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ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
美
術
批
評
に
お
け
る
ク
ー
ル
ベ

築
山
　
和
也

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
ク
ー
ル
ベ
の
最
初
の
邂
逅
が
い
つ
の
こ
と
だ
っ
た
か
は
正
確
に
は
分
か
っ
て
い
な
い
︒
お
そ
ら
く
一
八
四
七
年
の
い
ず
れ
か

の
時
期
に一

︑
ボ
ヘ
ミ
ヤ
ン
連
中
の
巣
窟
と
な
っ
て
い
た
カ
フ
ェ
で
出
会
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る二

︒
二
人
が
親
交
を
深
め
た
の
は
一
八
四
八
年
初

頭
︑
二
月
革
命
前
夜
の
こ
と
だ
っ
た
︒
ク
ー
ル
ベ
は
同
年
一
月
の
両
親
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
画
家
と
し
て
の
成
功
の
予
感
を
こ
う
記
し
て
い

る
︒﹁
僕
の
周
囲
に
は
新
聞
や
芸
術
の
分
野
で
と
て
も
影
響
力
の
あ
る
人
た
ち
が
い
て
︑
彼
ら
は
僕
の
絵
画
に
熱
狂
し
て
い
ま
す
︒
僕
た
ち
は
新

し
い
流
派
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
︑
僕
は
そ
の
流
派
の
絵
画
に
お
け
る
代
表
者
と
な
る
で
し
ょ
う三

︒﹂
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
︑
ロ
マ

ン
主
義
に
代
わ
る
﹁
新
し
い
流
派
﹂
に
属
す
る
︑
そ
の
﹁
影
響
力
の
あ
る
人
た
ち
﹂
の
一
人
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

　

彼
ら
の
結
束
は
共
和
政
を
夢
見
る
青
年
た
ち
が
醸
成
し
た
社
会
変
革
の
気
運
の
中
で
育
ま
れ
た
︒
ク
ー
ル
ベ
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
二
月
革
命
の

熱
狂
に
駆
ら
れ
て
シ
ャ
ン
フ
ル
ー
リ
ー
︑
シ
ャ
ル
ル
・
ト
ゥ
ー
バ
ン
と
と
も
に
刊
行
し
た
﹃
サ
リ
ュ
・
ピ
ュ
ブ
リ
ッ
ク
﹄
第
二
号
の
た
め
に
表
紙

挿
絵
を
提
供
し
て
い
る
が
︑
短
命
に
終
わ
っ
た
こ
の
小
新
聞
は
画
家
と
詩
人
が
革
命
の
扇
動
に
ま
が
り
な
り
に
も
一
致
協
力
し
た
証
で
あ
り
︑
両

者
の
交
流
を
目
に
見
え
る
形
で
伝
え
る
も
の
で
あ
る
︒
ク
ー
ル
ベ
が
テ
ー
ブ
ル
に
向
か
っ
て
読
書
に
没
頭
す
る
詩
人
の
肖
像
︵
モ
ン
ペ
リ
エ
︑
フ

ァ
ー
ブ
ル
美
術
館
所
蔵
︶
を
描
い
た
の
は
︑
そ
れ
に
続
く
時
期
の
こ
と
だ
っ
た四

︒
ク
ー
ル
ベ
は
﹁
日
ご
と
に
相
貌
を
変
化
さ
せ
る
﹂
ボ
ー
ド
レ
ー
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ル
に
手
を
焼
き
な
が
ら
も五

︑
そ
の
姿
を
画
布
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
努
め
た
︒
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
も
ま
だ
無
名
だ
っ
た
ク
ー
ル
ベ
を
彼
な
り
の
や
り
方

で
支
援
し
て
い
る
︒
一
八
四
九
年
五
月
に
は
画
家
の
た
め
に
手
紙
を
代
筆
し
て
国
営
富
籤
委
員
会
委
員
長
に
─
二
月
革
命
に
よ
る
絵
画
市
場
の

崩
壊
を
受
け
て
︑
政
府
は
貧
窮
し
た
画
家
を
救
済
す
る
目
的
で
絵
画
を
景
品
と
す
る
富
籤
を
企
画
し
た
─
作
品
購
入
を
請
願
し
て
い
る
し
︑
ま

た
︑
同
年
の
サ
ロ
ン
に
向
け
て
作
品
目
録
を
作
成
し
て
や
っ
た
り
も
し
て
い
る
が
︑
そ
の
サ
ロ
ン
で
︽
オ
ル
ナ
ン
の
食
休
み
︾
が
二
等
賞
に
輝

き
︑
ク
ー
ル
ベ
は
名
声
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
の
だ
か
ら
︑
二
人
に
は
浅
か
ら
ぬ
因
縁
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
う
し
て
四
〇
年
代
後
半
に
接
近
し
た
詩
人
と
画
家
で
は
あ
っ
た
が
︑
そ
の
交
際
は
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
物
議
を
醸
す
作
品
を
世
に
送

り
出
し
た
五
〇
年
代
に
入
る
と
疎
遠
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
だ
︒
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
レ
ア
リ
ス
ム
に
批
判
的
な
姿
勢
を
取
り
始
め
た
こ
と
が
そ
の

原
因
と
い
わ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
あ
た
り
の
事
情
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
決
定
的
な
断
絶
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒

　

ク
ー
ル
ベ
は
一
八
五
六
年
四
月
に
同
郷
の
友
人
マ
ッ
ク
ス
・
ビ
ュ
シ
ョ
ン
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
︒﹁
確
か
に
︑
例
え
ば
形
而
上
学
な
ど
︑
あ
る
種
の
物
事
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
関
し
て
は
︑
わ
れ
わ
れ
の
性
質
に
は
い
く
つ

か
の
類
似
点
が
あ
っ
た
︒
今
そ
れ
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
彼
と
会
わ
な
く
な
っ
て
久
し
い
か
ら
だ六

︒﹂
こ
れ

を
見
る
限
り
︑
少
な
く
と
も
ク
ー
ル
ベ
の
側
か
ら
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
距
離
を
置
い
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
︒
一
八
五
〇
年
に
故
郷
の
オ
ル
ナ
ン

で
制
作
を
開
始
し
た
大
作
︽
オ
ル
ナ
ン
の
埋
葬
︾︵
一
八
五
一
年
︶
に
し
て
も
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
﹃
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
﹄
で
表
明
し
た
現

代
生
活
の
美
学
の
応
用
︑
す
な
わ
ち
﹁
黒
い
燕
尾
服
や
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
﹂
に
よ
る
﹁
普
遍
的
な
平
等
の
表
現
﹂︑﹁
公
衆
の
魂
の
表
現
﹂
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う七

︒︽
画
家
の
ア
ト
リ
エ
︾︵
一
八
五
五
年
︶
で
は
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
画
面
右
端
︑
ク
ー
ル
ベ
自
身
が
言
う
と
こ
ろ

の
﹁
友
人
た
ち
︑
労
働
者
た
ち
︑
芸
術
界
の
愛
好
者
た
ち
﹂
の
側
に
描
か
れ
て
い
る
︒
ク
ー
ル
ベ
は
こ
の
作
品
に
関
し
て
﹁
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら

描
き
始
め
る
べ
き
だ
っ
た八

﹂
と
シ
ャ
ン
フ
ル
ー
リ
ー
に
打
ち
明
け
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
詩
人
の
横
顔
は
け
っ
し
て
瑣
末
な
一
部
分
で
は
な
く
︑
画

面
構
成
上
に
お
い
て
も
そ
れ
に
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る九

︒

　

一
方
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ク
ー
ル
ベ
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
お
ら
ず
︑
そ
の
こ
と
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
ク
ー
ル
ベ
に
対
す
る
無
理
解
を
示
す
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も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
︒
だ
が
︑
レ
ア
リ
ス
ム
を
代
表
す
る
画
家
と
し
て
台
頭
し
︑︽
オ
ル
ナ
ン
の
埋
葬
︾︑︽
石
割
り
人

夫
︾︵
一
八
五
一
年
︶︑︽
水
浴
び
す
る
女
た
ち
︾︵
一
八
五
三
年
︶
で
世
間
を
騒
が
せ
て
い
た
ク
ー
ル
ベ
に
対
し
て
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
実
の
と
こ

ろ
ひ
そ
か
に
強
い
関
心
を
注
ぎ
続
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
﹃
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
︑
美
術
﹄
の
ク
ー
ル
ベ
に
言
及
し
た
一
節
に
は
︑
そ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
行
間
か
ら
感
じ
取
れ
な
く
も
な

い
︒
確
か
に
そ
こ
で
画
家
の
名
は
ア
ン
グ
ル
を
批
判
す
る
文
脈
に
お
い
て
否
定
的
な
意
味
合
い
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
は
い
る
︒
し
か
し
︑
巨

匠
ア
ン
グ
ル
の
参
照
項
と
し
て
大
胆
に
も
新
進
の
ク
ー
ル
ベ
が
言
挙
げ
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
︑
画
家
の
名
誉
を
高
め
こ
そ
す
れ
貶
め
る
も
の
で

は
な
い
と
す
れ
ば
︑
ア
ン
グ
ル
批
判
の
裏
側
に
は
ク
ー
ル
ベ
に
関
す
る
何
か
複
雑
な
思
惑
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
だ
︒

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
ク
ー
ル
ベ
の
関
係
に
つ
い
て
は
未
だ
謎
の
部
分
が
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
る
が
︑
詩
人
に
と
っ
て
画
家
ク
ー
ル
ベ
が
如
何

な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
︑
こ
の
﹃
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
︑
美
術
﹄
の
問
題
の
一
節
に
目
を
向
け
て

み
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

「
反
＝
超
自
然
主
義
者
」
ク
ー
ル
ベ

　
﹃
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
︑
美
術
﹄
の
ア
ン
グ
ル
を
論
じ
た
第
二
章
に
当
た
る
文
章
は
︑
元
々
は
﹃
祖ペ

イ国
﹄
紙
に
掲
載
さ
れ
る
は
ず
が
拒

否
さ
れ
︑﹃
ポ
ル
ト
フ
イ
ユ
﹄
誌
の
一
八
五
五
年
八
月
十
二
日
号
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
第
一
章
に
当
た
る
部
分
と
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
論
じ

た
第
三
章
に
当
た
る
部
分
は
﹃
祖
国
﹄
紙
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
ア
ン
グ
ル
論
だ
け
が
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
︑
万
国
博
覧
会
と
い
う

国
家
の
威
信
を
か
け
た
一
大
イ
ベ
ン
ト
に
際
し
て
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
公
式
画
家
ア
ン
グ
ル
を
徹
底
的
な
批
判
に
晒
し
た
こ
と
が
編
集
部
に
敬

遠
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
そ
の
ア
ン
グ
ル
論
に
お
い
て
画
家
の
﹁
想
像
力
﹂
の
欠
如
を
槍
玉
に
挙
げ
て
い
る
︒
ア
ン
グ
ル
は
﹁
想
像
力
﹂
を
殺
戮
し
︑

犠
牲
と
し
て
祭
壇
に
捧
げ
た
と
い
う
の
だ
︒
そ
の
点
に
お
い
て
︑
想
像
力
に
対
し
て
同
様
の
﹁
英
雄
的
な
供
犠
﹂
を
実
行
し
た
ク
ー
ル
ベ
と
の
比

較
が
正
当
化
さ
れ
る
︒
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そ
の
点
で
︑
こ
の
逆
説
は
な
ん
と
も
法
外
な
も
の
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
︑
最
近
そ
の
注
目
す
べ
き
登
場
が
反
乱
の
ご
と
き
勢
い

を
も
っ
て
行
わ
れ
た
一
人
の
若
い
画
家
に
︑
彼
は
近
似
す
る
の
で
あ
る
︒
ク
ー
ル
ベ
氏
も
ま
た
︑
一
人
の
力
強
い
職
人
で
あ
り
︑
一
個
の
野

性
的
で
忍
耐
強
い
意
志
で
あ
る
︒
そ
し
て
彼
が
獲
得
し
た
成
果
︑
疑
い
も
な
く
そ
の
実
証
的
な
堅
固
さ
と
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
の
破
廉
恥

さ
ゆ
え
に
︑
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
︑
ラ
フ
ァ
エ
ル
ロ
の
伝
統
を
く
む
巨
匠
の
成
果
よ
り
も
多
く
の
魅
力
を
も
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
成
果

は
︑
後
者
の
成
果
と
同
様
︑
排
他
的
な
党
派
精
神
︑
諸
能
力
の
虐
殺
者
を
顕
示
す
る
と
い
う
特
異
性
を
も
つ
︒
政
治
や
文
学
も
や
は
り
︑
こ

う
し
た
頑
強
な
気
質
の
人
々
︑
こ
う
し
た
抗
議
者
た
ち
︑
こ
う
し
た
反
＝
超
自
然
主
義
者
た
ち
を
生
み
出
す
が
︑
彼
ら
を
正
当
化
す
る
唯
一

の
も
の
は
︑
時
と
し
て
有
益
な
反
動
の
精
神
で
あ
る
︒
絵
画
の
諸
事
象
を
支
配
す
る
摂
理
は
︑
優
勢
な
反
対
の
理
念
に
倦
み
︑
あ
る
い
は
虐

げ
ら
れ
た
す
べ
て
の
人
々
を
︑
共
犯
者
と
し
て
彼
ら
に
与
え
る
︒
た
だ
差
異
は
︑
ア
ン
グ
ル
氏
が
伝
統
と
ラ
フ
ァ
エ
ル
ロ
的
な
美
の
理
念
に

栄
あ
ら
し
め
る
べ
く
執
行
す
る
英
雄
的
な
供
犠
を
︑
ク
ー
ル
ベ
氏
は
︑
実
証
的
直
接
的
な
外
的
自
然
を
利
す
る
べ
く
や
っ
て
の
け
る
と
い
う

点
に
あ
る
︒
想
像
力
に
対
す
る
自
ら
の
戦
い
に
お
い
て
︑
彼
ら
は
異
っ
た
動
機
に
従
う
︒
そ
し
て
二
つ
の
逆
な
狂
信
が
︑
彼
ら
を
同
じ
殺
戮

へ
と
導
く一

〇

︒

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
︑
ア
ン
グ
ル
と
ク
ー
ル
ベ
と
い
う
全
く
傾
向
の
異
な
る
画
家
の
取
り
合
わ
せ
は
﹁
逆
説
﹂
と
呼
ぶ

他
な
い
︒
と
は
い
え
︑
ク
ー
ル
ベ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
﹁
忍
耐
強
い
意
志
﹂
と
い
う
性
質
は
︑
ア
ン
グ
ル
に
つ
い
て
も
当
時
よ
く
指

摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
テ
オ
フ
ィ
ル
・
シ
ル
ヴ
ェ
ス
ト
ル
は
あ
る
人
物
の
言
葉
を
引
い
て
ア
ン
グ
ル
の
芸
術
家
と
し
て
の

特
質
を
﹁
修
道
僧
の
よ
う
な
忍
耐
力
に
よ
っ
て
強
固
に
裏
打
ち
さ
れ
た
鉄
の
意
志一

一

﹂
に
見
て
い
る
︒
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
も
ま
た
﹁
意
志
︑
あ
る
い
は

む
し
ろ
意
志
の
果
て
し
も
な
い
濫
用一

二

﹂
こ
そ
が
ア
ン
グ
ル
の
能
力

0

0

だ
と
し
て
い
る
が
︑
二
人
に
共
通
す
る
忍
耐
力
や
強
固
な
意
志
は
こ
こ
で
は
芸

術
家
に
と
っ
て
有
益
な
資
質
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
忍
耐
力
は
む
し
ろ
画
家
に
と
っ
て
は
欠
点
と
な
る
の
だ
︒﹁
美
の

理
念
﹂
に
忠
実
で
あ
る
に
せ
よ
︑﹁
実
証
的
直
接
的
な
外
的
自
然
﹂
に
忠
実
で
あ
る
に
せ
よ
︑
画
家
の
外
部
に
想
定
さ
れ
た
フ
ォ
ル
ム
を
た
だ
ひ
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た
す
ら
忍
耐
強
く
描
く
こ
と
は
︑
想
像
力
の
行
使
の
妨
げ
に
し
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

　

ア
ン
グ
ル
も
ク
ー
ル
ベ
も
﹁
忍
耐
強
い
意
志
﹂
に
よ
っ
て
想
像
力
を
排
除
す
る
が
ゆ
え
に
︑﹁
反

ア
ン
チ

＝
超シ

ュ
ル
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト

自
然
主
義
者
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
そ

の
反
対
は
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
よ
う
に
想
像
力
を
駆
使
し
て
作
品
を
生
み
出
す
﹁
超シ

ュ
ル
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト

自
然
主
義
者
﹂
で
あ
る
︒﹁
超
自
然
主
義
﹂
は
あ
く
ま
で
も
目
の

前
の
自
然
や
現
実
を
基
盤
に
し
な
が
ら
︑
自
然
や
現
実
の
表
層
的
偏
愛
に
陥
る
こ
と
な
く
︑
解
像
度
を
高
め
た
感
覚
を
頼
り
に
深
淵
を
見
抜
く
洞

察
力
を
そ
の
本
質
と
す
る
︒
感
覚
的
な
も
の
︑
知
覚
可
能
な
も
の
を
と
お
し
て
見
え
て
く
る
何
か
︑﹁
超
敏
感
な
神
経
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
た
自

然一
三

﹂
こ
そ
が
︑﹁
超
自
然
主
義
﹂
に
お
い
て
対
象
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
現
実
を
否
定
し
て
︑
い
た
ず
ら
に
想
像
世
界
に

埋
没
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
︒
素
描
家
が
自
然
を
外
部
に
広
が
る
皮
膜
の
よ
う
に
見
立
て
て
︑
そ
れ
を
転
写
す
る
に
と

ど
ま
る
が
ゆ
え
に
﹁
自ナ

チ
ュ
ラ
リ
ス
ト

然
主
義
者
﹂
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
て
︑
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
よ
う
な
色
彩
家
は
︑
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
に
よ
っ
て
自
然
を

振
動
や
強
度
と
し
て
内
的
に
把
握
す
る
限
り
に
お
い
て
︑﹁
超
自
然
主
義
者
﹂
と
な
る
の
で
あ
る
︒

　
﹁
超
自
然
主
義
者
﹂
の
対
立
項
は
本
来
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
﹁
自
然
主
義
者
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ア
ン
グ
ル
が
現
実
に
主
題
を
求
め

る
い
わ
ゆ
る
絵
画
に
お
け
る
自
然
主
義
に
属
す
る
画
家
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
り一

四

︑
だ
か
ら
こ
そ
先
の
引
用
箇
所
に
お
い
て
は
﹁
反
＝
超
自
然

主
義
者
﹂
と
い
う
接
頭
辞
﹁
超
﹂
に
さ
ら
な
る
接
頭
辞
﹁
反
﹂
を
重
ね
た
新
し
い
対
立
項
が
必
要
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
方
﹁
目
に
見
え

る
も
の
だ
け
を
描
く
﹂
と
明
言
し
た
ク
ー
ル
ベ
は
一
般
的
な
認
識
に
従
え
ば
自
然
主
義
者
の
一
人
と
い
え
る
の
だ
が
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
こ
こ
で

ク
ー
ル
ベ
を
あ
え
て
ア
ン
グ
ル
と
な
ら
ぶ
﹁
反
＝
超
自
然
主
義
者
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
想
像
力
に
関
す
る
議
論
を
︿
自
然
﹀

対
︿
超
自
然
﹀
と
い
う
単
純
な
対
立
の
構
図
を
超
え
た
方
向
に
導
く
と
と
も
に
︑
ク
ー
ル
ベ
を
ミ
レ
ー
や
ル
ソ
ー
の
よ
う
な
自
然
主
義
者
と
は
区

別
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

少
な
く
と
も
︑
ア
ン
グ
ル
の
亜
流
や
偽
物
の
ロ
マ
ン
主
義
者
が
席
巻
す
る
絵
画
の
頽
廃
的
状
況
を
﹁
有
益
な
反
動
の
精
神
﹂
に
よ
っ
て
打
開
し

た
ク
ー
ル
ベ
に
対
す
る
期
待
が
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い一

五

︒
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ク
ー
ル
ベ
の
レ
ア
リ
ス
ム
に
真
の
ロ
マ
ン

主
義
の
探
求
と
い
う
共
通
の
問
題
意
識
が
あ
る
こ
と
を
直
感
し
て
い
た
︒
し
か
し
そ
の
活
躍
を
手
放
し
で
称
賛
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の

は
︑
ク
ー
ル
ベ
が
画
題
や
方
向
性
に
お
い
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
思
い
描
く
﹁
現
代
生
活
の
画
家
﹂
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
︒
ク
ー
ル
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ベ
を
引
き
合
い
に
出
し
た
﹃
一
八
五
五
年
の
年
万
国
博
覧
会
︑
美
術
﹄
の
一
節
に
は
︑
そ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
の
よ
う
な
も
の
が
滲
ん
で
い
る
よ
う

に
み
え
る一

六

︒

ア
ン
グ
ル
批
判
と
想
像
力
論

　

ク
ー
ル
ベ
が
想
像
力
の
殺
戮
者
で
あ
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
︑
よ
り
踏
み
込
ん
だ
説
明
が
必
要
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
も
う
一
方
の
殺

戮
者
ア
ン
グ
ル
に
対
す
る
批
判
が
如
何
な
る
射
程
を
も
つ
の
か
を
見
極
め
ね
ば
な
ら
な
い
︒

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
ア
ン
グ
ル
批
判
の
第
一
点
は
︑
そ
の
作
品
が
醸
し
出
す
﹁
異

エ
テ
ロ
ク
リ
テ
ィ
ス
ム

様
性
﹂
に
あ
っ
た
︒
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
よ
れ
ば
︑﹁
異
様
性
﹂

は
新
古
典
主
義
全
般
に
認
め
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
︒
新
古
典
主
義
の
作
品
に
描
か
れ
た
人
物
た
ち
は
﹁
幻フ

ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク

想
味
を
帯
び
た
﹂︑﹁
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

な
幽ス

ペ
ク
ト
ル霊

﹂
の
ご
と
き
存
在
で
︑
そ
れ
ら
は
み
な
﹁
自
然
を
外
れ
た
﹂
奇
妙
な
世
界
に
生
き
て
い
る
よ
う
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
は
思
え
る
の
だ
っ

た一
七

︒
確
か
に
例
え
ば
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
︽
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
兄
弟
の
誓
い
︾︵
一
七
八
四
年
︶
が
示
す
静
止
性
は
不
自
然
で
そ
の
意
味
で
異
様
な
も
の

と
い
え
な
く
も
な
い一

八

︒
だ
が
︑
ア
ン
グ
ル
の
作
品
は
そ
う
し
た
新
古
典
主
義
に
連
な
る
絵
画
の
中
で
も
不
自
然
さ
に
お
い
て
際
立
っ
て
い
る
︑
そ

う
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
考
え
る
の
だ
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
︑
ゲ
ラ
ン
︑
ジ
ロ
デ
ら
新
古
典
主
義
の
巨
匠
た
ち
が
﹁
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
立
て
た
﹂
と
し
て
称
え
ら
れ
る
一
方
︑
ア
ン
グ
ル
の
作
品
は
﹁
遙
か
に
不
可
思
議

で
複
雑
な
異
様
性

0

0

0

﹂
を
漂
わ
せ
て
い
る
と
し
て
断
罪
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

新
古
典
主
義
の
巨
匠
た
ち
と
ア
ン
グ
ル
は
如
何
な
る
点
に
お
い
て
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
そ
の
違
い
を
や
は
り
﹁
想
像
力
﹂

の
有
無
に
も
と
め
る
︒
ア
ン
グ
ル
に
お
い
て
は
﹁
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
体
操
の
中
に
道
を
踏
み
迷
っ
て
い
た
あ
れ
ら
の
巨
匠
た
ち
を
支
え
て
い
た
想

像
力
︑
諸
能
力
の
女
王
た
る
想
像
力
が
︑
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る一

九

﹂
と
い
う
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
こ
れ
だ
け
で
は
ア
ン
グ
ル
の
異
様
性
を
説

明
す
る
の
に
十
分
と
は
い
え
ず
︑
そ
も
そ
も
肝
心
の
想
像
力
つ
い
て
は
﹁
諸
能
力
の
女
王
﹂
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
以
外
に
は
そ
れ
が
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
能
力
で
あ
る
の
か
が
こ
こ
で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
︑
読
者
と
し
て
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
ア
ン
グ
ル
を
非
難
す
る
の
に
用
い

る
過
剰
と
も
い
え
る
表
現
に
た
だ
困
惑
さ
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る二

〇

︒
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﹁
諸
能
力
の
女
王
﹂
を
め
ぐ
る
ア
ン
グ
ル
の
批
判
が
﹃
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
﹄
で
詳
述
さ
れ
る
あ
の
想
像
力
論
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
そ
こ
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
展
開
す
る
議
論
は
﹁
自
然
を
写
せ
︑
自
然
だ
け
を
写
せ
﹂
と
唱
え
る
教
条
的
自
然
主
義
者
に

対
す
る
批
判
を
前
提
と
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
想
像
力
と
自
然
模
倣
の
単
純
な
二
項
対
立
で
は
な
い二

一

︒﹁
想
像
力
ゆ
た

か
な
人
間
﹂
は
﹁
自
然
﹂
よ
り
も
﹁
幻
想
の
生
み
出
す
怪
物
た
ち
﹂
を
好
む
の
だ
と
の
記
述
も
︑
デ
ュ
ラ
ン
テ
ィ
ー
の
想
像
力
批
判
を
転
倒
さ
せ

て
自
然
模
倣
に
対
す
る
想
像
力
の
優
位
を
唱
え
る
た
め
と
い
う
よ
り
も
︑
あ
く
ま
で
も
か
り
そ
め
に
二
項
対
立
を
提
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒

む
し
ろ
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
真
意
は
﹁
自
然
を
写
せ
﹂
と
い
う
自
然
主
義
者
の
主
張
を
自
ら
の
信
念
に
従
っ
て
自
己
流
に
解
釈
し
た
次
の
部
分
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
︒

芸
術
家
︑
真
の
芸
術
家
︑
真
の
詩
人
は
︑
自
ら
の
見
る
と
こ
ろ
︑
自
ら
感
ず
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
し
か
描
い
て
は
な
ら
な
い
︒
彼
は
自
分
自

身
の
自
然
に
対
し
て
現
実
に

0

0

0

忠
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
い
か
に
偉
大
な
人
で
あ
ろ
う
と
誰
か
他
の
人
の
目
や
感
情
を
借
り
る
こ
と
は
︑

死
の
ご
と
く
に
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
︑
彼
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
で
あ
ろ
う
産
物
は
︑
彼
自
身
と

の
関
連
に
お
い
て
︑
現
実

0

0

で
は
な
く
て
︑
噓
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
だ
﹇
︙
﹈二

二
︒

　
﹁
現
実
﹂
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
よ
う
︒
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
自
然
主
義
に
対
置
す
る
の
は
︑
現
実
か
ら
目
を
背
け
た
空
想
主
義
的
態

度
で
は
な
く
︑
自
然
を
前
に
し
て
自
ら
の
感
覚
に
忠
実
で
あ
り
続
け
る
む
し
ろ
現
実
主
義
的
態
度
な
の
で
あ
る
︒

　
﹁
諸
能
力
の
女
王
﹂
で
あ
る
想
像
力
は
︑
諸
感
覚
の
感
受
性
を
駆
使
し
て
集
積
さ
れ
た
様
々
な
情
報
を
一
つ
に
束
ね
て
︑
主
体
の
内
部
に
お
い

て
現
実
世
界
の
認
識
を
構
成
す
る

0

0

0

0

能
力
と
い
え
る
︒
自
然
主
義
者
が
想
像
力
を
も
た
な
い
の
は
︑
彼
ら
が
自
然
の
事
物
を
転
写
す
る
の
み
で
︑
画

面
の
構
成
に
つ
い
て
は
自
然
ま
か
せ
で
無
頓
着
だ
か
ら
で
あ
る
︒
ド
ラ
ク
ロ
ワ
が
言
う
よ
う
に
﹁
自
然
と
は
一
冊
の
辞
書
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
す
る

な
ら
ば
︑
想
像
力
の
あ
る
画
家
は
︑
作
家
が
辞
書
の
中
の
単
語
を
使
っ
て
一
つ
の
物
語
を
紡
ぎ
出
す
の
と
同
様
に
︑
自
然
の
諸
要
素
を
組
み
上
げ

て
一
つ
の
構
成
さ
れ
た
作
品
を
生
み
出
す
︒
他
方
︑
想
像
力
を
持
た
な
い
画
家
の
仕
事
は
た
だ
辞
書
の
単
語
を
書
き
並
べ
て
い
る
に
等
し
い
︒
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彼
ら
は
芸
術
の
辞
書
を
芸
術
そ
の
も
の
と
取
り
違
え
て
い
る
︒
辞
書
の
中
の
一
語
を
書
き
写
し
て
︑
一
篇
の
詩
を
書
き
写
し
た
と
思
っ
て
い
る

の
で
す
︒
と
こ
ろ
が
一
篇
の
詩
と
は
︑
決
し
て
書
き
写
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
は
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
ま
す二

三

︒

　

こ
う
し
て
見
え
て
く
る
の
は
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
﹁
諸
能
力
の
女
王
﹂
と
し
て
重
視
す
る
想
像
力
が
感
覚
や
事
物
を
ま
と
め
上
げ
構
成
す
る
能

力
だ
と
い
う
こ
と
だ
︒
し
た
が
っ
て
︑
想
像
力
を
殺
戮
し
た
ア
ン
グ
ル
に
欠
け
て
い
る
の
は
構
成
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

様
式
と
い
う
借
り
物
の
構
成

　

ア
ン
グ
ル
批
判
の
第
二
点
は
画
家
の
﹁
様ス

テ
ィ
ル式

﹂
に
あ
る
の
だ
が
︑
そ
の
批
判
の
要
点
は
構
成
力
の
問
題
と
深
く
関
係
し
て
い
る
︒
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
は
ア
ン
グ
ル
が
﹁
様
式
﹂
へ
の
﹁
無
節
制
な
嗜
好
﹂
や
﹁
病
的
な
懸
念
﹂
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
非
難
す
る
︒
ア
ン
グ
ル
は
肖
像
画
に
お
い
て
も

モ
デ
ル
と
な
る
人
物
を
古
代
の
理
想
に
類
似
さ
せ
る
こ
と
を
好
ん
だ
︒
そ
の
結
果
︑
描
か
れ
る
人
物
は
﹁
き
わ
め
て
正
確
な
形
を
し
た
型
紙
を
︑

人
体
組
織
と
は
無
縁
の
︑
生
命
の
な
い
柔
ら
か
い
物
質
で
ふ
く
ら
ま
せ
た
よ
う
な
風
に
見
え
る
﹂
こ
と
と
な
っ
た二

四

︒
モ
デ
ル
は
写
実
的
に
描
か
れ

る
よ
り
も
様
式
化
さ
れ
︑
過
去
の
︑
す
な
わ
ち
出
来
合
い
の
理
想
に
合
致
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
う
し
た
ア
ン
グ
ル
の
様
式
へ
の
こ
だ
わ
り
は
﹃
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
﹄
で
も
批
判
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒

ア
ン
グ
ル
氏
が
︑
堂
々
と
し
て
︑
画
趣
ゆ
た
か
で
︑
魅
力
的
な
モ
デ
ル
を
見
出
す
と
し
ま
す
︒﹁
こ
れ
は
疑
い
も
な
く
珍
重
す
べ
き
性
格
だ
﹂

と
彼
は
独
り
言
ち
ま
す
︑﹁
美
し
さ
に
も
せ
よ
偉
大
さ
に
も
せ
よ
︑
私
は
そ
れ
を
丹
念
に
表
現
す
る
と
し
よ
う
︒
私
は
そ
の
何
も
の
を
も
省

略
す
ま
い
︑
た
だ
私
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
あ
る
も
の
を
そ
こ
に
付
け
加
え
よ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
様
式
を
﹂
と
︒
そ
し
て
彼
が
様
式
と
い
う
の
は
ど

う
い
う
意
味
で
あ
る
か
︑
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
画
題
に
自
然
に
そ
な
わ
っ
た
詩
的
な
特
質
を
︑
も
っ
と
見
え
や
す
く
す

る
た
め
に
抽
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
す
︒
そ
れ
は
外
来
の
︑
概
し
て
過
去
か
ら
借
り
て
き
た
詩
で
す二

五

︒
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ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
︑
肖
像
画
が
モ
デ
ル
に
似
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
写
実
性
で
は
な
い
︒
肖
像
画
に
お
い
て
重
要
な

の
は
﹁
画
題
に
自
然
に
そ
な
わ
っ
た
詩
的
な
特
質
﹂
を
抽
出
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
他
で
も
な
い
想
像
力
な
の
で
あ
る
︒

だ
が
想
像
力
を
も
た
な
い
ア
ン
グ
ル
の
肖
像
画
は
モ
デ
ル
に
﹁
過
去
か
ら
借
り
て
き
た
詩
﹂︑
す
な
わ
ち
ラ
フ
ァ
エ
ロ
的
な
﹁
様
式
﹂
を
当
て
嵌

め
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
描
か
れ
た
モ
デ
ル
は
活
人
画
の
中
の
人
物
の
よ
う
に
不
自
然
な
演
劇
性
を
纏
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
︒
様
式
と

は
︑
画
面
全
体
を
一
つ
の
作
品
と
し
て
構
成
す
る
統
一
性
の
別
名
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
問
題
な
の
は
︑
そ
れ
が
過
去
の
芸
術
作
品
か
ら
借
用

し
た
統
一
性
で
あ
っ
て
ア
ン
グ
ル
が
必
然
的
に
導
き
出
し
た
統
一
性
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
︒
つ
ま
り
︑
ア
ン
グ
ル
に
は
自
前
の
構
成
は
な

く
︑
様
式
と
い
う
借
り
物
の
構
成
が
あ
る
ば
か
り
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

　

事
情
は
自
然
主
義
の
画
家
ジ
ャ
ン
＝

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ミ
レ
ー
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ミ
レ
ー
の
作
品
に
描
か
れ
る
農
民

た
ち
の
農
作
業
や
夕
べ
の
祈
り
へ
の
没
入
ぶ
り
が
様
式
化
に
よ
っ
て
演
劇
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
嗅
ぎ
取
り
︑
そ
の
わ
ざ
と
ら
し
さ
に
対
し
て

嫌
悪
感
を
露
わ
に
す
る
︒

ミ
レ
ー
氏
は
特
に
様
式
を
追
い
求
め
ま
す
︒
そ
の
こ
と
を
隠
し
立
て
し
な
い
し
︑
そ
れ
を
ひ
け
ら
か
し
︑
誇
り
と
も
し
て
い
ま
す
︒
し
か

し
︑
私
が
ア
ン
グ
ル
氏
の
弟
子
た
ち
に
特
有
の
も
の
と
し
た
滑
稽
さ
の
一
部
分
は
︑
ミ
レ
ー
氏
に
も
つ
き
ま
と
い
ま
す
︒
様
式
は
彼
に
不
幸

を
も
た
ら
し
ま
す
︒
彼
の
農
民
た
ち
は
︑
自
分
自
身
を
あ
ま
り
に
も
高
く
買
い
か
ぶ
っ
て
い
る
衒ペ

ダ

ン
学
者
で
す
︒
彼
ら
の
見
せ
び
ら
か
す
一
種

独
特
の
陰
鬱
で
宿
命
的
な
魯
鈍
さ
は
︑
彼
ら
を
憎
み
た
い
気
持
を
私
に
起
さ
せ
ま
す
︒﹇
︙
﹈
た
だ
単
に
自
分
の
画
題
の
自
然
な
詩
を
抽
出

す
る
代
り
に
︑
ミ
レ
ー
氏
は
何
と
し
て
も
そ
こ
に
何
も
の
か
を
付
け
加
え
た
が
る
の
で
す二

六

︒

　

ア
ン
グ
ル
の
異
様
性
も
ミ
レ
ー
の
衒
学
性
も
根
は
同
じ
な
の
だ
︒
自
然
に
抽
出
す
べ
き
詩
に
代
わ
る
︑
出
来
合
い
の
︑
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ

た
︑
様
式
化
さ
れ
た
構
成
が
︑
不
自
然
で
ぎ
こ
ち
な
く
芝
居
が
か
っ
た
印
象
︑
す
な
わ
ち
異
様
性
や
衒
学
性
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
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て
ア
ン
グ
ル
批
判
の
第
一
点
で
あ
る
﹁
異
様
性
﹂
が
批
判
の
第
二
点
で
あ
る
﹁
様
式
﹂
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る二

七

︒

　

そ
う
し
た
異
様
性
の
極
み
は
︑
絵
画
で
は
な
く
一
枚
の
写
真
の
中
に
見
出
さ
れ
た
︒
写
真
に
芸
術
性
を
認
め
な
い
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
︑
五
〇
年

代
に
発
展
し
た
写
真
芸
術
化
運
動
の
流
れ
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
オ
ス
カ
ー
・
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
レ
イ
ラ
ン
ダ
ー
の
写
真
︑︽
人
生
の
二
つ
の
道
︾

︵
一
八
五
七
年
︶
を
お
そ
ら
く
念
頭
に
置
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

一
個
の
狂
気
︑
異
常
な
狂
信
が
︑
こ
れ
ら
の
新
た
な
太
陽
崇
拝
者
た
ち
皆
を
捉
え
ま
し
た
︒
奇
怪
に
も
嫌
ら
し
い
事
ど
も
が
生
じ
ま
し
た
︒

い
か
が
わ
し
い
男
た
ち
や
い
か
が
わ
し
い
女
た
ち
を
集
め
て
き
て
︑
謝
肉
祭
の
時
の
肉
屋
や
洗
濯
女
み
た
い
に
変
て
こ
な
恰
好
を
さ
せ
た
の

を
︑
群
像
に
ま
と
め
て
︑
こ
れ
ら
の
主
人
公

0

0

0

た
ち
に
︑
ど
う
か
撮
影
に
必
要
な
時
間
だ
け
︑
せ
っ
か
く
作
っ
た
顰
め
っ
面
を
続
け
て
い
て
下

さ
い
と
お
願
い
し
て
︑
古
代
史
の
悲
劇
的
あ
る
い
は
優
美
な
場
面
を
描
出
し
た
つ
も
り
に
な
っ
た
の
で
す二

八

︒

　

レ
イ
ラ
ン
ダ
ー
の
写
真
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
︽
ア
テ
ネ
の
学
堂
︾
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
︑
大
勢
の
モ
デ
ル
に
舞
台
衣
装
を
着
せ
て
撮
影
し
︑

複
数
の
ネ
ガ
を
組
み
合
わ
せ
て
作
っ
た
活
人
画
的
合
成
写
真
で
あ
る二

九

︒
当
時
︑
写
真
の
芸
術
性
を
否
定
す
る
論
拠
と
し
て
︑
写
真
は
恣
意
的
に
切

り
取
ら
れ
た
現
実
の
断
片
を
提
示
す
る
も
の
で
し
か
な
く
︑
構
成
を
も
た
な
い
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
た
︒
芸
術
写
真
の
信
奉
者
で
あ
る
レ

イ
ラ
ン
ダ
ー
は
ア
ン
グ
ル
が
そ
う
し
た
よ
う
に
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
様
式
を
写
真
に
導
入
し
︑
写
真
の
本
質
的
な
構
成
の
欠
点
を
補
お
う
と
し
た
の
で

あ
る
︒
か
く
し
て
出
来
上
が
っ
た
作
品
は
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
嘆
く
よ
う
に
不
自
然
か
つ
滑
稽
で
芝
居
が
か
っ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
︑

﹁
歴
史
画
を
戯
画
化
﹂
し
︑﹁
そ
の
権
威
を
決
定
的
に
失
わ
せ
る三

〇

﹂
だ
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒

構
成
な
き
絵
画
と
写
真

　

レ
イ
ラ
ン
ダ
ー
の
よ
う
に
様
式
を
借
用
し
て
写
真
を
絵
画
に
近
づ
け
よ
う
と
試
み
た
写
真
家
も
い
れ
ば
︑
逆
に
絵
画
の
構
成
を
希
薄
化
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
写
真
と
の
類
縁
性
を
強
め
て
い
く
画
家
も
い
た
︒
そ
う
し
た
傾
向
は
︑
自
然
を
対
象
と
す
る
そ
の
性
質
上
︑
必
然
的
に
写
真
と
の
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競
合
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
風
景
画
に
お
い
て
顕
著
で
︑
構
成
の
欠
如
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
風
景
画
は
写
真
と
の
距
離
を
ま
す
ま
す
縮
め
て
い

く
︒
実
際
︑
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
の
画
家
た
ち
が
写
真
家
と
の
相
互
的
な
影
響
関
係
の
中
で
活
動
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が三

一

︑
例
え
ば

そ
の
代
表
者
の
一
人
で
あ
る
テ
オ
ド
ー
ル
・
ル
ソ
ー
が
描
く
︑
樹
木
が
鬱
蒼
と
茂
っ
た
茫
漠
と
し
た
光
景
は
︑
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
キ
ュ
ヴ
リ
エ
の

よ
う
な
写
真
家
の
手
に
な
る
風
景
写
真
が
均
質
で
画
面
の
特
定
の
部
位
を
強
調
し
な
い
の
と
同
様
に
︑
作
品
を
一
つ
の
場
面
と
し
て
構
成
す
る
視

点
を
見
る
者
に
与
え
て
は
く
れ
な
い
︒

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
︑﹃
一
八
四
五
年
の
サ
ロ
ン
﹄
で
は
コ
ロ
ー
に
匹
敵
す
る
﹁
素
朴
さ
と
独
戧
性
﹂
を
備
え
た
画
家
と
し
て
ル
ソ
ー
の
力
量
を

評
価
し
た
も
の
の
︑﹃
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
﹄
に
お
い
て
は
そ
の
風
景
画
が
現
実
の
断
片
を
あ
る
が
ま
ま
に
曝
け
出
し
て
い
る
こ
と
に
不
満
を

表
明
し
て
い
る
︒

ル
ソ
ー
氏
は
い
つ
も
私
を
眩
惑
し
て
き
ま
し
た
︒
だ
が
時
と
し
て
私
を
疲
れ
さ
せ
も
し
ま
し
た
︒
そ
れ
に
ま
た
彼
は
︑
あ
の
周
知
の
現
代

的
欠
陥
︑
自
然
を
︑
ひ
た
す
ら
自
然
の
み
を
盲
目
的
に
愛
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
欠
陥
に
︑
お
ち
い
る
の
で
す
︒
彼
は
単
な
る
習エ

チ
ュ
ー
ド作
を

構コ

ン

ポ

ジ

シ

オ

ン

成
さ
れ
た
作
品
と
思
い
こ
み
ま
す
︒
湿
っ
た
草
が
ひ
し
め
き
︑
光
の
板
を
あ
ち
こ
ち
に
散
ら
し
て
︑
鏡
の
よ
う
に
き
ら
め
く
沼
沢
地
や
︑

ご
つ
ご
つ
し
た
木
の
幹
や
︑
屋
根
に
花
の
咲
い
た
藁
屋
な
ど
︑
要
す
る
に
︑
自
然
の
小
さ
な
切
れ
端
が
︑
恋
々
た
る
彼
の
眼
に
と
っ
て
は
︑

十
分
で
完
成
さ
れ
た
タ
ブ
ロ
ー
と
化
す
る
の
で
す
︒
こ
の
地
球
か
ら
む
し
り
取
ら
れ
た
こ
の
断
片
の
中
に
彼
が
籠
め
る
す
べ
を
心
得
て
い
る

魅
力
の
す
べ
て
を
も
っ
て
し
て
も
︑
構
築
の
不
在
を
忘
れ
さ
せ
る
の
に
常
に
十
分
で
あ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん三

二

︒

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
﹃
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
﹄
の
第
二
章
﹁
現
代
の
公
衆
と
写
真
﹂
で
展
開
し
た
写
真
批
判
の
核
心
は
︑
教
条
的
自
然
主
義
者

た
ち
の
こ
の
﹁
現
代
的
欠
陥
﹂
に
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
風
景
画
の
﹁
構
築
の
不
在
﹂
に
対
す
る
苦
言
は
明
ら
か
に
写
真
批
判
の
延
長
線
上
に

あ
る
︒

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
写
真
の
﹁
構
築
の
不
在
﹂
に
は
具
体
的
に
言
及
し
て
い
な
い
が
︑
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
日
記
︵
一
八
五
九
年
九
月
一
日
︶
に
は
そ
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れ
に
関
す
る
詩
人
の
考
え
を
代
弁
す
る
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

き
わ
め
て
頑
な
な
レ
ア
リ
ス
ト
で
あ
っ
て
も
自
然
を
描
く
の
に
構
成
や
制
作
上
の
い
く
つ
か
の
慣
習
を
用
い
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒

構コ
ン
ポ
ジ
シ
オ
ン

成
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
あ
る
個
別
の
部
分
や
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
の
寄
せ
集
め
を
絵
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
見
る
者
の
精
神
が

必
ず
や
切
り
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
全
体
の
表
面
で
さ
ま
よ
わ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
︑
思
念
を
し
っ
か
り
と
画
定
す
る
必
要
が
あ

る
︒
そ
れ
が
な
け
れ
ば
︑
芸
術
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
︒
写
真
家
が
写
真
を
撮
る
と
き
︑
そ
こ
に
写
る
の
は
全
体
か
ら
切
り
取
ら
れ
た
一
部

分
以
外
の
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
︒
画
面
の
端
も
中
心
と
同
じ
よ
う
に
関
心
を
惹
く
︒
全
体
は
推
測
す
る
こ
と
し
か
で
き
ず
︑
目
に
映
る

の
は
そ
の
全
体
の
中
の
た
ま
た
ま
選
ば
れ
た
か
の
よ
う
な
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
︒﹇
︙
﹈
自
然
そ
の
も
の
を
前
に
し
て
︑
絵
を
つ
く
る
の
は

わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
で
あ
る
︒
風
景
の
中
の
一
本
の
草
や
美
し
い
顔
に
あ
る
肌
荒
れ
な
ど
は
わ
れ
わ
れ
の
目
に
は
入
ら
な
い
︒
わ
れ
わ
れ
の

眼
は
そ
う
し
た
微
細
な
細
部
を
幸
い
に
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
見
る
べ
き
も
の
だ
け
を
精
神
に
送
り
届
け
て
く
れ
る三

三

︒

　

す
で
に
見
た
よ
う
に
︑
構
成
力
は
想
像
力
の
別
名
で
あ
る
︒
ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
別
の
と
こ
ろ
で
こ
う
も
言
っ
て
い
る
︒﹁
構
成
を
思
い
描
く
こ
と

と
は
︑
見
た
こ
と
が
あ
り
知
っ
て
い
る
諸
々
の
事
物
を
芸
術
家
の
魂
と
い
う
内
部
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
他
の
事
物
と
結
合
さ
せ
る
こ
と
で
あ

る三
四

︒﹂

　

構
成
と
は
画
面
が
そ
う
あ
る
べ
き
必
然
性
と
い
え
よ
う
︒
芸
術
家
は
自
ら
の
魂
の
刻
印
と
し
て
作
品
に
必
然
性
を
付
与
す
る
の
だ
が
︑
そ
の
魂

の
内
部
に
相
当
す
る
の
が
想
像
力
で
あ
り
記
憶
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
自
然
を
見
た
ま
ま
に
転
写
す
る
風
景
画
家
は
︑
想
像
力
や
記
憶
と
い
う

内
面
を
放
棄
し
て
す
べ
て
を
写
真
機
に
委
ね
る
写
真
家
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
芸
術
家
に
成
り
下
が
っ
て
し
ま
う
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
結
論
づ
け
る
の

だ
︒

し
か
し
な
ぜ
想
像
力
は
︑
風
景
画
家
の
ア
ト
リ
エ
か
ら
逃
げ
て
行
く
の
で
し
ょ
う
？　

事
に
よ
る
と
︑
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
た
し
な
む
芸
術
家
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た
ち
は
自
分
の
記
憶
に
不
信
の
念
を
い
だ
く
こ
と
あ
ま
り
に
も
は
な
は
だ
し
く
︑
彼
ら
の
精
神
の
怠
惰
に
完
全
に
適
合
す
る
直
接
的
な
模
写

と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん三

五

︒

　

そ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
と
︑﹃
現
代
生
活
の
画
家
﹄︵
一
八
六
三
年
︶
は
﹃
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
﹄
を
継
承
す
る
新
た
な
る
︿
反
＝
写
真

論
﹀
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る三

六

︒
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
そ
こ
で
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
を
﹁
現
代
生
活
の
画
家
﹂
と
し
て
持
ち
上
げ
る
の

は
︑
ギ
ー
ス
が
モ
デ
ル
に
頼
ら
ず
記
憶
に
よ
っ
て
描
く
画
家
で
あ
り
─
﹁
優
れ
た
真
の
素
描
家
た
ち
は
み
な
︑
彼
ら
の
頭
脳
に
書
き
こ
ま
れ
た

影
像
に
基
い
て
デ
ッ
サ
ン
す
る三

七

﹂
─
︑
そ
の
意
味
で
写
真
家
同
然
の
風
景
画
家
た
ち
の
対
極
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
写
真
が
す
べ
て
の

細
部
を
均
並
み
に
再
現
す
る
の
と
は
対
照
的
に
︑
ギ
ー
ス
の
ク
ロ
ッ
キ
ー
が
細
部
の
無
政
府
状
態
に
抵
抗
し
て
選
別
的
に
画
面
を
構
成
す
る
こ
と

も
評
価
さ
れ
て
い
る
︒﹃
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
﹄
で
掲
げ
ら
れ
た
﹁
芸
術
と
は
一
個
の
抽
象
に
他
な
ら
ず
︑
細
部
を
総
体
の
犠
牲
と
す
る
こ
と

に
他
な
ら
ぬ
﹂
と
い
う
美
学
が
︑﹃
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
﹄
の
写
真
批
判
を
経
由
し
て
︑
そ
こ
で
再
度
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
だ
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
写
真
を
批
判
す
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
言
説
は
︑
芸
術
写
真
を
擁
護
し
た
人
々
の
言
説
と
皮
肉
に
も
重
な
り
あ
っ
て
い
る
︒
ク
ー
ル

ベ
と
同
郷
の
批
評
家
で
画
家
の
良
き
理
解
者
で
も
あ
っ
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ェ
イ
は
工
業
写
真
と
絵
画
芸
術
の
間
を
つ
な
ぐ
芸
術
写
真
の
価
値
を

知
ら
し
め
る
べ
く
︑
一
八
五
一
年
に
設
立
さ
れ
た
︿
ヘ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
協
会
﹀
が
発
行
す
る
﹃
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
﹄
紙
で
論
陣
を
張
っ
た
︒
ウ
ェ

イ
が
そ
こ
で
主
張
し
た
﹁
犠
牲
の
理
論
﹂
は
ま
さ
に
﹁
細
部
を
総
体
の
犠
牲
と
す
る
こ
と
﹂
に
よ
っ
て
写
真
家
が
写
真
に
自
ら
の
個
性
を
刻
み
込

む
こ
と
の
必
要
性
を
説
く
も
の
だ
っ
た三

八

︒﹃
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
﹄
紙
の
基
本
理
念
は
﹁
本
当
の
も
の
ほ
ど
美
し
い
も
の
は
な
い
︒
だ
が
︑
そ
れ
を
選

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
言
葉
に
要
約
さ
れ
る
︒
写
真
家
が
自
身
の
感
性
を
も
と
に
現
実
の
細
部
を
取
捨
選
択
し
︑
写
真
家
の
意
図
を
反

映
し
た
秩
序
を
写
真
に
も
た
ら
す
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

　

写
真
が
初
め
て
美
術
作
品
と
同
等
に
展
示
さ
れ
た
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
で
は
︑
そ
う
し
た
芸
術
写
真
を
思
わ
せ
る
一
枚
の
風
景
画
︑
シ
ャ
ル

ル
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
ー
ビ
ニ
ー
の
︽
オ
ワ
ー
ズ
河
畔
︾
が
公
衆
の
注
目
を
ひ
と
き
わ
集
め
て
い
た
︒
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
ー
チ
エ
は
こ
の
作
品
に

つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
︒﹁
ど
の
部
分
を
と
っ
て
も
筆
触
は
そ
の
存
在
を
誇
示
す
る
こ
と
が
な
い
︒
こ
の
絵
は
風
景
の
前
に
置
か
れ
て
何
ら
か
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の
新
し
い
発
明
や
魔
術
的
方
法
に
よ
っ
て
自
ず
と
描
か
れ
た
か
の
よ
う
だ三

九

︒﹂
つ
ま
り
︑
筆
触
の
均
質
性
が
写
真
を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ

る
︒
確
か
に
︑
ド
ー
ビ
ニ
ー
は
写
真
を
意
識
し
て
絵
を
描
い
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
︒
彼
は
﹁
ク
リ
シ
ェ
・
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
と
呼
ば
れ
る
写
真
の
感

光
技
術
を
応
用
し
た
ガ
ラ
ス
版
画
も
残
し
て
い
る
が
︑
そ
の
手
法
を
教
え
た
の
は
キ
ュ
ヴ
リ
エ
ら
写
真
愛
好
家
た
ち
だ
っ
た
︒

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
こ
の
写
真
的
な
風
景
画
に
意
外
に
も
好
意
的
な
判
断
を
下
し
て
い
る
︒

彼
の
風
景
画
は
︑
の
っ
け
か
ら
人
を
魅
了
す
る
優
美
さ
と
爽
か
さ
と
を
も
っ
て
い
ま
す
︒
観
覧
者
の
魂
に
す
ぐ
さ
ま
︑
そ
れ
ら
に
浸
み
こ
ん

で
い
る
原
の
感
情
を
伝
達
す
る
の
で
す
︒
し
か
し
こ
の
特
質
は
ド
ー
ビ
ニ
ー
氏
に
よ
っ
て
︑
仕
上
げ
及
び
細
部
に
お
け
る
完
成
度
を
犠
牲
に

し
て
の
み
獲
得
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
ま
す四

〇

︒

　

ド
ー
ビ
ニ
ー
は
芸
術
写
真
の
ぼ
か
し
の
手
法
を
取
り
入
れ
て
ル
ソ
ー
の
風
景
画
に
見
ら
れ
た
﹁
欠
陥
﹂
を
か
ろ
う
じ
て
回
避
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
だ
︒
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
そ
れ
を
見
抜
い
て
﹁
彼
の
作
品
が
全
般
と
し
て
詩
的
で
あ
る
と
い
う
点
﹂
を
認
め
る
の
で
あ
る
︒

ク
ー
ル
ベ
に
お
け
る
構
成

　

さ
て
︑
こ
う
し
た
一
連
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
批
評
を
踏
ま
え
て
ク
ー
ル
ベ
に
話
を
戻
せ
ば
︑
ま
ず
﹃
一
八
五
五
年
の
万
国
博
覧
会
︑
美
術
﹄
に

お
け
る
想
像
力
の
殺
戮
者
ク
ー
ル
ベ
に
つ
い
て
の
否
定
的
見
解
は
画
家
の
構
成
力
の
欠
如
に
向
け
ら
れ
た
批
判
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒
た
だ
し
︑
ア
ン
グ
ル
の
作
品
が
そ
の
欠
如
を
様
式
に
よ
っ
て
充
塡
す
る
の
に
対
し
て
︑
ク
ー
ル
ベ
の
作
品
は
そ
れ
を
露
呈
さ
せ
る
︒
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ン
グ
ル
の
演
劇
性
を
帯
び
た
異
様
さ
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
た
が
︑
見
る
者
の
視
線
は
画
家
の
意
図
を
把
握
で
き
ぬ
ま
ま

構
成
な
き
作
品
の
表
面
を
さ
ま
よ
う
こ
と
と
な
っ
た
︒
事
実
︑
五
〇
年
代
前
半
の
ク
ー
ル
ベ
の
絵
画
を
め
ぐ
る
同
時
代
の
批
評
に
お
い
て
は
そ
の

構
成
の
問
題
が
つ
ね
に
取
り
沙
汰
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
に
関
連
し
て
写
真
と
の
類
似
性
が
軽
蔑
的
な
意
味
で
語
ら
れ
て
い
た四

一

︒
例
え
ば
シ
ル
ヴ
ェ

ス
ト
ル
は
﹁︽
オ
ル
ナ
ン
の
埋
葬
︾
の
構
成
は
あ
ら
ゆ
る
規
律
を
蹂
躙
す
る
も
の
で
あ
り
︑
人
物
た
ち
は
そ
こ
で
無
秩
序
な
レ
リ
ー
フ
の
よ
う
な
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も
の
を
形
づ
く
っ
て
い
る四

二

﹂
と
述
べ
て
い
る
し
︑
ゴ
ー
チ
エ
は
﹁︽
オ
ル
ナ
ン
の
埋
葬
︾
は
一
切
の
構
成
を
断
固
と
し
て
不
在
に
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
際
立
っ
て
い
る
﹂
と
し
た
う
え
で
︑﹁
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
の
醜
さ
が
嫌
悪
を
催
さ
せ
る
の
だ
﹂
と
吐
き
捨
て
て
い
る四

三

︒

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
六
〇
年
代
に
書
い
た
﹃
哀
れ
な
ベ
ル
ギ
ー
﹄
の
中
で
︑
ベ
ル
ギ
ー
に
は
ロ
ッ
プ
ス
以
外
に
芸
術
家
は
存
在
し
な
い
と
言
い
放

ち
︑
そ
れ
に
続
け
て
こ
う
記
し
て
い
る
︒﹁
構

コ
ン
ポ
ジ
シ
オ
ン

図
は
未
知
の
事
柄
︒
こ
れ
ら
の
野
獣
ど
も
の
哲
学
は
︑
ク
ー
ル
ベ
流
の
哲
学
だ四

四

︒﹂
や
は
り
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
は
ク
ー
ル
ベ
に
お
け
る
構
成
の
な
さ
を
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
︑
ク
ー
ル
ベ
に
お
け
る
構
成
の
欠
如
と

思
わ
れ
る
も
の
は
果
た
し
て
ル
ソ
ー
の
風
景
画
の
あ
の
写
真
的
な
﹁
構
築
の
不
在
﹂
と
同
じ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？　

ク
ー
ル
ベ
の
レ
ア
リ
ス
ム

の
作
品
は
構
成
の
借
用
と
も
排
除
と
も
無
縁
の
︑
た
だ
そ
れ
ま
で
の
絵
画
と
は
全
く
異
な
っ
た
論
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
？

　

構
成
を
め
ぐ
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
ク
ー
ル
ベ
の
考
え
方
の
相
違
は
︑
晩
年
ス
イ
ス
に
亡
命
し
て
い
た
ク
ー
ル
ベ
の
も
と
で
助
手
と
し
て
働
い
て

い
た
パ
タ
が
伝
え
た
と
さ
れ
る
次
の
逸
話
に
よ
く
表
れ
て
い
る
︒
あ
る
日
パ
タ
が
視
点
の
選
択
に
話
を
向
け
る
と
︑
画
家
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
滞

在
時
の
詩
人
と
の
思
い
出
を
語
り
始
め
た
︒

あ
の
哀
れ
な
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
こ
と
思
い
出
す
︒
あ
る
夕
刻
︑
彼
は
海
を
見
下
ろ
す
岩
壁
に
私
を
連
れ
て
行
き
︑
凸
凹
し
た
岩
が
取
り
囲
む

ぽ
っ
か
り
と
開
い
た
開
口
部
の
前
に
立
た
せ
て
︑
こ
う
言
っ
た
︒﹁
こ
れ
が
見
せ
た
か
っ
た
の
だ
︒
こ
れ
ぞ
視
点
と
い
う
も
の
だ
︒﹂
な
ん
と

も
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
な
男
で
は
な
い
か
︒
視
点
と
は
一
体
な
ん
だ
？　

視
点
な
ど
存
在
す
る
の
か
？四

五

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
視
線
は
つ
ね
に
構
成
さ
れ
た
一
つ
の
画
面
の
よ
う
に
自
然
を
切
り
取
る
︒
ク
ー
ル
ベ
は
そ
の
こ
と
を
皮
肉
っ
て
い
る
の
だ
︒

マ
イ
ケ
ル
・
フ
リ
ー
ド
は
こ
の
逸
話
つ
い
て
︑
世
界
を
無
数
の
断
片
の
集
積
と
し
て
捉
え
て
︑
そ
の
中
の
一
断
片
を
表
象
と
し
て
絵
画
に
差
し
向

け
る
態
度
と
︑
世
界
が
具
現
化
さ
れ
た
画
家
＝
観
者
と
の
本
質
的
な
連
続
性
の
中
に
あ
る
こ
と
を
表
明
し
な
が
ら
︑
世
界
や
自
然
を
一
つ
の
全
体

と
し
て
表
そ
う
と
す
る
態
度
の
違
い
と
し
て
説
明
し
て
い
る四

六

︒
要
す
る
に
︑
二
つ
の
世
界
観
が
そ
こ
で
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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だ
が
実
の
と
こ
ろ
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
批
評
に
は
そ
う
し
た
分
析
的
世
界
観
と
綜
合
的
世
界
観
が
混
在
し
て
お
り
︑
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
レ
ア
リ

ス
ム
に
関
す
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
思
考
に
あ
る
種
の
ね
じ
れ

0

0

0

の
よ
う
な
も
の
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
︒

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
写
真
批
判
の
要
点
は
世
界
を
無
限
に
断
片
化
さ
せ
る
写
真
術
と
い
う
分
析
装
置
が
綜
合
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
︒

分
析
で
も
あ
り
綜
合
で
も
あ
る
想
像
力四

七

が
写
真
に
は
欠
け
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
現
代
的
な
芸
術
写
真
の
理
論
が
分
析
的
な
写
真
と
い
う
メ

デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
も
綜
合
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
見
方
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
そ
う
し
た
新
し
い
芸
術
と
し
て
の

写
真
の
可
能
性
に
は
触
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
コ
ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
を
は
じ
め
と
す
る
﹁
綜
合
的
で
省
略
的
な
視
線
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る

画
家四

八

﹂
に
現
代
性
を
認
め
る
美
学
や
ア
ロ
イ
ジ
ウ
ス
・
ベ
ル
ト
ラ
ン
の
﹃
夜
の
ガ
ス
パ
ー
ル
﹄︵
一
八
四
二
年
︶
に
着
想
を
得
て
開
拓
し
た
散
文

詩
と
い
う
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
に
は
現
代
的
な
写
真
の
観
念
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
も
確
か
だ四

九

︒
だ
と
す
れ
ば
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
写
真
に

つ
い
て
語
っ
た
こ
と

0

0

0

0

0

で
は
な
く
語
ら
な
か
っ
た
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

の
方
に
彼
の
現
代
性
の
概
念
を
解
く
カ
ギ
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

ク
ー
ル
ベ
に
関
し
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
︒
ク
ー
ル
ベ
は
単
な
る
分
析
的
レ
ア
リ
ス
ム
と
は
別
種
の
レ
ア
リ
ス
ム
を
追
求
し
た
画
家
だ
っ

た五
〇

︒
そ
の
点
で
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
者
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
︒
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
そ
う
し
た
意
味
合
い
を
込
め
て
ク
ー
ル
ベ
を
﹁
反
＝

超
自

然
主
義
者
﹂
と
呼
ん
だ
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
と
も
か
く
︑
そ
の
言
葉
が
使
わ
れ
た
一
節
に
は
ク
ー
ル
ベ
の
レ
ア
リ
ス
ム
の
可
能
性

に
つ
い
て
の
故
意
の
言
い
落
と
し
が
あ
る
に
ち
が
い
な
く
︑
そ
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
語
ら
な
か
っ
た
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

の
検
証
は
︑
ク
ー
ル
ベ
が
語
っ
た
こ
と

0

0

0

0

0

と
対
照
さ
せ
な
が
ら
︑
さ
ら
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

注一 
 A

lain B
ow

ness, « C
ourbet and B

audelaire », G
azette des Beaux-arts, décem

bre 1977, p.191.

二 

フ
ラ
ン
シ
ュ
＝
コ
ン
テ
地
方
出
身
で
ク
ー
ル
ベ
と
旧
知
の
間
柄
だ
っ
た
シ
ャ
ル
ル
・
ト
ゥ
ー
バ
ン
は
未
刊
の
回
顧
録
﹃
七
十
代
老
人
の
回
想
﹄
の
中
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で
︑
ク
ー
ル
ベ
が
同
郷
の
友
人
た
ち
と
溜
り
場
に
し
て
い
た
カ
フ
ェ
・
ド
・
ラ
・
ロ
ト
ン
ド
に
︑
シ
ャ
ン
フ
ル
ー
リ
ー
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
︑
ミ
ュ
ル

ジ
ェ
ー
ル
ら
文
学
的
ボ
ヘ
ミ
ヤ
ン
連
中
が
集
結
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
語
っ
て
い
る
︒Elvire M

aurouard, Les Beautés noires de Baudelaire, 
Éditions K

arthala, 2005, p.178.

三 
C

orrespondance de C
ourbet, texte établi et présenté par Petra Ten-D

oesschate C
hu, Flam

m
arion, 1996, p.72.

四 

お
そ
ら
く
一
八
四
八
年
四
月
頃
︒M

ichèle H
addad, « B

audelaire et C
ourbet. Q

uelques précisions », L’Année Baudelaire, n
o 3, K

lincksieck, 1997, 

p.39.

五 
C

ham
pfleury, Souvenirs et portraits de jeunesse, E. D

entu, 1872, p.135.

六 
C

orrespondance de C
ourbet, p.137.

七 

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
ク
ー
ル
ベ
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
︑Yoshio A

be, « “U
n Enterrem

ent à O
rnan” et l’habit noir baudelairien », Études de la 

langue et littérature françaises, B
ulletin de la Société japonaise de la langue et littérature française, n

o 1, 1962, p.29-41. 

及
び
︑
阿
部
良
雄
﹃
絵

画
が
偉
大
で
あ
っ
た
時
代
﹄
小
沢
書
店
︑
一
九
八
九
年
︵
新
装
版
︶
を
参
照
︒

八 
C

orrespondance de C
ourbet, p.122.

九 

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
画
中
に
自
身
の
横
顔
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
は
異
議
を
唱
え
て
い
な
い
よ
う
だ
が
︑
当
初
そ
の
傍
に
見
ら
れ
た
ジ
ャ
ン
ヌ
・
デ
ュ

ヴ
ァ
ル
と
思
し
い
﹁
黒
人
女
性
﹂
の
顔
は
お
そ
ら
く
詩
人
の
希
望
に
よ
り
展
示
期
間
中
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
ら
し
い
︒

一
〇 

﹃
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
﹄︵
以
下
︑﹃
全
集
﹄︶
Ⅲ
︑
阿
部
良
雄
訳
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
八
五
年
︑
二
六
九
頁
︒

一
一 

Théophile Sylvestre, H
istoire des artistes vivants, français et étrangers : Études d’après nature, E. B

lanchard, 1856, p.29.

一
二 

﹃
全
集
﹄
Ⅲ
︑
二
七
三
頁
︒

一
三 

﹃
全
集
﹄
Ⅲ
︑
二
八
三
頁
︒

一
四 

た
だ
し
﹃
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
﹄
で
は
素
描
家
の
ア
ン
グ
ル
は
﹁
デ
ッ
サ
ン
に
お
け
る
自
然
主
義
派
の
最
も
高
名
な
代
表
者
﹂︵﹃
全
集
﹄
Ⅲ
︑
一
二

五
頁
︶
と
さ
れ
て
い
る
︒

一
五 

﹁
画
家
た
ち
と
腐
蝕
銅
版
画
家
た
ち
﹂︵
一
八
六
二
年
︶
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
ク
ー
ル
ベ
の
貢
献
が
確
認
さ
れ
て
い
る
︒﹁
忘
れ
る
に
は
ま
だ
早
い
つ

い
こ
の
間
ま
で
︑
小
ぎ
れ
い
な
絵
や
︑
可
愛
ら
し
い
も
の
や
︑
間
抜
け
な
の
や
︑
ひ
ね
く
っ
た
の
や
︑
そ
し
て
ま
た
逆
向
き
の
行
き
過
ぎ
を
表
し
て
は

い
る
が
真
の
愛
好
家
の
目
に
と
っ
て
は
や
は
り
お
ぞ
ま
し
い
︑
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
似
而
非
大
作
な
ど
が
︑
異
議
も
な
し
に
君
臨
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
発
想
の
貧
困
︑
表
現
の
せ
せ
こ
ま
し
さ
︑
か
て
て
加
え
て
フ
ラ
ン
ス
絵
画
の
人
も
知
る
滑
稽
な
点
の
す
べ
て
を
考
え
れ
ば
︑
ク
ー
ル
ベ
の
絵
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が
現
れ
て
た
ち
ま
ち
大
層
な
人
気
を
集
め
た
こ
と
に
納
得
が
ゆ
く
︒
こ
の
反
動
は
︑
お
よ
そ
反
動
と
い
う
も
の
の
例
に
も
れ
ず
虚
勢
を
張
っ
た
大
騒
ぎ

を
も
っ
て
な
さ
れ
た
が
︑
確
実
に
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
ク
ー
ル
ベ
が
︑
単
純
さ
や
率
直
さ
に
対
す
る
嗜
好
と
︑
絵
画
に
対
す
る
無
私
で
絶
対
的
な

愛
を
回
復
す
る
の
に
す
く
な
か
ら
ず
貢
献
し
た
こ
と
を
︑
認
め
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹂︵︵﹃
全
集
﹄
Ⅳ
︑
二
二
六
頁
︶

一
六 

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
シ
ャ
ン
フ
ル
ー
リ
ー
な
ら
び
に
ク
ー
ル
ベ
の
レ
ア
リ
ス
ム
を
あ
げ
つ
ら
っ
た
一
文
を
準
備
し
て
い
た
こ
と
は
知
ら
れ

て
い
る
︒﹁
レ
ア
リ
ス
ム
あ
る
が
故
に
﹂
と
題
さ
れ
た
そ
の
草
稿
の
末
尾
に
見
ら
れ
る
揶
揄
と
も
称
賛
と
も
つ
か
な
い
﹁
世
界
を
救
う
ク
ー
ル
ベ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
と

の
記
述
も
ま
た
そ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
の
反
映
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

一
七 

そ
の
よ
う
な
印
象
は
中
学
時
代
に
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
歴
史
美
術
館
を
見
学
し
た
と
き
の
感
想
︵
オ
ー
ピ
ッ
ク
大
佐
宛
て
の
手
紙
︑
一
八
三
八
年
七
月
十
七

日
︶
の
焼
き
直
し
で
あ
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
︒﹂︵﹃
全
集
﹄
Ⅵ
︑

一
五
一
頁
︶

一
八 

﹁
自
然
さ
﹂
を
批
評
の
基
準
と
す
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
新
古
典
主
義
の
演
劇
性
の
過
剰
に
手
厳
し
い
批
判
を
浴
び
せ
て
い
る
︒

一
九 

﹃
全
集
﹄
Ⅲ
︑
二
六
八
頁
︒

二
〇 

そ
の
よ
う
な
過
剰
さ
は
次
の
部
分
に
顕
著
で
あ
る
︒﹁
ア
ン
グ
ル
氏
の
作
品
に
割
り
当
て
ら
れ
た
聖
殿
に
入
る
や
否
や
不
可
避
的
に
思
い
起
す
で
あ
ろ

う
印
象
を
︑
ぜ
ひ
と
も
記
し
て
お
き
た
い
︒
不
安
︑
倦
怠
︑
恐
怖
を
そ
れ
ぞ
れ
未
知
の
割
合
で
ふ
く
む
︑
こ
の
特
徴
づ
け
難
い
印
象
は
︑
稀
薄
な
空
気

に
よ
っ
て
︑
化
学
実
験
室
の
空
気
に
よ
っ
て
︑
あ
る
い
は
幻
覚
的
な
環
境
︑
私
と
し
て
は
む
し
ろ
︑
幻
覚
的
な
も
の
を
模
倣
す
る
と
︑
と
言
い
た
い
環

境
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
失
神
︑
ま
た
は
︑
自
動
人
形
的
に
動
き
︑
異
形
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
明
々
白
々
で
あ

る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
の
五
官
を
か
き
乱
す
︑
そ
う
い
う
集
団
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
失
神
状
態
を
︑
ぼ
ん
や
り
と
︑
知
ら
ず
知

ら
す
の
う
ち
に
思
わ
せ
る
︒﹂︵﹃
全
集
﹄
Ⅲ
︑
二
六
八
頁
︶

二
一 

鈴
木
啓
二
﹁
ミ
メ
シ
ス
と
想
像
力
─
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
﹃
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
﹄
を
中
心
に
﹂︑
小
林
康
夫
・
松
浦
寿
輝
編
﹃
イ
メ
ー
ジ
─
不
可

視
な
る
も
の
の
強
度
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
一
一
〇
頁
︒

二
二 

﹃
全
集
﹄
Ⅲ
︑
三
一
〇
頁
︒

二
三 

﹃
全
集
﹄
Ⅲ
︑
三
五
八
頁
︒

二
四 

﹃
全
集
﹄
Ⅲ
︑
二
七
一
頁
︒

二
五 

﹃
全
集
﹄
Ⅲ
︑
三
五
四
頁
︒
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二
六 

﹃
全
集
﹄
Ⅲ
︑
三
五
九
頁
︒

二
七　

 
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
と
っ
て
は
︑
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
演
劇
性
は
英
雄
性
に
よ
っ
て
打
ち
消
さ
れ
る
の
に
対
し
て
︑
ア
ン
グ
ル
の
場
合
に
は
軟
弱
さ
が
そ
れ
を

際
立
た
せ
て
し
ま
う
の
だ
︒

二
八 

﹃
全
集
﹄
Ⅲ
︑
三
〇
七
頁
︒

二
九 

レ
イ
ラ
ン
ダ
ー
の
写
真
に
つ
い
て
は
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
バ
ジ
ャ
ッ
ク
﹃
写
真
の
歴
史
﹄
伊
藤
俊
治
監
修
︑
遠
藤
ゆ
か
り
訳
︑
戧
元
社
︑
二
〇
〇
三
年
︑

一
〇
八
～
一
〇
九
頁
を
参
照
︒

三
〇 

阿
部
良
雄
﹃
絵
画
が
偉
大
で
あ
っ
た
時
代
﹄︑
一
七
二
頁
︒

三
一 

バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
と
写
真
家
に
つ
い
て
は
︑D

aniel C
halle et B

ernard M
arbot, Les Photographes de Barbizon : la forêt de fontainebleau, Edition 

H
oëbeke/B

ibliothèque N
ationale, 1991.

を
参
照
︒

三
二　

 ﹃
全
集
﹄
Ⅲ
︑
三
六
〇
～
三
六
一
頁
︒

三
三 

Eugène D
elacroix, Sa vie et ses œ

uvres, Im
prim

erie de Jules C
laye, 1865, p.406-407. 

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
﹃
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
﹄
が
掲
載
さ
れ

た
﹁
フ
ラ
ン
ス
評
論
﹂
誌
を
ド
ラ
ク
ロ
ワ
に
送
っ
て
お
り
︑
こ
の
年
の
サ
ロ
ン
で
批
評
家
連
中
の
批
判
を
浴
び
て
い
た
ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
相
も
変
わ
ら
ず

賛
辞
を
捧
げ
て
く
れ
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
い
つ
に
な
く
心
の
こ
も
っ
た
手
紙
を
返
し
て
い
る
︒﹃
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
﹄
の
少
し
後
に
書
か
れ
た
ド

ラ
ク
ロ
ワ
の
こ
の
写
真
批
判
に
は
︑
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
批
評
に
触
発
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
返
礼
の

詳
細
に
つ
い
て
は
︑A

rm
and M

osse, Baudelaire et D
elacroix, N

izet, 1973, p.189-190.

を
参
照
︒

三
四 

E. D
elacroix,  Œ

uvres littéraires, I, Études esthétiques, G
. C

rès &
 C

ie, 1923, p.58.

三
五 

﹃
全
集
﹄
Ⅲ
︑
三
六
三
～
三
六
四
頁
︒

三
六 

A
ntoine C

om
pagnon, Baudelaire l’irréductible, Flam

m
arion, 2014, p.144.

三
七 

﹃
全
集
﹄
Ⅳ
︑
一
五
四
頁

三
八 

﹁
写
真
は
と
り
わ
け
自
然
の
再
現
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
柔
軟
で
あ
る
︒
時
と
し
て
写
真
は
量
塊
に
よ
っ
て
出
来
上
が
る
︒
手
練
の
大
画
家
の
よ
う
に

細
部
を
無
視
し
︑
犠
牲
の
理
論
を
裏
づ
け
な
が
ら
︑
フ
ォ
ル
ム
に
優
位
を
与
え
た
り
︑
色
調
の
対
立
に
優
位
を
与
え
た
り
す
る
の
だ
︒﹂(Francis W

ey, 

« D
e l’influence de l’héliographie sur les B

eaux-A
rts », La Lum

ière, n
o 1, 9 février, 1851, p.3.) 

ウ
ェ
イ
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
同
様
に
︑
新
し
い
芸

術
と
対
立
す
る
旧
態
依
然
と
し
た
絵
画
に
対
し
て
﹁
シ
ッ
ク
﹂
や
﹁
ポ
ン
シ
フ
﹂
と
い
う
言
葉
を
当
て
て
い
る
︒

三
九 

Théophile G
autier, C

ritique d’art, textes choisi, présentés et annotés par M
arie-H

élène G
irard, Éd. Séguier, 1994, p.149 . (citation extraite du 
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M
oniteur universel, 4 septem

bre 1859.)
四
〇 
﹃
全
集
﹄
Ⅲ
︑
三
五
八
～
三
五
九
頁
︒

四
一 

D
om

inique de Font-R
éaulx, « Les am

bigüités du réalism
e pictural de G

ustave C
ourbet », C

atalogue de l ’exposition G
ustave C

ourbet, 
R

éunion des m
usées nationaux, 2007, p.36.

四
二 

Th. Sylvestre, op. cit., p.137.

四
三 

Th. G
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