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の
後
マ
ラ
ル
メ
を
経
て
ヴ
ァ
レ
リ
ー
（「
マ
ネ
の
勝
利
」）
に
至
る
美
術
批

評
の
中
で
そ
の
評
価
を
確
立
し
、
戦
後
の
バ
タ
イ
ユ
や
マ
ル
ロ
ー
の
言
説

に
よ
っ
て
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
揺
る
ぎ
な
き
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
創
始
者
と

し
て
革
命
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
賦
与
さ
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
プ
ル
ー
ス
ト

は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
同
年
に
生
ま
れ
て
お
り
、
マ
ネ
評
価
に
お
い
て
は
時
代

的
に
マ
ラ
ル
メ
と
バ
タ
イ
ユ
の
間
を
つ
な
ぐ
位
置
に
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、『
ゲ
ル
マ
ン
ト
の
ほ
う
』
で
展
開
さ
れ
る
議
論
は
ど
う

や
ら
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
を
「
前
衛
」
と
し
て
称
揚
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文

脈
に
回
収
さ
れ
な
い
複
雑
さ
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
こ
れ
ま
で
プ

ル
ー
ス
ト
の
マ
ネ
観
は
バ
タ
イ
ユ
に
よ
る
功
罪
相
半
ば
す
る
部
分
的
な

評
価
な
ど
は
あ
っ
た
も
の
の
、
十
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
本
発
表
で
は
『
ゲ
ル
マ
ン
ト
の
ほ
う
』
に
お
け
る
社
交
界

の
会
話
に
注
目
し
、
マ
ネ
に
対
す
る
ゾ
ラ
お
よ
び
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
の
見
解

と
プ
ル
ー
ス
ト
の
言
表
と
の
関
連
性
を
考
察
す
る
。

「
ゲ
ル
マ
ン
ト
の
夕
食
会
」
に
お
い
て
ゲ
ル
マ
ン
ト
公
爵
は
マ
ネ
の
《
ア

ス
パ
ラ
ガ
ス
の
一
束
》
と
い
う
作
品
が
主
題
と
し
て
単
な
る
野
菜
だ
け
を

表
象
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
完
成
さ
れ
た
タ
ブ
ロ
ー
で
は
な
く
彩
色
素
描

の
よ
う
な
殴
り
描
き
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
が
、
こ
う
し

た
二
重
の
欠
点
は
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
制
定
す
る
規
準
の
側
に
立
つ
批

評
家
た
ち
が
、
そ
の
登
場
以
来
マ
ネ
を
批
判
し
て
き
た
ポ
イ
ン
ト
を
要
約

総
合
文
化
研
究
所
主
催
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
お
け
る
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
マ
ネ
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
マ
ル
セ
ル
・
プ

ル
ー
ス
ト
と
前
衛
／
古
典
の
問
題

　
報
告

　
荒
原
邦
博

　
　
　
　

　
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
（
一
八
七
一
︱
一
九
二
二
年
）
の
長
篇
小
説
『
失

わ
れ
た
時
を
求
め
て
』（
一
九
一
三
︱
一
九
二
七
年
）
の
第
三
篇
『
ゲ
ル
マ

ン
ト
の
ほ
う
』（
一
九
二
〇
︱
一
九
二
一
年
）
に
は
、
一
八
六
五
年
の
サ
ロ

ン
（
官
展
）
に
お
い
て
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
巻
き
起
こ
し
た
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・

マ
ネ
の
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》（
一
八
六
三
年
）
が
登
場
す
る
が
、
プ
ル
ー
ス

ト
に
と
っ
て
の
マ
ネ
と
は
今
日
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
絵
画
芸
術

を
物
語
の
桎
梏
か
ら
解
放
し
、
形
式
的
な
探
求
へ
と
純
化
さ
れ
た
抽
象
絵

画
へ
の
道
程
を
創
始
し
た
「
近
代
絵
画
の
父
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第

一
篇
『
ス
ワ
ン
家
の
ほ
う
へ
』
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
一
三
年
と
は
、
ア
ポ

リ
ネ
ー
ル
の
『
ア
ル
コ
ー
ル
』
お
よ
び
ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
と
バ
レ
エ
・

リ
ュ
ス
の
『
春
の
祭
典
』
に
象
徴
さ
れ
る
新
た
な
芸
術
の
到
来
を
告
げ
る

年
で
あ
り
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
小
説
も
当
時
は
よ
く
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
も

の
の
、
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
や
は
り
「
前
衛
」
芸
術
と
し
て
出
現
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
た
め
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
マ
ネ
を
革
命
芸
術
、
あ
る
い
は
芸

術
の
革
命
と
し
て
評
価
し
て
い
た
と
い
う
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
憤
る
マ
ネ
を
「
貴
君
は
貴
君
の
芸

術
の
老
衰
の
中
で
の
第
一
人
者
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
っ
て
諭
し
た
と
い
う

が
、
そ
う
し
た
大
芸
術
と
の
緊
張
関
係
は
い
つ
し
か
忘
却
さ
れ
、
詩
人
の

黒
猫
の
美
学
を
受
け
継
ぐ
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
の
画
家
と
し
て
、
マ
ネ
は
そ
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す
る
も
の
で
あ
る
。
公
爵
夫
人
は
ゾ
ラ
が
マ
ネ
に
関
す
る
研
究
（
小
説
中

で
は
マ
ネ
が
そ
の
初
期
に
影
響
を
与
え
た
エ
ル
ス
チ
ー
ル
と
い
う
架
空
の
画
家

の
研
究
と
さ
れ
て
い
る
）
を
書
い
て
い
る
と
発
言
し
、
マ
ネ
に
関
す
る
本

格
的
な
考
察
を
歴
史
上
初
め
て
行
っ
た
ゾ
ラ
の
『
マ
ネ
、
伝
記
批
評
研

究
』（
一
八
六
七
年
）
を
示
唆
す
る
が
、
確
か
に
ゾ
ラ
は
そ
こ
で
ア
カ
デ

ミ
ス
ム
が
称
揚
す
る
歴
史
画
・
神
話
画
を
最
高
位
と
す
る
「
主
題
」
の
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
と
、
画
面
に
滑
ら
か
な
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
し
タ
ブ

ロ
ー
を
完
成
へ
と
導
く
「
仕
上
げ
」
の
行
程
の
欠
如
を
認
め
な
が
ら
、
逆

に
そ
こ
に
こ
そ
マ
ネ
の
独
創
性
が
あ
る
と
し
て
、
逸
話
的
な
要
素
の
後
退

に
よ
る
絵
画
の
形
式
的
側
面
の
露
呈
と
純
粋
な
色
の
対
比
や
色
斑
に
よ

る
絵
画
の
自
律
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
公
爵

夫
人
は
会
話
の
続
き
に
お
い
て
エ
ル
ス
チ
ー
ル
＝
マ
ネ
の
描
い
た
彼
女

の
肖
像
画
が
フ
ラ
ン
ス
・
ハ
ル
ス
の
《
養
老
院
女
性
理
事
た
ち
》
の
模
倣

で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
、
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
が
『
昔
日
の
巨
匠
た
ち
』

（
一
八
七
六
年
）
で
マ
ネ
と
印
象
派
の
画
家
た
ち
の
代
わ
り
に
ハ
ル
ス
を

対
象
と
し
て
、
特
に
仕
上
げ
を
め
ぐ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
的
な
規
範
か
ら
の
逸

脱
を
批
判
し
た
行
為
を
反
復
す
る
。
し
た
が
っ
て
一
見
す
る
と
ゾ
ラ
に
賛

同
し
て
マ
ネ
を
擁
護
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
公
爵
夫
人
は
実
際

に
は
マ
ネ
に
反
対
す
る
言
説
に
加
担
す
る
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。

プ
ル
ー
ス
ト
は
こ
う
し
て
マ
ネ
を
め
ぐ
っ
て
ア
カ
デ
ミ
ー
対
印
象
派
、

フ
ロ
マ
ン
タ
ン
対
ゾ
ラ
と
い
う
構
図
を
ゾ
ラ
や
印
象
派
の
側
に
立
っ
て

強
調
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま
た
実
際
に
先
行
研
究
も
そ
う
考
え
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
抽
象
絵
画
へ
の
進
歩
の

過
程
と
し
て
マ
ネ
以
来
の
絵
画
の
流
れ
を
捉
え
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
見

方
が
依
拠
し
て
き
た
構
図
で
あ
る
。
確
か
に
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』

に
は
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
が
か
つ
て
前
衛
的
だ
っ
た
作
品
と
し
て
登
場
す
る

た
め
、
ゾ
ラ
か
ら
プ
ル
ー
ス
ト
を
経
て
マ
ネ
に
お
け
る
主
題
の
意
味
作
用

の
破
壊
を
論
じ
た
バ
タ
イ
ユ
ま
で
、
こ
の
タ
ブ
ロ
ー
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
こ

そ
が
近
代
絵
画
の
誕
生
を
告
げ
た
と
考
え
る
点
で
一
直
線
に
繋
が
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
そ
の
小
説
で
実
際
に
提

示
す
る
の
は
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
が
ル
ー
ヴ
ル
に
入
り
、
隣
接
す
る
ア
ン
グ

ル
の
裸
婦
像
《
グ
ラ
ン
ド
・
オ
ダ
リ
ス
ク
》
と
双
子
の
よ
う
な
相
貌
を
獲

得
す
る
瞬
間
で
あ
る
。
こ
の
伝
統
的
な
要
素
の
回
帰
は
何
を
意
味
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

公
爵
夫
人
は
《
オ
ラ
ン
ピ
ア
》
を
前
衛
的
な
作
品
と
し
て
擁
護
す
る
発

言
を
行
う
が
、
草
稿
資
料
と
周
辺
テ
ク
ス
ト
の
調
査
か
ら
、
そ
れ
が
ゾ
ラ

の
「
絵
画
」（
一
八
九
六
年
）
の
引
用
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
（
こ
の

点
に
関
す
る
詳
細
は
、
拙
著
『
プ
ル
ー
ス
ト
、
美
術
批
評
と
横
断
線
』、
左
右
社
、

二
〇
一
三
、
の
第
二
章
「
マ
ネ
を
め
ぐ
る
社
交
界
の
会
話
と
そ
の
美
学
的
問
題
」

を
参
照
の
こ
と
）、
プ
ル
ー
ス
ト
の
ゾ
ラ
へ
の
参
照
は
単
に
一
八
六
〇
年

代
、
七
十
年
代
の
マ
ネ
擁
護
だ
け
で
な
く
、
一
八
七
九
年
以
降
そ
の
態
度

を
変
更
し
、
マ
ネ
が
自
ら
の
主
唱
す
る
自
然
主
義
的
芸
術
を
実
現
す
る
技

術
を
持
た
な
い
点
を
厳
し
く
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ゾ
ラ
の
変
節
を

含
み
込
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ゾ
ラ
の
一
八
七
九
年
の

マ
ネ
批
評
は
、
世
紀
転
換
期
に
開
花
す
る
美
学
的
に
時
代
に
先
駆
け
た
革

命
的
な
芸
術
と
い
う
意
味
で
の
「
前
衛
」
神
話
（「
前
衛
」
は
そ
れ
ゆ
え
登

場
時
に
は
激
し
い
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
晒
さ
れ
る
）
の
端
緒
を
作
る
も
の
で
あ

っ
た
。
一
八
九
六
年
の
「
絵
画
」
で
は
、
ゾ
ラ
自
身
が
過
去
と
の
完
全
な

断
絶
の
上
に
自
然
主
義
的
芸
術
の
出
現
を
希
求
し
失
敗
し
た
こ
と
が
語

ら
れ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
反
対
に
マ
ネ
を
革
新
的
な
要
素
と
伝
統
的
な
要

素
と
の
結
合
で
あ
る
「
古
典
」
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ゾ
ラ
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と
の
視
点
の
差
異
を
際
立
た
せ
る
。『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
お
い

て
は
、
無
意
志
的
記
憶
を
規
定
す
る
時
間
概
念
か
ら
派
生
す
る
歴
史
認
識

の
下
で
、
芸
術
に
お
け
る
革
新
は
単
に
過
去
と
の
断
絶
を
画
す
る
独
創
的

な
技
術
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
独
創
性
の
中
に
同
時
に
伝
統
が

間
歇
的
に
甦
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
保
障
さ
れ
る
も
の
と
な
る
、
と
考
え

ら
れ
る
。
画
家
の
伝
統
へ
の
帰
属
が
事
後
的
に
明
白
に
な
っ
た
同
時
代
に

お
け
る
マ
ネ
の
ル
ー
ヴ
ル
入
り
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
反
「
前
衛
」
主
義
的

な
歴
史
認
識
を
裏
付
け
る
特
権
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
コ
ン

テ
ク
ス
ト
に
立
脚
し
つ
つ
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
『
ゲ
ル
マ
ン
ト
の
ほ
う
』
の

マ
ネ
を
め
ぐ
る
社
交
界
の
会
話
を
、
ゾ
ラ
を
引
き
継
い
で
絵
画
の
自
律
を

肯
定
し
な
が
ら
も
同
時
に
そ
の
自
律
を
準
備
し
た
言
説
に
内
在
す
る
歴

史
認
識
を
批
判
す
る
と
い
う
二
重
の
操
作
に
よ
っ
て
組
織
し
、
ま
た
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
超
え
る
射
程
で
マ
ネ
を
捉
え
る
こ
と
を

可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
前
衛
主
義
で
も
伝
統
主
義
（
あ
る
い
は
古
典
主
義
）
で
も
な
い

と
い
う
二
重
否
定
の
上
に
成
立
す
る
プ
ル
ー
ス
ト
的
な
「
古
典
」
の
概
念

は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
的
な
「
モ
ダ
ン
（
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
モ
デ
ル

ヌ
）」
の
概
念
を
最
良
の
形
で
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
「
現
代
生
活
の
画
家
」
に
お
い
て
、
流
行
の
移
ろ
い
ゆ

く
一
瞬
、
儚
さ
を
捉
え
た
束
の
間
の
も
の
に
永
遠
性
が
宿
る
こ
と
を
「
モ

ダ
ン
」（
近
代
性
＝
現
代
性
）
と
し
て
定
義
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

過
去
か
ら
の
完
全
な
切
断
に
よ
っ
て
束
の
間
の
現
在
の
優
位
が
現
れ
る

だ
け
の
、
前
衛
主
義
と
し
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
似
て
非
な
る
も
の
な
の

で
あ
る
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
進
歩
の
思
想
と
、
進
歩
主
義
の
歴
史
と
は

別
の
と
こ
ろ
に
も
う
一
つ
の
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
、
そ
れ
は
ヴ
ァ
ル
タ

ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
よ
う
に
「
歴
史
を
逆
な
で
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
切

れ
目
の
な
い
進
歩
の
直
線
的
な
流
れ
（
の
幻
想
）
に
抗
し
て
、
プ
ル
ー
ス

ト
が
言
う
と
こ
ろ
の
無
意
志
的
記
憶
の
作
用
に
よ
る
甦
り
を
含
み
込
ん

だ
「
ほ
と
ん
ど
連
続
し
た
」
連
鎖
を
見
出
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。

発
表
日

　
二
〇
一
八
年
五
月
二
日
（
水
）




