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ボ
ー
ド
レ
ー
ル『
ボ
ン
ヌ
＝

ヌ
ー
ヴ
ェル
百
貨
店
の
古
典
派
美
術
展
』に
つ
い
て
の

覚
書

築
山
　
和
也

シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
（
一
八
二
一
│

六
七
）
は
、「
往
昔
と
現
代
を
通
じ
て
の
最
も
独
創
的
な
画
家
一
」（『
一
八
四
五
年
の
サ
ロ
ン
』）

と
し
て
終
世
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ド
ラ
ク
ロ
ワ
（
一
七
九
八
│

一
八
六
三
）
を
敬
愛
の
対
象
と
し
続
け
た
。
ド
ラ
ク
ロ
ワ
へ
の
お
そ
ら
く
最
初

の
言
及
は
中
学
時
代
の
書
簡
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ル
イ
＝

フ
ィ
リ
ッ
プ
の
招
き
に
よ
っ
て
ル
イ
＝

ル
＝

グ
ラ
ン
中
学
の
生
徒
と
し
て

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
歴
史
美
術
館
を
見
学
し
た
未
来
の
詩
人
は
、
そ
の
時
の
感
想
を
義
父
の
オ
ー
ピ
ッ
ク
大
佐
宛
て
の
手
紙
（
一
八
三
八
年
七
月

十
七
日
付
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

き
わ
め
て
美
し
い
と
言
わ
れ
て
い
る
帝
政
期
の
タ
ブ
ロ
ー
は
す
べ
て
、
か
く
も
規
則
的
、
か
く
も
冷
た
く
見
え
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
人

物
た
ち
は
多
く
の
場
合
、
木
々
の
よ
う
に
、
ま
た
は
オ
ペ
ラ
の
端
役
た
ち
の
よ
う
に
、
き
ち
ん
と
並
ん
で
い
ま
す
。
か
ほ
ど
に
賞
め
そ
や
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さ
れ
て
き
た
帝
政
の
画
家
た
ち
の
こ
と
を
こ
ん
な
風
に
語
る
な
ん
て
、
僕
と
し
て
た
ぶ
ん
ま
こ
と
に
笑
止
な
こ
と
で
す
。
事
に
よ
る
と
出

ま
か
せ
に
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
自
分
の
印
象
を
報
告
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
事
に
よ
る
と
ま
た
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ

を
天
ま
で
も
ち
上
げ
て
い
る
「
プ
レ
ス
」
紙
の
記
事
を
読
ん
だ
結
果
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
二
。

「
プ
レ
ス
」
紙
の
記
事
を
書
い
た
の
は
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
ー
テ
ィ
エ
（
一
八
一
一
│

七
二
）
で
あ
る
。『
モ
ー
パ
ン
嬢
』（
一
八
三
五
）
の
作

者
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
先
ん
じ
て
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
擁
護
に
努
め
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
だ
。
そ
の
「
プ
レ
ス
」
紙
で
ゴ
ー
テ
ィ
エ
は
、
ヴ
ェ

ル
サ
イ
ユ
に
あ
っ
た
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
《
タ
イ
ユ
ブ
ー
ル
の
戦
い
》（
一
八
三
七
）
に
つ
い
て
、
そ
の
「
猛
り
狂
っ
た
構
成
」
と
「
獰
猛
な
筆

触
」
を
ル
ー
ベ
ン
ス
《
ア
マ
ゾ
ン
の
戦
い
》（
一
六
一
八
│

二
〇
頃
）
の
そ
れ
と
引
き
合
わ
せ
つ
つ
、「
ド
ラ
ク
ロ
ワ
氏
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の

美
術
館
の
全
て
の
戦
争
画
を
一
手
に
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
何
と
残
念
な
こ
と
か
！
」
と
嘆
い
て
み
せ
た
三
。
こ
う
し
た

ド
ラ
ク
ロ
ワ
賛
美
は
、
新
し
い
時
代
の
潮
流
と
そ
の
興
奮
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
い
な
い
。
そ
の
熱
に
あ
て
ら
れ
た
青
年
が
帝
政
期
の
新
古
典

派
の
絵
画
を
「
か
く
も
規
則
的
、
か
く
も
冷
た
く
見
え
る
こ
と
が
多
い
」
と
軽
蔑
的
に
語
る
の
も
無
理
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
七
年
半
後
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
新
古
典
派
の
絵
画
と
再
会
し
て
い
る
。
一
八
四
六
年
初
頭
に
パ
リ
の
ボ
ン
ヌ
＝

ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
百
貨
店

で
開
催
さ
れ
た
美
術
展
で
、
ジ
ャ
ッ
ク
＝

ル
イ
・
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
（
一
七
四
八
│

一
八
二
五
）
と
そ
の
流
れ
を
汲
む
新
古
典
主
義
の
画
家
た
ち

の
絵
画
が
多
数
展
示
さ
れ
た
の
だ
。『
一
八
四
五
年
の
サ
ロ
ン
』
で
美
術
批
評
家
と
し
て
の
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
っ
た
詩
人
は
、
こ
の
展
覧
会
の
時

評
を
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
＝

デ
ュ
フ
ァ
イ
ス
の
署
名
で
同
年
一
月
二
十
一
日
付
「
ル
・
コ
ル
セ
ー
ル
・
サ
タ
ン
」
紙
に
寄
稿
し
た
。
そ
れ
が
『
ボ
ン

ヌ
＝

ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
百
貨
店
の
古
典
派
美
術
展
』
と
題
さ
れ
る
一
文
で
あ
る
。「
古
典
派
」
と
あ
る
が
、展
覧
会
は
公
式
に
は
そ
の
よ
う
な
呼
称

を
用
い
て
い
な
い
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
自
身
が
考
え
出
し
た
も
の
の
よ
う
だ
が
、
展
示
さ
れ
た
作
品
の
大
ま
か
な
傾
向
は
や
は
り
そ
の
一
語
に
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要
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
こ
の
時
評
で
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
で
か
つ
て
抱
い
た
否
定
的
な
印
象
と
は
反
対
に
、
新
古
典
主
義
の

絵
画
、
と
り
わ
け
そ
の
領
袖
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
作
品
か
ら
受
け
た
感
銘
を
綴
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
「
気
位
高
く
繊
細
な
巨
匠
た
ち
」
と
も
ち

上
げ
る
ゲ
ラ
ン
と
ジ
ロ
デ
、「
こ
と
ロ
マ
ン
主
義
に
か
け
て
ア
ン
ド
レ
・
シ
ェ
ニ
エ
の
兄
弟
」
と
み
な
す
プ
リ
ュ
ー
ド
ン
ら
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
弟

子
た
ち
の
絵
画
に
も
「
高
貴
な
る
作
品
」
と
し
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。

新
古
典
派
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
か
ら
ロ
マ
ン
派
ド
ラ
ク
ロ
ワ
に
繫
が
る
連
続
性
は
今
日
的
視
点
に
立
て
ば
も
は
や
常
識
の
部
類
に
入
る
だ
ろ
う

が
四
、
当
時
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
ド
ラ
ク
ロ
ワ
に
心
酔
す
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
新
古
典
主
義
絵
画
を
積
極
的
に
支
持
す
る
の
は
意
外
に
思
え

た
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
新
古
典
主
義
へ
の
こ
う
し
た
関
心
を
百
貨
店
の
展
覧
会
以
前
か
ら
抱
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら

か
だ
。
と
い
う
の
も
、『
一
八
四
五
年
の
サ
ロ
ン
』
裏
表
紙
で
す
で
に
『
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
、
ジ
ロ
デ
、
ゲ
ラ
ン
』
の
タ
イ
ト
ル
が
「
近
刊
予
定
」

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
、
予
告
さ
れ
た
本
は
結
局
書
か
れ
な
か
っ
た
た
め
内
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
構
想
の
少
な
く
と
も
一

部
は
『
ボ
ン
ヌ
＝

ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
百
貨
店
の
古
典
派
美
術
展
』
で
活
用
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
狙
い
は
、相
対
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
と
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、ロ
マ
ン
派
の

先
導
者
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
フ
ラ
ン
ス
絵
画
の
歴
史
と
伝
統
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
直
後
に
書
か
れ
た
『
一
八
四
六
年

の
サ
ロ
ン
』
で
ド
ラ
ク
ロ
ワ
対
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
ユ
ゴ
ー
（
一
八
〇
二
│

八
五
）
の
対
立
軸
を
鮮
明
に
描
い
て
、
真
の
ロ
マ
ン
主
義
を
画
家

に
見
出
し
大
詩
人
を
力
技
で
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
「
除
外
」
し
よ
う
と
試
み
る
の
だ
が
五
、そ
う
し
た
発
想
を
歴
史
と
伝
統
に
お
け
る
ド
ラ
ク
ロ

ワ
の
正
統
性
に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
六
。
芸
術
家
と
文
学
者
の
こ
の
ね
じ
れ
た
対
立
の
中
で
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
「
現
在

ま
で
の
と
こ
ろ
ロ
マ
ン
主
義
の
最
も
立
派
な
代
表
者
七
」と
認
め
る
ド
ラ
ク
ロ
ワ
に
自
己
を
投
影
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
大
詩

人
ユ
ゴ
ー
に
対
峙
す
る
の
は
、
若
き
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
自
身
な
の
だ
。
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
盾
に
ユ
ゴ
ー
の
ロ
マ
ン
主
義
を
攻
撃
し
、
自
ら
を
文
学
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に
お
け
る
真
の
ロ
マ
ン
主
義
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
目
論
見
で
あ
る
。
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
そ
し
て
ア
ン
グ

ル
が
形
成
す
る
関
係
の
図
式
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
秘
か
に
想
定
し
た
自
身
と
ユ
ゴ
ー
と
の
対
立
の
構
図
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
そ
の

目
論
見
は
一
層
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
鍵
を
握
る
の
は
、
や
は
り
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
存
在
で
あ
る
。
そ
う
し
た
見
方

か
ら
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
作
品
が
初
め
て
公
に
展
示
さ
れ
た
ボ
ン
ヌ
＝

ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
百
貨

店
の
展
覧
会
は
、
前
年
に
批
評
活
動
を
開
始
し
た
ば
か
り
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
と
っ
て
単
な
る
展
覧
会
以
上
の
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ

て
い
た
と
言
え
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
ボ
ン
ヌ
＝

ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
百
貨
店
で
開
催
さ
れ
た
美
術
展
の
概
要
を
紹
介
し
、
次
に
そ
れ
を
め
ぐ
る
当
時
の
批
評
家
の
時

評
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
展
覧
会
評
が
も
つ
意
義
を
検
討
し
て
い
く
。
そ
れ
以
後
の
彼
の
批
評
も
適
宜
参
照
し
な
が
ら
、
美

術
批
評
家
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
戦
略
に
つ
い
て
探
っ
て
み
た
い
。

一
　
展
覧
会
の
計
画
と
実
現

一
八
四
四
年
十
二
月
、「
画
家
、
彫
刻
家
、
建
築
家
、
版
画
家
、
素
描
家
協
会
」（
以
下
「
美
術
家
協
会
」）
が
設
立
さ
れ
た
。「
劇
作
家
協

会
」（
一
八
四
〇
年
設
立
）「
音
楽
家
協
会
」（
一
八
四
三
年
設
立
）
に
続
い
て
テ
ロ
ー
ル
男
爵
が
発
案
し
た
芸
術
家
の
支
援
組
織
で
あ
る
同
協

会
は
、
画
家
の
生
活
改
善
を
目
指
し
て
困
窮
す
る
芸
術
家
の
救
済
と
年
金
制
度
の
確
立
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
た
。
ボ
ン
ヌ
＝

ヌ
ー
ヴ
ェ

ル
百
貨
店
の
展
覧
会
は
そ
の
基
金
拡
充
の
手
段
と
し
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
貧
民
の
あ
る
一
階
級
、
社
会
の
最
も
高
貴

な
快
楽
の
た
め
に
働
く
が
ゆ
え
に
最
も
賞
讃
に
値
す
る
貧
民
た
ち
を
助
け
る
べ
く
八
」
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
慈
善
事
業
が
篤
志
家
の
支
援
な
し
に
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
当
展
覧
会
も
画
家
や
収
集
家
な

ど
数
多
く
の
支
援
者
の
厚
意
よ
っ
て
実
現
し
た
。
中
で
も
決
定
的
だ
っ
た
の
は
当
時
巨
匠
の
名
声
を
博
し
て
い
た
ジ
ャ
ン
＝

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト

＝

ド
ミ
ニ
ッ
ク
・
ア
ン
グ
ル
（
一
七
八
〇
│

一
八
六
七
）
の
協
力
で
あ
る
。
ア
ン
グ
ル
は
一
八
三
四
年
の
サ
ロ
ン
で
《
聖
サ
ン
フ
ォ
リ
ア
ン

の
殉
教
》
が
不
評
に
終
わ
っ
て
以
来
サ
ロ
ン
へ
の
出
品
を
拒
否
し
公
の
場
に
作
品
を
発
表
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
ア
ン
グ
ル
が
「
美
術
家

協
会
」
へ
の
作
品
提
供
に
前
向
き
な
姿
勢
を
表
し
、
そ
れ
が
展
覧
会
の
計
画
を
後
押
し
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
初
は
ア
ン
グ
ル
の
個
展
と

な
る
可
能
性
も
あ
っ
た
ほ
ど
（
画
家
自
身
が
そ
れ
に
慎
重
な
態
度
を
示
し
た
）
ア
ン
グ
ル
頼
み
の
企
画
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
協
会
は
ア

ン
グ
ル
と
開
催
に
向
け
て
交
渉
を
進
め
る
一
方
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
娘
、
ジ
ャ
ン
ナ
ン
男
爵
夫
人
か
ら
偉
大
な
る
父
親
の
作
品
を
展
示
す
る
許

可
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
新
古
典
主
義
の
主
導
者
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
と
そ
の
継
承
者
と
目
さ
れ
る
ア
ン
グ
ル
の
新
旧
二
大
巨
匠
の
作

品
を
中
心
と
す
る
展
覧
会
の
骨
子
が
固
ま
っ
た
。

会
場
に
選
ば
れ
た
の
は
、
一
八
三
八
年
開
業
の
ボ
ン
ヌ
＝

ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
百
貨
店
。
パ
リ
・
オ
ペ
ラ
座
の
東
、
ボ
ン
ヌ
＝

ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
大
通

り
に
あ
る
敷
地
に
建
設
さ
れ
た
建
物
の
中
に
、
貸
店
舗
三
百
店
、
地
下
食
料
品
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
他
、
カ
フ
ェ
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
劇
場
な
ど
を

収
め
た
近
代
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
よ
る
当
時
最
大
級
の
複
合
商
業
施
設
で
あ
る
。
上
層
階
に
は
美
術
品
な
ど
を
展
示
す
る
常
設
ギ
ャ
ラ
リ
ー

を
備
え
、
文
化
施
設
と
し
て
の
側
面
も
合
わ
せ
も
っ
て
い
た
。
サ
ロ
ン
の
審
査
が
と
り
わ
け
厳
し
か
っ
た
一
八
四
三
年
に
は
、
こ
こ
で
落
選

展
も
開
か
れ
た
。
有
名
画
家
の
絵
画
が
展
示
販
売
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
実
際
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
の
ち
に
『
漂
着
物
』
に
収
め
た
詩
篇

「
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ド
ラ
ク
ロ
ワ
作
《
地
獄
の
タ
ッ
ソ
ー
》
に
寄
せ
て
」
で
モ
チ
ー
フ
と
な
る
同
画
家
の
作
品
（《
狂
人
病
院
に
お
け
る
タ
ッ

ソ
ー
》
一
八
三
九
年
）
は
、四
三
年
末
に
こ
の
ボ
ン
ヌ
＝

ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
百
貨
店
で
買
い
手
が
付
い
て
い
る
。「
美
術
家
協
会
」
は
四
五
年
十
二

月
初
旬
に
百
貨
店
と
展
示
場
の
使
用
契
約
を
結
び
、
開
催
の
準
備
は
着
々
と
進
ん
だ
九
。
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だ
が
、
こ
こ
に
き
て
肝
心
の
ア
ン
グ
ル
が
参
加
に
難
色
を
示
し
始
め
る
。
百
貨
店
な
ど
に
自
分
の
作
品
を
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い

う
の
だ
。
自
ら
現
場
を
確
認
し
た
ア
ン
グ
ル
は
テ
ロ
ー
ル
男
爵
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
「
様
々
な
照
明
が
劣
悪
に
設
置
さ
れ
日
光
も
つ
ね
に

入
っ
て
く
る
こ
の
よ
う
な
商バ

ザ

ー

ル

業
施
設
に
自
分
の
作
品
を
展
示
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
一
〇
」
と
告
げ
た
。
も
は
や
後
に
は
引
け
な
い
協
会
側

は
ア
ン
グ
ル
の
も
と
に
全
委
員
を
派
遣
し
て
必
死
の
説
得
に
あ
た
り
、
ど
う
に
か
画
家
を
翻
意
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
展
覧
会
の
会
場
に

は
ア
ン
グ
ル
の
作
品
の
た
め
に
カ
ー
テ
ン
で
仕
切
ら
れ
た
特
別
展
示
室
が
設
け
ら
れ
た
が
（
図
版
参
照
）、そ
れ
は
お
そ
ら
く
ア
ン
グ
ル
が
手

紙
で
表
明
し
た
懸
念
に
対
す
る
措
置
で
あ
ろ
う
。
こ
の
特
別
な
計
ら
い
は
協
会
の
委
員
た
ち
が
彼
の
作
品
に
抜
き
ん
で
た
芸
術
的
価
値
を
認

め
て
い
た
こ
と
以
上
に
、
展
覧
会
の
成
功
に
と
っ
て
こ
の
画
家
の
存
在
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
ボ
ン
ヌ
＝

ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
百
貨
店
に
お
け
る
展
覧
会
は
一
八
四
六
年
一
月
十
一
日
に
初
日
を
迎
え
た
。
開
催
期
間
は
三
月
十
五
日

ま
で
。
こ
の
年
の
サ
ロ
ン
の
開
催
日
が
そ
の
翌
日
だ
か
ら
、
毎
年
恒
例
の
権
威
あ
る
美
術
イ
ベ
ン
ト
と
重
な
ら
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
で
あ

る
。
そ
の
サ
ロ
ン
が
「
騒
々
し
く
、
け
ば
け
ば
し
く
、
乱
暴
で
ご
っ
た
返
す
展
覧
会
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
ち
ら
は
「
書
斎
の
よ
う
に
静

か
で
和
や
か
で
真
面
目
な
展
覧
会
」
で
あ
っ
た
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
そ
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
。
展
覧
会
は
入
場
者
総
数
二
万
五
千
人
、

売
上
げ
は
三
万
フ
ラ
ン
以
上
に
達
し
、国
王
一
家
の
来
訪
も
あ
っ
て
盛
況
の
う
ち
に
幕
を
閉
じ
た
。「
美
術
家
協
会
」
は
基
金
の
拡
充
と
い
う

目
的
を
果
た
す
と
と
も
に
、
展
覧
会
の
様
子
を
報
じ
た
新
聞
雑
誌
を
通
じ
て
そ
の
存
在
と
活
動
を
広
く
知
ら
し
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

二
　
展
示
さ
れ
た
作
品

出
品
さ
れ
た
作
品
の
ほ
と
ん
ど
は
作
者
以
外
の
個
人
が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
肖
像
画
の
場
合
は
描
か
れ
た
本
人
や
そ
の
家
族
の



『藝文研究』第 103号

（256）

手
元
に
あ
っ
た
も
の
が
多
く
、
そ
れ
以
外
の
作
品
も
画
家
自
身
が
提
供
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
趣
旨
に
賛
同
し
た
所
有
者
の
善
意
に
よ
っ
て

無
償
で
貸
し
出
さ
れ
た
。
一
流
の
画
家
と
彼
ら
の
作
品
を
所
有
し
て
い
た
高
名
な
収
集
家
た
ち
の
連
携
が
可
能
に
し
た
展
覧
会
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
般
の
人
々
の
目
に
触
れ
る
機
会
の
な
か
っ
た
作
品
が
一
堂
に
集
め
ら
れ
公
開
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
画
期
的
な

展
覧
会
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
傑
作
は
、ル
ー
ヴ
ル
に
《
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
兄
弟
の
誓
い
》（
一
七
八
四
）
や
《
サ

ビ
ニ
の
女
た
ち
》（
一
七
九
九
）
な
ど
の
代
表
作
が
す
で
に
収
め
ら
れ
て
い
た
が
、《
ピ
ウ
ス
七
世
の
肖
像
》（
一
八
〇
五
）
を
除
け
ば
肖
像
画

は
皆
無
で
、
革
命
期
の
政
治
的
な
題
材
を
扱
っ
た
絵
画
も
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
ボ
ン
ヌ
＝

ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
百
貨
店
に
集

め
ら
れ
た
作
品
、
と
り
わ
け
《
マ
ラ
ー
の
死
》
は
七
月
王
政
末
期
の
パ
リ
市
民
に
新
鮮
な
驚
き
を
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
サ
ロ
ン
か
ら
長

年
遠
ざ
か
っ
て
い
た
ア
ン
グ
ル
の
作
品
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
そ
の
二
人
の
出
品
点
数
に
つ
い
て
、「
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
タ
ブ
ロ
ー
十
点
と
ア
ン
グ
ル
の
タ
ブ
ロ
ー
十
一
点
」
と
記
し
て
い

る
。
こ
れ
は
展
覧
会
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
作
品
の
数
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
開
催
期
間
の
途
中
か
ら
展
示
さ
れ
た
作
品
も
あ
っ
た

が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
会
場
を
訪
れ
た
時
点
で
は
そ
れ
が
全
て
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

展
覧
会
目
録
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
作
品
は
掲
載
順
に
以
下
の
十
点
で
あ
る
。《
サ
ン
＝

ベ
ル
ナ
ー
ル
山
の
ボ
ナ
パ
ル
ト
》

（
一
八
〇
三
）《
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
》（
一
七
八
七
）《
テ
レ
マ
コ
ス
と
エ
ウ
カ
リ
ウ
ス
》（
一
八
二
一
）《
マ
ラ
ー
の
死
》（
一
七
九
三
）《
ガ
ス

パ
ー
ル
・
メ
イ
エ
ー
ル
の
肖
像
》（
一
七
九
五
）《
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
・
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
夫
人
の
肖
像
》（
一
八
一
三
）《
モ
ン
ジ
ェ
夫
妻
の
肖
像
》

（
一
八
一
二
）《
ル
イ
ー
ズ
・
ト
ゥ
ル
デ
ー
ヌ
夫
人
の
肖
像
》（
一
七
九
一
│

九
二
頃
）《
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
の
た
め
の
習
作
》（
一
七
八
二
）《
息

子
を
弁
護
す
る
老
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
》（
制
作
年
不
詳
）。
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一
方
の
ア
ン
グ
ル
の
作
品
十
一
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。《
シ
ス
テ
ィ
ナ
礼
拝
堂
の
ピ
ウ
ス
七
世
》（
一
八
一
四
）《
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス

と
ス
ト
ラ
ト
ニ
ケ
》（
一
八
四
〇
）《
フ
ェ
リ
ペ
五
世
か
ら
リ
ー
リ
ア
公
爵
位
を
授
け
ら
れ
る
ベ
リ
ッ
ク
公
》（
一
八
一
八
）《
奴
隷
の
い
る
オ

ダ
リ
ス
ク
》（
一
八
三
九
）《
ベ
ル
タ
ン
氏
の
肖
像
》（
一
八
三
二
）《
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
と
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
》（
一
八
二
七
）《
モ
レ
氏
の
肖
像
》

（
一
八
三
四
）《
グ
ラ
ン
ド
・
オ
ダ
リ
ス
ク
》（
一
八
一
四
）《
シ
ャ
ル
ル
五
世
の
パ
リ
入
城
》（
一
八
二
一
）《
ド
ー
ソ
ン
ヴ
ィ
ル
伯
爵
夫
人
の

肖
像
》（
一
八
四
五
）《
パ
オ
ロ
と
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
》（
一
八
一
九
）。

展
覧
会
目
録
「
補
遺
」
に
は
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
《
フ
ル
ー
リ
嬢
の
肖
像
》（
制
作
年
不
詳
）
と
《
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
と
皇
妃
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ー

ヌ
の
戴
冠
》
の
素
描
（
一
八
〇
五
年
）
の
二
点
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
補
遺
の
補
足
」
で
《
自
画
像
》（
一
七
九
一
年
）
が
追
加
さ

れ
て
い
る
の
で
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
作
品
は
合
計
で
十
三
点
展
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。「
補
遺
の
補
足
」
で
は
ア
ン
グ
ル
の
有
名
な
三
作
品

（《
聖
サ
ン
フ
ォ
リ
ア
ン
》《
ル
イ
十
三
世
の
誓
願
》《
聖
餅
の
聖
母
》）
の
素
描
も
追
加
さ
れ
て
お
り
、そ
の
う
ち
《
聖
サ
ン
フ
ォ
リ
ア
ン
》
以

外
の
二
点
は
ア
ン
グ
ル
の
弟
子
の
イ
タ
リ
ア
人
画
家
ル
イ
ジ
・
カ
ラ
マ
ッ
タ
の
手
に
な
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
一
一
。

両
巨
匠
の
作
品
以
外
で
は
、
ゲ
ラ
ン
は
《
プ
リ
ア
モ
ス
の
死
》
お
よ
び
《
テ
ー
セ
ウ
ス
と
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
》
の
下
絵
二
点
（
い
ず
れ
も
制

作
年
未
詳
）、
ジ
ロ
デ
は
《
ア
ル
タ
ク
セ
ル
ク
セ
ス
の
贈
物
を
拒
む
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ー
ス
》（
一
七
九
二
）
な
ど
五
点
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ェ

ラ
ー
ル
は
《
ベ
リ
サ
リ
ウ
ス
》（
一
七
九
五
年
の
サ
ロ
ン
に
出
品
さ
れ
た
作
品
の
作
者
自
身
に
よ
る
複
製
）
な
ど
七
点
、グ
ロ
は
《
ア
ン
ド
レ
・

ガ
ル
の
肖
像
》（
一
八
二
二
）、《
リ
ア
王
》
下
絵
（
制
作
年
未
詳
）
な
ど
七
点
、
ジ
ェ
リ
コ
ー
は
《
胸
甲
騎
兵
の
突
撃
》（
制
作
年
未
詳
）
な

ど
六
点
、
プ
リ
ュ
ー
ド
ン
は
《
ウ
ェ
ヌ
ス
と
ア
ド
ニ
ス
》（
一
八
一
〇
│

一
二
）
な
ど
九
点
、
ド
ラ
ロ
ッ
シ
ュ
は
《
枢
機
卿
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
》

（
一
八
二
九
）、《
瀕
死
の
枢
機
卿
マ
ザ
ラ
ン
》（
一
八
三
〇
）、《
ブ
ロ
ワ
城
で
の
ギ
ー
ス
公
暗
殺
》（
一
八
三
五
）
の
三
点
、
オ
ラ
ス
・
ヴ
ェ
ル

ネ
は
《
ユ
ダ
と
タ
マ
ー
ル
》（
一
八
四
〇
）
な
ど
七
点
、
コ
ニ
エ
は
《
死
せ
る
娘
を
描
く
テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
》（
一
八
四
三
）
な
ど
三
点
、
ア
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リ
・
シ
ェ
フ
ェ
ー
ル
は
《
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
・
ダ
・
リ
ミ
ニ
》（
一
八
三
五
）
な
ど
四
点
を
出
品
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
グ
ル
ー
ズ
の
肖
像
画

な
ど
も
あ
っ
た
が
、
展
覧
会
は
や
は
り
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
と
そ
れ
に
連
な
る
画
家
た
ち
の
作
品
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

制
作
年
か
ら
す
る
と
、「
一
七
六
三
年
の
サ
ロ
ン
」
に
出
品
さ
れ
た
グ
ル
ー
ズ
の
《
割
れ
た
鏡
》
が
最
も
古
く
、
ア
ン
グ
ル
《
ド
ー
ソ
ン

ヴ
ィ
ル
伯
爵
夫
人
の
肖
像
》
が
直
近
に
描
か
れ
た
一
番
新
し
い
作
品
で
あ
る
。
新
古
典
主
義
の
批
評
家
ド
ゥ
レ
ク
リ
ュ
ー
ズ
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、「
歴
史
的
視
点
か
ら
見
れ
ば
完
璧
と
は
言
え
な
い
が
﹇
…
﹈
そ
れ
ら
は
前
世
紀
末
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
時
代
の
流
れ
を
刻
む
も
の

で
、
こ
の
八
〇
年
間
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
絵
画
芸
術
の
歩
み
を
ほ
ぼ
正
確
に
示
し
て
い
る
一
二
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
ド
ゥ
レ
ク
リ
ュ
ー
ズ
を
含
む
当
時
の
批
評
家
た
ち
が
口
を
揃
え
て
嘆
い
た
の
は
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
不
在
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ド
ラ
ク

ロ
ワ
を
絶
対
的
に
支
持
す
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
も
そ
の
一
人
だ
。

わ
れ
わ
れ
は
ド
ラ
ク
ロ
ワ
氏
の
も
の
に
は
一
つ
も
お
目
に
か
か
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
ま
た
彼
の
こ
と
を
語
る
べ
き
理
由
が
一
つ
ふ
え

た
と
思
う
の
で
あ
る
。
│
廉
直
の
士
た
る
の
心
情
を
も
っ
た
わ
れ
わ
れ
は
素
朴
に
も
信
じ
て
い
た
の
だ
、
組
織
委
員
諸
氏
が
こ
の
芸
術

的
祝
典
に
現
今
の
流
派
の
首
領
を
参
加
さ
せ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
彼
の
由
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
革
命
期
の
流
派
に
彼

0
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0
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0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
む
す
び
つ
け
る
摩
訶
不
思
議
な
血
縁
関
係
と
い
う
も
の
を
理
解
せ
ず

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
何
に
も
ま
し
て
自
分
た
ち
の
催
し
に
統
一
性
と
一
様
な
外
観
と

を
与
え
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
一
三
。

ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
作
品
が
な
い
こ
と
つ
い
て
の
素
朴
な

0

0

0

思
い
込
み
を
覆
し
た
の
は
、
彼
が
「
画
家
で
は
な
く
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
か
ら
」

と
い
う
「
美
術
家
協
会
」
の
あ
る
委
員
に
よ
る
説
明
に
も
な
ら
な
い
回
答
で
あ
っ
た
。
そ
の
顚
末
を
あ
き
れ
た
様
子
で
紹
介
し
、
さ
ら
に
は
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ド
ラ
ク
ロ
ワ
と
と
も
に
ゲ
ラ
ン
の
弟
子
だ
っ
た
コ
ニ
エ
を
黒
幕
と
し
て
暗
に
批
難
す
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
だ
が
、
そ
の
持
っ
て
回
っ
た
言
い
方

に
は
裏
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
い
。
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
作
品
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
よ
り
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
彼
に
つ
い
て

語
る
べ
き
理
由
が
一
つ
ふ
え
た
」
こ
と
の
方
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
と
っ
て
は
重
要
だ
っ
た
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
こ
そ
ま

さ
に
人
々
の
素
朴
な

0

0

0

思
い
込
み
に
反
し
て
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
系
譜
に
繫
げ
る
た
め
の
好
機
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
批
評
家
の
隠

さ
れ
た
意
図
は
、「
彼
の
由
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
革
命
期
の
流
派
に
彼
を
む
す
び
つ
け
る
摩
訶
不
思
議
な
血
縁
関
係
と
い
う
も
の
を
理

解
せ
ず
」
の
条
を
さ
り
げ
な
く
挿
入
し
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
か
ら
ド
ラ
ク
ロ
ワ
へ
の
連
続
性
を
自
然
な
か
た
ち
で
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
に

み
え
る
。
予
告
の
み
で
幻
の
著
作
と
な
っ
た
『
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
、
ジ
ロ
デ
、
ゲ
ラ
ン
』
の
趣
旨
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
作
品
も
ボ
ン
ヌ
＝

ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
百
貨
店
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ロ
マ
ン
派
の
画

家
が
意
図
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
状
況
に
対
す
る
批
判
を
受
け
て
、
協
会
が
お
こ
し
た
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。

開
会
か
ら
一
ヶ
月
以
上
が
経
っ
た
二
月
二
十
七
日
に
開
か
れ
た
委
員
会
の
議
事
録
に
よ
れ
ば
、
席
上
ド
ラ
ク
ロ
ワ
と
ド
ゥ
カ
ン
の
絵
を
残
り

の
開
催
期
間
中
に
展
示
す
る
提
案
が
な
さ
れ
、「
長
い
議
論
」
の
末
、
委
員
の
一
人
で
あ
る
ア
ド
リ
ア
ン
・
ド
ー
ザ
が
所
有
す
る
作
品
の
利
用

が
「
大
多
数
の
賛
成
に
よ
っ
て
」
認
め
ら
れ
た
。
も
と
も
と
慈
善
目
的
の
展
覧
会
で
、「
統
一
性
と
一
様
な
外
観
」
を
与
え
る
こ
と
に
強
い
こ

だ
わ
り
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
作
品
が
当
初
敬
遠
さ
れ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
ン
グ
ル
が
特
別
扱
い
さ
れ
る
会
場

で
両
雄
を
並
び
立
て
る
の
が
難
し
い
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
だ
と
容
易
に
想
像
で
き
る
。
お
披
露
目
さ
れ
た
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
作
品
タ
イ
ト
ル
は

目
録
等
に
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、ド
ー
ザ
の
も
の
だ
と
す
る
と
《
十
字
軍
の
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
入
城
》（
ル
ー
ヴ
ル
に
あ
る
作
品
の
初

案
）
と
《
エ
リ
マ
ン
ト
の
猪
を
運
ぶ
ヘ
ラ
ク
レ
ス
》（
パ
リ
市
庁
舎
平
和
の
間
天
井
画
の
下
絵
）
の
二
点
と
思
わ
れ
る
。
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
や
ア
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ン
グ
ル
の
名
画
と
比
べ
れ
ば
、
画
家
の
卓
越
し
た
才
能
を
十
分
に
伝
え
る
も
の
と
は
言
え
ず
、
閉
会
が
迫
っ
た
こ
の
時
期
に
申
し
訳
程
度
に

引
っ
張
り
出
し
て
き
た
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

三
　
展
覧
会
の
批
評

こ
の
頃
火
花
を
散
ら
し
て
い
た
新
古
典
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
の
新
旧
対
立
の
構
図
の
中
に
あ
っ
て
、
展
覧
会
に
対
す
る
批
評
家
の
態
度
も

お
の
ず
と
各
陣
営
の
色
分
け
を
反
映
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

ロ
マ
ン
派
を
代
表
す
る
批
評
家
に
は
、
新
進
気
鋭
の
ポ
ー
ル
・
マ
ン
ツ
（
一
八
二
一
│

九
五
）
が
い
た
。
マ
ン
ツ
は
「
ラ
ル
テ
ィ
ス
ト
」

誌
に
展
覧
会
の
批
評
を
書
い
て
い
る
が
一
四
、
そ
の
論
調
は
新
古
典
派
の
画
家
た
ち
に
対
し
て
辛
辣
で
あ
る
。
展
覧
会
は
、
新
古
典
派
が
「
最

終
審
判
を
下
さ
れ
、
過
去
の
過
ち
が
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
底
な
し
の
深
淵
の
中
に
永
遠
に
消
え
失
せ
る
よ
う
に
」、
あ
え
て
帝
政
期
の
著
名
な

作
品
に
注
目
を
集
め
る
べ
く
開
か
れ
た
も
の
だ
、
と
広
言
し
て
憚
ら
な
い
。
マ
ン
ツ
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
同
年
生
ま
れ
で
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
崇

拝
者
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
批
評
活
動
の
最
初
期
に
お
い
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
極
め
て
近
い
立
場
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
新
古
典
主

義
に
対
す
る
姿
勢
は
全
く
対
照
的
だ
。
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
や
そ
の
弟
子
た
ち
は
「
歴
史
を
矮
小
化
し
、
英
雄
を
ね
じ
曲
げ
、
神
々
を
貶
め
た
」
と

言
い
切
る
マ
ン
ツ
か
ら
は
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
か
ら
ド
ラ
ク
ロ
ワ
へ
一
本
の
線
を
引
こ
う
と
い
う
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
的
発
想
が
生
ま
れ
て
く
る
は
ず

も
な
か
っ
た
。

ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
門
下
生
で
新
古
典
主
義
を
擁
護
す
る
側
に
立
っ
て
い
た
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
＝

ジ
ャ
ン
・
ド
ゥ
レ
ク
リ
ュ
ー
ズ
（
一
七
八
一
│

一
八
六
三
）
の
批
評
（
一
月
二
十
八
日
付
「
ジ
ュ
ル
ナ
ル
・
ド
・
デ
バ
」
紙
に
掲
載
）
は
、
す
で
に
そ
の
一
部
を
紹
介
し
た
。
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
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の
《
マ
ラ
ー
の
死
》
に
つ
い
て
は
ど
ち
ら
の
陣
営
の
批
評
家
も
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
が
、
彼
の
批
評
は
最
も
的
確
に
こ
の
作
品
の
価
値

を
伝
え
て
い
る
。
ド
ゥ
レ
ク
リ
ュ
ー
ズ
は
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
古
代
を
題
材
に
し
た
《
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
死
》
に
よ
っ
て
前
世
代
の
ロ
コ
コ
趣
味
を

打
破
す
る
努
力
を
示
し
た
の
だ
と
言
う
。
そ
の
上
で
、《
マ
ラ
ー
の
死
》
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

芸
術
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
作
品
は
高
尚
な
絵
画
を
現
代
史
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
こ
の
芸
術
家
の
も
う
一
つ
の
努
力
を
証
明
し
て

い
る
。
そ
の
結
合
は
彼
以
前
に
は
完
全
に
は
果
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。﹇
…
﹈
厳
密
な
意
味
で
の
歴
史
画
と
現
代
史
を
描
い
た
絵

画
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
前
者
は
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
よ
っ
て
再
生
さ
れ
、
後
者
は
彼
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
が
、
そ
う
し
た
二
つ
の
様
式
を
代
表

し
特
徴
づ
け
て
い
る
重
要
な
二
作
品
を
わ
れ
わ
れ
は
目
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
一
五
。

ド
ゥ
レ
ク
リ
ュ
ー
ズ
は
、
マ
ラ
ー
が
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
・
コ
ル
デ
ー
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
た
同
時
代
の
一
事
件
、
い
わ
ば
風
俗
に
属
す
る
題

材
を
、
師
匠
の
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
歴
史
画
の
次
元
に
ま
で
高
め
た
、
と
言
う
の
だ
。「
高
尚
な
絵
画
を
現
代
史
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
」
こ
の
努

力
が
、
現
代
生
活
の
中
か
ら
英
雄
的
な
も
の
を
抽
出
す
る
努
力
に
他
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
考
え
は
こ
う
し
た
見
方
を
さ

ら
に
押
し
進
め
た
も
の
に
相
違
な
い
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
百
貨
店
の
展
覧
会
に
つ
い
て
、「
こ
の
古
典
主
義
的
な
展
覧
会
は
ま
ず
わ
が
若
き
芸
術
家
た
ち
の
間
で
馬
鹿
笑
い
を
引
き

起
こ
す
て
い
の
成
功
を
し
か
収
め
な
か
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
若
き
芸
術
家
」
と
は
所
謂
ロ
マ
ン
派
の
画
家
た
ち
の
こ
と
だ
。
彼
ら

は
「
芸
術
に
お
い
て
、
詩
に
お
け
る
贋
の
ロ
マ
ン
派
の
信
徒
た
ち
」、
す
な
わ
ち
ユ
ゴ
ー
に
連
な
る
詩
人
た
ち
に
共
通
す
る
も
の
を
も
っ
て
お

り
、
彼
ら
が
革
命
期
の
絵
画
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、「
現
代
社
会
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
ぬ
ロ
マ
ン
主
義
の
峻
厳
な
る
系
譜
一
六
」
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を
そ
こ
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
、
そ
う
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
『
一
八
四
五
年
の
サ
ロ
ン
』
の
末
尾
で
「
今
日
の
生
活
か
ら
そ
の
叙
事
詩
的
な
側
面
を
つ
か
み
出
し
、
色
彩
も
し
く
は

デ
ッ
サ
ン
を
も
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
ネ
ク
タ
イ
を
締
め
ワ
ニ
ス
塗
り
の
長
靴
を
履
い
た
ま
ま
で
い
か
に
偉
大
で
あ
り
詩
的
で
あ
る
か
を
、
わ

れ
わ
れ
に
見
せ
、
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
一
七
」
真
の
画
家
の
到
来
を
願
っ
た
。
そ
の
翌
年
に
出
会
っ
た
こ
の
《
マ
ラ
ー
の
死
》
は
過
去
の
作

品
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
感
じ
さ
せ
る
に
足
る
作
品
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
絵
の
細
部
は
「
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
一
篇
の
ご
と

く
歴
史
的
で
現
実
的
」、
す
な
わ
ち
歴
史
画
と
現
代
史
の
融
合
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
ず
、
詩
人
は
そ
こ
に
は
ロ
コ
コ
の
軟
弱
さ
に
対
す
る

「
精ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム

神
主
義
の
勝
利
」
を
見
た
一
八
。

そ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、所
謂
ロ
マ
ン
主
義
に
こ
の
質
実
剛
健
な
精
神
性
を
注
入
し
た
も
の
こ
そ
が
、ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
作
品
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
と
っ
て
ロ
マ
ン
主
義
を
定
義
づ
け
る
の
は
「
内
面
性
、
精ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ

神
性
、
色
彩
、
無
限
へ
の
憧
憬
一
九
」（『
一
八
四
六

年
の
サ
ロ
ン
』）
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
内
面
性
と
精
神
性
は
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
傑
作
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
を
継
承
す

る
ド
ラ
ク
ロ
ワ
が
ユ
ゴ
ー
の
贋
の

0

0

ロ
マ
ン
主
義
に
対
し
て
真
の

0

0

ロ
マ
ン
主
義
を
実
現
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ド
ラ
ク
ロ
ワ
に
対
立
す
る
ア
ン
グ
ル
に
つ
い
て
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
こ
の
展
覧
会
批
評
の
中
で
は
む
し
ろ
肯
定
的
に
語
っ
て
お
り
、
ア

ン
グ
ル
の
才
能
を
際
立
た
せ
て
い
る
「
女
性
へ
の
愛
」
に
着
目
す
る
と
同
時
に
二
〇
、
当
時
の
一
般
的
な
批
評
が
画
家
に
対
し
て
向
け
て
い
た

偏
見
を
正
し
て
い
る
。
そ
の
偏
見
と
は
、
ア
ン
グ
ル
の
絵
は
「
灰
色
で
あ
る
」、
つ
ま
り
色
彩
感
覚
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
ア
ン
グ
ル
の
作
品
に
「
大
が
か
り
な
色
調
の
探
求
」
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
後
年
の
批
判
的
な
姿
勢
と
は

対
照
的
で
あ
る
。

展
覧
会
に
つ
い
て
質
量
と
も
に
最
も
充
実
し
た
批
評
を
展
開
し
て
い
る
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ト
レ
（
一
八
〇
七
│

六
九
）
も
、
ア
ン
グ
ル
に
お
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け
る
色
調
を
軽
視
し
た
形フ
ォ
ル
ム態
へ
の
拘
り
を
批
判
的
に
取
り
あ
げ
て
い
る
。
ト
レ
は
後
に
レ
オ
・
ビ
ュ
ル
ガ
ー
の
筆
名
で
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
を
再

発
見
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
美
術
批
評
家
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
初
期
の
美
術
批
評
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
二
一
。
徹
底
的
な
共
和

主
義
者
の
ト
レ
が
ア
ン
グ
ル
を
批
判
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
形
態
ば
か
り
に
目
を
向
け
る
芸
術
中
心
主
義
的
な
姿
勢
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ト
レ

に
と
っ
て
否
定
的
な
ロ
マ
ン
主
義
を
意
味
し
て
い
た
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
ア
ン
グ
ル
氏
は
十
九
世
紀
の
最
も
ロ
マ
ン
主
義
的
な
芸
術
家
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
主
義
と
い
う
も
の
が
、
形
態
へ
の
過
剰

な
愛
、
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
神
秘
に
つ
い
て
の
絶
対
的
無
関
心
、
哲
学
や
政
治
に
お
け
る
懐
疑
主
義
、
あ
ら
ゆ
る
公
共
精
神
や
連
帯
精

神
に
対
す
る
自
己
中
心
的
な
冷
淡
さ
で
あ
る
と
す
れ
ば
二
二
。

素
描
家
ア
ン
グ
ル
の
ロ
マ
ン
主
義
が
、
ト
レ
の
共
鳴
す
る
色
彩
家
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
ロ
マ
ン
主
義
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
ト
レ
は
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
と
ア
ン
グ
ル
が
形
態
へ
の
情
熱
に
お
い
て
と
も
に
「
画
家
と
い
う
よ
り
も
彫
刻
家
で
あ
る
」
と
断
じ
て
い

る
が
、
そ
の
一
方
で
、
共
和
主
義
者
の
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
作
品
が
同
時
代
の
社
会
へ
の
関
心
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
点
を
肯
定
的
に
語
り
、

ア
ン
グ
ル
に
つ
い
て
は
そ
の
形
式
だ
け
を
受
け
継
い
で
社
会
性
に
は
背
を
向
け
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
。
ア
ン
グ
ル
は
そ
の
点
で
は
ダ

ヴ
ィ
ッ
ド
の
継
承
者
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ア
ン
グ
ル
氏
は
国
民
的
伝
統
、
と
り
わ
け
ル
イ
・
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
最
近
の
教
義
に
完
全
に
逆
行
し
て
い
る
。
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
流
派
に

お
い
て
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
か
ら
受
け
継
ぐ
べ
き
も
の
は
、
そ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
高
邁
な
も
の
へ
の
愛
、
あ
ら
ゆ
る
英
雄
的
献
身
へ
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の
熱
情
で
あ
る
二
三
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
後
の
ア
ン
グ
ル
評
価
は
、
こ
う
し
た
ト
レ
の
見
方
に
次
第
に
近
づ
い
て
い
く
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
『
一
八
五
五
年
の
万

国
博
覧
会
、
美
術
』
の
中
で
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
を
ゲ
ラ
ン
や
ジ
ロ
デ
が
そ
の
周
囲
を
衛
星
の
ご
と
く
飛
び
回
る
「
冷
や
や
か
な
天
体
」
と
呼
び
な

ら
し
、
そ
の
男
性
性
や
実
直
さ
を
再
度
賞
賛
し
て
い
る
。
新
古
典
主
義
の
価
値
は
「
英
雄
性
」
の
表
現
に
あ
り
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
は
「
フ
ラ
ン

ス
人
の
性
格
を
英
雄
性
の
嗜
好
の
方
へ
つ
れ
戻
す
と
い
う
、
偉
大
な
功
績
を
た
て
た
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
継

承
者
と
一
般
に
目
さ
れ
て
い
た
ア
ン
グ
ル
に
つ
い
て
は
、「
ほ
と
ん
ど
病
的
な
部
類
に
属
す
る
感
覚
」「
ほ
と
ん
ど
否
定
的
な
感
覚
」
を
与
え

る
も
の
で
し
か
な
い
と
し
て
、
そ
こ
に
「
共
和
＝

帝
政
派
の
巨
匠
た
ち
の
そ
れ
よ
り
も
遥
か
に
不
可
思
議
で
複
雑
な
異
様
性
二
四
」
を
感
じ

取
っ
て
い
る
。
も
は
や
「
女
性
へ
の
愛
」
は
容
認
し
が
た
い
軟
弱
さ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
見
ら
れ
る
男
性
性
や
英
雄

性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
批
判
の
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、『
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
』
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義
の
定
義
を
め

ぐ
る
議
論
の
中
で
嫌
悪
の
対
象
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
「
ロ
マ
ン
主
義
の
ロ
コ
コ
」
と
ア
ン
グ
ル
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

何
人
か
の
者
た
ち
が
ロ
マ
ン
主
義
を
技
能
の
完
璧
さ
の
う
ち
に
置
い
た
り
し
た
も
の
だ
か
ら
、
ロ
マ
ン
主
義
の
ロ
コ
コ
と
い
う
、
あ
ら
ゆ

る
ロ
マ
ン
主
義
の
中
で
異
議
な
く
最
も
堪
え
が
た
い
代
物
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
二
五
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
考
え
る
「
贋
の
ロ
マ
ン
主
義
」
と
は
、
華
麗
な
技
巧
と
女
々
し
い
主
題
の
融
合
、
す
な
わ
ち
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
に
お

け
る
ロ
コ
コ
趣
味
の
復
活
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
よ
る
ロ
マ
ン
主
義
の
定
義
は
、
韻
律
と
い
う
形
式
的
な
技
能
に
長
け
た
ユ
ゴ
ー
の
感
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傷
的
ロ
マ
ン
主
義
に
対
す
る
挑
戦
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
こ
に
自
分
こ
そ
が
真
の
ロ
マ
ン
主
義
の
実
践
者
で
あ
る
と
い
う
若
き
詩
人
の
隠
さ

れ
た
自
負
を
読
み
と
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
ユ
ゴ
ー
の
名
に
結
び
つ
け
る
ピ
ト
レ
ス
ク
で
表
層
的
な
ロ
マ
ン

主
義
に
対
す
る
、
哲
学
的
ロ
マ
ン
主
義
二
六
」
と
呼
び
う
る
も
の
を
体
現
す
る
自
負
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
そ
の
自
負
を
ア
ン
グ
ル
＝
ユ

ゴ
ー
と
い
う
等
式
に
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
媒
介
に
し
て
ぶ
つ
け
、
他
方
、
そ
の
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
ア
ン
グ
ル
に
代
え
て
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
精
神
的
継
承

者
に
指
名
し
た
。
ロ
コ
コ
の
柔
弱
な
精
神
を
排
撃
し
た
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
を
受
け
継
い
で
国
民
的
伝
統
に
連
な
る
の
は
、「
女
性
へ
の
愛
」
に
特

徴
づ
け
ら
れ
る
ア
ン
グ
ル
で
は
な
く
、「
偉
大
な
も
の
」
に
対
す
る
愛
を
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
と
共
有
す
る
ド
ラ
ク
ロ
ワ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
七
。

か
く
し
て
、
画
家
ド
ラ
ク
ロ
ワ
＝
詩
人
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
い
う
等
式
に
お
け
る
自
己
正
当
化
の
根
拠
も
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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【図版】アングルの特別展示室
（1846年 2月 14日発行の「イリュストラシオン」誌）
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註一 
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
Ⅲ
』
阿
部
良
雄
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
年
、
七
頁
。
以
下
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
引
用
は
全
て
こ
の
全
集
に
よ
る
。

二 
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
Ⅳ
』、
一
五
一
│

一
五
二
頁
。

三 
Théophile G

autier, « Exposition du Louvre » (3
e article), La Presse, 22 m

ars 1838, texte reproduit dans G
autier journaliste, 

articles et chroniques, choix de textes, présentation, notes, chronologie, bibliographie et index par Patrick B
erthier, G

F 
Flam

m
arion, 2011, p.71.

四 

そ
の
点
に
関
し
て
は
、
阿
部
良
雄
「
絵
画
が
偉
大
で
あ
っ
た
時
代
│
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
を
め
ぐ
っ
て
」（『
絵
画
が
偉
大
で
あ
っ
た
時
代
』
所

収
、
小
沢
書
店
、
一
九
八
九
年
）
お
よ
び
一
九
七
四
│

七
五
年
に
グ
ラ
ン
・
パ
レ
で
開
か
れ
た
展
覧
会
「
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
か
ら
ド
ラ
ク
ロ
ワ
へ

│
一
七
七
四
年
か
ら
一
八
三
〇
年
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
絵
画
」
図
録
（D

e D
avid à D

elacroix : la peinture française de 1774 à 1830, 
Editions des M

usées N
ationaux, 1974.

）
を
参
照
。

五 

「
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
よ
く
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
ユ
ゴ
ー
に
比
較
さ
れ
た
。
ロ
マ
ン
主
義
の
詩
人
が
い
る
か
ら
に
は
、
画
家
も
い
て

し
か
る
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
だ
。﹇
…
﹈
ど
う
見
て
も
こ
の
比
較
は
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ド
ラ
ク
ロ
ワ
に
は
た
ま
ら
な
い
も
の
と
思
え
た
に
違
い

な
い
し
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
両
者
に
と
っ
て
そ
う
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
私
の
ロ
マ
ン
主
義
の
定
義
（
内
面
性
、
精
神
性
、

等
々
）
が
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
ロ
マ
ン
主
義
の
首
位
に
つ
け
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
ユ
ゴ
ー
氏
を

ロ
マ
ン
主
義
か
ら
除
外
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。」（『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
Ⅲ
』、
九
一
│

九
二
頁
）

六 
Pierre Laforgue, U

t pictura poesis —
 Baudelaire, la penture et le rom

antism
e, Presses U

niversitaires de Lyon, 2000, p.31.

七 

『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
Ⅲ
』、
八
一
頁
。

八 

同
右
、
六
四
頁
。

九 

ボ
ン
ヌ
＝

ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
百
貨
店
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
が
参
考
に
な
る
。A

nne M
artin-Fugier, La Vie d’artiste au XIX

e siècle, 
Editions Louis A

udibert, 2007, pp.150-155.

一
〇 

ア
ン
グ
ル
の
手
紙
は
一
八
四
五
年
十
二
月
十
二
日
付
。
そ
の
翌
日
に
開
か
れ
た
「
美
術
家
協
会
」
委
員
会
の
席
上
で
テ
ロ
ー
ル
男
爵
に
よ
っ

て
読
み
上
げ
ら
れ
、
そ
の
文
面
が
議
事
録
に
残
さ
れ
て
い
る
。
議
事
録
の
抜
粋
は
テ
ロ
ー
ル
財
団
が
協
会
創
設
百
五
十
周
年
を
記
念
し
て
発

行
し
た
展
覧
会
図
録
（B

runo Foucart dir., Le Baron Taylor, l’Association des artistes et l’exposition du Bazar Bonne-N
ouvelle 
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en 1846, Fondation Taylor, 1995, p.124.

）
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

一
一 
こ
れ
ら
の
素
描
三
点
は
会
場
入
口
の
円
形
空
間
に
展
示
さ
れ
た
。

一
二 
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
＝

ジ
ャ
ン
・
ド
ゥ
レ
ク
リ
ュ
ー
ズ
（Étienne-Jean D

elécluze

）
の
批
評
は
テ
ロ
ー
ル
財
団
の
展
覧
会
図
録
に
再
録
さ
れ
て

い
る
（pp.237-242.

）。

一
三 

『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
Ⅲ
』、
七
〇
頁
。
傍
点
は
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
。

一
四 

ポ
ー
ル
・
マ
ン
ツ
（Paul M

antz

）
の
批
評
も
テ
ロ
ー
ル
財
団
の
展
覧
会
図
録
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

一
五 

テ
ロ
ー
ル
財
団
の
展
覧
会
図
録
を
参
照
。B

runo Foucart dir., op. cit., p.237.

一
六 

『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
Ⅲ
』、
六
五
頁
。

一
七 

同
右
、
六
三
頁
。

一
八 

同
右
、
六
六
頁
。

一
九 

同
右
、
八
〇
頁
。

二
〇 

ア
ン
グ
ル
の
女
性
的
な
も
の
へ
の
眼
差
し
に
つ
い
て
は
、『
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
』
の
中
で
も
再
度
指
摘
し
て
い
る
。「
ア
ン
グ
ル
氏
の
才

能
に
お
け
る
か
な
り
特
殊
な
事
実
、
私
の
思
う
と
こ
ろ
ま
だ
気
付
か
れ
て
は
い
な
い
事
実
、
そ
れ
は
、
彼
が
特
に
好
ん
で
女
た
ち
に
打
ち
こ

む
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
は
女
た
ち
を
見
る
が
ま
ま
に
描
く
、
と
い
う
の
も
、
彼
女
ら
を
あ
ま
り
に
愛
す
る
が
ゆ
え
に
、
彼
女
ら
を
変
え
た
い

な
ど
と
お
も
っ
た
り
は
し
な
い
か
の
よ
う
な
の
だ
。
女
た
ち
の
ほ
ん
の
些
細
な
美
し
い
点
に
も
、
外
科
医
の
熱
心
さ
を
も
っ
て
執
着
す
る
。

女
た
ち
の
体
の
線
の
ほ
ん
の
微
か
な
波
動
を
も
、
恋
す
る
男
の
卑
屈
さ
を
も
っ
て
追
っ
て
行
く
。」（『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
Ⅲ
』、
一
二
六
│

一
二
七
頁
）

二
一 

テ
オ
フ
ィ
ル
・
ト
レ
（Théophile Thoré

）
に
つ
い
て
は
、
馬
淵
明
子
『
美
の
ヤ
ヌ
ス
│
テ
オ
フ
ィ
ー
ル
・
ト
レ
と
19
世
紀
美
術
批
評
』（
ス

カ
イ
ド
ア
、一
九
九
二
年
）
を
参
照
。
ト
レ
の
展
覧
会
評
は
一
月
十
八
日
、二
月
九
日
、二
月
十
七
日
、三
月
十
日
の
計
四
回
「
ル
・
コ
ン
ス
テ
ィ

チ
ュ
シ
ョ
ネ
ル
」
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
回
目
は
展
覧
会
の
概
要
を
紹
介
し
た
短
い
も
の
で
、
後
に
単
行
本
で
出
版
さ
れ
た
『
一

八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
』（Salon de 1846, précédé d’une lettre à G

eorge Sand, A
lliance des arts, 1846.

）
に
も
載
録
さ
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
一
月
二
十
一
日
に
発
表
さ
れ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
批
評
に
ト
レ
が
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

二
二 Théophile Thoré, « Etudes sur la peinture française depuis la fin du 18

e siècle, à propos de l’Exposition de la Société des 
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peintres, M
. Ingres », Le C

onstitutionnel, 10 m
ars 1846, repris dans son Salon de 1846.  Texte reproduit dans B

runo Foucart 
dir., Le B

aron Taylor, l’A
ssociation des artistes et l’exposition du B

azar B
onne-N

ouvelle en 1846, p.222.
二
三 Ibid. 

二
四 
『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
Ⅲ
』、
二
六
八
頁
。

二
五 

同
右
、
八
〇
頁
。

二
六 Pierre Laforgue,  op. cit., p.31.

二
七 

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
死
を
悼
ん
で
書
い
た
『
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
作
品
と
生
涯
』
の
中
で
、
ル
ー
ベ
ン
ス
、
ラ

フ
ァ
エ
ロ
、
ヴ
ェ
ロ
ネ
ー
ゼ
と
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
の
ル
ブ
ラ
ン
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
名
前
を
列
挙
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
間
に
「
あ

る
共
通
の
縁
戚
関
係
、
偉
大
な
も
の
、
国
民
的
な
も
の
、
涯
し
も
な
い
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
に
対
す
る
彼
ら
の
愛
、
い
わ
ゆ
る
装
飾
的
絵

画
、
あ
る
い
は
大
き
な
仕
掛
け
の
裡
に
い
つ
も
表
現
さ
れ
て
き
た
愛
に
由
来
す
る
、
一
種
の
兄
弟
関
係
な
い
し
従
兄
弟
関
係
」（『
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
全
集
Ⅳ
』、
一
八
五
頁
）
を
見
出
し
て
い
る
。


