
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
と
は
、
今
述
べ
た
よ
う
な
主
に
19
世
紀
を
中
心
と
す
る
最
新
モ
ー
ド
を
表
現
し
た

版
画
で
あ
る
が
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
る
と
、
服
飾
の
デ
ザ
イ
ン
を
伝
え
る
メ
デ
ィ
ア
の
誕
生
は
、お
よ
そ
16
世

紀
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
16
世
紀
と
い
え
ば
、
西
洋
に
お
い
て
は
、ス
ペ
イ
ン
が
覇
権
を
掌
握
し
、
そ
の

こ
と
に
よ
って
ス
ペ
イ
ン・モ
ー
ド
が
ヨ
ー
ロッ
パ
を
席
巻
し
て
い
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

ス
ペ
イ
ン
艦
隊
な
ど
に
よ
る
海
洋
進
出
、
さ
ら
に
多
く
の
冒
険
家
た
ち
に
よ
る
地
理
上
の
発
見
な
ど
が
相
次

ぎ
、
同
時
に
西
洋
の
人
び
と
に
と
っ
て
未
知
の
世
界
に
住
ま
う
人
び
と
の
衣
生
活
も「
発
見
」さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
異
国
の
地
の
人
び
と
の
服
飾
文
化
を
版
画
に
し
て
記
録
す
る
と
い
う
こ
と
が
行

❶
︙
︙
︙
︙
フ
ァッ
シ
ョ
ン・プ
レ
ー
ト
の
源
流
│
16
世
紀
か
ら
17
世
紀

フ
ァッ
シ
ョン
写
真
が
登
場
す
る
以
前
に
は
、い
わ
ゆ
る
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
が
全
盛
の
時
代
が
あ
っ
た
。

フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
と
は
、
19
世
紀
を
中
心
に
、
最
新
フ
ァッ
シ
ョン
を
彩
色
版
画
に
す
る
こ
と
に
よ
って
、カ

ラ
フ
ル
な
視
覚
情
報
と
し
て
流
布
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
そ
れ
ら
は
、
現
代
か
ら
比
較
す
る
と

か
な
り
頻
繁
に
発
行
さ
れ
て
い
た
モ
ー
ド
雑
誌
に
、
毎
号
2
枚
程
度
挟
ま
れ
て
、
人
々
の
目
に
触
れ
る
も
の
と

な
って
い
た
。
現
在
で
は
、
本
体
の
モ
ー
ド
雑
誌
か
ら
離
れ
て
、
単
体
で
、パ
リ
の
古
本
屋
な
ど
で
は
売
ら
れ
る

こ
と
も
あ
る
し
、
出
版
当
時
に
お
い
て
も
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
だ
け
を
集
め
て
合
本
に
し
て
売
ら
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

れ
る
三
次
元
の
作
品
を
一
面
的
に
し
か
見
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。フ
ァッ
シ
ョン
は
あ
く

ま
で
人
間
が
身
に
つ
け
て
、そ
れ
を
纏
う
人
が
動
く
こ
と
に
よって
生
ま
れ
る
美
し
さ
や
、そ
の
軽
や
か
さ
や
柔

ら
か
さ
な
ど
も
含
め
た
う
え
で
、成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
は
ず
な
の
に
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
古い

に
し
え

の
フ
ァッ
シ
ョン・

メ
デ
ィ
ア
も
ま
た
、紙
媒
体
に
よ
る
二
次
元
的
な
伝
達
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。い
ず
れ
に
し

て
も
、す
べ
て
が
デ
ジ
タ
ル
に
な
り
う
る
の
か
、そ
れ
と
も
、ア
ナ
ロ
グ
も
残
って
い
く
の
か
、今
は
そ
の
分
岐
点
で

あ
る
の
だ
ろ
う
。こ
の
よ
う
に
、フ
ァッ
シ
ョン・メ
デ
ィ
ア
の
岐
路
を
迎
え
て
い
る
現
代
だ
と
思
う
が
、そ
も
そ
も

フ
ァッ
シ
ョン
に
か
か
わ
る
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
は
、ど
の
よ
う
な
歴
史
を
経
て
発
展
し
て
き
た
の
か
。
そ
の
歴
史
を

覗
い
て
み
る
と
、も
し
か
す
る
と
、岐
路
に
立
つ
現
代
に
お
い
て
、な
ん
ら
か
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
ア
イ
デ

ア
が
潜
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
論
で
は
、フ
ァッ
シ
ョン
写
真
以
前
の
時
代
の
、フ
ァッ
シ
ョン・メ
デ
ィ
ア
が
い

か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、主
に
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
を
中
心
に
し
て
、そ
の
特
色
に
つい
て
明
ら
か
に
し
、現

代
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
ユニ
ー
ク
な
戦
略
な
ど
も
繙
い
て
み
た
い
と
思
う
。た
だ
し
、こ
こ
で
取
り
上
げ
る
種
々

の
過
去
の
モ
ー
ド
雑
誌
は
全
体
か
ら
す
れ
ば
一
部
に
す
ぎ
ず
、主
に
筆
者
が
専
門
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
か
ら

選
択
し
て
お
り
、す
べ
て
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

⓿
︙
︙
︙
︙
は
じ
め
に

高
度
に
情
報
化
し
た
現
代
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
は
も
ち
ろ
ん
、ユ
ー
チ
ュー
ブ
、イ
ン
ス
タ
グ
ラ

ム
な
ど
豊
富
な
S
N
S（
ソ
ー
シ
ャ
ル・ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク・サ
ー
ヴ
ィ
ス
）に
よ
って
、
世
界
の
ど
こ
に
い
て
も
、
最
新
の
フ
ァッ

シ
ョン
情
報
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
って
い
る
。
世
界
4
大
コ
レ
ク
シ
ョン
の
ひ
と
つ
で
あ
る
パ
リ・コ
レ
ク
シ
ョン
で

さ
え
、瞬
時
に
ユ
ー
チ
ュー
ブ
に
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
で
、情
報
源
で
あ
る
コ
レ
ク
シ
ョン
そ
の
も
の
に
、日
本
に
い
な
が

ら
に
し
て
誰
も
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
な
時
代
に
な
っ
た
。
そ
し
て
コロ
ナ
禍
の
現
在
に
お
い
て
は
、限
ら
れ
た

観
客
を
入
れ
る
コ
レ
ク
シ
ョン
そ
の
も
の
と
並
行
し
て
、ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
や
S
N
S
な
ど
で
の
ラ
イ
ブ
発
信
を
お
こ

な
う
の
が
当
た
り
前
に
な
り
つつ
あ
る
状
況
も
起
き
て
い
る
。フ
ァッ
シ
ョン・エ
デ
ィ
タ
ー
に
よ
って
編
集
さ
れ
た

紙
媒
体
の
フ
ァッ
シ
ョン
誌
は
、ま
る
で
フ
ァッ
シ
ョン・メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
二
次
的
な
情
報
に
な
って
し
ま
っ
た
か
の

よ
う
で
も
あ
る
。
と
は
い
え
、生
の
素
材
を
編
集
者
が
切
り
取
って
く
る
そ
の
視
点
や
、見
せ
方
自
体
に
、そ
れ

ぞ
れ
の
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
の
個
性
や
面
白
さ
は
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
り
、そ
の
こ
と
か
ら
素
の
情
報
を
見
る
だ
け
で

は
わ
か
ら
な
い
こ
と
や
伝
わ
ら
な
い
こ
と
も
、理
解
で
き
た
り
、疑
似
体
験
で
き
た
り
も
す
る
か
ら
、や
は
り
紙

媒
体
の
雑
誌
の
面
白
さ
に
、今
な
お
魅
了
さ
れ
こ
だ
わ
り
続
け
る
人
も
い
な
く
なって
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
の
よ
う
な
二
次
元
に
落
と
し
込
ま
れ「
映ば

え
る
」情
報
は
、あ
る
意
味
コ
レ
ク
シ
ョン
で
発
表
さ

写
真
以
前
の
フ
ァッ
シ
ョン・メ
ディ
ア
│
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
、広
告
、ア
ー
ト

内
村
理
奈
│
日
本
女
子
大
学
家
政
学
部
被
服
学
科
教
授

れ
、た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
、ア
ン
リ（H

enri Bonnart, 1642−1711

）、ニコ
ラ（N

icolas Bonnart, 1646−1718

）、

ロ
ベ
ー
ル（R

obert Bonnart, 1652−1729

）3
人
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
ボ
ナ
ー
ル
兄
弟
や
、
A・ト
ル
ー
ヴ
ァ
ン（Antoine 

J.V. Trouvain, 1658−1708

）、サ
ン・ジ
ャ
ン（Jean  D

ieu de Saint-Jean, 1655?−1695

）、ニコ
ラ・ア
ル
ヌ
ー
ル（N

icolas 

A
rnoult, 16..?−17..?

）な
ど
が
い
る
。
し
か
し
ま
だ
、
最
新
モ
ー
ド
を
伝
達
し
、こ
の
媒
体
自
体
が
フ
ァッ
シ
ョン

を
熱
狂
的
に
牽
引
し
て
い
く
と
い
う
ほ
ど
の
力
は
も
って
は
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
と
は
い
え
、
上
記
の
当

時
一
流
の
版
画
家
た
ち
が
描
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
服
飾
版
画
の
場
合
に
は
、
太
陽
王
ル
イ
14
世
の
君
臨
す
る
ヴ
ェル

サ
イ
ユ
宮
殿
の
宮
廷
衣
裳
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
を
、
諸
外
国
に
伝
達
す
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
って
フ
ラ
ン
ス
の
威
信
を
示
す
こ
と
に
は
大
き
く
貢
献
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
16
世
紀
か
ら
17
世
紀
の
服
飾
版
画
は
、
あ
る
民
族
や
国
民
の
風
俗
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ

た
り
、
身
分
階
級
に
よ
っ
て
の
服
飾
の
差
異
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
と
い
う

よ
り
は
、コ
ス
チ
ュ
ー
ム・プ
レ
ー
ト
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。costum

e

と
い
う
語
は
、フ
ラ
ン
ス
語
の

coutum
e

が
そ
の
語
源
で
あ
り
、こ
の
語
は
、「
習
慣
」や「
慣
習
」「
風
習
」な
ど
を
表
す
語
で
あ
る
か
ら
、
そ

も
そ
も
、
民
族
や
国
民
や
社
会
的
身
分
に
固
有
の
服
飾
を
指
し
示
す
言
葉
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、

こ
の
よ
う
な
コ
ス
チ
ュ
ー
ム・プ
レ
ー
ト
を
み
れ
ば
、こ
の
時
代
に
生
き
た
人
々
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的
属
性
に

合
わ
せ
た
服
装
の
、
典
型
的
な
姿
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。つ
ま
り
、こ
の
よ
う
な
異
国
の
人
び
と
の
服
飾
文
化
に
対
し
て
抗
い
が
た
い
好
奇
心

が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
興
味
関
心
か
ら
描
き
留
め
た
の
が
、い
わ
ゆ
る
フ
ァッ
シ
ョ
ン・プ
レ
ー

ト
の
ル
ー
ツ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、か
な
り
多
く
の
服
飾
版
画
集
が
作
ら
れ
た
が
、よ

く
知
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、ヴ
ェ
ネ
チ
ア
絵
画
の
巨
匠
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ（Tiziano Vecellio, 1488/1490−1576

）

の
遠
縁
に
あ
た
る
チ
ェ
ー
ザ
レ・ヴ
ェ
チ
ェッ
リ
オ（C

esare Veccellio, 1521−1601

）の『
世
界
各
地
の
古
代
お
よ
び
現

代
の
服
装
に
つい
て
』（D

e gli habiti antichi, et m
oderni di diverse parti del m

ondo, Venetia, 1590

）が
あ
る（
註
1
）。

版
に
よ
って
枚
数
が
異
な
る
が
、
全
部
で
5
0
0
枚
ほ
ど
の
版
画
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、
諸
外
国
の
み
な
ら
ず
、

イ
タ
リ
ア
国
内
の
地
域
ご
と
の
服
飾
、
ま
た
は
、
身
分
に
よ
っ
て
異
な
る
服
飾
な
ど
も
、
解
説
付
き
で
描
か
れ

て
い
る
。
同
様
の
服
飾
版
画
集
は
ほ
か
に
も
多
く
存
在
し
て
い
る
が
、こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、こ
れ
ら
の
版

画
は
、
最
新
モ
ー
ド
を
伝
達
す
る
手
段
と
い
う
よ
り
は
、
様
々
な
装
い
を
し
て
い
る
人
び
と
を
で
き
る
だ
け
多

く
取
材
し
て
、で
き
る
だ
け
世
界
中
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
服
装
の
標
本
を
集
成
し
て
い
る
よ
う
な
趣
と

な
って
い
た
。

そ
れ
が
さ
ら
に
17
世
紀
に
な
る
と
、各
国
の
衣
裳
を
集
め
る
だ
け
で
な
く
、自
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
の
人

び
と
の
姿
、
春
夏
秋
冬
に
よ
って
異
な
る
姿
、
あ
る
い
は
、
当
該
国
の
王
侯
貴
族
の
人
び
と
の
ブ
ロマ
イ
ド
的
な

服
飾
版
画
と
いっ
た
も
の
が
増
加
し
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
版
画
を
専
門
的
に
描
く
版
画
家
た
ち
も
多
く
現図1：ボナール兄弟〈フランス王ルイ14世〉1694年　文化学園図書館所蔵

図2：『Galerie des Modes et Costumes Français』〈フランス王妃マリー・アントワネット〉
1778年　文化学園図書館所蔵蔵
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❷
︙
︙
︙
︙
宮
廷
か
ら
発
信
さ
れ
る
モ
ー
ド
│
17
世
紀
か
ら
18
世
紀

上
記
の
通
り
、フ
ラ
ン
ス
で
は
17
世
紀
か
ら
す
で
に
、ヴ
ェル
サ
イ
ユ
の
華
麗
な
宮
廷
文
化
を
発
信
す
る
手

段
と
し
て
、
版
画
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ボ
ナ
ー
ル
兄
弟
ら
の
版
画
に
は
、モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
当
時
の
王
族

や
宮
廷
貴
族
た
ち
の
固
有
名
詞
が
わ
か
る
服
飾
版
画
が
多
数
見
受
け
ら
れ
る
。
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、一
種
の

ブ
ロマ
イ
ド
的
な
服
飾
版
画
で
あ
る（
図
1
）。
同
時
期
に
は
、
作
家
ド
ノ
ー・ド・ヴ
ィ
ゼ（Jean D

onneau de V
isé, 

1638−1710

）に
よ
る『
メ
ル
キ
ュ
ー
ル・ギ
ャ
ラ
ン
』Mercure galant 

（1672−1714

）の
よ
う
な
宮
廷
総
合
情
報
誌

も
定
期
刊
行
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
も
、
全
体
か
ら
す
る
と
わ
ず
か
な
が
ら
も
、モ
ー
ド
に
関
す
る
記
事
が

掲
載
さ
れ
て
い
た
。
多
く
の
場
合
、
文
字
情
報
だ
け
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、フ
ラ
ン
ス
宮
廷
に
お
け
る
モ
ー
ド
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
衣
服
の
種
類
か
ら
素
材
や
色
に
至
る
ま
で
か
な
り
詳
細
に
伝
え
て
い
た
。
そ

れ
ゆ
え
、『
メ
ル
キ
ュ
ー
ル・ギ
ャ
ラ
ン
』を
モ
ー
ド
誌
の
最
初
の
も
の
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
全

体
の
3
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
し
か
、モ
ー
ド
関
連
記
事
は
な
か
っ
た
ら
し
い（
註
2
）。
そ
の
ほ
か
の
部
分
は
政
治
や

外
交
上
の
ニュ
ー
ス
で
あ
っ
た
り
、
宮
廷
で
話
題
に
な
っ
て
い
る
文
化
や
芸
術（
詩
や
芝
居
や
音
楽
）や
娯
楽
な
ど
の

事
柄
や
、
宮
廷
内
に
お
け
る
重
要
な
婚
姻
や
訃
報
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
ま
さ
し
く
情
報
誌
と
い
う
の

が
ふ
さ
わ
し
い
内
容
に
な
って
い
た
。
し
か
し
、い
ず
れ
に
し
て
も
、こ
の
時
代
の
モ
ー
ド
が
、
宮
廷
か
ら
発
信
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
り
、ヴ
ェル
サ
イ
ユ
の
宮
廷
社
会
は
、そ
の
こ
と
を『
メ
ル
キ
ュー
ル・ギ
ャ
ラ
ン
』

に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
って
、
意
識
的
に
広
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
も
確
か
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、フ
ラ
ン
ス
語
で
フ
ァッ
シ
ョン
を
意
味
す
る
モ
ー
ド（m

ode

）と
い
う
言
葉
の
意
味
を
繙
く
と
、
17

世
紀
に
お
い
て
、こ
の
語
が
宮
廷
社
会
と
緊
密
に
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
た
と
え
ば
、
1
6
9
0
年

に
出
版
さ
れ
た
フ
ュル
チ
エ
ー
ル
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
辞
書
で
、モ
ー
ド
の
定
義
を
み
て
み
よ
う
。
当
時
の
モ
ー
ド

と
は
第
一
に
、
特
に
宮
廷
に
お
け
る
慣
習
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

モ
ー
ド（
女
性
名
詞
）。
慣
習
、
生
き
方
、
物
事
の
や
り
方
。
モ
ー
ド
と
は
、
時
と
場
所
に
応
じ
て

変
化
す
る
全
て
の
も
の
。
モ
ー
ド
と
は
、
特
に
宮
廷
の
慣
習
に
し
た
が
っ
た
衣
服
の
身
に
つ
け
方

の
こ
と
を
言
う
。（
註
3
）

つ
ま
り
、
17
世
紀
に
お
け
る
モ
ー
ド
と
は
、「
宮
廷
の
慣
習
、し
き
た
り
」で
あ
り
、
そ
れ
に
即
し
た「
衣
服

の
身
に
つ
け
方
」を
意
味
し
て
い
た
。「
生
き
方
」と
さ
え
記
さ
れ
て
お
り
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
宮
廷
に
お

け
る「
処
世
術
」と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
17
世
紀
の
モ
ー
ド
と
は
、「
流
行
」と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、

当
時
の
宮
廷
文
化
に
適
合
し
た
生
き
方
で
あ
り
、
宮
廷
で
求
め
ら
れ
て
い
た
作
法
に
か
な
う
衣
服
の
身
に
つ

け
方
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た（
註
4
）。

17
世
紀
の
モ
ー
ド
を
牽
引
し
た
宮
廷
貴
族
の
な
か
で
、特
に
洒
落
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
は
、オ
ネ
ッ
ト

ム
と
呼
ば
れ
る
紳
士
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
の
い
わ
ゆ
る「
紳
士
道
」を
繙
い
た
当
時
の
著
名
な
礼
儀
作
法
書
に
、

ニコ
ラ・フ
ァ
レ（N

icolas Faret, 1596?−1646

）の『
オ
ネ
ッ
ト
ム
、す
な
わ
ち
宮
廷
で
気
に
入
ら
れ
る
法
』（
1
6
3
0

年
）と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、「
常
軌
を
逸
し
た
モ
ー
ド
の
創
造
者
に
対
し
て
」と
い
う
節
に
お
い

て
、紳
士
た
る
も
の
モ
ー
ド
に
関
心
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、大
変
興
味
深
い
。

何
に
も
ま
し
て
、モ
ー
ド
に
関
心
を
持
つべ
き
で
あ
る
。
私
は
宮
廷
の
若
者
の
中
に
見
ら
れ
る
軽

率
さ
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
ら
は
放
蕩
者
に
な
る
た
め
に
、
大
き
な
ブ
ー
ツ
に
体
の
半

分
を
沈
め
て
み
た
り
、わ
き
の
下
か
ら
か
か
と
ま
で
オ・ド・シ
ョ
ー
ス
の
中
に
潜
り
込
ま
せ
て
み

た
り
、
顔
全
体
を
イ
タ
リ
ア
の
パ
ラ
ソ
ル
と
同
じ
く
ら
い
大
き
な
帽
子
の
中
に
埋
め
て
み
た
り
し

て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
大
貴
族
や
紳
士
た
ち
の
間
で
充
分
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

り
、
権
威
を
与
え
ら
れ
て
、ほ
か
の
全
て
の
人
に
と
って
ま
る
で
法
律
の
よ
う
な
役
目
を
は
た
す

モ
ー
ド
の
こ
と
を
、
私
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
で
あ
れ
、
と
り
わ
け
衣
服
の
よ
う
に
ど
う

で
も
い
い
も
の
に
つい
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
慣
習
を
、や
っ
き
に
な
って
反
対
し
よ
う
と
す
る

者
は
気
ま
ぐ
れ
者
だ
と
思
う
。
紳オ

ネ
ッ
ト
ム士
で
あ
る
な
ら
ば
、こ
の
よ
う
な
気
ま
ぐ
れ
に
陥
ら
な
い
よ

う
に
。
自
分
が
成
功
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
って
、
新
し
い
流
儀
を
発
明
す
る
変
わ
り
者
に

な
ろ
う
な
ど
と
思
わ
な
い
よ
う
に（
註
5
）。

フ
ァ
レ
が
述
べ
て
い
る
モ
ー
ド
と
は
、
宮
廷
の
重
要
人
物
で
あ
る
大
貴
族
や
、
紳
士
と
し
て
敬
意
を
集
め
て
い

る
人
び
と
の
間
で
す
で
に
認
め
ら
れ
、
権
威
付
け
ら
れ
て
い
る
慣
習
と
し
て
の
モ
ー
ド
の
こ
と
で
あ
る
。「
法
律

の
よ
う
な
役
目
を
は
た
す
」と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、こ
こ
で
言
う
モ
ー
ド
は
、
ま
さ
し
く
宮
廷
内
に

お
い
て
従
う
べ
き
規
範
で
あ
っ
た
。いっ
ぽ
う
で
、
気
ま
ぐ
れ
を
起
こ
し
て
、
新
た
な
モ
ー
ド
を
生
み
出
す
の
は
、

軽
率
な
態
度
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
17
世
紀
と
い
う
ヴ
ェル
サ
イ
ユ
の
宮
廷
文
化
が
花
開
い
た
時
代
の
モ
ー

ド
と
は
、
宮
廷
規
範
そ
の
も
の
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
の
事
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
、こ
の
時
代
の
モ
ー
ド
は
宮
廷
か
ら
発
信
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
モ
ー
ド
が
宮
廷
か
ら
発
信
さ
れ
る
と
い
う
一
種
の
フ
ァッ
シ
ョ
ン・シ
ス
テ
ム
は
、
18
世
紀
を
迎

え
て
も
、
本
質
的
に
は
変
化
は
な
か
っ
た
し
、
む
し
ろ
強
化
さ
れ
て
いっ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と

は
、エ
ス
ノ
ー
と
ラ
ピ
イ
と
い
う
版
画
屋
が
出
版
し
た『
ギ
ャ
ル
リ
ー・デ・モ
ー
ド・エ・コ
ス
チ
ュ
ー
ム・フ
ラ
ン
セ
』

G
alerie des m

odes et costum
es français 

と
い
う
、
雑
誌
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
集

と
呼
ん
だ
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
モ
ー
ド
冊
子
を
み
れ
ば
、よ
く
わ
か
る
。
不
定
期
に
刊
行
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
が
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
を
だ
い
た
い
6
枚
ず
つ
を
含
む
、
3
葉
の
紙
で
1
冊
の
冊
子
に
し
て

い
る
刊
行
物
で
あ
っ
た
。
宮
廷
に
お
け
る
モ
ー
ド（
流
行
）を
広
く
伝
え
る
と
い
う
ミ
ッ
シ
ョン
を
担
って
い
た
こ
と

が
よ
く
わ
か
る
の
は
、
1
7
7
8
年
の
創
刊
号
で
あ
る
。
創
刊
号
で
は
、
当
時
の
フ
ァッ
シ
ョン・リ
ー
ダ
ー
で
も

あ
っ
た
、
王
妃
マ
リ
ー・ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
姿
と
ル
イ
16
世
の
姿
が
、
美
し
い
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
と
し
て
描

か
れ
て
い
た（
図
2
）。
図
版
を
手
掛
け
た
の
は
、デ
レ（C

laude Louis D
esrais, 1746−1816

）、ル
ク
レ
ー
ル（Pierre 

Th
om

as Leclère, 1740?−?

）、ヴ
ァ
ト
ー（François Louis Joseph W

atteau, 1731−1798

）、サ
ン・ト
ー
バ
ン（Augustin 

de Saint-Aubin, 1736−1807

）な
ど
の
画
家
や
版
画
家
た
ち
で
あ
る
。
王
室
公
認
の
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
集
で

あ
り
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
図
版
の
数
々
は
、フ
ラ
ン
ス
国
王
夫
妻
の
お
墨
付
き
を
得
て
い
る
モ
ー
ド
と
い

う
こ
と
に
な
る
。『
ギ
ャ
ル
リ
ー・デ・モ
ー
ド・エ・コ
ス
チ
ュ
ー
ム・フ
ラ
ン
セ
』は
、
初
め
て
の
手
彩
色
の
プ
レ
ー
ト
集

で
あ
っ
た
と
い
う
点
も
、
画
期
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
明
ら
か
に
こ
れ
が
媒
体
と
な
って
、
18
世
紀
の
服
飾
文

化
は
形
成
さ
れ
、モ
ー
ド
と
し
て
広
ま
って
いっ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
も
、
画
期
的
な
点
で
あ
ろ
う
。
以
降
、
多

く
の
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
は
彩
色
さ
れ
た
も
の
に
な
って
、ビ
ジ
ュア
ル
化
が
進
ん
で
い
く
。

『
ギ
ャ
ル
リ
ー・デ・モ
ー
ド・エ・コ
ス
チ
ュ
ー
ム・フ
ラ
ン
セ
』は
、
当
時
大
変
流
行
し
て
い
た
貴
婦
人
の
装
飾
過
多

の
巨
大
な
髪
型
に
つい
て
、あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
掲
載
し
、こ
れ
を
主
に
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
特

筆
す
べ
き
点
で
あ
る
。
非
常
に
多
岐
に
わ
た
る
巨
大
な
髪
型
に
、ひ
と
つ
ひ
と
つ
名
前
を
付
け
て
い
る
の
も
、興

味
深
い
。
そ
れ
ら
は
、
時
に
は
、こ
の
時
代
の
世
相
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
も
っ
と
も
有
名
な
の
は
フ

ラ
ン
ス
が
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
に
か
か
わ
る
中
で
、英
仏
海
戦
の
勝
利
に
貢
献
し
た「
フ
リ
ゲ
ー
ト
艦
ユ
ノ
風
髪

型
」や「
ラ・ベル・プ
ー
ル
髪
型
」で
あ
ろ
う（
図
3
）。
髪
型
に
世
相
が
反
映
さ
れ
て
、名
前
が
つ
け
ら
れ
た
と
い
う

の
は
、
18
世
紀
モ
ー
ド
に
お
け
る
ユニ
ー
ク
な
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
背
景
に
は
、
17
、
18
世
紀
の
服
飾
文
化

の
特
徴
と
し
て
、さ
ま
ざ
ま
な
フ
ァッ
シ
ョン
や
服
飾
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
、お
そ
ら
く
は
社
交
界
の
中
で
の
み
通

用
す
る
遊
び
心
あ
ふ
れ
る
名
前
を
付
け
る
の
が
好
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
、関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る（
註
6
）。

も
う
1
点
、
18
世
紀
の
服
飾
文
化
を
伝
達
し
た
重
要
な
フ
ァッ
シ
ョ
ン・プ
レ
ー
ト
は
、ジ
ャ
ン・ミ
シ
ェル・

モ
ロ
ー（Jean M

ichel M
oreau, 1741−1814

）（
い
わ
ゆ
る
モ
ロ
ー
弟
）に
よ
る『
衣
裳
の
記
念
碑
』Monum

ent du 
costum

e physique &
 m

oral de la fin du dix-huitièm
e siècle, ou Tableaux de la vie

（
図
4
）で
あ
る
。
モ

ロ
ー
は
、
18
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
な
銅
版
画
家
で
、
王
室
御
用
達
の
素
描
家・挿
絵
画
家
で
あ
り
、ロ
コ
コ

末
期
の
美
し
い
風
俗
版
画
を
数
多
く
残
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
重
要
な
画
家
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、ジ
ャ

ン
＝
ジ
ャッ
ク・ル
ソ
ー（Jean-Jacques R

ousseau, 1712−1778

）の『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』（
1
7
6
1
年
）や『
エ
ミ
ー
ル
』

（
1
7
6
2
年
）な
ど
、
当
時
の
啓
蒙
思
想
家
の
話
題
作
に
挿
絵
を
描
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。『
衣
裳
の

記
念
碑
』は
は
じ
め
か
ら
、こ
の
タ
イ
ト
ル
で
刊
行
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、『
18
世
紀
フ
ラ
ン
ス
人
の
風
俗
と

服
飾
史
の
た
め
の
版
画
集
』と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
初
版
は
1
7
7
4
年
、
そ
の
後
第
2
集
が
1
7
7
6
年
に
、

さ
ら
に
第
3
集
が
1
7
8
3
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
1
7
8
9
年
に
文
学
者・小
説
家
の
レ
テ
ィ
フ・ド・

ラ・ブ
ル
ト
ン
ヌ（Restif de la Bretonne, 1734−1806

）が
、
全
3
巻
か
ら
選
り
抜
き
の
作
品
を
集
め
て
、『
衣
裳
の

記
念
碑
』と
い
う
書
名
を
つ
け
て
刊
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、こ
の
作
品
集
は
革
命
が
勃
発
し
た
1
7
8
9
年
に
出
版
さ
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、革
命
で

瓦
解
さ
せ
ら
れ
て
い
く
貴
族
社
会
の
最
後
の
煌
め
き
を
記
録
し
て
い
る
点
で
も
、貴
重
な
出
版
物
と
し
て
知
ら

れ
る
こ
と
に
なっ
た
。『
衣
裳
の
記
念
碑
』は
、ル
イ
王
朝
の
最
後
の
栄
華
を
満
喫
し
て
い
た
貴
族
た
ち
の
生
活
の

機
微
を
、ま
る
で
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
お
こ
る
こ
と
な
ど
微
塵
も
予
測
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
、一
種
の
浮
世
離
れ

図3：『Galerie des Modes et Costumes Français』
〈フリゲート艦ユノ風髪型〉1778年
京都服飾文化財団所蔵

図4：モロー『衣裳の記念碑』〈別れ〉1789年
文化学園図書館所蔵
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媒
体
と
み
な
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、服
飾
史
家
に
とって
は
、華
や
か
な
ロココ
の
服
飾
文
化
を
正
確

に
伝
え
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、『
衣
裳
の
記
念
碑
』は
極
め
て
貴
重
な
史
料
と
なって
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
18
世
紀
ま
で
の
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
が
、
王
権
と
強
く
結
び
つい
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、モ
ー
ド
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
宮
廷
と
分
か
ち
難
く
結

び
つい
て
い
た
こ
と
に
も
関
係
し
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
集
や
出
版
物
は
、
当
時

の
モ
ー
ド
が
宮
廷
か
ら
発
信
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
し
て
お
り
、フ
ラ
ン
ス
の
宮
廷
モ
ー
ド
を
国
内
外

に
配
信
し
て
い
く
広
報
官
の
よ
う
な
役
割
を
担
って
い
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

を
し
た
美
し
さ
で
描
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。
時
系
列
を
追
う
よ
う
に
し
て
、18
世
紀
の
大
貴
族
の
生
活
文
化

の
細
々
と
し
た
情
景
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
し
た
がって
、そ
こ
に
描
き
留
め
ら
れ
た
図
像
は
、衣
裳
だ
け

の
記
念
碑
で
は
な
く
、宮
廷
に
お
け
る
貴
族
社
会
、貴
族
文
化
、貴
族
の
生
活
風
景
そ
の
も
の
が
、小
さ
な
版

画
の
世
界
の
な
か
に
凝
縮
さ
れ
封
じ
込
め
ら
れ
た
も
の
に
なって
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、こ
れ

は
、も
は
や
、多
く
の
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
に
お
け
る
、最
新
流
行
を
伝
達
す
る
と
い
う
機
能
と
は
、異
質
な

性
質
を
孕
ん
で
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
王
党
派
か
ら
す
れ
ば
、失
わ
れ
い
く
自
分
た
ち
の
生
活
を
感

傷
的
に
眺
め
る
も
の
と
なっ
た
で
あ
ろ
う
し
、革
命
派
か
ら
す
れ
ば
、作
品
の
存
在
自
体
、廃
棄
す
る
に
値
す
る

❸
︙
︙
︙
︙
モ
ー
ド
雑
誌
の
乱
立
︑
そ
し
て
全
盛
期
│
19
世
紀

19
世
紀
に
な
る
と
、
印
刷
技
術
の
発
達
と
革
新
に
よ
り
、「
雑
誌
の
時
代
」と
称
さ
れ
る
時
代
を
迎
え
る
。

こ
れ
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
広
い
意
味
で
は
、
大
量
の
印
刷
物
、
と
り
わ
け
新
聞
や
雑
誌
な
ど
が
盛
ん
に
刊

行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
って
、
人
び
と
の
言
論
活
動
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
活
況
を
見
せ
て
い
た
時
代
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
中
で
、モ
ー
ド
雑
誌
も
次
か
ら
次
へ
と
誕
生
し
、
氾
濫
し
て
い
る
と
いっ
て
よ

い
ほ
ど
の
多
く
の
タ
イ
ト
ル
が
、
生
ま
れ
て
は
消
え
、
消
え
て
は
生
ま
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
た
。
そ
の

数
は
、フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
80
タ
イ
ト
ル
か
ら
1
0
0
タ
イ
ト
ル
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
19
世
紀
の
モ
ー
ド
雑
誌

の
全
貌
に
つ
い
て
は
不
明
の
部
分
が
い
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
中
に
は
、
長
く

続
い
た
モ
ー
ド
雑
誌
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
モ
ー
ド
雑
誌
は
、
多
く
は
、
月
刊
、
場
合
に
よ
っ
て
は
半
月
、つ
ま
り

2
週
間
ご
と
に
刊
行
さ
れ
た
り（
1
日
と
15
日
刊
行
）、
さ
ら
に
は
週
刊
の
場
合
も
あ
っ
た
。
大
き
さ
も
さ
ま
ざ

ま
で
あ
っ
た
が
、
週
刊
の
場
合
は
8
ペ
ー
ジ
か
ら
10
ペ
ー
ジ
程
度
の
、
薄
く
て
現
代
の
新
聞
ほ
ど
の
大
き
さ
の
も

の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
雑
誌
と
い
う
よ
り
は
新
聞
と
言
っ
た
ほ
う
が
適
切
な

場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
文
字
情
報
し
か
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
詳
細
な
版
画
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
冊
子
に
、
彩
色
の
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
が
2
枚
程
度
挟
ま
れ
て
も
い
る
の
が
通

常
の
形
態
で
あ
っ
た
。
19
世
紀
は
ま
さ
し
く
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
の
黄
金
期
で
あ
る
と
言
って
も
過
言
で
は

な
い
。
ほ
ぼ
毎
週
の
モ
ー
ド
雑
誌
に
挟
ま
れ
て
い
る
頻
度
と
、
情
報
量
と
そ
の
質
の
高
さ
を
考
え
る
と
、
当
時

の
人
び
と
の
新
し
い
モ
ー
ド
へ
の
関
心
の
高
さ
、
そ
れ
ら
を
増
産
し
て
い
く
モ
ー
ド
産
業
の
勢
い
、
そ
し
て
印
刷

業
の
隆
盛
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
な
19
世
紀
の
モ
ー
ド
雑
誌
の
中
で
、
ま
ず
、
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
1
8
2
9
年
に

誕
生
し
た『
ラ・モ
ー
ド
』La m

ode （1829−62

）で
あ
る（
註
7
）。こ
れ
は
、当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
界
を
牽
引
し

「
新
聞
王
」と
も
呼
ば
れ
た
エ
ミ
ー
ル・ド・ジ
ラ
ル
ダ
ン（Em

ile de G
irardin, 1806–1869

）に
よ
る
も
の
で
、
比
較

的
長
期
間
に
渡
っ
て
刊
行
さ
れ
続
け
、
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
た
雑
誌
で
あ
っ
た
。「
新
聞
王
」と
呼
ば
れ
た

人
物
が
モ
ー
ド
誌
に
携
わ
って
い
る
こ
と
自
体
興
味
深
い
。『
ラ・モ
ー
ド
』は
、
当
時
の
人
気
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー

だ
っ
た
ガ
ヴ
ァ
ル
ニ（G

avarni, 1804−1866

）や
ラ
ン
テ（Louis-M

arie Lanté, 1789−?

）に
よ
る
彩
色
の
フ
ァッ
シ
ョン・

プ
レ
ー
ト
が
大
変
美
し
く
、
今
で
も
コ
レ
ク
タ
ー
の
人
気
を
集
め
て
い
る
。
そ
し
て
、こ
の
雑
誌
が
有
名
に
な
っ

た
の
は
、19
世
紀
を
代
表
す
る
作
家
バ
ル
ザ
ッ
ク（H

onoré de Balzac, 1799−1850

）や
ウ
ジェ
ー
ヌ・シ
ュ
ー（Eugène 

Sue, 1804−1875

）、ジ
ョル
ジ
ュ・サ
ン
ド（G

eorge Sand, 1804−1876

）な
ど
が
寄
稿
し
て
い
た
こ
と
も
大
き
な
理

由
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。つ
ま
り
文
壇
と
言
論
界
と
、モ
ー
ド
が
一
体
と
な
っ
た
雑
誌
で
あ
り
、
知
的
か
つ
文
化

的
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
19
世
紀
は
文
学
と
モ
ー
ド
が
近
接
し
交
錯
し
た
時
代
で
も
あ

り
、そ
の
こ
と
も
窺
い
知
れ
る
の
で
あ
る（
註
8
）。

ま
た
本
誌
は
、そ
の
後
の
モ
ー
ド
雑
誌
に
も
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
、新
た
な
試
み
を
お
こ
な
って
い
る
。

そ
れ
は
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
に
描
か
れ
て
い
る
服
飾
に
つい
て
、そ
れ
ら
が
ど
こ
で
入
手
で
き
る
も
の
な
の
か
、

商
店
名
の
実
名
を
あ
げ
た
り
、商
店
の
住
所
を
も
記
載
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る（
註
9
）。「
広
告
」が
近
代

社
会
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、こ
の
概
念
が
発
展
途
上
で
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
、プ
レ
ー
ト
に
記
さ

れ
た
店
名
や
ア
ド
レ
ス
は
、消
費
者
で
あ
る
多
く
の
女
性
た
ち
に
と
って
、の
ど
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
欲
し
か
っ

た
情
報
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
前
の
時
代
に
お
い
て
も
、
描
か
れ
て
い
る
服
飾
そ
の
も
の
の
情
報

は
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が（
服
飾
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
名
前
や
、色
や
素
材
な
ど
）、そ
れ
ら
の
服
飾
品
が
、ど
こ
の
ブ

テ
ィッ
ク
で
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、『
ラ・モ
ー
ド
』誌
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
、『
ラ・モ
ー
ド
』誌
に
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
か
、
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
ら
を
見
る
と
、
広

告
の
先
駆
け
が
、ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
、
理
解
で
き
る
。

図
5
は
、
1
8
3
3
年
6
月
1
日
号
の『
ラ・モ
ー
ド
』誌
に
み
ら
れ
た
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
で
あ
る
が
、
衣

裳
図
の
下
に
、
美
し
い
カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
に
よ
って
、
描
か
れ
た
衣
服
の
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る（
図
5
）。
そ
こ
に
は
、

「
ブ
ロ
ン
ド
レ
ー
ス
の
ボ
ネ・フ
ィ
シ
ュ
、ガ
ジ
ュラ
ン
店
の
フ
ラ
ー
ル
に
よ
る
室
内
着
、コ
シ
ャ
ン
氏
の
仕
立
て
、ロ
ー

ム
店
の
フ
ラ
ー
ル
と
モ
ス
リ
ン
に
よ
る
子
供
服
、パ
サ
ー
ジ
ュ・シ
ョワ
ズ
ー
ル
51
番
地
」と
記
し
て
あ
る
。フ
ラ
ー
ル

は
、ス
カ
ー
フ
な
ど
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
同
時
に
絹
な
ど
の
薄
手
の
染
模
様
の
あ
る
布
地
の
こ
と
も

指
し
て
い
る
の
で
、こ
の
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
色
鮮
や
か
な
、や
や
異
国
情
緒
も
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な

布
地
の
こ
と
を
言
って
い
る
の
だ
ろ
う
。ガ
ジ
ュラ
ン
は
、高
級
生
地
店
と
し
て
知
ら
れ
、シ
ャ
ル
ル・フ
レ
デ
リ
ッ
ク・

ウ
ォ
ル
ト（C

harles Frederick W
orth, 1825−1895

）が
パ
リ
で
最
初
に
勤
め
た
店
と
し
て
知
ら
れ
る
。
誰
が
仕
立

て
た
も
の
な
の
か
も
、明
記
さ
れ
、子
供
服
の
ロ
ー
ム
店
に
つい
て
は
、住
所
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。フ
ァッ
シ
ョン・

プ
レ
ー
ト
を
見
れ
ば
、
服
飾
の
詳
細
と
、
購
入
店
の
情
報
が
合
わ
せ
て
得
ら
れ
る
も
の
に
な
って
い
た
。

『
ラ・モ
ー
ド
』と
ほ
ぼ
同
時
期
に
出
版
さ
れ
て
い
た『
ル・フ
ォ
レ
』Le follet

誌
の
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
も
、

ほ
ぼ
同
様
の
形
式
に
な
って
い
る
。一
例
を
あ
げ
て
み
よ
う（
図
6
）。
こ
こ
に
は
、「
新
作
展
示
会
の
消
息
、サ
ン・

マ
ル
タ
ン
大
通
り
61
番
地
、ソ
ー
モ
ン
小
路
21
番
地
の
ド・ラ・コ
ケ
ッ
ト
店
の
帽
子
、ボ
ン
ヌ・ヌ
ー
ヴ
ェル
通
り
10

番
地
の
サ
ルマ
ン
夫
人
の
ア
ト
リ
エ
に
よ
る
毛
織
の
モ
ス
リ
ン
の
ド
レ
ス
、モ
ンマ
ル
ト
ル
通
り
1
7
1
番
地
の
プ
ッ

ス
店
の
コ
ル
セ
ッ
ト
」と
記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、サ
ン・マ
ル
タ
ン
大
通
り
61
番
地
に
お
い
て
、
服
飾
の
新
作

展
示
会
が
行
わ
れ
、
そ
こ
に
展
示
さ
れ
て
話
題
に
な
っ
た
、
帽
子
、ド
レ
ス
、コ
ル
セ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

店
舗
と
住
所
を
記
し
て
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
の
図
の
下
の
部
分
に
、
服
飾
情
報
と
そ
れ
ら
が
ど
こ
で
手
に
入
れ
ら

れ
る
の
か
と
い
う
店
舗
情
報
を
、
美
し
い
カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
で
記
す
と
い
う
こ
と
が
、
広
告
の
第
一歩
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
時
代
が
進
ん
で
、『
ラ・モ
ー
ド・イ
リ
ュス
ト
レ
』La m

ode illustrée 

（1860−1937

）は
、モ
ー
ド
雑

誌
の
ビ
ジ
ュア
ル
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
発
行
年
が
1
8
6
0
年
か
ら
1
9
3
7
年

ま
で
お
よ
び
、
長
期
に
わ
た
っ
て
刊
行
さ
れ
続
け
て
い
た
と
い
う
点
で
も
、
当
時
の
代
表
的
な
モ
ー
ド
雑
誌
と

い
え
よ
う
。
発
行
部
数
は
10
万
部
に
も
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
読
者
層
は
中
上
流
階
級
向
け
と
考
え
ら
れ
る
。

上
記
の
通
り
現
代
の
新
聞
と
同
じ
く
ら
い
の
サ
イ
ズ
の
37
セ
ン
チ
×
26
セ
ン
チ
の
大
型
版
で
、ペ
ー
ジ
数
は
8
ペ
ー

ジ
か
ら
10
ペ
ー
ジ
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
ま
さ
し
く
新
聞
く
ら
い
の
大
き
さ
と
文
量
と
紙
質
で
、
し
か

も
、
毎
週
日
曜
日
に
刊
行
さ
れ
る
週
刊
誌
で
あ
っ
た
。
内
容
的
に
は
、「
婦
人
総
合
誌
」と
いっ
た
趣
が
強
く
、

料
理
、礼
儀
作
法
、裁
縫
、衣
服
の
パ
タ
ー
ン
、連
載
小
説
な
ど
、女
性
の
生
活
を
彩
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
や
、

女
性
の
関
心
を
引
く
よ
う
な
記
事
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
紙
面
に
も
、
大
き
く
か
つ
詳
細
な
、よ

く
わ
か
る
リ
ア
ル
な
図
版
が
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
版
画
は
、「
モ
ー
ド
画
家
三
姉
妹
」つ
ま
り
エ
ロ
イ
ー
ズ・ル

ロ
ワ
ー
ル（H

éloïse Leloir, 1820−1874

）、ア
ナ
イ
ス・ト
ゥ
ー
ド
ゥ
ー
ズ（Anaïs Toudouze, 1822−1899

）、ロ
ー
ル・

ノ
エ
ル（Laure N

oël, 1827−1878

）ら
の
女
性
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
ラ・モ
ー
ド・イ
リ
ュス

ト
レ
』の
タ
イ
ト
ル
の
副
題
に
は
、「
家
族
の
雑
誌
」と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
母

と
娘
と
子
ど
も
た
ち
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
大
人
の
男
性
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
19
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
、モ
ー
ド

に
明
ら
か
に
ジェン
ダ
ー
が
介
在
し
て
き
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
雑
誌
で
も
あ
り
、そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
、

興
味
深
い
雑
誌
で
あ
る
。
ま
た
、同
誌
に
は
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
だ
け
で
な
く
、
毎
号
の
よ
う
に
編
者
の
エ

ム
リ
ヌ・レ
イ
モ
ン
に
よ
る
モ
ー
ド
論
が
展
開
さ
れ
た
り
、
雑
誌
で
紹
介
し
て
い
る
衣
服
の
型
紙
も
挟
ま
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
。フ
ラ
ン
ス
語
で
はpatron

と
呼
ぶ
こ
れ
ら
の
型
紙
を
も
と
に
、雑
誌
の
購
入
者
は
、流
行
の
衣
服

を
自
分
で
制
作
可
能
で
あ
り
、そ
う
で
な
く
と
も
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
衣
服
を
仕
立
屋
な
ど
に
頼
ん
で

作
る
こ
と
も
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
期
の
ほ
か
の
モ
ー
ド
雑
誌
の
中
に
は
、
雑
誌
の
出
版
元
自
体
が
ア

ト
リ
エ
を
も
ち
、
雑
誌
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
婦
人
服
の
製
造
販
売
を
行
う
こ
と
さ
え
あ
っ
た（
註
10
）。『
ラ・モ
ー

図6：『Le follet』1838年
日本女子大学服飾美学研究室所蔵

図5：『La mode』1833年6月1日号
日本女子大学服飾美学研究室所蔵
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ド・イ
リ
ュス
ト
レ
』に
は
、さ
ら
に
、
女
性
の
た
し
な
み
の
ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
手
芸
、つ
ま
り
刺
繍
や
レ
ー
ス
編

み
な
ど
の
図
案
も
し
ば
し
ば
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
女
性
た
ち
が
、こ
れ
ら
を
参
考
に
手
芸
や
家
庭
裁
縫
を
お

こ
な
って
い
た
こ
と
は
十
分
に
想
像
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
ラ・モ
ー
ド・イ
リ
ュス
ト
レ
』誌
に
掲
載
さ
れ
て
い

た
、
当
時
の
女
性
に
と
って
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
様
々
な
情
報
は
、い
わ
ば
、
19
世
紀
に
求
め
ら
れ
て
い
た
女
子

教
育
的
な
要
請
に
こ
た
え
う
る
内
容
で
も
あ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
実
は
、
当
時
出
版
数

を
飛
躍
的
に
伸
ば
し
て
い
た
、
女
性
向
け
の
礼
儀
作
法
書
の
内
容
と
、こ
れ
ら
の
モ
ー
ド
雑
誌
の
内
容
が
似

通
って
い
る
こ
と
か
ら
も
、容
易
に
推
察
で
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る（
註
11
）。
た
と
え
ば
、冠
婚
葬
祭
に
ま
つ
わ
る

淑
女
な
ら
誰
も
が
知
って
お
く
べ
き
マ
ナ
ー
な
ど
が
、ほ
ぼ
礼
儀
作
法
書
と
同
じ
よ
う
な
内
容
と
文
面
で
、逐
一

モ
ー
ド
雑
誌
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
、
19
世
紀
の
後
半
に
人
気
を
博
し
た
、『
ラ・モ
ー
ド・イ
リ
ュス
ト
レ
』で
は
、
19
世
紀
の

前
半
に
み
ら
れ
た
揺
籃
期
の
広
告
が
、
さ
ら
に
発
展
し
て
い
く
次
の
段
階
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え

ば
、
図
7
は
1
8
7
8
年
6
月
16
日
号
の
表
紙
で
あ
る
が
、
大
き
な
図
の
下
に
、
小
さ
な
文
字
で
は
あ
る
も
の

の
、「
5
歳
か
ら
7
歳
の
少
女
の
ド
レ
ス
、
薄ゴ

ー
ズ手
の
絹
に
よ
る
装
い
、フ
ラ
ッ
ド
リ
ー
夫
人
の
モ
デ
ル
、リ
シェル
通

り
43
番
地（
型
紙
上
に
説
明
有
り
）」と
記
さ
れ
て
い
る（
図
7
）。
ま
た
図
8
は
、同
じ
号
の
紙
面
の
一
部
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
図
の
下
に
も「
12
歳
か
ら
13
歳
の
少
女
の
パ
ル
ト
、チ
ュ
ー
ル
の
ス
カ
ー
フ
、ト
ル
シ
エ
ー
ル

嬢
の
モ
デ
ル
、ヴ
ュ
ー・コ
ロ
ン
ビ
エ
ー
ル
通
り
17
番
地
」と
記
さ
れ
て
い
る（
図
8
）。つ
ま
り
、『
ラ・モ
ー
ド
』や『
ル・

フ
ォ
レ
』に
お
い
て
は
、
雑
誌
に
挟
ま
れ
て
い
る
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
に
つ
け
ら
れ
た
店
舗
情
報
で
あ
っ
た
が
、

『
ラ・モ
ー
ド・イ
リ
ュス
ト
レ
』で
は
、
雑
誌
の
誌
面
の
中
に
あ
る
図
中
に
も
店
舗
情
報
が
記
さ
れ
る
よ
う
に

な
って
い
る
。
そ
し
て
、『
ラ・モ
ー
ド・イ
リ
ュス
ト
レ
』は
多
く
の
場
合
、
型
紙
が
付
録
と
し
て
つい
て
い
た
の
で
、

右
記
の
よ
う
に
、そ
こ
に
さ
ら
に
詳
し
い
情
報
も
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

『
ラ・モ
ー
ド・イ
リ
ュス
ト
レ
』に
は
、同
じ
よ
う
な
方
法
で
、さ
ま
ざ
ま
に
店
舗
情
報
を
小
さ
な
扱
い
で
は
あ

る
も
の
の
、記
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、こ
の
時
期
に
は
す
で
に
百
貨
店
も
誕
生
し
て
い
た
の
で
、大
々

的
な
百
貨
店
の
広
告
も
掲
載
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
図
9
は「
子
ど
も
用
の
下
着
類
」を
ま
と
め
て

宣
伝
し
て
い
る
も
の
で
、こ
れ
は
当
時
人
気
の
あ
っ
た
ル
ー
ヴ
ル
百
貨
店
の
も
の
で
あ
っ
た（
図
9
）。
誌
面
の
一
番

上
の
と
こ
ろ
に「
子
ど
も
用
の
下
着
類
、ル
ー
ヴ
ル
百
貨
店
の
モ
デ
ル（
型
紙
上
に
説
明
有
り
）」と
記
さ
れ
て
い
る
。

百
貨
店
で
売
ら
れ
て
い
る
衣
服
で
さ
え
、『
ラ・モ
ー
ド・イ
リ
ュス
ト
レ
』に
は
、
そ
の
型
紙
が
付
録
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
の
が
お
も
し
ろ
い
。つ
ま
り
、
家
庭
裁
縫
に
よ
って
家
族
の
衣
服
を
作
る
こ
と
が
、一
般
市
民
で
あ
る
普

通
の
主
婦
た
ち
に
と
って
は
当
た
り
前
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
出
版
側
の
配
慮
な
の
だ
ろ
う
。ル
ー
ヴ
ル

百
貨
店
の
広
告
は
、『
ラ・モ
ー
ド・イ
リ
ュス
ト
レ
』に
は
し
ば
し
ば
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
子
ど
も
用
の
下
着
類
の

よ
う
な
小
さ
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
婦
人
用
の
パ
ル
ト（
外
套
）な
ど
は
、
季
節
に
応
じ
て
広
告
が
掲
載
さ
れ

て
い
た
。
時
に
は
誌
面
の
見
開
き
いっ
ぱ
い
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、百
貨
店
だ
け
で
な
く
、

当
時
の
新
し
く
普
及
し
は
じ
め
た
コ
ン
フェク
シ
ョン（
既
製
服
）を
扱
う
小
規
模
店
舗
に
つい
て
も
、た
と
え
ば
、

フ
ラ
ッ
ド
リ
ー
夫
人
の
ブ
テ
ィッ
ク
な
ど
は
、
頻
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
人
気
美
容
師
の
ク
ロ
ワ
ザ
の
ブ
テ
ィッ
ク

も
、
委
細
漏
ら
さ
ず
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
情
報
を
集
め
る
だ
け
で
も
、
当
時
の
パ
リ
に
お
い
て
の
服

飾
産
業
の
詳
細
が
つ
ぶ
さ
に
わ
か
る
に
違
い
な
い
。

19
世
紀
の
モ
ー
ド
雑
誌
の
乱
立
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
印
刷
業
の
発
展
の
成
果
で
も
あ
る
の
だ
が
、モ
ー

ド
雑
誌
に
み
ら
れ
る
様
々
な
工
夫
や
仕
掛
け
と
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
の
完
成
度
の
高
さ
を
考
え
る
と
、や

は
り
そ
こ
に
は
、モ
ー
ド
産
業
そ
の
も
の
の
非
常
に
大
き
な
う
ね
り
を
伴
っ
た
勢
い
が
背
景
に
存
在
し
て
い
る

こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
の
全
盛
期
は
、モ
ー
ド
産
業
の
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム

の
構
築
が
懸
命
に
模
索
さ
れ
つつ
、
発
展
し
て
い
た
時
期
と
重
な
って
い
る
と
いっ
て
よ
い
。

❹
︙
︙
︙
︙
フ
ァッ
シ
ョ
ン・プ
レ
ー
ト
と
絵
画
│
19
世
紀
後
半

視
点
を
少
し
変
え
て
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
と
同
時
期
の
ア
ー
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
触
れ
て
お
き

た
い
と
思
う
。『
ラ・モ
ー
ド・イ
リ
ュス
ト
レ
』に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
フ
ァッ
シ
ョ
ン・プ
レ
ー
ト
の
全
盛
期
は
、

ち
ょ
う
ど
印
象
派
と
呼
ば
れ
る
画
家
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
が
活
動
し
た
時
代
と
重
な
って
い
る
。
印
象
派
の
絵
画

は
、
周
知
の
と
お
り
、
戸
外
で
の
情
景
を
ま
さ
し
く
目
に
移
っ
た
印
象
に
基
づ
い
て
、た
と
え
ば
、モ
ネ
な
ど
の

よ
う
に
、
光
や
水
の
動
き
や
一
日
の
時
間
ご
と
に
移
り
ゆ
く
情
景
の
色
の
変
化
な
ど
を
描
い
た
も
の
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
の
よ
う
な
絵
画
だ
け
で
は
な
く
、
印
象
派
の
画
家
た
ち
は「
現
代
生
活
」

を
も
重
要
な
テ
ー
マ
に
し
て
、
絵
を
描
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
は
、
19
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
で
あ
り
美
術
批

評
家
で
あ
っ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル（C

harles Pierre Baudelaire, 1821−1867

）の
影
響
が
色
濃
く
み
ら
れ
る
。つ
ま
り
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
1
8
6
3
年
の
作
品『
現
代
生
活
の
画
家
』の
な
か
で
、
そ
れ
ま
で
の
絵
画
に
見
ら
れ
が
ち

だ
っ
た
過
去
の
時
代
を
描
く
と
い
う
こ
と
、つ
ま
り
聖
書
や
古
代
の
神
話
や
歴
史
な
ど
に
取
材
し
て
絵
を
描
く

の
で
は
な
く
、「
現
在
の
風
俗
の
絵
画
に
こ
そ
、
今
日
も
っ
ぱ
ら
意
を
注
ぎ
た
い
と
思
う
の
だ
」と
述
べ（
註
12
）、

具
体
的
に
は
、画
家
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン・ギ
ー
ス（C

onstantin G
uys, 1802−1892

）の
絵
画
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、

ギ
ー
ス
が
同
時
代
の
風
俗
と
し
て
当
時
の
流
行
の
服
飾
や
女
性
の
姿
を
描
い
て
い
る
こ
と
を
称
賛
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、「
現
代
性 m

odernité

」を
表
現
す
る
た
め
に
、
そ
の
手
段
と
し
て
、同
時
代
の
モ
ー
ド（
服
飾
の
流
行
）

を
描
く
の
が
重
要
だ
と
述
べ
た
の
で
あ
る（
註
13
）。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ギ
ー
ス
の
言
葉
と
し
て
、
芸
術
家
の
目
指

す
べ
き
と
こ
ろ
は「
流モ

ー
ド行

が
歴
史
的
な
も
の
の
裡
に
含
み
得
る
詩
的
な
も
の
を
流
行
の
中
か
ら
取
り
出
す
こ

と
、一
時
的
な
も
の
か
ら
永
遠
な
も
の
を
抽
出
す
る
こ
と
」で
あ
る
と
指
摘
す
る（
註
14
）。
さ
ら
に
、
同
時
代
の

モ
ー
ド
を
描
く
必
要
性
の
根
拠
と
し
て
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
も
続
け
て
い
る
。

昔
の
画
家
一
人
一
人
に
と
っ
て
、一
個
ず
つ
の
現
代
性
が
あ
っ
た
の
だ
。
前
の
諸
時
代
か
ら
わ
れ
わ

れ
に
残
さ
れ
た
美
し
い
肖
像
画
の
大
部
分
は
、
そ
の
当
時
の
衣
裳
を
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
肖

像
画
が
完
璧
に
調
和
の
と
れ
た
も
の
で
あ
る
の
は
、
衣
裳
、
髪
か
た
ち
、
さ
ら
に
は
身
振
り
や

眼
差
し
や
微
笑
ま
で
も
が（
ど
の
時
代
に
も
、そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
身
の
こ
な
し
、
眼
差
し
、
微
笑
と
い
う
も
の

が
あ
る
）、
完
全
な
生
命
観
を
た
た
え
た
一
個
の
総
体
を
形
づ
く
って
い
る
か
ら
だ
。（
註
15
）

こ
の
よ
う
に
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、モ
ー
ド
そ
の
も
の
を
強
く
肯
定
し
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
と
い
う
媒
体

自
体
も
賛
美
し
た
。
そ
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
日
頃
か
ら
交
流
が
あ
っ
た
印
象
派
の
画
家
た
ち
が
、
少
な
か
ら
ぬ

影
響
を
受
け
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
印
象
派
の
画
家
た
ち
の
描
い
た
絵
画
と
当
時
の
モ
ー
ド
が
深
く

関
係
し
て
い
る
の
は
、
今
で
は
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（
註
16
）。

ま
た
印
象
派
の
最
初
の
展
覧
会
が
行
わ
れ
た
1
8
7
4
年
に
は
、
詩
人
の
マ
ラ
ル
メ（Stéphane M

allarm
é, 

1842−1898

）が『
最
新
流
行
』La dernière m

ode

と
い
う
モ
ー
ド
雑
誌
を
編
集
し
刊
行
し
て
い
た（
註
17
）。
8
号

ま
で
し
か
刊
行
さ
れ
な
かっ
た
が
、画
家
と
親
交
の
深
い
詩
人
マ
ラ
ル
メ
が
、モ
ー
ド
雑
誌
を
刊
行
し
て
い
た
こ
と

は
興
味
深
い
。こ
の
よ
う
に
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
マ
ラ
ル
メ
な
ど
の
詩
人
と
画
家
た
ち
と
の
交
流
、そ
し
て
、彼
ら

が
お
し
な
べ
て
当
時
の
モ
ー
ド
に
関
心
を
も
って
い
た
と
い
う
事
実
は
、
19
世
紀
に
お
け
る
モ
ー
ド
と
文
学
と
絵

画
が
、非
常
に
近
接
し
た
関
係
に
あ
り
、相
互
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
こ
と
に
な
る（
註
18
）。

いっ
ぽ
う
、
同
時
期
の
小
説
家
ゾ
ラ（Ém

ile Z
ola, 1840−1902

）は「
印
象
派
の
画
家
た
ち
の
絵
は
、
陳
腐
な

フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
と
は
異
な
る
」と
も
述
べ
て
い
た（
註
19
）。
絵
画
と
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
を
比
較
し
て
、

フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
を
見
下
げ
る
視
線
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
ゾ
ラ
は
、
量
産
さ
れ
ど
こ
に
で
も
あ
る
あ
り
ふ

れ
た
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
か
ら
、
印
象
派
の
絵
画
を
引
き
離
そ
う
と
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、こ

の
言
葉
は
、ゾ
ラ
の
意
に
反
し
て
、
画
家
た
ち
の
描
く
も
の
が
当
時
の
モ
ー
ド（
と
り
わ
け
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
そ

の
も
の
）に
極
め
て
近
接
し
て
い
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
と
、
印
象
派
の
絵
画
は
、
実
際
近
似
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
具

体
的
な
例
と
し
て
よ
く
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、ク
ロ
ー
ド・モ
ネ（C

laude M
onet, 1840−1926

）の〈
庭
の
女
性
た
ち
〉

（
1
8
6
6−

1
8
6
7
年
）で
あ
る（
註
20
）。
ま
ず
、
庭
で
楽
し
く
過
ご
し
て
い
る
女
性
た
ち
と
い
う
主
題
そ
の
も
の

が
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
的
な
題
材
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
図
10
は
典
型
的
な
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
の
一

例
で
あ
る
が
、こ
れ
も
戸
外
の
庭
で
、
女
性
ふ
た
り
が
ポ
ー
ズ
を
取
って
い
る（
図
10
）。
同
様
に
、モ
ネ
の
作
品
に

お
い
て
も
、
女
性
が
左
を
向
い
た
り
右
を
向
い
た
り
、
立
っ
た
り
座
っ
た
り
し
て
い
る
が
、こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
の

動
き
も
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
に
非
常
に
似
通
って
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
は
、
流

行
の
衣
服
を
い
か
に
魅
力
的
に
描
く
か
が
目
的
な
の
で
、ド
レ
ス
を
も
っ
と
も
美
し
く
見
せ
る
角
度
か
ら
描
い

た
。
そ
の
結
果
、モ
デ
ル
は
様
々
な
方
向
、あ
ら
ぬ
方
向
を
向
く
こ
と
に
な
る
。モ
ネ
の〈
庭
の
女
性
た
ち
〉に
お

い
て
も
、同
じ
意
図
が
認
め
ら
れ
、本
作
以
外
の
作
品
、あ
る
い
は
ほ
か
の
画
家
に
お
い
て
も
、ファッ
ション・プ
レ
ー

図7：『La mode illustrée』1878年6月16日号表紙　日本女子大学服飾美学研究室所蔵
図8：『La mode illustrée』1878年6月16日号　日本女子大学服飾美学研究室所蔵
図9：ルーヴル百貨店の〈子ども用の下着類〉『La mode illustrée』　日本女子大学服飾美学研究室所蔵
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ト
に
近
似
し
た
作
品
も
見
受
け
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、セ
ザ
ン
ヌ（Paul C

ézanne, 1839−1906

）の
絵
画
に
は
、

明
ら
か
に
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
を
真
似
た
、
も
し
く
は
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
に
完
全
に
取
材
し
て
い
る
も

の
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、〈
散
歩
道
〉（
1
8
7
1
年
頃
）と〈
会
話
、
あ
る
い
は
ふ
た
り
の
姉
妹
〉（
1
8
7
0−

1
8
7
1
年
）で
あ
る
。
こ
れ
は『
ラ・モ
ー
ド・イ
リ
ュス
ト
レ
』に
掲
載
さ
れ
た
同
時
期
の
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト

と
、構
図
は
も
ち
ろ
ん
女
性
の
ポ
ー
ズ
か
ら
衣
服
に
至
る
ま
で
、驚
く
ほ
ど
同
じ
も
の
が
描
か
れ
て
い
る（
註
21
）。

た
だ
し
、セ
ザ
ン
ヌ
の
筆
致
は
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
の
そ
れ
よ
り
い
く
ら
か
粗
い
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
も
し

か
す
る
と
衣
服
そ
の
も
のへの
関
心
は
薄
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、こ
の
よ
う
な
フ
ァッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル

な
女
性
た
ち
の
姿
を
描
く
こ
と
こ
そ
が「
現
代
性
」の
表
現
の
た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は

な
い
か
。

以
上
の
よ
う
に
、印
象
派
の
画
家
た
ち
に
とっ
て
、モ
ー
ド
は
身
近
な
も
の
で
あ
り
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
を

時
に
は
参
照
す
る
こ
と
も
あ
り
、「
現
代
性
」を
描
く
手
段
と
し
て
彼
ら
が
モ
ー
ド
を
描
い
て
い
た
の
は
明
ら
か

な
事
実
で
あ
る
。つ
ま
り
、
19
世
紀
に
は
モ
ー
ド
と
ア
ー
ト
が
明
ら
か
に
近
接・交
錯
し
て
お
り
、創
作
活
動
上

の
双
方
向
的
な
関
係
性
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
、見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。し
た
がっ
て
、フ
ァッ
シ
ョン・

プ
レ
ー
ト
は
複
製
芸
術
で
あ
る
と
は
い
え
ひ
と
つ
の
ア
ー
ト
で
あ
り
、モ
ー
ド
は
文
化
そ
の
も
の
で
あ
っ
た（
註
22
）。

厳
密
に
言
え
ば
、こ
れ
ま
で
の
雑
誌
の
よ
う
に
独
立
し
た
版
画
の
形
式
を
と
っ
た
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
は
、

本
誌
に
は
み
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
的
な
イ
ラ
ス
ト
が
、
雑
誌
全
体
の
な
か
に
散
り
ば

め
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
美
し
い
誌
面
を
形
成
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
図
12
の
よ
う
に
、
彩
色
の
イ
ラ
ス
ト（
初

期
は
ポ
シ
ョワ
ー
ル
の
技
法
を
用
い
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
）が
誌
面
を
彩
り
、
図
の
下
に
は
、い
わ
ゆ
る
フ
ァッ
シ
ョン・プ

レ
ー
ト
と
同
様
の
説
明
書
き
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る（
図
12
）。
図
12
の
場
合
は
、「「
白
鳥
の
花
」と
い
う
名
の
ス

エ
ー
ド
ク
ロ
ス
と
サ
ー
ジ
の
マ
ン
ト・ド
レ
ス
、
袖
の
内
側
と
マ
ン
ト
の
裾
部
分
は
、
ど
ち
ら
も
生
地
は
サ
ー
ジ
で
、

刺
繍
で
飾
ら
れ
て
い
る
。
と
て
も
シ
ン
プ
ル
な
ド
レ
ス
だ
が
、
魅
力
的
な
独
創
性
が
あ
ふ
れ
て
お
り
、マ
リ
ン（
ブ

ル
ー
）の
サ
ー
ジ
で
、
光
沢
の
あ
る
赤
い
リ
ボ
ン
で
装
飾
さ
れ
て
い
る
。（
ポ
ワ
レ
作
）」と
い
う
説
明
書
き
に
な
って
い

る
。
ポ
ー
ル・ポ
ワ
レ（Paul Poiret, 1879−1944

）の
2
作
品
が
、
扱
わ
れ
て
い
る
生
地
の
詳
細
を
含
め
て
解
説
さ

れ
て
い
る
。
ポ
ワ
レ
の
店
舗
情
報
は
な
い
が
、『
ア
ー
ル・グ
ー・ボ
ー
テ
』で
は
、
裏
表
紙
の
あ
た
り
に
、
扱
って
い

る
ブ
テ
ィ
ッ
ク
の
ア
ド
レ
ス
な
ど
の
情
報
が
ま
と
め
ら
れ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
を
見
れ
ば
、
読
者
は

見
当
が
つ
く
こ
と
に
な
って
い
た
。
イ
ラ
ス
ト
と
説
明
書
き
の
仕
方
は
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
の
そ
れ
と
同
様

で
あ
り
、
本
誌
で
は
、
雑
誌
の
誌
面
の
至
る
所
に
、プ
レ
ー
ト
が
取
り
込
ま
れ
た
よ
う
な
形
式
に
な
って
い
た
と

い
え
よ
う
。

ま
た
、『
ア
ー
ル・グ
ー・ボ
ー
テ
』の
広
告
掲
載
の
方
法
に
も
注
目
し
た
い
。
図
13
を
み
る
と
、上
に
描
か
れ
て

い
る
の
は
、「
ヴ
ィ
ヴ
ィ
エ・フ
レ
ー
ル
」と
い
う
革
手
袋
を
扱
う
手
袋
屋
の
広
告
に
な
って
お
り
、下
部
は
、本
誌

で
は
比
較
的
よ
く
登
場
す
る「
ジュリ
エン
ヌ
」と
い
う
高
級
靴
屋
の
広
告
に
な
って
い
る（
図
13
）。異
な
る
ブ
テ
ィッ

ク
の
広
告
で
あ
る
も
の
の
、文
字
の
フ
ォ
ン
ト
や
、広
告
デ
ザ
イ
ン
が
、『
ア
ー
ル・グ
ー・ボ
ー
テ
』の
誌
面
全
体
の

世
界
観
を
崩
さ
ず
に
、む
し
ろ
一
体
化
し
て
共
鳴
し
あ
う
印
象
に
な
って
い
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、

い
ず
れ
も
高
級
な
手
袋
と
婦
人
靴
を
扱
う
美
し
い
広
告
を
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
って
、雑
誌
全
体
の
雰
囲
気

を
高
級
で
エ
レ
ガ
ン
ト
な
も
の
と
し
て
演
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。つ
ま
り
、雑
誌
と
広

告
は
、別
物
で
は
な
く
、同
じ
誌
面
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
協
働
関
係
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

❺
︙
︙
︙
︙
フ
ァッ
シ
ョ
ン・プ
レ
ー
ト
の
最
後
の
煌
め
き
│
20
世
紀
初
頭

写
真
が
誕
生
し
た
の
は
、
1
8
2
7
年
、フ
ラ
ン
ス
人
発
明
家
の
ニエ
プ
ス（Joseph N

icéphore N
iépce, 1765−

1833

）に
よ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、モ
ー
ド
雑
誌
に
フ
ァッ
シ
ョン
写
真
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
、そ
こ
か
ら
か
な
り
時
代
が
進
ん
で
、
1
9
0
1
年
刊
行
の『
フェミ
ナ
』fem

ina 

（1901−1914

）ま
で
待
た
ね

ば
な
ら
な
い（
註
23
、
図
11
）。『
フェミ
ナ
』に
掲
載
さ
れ
た
フ
ァッ
シ
ョン
写
真
の
モ
デ
ル
た
ち
は
、
多
く
の
場
合
、
女

優
達
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、フ
ァッ
シ
ョン
写
真
の
萌
芽
は
、
20
世
紀
に
な
って
す
ぐ
に
み
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、こ
こ

で
一
気
に
モ
ー
ド
雑
誌
が
全
面
的
に
写
真
化
し
て
い
く
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
20
世
紀
初
頭
、
今
一
度
、

フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
は
息
を
吹
き
返
し
、
具
体
的
に
は
ア
ー
ル・デ
コ
期
と
呼
ば
れ
る
時
期
に
、
最
後
の
煌
め

き
を
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ア
ー
ル・デ
コ
は
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
の
分
野
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、モ
ー
ド
雑
誌
も
今
ま
で
以
上
に
美

し
い
誌
面
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
の
美
し
さ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
鮮
や
か
な
発
色

の
ポ
シ
ョ
ワ
ー
ル
に
よ
る
芸
術
的
な
フ
ァッ
シ
ョン・イ
ラ
ス
ト
や
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
が
添
え
ら
れ
て
、モ
ー
ド

雑
誌
の
美
し
さ
は
頂
点
に
達
し
た
と
いっ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、ア
ー
ル・デ
コ
期
の
モ
ー
ド
雑
誌
に
は
、

広
告
も
雑
誌
本
体
の
美
し
さ
に
負
け
る
こ
と
な
く
、テ
イ
ス
ト
が
似
通
い
、
雑
誌
の
世
界
観
に
溶
け
込
む
よ

う
な
広
告
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
雑
誌
と
広
告
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョン
と
いっ
た
趣
を
呈
し
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
こ
の
時
期
の
数
あ
る
美
し
い
雑
誌
の
中
か
ら
、こ
こ
で
は
、『
ア
ー
ル・グ
ー・ボ
ー
テ
』Art G

oût 
Beauté 

（1921−1933

、
1
9
2
1
年
以
前
は
、『
ア
ー
ル・グ
ー・ボ
ン・ト
ン
』と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
刊
行
）を
取
り
上
げ
よ
う
。

雑
誌
の
タ
イ
ト
ル
は「
芸
術・趣
味・美
」と
い
う
意
味
で
あ
り
、
1
冊
1
冊
が
、
ま
さ
し
く
芸
術
的
な
仕
上
が

り
の
ハ
イ
セ
ン
ス
な
雑
誌
で
あ
る
。
特
に
市
松
模
様
で
縁
取
ら
れ
て
い
る
そ
の
表
紙
デ
ザ
イ
ン
は
、日
本
の
雑
誌

も
模
倣
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。つ
ま
り
大
正
13
年（
1
9
2
4
年
）か
ら
昭
和
3
年（
1
9
2
8
年
）ま
で
刊
行
さ
れ
た

『
婦
人
グ
ラ
フ
』で
あ
る
。
表
紙
ば
か
り
か
誌
面
も
、
本
家『
ア
ー
ル・グ
ー・ボ
ー
テ
』か
ら
そ
っ
く
り
も
ら
っ
て

き
て
い
る
よ
う
な
ペ
ー
ジ
さ
え
見
受
け
ら
れ
る
。
海
を
越
え
て
影
響
力
を
も
っ
た
雑
誌
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
19
世
紀
の
モ
ー
ド
雑
誌
に
も
同
様
の
こ
と
が
み
ら
れ
た
が
、『
ア
ー
ル・グ
ー・ボ
ー
テ
』は
、
雑
誌
を
刊

行
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
衣
服
の
仕
立
て
や
販
売
そ
の
も
の
に
も
、
関
与
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
雑
誌

の
名
前
を
冠
し
た
高
級
生
地
屋「
レ・テ
ィ
シ
ュ・A・G・B
」も
経
営
し
て
お
り
、パ
リ
の
中
心
地
、
最
高
級
ブ

テ
ィッ
ク
が
集
ま
る
ラ・ぺ・通
り
2
番
地
に
店
舗
を
構
え
て
い
た
の
で
あ
る（
図
14
）。
そ
し
て
、こ
の
生
地
屋
の
高

級
生
地
を
使
っ
た
ド
レ
ス
を
、
当
時
の
人
気
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
が
制
作
し
て
お
り
、
そ
の
ド
レ
ス
が
本
誌
で
紹

介
さ
れ
る
と
い
う
工
夫
が
み
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、「
ド
ゥ
ル
コ
ル
の
ふ
た
つ
の
作
品
。
サ
ム
ラ
イ
。
A・G・B
の

黒
い
ク
レ
ー
プ・サ
テ
ン「
ミ
ル
ブ
ー
ル
」を
使
っ
た
ス
リ
ー・ピ
ー
ス
。
金
糸
の
刺
繍
の
あ
る
黒
い
ラ
シ
ャ
の
小
さ
な

マ
ン
ト
。
毛
皮
付
き
。」と
い
う
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
気
デ
ザ
イ
ナ
ー
、

ド
ゥ
ル
コ
ル
の
作
品
で
、ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
影
響
が
あ
る
の
か
、「
サ
ム
ラ
イ
」と
い
う
名
の
ド
レ
ス
で
あ
る
。
A・G・

B
は
当
然「
ア
ー
ル・グ
ー・ボ
ー
テ
」の
略
称
で
、こ
こ
で
は
、高
級
生
地
屋
の
A・G・B
を
指
し
て
い
る
。ク
レ
ー

プ・サ
テ
ン
の「
ミ
ル
ブ
ー
ル
」と
い
う
も
の
は
割
と
よ
く
誌
面
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
布
地
で
あ
り
、
そ
れ
を
使
っ

た
豪
奢
な
装
い
に
な
って
い
る
。
抜
か
り
な
く
、
生
地
屋
の
商
品
を
合
わ
せ
て
宣
伝
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
作
品
に
用
い
ら
れ
た
生
地
を
明
示
す
る
だ
け
で
な
く
、『
ア
ー
ル・グ
ー・ボ
ー
テ
』

の
裏
表
紙
は
、
A・G・B
の
店
舗
マ
ー
ク
の
つい
た
生
地
の
文
様
も
刷
り
だ
し
て
い
た（
図
15
）。一
見
す
る
と
た
だ

の
美
し
い
模
様
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、こ
れ
は
見
た
目
に
も
美
し
く
、さ
り
げ
な
い
広
告
の
や
り
方

と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
20
世
紀
を
迎
え
て
、
雑
誌
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
の
あ
り
か
た
は
、
さ
ら
に
変
化
を
遂
げ
て
いっ
た
。

19
世
紀
に
一
大
ブ
ー
ム
を
引
き
起
こ
し
た
フ
ァッ
シ
ョ
ン・プ
レ
ー
ト
が
、
す
こ
し
姿
を
変
え
て『
ア
ー
ル・グ
ー・

ボ
ー
テ
』の
よ
う
な
20
世
紀
の
雑
誌
の
中
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
す
で
に
写
真
技

術
が
広
ま
っ
て
い
た
時
代
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、こ
の
よ
う
な
ア
ー
ト
作
品
の
よ
う
な
雑
誌
を
人
び
と
は

求
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、『
ア
ー
ル・グ
ー・ボ
ー
テ
』に
至
って
は
、
誌
面
に
描
か
れ
る
イ
ラ

ス
ト
と
、
広
告
と
、
服
飾
産
業
と
、デ
ザ
イ
ナ
ー
と
が
、
連
携
し
て
協
働
し
、
互
い
に
利
益
を
得
る
よ
う
に
誌

面
作
り
が
な
さ
れ
て
い
た
と
いって
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
一
見
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
、

巧
妙
に
美
し
い
誌
面
の
な
か
に
忍
ば
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

❻
︙
︙
︙
︙
終
わ
り
に

16
世
紀
の
異
文
化
への
関
心
か
ら
生
ま
れ
た
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
を
描
い
た
版
画
に
は
じ
ま
り
、
17
、
18
世
紀
の
宮

廷
か
ら
発
信
さ
れ
た
モ
ー
ド
と
フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
、
そ
し
て
、
19
世
紀
に
は
出
版
業
界
の
発
展
と
フ
ァッ

シ
ョン
業
界
の
発
展
と
が
両
輪
に
な
っ
て
、フ
ァッ
シ
ョン・プ
レ
ー
ト
の
全
盛
期
を
つ
く
り
だ
し
、
20
世
紀
に
は
、

ア
ー
ト
の
域
に
達
し
た
モ
ー
ド
雑
誌
が
存
在
し
て
い
る
。
19
世
紀
以
降
の
雑
誌
の
な
か
に
は
、
今
は
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
、ユニ
ー
ク
な
モ
ー
ド
産
業
と
の
協
働
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、ア
ー
ル・デ
コ
期
の
ポ
シ
ョ
ワ
ー
ル
に
よ
る

美
麗
な
雑
誌
が
、
芸
術
的
な
作
品
と
し
て
昇
華
し
て
いっ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
フ
ァッ
シ
ョン
写
真
が
ア
ー
ト

作
品
の
よ
う
な
形
に
展
開
し
て
い
く
の
を
後
押
し
準
備
し
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
の
な

か
に
は
、
も
し
か
す
る
と
、
今
後
の
雑
誌
や
フ
ァッ
シ
ョン・メ
デ
ィ
ア
が
参
考
に
で
き
る
ア
イ
デ
ア
も
潜
ん
で
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
写
真
以
前
の
フ
ァッ
シ
ョン・メ
デ
ィ
ア
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
工
夫
な
ど
に
は
、
現
代

に
お
い
て
も
、
興
味
が
惹
か
れ
る
も
の
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
現
代
の
フ
ァッ
シ
ョン・メ
デ
ィ
ア
が

ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
は
未
知
数
で
は
あ
る
が
、フ
ァッ
シ
ョン
を
求
め
る
人
が
い
る
限
り
、雑
誌・メ
デ
ィ

ア
の
可
能
性
は
、ま
だ
い
く
ら
で
も
伸
び
し
ろ
が
あ
る
と
信
じ
た
い
。

図10：ファッション・プレート『La mode illustrée』
1865年　日本女子大学服飾美学研究室所蔵
図11：『femina』1901年2月1日号（創刊号）表紙
日本女子大学服飾美学研究室所蔵
図12：『Art Goût Beauté』1926年3月号
日本女子大学服飾美学研究室所蔵
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チ
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西
洋
ル
ネ
ッ
サ
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ス
の
フ
ァッ
シ
ョン
と
生
活
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、

2
0
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4
年
。

2
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邉
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ず
か
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17
世
紀
後
半
に
お
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メ
ル
キ
ュー
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L-Le Robert, Paris, 1978, non pagination, «m
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4
：
拙
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