
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
異
郷

　
― 

国
際
様
式
に
お
け
る
地
域
性
の
表
現
に
つ
い
て 

―

上
村 
博

は
じ
め
に

十
九
世
紀
後
半
か
ら
汎
世
界
的
な
人
的
・
物
的
な
交
流
が
著
し
く
活
発
に
な
る
が
、
そ
れ

は
芸
術
作
品
や
芸
術
家
の
移
動
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
も
は
や
文
章
に
よ
っ
て
伝
え
ら

れ
る
情
報
だ
け
で
な
く
、
物
体
と
し
て
美
術
品
や
工
芸
品
が
東
洋
と
西
洋
と
を
跨
い
で
流
通

し
、
ま
た
現
地
の
文
化
を
実
際
に
見
聞
き
す
る
人
間
の
数
も
増
え
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
情
況

下
で
各
地
で
の
芸
術
活
動
が
他
文
化
圏
の
芸
術
に
影
響
を
受
け
る
の
は
必
然
的
な
流
れ
で
あ

る
。
し
か
し
、
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
汎
世
界
的
な
交
流
の
結
果
、
芸
術
の
あ
り
か
た
が
、
一

方
で
は
あ
る
種
の
平
準
化
（
国
際
化
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
も
の
の
、
他
方
で
は
地
域
の
独
自

性
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
意
識
を
生
み
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
は
、
そ
の
大
き
な
流
れ
の
な
か
で
、
二
十
世
紀
は
じ
め
の
「
様
式
」
に
対
す
る
意
識
、

関
心
が
地
域
の
特
性
を
そ
の
時
代
特
有
の
し
か
た
で
強
調
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
こ
と
を
論

じ
た
い
。
と
り
わ
け
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
と
い
う
、
か
つ
て
世
界
的
に
流
行
し
た
様
式
に
よ
る

観
光
ポ
ス
タ
ー
が
、
い
か
に
地
域
性
の
表
現
媒
体
と
し
て
も
機
能
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
土

地
に
対
す
る
接
し
方
そ
の
も
の
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
を
、
事
例
に
基
づ
き
つ
つ
考
察

す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
ま
ず
第
一
章
で
前
世
紀
初
頭
の
「
様
式
」
の
意
識
が
他
の
時
代
の
そ
れ
と
何

が
違
っ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
の
ち
、
第
二
章
で
、
そ
の
時
代
に
ポ
ス
タ
ー
や
挿
絵
で
好

ん
で
用
い
ら
れ
た
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
画
像
が
土
地
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
か
、
そ

の
特
徴
を
分
析
し
よ
う
。
そ
し
て
最
後
の
章
で
、
そ
の
特
徴
が
そ
れ
以
前
か
ら
異
郷
や
女
性

に
向
け
ら
れ
て
き
た
視
線
の
作
る
も
の
と
共
通
す
る
点
、
ま
た
相
違
す
る
点
を
明
ら
か
に
し

た
い
。

ア
ー
ル
・
デ
コ
に
つ
い
て
は
、
様
式
の
作
例
紹
介
を
除
け
ば
、
当
時
の
経
済
や
社
会
の
情

勢
と
関
係
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
都
会
的
な
、
消
費
社
会
に
根
ざ
し
た
、
文
化
的

エ
リ
ー
ト
の
様
式
と
し
て
語
る
（1）
一
方
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
相
性
の
良
さ
も
論
じ
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
日
本
の
国
粋
主
義
の
ポ
ス
タ
ー
や
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
も
進
歩
性
、
近
代
性

を
強
く
喚
起
す
る
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
意
匠
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
な
ど
で
あ
る
（2）
。

そ
れ
ら
は
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
と
い
う
様
式
そ
の
も
の
の
持
つ
特
有
の
意
味
を
探
る
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
様
式
の
持
つ
極
め
て
強
い
時
代
的
性
格
の
解
明
に
貢
献
し
て
い
る
。
一
方
、
エ

ド
ワ
ー
ド
・
デ
ニ
ソ
ン
氏
（3）
や
天
野
知
香
氏
（4）
の
近
年
の
研
究
の
よ
う
に
、
異
国
や
女
性
を
始

め
と
す
る
「
他
者
」
の
表
象
と
関
係
づ
け
る
論
考
も
あ
る
。
本
稿
の
関
心
も
そ
の
方
向
に
近

い
が
、
む
し
ろ
特
に
空
間
の
描
き
方
が
土
地
の
記
号
化
（
そ
し
て
物
神
化
）
の
作
用
を
生
み
出
し
、

土
地
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
を
容
易
に
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
い
。

一
、
様
式
へ
の
意
志

（
一
）
様
式
の
自
意
識

「
様
式
」
は
必
ず
し
も
そ
の
存
在
や
定
義
が
同
時
代
の
人
々
に
意
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
む
し
ろ
後
世
に
命
名
さ
れ
、
遡
行
的
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
十
八
世

紀
末
〜
十
九
世
紀
に
芸
術
の
歴
史
性
や
国
民
性
が
当
然
の
よ
う
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
、
何
ら
か
の
様
式
を
意
図
的
に
追
求
す
る
こ
と
も
始
ま
っ
た
。「
ネ
オ
・
ク
ラ
シ
ッ

ク
」「
ネ
オ
・
ゴ
テ
ィ
ッ
ク
」
な
ど
の
様
式
は
そ
の
自
己
意
識
が
顕
著
に
現
れ
た
格
好
の
例
で

あ
る
（
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
称
は
少
し
の
ち
の
一
八
二
〇
〜
三
〇
年
代
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
）。
そ
れ
ら
の
用

語
が
使
わ
れ
る
の
は
、
勿
論
、
批
評
や
美
術
史
と
い
っ
た
芸
術
活
動
を
対
象
化
す
る
分
野
で

あ
る
が
、
こ
う
し
た
言
説
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
こ
そ
、
作
品
を
な
に
よ
り
も
形
式
と
し

て
捉
え
る
考
え
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
品
は
、
そ
れ
が
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
作
者
の

人
格
で
は
な
く
、
作
品
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
構
造
や
形
態
、
つ
ま
り
語
彙
の
選
択
や
配
列
、

造
形
要
素
の
配
置
や
空
間
構
成
な
ど
が
重
要
だ
と
す
る
形
式
主
義
（
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
）
で
あ
る
。

十
九
世
紀
末
に
は
、
そ
う
し
た
言
説
が
理
論
的
に
は
っ
き
り
し
た
形
で
あ
ら
わ
れ
た
。

そ
の
典
型
と
も
言
う
べ
き
ア
ー
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル
や
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
ら

の
様
式
史
は
、
作
品
の
形
式
分
析
に
よ
っ
て
そ
の
特
徴
や
歴
史
的
な
展
開
を
示
そ
う
と
す
る
。

装
飾
文
様
の
話
題
が
中
心
の
リ
ー
グ
ル
『
様
式
の
問
題
』
は
一
八
九
三
年
、
彼
よ
り
若
い
ヴ
ェ

ル
フ
リ
ン
の
『
建
築
心
理
学
序
説
』
は
一
八
八
六
年
、『
ル
ネ
サ
ン
ス
と
バ
ロ
ッ
ク
』
は
一
八

八
八
年
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
と
も
交
流
の
あ
っ
た
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
『
芸

術
活
動
の
根
源
』
も
同
時
期
の
一
八
八
七
年
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
モ
デ
ル
を
模
倣
し
た
り
、
言

語
的
な
意
味
内
容
を
伝
達
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
認
識
に
明
晰
判
明
な
形
式

を
与
え
る
も
の
と
し
て
芸
術
家
の
制
作
行
為
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

一
八
九
〇
年
に
画
家
の
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
が
「
新
し
い
伝
統
主
義
の
定
義
」
（5）
と
い
う
文
章
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で
、「
額
絵
と
は
、
あ
る
ひ
と
つ
の
秩
序
の
も
と
に
色
彩
に
覆
わ
れ
た
表
面
」
と
端
的
に
同
様

の
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
。

そ
し
て
ま
さ
に
、
こ
の
「
ひ
と
つ
の
秩
序
」
こ
そ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
職
業
的
芸
術
家
た
ち

が
各
々
の
し
か
た
で
追
究
し
た
様
式
で
あ
る
。
理
論
の
世
界
に
照
応
す
る
よ
う
に
、
西
洋
近

代
の
芸
術
運
動
は
物
語
を
、
概
念
を
振
り
捨
て
て
、
作
品
の
形
式
的
特
徴
の
探
究
に
勤
し
む
。

様
式
こ
そ
は
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
西
洋
近
代
の
（
お
よ
び
そ
の
影
響
を

受
け
た
非
西
洋
の
）
芸
術
家
た
ち
が
腐
心
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
勿
論
、
様
式
の
探
究
が
と
り
わ

け
顕
著
な
の
は
、
特
徴
的
な
様
式
が
そ
の
ま
ま
ブ
ラ
ン
ド
と
な
る
よ
う
な
個
人
作
家
の
場
合

で
あ
る
。
早
々
に
絵
画
を
あ
き
ら
め
た
デ
ュ
シ
ャ
ン
は
と
も
か
く
、
ピ
カ
ソ
も
フ
ジ
タ
も
モ

デ
ィ
リ
ア
ー
ニ
も
、
何
よ
り
も
様
式
が
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
。

他
方
で
、
建
築
や
工
芸
、
服
飾
な
ど
で
は
、
機
能
が
前
提
と
な
る
し
、
分
業
を
含
む
多
く

の
過
程
を
経
て
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
た
め
、
個
人
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
様
式
の

意
識
は
原
理
的
に
希
薄
だ
が
、
そ
も
そ
も
主
題
よ
り
も
そ
の
様
式
が
強
く
追
い
求
め
ら
れ
る

ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
さ
ら
に
十
九
世
紀
に
は
時
代
の
好
尚
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
直
截
に
示
す

も
の
と
し
て
、
様
式
が
注
目
さ
れ
る
。
世
紀
末
を
待
た
ず
に
、
す
で
に
中
国
、
日
本
、
エ
ジ

プ
ト
な
ど
異
国
の
意
匠
が
流
行
し
て
い
た
し
、
そ
の
関
心
を
支
え
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

デ
ザ
イ
ン
見
本
帳
が
出
版
さ
れ
て
い
た
（
た
と
え
ば
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
『
装
飾
の
文
法
』
は

一
八
五
六
年
、
同
じ
く
『
中
国
装
飾
事
例
集
』
は
一
八
六
七
年
、
カ
ト
ラ
ー
の
『
日
本
の
装
飾
と
デ
ザ
イ
ン
』
は
一
八

八
〇
年
、
ド
レ
ッ
サ
ー
の
『
日
本
、
そ
の
建
築
、
芸
術
、
工
芸
』
は
一
八
八
二
年
で
あ
る
）。
し
か
し
や
が
て
、
そ

う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
装
飾
的
要
素
を
単
発
の
作
品
に
素
材
と
し
て
組
み
入
れ
る
の
で
は
な
く
、

個
別
の
作
品
や
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
様
式
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ビ

ン
グ
が
一
八
九
五
年
に
開
い
た
画
廊
「
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
」
の
出
品
呼
び
か
け
チ
ラ
シ

で
は
、「
展
示
に
は
彫
刻
、
絵
画
、
デ
ッ
サ
ン
、
版
画
、
装
飾
、
家
具
、
道
具
が
含
ま
れ
る
予

定
。
近
代
的
精
神
に
則
っ
て
作
者
の
思
考
が
表
現
さ
れ
た
全
て
の
芸
術
作
品
が
受
け
入
れ
ら

れ
る
で
し
ょ
う
」
と
あ
る
。
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
（
新
芸
術
）
は
そ
れ
に
相
当
す
る
英
語
の

モ
ダ
ン
・
ス
タ
イ
ル
（
近
代
様
式
）
同
様
、
旧
来
の
造
形
的
語
彙
を
用
い
た
美
術
や
工
芸
と
は

区
別
さ
れ
る
、
新
し
い
素
材
と
新
し
い
技
術
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
芸
術
様
式
で
あ
る
。
し

か
も
、
先
行
す
る
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
や
後
発
の
バ
ウ
ハ
ウ
ス
以
上
に
、
そ

の
華
や
か
な
造
形
的
特
徴
が
目
を
引
く
（
流
麗
な
線
の
多
用
の
た
め
「
麺
様
式
」style nouille 

と
さ
え
綽

名
さ
れ
た
（6）
）
だ
け
に
、
と
り
わ
け
時
代
の
視
覚
的
表
現
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
。

時
代
を
示
す
様
式
と
し
て
の
意
識
は
、
そ
の
後
の
ア
ー
ル
・
デ
コ
に
お
い
て
、
な
お
の
こ

と
明
瞭
で
あ
る
。
様
式
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
性
が
投
影
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
。
ロ

コ
コ
様
式
し
か
り
、
ア
ン
ピ
ー
ル
様
式
し
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
か
ん
づ
く
ア
ー
ル
・

デ
コ
は
一
九
一
〇
〜
三
〇
年
代
と
い
う
限
ら
れ
た
時
代
の
色
を
強
く
帯
び
て
い
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
時
期
が
前
世
紀
に
も
増
し
て
、
変
化
や
進
歩
と
い
う
時
代
性
を
意
識
さ
せ
る
、
文
字
通

り
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
な
時
代
だ
と
い
う
意
識
が
持
た
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
ア
ー

ル
・
デ
コ
」
と
い
う
語
が
後
世
に
使
わ
れ
る
由
縁
と
な
っ
た
一
九
二
五
年
の
近
代
装
飾
産
業

芸
術
万
国
博
覧
会
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。「
生
活
の
条
件
を
ひ
っ
く
り

返
し
た
驚
嘆
す
べ
き
諸
発
見
の
時
代
は
、
つ
い
に
そ
の
文
明
に
ふ
さ
わ
し
い
建
築
と
応
用
芸

術
を
出
現
さ
せ
た
。
新
し
い
モ
デ
ル
に
よ
る
我
々
の
建
築
家
、
装
飾
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
、
正

当
に
も
、
も
は
や
存
在
意
義
の
な
い
複
雑
さ
か
ら
距
離
を
置
い
て
、
有
用
性
の
健
康
な
論
理

か
ら
の
み
発
想
す
る
。
彼
ら
の
真
剣
な
理
想
を
全
う
す
る
た
め
に
、
こ
の
一
九
二
五
年
の
展

覧
会
が
組
織
さ
れ
た
。
今
日
の
様
式
は
、
そ
れ
な
り
に
魅
惑
的
な
想
像
力
の
幻
想
に
由
来
す

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
生
活
の
進
歩
そ
の
も
の
に
倣
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。」
（7）
（
図
１
）

個
人
の
芸
術
作
品
に
せ
よ
、
時
代
の
潮
流
に
せ
よ
、
単
に
様
式
が
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い

る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
様
式
を
意
識
的
に
作
り
、
見
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て

第
一
次
、
第
二
次
の
大
戦
間
は
と
り
わ
け
時
代
と
様
式
と
の
関
係
が
意
識
さ
れ
た
時
代
な
の

で
あ
る
。

（図１）　近代装飾産業芸術万国博覧会の観光館
（Pavillon du Tourism）。 Paris, Arts Décoratifs, 
Guide de l'Exposition, Hachette, 1925, p.260
所収。
Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 
de France.
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（
二
）
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
枠

様
式
が
強
く
意
識
さ
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
、
し
か
も
様
式
そ
の
も
の
に
モ
ダ
ン
と
い
う
同

時
代
的
な
価
値
が
認
め
ら
れ
る
ア
ー
ル
・
デ
コ
は
、
他
の
様
式
以
上
に
自
己
主
張
を
す
る
。
つ

ま
り
、
作
品
の
一
属
性
と
し
て
何
ら
か
の
様
式
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
り
も
、
様

式
を
表
現
す
る
た
め
に
作
品
が
作
ら
れ
る
と
す
ら
言
っ
て
も
良
い
。
主
題
と
様
式
と
の
関
係

は
並
行
的
で
は
な
く
な
り
、
様
式
そ
の
も
の
が
主
題
と
な
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
は
、
作
品
そ
の
も
の
を
枠
取
る
支
持
体
も
様
式
の
影
響
下
に
置
か
れ
る
。
建

築
で
あ
れ
ば
、
作
品
の
物
的
構
造
と
様
式
と
が
連
動
す
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
が
、
ア
ー
ル
・

デ
コ
で
は
、
額
縁
な
り
台
座
な
り
に
収
ま
っ
て
、
一
定
の
大
き
さ
の
完
結
し
た
ま
と
ま
り
の

な
か
で
モ
チ
ー
フ
が
描
写
な
い
し
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
美
術
に
つ
い
て
も
、
建
築
の
場
合
の

よ
う
に
、
様
式
が
物
的
な
枠
組
み
に
強
く
関
わ
る
。
ア
ー
ル
・
デ
コ
を
定
義
づ
け
よ
う
と
し

て
、
工
業
化
や
大
衆
化
、
大
戦
間
の
狂
騒
と
い
っ
た
時
代
背
景
で
は
な
く
、
そ
の
造
形
的
な

特
徴
を
語
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
幾
何
学
的
装
飾
性
、
単
純
で
明
瞭
な
輪
郭
、
斜
線
や

流
線
型
に
よ
る
運
動
感
と
い
っ
た
語
が
使
え
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
と
り
わ
け
直
線
の
強
調
と

い
う
こ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
『
ヴ
ォ
ー
グ
』
誌
に
載
っ
た
「
新
し
い
様
式
の
誕
生
」

と
い
う
記
事
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。「
新
し
い
様
式
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
普
遍
的

な
感
情
で
あ
る
。
通
常
、
時
代
の
徴
候
は
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
不
確
か
だ
。
こ
れ
は
明
瞭
で

あ
る
。
難
し
い
の
は
、
こ
の
様
式
を
分
析
し
て
定
義
づ
け
よ
う
と
し
た
と
き
だ
。
／
性
格
を

よ
く
表
し
て
い
る
特
徴
は
、
直
線
の
勝
利
で
あ
る
。
途
切
れ
ず
、
逸
れ
る
こ
と
も
な
い
噴
水

の
よ
う
に
伸
び
る
垂
直
線
。
平
坦
な
ま
ぐ
さ
、
テ
ラ
ス
は
静
か
な
水
平
線
を
空
の
上
に
横
た

え
る
。」
（8）
こ
の
記
事
で
は
建
築
物
が
念
頭
に
あ
る
た
め
か
直
線
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
実

際
に
は
服
飾
や
イ
ラ
ス
ト
は
勿
論
、
建
築
で
も
曲
線
は
普
通
に
使
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
で

も
曲
線
が
目
立
つ
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
一
部
分
の
縁
取
り
程
度
の
役
割
を
担
う
。

そ
れ
ら
に
加
え
、
モ
チ
ー
フ
と
枠
と
の
関
係
に
も
注
目
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ア
ー

ル
・
デ
コ
の
大
胆
な
構
図
、
縦
横
に
走
る
直
線
、
明
快
な
画
面
分
割
は
、
モ
チ
ー
フ
の
描
き

方
が
画
面
の
枠
組
み
そ
の
も
の
を
作
る
。
も
は
や
枠
内
に
行
儀
よ
く
収
ま
っ
て
い
る
画
像
を

賞
翫
す
る
よ
う
な
仕
方
で
は
画
像
に
接
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
画
像
は
そ
の
枠
と
一
体
と
な

り
、
画
像
の
置
か
れ
た
周
囲
の
環
境
と
連
続
的
な
一
部
と
な
る
。

作
品
と
そ
れ
を
収
め
る
枠
と
い
う
区
別
が
な
い
建
築
で
は
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
モ
チ
ー

フ
と
枠
と
の
連
続
性
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
ア
ー
ル
・
デ
コ
建
築
で
は
、
様

式
へ
の
過
剰
な
意
志
に
よ
り
、
そ
の
表
面
的
な
意
匠
が
構
造
と
相
互
干
渉
す
る
。
つ
ま
り
、
一

方
で
は
視
覚
的
な
装
飾
が
枠
組
み
と
し
て
の
物
的
構
造
の
外
観
を
持
ち
、
他
方
で
は
建
造
物

の
構
造
が
装
飾
モ
チ
ー
フ
化
す
る
の
で
あ
る
（
図
１
参
照
）。
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
建
築
物
は
、
単

純
明
快
な
幾
何
学
的
な
外
見
を
持
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
機
能
主
義
建
築
と
は
異
な
り
、
単

に
建
築
と
し
て
の
用
途
や
力
学
的
構
造
の
必
要
性
に
応
じ
た
形
態
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

様
式
を
視
覚
的
に
再
現
模
倣
し
た
結
果
の
産
物
で
あ
る
。
機
能
的
な
構
造
そ
の
も
の
を
装
飾

モ
チ
ー
フ
化
し
た
と
い
う
点
で
は
、
様
式
主
義
建
築
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
た
だ
し
過
去
の

様
式
的
建
築
で
は
な
い
と
い
う
自
己
主
張
を
持
っ
た
、
特
殊
な
様
式
主
義
建
築
と
言
っ
て
も

良
い
。

こ
う
し
た
画
像
と
枠
と
の
相
互
干
渉
は
、
描
か
れ
た
対
象
の
受
容
の
仕
方
に
も
影
響
す
る
。

画
像
と
そ
れ
を
見
る
者
と
の
距
離
が
異
な
っ
て
く
る
。
西
洋
の
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
伝
統
的

絵
画
空
間
で
あ
れ
ば
、
絵
の
内
側
に
拡
が
る
三
次
元
空
間
が
透
視
図
法
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、

そ
の
中
で
聖
書
の
物
語
を
は
じ
め
と
す
る
出
来
事
が
あ
た
か
も
舞
台
に
か
け
ら
れ
る
よ
う
に

眺
め
ら
れ
る
（
レ
オ
ン
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
『
絵
画
論
』）。
し
か
し
、
ア
ー
ル
・
デ
コ

の
空
間
は
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
世
界
の
内
部
を
視
覚
的
に
描
写
し
、
物
語
を
経
験
さ
せ

る
と
い
う
よ
り
も
、
見
る
者
の
意
識
を
描
写
の
外
枠
に
も
向
け
て
し
ま
う
。
ま
た
そ
れ
は
、
恰

度
十
九
世
紀
末
か
ら
の
絵
画
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
作
品
表
面
の
造
形
的
な
秩
序
を
示
す
、

と
い
う
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
作
品
内
部
で
絵
画
的
な
何
か
を
体
験

す
る
視
線
と
い
う
よ
り
も
、
枠
取
ら
れ
た
特
定
の
空
間
に
外
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
た
視
線
の

作
る
も
の
で
、
ど
こ
か
よ
そ
よ
そ
し
い
。
装
飾
的
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
簡
単
で
あ
る
が
、
単

に
装
飾
的
モ
チ
ー
フ
が
平
面
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
平
面
的
な
色
面
構
成
と
と

も
に
、
か
な
り
の
奥
行
き
の
あ
る
空
間
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
伝
統
的
な
風

景
描
写
と
装
飾
的
平
面
と
の
、
そ
し
て
土
地
や
そ
の
物
語
と
抽
象
化
さ
れ
た
図
形
的
表
現
と

の
接
合
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
画
像
の
特
性
に
つ
い
て
、

次
章
で
は
特
に
風
景
表
現
を
例
に
考
え
て
み
た
い
。

二
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
異
郷

（
一
）
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
紋
切
り
型

筆
者
は
以
前
著
し
た
論
文
で
、
異
文
化
間
の
接
触
に
お
け
る
西
洋
的
な
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス

ク
」
の
意
味
を
と
り
あ
げ
た
（9）
。
そ
し
て
、
植
民
地
政
策
の
一
環
と
し
て
、
宗
主
国
の
モ
デ

ル
に
沿
っ
た
芸
術
教
育
が
植
民
地
で
制
度
化
さ
れ
、
ま
た
商
品
と
し
て
の
造
形
作
品
が
宗
主

国
の
趣
味
に
迎
合
し
た
結
果
、
植
民
地
の
風
景
が
西
洋
の
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
的
な
構
図
や
西
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洋
の
媒
体
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
扱
っ
た
が
、
西
洋
的
な
風
景
画
の
導
入
は
、
単

純
に
地
元
の
文
化
が
西
洋
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
異
文
化
相
互
の
接
触
が
、

自
分
た
ち
の
郷
土
の
発
見
と
そ
の
独
自
の
個
性
の
探
究
に
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本

稿
で
扱
う
例
の
よ
う
に
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
的
な
画
像
は
絵
画
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

土
地
の
風
景
表
現
と
し
て
、
広
告
や
挿
画
で
、
さ
ら
に
ま
た
い
ま
な
お
写
真
や
映
画
で
盛
ん

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
多
種
あ
る
と
し

て
も
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
的
な
も
の
の
見
方
は
、
文
化
圏
を
問
わ
ず
、
風
景
表
現
の
「
紋
切

り
型
」
と
し
て
近
代
社
会
の
生
活
態
度
に
根
付
い
て
い
る
。

ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
と
は
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
自
然
を
対
象
化
し
て
審
美
的
に
眺
め
よ
う
と

す
る
態
度
と
言
っ
て
も
良
い
。
西
洋
的
な
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
は
西
洋
の
絵
画
や
美
術
制
度
と

と
も
に
世
界
中
に
広
が
っ
た
が
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
的
な
態
度
は
必
ず
し
も
西
洋
に
限
っ
た

こ
と
で
は
な
い
。
東
ア
ジ
ア
に
も
特
定
の
場
所
の
絵
画
描
写
を
視
覚
的
に
楽
し
む
こ
と
は
あ
っ

た
。
い
ず
れ
も
、
単
に
肉
眼
の
目
で
見
た
風
景
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
普
通
は
あ
わ
た
だ

し
く
生
き
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
生
活
の
場
を
、
こ
と
さ
ら
に
審
美
的
に
眺
め
よ
う
と
す
る
に

は
、
そ
れ
相
応
の
態
度
を
準
備
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
方
便
と
し
て
は
、
や
は
り
芸

術
作
品
の
経
験
に
な
ぞ
ら
え
て
自
然
を
眺
め
る
の
が
手
っ
取
り
早
い
。
言
い
換
え
る
と
、
絵

を
見
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
一
種
の
絵
と
し
て
自
然
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス

ク
」
は
、
そ
の
言
葉
の
通
り
に
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
芸
術
的
な
世
界
の
経
験
を
現
実
の
世
界

の
視
覚
経
験
の
上
に
重
ね
合
わ
せ
た
、
一
種
の
ア
マ
ル
ガ
ム
で
あ
る
。
西
洋
の
ピ
ク
チ
ャ
レ

ス
ク
以
上
に
、
東
ア
ジ
ア
の
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
は
詩
文
の
経
験
が
大
き
く
重
ね
ら
れ
て
い
る

と
い
う
違
い
は
あ
る
。

す
る
と
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
画
像
は
、
自
然
の
風
景
を
い
か
に
も
忠
実
に
模
倣
再
現
し

た
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
自
然
を
大
き
く
変
形
、
な
い
し
は
抽
象
化
す
る
画
像
も
あ

る
。
自
然
の
生
の
経
験
と
い
う
以
上
に
、
自
然
に
対
し
て
距
離
を
と
る
こ
と
で
、
審
美
的
な

対
象
に
転
化
す
る
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
は
、
デ
フ
ォ
ル
メ
や
紋
切
り
型
と
相
性
が
良
い
。
絵
画

の
領
域
で
は
そ
れ
で
も
現
実
の
模
倣
再
現
が
幅
を
利
か
せ
て
い
る
と
し
て
も
、
今
日
で
は
ピ

ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
画
像
は
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
、
大
き
く
自
然
を
改
変
し
、
大
量
の

紋
切
り
型
を
再
生
産
し
続
け
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
に
は
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
画
像
が
「
枠
」
を
そ
の
構
図
に
内
包
し
や
す
い

こ
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。
恰
度
ク
ロ
ー
ド
・
ロ
ラ
ン
の
絵
画
が
立
木
や
遺
跡
の
モ
チ
ー
フ
を

画
面
内
で
巧
み
に
配
置
し
て
眺
め
る
べ
き
空
間
を
枠
取
っ
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
を
審
美
化

す
る
に
は
、
み
は
る
か
す
広
が
り
を
そ
れ
と
認
知
さ
せ
る
た
め
の
わ
か
り
や
す
い
枠
が
必
要

な
の
で
あ
る
。「
紋
切
り
型
」
は
対
象
の
紋
切
り
型
だ
け
で
な
く
、
構
図
の
紋
切
り
型
で
も
あ

る
。
画
面
内
に
描
か
れ
た
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
、
枠
そ
の
も
の
が
入
れ
子
の
よ
う
に
作
ら
れ

る
の
は
、
先
に
み
た
ア
ー
ル
・
デ
コ
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
画
面
構
成
は

ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
一
般
と
異
な
り
、
モ
チ
ー
フ
の
配
置
に
よ
っ
て
風
景
の
枠
が
作
ら
れ
る
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
モ
チ
ー
フ
の
図
柄
そ
の
も
の
が
枠
を
構
成
す
る
場
合
も
多
い
の
だ
が
、
こ

と
空
間
の
拡
が
り
を
描
く
風
景
表
現
に
関
し
て
は
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
画
面
は
ピ
ク
チ
ャ
レ

ス
ク
の
構
図
に
倣
う
。
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
画
像
は
未
来
派
や
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
描
く
対
象
と
輪

郭
線
や
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
の
出
し
方
に
関
し
て
は
似
て
い
る
が
、
風
景
描
写
に
つ
い
て
は
実
の

と
こ
ろ
保
守
的
で
あ
る
。
枠
へ
の
意
識
が
強
い
と
い
う
点
で
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
は
ピ
ク
チ
ャ

レ
ス
ク
的
な
風
景
の
見
方
と
非
常
に
相
性
が
良
い
、
あ
る
い
は
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
一
面
を

徹
底
し
た
と
言
っ
て
も
良
い
。

（
二
）
枠
と
距
離
感

一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
の
観
光
ポ
ス
タ
ー
は
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
様
式
で
描
か
れ
た
も
の
が

世
界
的
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
し
ば
し
ば
描
き
こ
ま
れ
る
の
は
、
汽
船
、
自
動
車
、
飛
行
機

と
い
っ
た
機
械
的
な
交
通
機
関
で
あ
り
、
ス
ピ
ー
ド
や
輸
送
力
や
快
適
さ
を
訴
え
る
。
中
に

は
、
カ
ッ
サ
ン
ド
ル
作
の
有
名
な
ポ
ス
タ
ー
《
北
極
星
号
》（
一
九
二
七
年
）《
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ

号
》（
一
九
三
五
年
）
の
よ
う
に
、
鉄
道
や
客
船
の
み
を
描
い
た
も
の
す
ら
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、

当
然
な
が
ら
旅
行
の
訪
問
先
も
描
か
れ
る
。

た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
ド
ー
ヴ
ィ
ル
を
描
い
た
一
九
二
五
年
頃
の
ポ
ス
タ
ー
が
あ
る
（
図

２
）。
左
側
面
か
ら
扇
状
に
分
割
さ
れ
た
単
純
な
色
面
に
よ
っ
て
、
青
い
空
、
緑
の
平
原
、
白

の
柵
に
挟
ま
れ
た
朱
色
の
道
路
が
広
が
る
。
右
下
方
か
ら
斜
め
に
走
る
道
路
と
は
反
対
に
、
上

空
を
右
上
方
へ
斜
め
に
横
切
る
か
た
ち
で“D

EA
U

V
ILLE”

と
い
う
文
字
が
記
さ
れ
る
。
は

る
か
遠
景
に
垣
間
見
え
る
海
に
は
汽
船
と
ヨ
ッ
ト
、
上
空
に
は
飛
行
機
、
地
面
に
は
自
動
車

が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
簡
略
化
さ
れ
た
暗
褐
色
の
カ
ブ
リ
オ
レ
に
は
、
前
後
そ
れ
ぞ
れ
一

組
の
男
女
が
乗
っ
て
い
る
。
パ
リ
か
ら
車
を
飛
ば
し
て
今
し
も
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
に
到
着
し
た

と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
左
手
前
に
は
花
を
持
ち
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
地
方
特
有
の
帽
子
を
戴
い
た
若

い
女
性
が
描
か
れ
る
。
女
性
の
背
後
の
樹
木
に
実
っ
て
い
る
の
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
特
産
の
リ

ン
ゴ
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
女
性
の
白
い
袖
な
し
の
服
や
背
景
の
ヨ
ッ
ト
は
秋
口

に
は
や
や
季
節
外
れ
だ
が
、
方
便
と
し
て
名
産
品
を
書
き
込
み
た
か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
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い
。
女
性
の
表
情
は
笑
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
笑
顔
と
い
う
以
上
に
特
徴
的
な

表
情
は
な
い
。
全
体
に
軽
や
か
で
、
明
る
い
風
景
で
あ
る
。
左
手
奥
へ
と
集
中
す
る
線
も
目

立
ち
す
ぎ
ず
、
動
き
は
あ
る
も
の
の
穏
や
か
な
農
村
風
景
を
撹
乱
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
。

こ
こ
に
は
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
観
光
ポ
ス
タ
ー
の
典
型
的
な
構
図
と
モ
チ
ー
フ
が
見
て
取
れ

る
。
構
図
に
つ
い
て
は
、
単
純
な
色
面
に
よ
る
明
瞭
な
画
面
分
割
、
そ
し
て
求
心
的
な
斜
線

と
遠
近
の
強
い
対
比
が
見
ら
れ
る
。
モ
チ
ー
フ
と
し
て
は
、
自
然
（
海
岸
、
農
場
）、  

女
性
、
そ

し
て
近
代
的
な
旅
行
施
設
（
交
通
機
関
）
で
あ
る
。
先
述
し
た
と
お
り
、
飛
行
機
や
自
動
車
、
豪

華
客
船
の
存
在
は
と
り
わ
け
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
画
像
に
つ
き
も
の
で
あ
る
。
自
然
と
女
性
は

一
九
一
〇
年
頃
ま
で
の
旅
行
ポ
ス
タ
ー
に
も
珍
し
く
な
い
し
、
そ
も
そ
も
都
会
の
男
性
に
と
っ

て
、
絵
画
や
写
真
の
格
好
の
題
材
だ
っ
た
（
今
な
お
そ
う
で
あ
る
）。
し
か
し
こ
こ
で
の
自
然
や
女

性
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
画
像
の
特
徴
の
と
お
り
、
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
な

が
ら
画
面
を
構
成
す
る
枠
組
み
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
画
面
の
内
部
に
独
立

し
た
存
在
を
持
つ
と
い
う
よ
り
、
造
形
要
素
の
一
部
と
し
て
、
簡
略
化
、
平
板
化
さ
れ
た
色

面
の
性
格
が
強
い
。
感
情
や
欲
求
を
持
っ
た
個
性
的
な
存
在
で
は
な
く
、
わ
か
り
や
す
い
記

号
に
近
い
。

も
う
ひ
と
つ
、
北
ア
フ
リ
カ
航
路
の
観
光
ポ
ス
タ
ー
を
例
に
挙
げ
よ
う
（
図
３
）。
赤
・
白
・

黒
・
青
の
４
色
が
く
っ
き
り
と
画
面
を
描
き
分
け
る
。
船
舶
会
社
の
ポ
ス
タ
ー
で
あ
る
た
め
、

当
然
な
が
ら
客
船
が
大
き
く
あ
し
ら
わ
れ
る
が
、
深
い
青
色
の
空
と
海
の
間
を
航
行
す
る
船

の
躯
体
が
向
か
う
先
、
左
手
奥
に
、
水
平
線
に
重
な
る
よ
う
に
し
て
赤
い
建
物
群
が
見
え
て

い
る
。
お
そ
ら
く
は
ア
ル
ジ
ェ
の
街
並
み
だ
ろ
う
。
近
代
的
な
客
船
か
ら
遠
望
で
き
る
、
ア

フ
リ
カ
大
陸
北
岸
に
へ
ば
り
つ
く
よ
う
な
赤
茶
け
た
都
市
は
、
そ
こ
に  

近
づ
き
つ
つ
あ
る

と
い
う
距
離
感
を
持
ち
つ
つ
、
自
ら
と
は
異
な
る
存
在
に
対
す
る
緊
張
感
も
示
し
て
い
る
。
こ

こ
で
も
、
訪
問
さ
れ
る
土
地
の
風
景
は
単
純
化
、
抽
象
化
さ
れ
て
い
て
、
現
地
の
家
屋
や
人
々

の
姿
形
が
事
細
か
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
い
か
に
も
ア
フ
リ
カ
の
街
ら
し
い
雰
囲
気

が
あ
れ
ば
十
分
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
フ
リ
カ
の
都
市
景
観
を
画
面
と
い
う
の
ぞ
き
窓

か
ら
見
せ
る
、
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
を
描
い
た
画
像
自
体
が
全
体
の
枠
を
構
成
す
る
一
部

と
な
る
こ
と
で
、
眺
め
ら
れ
る
対
象
が
と
り
わ
け
視
覚
的
な
興
味
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
眺
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ド
ー
ヴ
ィ
ル
に
せ
よ
、
ア
フ
リ
カ
北
岸
に
せ
よ
、
紋
切
り
型
の
土
地
の
象
徴
的
表
現
で
は

あ
る
が
、
た
だ
紋
切
り
型
を
呈
示
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
構
図
の
作
る
枠
に
よ
っ
て
、
そ

れ
が
視
覚
的
快
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
。
こ
う
し
て
、
眺
め
ら
れ
る
土
地
と
そ

れ
を
見
る
者
と
の
間
に
二
重
の
距
離
が
生
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
対
比
遠
近
法
的
に
描
か
れ

た
画
面
の
中
で
の
空
間
の
距
離
と
、
画
面
の
描
く
世
界
を
見
つ
め
て
感
性
的
な
快
を
味
わ
う

た
め
の
審
美
的
距
離
で
あ
る
。

（図２）イオン・ドン Ion Don ( 別名ジャン・ドン Jean Don）
によるドーヴィルのポスター（1920年頃）。著者撮影。

（図３）トランスアトランティック総合会社のアフリカ航路
のポスター（1930年）。
Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 
France.
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（
三
）
置
換
可
能
な
自
然

ア
ー
ル
・
デ
コ
の
画
像
を
構
成
す
る
モ
チ
ー
フ
は
、
抽
象
化
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
何

で
あ
る
か
を
示
す
わ
か
り
や
す
い
記
号
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
人
体
で
も
、
そ
れ
が
女
性
か

男
性
か
、
地
元
の
人
間
な
の
か
遊
客
な
の
か
は
シ
ル
エ
ッ
ト
や
帽
子
、
衣
装
に
よ
っ
て
見
分

け
が
つ
く
。
特
に
民
族
衣
装
や
ア
ク
セ
サ
リ
ー
は
格
好
の
道
具
立
て
で
あ
り
、
そ
の
豊
か
な

色
彩
や
装
飾
的
な
形
状
に
よ
っ
て
人
体
を
図
案
化
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。

た
と
え
ば
パ
リ
・
リ
ヨ
ン
・
地
中
海
鉄
道
お
よ
び
チ
ュ
ニ
ジ
ア
鉄
道
に
よ
る
一
九
二
九
年

の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
観
光
ポ
ス
タ
ー
（
図
４
）
で
は
、
水
瓶
を
運
ぶ
民
族
衣
装
の
女
性
が
古
代
遺

跡
を
背
景
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
人
体
は
陰
影
あ
ざ
や
か
で
直
線
的
な
意
匠
の
中
に
明
確
な

色
面
と
し
て
嵌
め
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
体
の
図
形
的
表
現
は
世
界
的
に
広
く
行
わ

れ
た
も
の
で
、
東
ア
ジ
ア
の
旅
行
関
係
の
図
像
と
し
て
も
、
南
満
州
鉄
道
の
ポ
ス
タ
ー
で
伊

藤
順
三
の
描
く
盛
装
し
た
女
性
を
は
じ
め
、
台
湾
や
朝
鮮
半
島
の
人
物
（
多
く
は
女
性
）
は
い
か

に
も
そ
の
地
の
風
俗
を
写
し
た
衣
装
、
持
ち
物
と
と
も
に
描
か
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
時

に
、
人
体
も
背
景
と
な
る
土
地
の
描
写
も
簡
略
化
さ
れ
て
、
構
成
素
材
と
し
て
美
し
く
紙
面

を
彩
る
。

自
然
主
義
的
に
緻
密
な
現
地
の
描
写
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
土
地
に
行
き
た
く
な

る
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
も
そ
も
現
地
の
詳
細
な
地
誌
的
情
報
を
期
待
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
ア
ジ
ア
各
地
の
名
所
や
人
物
が
描
か
れ
る
の
は
、
訪
問
時
に
長
春
や
金
剛
山
の

住
民
そ
れ
ぞ
れ
と
緊
密
な
関
係
を
取
り
結
ぶ
た
め
に
予
習
を
す
る
た
め
で
も
な
け
れ
ば
、
そ

れ
ら
の
土
地
を
描
い
た
風
景
画
の
鑑
賞
者
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
で
も
な
い
。

簡
略
化
さ
れ
た
人
体
や
自
然
の
風
物
は
、
そ
れ
ら
を
一
過
性
の
視
覚
対
象
と
し
て
認
知
す
る

た
め
の
明
瞭
な
記
号
で
あ
る
。
恰
度
、
旅
行
者
が
旅
行
の
訪
問
地
以
上
に
旅
行
と
い
う
行
為

そ
の
も
の
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
、
各
地
の
自
然
も
、
旅
行
時
に
つ
ぶ
さ
に
観
察
さ
れ
る
自

然
の
相
貌
と
い
う
よ
り
も
、
旅
行
と
い
う
行
為
を
喚
起
す
る
目
印
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の

で
あ
る
。

先
に
フ
ラ
ン
ス
の
避
暑
地
（
ド
ー
ヴ
ィ
ル
）
の
例
を
挙
げ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
抽
象
化
、
ま

た
そ
れ
に
よ
る
視
覚
対
象
化
は
オ
リ
エ
ン
ト
の
国
々
に
の
み
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

「
見
る
／
見
ら
れ
る
」
と
い
う
一
方
的
な
非
対
称
の
関
係
性
は
、
勿
論
、
近
代
都
市
の
男
性
と

植
民
地
の
女
性
と
い
う
関
係
に
き
わ
め
て
露
骨
に
現
れ
る
が
、
欲
求
の
対
象
が
あ
る
と
こ
ろ

で
は
（
つ
ま
り
今
日
で
も
い
た
る
と
こ
ろ
で
）、
普
通
に
同
じ
よ
う
な
画
像
は
出
現
す
る
。

こ
の
、
対
象
の
描
写
以
上
に
、
対
象
に
向
か
う
行
為
の
方
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
観
光

ポ
ス
タ
ー
の
多
く
が
交
通
手
段
の
提
供
者
や
旅
行
会
社
で
あ
る
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ

う
が
、
そ
も
そ
も
観
光
旅
行
と
い
う
も
の
が
特
定
の
場
所
に
必
然
的
な
理
由
か
ら
赴
く
と
い

う
よ
り
も
、
観
光
旅
行
に
出
か
け
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
目
的
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
特
定
の
観
光
地
の
画
像
で
は
な
い
が
、
旅
行
手
段
と
な
る
自
動
車
の
広
告
イ

ラ
ス
ト
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
お
こ
う
（
図
５
）。
例
に
挙
げ
る
の
は
、
ル
ノ
ー
社
の
ス
ポ
ー

ツ
・
カ
ー
の
広
告
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
画
像
の
特
徴
で
あ
る
、
単
純
な
色

面
に
よ
る
画
面
の
明
瞭
な
分
割
が
な
さ
れ
て
い
る
。
画
面
上
部
を
大
き
く
沈
ん
だ
青
が
占
め

て
お
り
、
帯
の
よ
う
に
灰
緑
色
の
海
面
が
、
そ
し
て
下
方
に
は
黄
褐
色
の
砂
浜
が
描
か
れ
る
。

前
景
右
手
に
大
き
く
迫
る
よ
う
に
描
か
れ
る
自
動
車
に
は
、
運
転
す
る
男
性
の
他
に
女
性
が

二
人
乗
り
、
車
の
傍
ら
で
佇
む
日
傘
の
女
性
二
人
も
含
め
、
全
員
顔
の
表
情
は
省
略
さ
れ
て

読
み
取
れ
な
い
。
女
性
た
ち
の
立
つ
海
岸
は
、
遥
か
彼
方
、
海
の
向
こ
う
に
見
え
る
細
く
延

び
た
岬
に
ま
で
通
じ
て
い
る
が
、
描
か
れ
た
旅
客
た
ち
が
何
者
で
あ
る
か
が
わ
か
ら
な
い
の

と
同
様
に
、
こ
の
海
辺
も
ど
こ
か
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ど
こ
で
も
良
い
の

で
あ
る
。
唯
一
同
定
さ
れ
て
い
る
「
ル
ノ
ー
四
〇
Ｃ
Ｖ
」
と
い
う
商
品
を
除
い
て
、
訪
問
先

は
デ
ィ
エ
ッ
プ
で
も
、
ド
ー
ヴ
ィ
ル
で
も
、
カ
ン
ヌ
で
も
良
い
。
最
新
の
快
適
な
自
動
車
と

と
も
に
行
楽
地
に
出
か
け
る
と
い
う
行
為
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
人
物

も
場
所
も
、
他
の
旅
客
、
他
の
訪
問
地
と
置
き
換
え
可
能
で
あ
る
。
恰
度
、
観
光
地
の
ポ
ス

タ
ー
で
描
か
れ
る
の
が
、
つ
き
な
み
な
記
号
と
し
て
の
現
地
の
風
景
、
人
物
で
あ
り
、
ア
ジ

ア
の
古
都
で
あ
ろ
う
と
、
南
太
平
洋
の
島
で
あ
ろ
う
と
、
北
米
の
大
都
市
で
あ
ろ
う
と
、
ち
ょ
っ

と
し
た
目
印
さ
え
変
え
れ
ば
構
図
が
そ
の
ま
ま
転
用
で
き
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。  

（図４）ジョゼフ・ド・ラ・ネジエール Josephe de 
la Nézière による、パリ・リヨン・地中海鉄道およ
びチュニジア鉄道のチュニジア、ドゥッガ遺跡のポス
ター（一九二九年）。
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque natio-
nale de France.
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と
こ
ろ
で
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
画
像
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
空
間
の
奥
行
き
の
距
離
感
だ

け
で
な
く
、
画
面
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
眺
め
る
た
め
の
距
離
を
作
る
、
と
い
う
指
摘
を

先
に
行
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
だ
画
面
全
体
が
装
飾
的
な
文
様
と
し
て
見
ら
れ
る
、
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
や
は
り
土
地
な
り
人
体
な
り
が
描
か
れ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
独
特
の
強
い
関
心
を
惹
起
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
単
純
明
快
な
線
と
無

表
情
が
モ
ノ
的
な
性
格
を
感
じ
さ
せ
、
し
か
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
を
蒐
集
愛
玩
す
る

よ
う
な
態
度
を
促
す
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
級
消
費
財
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
自
動
車

に
せ
よ
、
旅
行
に
せ
よ
、
モ
ノ
へ
の
こ
だ
わ
り
は
強
い
し
、
そ
れ
ら
を
描
く
様
式
と
し
て
ア
ー

ル
・
デ
コ
は
う
っ
て
つ
け
な
の
で
は
な
い
か
。
最
後
の
章
で
は
、
こ
の
、
対
象
へ
の
関
心
と

土
地
の
表
現
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

三
、
土
地
と
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

（
一
）
硬
さ
、
無
表
情
、
並
列

ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
風
景
は
観
る
者
を
画
像
の
「
中
で
」
行
為
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
、
画

像
の
「
外
か
ら
」
眺
め
さ
せ
、
接
近
さ
せ
る
。
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
風
景
も
同
じ
態
度
を
促
す

が
、
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
の
画
像
一
般
に
比
べ
て
も
、
そ
の
構
図
や
枠
の
強
調
は
顕
著
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
見
る
者
に
は
画
像
の
内
部
空
間
を
垣
間
見
せ
つ
つ
、
同
時
に
画
面
表
面
に
絶
え

ず
引
戻
す
と
い
う
、
侵
入
不
可
能
な
平
板
さ
を
示
す
。
さ
ら
に
は
、
視
線
を
跳
ね
返
す
よ
う

な
表
面
性
は
、
描
か
れ
た
対
象
に
一
種
の
硬
質
な
触
覚
性
を
与
え
る
。
空
間
内
部
へ
の
安
易

な
感
情
移
入
は
阻
ま
れ
る
。
た
と
え
そ
こ
に
装
飾
的
モ
チ
ー
フ
の
反
復
以
上
に
風
景
や
物
語

が
描
か
れ
る
場
合
も
、
見
る
者
の
視
線
は
あ
く
ま
で
も
外
部
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
る
。
外
部

か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
る
視
線
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
対
象
へ
の
冷
た
い
無
関
心
を
示
す
も
の

で
は
な
い
。
観
光
地
で
あ
ろ
う
と
自
動
車
で
あ
ろ
う
と
、
そ
こ
に
赴
き
、
そ
れ
を
手
に
入
れ

よ
う
と
す
る
、
対
象
へ
の
強
い
欲
求
が
表
れ
た
も
の
で
あ
る
。
描
か
れ
て
い
る
対
象
と
、
共

に
暮
ら
し
、
対
話
す
る
と
い
う
関
係
性
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
他
者
で
あ

り
、
次
々
に
訪
問
し
た
り
、
購
入
し
た
り
す
る
置
換
可
能
な
モ
ノ
で
あ
り
、
自
分
の
蒐
集
行

為
の
一
部
と
な
る
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
。
そ
の
関
心
の
あ
り
か
た
は
、
一
種
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ

ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
天
野
知
香
氏
は
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
触
覚
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ル
ー
ビ
ン
が
、
当
時
の
パ
リ
で
好
ま
れ
た
の
が
、
ア
フ
リ
カ
彫
刻
の
な
か
で
も
と
り

わ
け
様
式
化
さ
れ
、
磨
か
れ
、
艶
の
あ
る
表
面
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
タ
マ
ラ
・
ド
・
レ
ン
ピ
ッ
カ
ら
の
女
性
像
も
含
め
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
の

滑
ら
か
な
光
沢
の
あ
る
（
特
に
女
性
の
）
身
体
は
、
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
性
的
視
線
を
喚
起
す
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
正
当
に
指
摘
し
て
い
る

（10）
。
タ
マ
ラ
・
ド
・
レ
ン
ピ
ッ
カ
の
描
く
、
あ

ま
り
に
立
体
的
な
肉
体
に
比
べ
る
と
、
観
光
ポ
ス
タ
ー
の
人
物
像
は
い
か
に
も
頼
り
な
い
平

板
な
画
像
で
し
か
な
い
が
、
そ
れ
で
も
モ
チ
ー
フ
個
々
は
く
っ
き
り
と
縁
取
ら
れ
た
フ
ィ
ギ
ュ

ア
と
し
て
、
ま
た
モ
チ
ー
フ
全
体
の
構
成
は
滑
ら
か
で
硬
質
な
表
面
と
し
て
、
他
を
寄
せ
付

け
な
い
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
魅
力
的
な
、
モ
ノ
的
性
格
を
帯
び
て
く
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
モ
ノ
的
性
格
を
強
め
る
も
う
ひ
と
つ
の
条
件
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お

き
た
い
。
そ
れ
は
、
ア
ー
ル
・
デ
コ
の
画
像
と
観
光
ポ
ス
タ
ー
と
の
相
性
の
良
さ
に
も
関
わ

る
。
交
通
機
関
が
発
達
し
、
旅
行
が
大
衆
化
し
た
時
代
に
た
ま
た
ま
流
行
っ
た
様
式
だ
か
ら
、

ア
ー
ル
・
デ
コ
の
画
像
が
観
光
ポ
ス
タ
ー
に
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ア
ー
ル
・

デ
コ
の
大
胆
な
色
面
構
成
は
、
従
来
の
三
次
元
空
間
の
再
現
に
よ
る
風
景
表
現
や
線
描
主
体

の
装
飾
画
と
は
一
線
を
画
し
、
平
面
を
自
在
に
構
成
す
る
今
日
的
な
商
業
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
の
は
し
り
と
言
っ
て
も
良
い
が
、
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
る
モ
ノ
に
は
、
決
し
て
設
計
図
や

拡
大
写
真
の
よ
う
な
克
明
な
描
写
も
、
油
絵
の
よ
う
な
饒
舌
さ
も
な
い
。
む
し
ろ
、
一
目
で

そ
れ
と
わ
か
る
明
快
さ
に
よ
っ
て
、
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル
を
指
し
示
す
。
個
性
と
い
う
よ
り
も

（図５）ロベール・ファルキュッシ Robert Falcucci による自動車
（Renault 40CV）の広告（Vogue , juin 1925）。
Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
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類
型
が
重
要
な
の
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
も
天
野
氏
が
す
で
に
「
イ
コ
ン
化
」「
タ
イ
プ
化
」
と
い
う
議
論
を

行
っ
て
い
る

（11）
）。
そ
し
て
類
型
は
、
複
数
性
を
前
提
に
す
る
。
観
光
地
の
ポ
ス
タ
ー
に
つ
い
て

言
え
ば
、
ド
ー
ヴ
ィ
ル
な
ら
ド
ー
ヴ
ィ
ル
だ
け
の
一
箇
所
し
か
観
光
地
が
な
い
わ
け
で
は
な

く
、
そ
の
他
に
カ
ン
ヌ
や
モ
ン
テ
・
カ
ル
ロ
や
ニ
ー
ス
な
ど
、
複
数
の
観
光
地
の
選
択
肢
が

あ
る
な
か
で
の
ド
ー
ヴ
ィ
ル
で
あ
り
、
他
の
観
光
地
と
も
共
通
す
る
画
像
が
必
要
で
あ
る
。

ド
ー
ヴ
ィ
ル
の
観
光
ポ
ス
タ
ー
は
ド
ー
ヴ
ィ
ル
の
肖
像
画
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
ま
ず
は
複

数
あ
る
観
光
地
一
般
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
ド
ー
ヴ
ィ
ル
を
表
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ド
ー
ヴ
ィ
ル
の
観
光
ポ
ス
タ
ー
は
、
画
像
と
し
て
意
味
が
充
満
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
そ
の
平
明
な
記
号
的
表
現
は
、
一
連
の
観
光
地
が
並
ぶ
な
か
に
あ
っ
て
、
観
光
地
で
あ

る
こ
と
、
そ
れ
も
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
の
ド
ー
ヴ
ィ
ル
ら
し
い
観
光
地
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
優

れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
り
、
画
像
の
平
板
さ
の
お
か
げ
で
却
っ
て
土
地
に
思
い
を
馳
せ
る
こ

と
が
促
さ
れ
る
。

風
景
と
並
ん
で
絵
葉
書
や
地
元
の
案
内
書
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
と
し
て
「
美

人
」
が
あ
る
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
も
タ
ヒ
チ
で
も
、
ま
た
朝
鮮
半
島
で
も
台
湾
で
も
、
女
性

は
土
地
を
代
表
す
る
格
好
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。
観
光
地
の
画
像
で
被
写
体
と
な
る
女
性

は
、
現
地
で
訪
問
者
を
接
待
す
る
女
性
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
そ
れ
は
日
本
国
内
の
各

地
で
も
同
様
で
あ
る
。
昭
和
初
期
に
「
美
人
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
「
美

人
」
は
文
字
通
り
容
姿
の
優
れ
た
女
性
を
指
す
こ
と
も
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
芸
妓
を
指
し
て

い
た
。
各
地
の
「
美
人
」
は
文
章
に
よ
る
評
判
や
写
真
に
よ
っ
て
有
名
と
な
り
、
そ
の
土
地

に
行
っ
て
目
に
す
べ
き
重
要
ア
イ
テ
ム
と
な
る
。
日
本
で
も
、
柳
橋
や
祇
園
と
い
っ
た
著
名

な
花
街
だ
け
で
な
く
、
地
方
都
市
の
そ
れ
ぞ
れ
の
花
街
で
有
名
な
芸
妓
が
写
真
で
伝
え
ら
れ

る
（12）
。
土
地
と
女
性
と
が
セ
ッ
ト
に
な
り
、
写
真
絵
葉
書
や
雑
誌
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
で
、
美

人
の
シ
リ
ー
ズ
化
が
で
き
あ
が
る
。「
美
人
」
は
生
身
の
人
間
と
い
う
実
体
を
持
ち
な
が
ら
、

複
数
の
ア
イ
テ
ム
の
な
か
で
微
細
な
差
異
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
記
号
と
な
り
、
そ
の
シ

リ
ー
ズ
に
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
存
在
、
日
々
を
暮
ら
す
人
間
の
生
と
い
う
よ
り
も
、

蒐
集
欲
の
対
象
と
し
て
の
新
た
な
生
を
手
に
入
れ
る
。
美
人
絵
葉
書
の
多
く
が
美
人
の
写
真

を
枠
ど
っ
て
葉
書
に
嵌
め
込
む
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
そ
し
て
南
洋
で
も
東
洋
で
も
美
人
た

ち
は
無
表
情
か
、
精
々
か
す
か
に
笑
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
方
が
生
活
臭
も
個
性
も
な
く
、
記

号
と
し
て
置
換
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
京
都
で
活
躍
し
た
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
小
林
か
い
ち

（
一
八
九
八

−

一
九
六
八
年
）
の
顔
の
な
い
女
性
像
も
そ
れ
に
近
い
。

（
二
）
む
す
び　

平
板
さ
と
実
体

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
デ
ッ
サ
ン
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
三
次
元
の
奥
行
き
の
あ
る
空
間
を
作
る

絵
画
ば
か
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
装
飾
パ
タ
ン
の
よ
う
に
、
平
面
上
に
色
彩
と

形
態
を
構
成
す
る
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
絵
画
も
あ
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
、
古
く
か
ら
あ
る
も

の
で
、
写
本
や
浮
き
彫
り
で
も
、
奥
行
き
に
乏
し
い
平
面
的
な
画
像
と
し
て
物
語
が
綴
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
二
十
世
紀
の
西
洋
近
代
絵
画
も
透
視
図
法
的
な
空
間
表
現
を
捨
て

た
も
の
が
増
え
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
非
西
洋
世
界
の
各
国
に
広
が
り
、
そ
こ
で
ま
た
画
家

た
ち
が
自
分
の
表
現
を
探
究
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
ま
た
、
一
方
で
平
面
性
を
強
く
残
し
つ
つ
、
三
次
元
空
間
の
奥
行
き
を
表
現
す
る

よ
う
な
画
像
も
あ
る
。
日
本
の
江
戸
か
ら
明
治
の
風
景
版
画
は
そ
の
典
型
で
あ
る
が
、
ア
ー

ル
・
デ
コ
の
イ
ラ
ス
ト
も
同
様
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
平
面
的
で
、
ま
た
そ
の
た
め
に
装
飾
的

な
画
像
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
装
飾
性
は
作
品
に
何
ら
か
の
表
出
行
為
、
た
と
え
ば
感
情
や

意
図
を
伝
え
る
こ
と
と
は
必
ず
し
も
相
反
し
な
い
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
で
あ
っ
た
り
、
植
民
地
教
化
で
あ
っ
た
り
、
観
光
地
や
商
品
の
宣
伝
で
あ
っ
た
り
と
、
そ

の
目
指
す
も
の
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
、
何
ら
か
の
現
実
の
意
欲
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
あ

る
い
は
さ
ら
に
現
実
へ
の
意
欲
を
駆
り
立
て
る
た
め
の
対
象
の
図
示
で
あ
る
。

純
粋
な
形
式
主
義
か
ら
す
る
と
、
作
品
形
式
に
余
計
な
概
念
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
実
際
の
芸
術
作
品
の
受
容
に
お
い
て
は
お
そ
ら
く
最
も
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
の
が
、

こ
の
不
純
な
、
つ
ま
り
、
作
者
や
生
み
出
す
主
体
と
の
関
わ
り
を
意
識
し
た
画
像
経
験
で
あ

ろ
う
。
ロ
マ
ン
主
義
が
盛
ん
な
時
代
に
重
視
さ
れ
た
「
地
方
色
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
作
品
を

生
み
出
す
母
体
と
し
て
の
土
地
が
作
品
上
に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
作
品
か
ら
作
者
や
文
化

的
背
景
を
切
り
離
し
て
、
作
品
そ
の
も
の
に
向
き
合
う
と
い
う
禁
欲
的
態
度
は
、
カ
ン
ト
が

審
美
的
な
判
断
に
つ
い
て
指
摘
し
た
無
関
心
性
と
同
じ
く
、
作
品
の
質
を
評
価
す
る
の
で
あ

れ
ば
大
事
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
作
品
を
通
し
て
そ
の
背
景
（
作
者

の
人
生
や
国
民
の
物
語
な
ど
）
を
読
み
解
く
方
が
容
易
で
、
し
か
も
興
が
乗
る
。
物
語
性
を
排
し
た

非
対
象
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
の
は
、
日
常
的
な
経
験
か
ら
は
か
な
り
異
質
な
作
業
で
あ
っ
て
、

芸
術
と
い
う
自
律
的
な
世
界
を
承
認
し
、
そ
の
な
か
で
通
用
す
る
言
葉
を
交
わ
し
て
い
る
人

間
に
し
か
面
白
み
の
な
い
、
骨
の
折
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
音
楽
で
も
、
絵
画
で
も
、
舞
踊
で

も
、
そ
れ
ら
を
純
粋
な
形
式
の
戯
れ
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
小
説
や
劇
を
体
験
す
る

か
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
人
事
の
世
界
を
楽
し
む
ほ
う
が
普
通
だ
し
、
ま
た
実

際
の
と
こ
ろ
、
形
式
主
義
の
実
験
室
的
な
作
品
が
そ
れ
以
上
に
ゆ
た
か
な
経
験
を
与
え
て
く
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Foreign lands in Art Deco style

Hiroshi UEMURA

In this paper, the author attempts to clarify the relationship 
between the international artistic style of Art Deco and the vi-
sual representation of local landscapes. 

Often regarded as a symptom of a society of consumption 
and rapidly-mechanized industry, Art Deco is, in fact, very 
self-conscious of its contemporaneity. As the International Ex-
position of the Modern Decorative and Industrial Art opened 
in 1925, the organizer announced the arrival of art fitting to the 
modern era. Art Deco was a manifesto of the progressive life-
style. At the same time, the plastic characteristics of the style, 
for example the straight lines, geometric figures, and streamlin-
ing, have another function, which is to affect one’s sensibility 
towards a landscape. These features aestheticize the natural 
scenery, similar to the picturesque aesthetics of the 18th centu-
ry. Differing from the picturesque, however, the constructive, 
geometrical elements of an Art Deco image interfere with the 
frame of the image itself and thus create an interpenetration 
between the shapes of the motifs and the image’s frame. An Art 
Deco image may represent a vast landscape, but while looking 
into the landscape, the viewer is invited to concentrate their at-
tention on only the surface of the image. This ambiguous point 

of view turns an Art Deco landscape from a three-dimensional 
representation of real land into a flat, svelte ornament with a 
fetish-like objectivity.

The touristic Art Deco posters representing local landscapes 
have two sorts of specificity: the reinforcement of geometric 
composition with simplified motifs, and the fetishization of lo-
cal lands, turning vernacular nature into an aesthetically collect-
ed item. For example, the 1920s poster Deauville by Ion Don 
shows clearly divided color fields arranged on radiational 
straight lines from the vanishing point on the left-hand side to 
the right foreground. The vast landscape extends far into the sea 
horizon, thus becoming a patterned surface plane as a whole. 
The motifs represent the landscape of Normandy: apple trees 
and a girl with traditional hat, as well as modern transportation 
machines, such as an airplane, a steamboat, and an automobile, 
are all simplified into cartoonlike figures, serving as icons of 
touristic sites. 

Like the expressionless female figures in the Art Deco style, 
touristic posters such as this lose the individuality of the repre-
sented area. Instead, they show their character as collected 
items, with slight differences between them.
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