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青
　
野
　
純
　
子

は
じ
め
に

一
七
九
八
年
九
月
十
二
日
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
ト
リ
ッ
ペ
ン
・
ハ
ウ

ス
に
あ
る
画
商
邸
宅
に
て
、
蒐
集
家
ヤ
ン
・
ヤ
ー
コ
ブ
・
デ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
競
売
が
開
催
さ
れ
た
1
。
デ
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
十
七
世
紀

オ
ラ
ン
ダ
絵
画
の
傑
作
の
数
々
を
収
集
し
た
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
有
数
の
コ

レ
ク
タ
ー
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
人
画
家
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
レ
ノ
ル
ズ
が
一
七

八
一
年
の
オ
ラ
ン
ダ
周
遊
の
間
に
訪
問
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
2
。
競

売
会
場
に
集
ま
っ
た
人
々
が
目
を
見
張
っ
た
作
品
の
中
に
は
ピ
ー
テ
ル
・

デ
・
ホ
ー
ホ
（Pieter de H

ooch, 1629–1684

）
の
絵
画
《
食
料
貯
蔵
室
の

女
と
子
供
》（
図
１
）
が
あ
っ
た
3
。
貯
蔵
室
で
女
性
が
子
供
に
飲
み
物

を
渡
す
日
常
の
ひ
と
こ
ま
を
描
き
出
し
た
デ
・
ホ
ー
ホ
の
代
表
作
で
あ
る
。

会
場
に
い
た
オ
ラ
ン
ダ
人
画
家
ユ
リ
ア
ー
ン
・
ア
ン
ド
リ
セ
ン
（Jurriaan 

 

―
十
八
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
複
製
素
描
と
ピ
ー
テ
ル
・
デ
・
ホ
ー
ホ
の
評
価
を
め
ぐ
る
一
考
察

色
と
光
を
描
く

図1 ピーテル・デ・ホーホ《食糧貯蔵室の女性と子供》
1656‒1660年頃、油彩、布、65×60.5 cm、ア
ムステルダム、国立美術館。
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Andriessen, 1742–1819

）
は
こ
の
作
品
に
目
を
留
め
、
素
早
い
筆
致
で

模
写
（
図
２
）
を
行
っ
て
い
る
4
。
画
商
で
も
あ
っ
た
ア
ン
ド
リ
セ
ン
の

目
に
狂
い
は
な
く
、
こ
の
作
品
は
デ
・
ホ
ー
ホ
の
絵
画
作
品
と
し
て
異
例

な
高
額
、
二
六
〇
〇
ギ
ル
ダ
ー
で
落
札
さ
れ
た
5
。
デ
・
ホ
ー
ホ
の
作
品

の
値
段
は
十
八
世
紀
の
前
半
の
競
売
で
は
低
く
、
十
数
ギ
ル
ダ
ー
か
ら
九

十
ギ
ル
ダ
ー
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
世
紀
の
後
半
、
特
に
第
４
四
半
世
紀
に

入
る
と
そ
の
値
段
は
急
激
に
高
騰
し
て
い
く
6
。
実
際
《
食
料
貯
蔵
室
の

女
と
子
供
》
も
一
七
一
二
年
の
競
売
で
九
十
ギ
ル
ダ
ー
で
あ
っ
た
落
札
価

格
が
、
一
七
六
五
年
に
は
そ
の
五
倍
の
四
五
〇
ギ
ル
ダ
ー
と
な
り
、
今
回

の
デ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
競
売
で
さ
ら
に
そ
の
五
倍
以
上
の
二
六
〇
〇
ギ
ル
ダ

ー
に
跳
ね
上
が
っ
た
の
で
あ
る
7
。
同
じ
競
売
で
落
札
さ
れ
た
フ
ェ
ル
メ

ー
ル
の
傑
作
《
牛
乳
を
注
ぐ
女
》
の
落
札
価
格
が
一
五
五
〇
ギ
ル
ダ
ー
だ

っ
た
こ
と
と
比
べ
て
も
、
こ
の
作
品
の
価
格
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
8
。

デ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
競
売
は
ま
さ
に
デ
・
ホ
ー
ホ
の
人
気
を
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

の
美
術
市
場
に
知
ら
し
め
る
出
来
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
ピ
ー
テ
ル
・
デ
・
ホ
ー
ホ
の
作
品
の
値
段
は
十
八
世
紀
末
か

ら
十
九
世
初
頭
に
か
け
て
高
騰
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
当
時
デ
・
ホ
ー

ホ
だ
け
で
な
く
、
十
八
世
紀
前
半
に
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
の
画

家
た
ち
が
少
し
ず
つ
再
評
価
さ
れ
始
め
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
一
七
八

〇
年
以
降
に
活
発
に
な
る
オ
ラ
ン
ダ
の
愛
国
派
（
パ
ト
リ
オ
ッ
テ
ン
）
運

動
、
そ
れ
を
土
壌
と
し
た
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
美
術
の
再
評
価
の
動
向
と

無
関
係
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
デ
・
ホ
ー
ホ
に
対
す
る
評
価
の
変
化
を

総
合
的
に
論
じ
る
に
は
、
こ
う
し
た
複
雑
な
歴
史
的
状
況
を
考
慮
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
十
八
世
紀
第
4
四
半
世
紀
に
制
作
さ

れ
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
絵
画
を
模
写
し
た
「
複
製
素
描
（natekening

（
蘭
）/

reproductive draw
ing

（
英
））」
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
分
析
を
通
し
て

デ
・
ホ
ー
ホ
の
再
評
価
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
複
製
素
描
の
研
究
は

こ
れ
ま
で
個
々
の
作
家
研
究
の
中
で
散
発
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

そ
れ
ら
を
体
系
的
に
概
観
す
る
研
究
は
近
年
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
9
。

複
製
素
描
が
コ
レ
ク
タ
ー
ズ
ア
イ
テ
ム
と
し
て
熱
心
に
収
集
さ
れ
て
い
た

当
時
の
状
況
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
技
法
や
芸
術
性
、
市
場

価
値
に
も
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
10
。
そ
う
し
た
傾
向
の
中
で
、
こ
れ
ら

の
素
描
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
絵
画
を
単
に
写
し
た
だ
け
で
な
く
、
水
彩
や
チ

図2 ユリアーン・アンドリセン（デ・ホーホの絵画に
基づく）《地下室の女性と子供》1789年、紙、イ
ンク、 100×186 mmの左半分のみ、アムステル
ダム、国立美術館。
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ョ
ー
ク
と
い
う
異
な
る
メ
デ
ィ
ア
で
「
翻
訳
」
し
た
作
品
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
、「
翻
訳
素
描
（vertaaltekening

）」
と
い
う
呼
称
も
提
案
さ
れ
て
い

る
11
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
翻
訳
」
の
過
程
に
は
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
絵
画
に
対
す
る
作
家
自
身
の
認
識
、
解
釈
、
評
価
が
現
れ
て
く
る
は
ず

で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
複
製
素
描
と
い
う
模
倣
行
為
は
あ
る
種
の
批
評
行

為
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
で
は
ピ
ー
テ
ル
・
デ
・
ホ
ー

ホ
の
絵
画
を
写
し
た
複
製
素
描
の
制
作
を
、
デ
・
ホ
ー
ホ
に
対
す

る
評
価
の
高
ま
り
、
絵
画
市
場
に
お
け
る
人
気
を
表
す
指
標
と
み

な
す
と
同
時
に
、
そ
の
複
製
素
描
自
体
が
デ
・
ホ
ー
ホ
作
品
の
魅

力
を
よ
り
一
層
際
立
た
せ
、
そ
の
新
た
な
評
価
の
創
造
に
貢
献
し

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
そ
の
可
能
性
を
考
察
し
た
い
。

以
下
で
は
、
ま
ず
複
製
素
描
制
作
の
重
要
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で

あ
る
十
八
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
競
売
市
場
の
状
況
を
確
認
し
、
デ
・

ホ
ー
ホ
作
品
の
複
製
素
描
と
絵
画
市
場
と
の
関
係
を
浮
き
彫
り
に

す
る
。
そ
の
上
で
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
油
彩
画
に
対
す
る
評
価
を
十

八
世
紀
末
以
降
の
競
売
目
録
の
記
述
を
手
が
か
り
に
分
析
し
、
そ

の
評
価
の
形
成
に
お
い
て
複
製
素
描
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て

考
察
を
試
み
る
。

一
、
十
八
世
紀
の
競
売
市
場
と
複
製
素
描

十
八
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
競
売
市
場
の
中
心
地
で
あ
っ
た
ア
ム
ス

テ
ル
ダ
ム
で
は
、
世
紀
後
半
に
は
年
に
お
よ
そ
八
〜
十
四
回
の

大
規
模
な
絵
画
の
競
売
が
開
催
さ
れ
て
い
た
12
。
ヘ
ル
マ
ー
ヌ
ス
・
ペ
ト

ル
ス
・
ス
ハ
ウ
テ
ン
が
描
い
た
競
売
所
ア
ウ
デ
ゼ
イ
ズ
・
ヘ
ー
レ
ン
ロ
ジ

ェ
メ
ン
ト
の
情
景
（
図
3
）
は
、
賑
わ
う
競
売
の
様
子
を
よ
く
伝
え
て
い

る
。
競
売
は
屋
外
で
開
催
さ
れ
、
左
側
の
台
の
上
に
は
競
売
に
か
け
ら
れ

る
絵
を
掲
げ
る
人
物
、
前
景
に
は
競
売
目
録
を
手
に
絵
を
見
る
人
々
、
奥

図3 ヘルマヌス・ペトルス・スハウテン《アムステルダムのアウデゼイズ・
ヘーレンロジェメントの絵画の競売》1762‒1800年頃、紙、ペン、水
彩、277×264 mm、ロンドン、大英博物館。
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の
建
物
の
二
階
に
は
ハ
ン
マ
ー
を
掲
げ
る
競
売
人
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
通

常
、
競
売
は
新
聞
で
告
知
さ
れ
、
広
告
は
街
角
に
貼
り
出
さ
れ
、
画
商
や

芸
術
愛
好
家
は
事
前
に
購
入
し
た
競
売
目
録
に
目
を
通
し
、
購
入
を
入
念

に
計
画
し
て
競
売
所
に
集
ま
っ
て
き
た
。
そ
し
て
競
売
で
彼
ら
の
関
心
を

集
め
た
の
は
、
上
述
し
た
デ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
競
売
と
同

様
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
巨
匠
た
ち
の
絵
画
で
あ
っ
た
。
十
七
世
紀
オ

ラ
ン
ダ
は
多
く
の
優
れ
た
画
家
を
輩
出
し
、
お
よ
そ
七
〇
〇
万
も
の
膨
大

な
数
の
絵
画
を
流
通
さ
せ
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
十
七
世
紀
末
か
ら

の
政
治
不
安
と
経
済
不
況
に
よ
り
、
新
し
い
絵
画
の
制
作
の
規
模
は
劇
的

に
縮
小
さ
れ
、
十
七
世
紀
を
代
表
す
る
著
名
な
画
家
た
ち
の
大
半
が
一
六

八
〇
年
ま
で
に
逝
去
し
、
絵
画
芸
術
の
繁
栄
期
が
幕
を
閉
じ
た
よ
う
に
捉

え
ら
れ
て
き
た
13
。
だ
が
一
方
で
十
八
世
紀
に
目
覚
ま
し
く
発
達
し
た
の

が
「
中
古
（
セ
カ
ン
ド
ハ
ン
ド
）」
の
絵
画
の
競
売
市
場
で
あ
る
14
。
こ
の

場
合
の
「
中
古
の
絵
画
」
と
は
、
最
初
の
所
有
者
の
も
と
を
離
れ
た
絵
画

を
意
味
す
る
。
十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
オ
ラ
ン
ダ
の
富
裕

な
コ
レ
ク
タ
ー
が
逝
去
す
る
と
、
そ
の
遺
産
で
あ
る
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

が
競
売
に
付
さ
れ
、「
中
古
」
の
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
が
市
場
に
溢

れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
十
八
世
紀
の
絵
画
市
場
に
買
い
手

と
し
て
参
加
し
た
の
は
、
経
済
不
況
の
打
撃
を
さ
ほ
ど
受
け
な
か
っ
た
オ

ラ
ン
ダ
の
富
裕
層
、
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
国
外
の
王
侯
貴
族
た
ち
で
あ
り
、

世
紀
末
に
向
か
う
と
そ
こ
に
国
外
の
市
民
層
も
加
わ
っ
た
。
競
売
に
は
フ

ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
、
遠
く
は
ロ
シ
ア
の
富
裕
な
コ
レ
ク
タ
ー

が
代
理
人
を
通
じ
て
入
札
し
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
を
破
格
の
値
段

で
落
札
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
十
八
世
紀
の
競
売
市
場
の
繁
栄
と
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
絵
画

の
高
い
人
気
を
背
景
に
、
十
八
世
紀
第
４
四
半
世
紀
か
ら
盛
ん
に
制
作
さ

れ
た
の
が
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
を
模
写
し
た
複
製
素
描
で
あ
っ

た
。
作
り
手
は
画
家
や
素
描
家
、
ま
た
は
複
製
素
描
を
専
門
と
し
た
素
描

家
で
あ
り
、
特
定
の
絵
画
の
複
製
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
販
売

を
見
込
ん
で
自
ら
対
象
を
選
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
注
文
に
よ
る
制
作
の
事

例
と
し
て
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
有
数
の
コ
レ
ク
タ
ー
、
コ
ル
ネ
ー
リ

ス
・
プ
ロ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
ア
ム
ス
テ
ル
が
画
家
ア
ー
ル
ト
・
ス
ハ
ウ
マ
ン

（Aert Schoum
an, 1710–1792

）
に
依
頼
し
た
一
連
の
複
製
素
描
が
知

ら
れ
る
15
。
そ
の
複
製
対
象
と
な
っ
た
絵
画
に
は
、
当
時
一
般
に
は
未
公

開
だ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
総
督
ウ
ィ
レ
ム
五
世
が
所
蔵
す
る
絵
画
十
三
点
が
含

ま
れ
て
お
り
、
コ
レ
ク
タ
ー
は
入
手
不
可
能
で
貴
重
な
作
品
の
代
替
と
し

て
複
製
素
描
を
注
文
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
が
ヘ
リ
ッ
ト
・
ダ

ウ
の
《
若
い
母
親
》（
図
４
）を
模
写
し
た
ス
ハ
ウ
マ
ン
の
素
描（
図
５
）で

あ
り
、
ダ
ウ
の
精
緻
な
描
写
が
細
部
に
わ
た
る
ま
で
見
事
に
複
製
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
油
彩
画
の
代
替
と
し
て
複
製
素
描
が
収
集
さ
れ
鑑

賞
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、
コ
レ
ク
タ
ー
が
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
油
彩
画
と
複
製
素
描
を
と
も
に
所
有
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
ラ
イ
デ
ン
の
コ
レ
ク
タ
ー
、
ヤ
ン
・
タ
ッ
ク
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

ハ
ー
ブ
リ
エ
ル
・
メ
ツ
ー
の
油
彩
画
《
化
粧
を
す
る
女
》（
図
６
）
と
ス
ハ

ウ
マ
ン
の
複
製
素
描
（
図
７
）
の
両
方
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
16
。
こ
の
場
合
、
コ
レ
ク
タ
ー
は
ス
ハ
ウ
マ
ン
独
特
の
軽
や
か
な
筆
遣
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図6 ハーブリエル・メツー《化粧をする女》
1654‒57年頃、油彩、板、19.2×16.6 cm、ロ
ンドン、ウォレス・コレクション。

図7 アールト・スハウマン（ハーブリエル・メツーに
基づく）《化粧をする女》1776年、紙、黒チョ
ーク、水彩、194×160 mm、個人蔵。

図4 ヘリット・ダウ《若い母親》1658年、油彩、
板、55.5×73.7 cm、ハーグ、マウリッツ
ハイス美術館。

図5 アールト・スハウマン（ヘリット・ダウに基
づく）《若い母親》1770年代後半、紙、水彩、
48.5×38.4 cm、ウィーン、アルベルティーナ。
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い
と
瑞
々
し
い
水
彩
に
よ
る
「
翻
訳
」
を
高
く
評
価
し
、
油
彩
画
の
代
用

で
は
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
の
異
な
る
作
品
の
比
較
を
楽
し
ん
で
い
た
と
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
無
論
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
を
写
し
た
複
製
と
し

て
の
機
能
と
、
複
製
素
描
に
特
有
な
表
現
の
芸
術
性
は
不
可
分
で
あ
り
、

そ
の
組
み
合
わ
せ
こ
そ
が
複
製
素
描
を
収
集
し
た
コ
レ
ク
タ
ー
を
魅
了
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
複
製
素
描
と
絵
画
市
場

で
は
、
ピ
ー
テ
ル
・
デ
・
ホ
ー
ホ
の
絵
画
に
基
づ
く
複
製
素
描
と
は
ど

の
よ
う
な
作
品
な
の
か
。
一
例
と
し
て
、
ピ
ー
テ
ル
・
デ
・
ホ
ー
ホ
の
《
母

子
の
い
る
室
内
》（
図
8
）
と
ア
ー
ブ
ラ
ハ
ム
・
デ
ル
フ
ォ
ス
（Abraham

 
D

elfos, 1731–1820

）
に
よ
る
複
製
素
描
《
母
子
の
い
る
室
内
》（
図
9
）

を
比
べ
て
み
よ
う
17
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
油
彩
画
で
は
、
薄
暗
い
室
内
に
母

子
と
召
使
い
が
お
り
、
左
上
方
の
窓
か
ら
差
し
込
む
光
が
、
奥
の
壁
を
眩

し
く
照
ら
し
て
い
る
。
床
を
箒
で
掃
く
召
使
の
そ
ば
で
は
暖
炉
の
火
が
煌

め
き
、
後
景
の
開
い
た
扉
か
ら
は
運
河
を
挟
ん
で
対
岸
の
家
並
み
ま
で
が

見
通
せ
る
。
デ
ル
フ
ォ
ス
の
水
彩
素
描
を
油
彩
画
と
比
べ
て
み
る
と
、
素

描
に
お
い
て
は
全
体
に
明
暗
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
弱
ま
り
、
部
屋
の
中
の

柔
ら
か
な
光
が
繊
細
な
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で
描
か
れ
、
個
々
の
モ
チ
ー
フ

が
際
立
っ
て
い
る
。
ま
た
わ
ず
か
な
変
更
が
あ
る
も
の
の
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

に
か
な
り
忠
実
に
複
製
し
て
い
る
こ
と
も
見
て
取
れ
る
18
。
透
明
感
の
あ

る
水
彩
絵
具
が
重
ね
ら
れ
、
そ
の
瑞
々
し
い
色
彩
に
加
え
、
チ
ョ
ー
ク
に

よ
る
輪
郭
線
や
ハ
ッ
チ
ン
グ
に
よ
っ
て
、
濃
淡
の
強
い
油
彩
の
色
合
い
や

筆
致
が
模
倣
さ
れ
て
い
る
。
油
彩
画
の
複
製
は
し
ば
し
ば
版
画
で
も
な
さ

れ
た
が
、
複
製
版
画
が
線
描
に
よ
る
単
色
の
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
、
水

彩
素
描
で
は
油
彩
画
の
色
彩
と
筆
致
の
魅
力
を
余
す
こ
と
な
く
伝
え
ら
れ

た
の
で
あ
り
、
本
作
も
そ
の
一
例
と
言
え
よ
う
19
。

こ
う
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
絵
画
の
イ
メ
ー
ジ
の
複
製
と
い
う
機
能
に
加
え
、

複
製
素
描
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
裏
面
に
あ
る
ペ
ン
や
チ
ョ
ー

ク
に
よ
る
書
き
込
み
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
デ
ル
フ
ォ
ス
に
よ
る
素
描

《
母
子
の
い
る
室
内
》
の
裏
面
に
は
、
下
部
に
「
高
貴
な
る
Ｐ
・
Ｃ
・ 

フ
ァ

ン
・
レ
イ
デ
ン
、
フ
ラ
ー
ル
デ
ィ
ン
ゲ
ン
伯
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
る
Ｐ
・

デ
・
ホ
ー
ホ
作
品
に
基
づ
く
。
ア
ー
ブ
ラ
ハ
ム
・
デ
ル
フ
ォ
ス
作
20
」
と
手

書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
素
描
を
制
作
し
た
素
描
家
の
名
前
だ
け

で
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
の
画
家
の
名
前
、
そ
し
て
模
写
を
し
た
際

に
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
所
有
し
て
い
た
コ
レ
ク
タ
ー
の
名
前
が
書
き
込
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
素
描
の
制
作
年
、
過
去
の
競
売
に
お
け
る

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
の
落
札
価
格
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
21
。

つ
ま
り
こ
の
複
製
素
描
を
手
に
し
た
コ
レ
ク
タ
ー
は
、
表
の
複
製
イ
メ
ー

ジ
を
鑑
賞
し
な
が
ら
、
裏
面
に
記
載
さ
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
絵
画
の
画
家
の

名
前
を
確
認
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
つ
、
誰
の
所
有
で
あ
っ
た
か
と
い
う

来
歴
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
競
売
市
場
の
興
隆
を
背
景

に
、
絵
画
の
所
有
者
が
十
数
年
単
位
で
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
こ
と
も
あ

っ
た
時
代
、
誰
が
い
つ
所
有
し
た
作
品
で
あ
る
か
と
い
う
来
歴
は
非
常
に

貴
重
な
情
報
で
あ
っ
た
。
当
時
の
競
売
目
録
は
、
特
定
の
時
点
で
の
コ
レ
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ク
シ
ョ
ン
カ
タ
ロ
グ
に
相
当
す
る
情
報
を
提
供
し
た
も
の
の
、
当
時
は
画

家
個
人
の
作
品
を
網
羅
し
た
書
物
は
存
在
せ
ず
、
一
人
の
画
家
が
ど
の
よ

う
な
特
徴
の
作
品
を
制
作
し
た
の
か
、
全
体
像
を
把
握
す
る
の
は
容
易
く

な
か
っ
た
。
コ
レ
ク
タ
ー
や
画
商
が
芸
術
作
品
の
鑑
定
や
作
品
購
入
の
判

断
の
際
に
頼
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、競
売
や
蒐
集
家
の
も
と
で
作
品
を

見
た
自
ら
の
記
憶
と
記
録
以
外
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状

況
に
お
い
て
、
絵
画
の
特
徴
を
色
鮮
や
か
に
視
覚
的
に
伝
え
る
複
製
素
描

は
、彼
ら
に
と
っ
て
貴
重
な
コ
レ
ク
タ
ー
ズ
ア
イ
テ
ム
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

図8 ピーテル・デ・ホーホ《母子のいる室内（母の喜び）》1665‒1668年、油彩、板、
36.5×42 cm、アムステルダム、アムステルダム美術館。

図9 アーブラハム・デルフォス（デ・ホーホに基づく）《母子のいる室内》1783‒
88年頃、紙、水彩、茶色と黒のチョーク、310×364 mm、個人蔵。
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複
製
素
描
が
絵
画
市
場
に
お
い
て
果
た
し
た
こ
う
し
た
役
割
を
鑑
み
れ

ば
、
十
八
世
紀
末
に
お
い
て
評
価
を
高
め
て
い
く
デ
・
ホ
ー
ホ
の
作
品
が

複
製
対
象
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
デ
・
ホ
ー

ホ
の
絵
画
の
複
製
素
描
の
全
体
像
は
未
だ
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
稿
で

扱
う
七
点
は
、
年
記
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
全
て
第
４
四
半
世
紀
に
制
作

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
複
製
対
象
と
し
て
の
特
定
の
絵
画
の
選

択
は
市
場
の
動
向
と
も
関
連
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
時
に
は
、
絵
画

の
競
売
が
そ
の
作
品
の
複
製
制
作
の
契
機
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
一
七
七
九
年
、
イ
サ
ー
ク
・
フ
ァ
ン
・
オ
ス
タ
ー
デ
の
作
品
《
宿
屋

の
前
で
働
く
人
々
》（
図
10
）
が
競
売
で
一
六
〇
〇
ギ
ル
ダ
ー
と
い
う
高

額
で
落
札
さ
れ
、
同
年
に
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
メ
イ
エ
ル
（H

endrik M
eijer, 

1744−1793

）
が
そ
の
複
製
素
描
（
図
11
）
を
制
作
し
て
い
る
が
、
そ
の

タ
イ
ミ
ン
グ
と
複
製
の
精
巧
さ
か
ら
も
、
メ
イ
エ
ル
の
制
作
は
間
違
い

な
く
競
売
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
22
。
素
描
の
制
作
が
競
売
の
前
で
あ
れ

ば
、
複
製
素
描
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
絵
画
の
一
種
の
宣
伝
に
も
な
り
、
ま
た
競

売
の
後
で
あ
れ
ば
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
絵
画
の
知
名
度
が
上
が
り
、
そ
の
複
製

素
描
を
求
め
る
人
も
増
え
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
、
競
売
後
に
絵
画
が
国

外
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
入
る
可
能
性
を
考
慮
し
、
そ
の
前
に
国
内
に
複
製

図11 ヘンドリック・メイエル（イサーク・ファン・オスタ
ーデに基づく）1779年、紙、水彩（グワッシュ）、イ
ンク、510×439 mm、アムステルダム、アムステル
ダム美術館。

図10 イサーク・ファン・オスターデ《宿屋の前で働く
人々》1645年、油彩、板、66×58.4 cm、ワシントン、
ナショナル・ギャラリー。
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作
品
を
残
し
て
お
く
と
い
う
目
論
見
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
デ
・
ホ
ー
ホ
の

《
揺
り
籠
の
側
に
座
る
女
性
の
い
る
室
内
》（
図
12
）
は
一
七
八
七
年
に
サ

ラ
・
ト
ロ
ー
ス
ト
（Sara Troost, 1732–1803

）
が
国
内
で
作
品
を
実
見
し
、

複
製
素
描
（
図
13
）
を
制
作
し
て
い
る
が
、
油
彩
は
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
に

渡
り
、
三
年
後
の
一
八
九
〇
年
に
は
パ
リ
の
競
売
に
か
け
ら
れ
て
い
る
23
。

さ
ら
に
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
作
品
が
市
場
に
お
い
て
人
気
を
高
め
て
い
く

に
つ
れ
、
そ
の
複
製
素
描
の
制
作
に
も
商
業
的
な
利
益
の
追
求
が
色
濃

く
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
《
鴨
の
羽
を
む
し

る
女
の
い
る
室
》（
図
14
）
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
画
商
ピ
ー
テ
ル
・
フ
ー

ケ
が
所
有
し
て
お
り
、
一
七
七
九
年
に
素
描
家
ヤ
コ
ー
ブ
ス
・
バ
ウ
ス

図12 ピーテル・デ・ホーホ《揺り籠の側に座る女性のいる室内》1661‒63
年頃、92×100 cm、油彩、布、ベルリン、絵画館。

図13 サラ・トロースト（デ・ホーホに基づく）《揺り籠の側に座る女性のいる
室内》1787年、水彩、紙、295×320 mm、個人蔵。
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（Jacobus Buys, 1724–1801

）
が
彼
の
も
と
で
模
写
を
し
た
と
考
え
ら

れ
る
（
図
15
）24
。
た
だ
し
こ
の
二
人
の
出
会
い
は
偶
然
で
は
な
く
、
フ

ー
ケ
は
そ
の
一
年
前
に
ア
ド
リ
ア
ー
ン
・
フ
ァ
ン
・
オ
ス
タ
ー
デ
の
作
品
を

競
売
で
落
札
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
レ
ク
タ
ー
に
転
売
す
る
前
に
、
こ
の
作

品
を
バ
ウ
ス
に
複
製
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
素
描
家
と
画
商

の
間
に
は
何
ら
か
の
商
業
的
な
協
力
関
係
が
あ
り
、
人
気
の
高
ま
る
デ
・

ホ
ー
ホ
作
品
の
複
製
を
画
商
が
素
描
家
に
指
南
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
同
様
に
市
場
の
動
向
を
睨
み
な
が
ら
デ
・
ホ
ー
ホ
の
複
製

素
描
を
制
作
し
て
い
た
の
が
、
先
述
し
た
ア
ー
ブ
ラ
ハ
ム
・
デ
ル
フ
ォ
ス

で
あ
る
。
デ
ル
フ
ォ
ス
は
素
描
家
兼
画
商
で
あ
っ
た
た
め
、
複
製
素
描
制

図14 ピーテル・デ・ホーホ《鴨の羽をむしる女のいる室内》1665‒68年頃、
油彩、布、54×64.5 cm、グダニスク、グダPPニスク美術館。

図15 ヤコーブス・バウス（デ・ホーホに基づく）《鴨の羽をむしる女のいる室
内》1779年、紙、インク、水彩、269×318 mm、ハーグ、RKD。
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作
と
絵
画
の
売
買
を
一
人
で
効
率
よ
く
行
う
こ
と
が
で
き
た
25
。
先
に
見

た
デ
・
ホ
ー
ホ
の
《
母
子
の
い
る
室
内
》（
図
８
、
159
頁
掲
載
）
は
そ
の
最

た
る
例
で
あ
る
。
デ
ル
フ
ォ
ス
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
競
売
で
こ
の
作

品
を
コ
レ
ク
タ
ー
、
フ
ァ
ン
・
レ
イ
デ
ン
の
た
め
に
仲
介
し
て
購
入
し
た

後
に
、
そ
れ
を
自
ら
素
描
で
複
製
し
、
結
果
と
し
て
画
商
と
し
て
も
素
描

家
と
し
て
も
利
益
を
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
26
。
複
製
素
描
の
販

売
価
格
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
競
売
で
の
落
札
価
格
は
一
点
数
ギ
ル
ダ

ー
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
著
名
な
素
描
家
の
場
合
に
は
一
〇
〇
ギ
ル
ダ
ー
以

上
の
値
段
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
27
。
つ
ま
り
、
素
描
家
は
画
商
や
コ
レ

ク
タ
ー
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
築
き
、
人
気
の
デ
・
ホ
ー
ホ
作
品
に
ア
ク

セ
ス
し
複
製
す
る
こ
と
に
よ
り
、
着
実
に
利
益
を
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
利
益
を
見
込
ん
で
、
一
人
の
画
家
が
同
じ
作
品
を
複
数
回
複
製

す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
ウ
ィ
ー
ブ
ラ
ン
ト
・
ヘ
ン
ド
リ

ク
ス
（W

ybrand H
endriks, 1744–1831

）
は
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
《
バ
ケ
ツ

を
持
っ
た
召
使
い
と
女
》（
図
16
）
の
水
彩
素
描
を
カ
ラ
ー
と
モ
ノ
ク
ロ
の

両
方
（
図
17
、 

18
）
で
制
作
し
て
い
る
28
。

こ
う
し
て
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
絵
画
作
品
が
絵
画
市
場
に
お
い
て
人
気
を

図16 ピーテル・デ・ホーホ《バケツを
持った召使いと女》1660年頃、
油彩、布、53×42 cm、ンクトペ
テルブルク、エルミタージュ美
術館。

図17 ウィーブラント・ヘンドリクス
（デ・ホーホに基づく）《バケツ
を持った召使いと女》1780年代
から1791年以前、後半、紙、イ
ンク、水彩、292×223 mm、ハ
ーグ、RKD。

図18 ウィーブラント・ヘンドリ
クス（デ・ホーホに基づく）
《バケツを持った召使いと女》
1780年代から1791年以前、紙、
インク、鉛筆、296×222 mm、
アムステルダム、国立美術館。
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高
め
る
中
で
、
複
製
素
描
の
制
作
が
盛
ん
に
な
り
、
時
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
絵

画
の
売
買
を
扱
う
画
商
た
ち
の
思
惑
と
も
結
び
つ
い
て
い
た
状
況
が
少
し

ず
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
半
世
紀
前
に
は
稀
で
あ
っ
た
デ
・
ホ
ー
ホ

作
品
へ
の
高
い
関
心
が
、
素
描
家
、
画
商
、
コ
レ
ク
タ
ー
い
ず
れ
に
お
い

て
も
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、「
光
の
画
家
」
デ
・
ホ
ー
ホ
の
再
評
価

で
は
、
十
八
世
紀
末
の
デ
・
ホ
ー
ホ
の
評
価
と
そ
の
変
化
は
同
時
代
の

文
献
資
料
に
お
い
て
も
辿
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
十
八
世
紀
の

前
半
に
出
版
さ
れ
た
競
売
目
録
や
画
家
列
伝
に
お
い
て
は
、
デ
・
ホ
ー
ホ

の
名
前
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
唯
一
、
ア
ー
ノ
ル
ト
・
ハ
ウ
ブ
ラ
ー

ケ
ン
に
よ
る
画
家
列
伝
『
オ
ラ
ン
ダ
画
家
と
女
性
画
家
の
大
劇
場
』（
一
七

一
九
年)

に
お
い
て
、「
紳
士
淑
女
の
集
い
を
描
い
た
風
俗
画
制
作
に
長

け
て
い
た
」
と
短
く
言
及
さ
れ
て
い
る
29
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
一

七
六
〇
年
と
比
較
的
早
い
時
期
に
ジ
ャ
ン
＝
パ
テ
ィ
ス
ト
・
デ
カ
ン
が
、

そ
の
著
作
『
フ
ラ
ン
ド
ル
、
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
画
家
列
伝
』
に
お
い
て

デ
・
ホ
ー
ホ
を
取
り
上
げ
る
が
、
高
評
価
と
は
言
え
な
い
。
デ
カ
ン
は
デ
・

ホ
ー
ホ
の
代
表
作
と
し
て
《
子
の
シ
ラ
ミ
取
り
を
す
る
母
親
》（
図
19
）
を

あ
げ
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
30
。

彼
﹇
＝
デ
・
ホ
ー
ホ
﹈ 

は
、
メ
ツ
ー
、
ミ
ー
リ
ス
、
コ
ッ
ク
、
そ
し

て
ス
リ
ン
ゲ
ラ
ン
ト
の
作
風
に
倣
い
描
く
と
い
う
点
で
は
か
な
り

成
功
し
た
も
の
の
、
彼
ら
と
肩
を
並
べ
る
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。

（
中
略
）
彼
の
筆
致
は
ミ
ー
リ
ス
や
メ
ツ
ー
の
も
の
よ
り
も
大
き

く
大
胆
だ
が
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
作
品
が
洗
練
に
到
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
、
我
々
が
デ
・
ホ
ー
ホ
を
彼
ら
と
同
じ
ラ
ン
ク

に
位
置
付
け
る
こ
と
は
は
ば
か
ら
れ
よ
う
31
。

十
八
世
紀
の
前
半
に
国
際
的
な
人
気
を
誇
っ
た
の
は
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン

ダ
絵
画
の
中
で
も
精
緻
画
派
と
呼
ば
れ
た
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ァ
ン
・
ミ
ー
リ

ス
ら
の
風
俗
画
で
あ
り
、
デ
カ
ン
の
デ
・
ホ
ー
ホ
評
価
も
そ
こ
に
基
づ
い

図19 ピーテル・デ・ホーホ《子のシラミ取りをする母親》
1660‒61年頃、52.5×61 cm、油彩、布、アムステ
ルダム、国立美術館。
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図20 フランス・ファン・ミーリス《真珠の首飾り》
1658年、油彩、板、23×18.3 cm、モンペリエ、
ファーブル美術館。

て
い
る
。
例
え
ば
、
先
述
し
た
デ
・
ホ
ー
ホ
の
《
母
子
の
い
る
室
内
》（
図

８
、
159
頁
掲
載
）
と
同
じ
フ
ァ
ン
・
レ
イ
デ
ン
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
所
蔵

さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ァ
ン
・
ミ
ー
リ
ス
の
《
真
珠
の
首
飾
り
》(

図
20)

に

は
、
デ
カ
ン
が
評
価
し
た
「
洗
練
」、
す
な
わ
ち
精
緻
な
細
部
表
現
、
筆

跡
の
見
え
な
い
滑
ら
か
な
仕
上
が
り
が
際
立
つ
32
。
豪
華
な
模
様
の
あ
る

絨
毯
、
煌
め
く
真
珠
、
銀
色
に
輝
く
サ
テ
ン
の
ス
カ
ー
ト
と
、
あ
ら
ゆ
る

素
材
が
微
細
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
デ
・
ホ
ー
ホ
の

《
子
の
シ
ラ
ミ
取
り
を
す
る
母
親
》
で
は
、
柔
ら
か
な
光
と
陰
影
の
繊
細

な
描
写
に
よ
り
、
物
の
質
感
や
空
間
の
奥
行
き
、
部
屋
を
満
た
す
静
け
さ

が
見
事
に
表
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
デ
カ
ン
は
フ
ァ
ン
・
ミ
ー
リ
ス
作
品

の
よ
う
な
「
洗
練
」
が
見
ら
れ
な
い
と
し
、
デ
・
ホ
ー
ホ
を
フ
ァ
ン
・
ミ
ー

リ
ス
の
追
随
者
と
し
て
低
く
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
デ
カ
ン
の
記
載
か
ら
三
十
二
年
後
、
一
七
九
二
年
に
ジ
ャ
ン
＝

バ
テ
ィ
ス
ト
＝
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ブ
ラ
ン
が
『
フ
ラ
ン
ド
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド

イ
ツ
画
家
の
画
廊
』
に
お
い
て
デ
・
ホ
ー
ホ
を
取
り
上
げ
た
際
に
は
、
そ

の
評
価
は
明
ら
か
に
変
わ
っ
て
い
た
。
ル
ブ
ラ
ン
は
デ
カ
ン
の
言
葉
を
一

部
繰
り
返
す
も
の
の
、
自
ら
の
見
解
を
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。

こ
の
画
家
の
作
品
の
構
図
に
は
新
し
さ
が
あ
り
、
太
陽
の
光
の
効

果
は
驚
く
ほ
ど
素
晴
ら
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
し
ば
し

ば
錯
覚
を
起
こ
さ
せ
る
（
目
を
欺
く
）
も
の
だ
。
我
々
は
長
い
間
、

こ
の
熟
練
の
芸
術
家
の
真
の
価
値
を
知
ら
ず
に
い
た
。
と
い
う
の

も
、
彼
の
作
品
を
高
額
で
売
る
た
め
に
、
彼
の
名
前
を
よ
り
人
気

の
あ
る
芸
術
家
の
名
前
に
置
き
換
え
て
い
た
か
ら
だ
33
。

（
括
弧
内
加
筆
は
執
筆
者
）

デ
・
ホ
ー
ホ
の
名
声
が
広
ま
ら
な
か
っ
た
理
由
を
、
意
図
的
に
操
作
さ
れ

た
作
品
帰
属
に
あ
る
と
す
る
説
明
は
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
最
も
注
目
す

べ
き
は
、
ル
ブ
ラ
ン
が
デ
・
ホ
ー
ホ
を
も
は
や
フ
ァ
ン
・
ミ
ー
リ
ス
ら
の
追

随
者
と
は
見
做
さ
ず
、
彼
の
作
品
の
特
徴
を
具
体
的
に
「
構
図
の
新
し
さ
」

と
「
太
陽
の
光
の
効
果
」
と
し
て
認
識
し
、「
し
ば
し
ば
錯
覚
を
起
こ
さ
せ

る
（
目
を
欺
く
）」
ほ
ど
の
表
現
で
あ
る
と
賞
賛
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
実

は
ル
ブ
ラ
ン
は
、
こ
れ
よ
り
八
年
前
の
一
七
八
四
年
の
コ
ン
テ
・
ド
・
ヴ
ォ
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ー
ド
ル
イ
ユ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
競
売
目
録
に
お
い
て
も
、
既
に
デ
・
ホ

ー
ホ
を
「
太
陽
の
光
と
反
射
の
効
果
を
見
事
に
操
る
」
画
家
と
し
て
称
賛

し
て
い
る
34
。
果
た
し
て
、
こ
の
「
光
の
画
家
」
ピ
ー
テ
ル
・
デ
・
ホ
ー
ホ

と
い
う
賛
辞
は
ル
ブ
ラ
ン
独
自
の
見
解
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
十

八
世
紀
末
の
コ
レ
ク
タ
ー
や
画
商
も
ま
た
デ
・
ホ
ー
ホ
作
品
の
中
に
こ
う

し
た
特
徴
を
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
デ
・
ホ
ー

ホ
の
評
価
に
関
す
る
当
時
の
文
献
資
料
が
乏
し
い
た
め
、
そ
の
評
価
の
変

遷
を
厳
密
に
再
構
成
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
こ
で
は
十
八
世
紀
末
か

ら
十
九
世
紀
初
頭
の
競
売
目
録
に
お
け
る
作
品
記
述
、
中
で
も
複
製
素
描

が
制
作
さ
れ
た
デ
・
ホ
ー
ホ
の
絵
画
の
記
述
を
手
が
か
り
に
、
デ
・
ホ
ー
ホ

に
対
す
る
当
時
の
評
価
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。
競
売
目
録
が
競
売
で
の

潜
在
的
な
購
入
者
に
向
け
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
こ

に
掲
載
さ
れ
た
作
品
記
述
に
は
最
も
魅
力
的
な
特
徴
が
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
て

い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
デ
・
ホ
ー
ホ
の
《
食
料
貯
蔵
室
の
女
と
子
供
》

（
図
1
、
153
頁
掲
載
）
は
、
一
七
九
八
年
の
デ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
競
売
に
お
い

て
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
傑
出
し
た
作
品
に
お
い
て
、
地
下
室
と
奥
の
部
屋
そ
れ
ぞ
れ

か
ら
差
し
込
む
二
つ
の
明
る
い
光
が
、
手
前
の
情
景
の
中
で
一
つ

の
光
と
し
て
溶
け
あ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
画
面
全
体
に
自
然
な
、

途
方
も
な
い
優
雅
さ
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
画
家
の

手
に
よ
る
、
こ
れ
よ
り
も
優
れ
た
作
品
を
見
た
こ
と
が
な
い
と
さ

え
言
え
る
だ
ろ
う
35
。

こ
こ
で
は
、
後
景
に
描
か
れ
た
二
つ
の
部
屋
に
差
し
込
む
太
陽
の
光
が
、

前
景
の
貯
蔵
室
に
お
い
て
融
合
し
て
い
る
様
が
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。
扉
や

窓
な
ど
の
開
口
部
に
よ
り
複
数
の
空
間
が
手
前
か
ら
奥
へ
と
連
結
す
る
構

図
、
戸
外
か
ら
差
し
込
む
光
の
明
暗
は
、
ま
さ
に
デ
・
ホ
ー
ホ
が
一
六
五

〇
年
代
以
降
の
室
内
画
に
お
い
て
、
工
夫
を
凝
ら
し
挑
戦
し
続
け
た
表
現

の
一
つ
で
あ
る
。
サ
ラ
・
ト
ロ
ー
ス
ト
が
複
製
し
た
デ
・
ホ
ー
ホ
の
《
揺
り

籠
の
側
に
座
る
女
性
の
い
る
室
内
》（
図
12
、
161
頁
掲
載
）
に
も
こ
う
し
た

特
徴
が
顕
著
で
あ
り
、
一
七
九
〇
年
の
競
売
の
目
録
で
は
以
下
の
よ
う
に

言
及
さ
れ
て
い
る
。

後
景
に
は
、
部
屋
の
扉
の
側
に
子
供
が
お
り
、
太
陽
の
光
に
照
ら

さ
れ
て
い
る
。
前
景
の
犬
と
さ
ま
ざ
ま
な
モ
テ
ィ
ー
フ
は
調
和
に

満
ち
た
こ
の
絵
の
魅
力
を
引
き
立
て
、
そ
の
効
果
は
錯
覚
を
起
こ

さ
せ
る
36
。

や
は
り
こ
こ
で
も
、
奥
の
部
屋
に
差
し
込
む
光
が
注
目
さ
れ
て
お
り
、
お

そ
ら
く
そ
の
遠
近
感
の
あ
る
構
図
と
光
の
明
暗
が
「
錯
覚
を
起
こ
さ
せ

る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
錯
覚
（illusion

）」

と
い
う
言
葉
は
、
先
述
し
た
一
七
九
二
年
の
ル
ブ
ラ
ン
に
よ
る
デ
・
ホ
ー

ホ
評
の
中
の
「
錯
覚
を
起
こ
さ
せ
る
（
目
を
欺
く
）」
と
い
う
表
現
と
一
致

し
て
い
る
。
こ
の
「
錯
覚
」
が
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
は
、
デ
ル
フ
ォ
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ス
が
複
製
素
描
を
制
作
し
た
デ
・
ホ
ー
ホ
の
《
母
子
の
い
る
室
内
》 （
図
8
、

159
頁
掲
載
）を
表
す
記
載
に
お
い
て
、
よ
り
一
層
明
ら
か
に
な
る
。
前
述
し

た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
で
は
薄
暗
い
部
屋
の
壁
を
照
ら
す
光
が
印
象
的
で

あ
る
が
、
一
八
〇
四
年
の
競
売
目
録
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

窓
か
ら
差
し
込
み
白
い
壁
を
照
ら
す
眩
い
光
が
、
あ
ま
り
に
も
真

に
迫
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
絵
が
展
示
さ
れ
た
際
に
は
、
人
々
は

太
陽
の
光
が
本
当
に
そ
こ
を
照
ら
し
て
い
る
の
だ
と
信
じ
、
模
倣

を
現
実
と
取
り
違
え
、
目
を
欺
か
れ
た
。
こ
う
し
た
誤
解
よ
り
も

こ
の
作
品
に
ふ
さ
わ
し
い
賛
辞
は
な
い
で
あ
ろ
う
37
。

つ
ま
り
、
壁
を
眩
し
く
照
ら
し
出
す
光
が
、
現
実
の
光
と
見
間
違
え
る
ほ

ど
真
に
迫
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
競
売
目
録
を
執
筆
し
た
の
は

パ
リ
有
数
の
画
商
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
＝
ジ
ョ
ゼ
フ
・
パ
イ
エ
ら
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
ル
ブ
ラ
ン
の
デ
・
ホ
ー
ホ
評
に
呼
応
し
な
が
ら
、
錯
覚
を
起
こ

さ
せ
る
ほ
ど
巧
み
に
描
か
れ
た
光
を
、
彼
の
作
品
の
特
徴
と
し
て
強
調
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

実
際
、
こ
の
「
壁
に
落
ち
た
眩
い
光
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
デ
・
ホ
ー

ホ
の
一
六
六
〇
年
代
後
半
の
風
俗
画
作
品
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
そ
の
一

例
に
バ
ウ
ス
が
模
写
し
た
と
し
て
先
述
し
た
デ
・
ホ
ー
ホ
の
《
鴨
の
羽
を

む
し
る
女
の
い
る
室
内
》（
図
14
、
162
頁
掲
載
）
が
挙
げ
ら
れ
る
38
。
こ
の

作
品
が
競
売
に
付
さ
れ
た
一
八
〇
一
年
の
目
録
で
は
、「
窓
の
前
で
は
明

る
い
太
陽
の
光
が
壁
に
落
ち
て
い
る
。
全
て
が
優
雅
で
、
真
に
迫
っ
た
筆

捌
き
で
あ
る
39
」
と
記
載
さ
れ
、
こ
の
眩
い
光
が
こ
こ
で
も
注
目
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
デ
・
ホ
ー
ホ
の
作
品
《
水
差
し
を
持
つ
女
と
ベ
ッ
ド
の
側
の

男
》（
図
21
）
は
、
複
製
は
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
壁
を
照
ら
す
同
種

の
光
が
見
ら
れ
る
作
例
で
あ
る
40
。
こ
の
作
品
も
ま
た
一
七
八
五
年
の
競

売
に
お
い
て
、「
す
べ
て
が
素
晴
ら
し
く
自
然
に
表
さ
れ
、
壁
に
落
ち
た

光
の
反
射
は
巧
み
に
描
か
れ
て
い
る
41
」
と
記
載
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ

う
し
た
白
い
壁
を
照
ら
し
出
す
光
の
表
現
は
、
デ
・
ホ
ー
ホ
作
品
の
特
徴

の
一
つ
と
み
な
さ
れ
、
競
売
目
録
に
お
い
て
は
一
種
の
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン

ト
と
し
て
繰
り
返
し
記
述
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
一
八
〇
八
年
の
パ
リ
の
競
売
に
付
さ
れ
た
《
バ
ケ
ツ

を
持
っ
た
召
使
と
女
》（
図
16
、
163
頁
掲
載
）
の
記
載
を
見
る
な
ら
ば
、
一

図21 ピーテル・デ・ホーホ《水差しを持つ女と
ベッドの傍らの男》1667‒70年頃、油彩、
布、61.6×52.1 cm、ニューヨーク、メト
ロポリタン美術館。
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七
九
二
年
に
ル
ブ
ラ
ン
が
控
え
め
に
称
え
た
デ
・
ホ
ー
ホ
の
特
徴
が
、
十

九
世
紀
初
頭
に
は
画
家
の
最
も
優
れ
た
芸
術
性
と
し
て
高
ら
か
に
称
賛
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

彼
の
作
品
が
あ
ら
ゆ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
誉
高
き
地
位
を

占
め
て
い
る
の
は
、
ひ
と
え
に
、
こ
の
画
家
が
芸
術
性
豊
か
に
描

い
た
太
陽
の
光
の
効
果
ゆ
え
で
あ
る
42
。

つ
ま
り
、
こ
の
競
売
が
開
催
さ
れ
た
一
八
〇
八
年
の
時
点
で
、
デ
・
ホ
ー

ホ
の
名
声
は
彼
が
得
意
と
し
た
「
太
陽
の
光
の
効
果
」
に
起
因
す
る
と
、

明
確
に
称
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
複
製
素
描
が
制
作
さ
れ
た
デ
・
ホ
ー
ホ
の
絵
画
を
中
心

に
競
売
目
録
の
記
載
を
紐
解
く
な
ら
ば
、
ル
ブ
ラ
ン
の
見
解
通
り
、
十
八

世
紀
の
末
に
は
「
光
の
画
家
」
デ
・
ホ
ー
ホ
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
光
の
表
現
に
対

す
る
細
や
か
な
記
述
で
あ
る
。《
食
料
貯
蔵
室
の
女
と
子
供
》
や
《
揺
り
籠

の
側
に
座
る
女
性
の
い
る
室
内
》
で
は
、
複
数
の
部
屋
の
異
な
る
光
の
表

現
が
、
そ
し
て
《
母
子
の
い
る
室
内
》
や
《
鴨
の
羽
を
む
し
る
女
の
い
る

室
内
》
で
は
、
白
い
壁
を
照
ら
す
光
の
表
現
が
讃
え
ら
れ
て
お
り
、
つ
ま

り
デ
・
ホ
ー
ホ
が
用
い
る
多
様
な
光
の
効
果
が
、
そ
れ
ぞ
れ
繊
細
に
区
別

さ
れ
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
競
売
目
録
に
お
け
る
作
品

記
述
は
、
デ
・
ホ
ー
ホ
に
対
す
る
当
時
の
画
商
た
ち
の
評
価
を
映
し
出
す

と
同
時
に
、
作
品
の
特
徴
一
つ
ひ
と
つ
を
明
確
に
言
葉
に
す
る
こ
と
で
、

結
果
と
し
て
、
目
録
を
読
む
人
々
に
そ
れ
ら
を
視
覚
的
に
認
識
さ
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
七
六
〇
年

の
時
点
で
は
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
《
子
の
し
ら
み
と
り
を
す
る
母
親
》
に
描
か

れ
た
見
事
な
光
の
表
現
は
デ
カ
ン
に
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
が
、

そ
の
後
の
わ
ず
か
数
十
年
の
間
に
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
絵
画
は
重
要
な
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
競
売
に
し
ば
し
ば
登
場
し
、
目
録
で
そ
の
特
徴
が
繰
り
返
し

言
語
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
価
値
を
確
実
に
高
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
競
売
目
録
の
言
語
に
慣
れ
親
し
ん
だ
コ
レ
ク
タ
ー
や
画
商
た
ち
は
、

デ
・
ホ
ー
ホ
の
光
を
文
字
で
記
憶
し
、
作
品
を
目
に
す
る
ご
と
に
そ
の
眩

い
光
を
は
っ
き
り
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ

の
認
識
を
可
能
に
さ
せ
た
媒
体
は
、
競
売
目
録
と
い
う
テ
ク
ス
ト
だ
け
で

は
な
か
っ
た
。
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
、
複
製
素
描
も
ま
た
、

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
水
彩
素
描
に
よ
る
光
の
発
見

ピ
ー
テ
ル
・
デ
・
ホ
ー
ホ
の
絵
画
作
品
の
複
製
素
描
に
は
、
す
で
に
見
て

き
た
よ
う
に
水
彩
素
描
が
多
く
存
在
し
、
透
明
感
の
あ
る
色
彩
を
用
い
た

表
現
が
際
立
つ
。
デ
・
ホ
ー
ホ
の
絵
画
特
有
の
「
太
陽
の
光
の
効
果
」
も
ま

た
、
こ
う
し
た
水
彩
表
現
に
お
い
て
見
事
に
「
翻
訳
」
さ
れ
て
い
る
。
デ
・

ホ
ー
ホ
の
絵
画
《
寝
室
》（
図
22
）
と
、
そ
れ
を
も
と
に
画
家
ウ
ィ
ー
ブ
ラ

ン
ト
・
ヘ
ン
ド
リ
ク
ス
が
制
作
し
た
複
製
素
描
《
寝
室
》（
図
23
）
を
比
べ

て
み
よ
う
43
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
で
は
、
薄
暗
い
寝
室
で
寝
台
を
整
え
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る
女
性
、
そ
こ
へ
奥
の
部
屋
か
ら
扉
を
開
け
て
入
っ
て
く
る
子
供
が
描
か

れ
る
。
さ
ら
に
奥
の
部
屋
の
開
い
た
扉
か
ら
は
戸
外
の
明
る
い
光
が
差
し

込
む
。
素
描
で
は
、
透
明
感
の
あ
る
水
彩
絵
具
に
よ
り
画
面
全
体
が
一
段

と
明
る
く
な
る
た
め
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
油
彩
画
に
特
徴
的
な
明
暗
の
コ
ン

ト
ラ
ス
ト
が
和
ら
い
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
光
の
表
現
を
具

に
比
較
し
て
い
く
と
、
ヘ
ン
ド
リ
ク
ス
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
よ
り
も
光
を
強
調

し
て
い
る
部
分
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
戸
口
で
扉
を
開
け
て
立
つ
子
供

が
足
元
の
タ
イ
ル
に
落
と
し
た
影
お
よ
び
木
製
の
扉
に
落
と
し
た
影
（
図

図22 ピーテル・デ・ホーホ《寝室》1659／1660年、油彩、布、51×60 cm、ワシ
ントン、ナショナル・ギャラリー。

図23 ウィーブラント・ヘンドリクス（デ・ホーホに基づく）《寝室》1782‒1800年
頃、紙、水彩、26.7×31.5 cm、ウィーン、アルベルティーナ。
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23
細
部
1
）
は
、
油
彩
画
に
お
け
る
そ
れ
ら
（
図
22
細
部
1
）
よ
り
も
大

き
く
濃
く
描
か
れ
て
お
り
、
結
果
と
し
て
戸
口
か
ら
手
前
の
室
内
に
差
し

込
む
光
の
強
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
ま
た
、
左
上
の
窓
か
ら
の
太
陽
の

光
が
奥
の
壁
を
眩
ゆ
く
照
ら
す
様
を
比
較
し
て
み
る
と
、
油
彩
画
で
は
ハ

イ
ラ
イ
ト
の
絵
の
具
の
粒
が
細
か
く
縦
に
並
ん
で
い
る
（
図
22
細
部
2
）

の
に
対
し
、
素
描
で
は
、
光
で
照
ら
さ
れ
た
部
分
が
よ
り
幅
広
く
描
か

れ
、
明
る
い
下
地
の
上
に
透
明
感
の
あ
る
灰
色
や
黄
土
色
の
細
か
い
筆
致

が
重
な
り
合
い
滲
み
合
う
こ
と
で
、
光
の
眩
さ
を
瑞
々
し
く
表
現
し
て
い

る
（
図
23
細
部
2
）。
ヘ
ン
ド
リ
ク
ス
は
、
油
彩

に
よ
る
濃
淡
を
そ
の
ま
ま
模
倣
せ
ず
、
水
彩
特

有
の
技
法
に
よ
っ
て
光
を
最
大
限
に
表
現
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
壁
を

照
ら
し
出
す
眩
い
光
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
競

売
目
録
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
た
デ
・
ホ
ー
ホ
称

賛
の
ト
ポ
ス
で
あ
り
、
水
彩
素
描
で
も
そ
の
表

現
に
細
心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

デ
ル
フ
ォ
ス
に
よ
る
素
描
《
母
子
の
い
る
室
内
》

（
図
9
、
159
頁
掲
載
）
で
は
、
窓
に
落
ち
た
格

子
の
影
の
輪
郭
線
が
チ
ョ
ー
ク
で
細
く
描
か
れ
、

そ
の
線
に
沿
っ
て
薄
い
灰
色
の
絵
の
具
を
微
か

に
滲
ま
せ
る
こ
と
で
、
油
彩
に
描
か
れ
た
光
の

眩
さ
を
表
し
て
い
る
（
図
9
細
部
）。

バ
ウ
ス
の
描
い
た
《
鴨
の
羽
を
む
し
る
女
の

室
内
》（
図
15
、
162
頁
掲
載
）
も
ま
た
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
よ
り
も
明
暗
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
弱
く
な

る
一
方
、
水
彩
素
描
に
よ
る
瑞
々
し
い
光
と
色

の
表
現
が
際
立
つ
。
女
性
の
朱
色
の
ス
カ
ー
ト
、

図22細部1（オリジナル、油彩）

図22細部2（オリジナル、油彩）

図23細部1（複製、水彩）

図23細部2（複製、水彩）
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白
い
エ
プ
ロ
ン
や
頭
巾
な
ど
の
衣
紋
に
は
、
透
明
感
の
あ
る
複
数
の
色
を

重
ね
る
軽
や
か
な
筆
致
が
、
ま
た
左
の
窓
枠
か
ら
僅
か
に
覗
く
青
空
と

木
々
の
緑
に
は
、
水
彩
の
滲
み
を
用
い
た
描
写
が
見
ら
れ
る（
図
15
細
部
）。

白
い
壁
を
照
ら
す
光
は
、
他
の
作
品
同
様
、
白
と
黄
色
と
灰
色
を
薄
く
塗

り
重
ね
滲
ま
せ
る
こ
と
で
表
さ
れ
、
僅
か
な
光
の
反
射
は
水
を
滴
ら
せ
た

か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
（
図
15
細
部
）。

こ
う
し
て
デ
・
ホ
ー
ホ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
と
そ
れ
に
基
づ
く
複
製

素
描
と
の
比
較
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
素
描
で
は
明
暗
の
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
が
減
じ
ら
れ
る
一
方
、
透
明
感
の
あ
る
水
彩
の
技
法
と
軽
や
か
な

筆
致
が
明
る
い
光
を
強
調
し
、
デ
・
ホ
ー
ホ
作
品
に
特
有
の
光
の
表
現
の

魅
力
を
、
と
も
す
る
と
油
彩
画
よ
り
も
際
立
た
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

こ
と
で
あ
る
。
水
彩
素
描
に
模
写
さ
れ
た
デ
・
ホ
ー
ホ
の
作
品
は
油
彩
よ

り
も
明
る
く
柔
ら
か
い
光
に
満
ち
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
異
な
る
メ
デ

ィ
ア
に
よ
る
「
翻
訳
」
の
産
物
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
油
彩
画
本
来
の
特

徴
が
改
変
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
が
、
し
か
し
当
時
、
デ
・
ホ
ー
ホ

が
「
光
の
画
家
」
と
し
て
の
評
価
を
高
め
て
い
く
時
期
に
あ
っ
た
こ
と
を

鑑
み
る
と
、
こ
う
し
た
水
彩
画
に
お
け
る
明
る
い
光
の
表
現
の
中
に
こ

そ
、
人
々
は
デ
・
ホ
ー
ホ
の
光
を
再
発
見
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
デ
・
ホ
ー
ホ

の
油
彩
画
は
、
水
彩
絵
具
に
よ
り
時
に

過
度
な
明
る
さ
と
透
明
感
を
持
っ
て
複

製
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
光
の
表
現
を

強
く
印
象
付
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
水
彩
の
複
製
素
描
の
多
く

が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
油
彩
画
と
並
べ
ら

れ
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
代
替
と
し
て

鑑
賞
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
な
ら
ば
、

水
彩
素
描
の
光
の
表
現
こ
そ
が
、
油
彩

画
に
お
け
る
表
現
を
理
解
す
る
た
め
の

唯
一
の
視
覚
的
な
手
が
か
り
だ
っ
た
の

図9細部（複製、水彩）

図15細部（複製、水彩）
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で
あ
る
。
水
彩
の
複
製
素
描
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
競
売
目
録
に
お
け
る
称
賛

の
テ
ク
ス
ト
と
と
も
に
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
絵
画
の
特
徴
に
対
す
る
新
た
な

視
覚
的
認
識
を
形
作
っ
て
い
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。　

お
わ
り
に

で
は
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
絵
画
作
品
を
写
し
た
水
彩
素
描
に
見
ら
れ
る
明

る
さ
や
透
明
感
は
、
水
彩
と
い
う
媒
体
ゆ
え
に
顕
在
化
し
た
特
徴
と
言
え

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
こ
に
は
デ
・
ホ
ー
ホ
作
品
に
対
す
る
複

製
制
作
者
の
解
釈
や
評
価
が
現
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
十

分
な
答
え
を
出
す
た
め
に
は
新
た
な
研
究
が
必
要
と
な
る
が
、
十
九
世
紀

初
頭
の
オ
ラ
ン
ダ
画
家
ア
ー
ブ
ラ
ハ
ム
・
フ
ァ
ン
・
ス
ト
レ
イ
（Abraham

 
van Strij, 1753–1826

）
の
絵
画
作
品
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
答
え
の
方

向
性
が
見
え
て
く
る
。

ア
ー
ブ
ラ
ハ
ム
・
フ
ァ
ン
・
ス
ト
レ
イ
は
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗

画
、
な
か
で
も
デ
・
ホ
ー
ホ
の
作
品
の
題
材
と
構
図
を
好
ん
で
借
用
し
た

こ
と
で
知
ら
れ
る
。《
主
婦
》（
図
24
）
は
そ
の
一
例
で
あ
る
44
。
薄
暗
い

室
内
に
、
女
性
と
揺
り
籠
の
中
の
子
供
が
描
か
れ
る
が
、
何
よ
り
も
魅
力

的
な
の
は
そ
の
光
と
陰
影
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
白
い
壁
を
照
ら
す
眩
い
光

と
窓
格
子
の
影
、
女
性
を
包
む
柔
ら
か
な
光
、
家
具
が
床
に
落
と
す
淡
い

影
な
ど
が
非
常
に
繊
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
画
家
の
作
品
《
窓

辺
で
本
を
読
む
女
》（
図
25
）
に
お
い
て
も
、
大
き
く
開
い
た
窓
と
扉
か
ら

日
の
光
が
燦
々
と
室
内
に
差
し
込
む
様
が
、
極
め
て
印
象
的
に
表
さ
れ
て

い
る
45
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
ら
二
点
の
フ
ァ
ン
・
ス
ト
レ
イ
作
品
に

は
、
白
壁
を
照
ら
す
光
と
そ
の
窓
格
子
の
影
、
奥
行
き
の
あ
る
複
数
の
室

内
空
間
な
ど
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
絵
画
言
語
が
は
っ
き
り
と
見
出
さ
れ
る
一

方
で
、
デ
・
ホ
ー
ホ
の
室
内
画
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
画
面
全
体
を
満
た
す

光
が
一
段
と
明
る
い
の
で
あ
る
。
こ
の
明
る
さ
へ
の
志
向
は
、
奇
し
く
も
、

水
彩
の
複
製
素
描
に
際
立
つ
光
の
明
る
さ
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
見
え
る
。

冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
は
、
愛
国

派
運
動
の
影
響
を
背
景
に
、
十
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
が
栄
光
の
時
代

図24 アーブラハム・ファン・ストレイ《主婦》1816年、油
彩、板、56.5×49 cm、アムステルダム、国立美術館。
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の
遺
産
、
素
朴
で
誠
実
な
市
民
の
表
象
と
し
て
、
理
想
化
さ
れ
て
い
く
時

代
で
あ
っ
た
。
画
家
た
ち
は
十
七
世
紀
絵
画
か
ら
題
材
を
借
用
し
つ
つ
も
、

そ
れ
を
よ
り
一
層
明
る
い
光
の
な
か
に
、
理
想
的
な
祖
国
の
日
常
と
し
て

描
き
出
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
フ
ァ
ン
・
ミ
ー
リ
ス
ら
精
緻

画
派
に
代
わ
り
十
九
世
紀
に
評
価
を
高
め
た
の
は
、
幅
の
あ
る
筆
致
や
豊

潤
な
色
彩
が
特
徴
的
な
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
や
フ
ラ
ン
ス
・
ハ
ル
ス
、
そ
し
て

繊
細
な
光
の
表
現
と
穏
や
か
な
色
彩
が
際
立
つ
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
や
ピ
ー
テ

ル
・
デ
・
ホ
ー
ホ
ら
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、
絵
画
制
作
と
美
術
趣
味
の
転
換

期
に
あ
っ
た
十
八
世
紀
末
に
お
い
て
、
明
る
い
光
が
水
彩
の
複
製
素
描
と

絵
画
作
品
に
同
様
に
現
れ
た
こ
と
は
、
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
デ
・
ホ

ー
ホ
作
品
を
写
し
た
水
彩
素
描
の
画
面
に
溢
れ
る
明
る
い
光
は
、
異
な
る

メ
デ
ィ
ア
へ
の
「
翻
訳
」
の
産
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン

ダ
美
術
が
市
民
社
会
の
理
想
像
と
し
て
称
揚
さ
れ
て
い
く
、
新
た
な
潮
流

の
一
端
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
付
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本
研
究
に
はJSPS

科
研
費 JP17K

02317, JP19H
00519, 

JP23K
00180

の
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成
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受
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た
。
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〜
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握
ら
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お
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彩
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度
の
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た
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、
褪
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彩
画
の
ニ
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の
状
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を
さ
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に
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す
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要
が
あ
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。
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ダ
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競
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落
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落
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揺
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〇
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ア
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史
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ア
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ボ
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作
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aum
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arin, op. cit. (n. 23), nr. 102: “[…
]dans le fond est un 

enfant à la porte d’une cham
bre, éclairée par le Soleil; un chien sur 

le devant &
 diverses accessoires ornent ce tableau harm

onieux, dont 
l’effet fait illusion.”

37 
Sale D
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ooch, op. cit. (n.  3), cat. nr. 46, cat. nrs. 43, 61, 

72, 74, 81, and 120.

39 
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