っ
た

が
、
な
ぜ
か
そ
こ
に
描
か
れ
た
老
婆
の
姿
が
私
の
心
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
数
年
後
の
私
の
誕
生
日
の
こ
と
。
な
ぜ
機
嫌
が
よ
か
っ
た
の
か
今
で
も
よ

く
わ
か
ら
な
い
が
、
家
内
が
「
欲
し
い
も
の
が
あ
っ
た
ら
何
で
も
買
っ
て
あ
げ
る
」
と

言
う
の
で
、
私
は
勇
気
を
出
し
て
「
実
は
数
年
前
に
出
会
っ
た
バ
ー
ナ
ー
ド
リ
ー
チ
の

絵
が
欲
し
い
ん
だ
」
と
言
っ
て
み
た
。
す
る
と
家
内
も
バ
ー
ナ
ー
ド
リ
ー
チ
に
は
興
味

を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、「
私
も
そ
の
絵
が
気
に
入
っ
た
ら
買
っ
て
あ
げ
る
」
と

言
っ
て
古
美
術
店
に
そ
の
絵
が
ま
だ
あ
る
か
ど
う
か
電
話
で
確
認
し
て
く
れ
た
。
す
る

と
、
運
よ
く
「
ま
だ
あ
る
」
と
い
う
。
そ
こ
で
さ
っ
そ
く
そ
の
お
店
に
行
っ
て
絵
を
見

せ
て
い
た
だ
く
と
家
内
も
気
に
入
り
、
無
事
そ
の
絵
は
我
が
家
の
一
員
と
な
っ
た
。

　

絵
に
は
次
の
よ
う
な
説
明
文
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。（
訳
と
括
弧
書
き
は
筆
者
）

　

 「
私
は
絹
村
と
い
う
村
の
（
結
城
紬
の
）
試
験
所
の
老
婆
の
絹
糸
を
紡
ぐ
仕
草
（
の

手
早
さ
）
に
対
す
る
も
の
静
か
で
穏
や
か
な
佇
ま
い
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

バ
ー
ナ
ー
ド
リ
ー
チ　

一
九
五
三
年　

七
月
」

※ 

講
談
社
学
術
文
庫「
バ
ー
ナ
ー
ド
リ
ー
チ
日
本
絵

日
記
」（
柳
宗
悦
訳
、
水
尾
比
呂
志
補
訳
）
に
よ
れ

ば
一
九
五
三
年
七
月
十
九
日
に
リ
ー
チ
は
柳
宗

悦
、
浜
田
庄
司
ら
と
そ
の
結
城
紬
試
験
所
を
訪
問

し
て
お
り
、
そ
の
と
き
の
デ
ッ
サ
ン
で
あ
ろ
う
。

 

（
か
と
う　

し
げ
の
ぶ
）

眩
し
す
ぎ
る
月
明
か
り

亀
山
郁
夫

　

絵
を
観
る
歓
び
は
、
目
に
は
見
え
な
い
物
語
を
空
想
す
る
喜
び
で
も
あ
る
。
そ
れ

は
、
邪
道
だ
と
い
う
声
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
が
、
一
向
に
か
ま
わ
な
い
。
私
は
、
邪

道
な
ら
ざ
る
邪
念
を
好
む
。
今
、
目
の
前
に
揺
曳
す
る
一
枚
の
絵
は
、
数
年
前
、
渋
谷

Bunkam
ura

主
催
の
ト
レ
チ
ャ
コ
フ
美
術
館
展
で
観
た
イ
ワ
ン
・
ク
ラ
ム
ス
コ
イ
「
月

明
か
り
の
夜
」（‘Lunnaya noch’

一
八
八
一
年
）
で
あ
る
。
森
の
木
陰
に
置
か
れ
た
ベ

ン
チ
の
上
に
、
豪
奢
な
白
い
ド
レ
ス
を
ま
と
っ
た
女
性
が
、
背
も
た
れ
に
腕
を
伸
ば
し

た
ま
ま
瞑
想
に
ふ
け
っ
て
い
る
。
年
齢
は
三
十
を
少
し
超
え
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
彼

女
の
目
は
何
か
を
見
て
い
る
よ
う
で
何
も
見
て
お
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
自
分
の
内
面
に
思

い
を
凝
ら
し
て
い
る
と
い
う
趣
で
あ
る
。
女
性
は
た
っ
た
い
ま
、
こ
っ
そ
り
夜
会
の
席

を
抜
け
出
し
、
こ
こ
で
ひ
と
り
佇
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
。
夜
会
の
席
で
何
が
あ
っ
た

の
か
。
そ
れ
と
も
何
も
起
こ
ら
な
い
夜
会
で
の
お
し
ゃ
べ
り
に
疲
れ
て
、
戸
外
の
空
気

が
吸
い
た
く
な
っ
た
だ
け
な
の
か
。
人
伝
え
で
は
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
女
性
の
名
は
、

ア
ン
ナ
・
ポ
ポ
ー
ワ
。
元
素
周
期
律
表
の
発
見
で
知
ら
れ
る
化
学
者
メ
ン
デ
レ
ー
エ
フ

の
未
来
の
妻
と
な
る
人
で
あ
る
。
ま
た
別
の
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
絵
の
所
有
者
で
大
蒐

集
家
だ
っ
た
ト
レ
チ
ャ
コ
フ
の
二
度
目
の
妻
が
モ
デ
ル
だ
と
も
い
う
。
画
家
ク
ラ
ム
ス

コ
イ
と
こ
の
女
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
が
、
私
が
気
に
な
る
の
は
、
ク
ラ

ム
ス
コ
イ
が
こ
の
女
性
を
ど
ん
な
文
脈
に
置
く
こ
と
で
そ
の
内
面
に
迫
ろ
う
と
し
た
か

と
い
う
こ
と
だ
。
鬱
蒼
た
る
木
立
、
眩
し
す
ぎ
る
ほ
ど
の
月
明
か
り
。
か
り
に
こ
こ
に

一
点
観
る
も
の
の
心
を
殺
ぐ
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
キ
ャ
ン
バ
ス
全
体
に
広

が
る
、
ど
こ
か
舞
台
装
置
を
思
わ
せ
る
人
工
的
な
雰
囲
気
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

で
ふ
と
あ
る
劇
作
家
の
名
が
浮
か
ん
で
く
る
の
だ
が
、
そ
の
作
家
が
こ
の
絵
に
相
応
し

い
戯
曲
を
書
く
ま
で
に
は
ま
だ
十
数
年
の
時
を
経
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
仕
方
な

く
邪
念
を
捨
て
、
改
め
て
そ
の
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
表
情
に
目
を
凝
ら
す
。
そ
こ
で
ふ

と
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
放
心
し
た
女
性
の
目
の
向
か
う
先

に
あ
る
も
の
、
彼
女
の
足
も
と
を
流
れ
る
小
川
の
冷
た
い
輝

き
、
そ
し
て
川
面
に
浮
か
ぶ
二
輪
の
白
い
花
。
思
い
も
か
け

ず
不
吉
な
連
想
が
広
が
り
、
私
は
小
さ
く
声
を
発
し
た
。

　

オ
フ
ェ
ー
リ
ア
！

 

（
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わたしの好きな絵

麦
を
ふ
る
う
女
た
ち

木
内　

尭

　

ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ク
ー
ル
ベ
の
『
麦
を
ふ
る
う
女
た
ち
』。
こ
の
絵
を
初
め
て
見
た
日

の
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。
見
た
と
言
っ
て
も
美
術
館
で
見
た
の
で
は
な
い
。
フ
ラ

ン
ス
留
学
中
、
米
国
の
美
術
史
家
マ
イ
ケ
ル
・
フ
リ
ー
ド
の
講
演
を
聞
く
機
会
が
あ
っ

た
。
そ
の
と
き
初
め
て
こ
の
絵
を
見
た
。
そ
れ
以
前
に
も
画
集
な
ど
で
見
掛
け
た
こ
と

は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
こ
の
絵
に
気
を
止
め
た
こ
と
は
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
。

　

そ
の
日
、
マ
イ
ケ
ル
・
フ
リ
ー
ド
は
こ
の
絵
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
映
し
て
、
こ
こ

に
描
か
れ
て
い
る
の
は
画
家
自
身
の
姿
で
あ
る
と
、
解
釈
を
述
べ
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
、

ま
さ
か
そ
ん
な
見
方
が
あ
る
の
か
と
、
視
界
が
一
気
に
広
が
る
よ
う
な
感
覚
を
味
わ
っ

た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
た
し
か
に
、
床
に
敷
か
れ
た
白
い
布
は
画
布
の
よ
う
に
見
え

る
し
、
左
手
の
女
性
が
手
に
し
て
い
る
白
い
皿
は
パ
レ
ッ
ト
の
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、
時

代
錯
誤
を
承
知
で
言
え
ば
、
中
央
の
女
性
が
行
な
っ
て
い
る
の
は
ま
る
で
ア
ク
シ
ョ

ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
一
方
で
、
こ
の
絵
に
は
観
る
者
を
画
面
の
中
へ
と
誘
い
込
む
よ
う
な
不
思
議
な

力
が
あ
る
と
思
う
。
ず
っ
と
見
て
い
る
と
、
ま
る
で
自
分
が
麦
を
ふ
る
い
に
か
け
て
い

る
よ
う
な
、
奇
妙
な
感
覚
に
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
錯
覚
が
生
ず
る
の
は
、
人
物

が
後
ろ
姿
で
描
か
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
人
の
後
ろ
姿
を
描
い
た
絵
画
に
は
、

独
特
の
力
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
『
窓
辺
の
女
』。
あ
の
絵
を
見
て

い
る
と
、
自
分
も
絵
の
中
の
人
物
と
一
緒
に
、
窓
の
外
の
風
景
を
眺
め
て
い
る
よ
う
な

気
持
ち
に
な
る
。
ク
ー
ル
ベ
の
絵
の
場
合
、
観
る
者
は
絵
の
中
の
人
物
に
一
体
化
す
る

こ
と
で
、
間
接
的
に
画
家
に
も
一
体
化
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

　
『
麦
を
ふ
る
う
女
た
ち
』
は
、
ナ
ン
ト
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
保
存
状
態
が

悪
い
た
め
、
他
の
美
術
館
な
ど
に
貸
し
出
さ
れ
る
こ
と
は
け
っ

し
て
な
い
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
、
こ
の
絵
を
見
る
た

め
に
ナ
ン
ト
へ
行
こ
う
と
思
い
つ
つ
、
結
局
機
会
を
逃
し
て

し
ま
っ
た
。
複
製
技
術
が
ど
れ
ほ
ど
発
達
し
て
も
、
美
術
館

で
本
物
の
絵
を
見
る
経
験
は
別
物
だ
ろ
う
。
い
つ
か
、
ナ
ン

ト
美
術
館
へ
行
っ
て
み
た
い
。
い
や
、
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
本
物
の
『
麦
を
ふ
る
う
女
た
ち
』
に
出
会
う
た
め
に
。

 

（
き
の
う
ち　

た
か
し
）

『
戦
艦
テ
メ
レ
ー
ル
号
』
と
共
に
見
る
遷
り
変
り

後
藤
希
望

　

何
か
と
思
い
出
し
忘
れ
ら
れ
な
い
絵
が
あ
る
。
ジ
ョ
ゼ
フ
・
マ
ロ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
タ
ー
ナ
ー
作
の
『
解
体
さ
れ
る
た
め
に
最
後
の
停
泊
地
に
曳
か
れ
て
ゆ
く
戦
艦
テ

メ
レ
ー
ル
号
』
だ
。
一
九
八
九
年
、
ロ
ン
ド
ン
の
ト
ラ
フ
ァ
ル
ガ
ー
広
場
に
あ
る
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
ル
ー
ム
三
四
を
訪
れ
、
風
景
画
の
解
説
を
受
け
た
ロ
ン
ド

ン
大
学
の
授
業
で
出
会
っ
た
。
同
じ
部
屋
に
展
示
さ
れ
て
い
る
コ
ン
ス
タ
ブ
ル
や
ゲ
イ

ン
ズ
バ
ラ
の
田
園
風
景
作
品
と
は
異
な
り
、
タ
ー
ナ
ー
の
作
品
は
、
機
関
車
を
描
い
た

も
の
以
外
、
水
面
に
艦
そ
し
て
空
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
。
七
つ
の
海
を
制
し
た
大
英

帝
国
の
象
徴
だ
っ
た
軍
艦
が
、
技
術
と
産
業
の
発
展
に
よ
り
、
そ
の
主
役
を
鉄
道
に

譲
っ
て
い
く
狭
間
を
ル
ー
ム
三
四
の
タ
ー
ナ
ー
の
作
品
で
認
識
し
た
こ
と
で
、
鮮
明
な

記
憶
と
し
て
残
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
ラ
ジ
オ
四
が
「
英
国
内
の
美
術
館
に
あ

る
最
も
偉
大
な
作
品
は
？
」
と
い
う
世
論
調
査
を
実
施
。『
戦
艦
テ
メ
レ
ー
ル
号
』
が

一
位
に
選
ば
れ
た
と
い
う
記
事
を
目
に
し
た
時
、
暫
く
ぶ
り
に
思
い
出
し
た
。

　

イ
ギ
リ
ス
で
学
ん
だ
メ
デ
ィ
ア
論
に
頻
繁
に
登
場
し
た
映
画
〇
〇
七
シ
リ
ー
ズ
。
二

〇
一
二
年
、
劇
場
公
開
さ
れ
た
『
ス
カ
イ
フ
ォ
ー
ル
』
の
シ
ー
ン
に
『
戦
艦
テ
メ
レ
ー

ル
号
』
が
現
れ
た
。「
世
代
交
代
」
の
暗
喩
の
ご
と
く
、
覇
気
に
欠
け
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ボ
ン
ド
が
若
き
Ｑ
と
ル
ー
ム
三
四
の
こ
の
絵
の
前
で
出
会
う
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
生
誕
五

十
周
年
記
念
作
で
、
ジ
ュ
デ
ィ
・
デ
ン
チ
が
演
じ
て
き
た
ボ
ン
ド
の
上
司
Ｍ
が
死
に
、

Ｍ
Ｉ
六
が
刷
新
さ
れ
「
世
代
交
代
」
す
る
。
新
上
司
Ｍ
の
オ
フ
ィ
ス
に
〇
〇
七
が
訪
れ

る
場
面
で
は
、
ふ
た
り
が
対
峙
し
て
い
る
真
ん
中
に
、
現
役
時
代
の
テ
メ
レ
ー
ル
号
と

戦
艦
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ー
号
が
描
か
れ
て
い
る
絵
画
が
映
り
込
ん
で
い
る
の
も
興
味
深
い
。

　

二
〇
二
〇
年
、
デ
ザ
イ
ン
が
新
し
く
な
っ
た
二
〇
ポ
ン
ド
紙
幣
の
裏
面
に
は
、
タ
ー

ナ
ー
の
肖
像
と
共
に
『
戦
艦
テ
メ
レ
ー
ル
号
』
が
描
か
れ
て
い
る
と
知
っ
た
。
紙
幣
に

は
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
肖
像
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
今
年
、
そ

の
女
王
が
逝
去
。
国
葬
に
参
列
し
な
か
っ
た
他
国
の
首
脳
か
ら
、

イ
ギ
リ
ス
連
邦
制
度
の
変
容
を
再
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
新
国
王

チ
ャ
ー
ル
ズ
三
世
に
卵
が
投
げ
つ
け
ら
れ
た
瞬
間
を
ニ
ュ
ー
ス

で
見
た
時
、「
世
代
交
代
」、「
遷
移
」
を
表
わ
し
て
い
る
『
戦
艦

テ
メ
レ
ー
ル
号
』
を
思
い
出
し
た
。

 

（
ご
と
う　

の
ぞ
み
）
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イ
ギ
リ
ス
で
議
会
制
民
主
主
義
を
思
う

小
堀
慎
悟

　

最
初
に
白
状
し
て
お
く
と
、
私
に
は
て
ん
で
絵
心
と
い
う
も
の
が
な
い
。
気
が
向
け

ば
近
所
の
美
術
館
に
行
く
こ
と
も
あ
る
が
、
大
抵
は
月
並
み
な
感
想
を
抱
い
て
帰
っ
て

く
る
。
そ
ん
な
私
で
も
、
二
〇
一
九
年
の
春
か
ら
約
一
年
間
イ
ギ
リ
ス
で
在
外
研
究
を

行
っ
て
い
た
間
に
は
、
し
ば
し
ば
各
地
の
美
術
館
を
訪
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
公
立
の

美
術
館
や
博
物
館
に
無
料
で
入
館
で
き
た
の
で
、
観
光
に
も
っ
て
こ
い
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
ず
は
拠
点
と
し
て
い
た
都
市
ブ
リ
ス
ト
ル
の
美
術
館
を
訪
れ
た
の
だ
が
、そ
の
エ

ン
ト
ラ
ン
ス
に
飾
ら
れ
て
い
た
の
が
、
バ
ン
ク
シ
ー
の
『
退
化
し
た
議
会
』（D

evolved 
Parliam

ent

）
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
作
品
は
も
と
も
と
、
二
〇
〇
九
年
に
ブ
リ
ス
ト
ル
市
立
美
術
館
で
公
開
さ
れ

た
。
そ
し
て
、
当
初
の
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
の
期
限
で
あ
っ
た
二
〇
一
九
年
三
月
二
九
日
か

ら
サ
ザ
ビ
ー
ズ
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
九
八
七
万
九
五
〇
〇
ポ
ン
ド
で
落
札
さ
れ

る
十
月
三
日
ま
で
、
再
び
同
美
術
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
バ
ン
ク
シ
ー
の

名
前
は
当
然
知
っ
て
は
い
た
が
、
社
会
風
刺
や
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で

話
題
の
覆
面
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
く
ら
い
の
認
識
し
か
な
か
っ
た
（
彼
が
ブ
リ
ス
ト
ル
出
身

と
知
っ
た
の
も
そ
の
後
し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
）。
し
か
し
、
私
は
そ

の
後
度
々
こ
の
美
術
館
を
訪
れ
て
は
作
品
の
前
に
立
ち
止
ま
り
、
あ
れ
こ
れ
と
考
え
る

日
々
を
過
ご
し
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
再
展
示
に
合
わ
せ
て
、
バ
ン
ク
シ
ー
は“ Laugh now, but one day no-one 

w
ill be in charge.”

（
今
は
笑
え
ば
い
い
、
い
つ
か
だ
れ
も
責
任
を
取
ら
な
く
な
る
け

ど
）
と
コ
メ
ン
ト
し
た
と
い
う
。
猿
の
姿
を
し
た
議
員
た
ち
が
庶
民
院
で
議
論
す
る
様

子
を
皮
肉
た
っ
ぷ
り
に
描
く
こ
の
作
品
は
、「
議
会
主
権
」
と
も
い
わ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
で

い
か
に
議
会
に
対
す
る
不
信
感
が
高
ま
っ
て
い
る
の
か
を
嫌
と
い
う
ほ
ど
伝
え
て
く
れ

る
。
そ
れ
で
は
、
議
会
か
ら
国
民
へ
と
主
権
を
取
り
戻
せ
ば
問
題
は
解
決
す
る
の
か
。

そ
う
と
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
当
時
の
首
相
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
起
死
回

生
の
手
段
と
し
て
実
施
し
た
国
民
投
票
こ
そ
が
、
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
を
決
定
づ
け
た
の
だ

か
ら
。「
ど
う
す
れ
ば
私
た
ち
は
議
会
制
民
主
主
義
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？
」

私
は
逆
に
、
こ
の
作
品
に
そ
う
問
い
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

 

（
こ
ぼ
り　

し
ん
ご
）

Sgt. Pepper’s Lonely H
earts Club B

and

佐
藤
雄
大

　

１
９
８
０
年
代
後
半
か
ら
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
が
音
楽
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
主
流

と
な
り
始
め
る
ま
で
、
ラ
ジ
オ
や
レ
コ
ー
ド
が
新
し
い
音
楽
を
聴
く
大
切
な
手
段
だ
っ

た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（YouTube

）
も
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
も
な
い
中
、
新
し
い

楽
曲
は
ま
ず
ラ
ジ
オ
で
紹
介
さ
れ
、
毎
週
土
曜
日
午
後
の
邦
楽
、
洋
楽
の
ト
ッ
プ
テ
ン

番
組
が
と
て
も
重
要
な
情
報
源
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。
３
年
ほ
ど
前
大
き
く
話
題
と

な
っ
たQ

ueen

の
人
気
ナ
ン
バ
ーD

on’t Stop M
e N

ow

を
小
学
校
６
年
生
の
時
新
曲

と
し
て
聞
い
た
の
も
ラ
ジ
オ
番
組
だ
っ
た
。

　

そ
う
い
う
ラ
ジ
オ
で
の
放
送
を
経
た
後
（
あ
る
い
は
「
シ
ン
グ
ル
」
で
様
子
を
う
か

が
っ
た
後
）、
満
を
持
し
た
形
で
発
売
さ
れ
る
の
が
レ
コ
ー
ド
の
「
ア
ル
バ
ム
」
だ
っ

た
。
ア
ル
バ
ム
が
発
売
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
売
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
て
、
レ
コ
ー
ド
会
社
に
と
っ
て
も
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
も
大
切
な
発
表
形
態

で
あ
り
、
リ
ス
ナ
ー
と
し
て
も
待
ち
焦
が
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
「
ア
ル
バ

ム
」
を
彩
る
の
が
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
な
る
縦
横
30
㎝
の
「
ア
ル
バ
ム
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
」
で
あ

る
。
こ
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
は
そ
の
後
の
Ｃ
Ｄ
（
縦
横
12
㎝
）
で
も
当
然
受
け
継
が
れ
た
も

の
の
、
小
さ
す
ぎ
て
、
ア
ル
バ
ム
を
彩
っ
た
イ
ン
パ
ク
ト
が
な
く
な
る
こ
と
が
懸
念
さ

れ
て
い
た
が
、
見
事
に
Ｃ
Ｄ
で
は
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
無
く
し
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に

そ
の
後
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ベ
ー
ス
の
発
表
形
態
で
も
レ
コ
ー
ド
ア
ル
バ
ム
で
は
か
な

ら
ず
話
題
と
な
っ
て
い
た
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
が
話
題
と
な
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

で
は
そ
の
レ
コ
ー
ド
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
は
何
か
？　

そ
の
こ
と
を
考

え
る
上
で
こ
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
で
も
時
代
を
牽
引
し
たT

he Beatles

特
にSgt. Pepper’s 

Lonely H
earts Club Band

の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
が
参
考
に
な
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ま
で
の
慣
行

を
無
視
し
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
「
意
味
」
を
持
た
せ
て
い
た
（
同
年
発
表
さ
れ
たVelvet 

U
nderground

の
通
称
「
バ
ナ
ナ
レ
コ
ー
ド
」
も
そ
う
で
あ
る
が
）。
案
外
そ
の
意
味

は
あ
ま
り
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
が
多
い
が
、
た
だ
し
そ
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
「
絵
」
自

体
が
ア
ル
バ
ム
の
重
要
な
要
素
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

か
っ
た
。
サ
ブ
ス
ク
で
楽
曲
を
単
体
で
聞
く
こ
と
が
普
通
と
な
っ
た
現
在
で
は
あ
ま
り

な
い
こ
と
だ
が
、
ア
ル
バ
ム
の
楽
曲
を
聴
く
と
そ
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
が
脳
裏
に
浮
か
ん

で
く
る
。
こ
れ
は
「
絵
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
持
つ
大
切
な
イ
ン
パ
ク
ト
で
、Lucy in 

the Sky with the D
iam

onds

を
聞
く
とSgt. Pepper’s

の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
が
思
い
出
さ
れ
る

（
反
対
も
当
然
あ
る
）
と
い
う
こ
と
が
Ｃ
Ｄ
以
前
の
音
楽
を
彩
っ
て
い
た
。

 

（
さ
と
う　
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ろ
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わたしの好きな絵

ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ

白
井
史
人

　

大
学
院
生
の
頃
、
ロ
ー
マ
で
の
学
会
発
表
を
終
え
て
か
ら
数
日
間
、
あ
て
も
な
く
イ

タ
リ
ア
を
旅
し
た
こ
と
が
あ
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
経
由
し
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
帰
り

の
飛
行
機
に
乗
る
と
こ
ろ
ま
で
は
決
ま
っ
た
が
、
残
り
の
一
日
は
空
白
の
ま
ま
。
結
局
、

七
月
の
灼
熱
の
ロ
ー
マ
を
発
っ
て
、
鉄
道
で
ア
ッ
シ
ジ
へ
よ
る
こ
と
に
し
た
。

　

目
当
て
は
、
当
地
の
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
聖
堂
だ
っ
た
。
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て

い
る
こ
の
聖
堂
に
は
、
ア
ッ
シ
ジ
で
生
ま
れ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
始
祖
と
な
っ
た
聖

人
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
生
涯
を
描
い
た
フ
レ
ス
コ
画
が
残
っ
て
い
る
。
安
宿
に
荷
物
を

降
ろ
し
て
街
は
ず
れ
の
教
会
ま
で
歩
く
と
、
観
光
地
然
と
し
た
首
都
の
喧
騒
か
ら
も
解

放
さ
れ
て
久
し
ぶ
り
の
静
け
さ
に
包
ま
れ
た
。

　

建
物
の
外
観
は
極
め
て
簡
素
。
ひ
ん
や
り
と
し
た
聖
堂
の
内
部
で
は
、
一
連
の
壁
画

『
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
生
涯
』
が
、
夏
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
長
い
夕
暮
れ
の
光
に
ほ
の

暗
く
照
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
連
作
が
西
洋
近
代
絵
画
の
祖
と
も
い
わ
れ
る
ジ
ョ
ッ
ト
の
作
か
ど
う
か
、
と
い

う
点
は
疑
問
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
ジ
ョ
ッ
ト
や
同
時
代
の
作
品
を
見
た
の
も
そ

の
時
が
初
め
て
で
は
な
く
、
人
物
の
リ
ア
ル
な
フ
ォ
ル
ム
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
構
図
、

さ
ら
に
鋭
く
ぶ
つ
か
り
あ
う
視
線
な
ど
、
そ
の
革
新
性
は
ひ
と
通
り
理
解
し
て
い
た
つ

も
り
だ
っ
た
。
し
か
し
、
美
術
館
の
均
質
な
空
間
で
見
た
彼
ら
の
絵
画
と
は
ま
っ
た
く

異
な
る
印
象
を
受
け
た
。
壁
画
を
見
つ
め
て
そ
の
生
涯
を
た
ど
る
う
ち
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
中
世
と
近
代
を
形
づ
く
っ
た
聖
人
や
画
家
た
ち
が
実
際
に
こ
の
地
に
生
き
て
い
た

の
だ
、
と
い
う
事
実
に
お
の
の
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
伝
統
的
な
手
法
で
は
描
き
切

る
こ
と
が
で
き
な
い
そ
の
奇
跡
を
、
い
か
に
「
い
ま
、
こ
こ
に
」
よ
み
が
え
ら
せ
る
か

―
そ
ん
な
、
死
に
抗
う
よ
う
な
西
洋
近
代
絵
画
の
途
方
も
な
い
挑
戦
を
、
あ
ら
た
め

て
突
き
つ
け
ら
れ
た
気
が
し
た
の
だ
。

　

宿
へ
の
帰
り
道
、
ロ
ー
マ
か
ら
悩
ま
さ
れ
て
い
た
頭
痛
も
気
が
付
け
ば
収
ま
っ
て
い

た
。
軽
い
熱
中
症
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
霊
験
あ
ら
た
か
な
る
「
奇
跡
」
か
し
ら
、

と
う
そ
ぶ
き
つ
つ
飲
ん
だcaffe freddo

の
苦
み
と
と
も
に
、
聖
堂
に
浮
か
び
上
が
る

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
姿
は
い
ま
も
瞼
に
焼
き
付
い
て
い
る
。

 

（
し
ら
い　

ふ
み
と
）

オ
ラ
ン
ダ
人
画
家
が
「
創
造
」
し
た 

南
ア
メ
リ
カ
の
風
景

鈴
木　

茂

　

広
大
に
開
け
た
平
原
と
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
。
左
右
に
描
か
れ
た
背
の
高
い
植
物
、
彼
方

で
地
平
線
が
か
す
ん
だ
空
に
溶
け
込
む
。
中
央
に
は
製
糖
所
や
教
会
が
配
置
さ
れ
、
奴

隷
や
先
住
民
な
ど
の
人
影
が
動
い
て
い
る
。
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
フ
ラ
ン
ス
・

ポ
ス
ト
（
一
六
〇
四

－

一
六
八
〇
）
の
多
く
の
風
景
画
に
共
通
す
る
構
図
で
あ
る
。

　

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
王
朝
の
ス
ペ
イ
ン
か
ら
独
立
し
た
オ
ラ
ン
ダ
は
、
一
六
二
一
年
に
西

イ
ン
ド
会
社
を
設
立
し
て
、
カ
リ
ブ
海
で
銀
を
積
ん
だ
ス
ペ
イ
ン
船
を
襲
撃
す
る
一

方
、
当
時
、
ス
ペ
イ
ン
王
国
の
一
部
と
な
っ
て
い
た
ブ
ラ
ジ
ル
北
東
部
の
占
領
に
乗
り

出
す
。
そ
し
て
、
一
六
三
〇
年
、
砂
糖
生
産
の
中
心
地
ペ
ル
ナ
ン
ブ
ー
コ
を
陥
れ
、
一

六
五
〇
年
代
半
ば
ま
で
北
東
部
一
円
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

オ
ラ
ン
ダ
西
イ
ン
ド
会
社
は
、
一
六
三
六
年
、
オ
ラ
ン
ダ
総
督
と
ゆ
か
り
の
あ
る
ヨ

ハ
ン
・
マ
ウ
リ
ッ
ツ
・
ナ
ッ
サ
ウ=

ジ
ー
ヘ
ン
伯
爵
を
オ
ラ
ン
ダ
領
ブ
ラ
ジ
ル
総
督
と

し
て
招
聘
す
る
。
ヨ
ハ
ン
・
マ
ウ
リ
ッ
ツ
は
医
者
や
天
文
学
者
と
と
も
に
二
人
の
若
い

画
家
を
同
行
し
、
支
配
下
に
収
め
た
異
国
の
住
民
や
動
植
物
、
事
績
や
風
景
を
描
か
せ

た
。
ポ
ス
ト
は
ヨ
ハ
ン
・
マ
ウ
リ
ッ
ツ
の
遠
征
に
同
行
し
て
戦
闘
や
風
景
を
ス
ケ
ッ
チ

し
、
新
築
さ
れ
た
総
督
の
館
（
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
）
に
飾
る
一
八
枚
の
油
絵
を
描
い
た
。

一
六
四
四
年
に
帰
国
後
、
生
地
ハ
ー
ル
レ
ム
に
居
を
定
め
、
ハ
ー
グ
の
ヨ
ハ
ン
・
マ
ウ

リ
ッ
ツ
邸
（
現
マ
ウ
リ
ッ
ツ
ハ
イ
ス
美
術
館
）
の
た
め
に
風
景
画
を
描
き
続
け
る
と
と

も
に
、
総
督
の
業
績
を
顕
彰
す
る
豪
華
本
の
銅
版
画
制
作
に
も
携
わ
っ
た
。
そ
の
後
独

立
し
、
持
ち
帰
っ
た
ス
ケ
ッ
チ
を
も
と
に
、
数
多
く
の
作
品
を
残
し
た
。

　

ブ
ラ
ジ
ル
時
代
に
制
作
し
た
一
八
点
の
油
絵
は
、
ヨ
ハ
ン
・
マ
ウ
リ
ッ
ツ
が
晩
年
に

フ
ラ
ン
ス
国
王
ル
イ
一
四
世
に
贈
呈
し
た
た
め
、
現
在
、
四
点
が
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
き
わ
め
て
写
実
性
の
高
い
風
景
画
で
、
歴

史
的
な
史
料
価
値
も
高
い
。
た
だ
し
、
一
八
六
〇
年
代
に
入
る

と
、
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
を
期
待
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
顧
客
の
要
望

に
応
え
る
た
め
か
、
大
蛇
や
ア
ル
マ
ジ
ロ
な
ど
の
熱
帯
の
要
素

が
組
み
込
ま
れ
た
空
想
的
な
構
図
に
変
化
し
て
い
っ
た
。
写
真

の
作
品
「
製
糖
所
」（
一
八
六
〇
年
、
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
、
ボ
イ
マ

ン
ス
・
フ
ァ
ン
・
ベ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
美
術
館
蔵
）
の
左
手
前
に
も

大
蛇
が
潜
ん
で
い
る
。 

（
す
ず
き　

し
げ
る
）
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「
サ
ン
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
峠
を
越
え
る
ボ
ナ
パ
ル
ト
」

竹
下
裕
隆

　

拙
宅
の
玄
関
脇
廊
下
に
、
ア
ン
デ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ル
を
思
わ
せ
る
「
腕
組
み
す
る
マ

リ
リ
ン
モ
ン
ロ
ー
」
の
絵
が
飾
っ
て
あ
る
。
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
に
描
か
れ
た
そ
の
絵
の

作
者
Ｆ
君
は
、
私
が
担
任
し
た
ク
ラ
ス
の
卒
業
生
だ
。
彼
は
、
美
術
系
の
学
校
に
進
学

後
、
ア
メ
リ
カ
の
美
術
学
校
に
留
学
し
た
。
帰
国
し
た
際
に
、
友
人
と
一
緒
に
拙
宅
を

訪
ね
て
く
れ
、
私
に
そ
の
絵
を
く
れ
た
。
折
角
な
の
で
、
額
縁
に
入
れ
て
飾
る
こ
と
に

し
た
。
そ
の
彼
を
担
任
し
た
の
は
、
彼
が
高
校
三
年
の
時
で
あ
る
。

　

そ
の
年
度
初
め
の
始
業
式
の
朝
、
彼
は
パ
ー
マ
を
か
け
た
「
か
つ
ら
」
を
被
っ
て
登

校
し
て
き
た
。
面
白
が
っ
た
生
徒
指
導
部
長
に
始
業
式
後
の
全
校
生
徒
の
前
で
壇
上
に

呼
ば
れ
て
叱
ら
れ
役
を
演
じ
、
か
つ
ら
を
取
ら
れ
て
笑
い
を
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、

ど
こ
か
飄
々
と
し
た
彼
は
、
い
つ
も
つ
ま
ら
な
そ
う
な
顔
を
し
て
い
た
。

　

私
の
ク
ラ
ス
で
は
、
日
直
当
番
に
「
雑
記
帳
」
の
記
載
を
課
し
て
い
た
。「
何
で
も

い
い
。
何
も
書
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
絵
で
も
マ
ン
ガ
で
も
い
い
。
自
宅
に
持
ち
帰
っ
て

書
い
て
翌
日
提
出
す
る
よ
う
に
」
と
い
う
ル
ー
ル
。
最
初
は
面
倒
く
さ
が
る
生
徒
も
、

自
己
紹
介
か
ら
始
ま
り
、
二
廻
り
目
か
ら
は
少
し
ず
つ
「
素
顔
」
を
見
せ
始
め
る
。
誰

で
も
周
り
に
知
っ
て
欲
し
い
自
分
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
見
え
た
瞬
間
が
楽
し
い
。

Ｆ
君
は
絵
を
描
い
て
き
た
。
そ
れ
が
、
抜
群
に
上
手
い
。
正
直
、
驚
い
た
。
彼
に
体
育

大
会
の
ク
ラ
ス
応
援
画
の
製
作
を
任
せ
る
こ
と
に
し
た
。
さ
て
、
何
を
描
く
か
。

　

私
の
世
界
史
の
授
業
で
は
、
そ
の
授
業
を
象
徴
で
き
る
よ
う
な
絵
や
写
真
を
多
用
し

た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
登
場
の
際
に
、
ア
ル
プ
ス
越
え
を
す
る
馬
上
の
ボ
ナ
パ
ル
ト
を
使
っ

た
。
彼
は
そ
れ
を
描
く
こ
と
に
し
た
。
幅
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
Ｂ
紙

一
面
に
、
彼
は
ハ
ン
ド
フ
リ
ー
で
馬
上
の
ボ
ナ
パ
ル
ト
を
描
い
て
い
く
。
ほ
ぼ
、
友
人

と
二
人
で
仕
上
げ
て
い
っ
た
。
何
か
ブ
ツ
ブ
ツ
言
っ
て
い
た
が
よ
く
覚
え
て
い
な
い
。

そ
し
て
、
完
成
し
た
そ
の
応
援
画
は
、
最
優
秀
賞
を
取
っ
た
。

　

数
年
前
に
彼
か
ら
電
話
が
あ
っ
た
。
実
家
の
お
寺
が
経
営
す
る
幼
稚
園
の
園
長
を
務

め
て
い
て
、
相
談
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
以
前
も
ら
っ
た
絵
の
こ
と
を
話
す
と
、「
先

生
、
あ
れ
は
適
当
に
描
い
た
だ
け
だ
か
ら
、
も
っ
と
い
い
の
を
あ
げ
る
よ
。」
と
言
っ

て
く
れ
た
。
拙
宅
に
届
く
の
を
、
気
長
に
待
っ
て
い
る
。

 

（
た
け
し
た　

ひ
ろ
た
か
）

チ
ュ
ル
リ
ョ
ー
ニ
ス
の
楽
園

沼
野
充
義

　

海
辺
に
た
た
ず
む
天
使
た
ち
。
天
使
た
ち
は
青
、
緑
、
黄
と
い
っ
た
、
柔
ら
か
い
パ

ス
テ
ル
調
の
色
の
羽
根
を
生
や
し
、
羽
根
を
生
や
し
て
い
な
い
人
た
ち
と
と
も
に
海
辺

の
草
原
や
、
海
に
向
か
っ
て
降
り
て
い
く
幅
広
い
階
段
に
立
っ
て
い
る
。
海
辺
に
緑
の

ベ
ル
ト
状
に
伸
び
て
い
く
草
原
に
は
花
が
咲
き
乱
れ
、
大
き
な
白
い
蝶
が
飛
び
交
っ
て

い
る
。
い
や
、
あ
れ
は
蝶
で
は
な
く
、
魂
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
空
に
は
白
い
も
く

も
く
と
し
た
雲
が
浮
か
び
、
海
は
穏
や
か
に
広
が
り
、
海
上
に
は
三
羽
の
鳥
も
見
え
る
。

形
象
は
あ
く
ま
で
も
具
象
的
だ
が
、
細
部
ま
で
は
リ
ア
ル
に
描
か
れ
ず
、
二
次
元
的
に

も
見
え
る
。
宗
教
的
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
メ
ル
ヘ
ン
的
。
こ
れ
は
死
後
の
世
界
な
の

か
、
そ
れ
と
も
人
の
心
を
い
や
す
異
世
界
な
の
か
。

　

ミ
カ
ヨ
ロ
ス
・
コ
ン
ス
タ
テ
ィ
ナ
ス
・
チ
ュ
ル
リ
ョ
ー
ニ
ス　

M
ikalojus 

K
onstantinas Č

iurlionis

（
一
八
七
五

－

一
九
一
一
）
の
「
天
使
た
ち
（
楽
園
）」（
一

九
〇
九
、
テ
ン
ペ
ラ
、
国
立
チ
ュ
ル
リ
ョ
ー
ニ
ス
美
術
館
所
蔵
、
カ
ウ
ナ
ス
）
と
い
う

絵
だ
。
チ
ュ
ル
リ
ョ
ー
ニ
ス
は
美
術
と
音
楽
の
両
方
で
活
躍
し
た
、
リ
ト
ア
ニ
ア
が
誇

る
国
民
的
天
才
で
あ
る
。
作
曲
で
は
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
セ
リ
ー
技
法
を
、
美
術
の
分

野
で
は
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
抽
象
画
を
先
取
り
す
る
革
新
的
な
作
品
を
生
み
出
し

た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
辺
境
」
の
出
身
者
で
あ
り
な
が
ら
、
世
界
文
化
の
最
先
端
を
切

り
開
い
た
。

　

短
い
生
涯
に
、
二
百
数
十
点
を
超
え
る
音
楽
作
品
（
交
響
詩
『
森
に
て
』
と
『
海
に

て
』
の
他
、
約
一
七
〇
の
ピ
ア
ノ
曲
、
六
十
の
合
唱
曲
）
と
約
四
〇
〇
点
の
絵
画
作
品

を
残
し
た
。

　

中
東
欧
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
脈
で
は
、
彼
の
芸
術
は
象
徴
主
義
の
流
れ
の
中
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
芸
術
の
一
番
深
い
霊
感
の
源
は
、
リ
ト
ア
ニ
ア
の

民
族
的
伝
統
だ
っ
た
。
画
家
と
し
て
の
代
表
作
は
、「
十
二
宮
」、「
春
の
ソ
ナ
タ
」
な

ど
の
連
作
や
、「
城
の
お
と
ぎ
話
」
な
ど
。
幾
何
学
的
模
様
を
使
っ

た
抽
象
画
の
先
駆
的
な
作
品
の
ほ
か
、
リ
ト
ア
ニ
ア
民
族
の
神
話

的
モ
チ
ー
フ
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
作
品
も
多
く
、
リ
ト
ア
ニ
ア
な

ら
で
は
の
「
宇
宙
的
な
リ
ズ
ム
」
が
脈
打
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。「
天
使
た
ち
」
を
満
た
す
ゆ
っ
た
り
し
た
音
楽
的
雰
囲

気
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
。

 

（
ぬ
ま
の　

み
つ
よ
し
）
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わたしの好きな絵

結
核
を
ど
の
よ
う
に
表
象
し
想
像
す
る
か福

田
眞
人

　

一
枚
の
絵
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ど
ん
な
病
気
か
？

　

痩
せ
た
女
性
と
太
っ
た
男
性
。
男
性
が
ど
う
も
こ
の
女

性
に
言
い
寄
っ
て
い
る
ら
し
い
。
結
婚
を
申
し
込
む
、
愛

の
告
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
人
の
組
み
合
わ
せ
の

前
を
去
っ
て
行
く
後
景
の
二
人
は
、
こ
の
前
景
あ
る
カ
ッ

プ
ル
よ
り
も
違
う
。
痩
せ
た
男
性
と
肉
感
的
な
女
性
が
、

既
に
去
っ
た
流
行
を
代
表
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
の
彩
色
さ
れ
た
絵
の
、
細
く
痩
せ
た
女
性
。
色
は
白
く
（
蒼
白
）、
頬
は
痩
け
て

頸
は
長
く
肩
幅
は
狭
く
、
下
半
身
も
痩
身
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
絵
の
標
題
は
「
水
腫

症
の
男
が
肺
病
の
女
に
求
愛
」（D

ropsy courting C
onsum

ption

）
で
あ
る
。
こ
の

絵
は
一
八
一
〇
年
十
月
二
十
五
日
に
版
画
と
し
て
印
刷
さ
れ
た
。

　

そ
れ
で
も
病
気
に
罹
っ
た
二
人
は
、
い
か
に
も
健
康
そ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
病
名

が
時
代
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
痩
せ
て
ひ
弱
で
、
す
ぐ
さ
ま
喀
血
を
す
る

女
性
、
そ
れ
に
夕
方
か
ら
は
盗
汗
と
微
熱
に
苛
ま
れ
る
。

　

さ
あ
、
も
う
一
枚
を
見
て
み
よ
う
。
豪
壮
な
自
宅
で
、

大
仰
に
医
師
の
診
察
を
伺
い
な
が
ら
、
椅
子
に
腰
掛
け

る
人
物
は
診
察
を
待
っ
て
い
る
。
人
物
は
こ
う
言
っ
て

い
る
、「
私
は
肺
病
に
違
い
な
い
ね
」（A

h! docteur...je 
crois bien que j’suis poitrinaire!

）
と
。
私
は
パ
リ
と

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
で
こ
ん
な
絵
に
注
釈
を
し
て
い
た
の
だ

が
、
聴
衆
か
ら
こ
の
患
者
は
女
性
で
す
よ
と
注
意
を
受

け
た
。
医
師
の
今
に
も
忌
々
し
い
表
情
は
理
解
で
き
た
。
差
別
的
な
言
葉
で
困
る
の
だ

が
、
こ
の
絵
が
示
す
こ
と
は
つ
ま
り
、
肥
満
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
以
上
に
美
し
く
な
い

女
性
が
医
師
か
ら
批
判
を
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
あ
な
た
に
は
肺
病
に
な
る
資
格
が

な
い
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
。
こ
の
女
性
は
金
満
で
肥
満
で
も
あ
る
女
性
に
有
る
ま
じ
き

姿
、
す
な
わ
ち
痩
身
と
美
貌
、
蒼
白
を
誇
っ
た
時
代
か
ら
隔
絶
し
て
い
る
と
表
現
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

世
界
に
は
老
若
男
女
、
皮
膚
か
ら
背
格
好
ま
で
種
々
豊
富
な
変
化
あ
る
筈
な
の
に
、

結
核
と
い
う
疾
病
が
示
す
傾
向
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
男
女
の

見
事
な
対
比
を
示
し
た
が
、
結
局
痩
せ
て
美
し
い
女
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

黄
色
で
も
黒
色
で
も
赤
銅
色
で
も
、
青
褪
め
て
戴
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

初
め
て
肺
病
結
核
に
罹
患
す
る
人
た
ち
は
、
急
性
伝
染
病
に
斃
れ
る
が
、
や
が
て
慢

性
に
な
る
と
、
二
、
三
年
は
生
き
延
び
る
。
色
白
の
蒼
白
を
そ
の
皮
膚
の
色
に
浮
か
べ

な
ら
が
ら
、
死
の
宣
告
を
受
け
、
な
お
美
し
く
映
え
て
。
こ
ん
な
病
気
は
他
に
は
な
い
。

 

（
ふ
く
だ　

ま
ひ
と
）

「
私
が
好
き
な
絵
」
を
描
く
こ
と

真
崎　

翔

　

高
尚
な
文
化
芸
術
に
は
縁
遠
い
庶
民
的
人
生
を
歩
ん
で
き
た
自
分
は
、
こ
の
コ
ラ
ム

の
題
目
で
恐
ら
く
期
待
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
芸
術
作
品
が
パ
ッ
と
思
い
つ
か
な
い
。

困
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
並
み
に
、『
モ
ナ
リ
ザ
』
や
『
ゲ
ル
ニ
カ
』
な
ど
は
知
っ

て
い
る
。
た
だ
、
知
っ
て
い
る
だ
け
で
、
好
き
か
と
聞
か
れ
れ
ば
、
そ
う
で
も
な
い
。

鳥
獣
戯
画
な
ん
か
は
と
て
も
好
き
で
、
画
集
を
買
っ
た
こ
と
も
あ
る
ほ
ど
だ
が
、
語
れ

る
ほ
ど
の
知
識
が
な
い
。「
あ
の
ふ
に
ゃ
ふ
に
ゃ
し
た
か
わ
い
い
タ
ッ
チ
が
好
き
」
と

い
う
浅
は
か
な
理
由
な
ど
、
こ
こ
で
披
瀝
す
べ
き
で
な
い
。
他
方
で
、
漫
画
に
つ
い
て

語
る
わ
け
に
も
い
く
ま
い
。
文
化
を
専
門
と
し
て
い
る
方
な
ら
ま
だ
し
も
、
畑
違
い
な

私
な
ん
か
が
漫
画
に
つ
い
て
語
っ
た
ら
、
漫
画
ば
か
り
読
ん
で
い
る
と
い
う
誤
解
を
招

く
に
違
い
な
い
。
仕
方
が
な
い
の
で
、
個
人
的
な
話
を
す
る
他
な
い
。「『
私
が
好
き
な

絵
』
を
描
く
こ
と
」
と
題
目
を
拡
大
解
釈
し
て
、
こ
の
難
曲
を
乗
り
切
ろ
う
。

　

絵
画
を
鑑
賞
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
馴
染
み
は
な
い
が
、
昔
か
ら
絵
を
描
く
こ
と
が
大

好
き
だ
っ
た
。
な
の
で
、
絵
を
描
く
こ
と
が
得
意
で
す
と
言
え
る
程
度
に
は
描
け
る
つ

も
り
で
あ
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
落
書
き
の
域
を
出
な
い
絵
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

も
何
度
か
小
学
校
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
賞
し
た
こ
と
が
あ
る
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
、
ク

ラ
ス
行
事
な
ど
が
あ
る
た
び
に
、
私
は
絵
を
描
く
こ
と
で
貢
献
し
て
き
た
。
絵
を
描
い

て
い
る
と
、
周
り
に
友
だ
ち
が
集
ま
っ
て
き
た
も
の
だ
。
海
外
で
人
気
が
あ
る
マ
ン
ガ

の
イ
ラ
ス
ト
を
描
く
こ
と
で
、
外
国
人
と
打
ち
解
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
バ
ッ
ク
パ
ッ

ク
一
つ
で
言
葉
の
通
じ
な
い
国
々
を
放
浪
し
て
い
た
頃
は
、
絵
に
よ
る
筆
談
が
役
に
立

つ
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、「
芸
は
身
を
助
く
」
で
あ
る
。
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
言

語
と
同
じ
よ
う
に
、
手
と
紙
と
ペ
ン
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
絵
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
ツ
ー
ル
な
の
だ
。

　

余
談
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
名
古
屋
外
国
語
大
学
と
名
古
屋
学
芸

大
学
が
同
居
す
る
日
進
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
幅
広
く
捉

え
、
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
場
所
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
ん
て
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た

キ
ャ
ン
パ
ス
環
境
だ
ろ
う
！ 

と
り
わ
け
、
日
本
語
を
学
ぶ
ア
ニ
メ
好
き
の
留
学
生
に

と
っ
て
、
日
進
キ
ャ
ン
パ
ス
は
楽
園
に
違
い
な
い
。

 

（
ま
さ
き　

し
ょ
う
）
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「
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ａ
」（
二
〇
〇
九
）

愛
知
県
蒲
郡
市

吉
見
か
お
る

　

私
の
好
き
な
絵
は
「
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ａ
」
と
い
う
水
彩
画
で
あ
る
。
作
者
は
ル
イ

ス
・
ス
ズ
キ
・
巌
（
一
九
二
〇

－

二
〇
一
六
）、
無
名
の
日
系
ア
メ
リ
カ
人
二
世
画
家
。

竹
島
は
、
愛
知
県
蒲
郡
市
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
大
正
・
昭
和
期
に
は
こ
の
島
の
素
朴

な
美
し
さ
に
魅
了
さ
れ
た
名
だ
た
る
文
豪
た
ち
が
、
向
か
い
の
海
辺
の
料
亭
「
常
磐
館
」

に
滞
在
し
、
い
く
つ
も
の
名
作
を
手
掛
け
た
地
で
も
あ
る
（
そ
の
跡
地
に
「
海
辺
の
文

学
記
念
館
」
が
建
て
ら
れ
て
い
る
）。
青
く
煌
め
く
三
河
湾
に
ぽ
っ
か
り
と
浮
か
ぶ
絵
に

描
い
た
よ
う
な
島
。
そ
の
竹
島
に
向
か
っ
て
対
岸
か
ら
の
び
る
橋
は
「
縁
結
び
」
で
知

ら
れ
て
い
る
。

　

ス
ズ
キ
は
一
九
二
〇
年
に
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
「
リ
ト
ル
東
京
」
で
生
ま
れ
た
。
一
九

二
九
年
に
父
親
を
不
慮
の
事
故
で
亡
く
し
、
母
親
と
五
人
の
兄
弟
姉
妹
と
共
に
愛
知
県

蒲
郡
に
移
り
住
ん
だ
。
ま
ま
な
ら
な
い
日
本
語
で
苦
労
し
た
か
ら
か
、
学
校
で
は
絵
を

描
く
こ
と
が
得
意
で
、
美
術
の
先
生
に
褒
め
ら
れ
た
こ
と
が
彼
を
救
っ
た
。
旧
制
中
学

に
上
が
る
と
、
軍
国
主
義
に
染
ま
っ
た
教
員
と
軍
事
訓
練
の
日
々
に
強
く
抵
抗
。「
ア
メ

リ
カ
帰
り
」
と
揶
揄
さ
れ
、
大
和
魂
の
共
有
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
ス
ズ
キ
に
い
つ
し
か

反
戦
思
想
が
芽
生
え
て
い
っ
た
。
一
九
三
九
年
、
画
家
を
志
し
て
親
族
に
見
送
ら
れ
な

が
ら
帰
米
す
る
。
そ
の
二
年
後
、
日
米
開
戦
を
迎
え
る
と
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
抗
し
て
米

軍
に
志
願
し
た
。
日
本
に
残
っ
た
二
人
の
弟
は
日
本
軍
と
し
て
出
兵
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ス
ズ
キ
は
戦
時
中
の
経
験
を
自
ら
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
二
〇
〇
六
年
、

日
系
ア
メ
リ
カ
人
三
世
で
米
陸
軍
中
尉
ア
ー
レ
ン
・
ワ
タ
ダ
（Ehren K

. W
atada

：
一

九
七
八

－

）
が
イ
ラ
ク
従
軍
を
拒
否
し
て
全
米
で
大
騒
動
に
な
る
と
、
日
系
退
役
軍
人

を
代
表
し
て
「
ワ
タ
ダ
こ
そ
が
真
の
米
国
人
」
と
称
し
、
精
力
的
に
弁
護
し
た
。

　

晩
年
、
ス
ズ
キ
は
バ
ー
ク
レ
ー
の
自
宅
に
併
設
さ
れ
た
小
さ
な
ア
ト
リ
エ
を
定
期
的

に
一
般
公
開
し
、
ひ
っ
そ
り
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
の
ア
ト
リ
エ
に
、

私
も
お
邪
魔
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
近
所
の
人
が
散
歩

が
て
ら
ふ
ら
っ
と
立
ち
寄
る
光
景
が
今
で
も
懐
か
し
い
。

　
「
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ｅ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ａ
」
は
そ
ん
な
彼
の
最
後
の
作
品
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
「
二
つ
の
祖
国
」
を
生
き
た
一
人
の
人
間
の
人
生

へ
の
問
い
か
け
と
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本
人
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
人
で
あ
り
、
平
和
を
願
っ
た
一
人
の
人
間
が
生
き
た
証

が
、
そ
こ
に
あ
る
。 

（
よ
し
み　

か
お
る
）

「
お
ま
え
の
口
に
口
づ
け
し
た
よ
、
ヨ
カ
ナ
ー
ン
」

ム
ー
デ
ィ 

美
穂

　

小
学
生
の
時
、
家
に
「
絵
で
読
む
聖
書
」
と
い
う
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
の
本
が
あ
っ
た
。

子
ど
も
向
け
に
有
名
絵
画
を
解
説
す
る
形
で
聖
書
の
物
語
を
綴
っ
て
い
く
と
い
う
志
向

の
も
の
で
あ
っ
た
。
絵
が
あ
る
の
で
楽
し
く
、
わ
か
り
や
す
か
っ
た
が
、
正
直
者
が
最

後
に
は
得
を
す
る
優
し
い
日
本
昔
話
に
慣
れ
て
い
る
心
に
、
新
・
旧
約
聖
書
の
ス
ト
ー

リ
ー
は
時
に
残
酷
で
理
不
尽
に
映
っ
た
。
一
番
強
い
印
象
を
残
し
た
の
は
「
サ
ロ
メ
」

で
あ
る
。
若
く
美
し
い
サ
ロ
メ
は
、
踊
り
を
披
露
し
た
褒
美
と
し
て
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ

の
首
を
所
望
す
る
。
生
首
を
載
せ
た
盆
を
持
っ
て
こ
ち
ら
を
見
る
美
し
い
サ
ロ
メ
の
絵

は
小
学
生
に
は
か
な
り
衝
撃
的
だ
っ
た
。
と
同
時
に
不
思
議
に
思
え
た
の
は
、
サ
ロ
メ

自
身
の
気
持
ち
が
全
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヨ
ハ
ネ
を
憎
む
母
の
言
い
つ
け

と
は
言
え
、
人
の
首
を
切
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
母
に
対
し
て
従
順
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
も
、
た
だ
残
酷
な
性
格
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
絵
に
描
か
れ
て
い
た
サ
ロ

メ
の
表
情
は
幼
く
、
あ
ど
け
な
く
、
心
の
中
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

オ
ー
ブ
リ
ー
・
ビ
ア
ズ
リ
ー
の
「
サ
ロ
メ
」
の
連
作
は
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の

戯
曲
の
た
め
の
挿
絵
で
あ
る
。
新
約
聖
書
と
は
異
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
だ
が
、
そ
の
う
ち

の
一
枚
が
、
子
ど
も
の
時
の
私
の
疑
問
を
解
い
て
く
れ
た
。
挿
絵
の
中
の
サ
ロ
メ
は
な

ぜ
か
宙
に
浮
き
、
ヨ
ハ
ネ
の
首
を
両
手
で
掲
げ
、
今
ま
さ
に
口
付
け
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
そ
の
表
情
は
、
あ
ど
け
な
さ
と
は
程
遠
く
、
美
し
い
が
ど
こ
か
狡
猾
で
勝
ち
誇
っ

た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
預
言
者
ヨ
カ
ナ
ー
ン
（
ヨ
ハ
ネ
）
に
恋
い
焦

が
れ
る
も
拒
絶
さ
れ
た
サ
ロ
メ
は
、
彼
の
首
を
切
り
落
と
さ
せ
て
口
づ
け
し
、
今
ま
さ

に
思
い
を
遂
げ
よ
う
す
る
と
こ
ろ
な
の
だ
。
挿
絵
を
見
て
か
ら
、
戯
曲
を
読
む
、
と
い

う
逆
の
順
序
と
な
っ
た
が
、
原
作
を
読
み
、
も
う
一
度
挿
絵
を
見
て
「
そ
う
で
な
く

ち
ゃ
」
と
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ワ
イ
ル
ド
と
ビ
ア
ズ
リ
ー
の
関
係
は
あ
ま
り
良
好
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
ワ
イ
ル

ド
は
、
浮
世
絵
の
影
響
を
受
け
た
ビ
ア
ズ
リ
ー
の
ス
タ
イ
ル
が
「
日
本
的
す
ぎ
る
」
と

好
ま
な
か
っ
た
そ
う
だ
。
と
は
い
え
、
こ
ん
な
に
も
妖
し

く
、
毒
を
持
つ
け
れ
ど
美
し
い
サ
ロ
メ
は
他
に
い
な
い
。

ビ
ア
ズ
リ
ー
の
こ
の
挿
絵
を
見
る
た
び
に
、
何
か
イ
ケ
ナ

イ
も
の
を
覗
き
見
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
持
に
さ
せ
ら

れ
る
。

 

（
む
う
で
ぃ　

み
ほ
）
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わたしの好きな絵

Une image que j’aime de Simone de Beauvoir : Brassaï (1944). 
Simone de Beauvoir, café de Flore, Paris. Photographie, épreuve 
contact aux sels d’argent (8,5 x 5,9), BNF. Anne-Claire CASSIUS

Parmi les nombreuses photographies de Simone de Beau-
voir, ma préférence va à ce portrait de Brassaï, un photographe 
dont la série des graffitis m’a longtemps accompagnée, émer-
veillée. Il existe aussi beaucoup de clichés de Robert Doisneau 
de la grande dame attelée à sa tâche, concentrée, sérieuse dans 
différents cafés de la capitale. Mais l’œuvre de Brassaï me 
semble plus forte et authentique. Il ne semble pas y avoir de 
mise en scène. Dans un coin du célèbre café de Flore où elle 
allait avec Sartre pour travailler à la chaleur du poêle installé 
en 1939, Simone de Beauvoir est absorbée dans ses pensées, 
concentrée, l’air grave, les yeux cernés, une cigarette à la main 

gauche et un stylo dans la main droite 
au-dessus d’une feuille blanche. Sur 
une assiette que frôle presque sa main 
gauche, une théière argentée est placée, 
laissant peu d’espace sur la table, juste 
assez pour des feuilles de papier et repo-
ser ses avant-bras. Qu’est-elle en train 
d’écrire ? 1944, c’est l’année où elle dé-
cide de se consacrer entièrement à l’écri-

ture. Travaille-t-elle sa pièce de théâtre Les Bouches inutiles ou 
son roman Le Sang des autres qui sera publié l’année suivante 
avant de se lancer dans le projet fou du Deuxième Sexe? Pas de 
maquillage sur son visage, mais ses ongles sont peints et ses 
cheveux remontés en chignon comme une auréole autour de 
la tête. L’une de ses protégées, Violette Leduc, disait avoir été 
très impressionnée par cette femme concentrée sur son travail, 
chaque jour au café de Flore, le visage sans fard. Elle est tom-
bée follement amoureuse de l’autrice qu’elle venait « déran-
ger » dans ce célèbre lieu germanopratin. Beauvoir n’a pas 
encore 40 ans. La guerre va se terminer. Son regard est grave. 
Elle a vécu les deuils de la guerre. Elle n’a pas encore obtenu 
le prix Goncourt, ni connu les déchaînements provoqués par 
Le Deuxième Sexe. Ce qui frappe dans ce portrait, c’est qu’elle 
semble ignorer l’objectif de Brassaï. Au moment de ce cliché, 
elle n’a pas encore publié le premier tome de ses mémoires, 
mais elle se livre déjà et offre l’image d’une personne rigou-
reuse et libre. Elle montre l’exemple d’un destin choisi, mais 
laisse voir aussi que la tâche est rude.

 （カシウス アンヌ クレール）

ク
リ
ム
ト
の
お
休
み
前
の
『
接
吻
』

A
lessandro G. Gerevini

　

高
校
時
代
に
修
学
旅
行
で
ウ
イ
ー
ン
を
訪
れ
た
。
父
の
葬
儀
が
終
わ
っ
た
数
日
後

だ
っ
た
の
で
、
行
く
べ
き
か
ど
う
か
は
大
分
迷
っ
た
が
、
最
終
的
に
行
く
こ
と
に
し
た
。

　

ウ
イ
ー
ン
で
過
ご
し
た
時
間
の
不
思
議
な
感
覚
は
い
ま
だ
に
忘
れ
ら
れ
な
い
。
私
の

体
は
仲
間
に
混
じ
り
、
お
洒
落
な
中
心
街
を
歩
き
回
っ
て
い
た
が
、
意
識
は
別
の
次
元

に
あ
っ
た
。
今
日
の
ド
ロ
ー
ン
の
よ
う
に
、
ま
る
で
高
い
所
か
ら
私
の
体
を
俯
瞰
し
て

い
た
。

　

そ
ん
な
中
、
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
宮
殿
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
訪
れ
た
際
、

頭
も
体
と
合
体
す
る
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
。
我
々
の
グ
ル
ー
プ
の
前
で
歩
い
て
い
た
人

た
ち
が
先
へ
進
む
と
、
金
箔
の
輝
き
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
巨
匠
グ
ス
タ
フ
・
ク
リ
ム
ト

の
『
接
吻
』
が
現
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
意
識
は
ピ
リ
ッ
と
体

中
に
走
り
、
目
の
前
に
あ
っ
た
、
抱
き
合
っ
て
い
る
二
人
に
取
り
つ
か
れ
た
か
の
よ
う

に
、
そ
の
絵
に
完
全
に
圧
倒
さ
れ
た
。
背
の
高
い
男
性
は
若
い
女
性
の
頬
に
皺
の
あ
る

手
を
置
き
な
が
ら
、
彼
女
に
永と

遠わ

の
キ
ス
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
女
性
は
目
を
つ
ぶ
っ

た
ま
ま
、
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
そ
れ
を
受
け
取
っ
て
い
た
。

　

あ
の
当
時
の
私
に
と
っ
て
、
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
様
子
を
全
く
感
じ
取
れ
な
か
っ
た
せ
い

か
、
そ
の
無
邪
気
な
愛
情
の
表
現
だ
け
に
飲
み
込
ま
れ
、
ず
っ
と
こ
ら
え
て
い
た
涙
を

一
気
に
流
し
て
し
ま
っ
た
…
…
。

　

帰
り
際
に
、『
接
吻
』
の
二
人
を
も
っ
と
じ
っ
く
り
見
つ
め
た
い
と
思
い
、
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
・
シ
ョ
ッ
プ
に
寄
り
、
ポ
ス
タ
ー
を
購
入
し
た
。
そ
し
て
実
家
に
帰
っ
た
後
、

自
分
の
ベ
ッ
ド
の
真
上
に
貼
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
普
通
の
家
だ
っ
た
ら
、
通
常
、
守
護

天
使
や
幼
い
キ
リ
ス
ト
を
抱
く
聖
母
マ
リ
ア
の
絵
を
貼
る
位
置
に
。

　

そ
し
て
そ
の
日
か
ら
長
年
に
わ
た
っ
て
、
毎
晩
、
ク
リ
ム
ト
は
無
意
識
の
世
界
へ
私

を
導
い
て
く
れ
た
。
お
か
げ
で
、
目
を
閉
じ
る
と
、
輝
か
し
い
思
い
出
を
交
え
な
が
ら
、

多
く
の
キ
ス
シ
ー
ン
の
夢
を
見
た
。
私
が
キ
ス
を
す
る
側
に
立
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ

た
が
、
さ
れ
る
側
の
方
が
多
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
…
…
。

　

何
回
も
繰
り
返
し
て
き
た
引
っ
越
し
の
時
も
、
ベ
ッ
ド
の

上
に
『
接
吻
』
の
ポ
ス
タ
ー
を
必
ず
貼
っ
た
。
私
の
「
安
心

毛
布
」
の
よ
う
な
存
在
で
、
そ
れ
が
な
い
と
ゆ
っ
く
り
眠
れ

な
い
ほ
ど
、
実
に
大
事
な
絵
と
な
っ
た
。

 

（
ア
レ
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The Young Lady with the Shiner Mathew White

One of my favorite paintings is “The Young Lady with 
the Shiner” by Norman Rockwell. Norman Rockwell was a 
famous American illustrator and artist. His paintings were 
used on the covers of The Saturday Evening Post, an American 
magazine, and these pictures usually told stories about life in 
the United States. In fact, I have a book containing his works 
in my office that I sometimes share with students to talk about 
American culture. 

“The Young Lady with the Shiner” is a painting of an 
American schoolgirl with pigtails and a black eye, sitting on 
a bench outside of a principal’s office. Although the girl’s hair 
and clothes are disheveled, and she is sporting this black eye, 
she has a goofy smile on her face. We can assume that she got 
the black eye in a fight, and it seems obvious that she is proud 
of how she did in the fight. My guess is that she took on a boy 
who was a bully, and she is gloating in her triumph. Where is 
the bully? I can imagine that he is still in the nurse’s office, or 
he was sent home crying.

I should mention that there are two other characters in the 
painting who add to the story. The door to the principal’s of-
fice is slightly ajar, and a woman who appears to be the secre-
tary is talking with the principal. They look rather perplexed 

as to how to deal with the young lady, who obviously does not 
feel that she has done anything to be ashamed about. She also 
does not seem to be worried about whatever punishment she 
might receive.

Each time I see this painting I smile. I know the story was 
invented. I know that the girl who was used to model for the 
painting did not actually have a black eye. However, I love the 
concept and the story that the painting conveys. I am proud 
of that young lady and the imaginary battle that she fought.

I hope you will make time to see “The Young Lady with 
the Shiner” and other works by Norman Rockwell, a great 
storyteller of American everyday life.

  （ホワイト マッシュー）

Art is my GPS Camilo Villanueva

It is the eyes. The way they look into you. They are white and are 
like laser beams into your soul.

“Untitled (Cadmium)” is a large (168 cm × 152 cm) oil paint-
ing by Jean-Michel Basquiat (1960–1988). Painted in 1984, it is 
on permanent display at the High Museum of Art in Atlanta, 
Georgia. What strikes you are the white eyes. They contrast 
with the strong cadmium coloring which the painting’s name 
comes from. Besides its grand size, it is impressive in its gen-
eral simplicity. This comes from the colors (a heavy use of cad-
mium red over a yellow underpainting) and the main object 
being depicted (a legless man–a torso–with halo who seems to 
be looking into a mirror, alongside some praying Egyptian stick 
figures). And the stabbed heart ... oh the heart! But the painting’s 
gruesome imagery and bold coloring is balanced with playful 
drawings–the numerous stick figures and the curlicue navel.

In 1992, I had dropped out of university with only one more 
semester to graduate. Like many young people, I became dissat-
isfied with where my life was going. I was rudderless, and soon 
I was in a pronounced depression. I lost touch with reality. I did 
not know it, but I was numb. One day, I took the train into the 
city to walk around and take photos. I stumbled into the High 
and used my last few bucks for admission. I came across the 
painting. Not knowing what it was that I was feeling–because 

suddenly I was feeling something–I looked quickly and walked on. 
But I returned to it and sat on a soft bench in front, a few meters 
away, and let the painting seep into me. Instead, it took me in. 

What happened was a two-hour journey. It felt like I went 
into the painter’s life and then I explored the history of all our 
people. Whatever the painting is about (there is a Christ-like torso 
whose heart is taken out and stabbed with a cross, for chrissakes!) does 
not really matter. So the background glows red like the world 
ending in fire. So the Egyptian praying figures are scraped into 
the painting like they are knives etching our skin. Whatever the 
picture represents visually, that day “Untitled (Cadmium)” by 
Jean-Michel Basquiat manifested into something visceral inside 
me: I could finally feel again.

I went home and got together whatever ink pens I had and 
started drawing. Each drawing was a roadmap home. I finished 
university in 1994. Art will always be my GPS. It started that 
day at the High in 1992 when I was rudderless. No longer so, 
I’m now navigating home.

See the painting here: https://high.org/collections/untitled-
cadmium/

  （ビラヌエバ カミーロ）
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