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三
、
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
、
リ
ボ
氏
、
ロ
ワ
ベ
氏
（2）

こ
こ
か
ら
は
、
数
名
の
風
俗
画
家
に
絞
っ
て
論
じ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
は
と
っ
く
に
王
と
し
て
祭
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
べ
き
人
な
の
に
、
彼
は

い
ま
だ
に
王
子
の
ま
ま
だ
。
文
字
通
り
王
子
の
身
分
だ
。
彼
に
は
王
子
ら
し
い
優
雅
さ
、
気

品
、
貴
族
性
が
備
わ
っ
て
い
る
。
さ
ほ
ど
広
く
な
い
領
土
を
主
と
し
て
う
ま
く
治
め
、
存
在

感
を
示
し
て
い
る
。
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
を
慕
う
熱
心
な
従
者
た
ち
が
彼
を
取
り
囲
ん
で
い
る
。
彼

ら
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
眩
し
い
空
の
下
、
遠
路
は
る
ば
る
や
っ
て
き
た
。
も
っ
と
力
づ
よ
い

風
景
と
、
よ
く
音
の
響
く
表
現
効
果
と
、
芸
術
通
た
ち
が
正
し
い
そ
の
価
値
を
知
っ
て
す
ぐ

熱
狂
し
た
新
し
い
詩
の
世
界
と
で
も
言
え
る
も
の
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
過
性
の

流
行
の
浅
薄
な
気
ま
ぐ
れ
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
歓
待
さ
れ
た
こ
と
、
新
た
な
十
字
軍
が

成
功
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
旅
行
者
の
崇
拝
ぶ
り
に
よ
っ
て
納
得
で
き
る
。
彼
ら
は
、
は

る
か
遠
方
か
ら
じ
つ
に
注
意
深
く
新
種
の
滋
味
深
い
果
物
を
も
た
ら
し
た
。

今
年
、
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
は
東
方
主
題
を
続
け
な
が
ら
、
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
し
た
。
彼

は
神
話
を
取
り
出
し
、
自
然
を
拠
り
所
と
す
る
習
作
を
使
っ
て
現
実
と
幻
想
を
親
密
に
つ
な

げ
、
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て
き
た
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
を
今
に
蘇
ら
せ
よ
う
と
し
た
（
図
1
）
（3）
。
巨

大
な
岩
々
と
木
々
の
陰
に
、
別
々
の
群
を
な
す
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
が
元
気
よ
く
身
を
踊
ら
せ
て

い
る
。
体
力
自
慢
の
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
と
見
え
、
彼
ら
は
狩
り
を
し
て
い
る
。
そ
の
傍
で
雌
た

ち
は
穏
や
か
に
の
ん
び
り
と
寛
い
で
い
る
。
雌
の
一
頭
が
腰
部
に
手
を
当
て
て
、
活
発
な
ケ

ン
タ
ウ
ロ
ス
の
一
群
の
旺
盛
な
生
気
を
誇
ら
し
げ
に
見
つ
め
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
雌
は
、
し

ぐ
さ
と
真
実
さ
に
よ
っ
て
美
し
い
。
彼
女
の
肌
の
白
さ
は
全
身
の
色
に
由
来
す
る
ら
し
い
。
独

創
的
で
精
神
的
な
発
明
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
は
、
馬
の
毛
色
と
ケ
ン

タ
ウ
ロ
ス
の
胴
体
が
じ
つ
は
似
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
誰
も
思
い
つ
か

な
か
っ
た
魅
力
的
な
着
想
で
あ
る
。
彼
の
卓
越
し
た
精
神
は
こ
の
よ
う
に
大
昔
の
題
材
を
刷

新
す
る
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
作
品
に
は
噂
に
名
高
い
才
能
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
色

は
じ
つ
に
暖
か
い
ブ
ロ
ン
ド
だ
。
平
和
な
悦
び
が
揺
蕩
っ
て
い
る
。
万
事
が
、
厚
い
雲
に
呑

ま
れ
た
こ
の
無
数
の
灰
色
の
小
雲
の
よ
う
に
震
え
て
い
る
。
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
が
得
意
と
す

る
透
き
通
る
よ
う
な
こ

の
厚
い
雲
で
あ
る
。
こ

う
し
て
彼
の
貴
重
な
特

質
を
指
摘
で
き
る
こ
と

は
喜
ば
し
い
が
、
彼
が

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
試
み
た
の
か
、
そ
の

背
景
に
も
注
意
を
向
け

て
お
こ
う
。
そ
こ
に
は
意
義
深
く
、
し
か
と
注
視
す
べ
き
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

わ
れ
わ
れ
は
ご
ち
ゃ
混
ぜ
の
時
代
に
生
き
て
い
る
。
現
実
を
探
求
し
よ
う
と
熱
心
に
努
力

す
る
個
人
と
、
そ
の
方
向
へ
向
か
う
強
い
う
ね
り
は
と
う
に
現
れ
て
い
た
。
芸
術
は
も
は
や

大
き
な
旗
を
掲
げ
て
い
な
い
。
地
に
落
ち
た
。
か
つ
て
は
上
を
向
い
て
い
た
の
に
。
周
知
の

よ
う
に
、
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
派
の
影
響
が
及
ん
で
あ
ら
ゆ
る
技
法
が
滅
ん
だ
が
、
一
部
の
画
家
た

ち
は
こ
の
自
然
研
究
に
没
頭
し
、
正
し
い
道
に
向
か
っ
た
（4）
。
彼
ら
は
不
毛
な
誇
張
を
避
け

る
に
十
分
な
だ
け
の
力
と
優
越
性
を
備
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
誇
張
を
避
け
よ

う
と
し
て
、
自
分
た
ち
自
身
の
新
た
な
流
派
が
打
ち
負
か
し
た
流
派
と
同
様
の
誇
張
を
招
い

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
は
自
然
派
の
一
人
で
あ
っ
た
も
の
の
、
詩

人
た
ち
が
創
造
の
源
泉
と
す
る
幻
想
の
価
値
を
知
る
稀
有
な
画
家
の
一
人
だ
。
彼
は
、
絶
滅

し
た
古
い
主
題
と
思
わ
れ
た
神
話
を
現
代
に
蘇
ら
せ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
た
し
か
に
新
し

い
も
の
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。
排
他
的
な
と
こ
ろ
は
な
く
、
ゆ
え
に
、
よ
り
真
実
味
を
帯

び
、
豊
か
で
あ
る
。
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
の
絵
は
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
と
く
に
重
要
な
影
響

を
与
え
た
画
家
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
モ
ロ
ー
氏
の
絵
画
ほ
ど
古
風
で
は
な
い
（5）
。
じ
つ
に
絵
画

的
だ
。
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
の
作
品
は
色
彩
と
真
実
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
ひ
と

つ
の
問
題
が
か
な
り
明
瞭
に
、
か
な
り
明
確
に
提
起
さ
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
は
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
そ
う
だ
。

も
し
絵
画
が
目
に
見
え
る
も
の
の
再
現
を
唯
一
の
目
的
と
し
て
い
る
な
ら
、
こ
の
絵
は
ま
っ

た
く
馬
鹿
げ
て
い
る
。
価
値
が
な
い
。
失
敗
作
と
し
て
投
げ
捨
て
、
常
軌
を
逸
し
た
作
品
と

し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
の
絵
が
わ
れ
わ
れ
に
も
た
ら
す
あ
ら
ゆ
る
喜
び

と
、
こ
の
絵
が
最
近
獲
得
し
た
成
功
は
隠
せ
な
い
。
こ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
重
要
な
問
題
な
の

だ
が
、
正
解
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
ぐ
れ
た
審
判
者
た
ち
が
承
認
す
れ
ば
、
画
家
は
想
像

力
を
源
泉
と
し
て
着
想
し
、
我
が
詩
人
た
ち
が
創
作
し
た
作
品
を
自
由
に
解
釈
す
る
こ
と
が
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許
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
れ
と
も
、
こ
ん
な
も
の
は
画
家
の
パ
レ
ッ
ト
の
上
に
迷
い
込

ん
だ
文
学
的
思
想
、
不
適
正
な
方
法
で
下
手
に
描
か
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
？　

フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
は
文
学
者
と
し
て
も
す
ぐ
れ
た
資
質
、
情
緒
あ
ふ
れ
る
様
式
、
本
物
の
作

家
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
才
知
を
備
え
て
お
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は
急
い

で
、
こ
の
絵
画
と
い
う
別
の
言
語
で
彼
の
思
想
を
翻
訳
し
た
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
彼

は
恵
ま
れ
て
幸
福
な
こ
と
に
、
あ
ま
り
に
も
素
晴
ら
し
く
あ
ま
り
に
も
豊
穣
な
自
然
か
ら
、
拒

む
べ
く
も
な
い
恵
み
を
も
た
ら
さ
れ
た
人
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
わ
れ
わ
れ
の
目
の

前
に
あ
る
の
は
、
取
り
戻
さ
ね
ば
な
ら
な
い
失
わ
れ
た
権
利
で
あ
る
こ
と
を
認
め
よ
う
。
そ

れ
は
、
幻
想
の
権
利
、
歴
史
を
自
由
に
解
釈
す
る
権
利
で
あ
る
。
過
去
の
偉
大
な
芸
術
家
た

ち
を
見
れ
ば
、
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
が
正
統
な
画
家
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
。
彼
は
力
を
取
り
戻

す
だ
ろ
う
。
と
く
に
手
強
い
抵
抗
者
た
ち
を
納
得
さ
せ
る
に
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
本
物
の

芸
術
愛
好
家
た
ち
に
認
め
ら
れ
、
称
賛
さ
れ
て
き
た
ひ
と
り
の
才
能
あ
る
画
家
が
そ
の
圧
倒

的
な
権
威
を
も
っ
て
、
こ
の
真
実
を
今
に
認
め
さ
せ
る
だ
け
で
は
不
十
分
だ
。
ル
ー
ヴ
ル
美

術
館
全
体
と
、
そ
こ
に
あ
る
傑
作
と
、
そ
れ
ら
が
発
す
る
言
語
が
明
晰
に
訴
え
て
も
ま
だ
強

さ
と
荘
厳
さ
が
足
り
な
い
と
言
う
な
ら
、
理
解
さ
れ
る
ま
で
辛
抱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
錯

誤
に
と
ら
わ
れ
た
人
た
ち
に
は
、
美
が
発
す
る
高
貴
な
言
葉
に
対
し
て
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
、

も
う
少
し
待
ち
な
さ
い
、
真
摯
に
耳
を
傾
け
な
さ
い
と
伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
は
か

な
ら
ず
訪
れ
る
だ
ろ
う
。
き
っ
と
、
ま
だ
薄
暗
い
控
え
室
に
い
る
人
た
ち
が
ヴ
ェ
ー
ル
の
端

を
持
ち
上
げ
て
、
暗
闇
の
向
こ
う
に
、
溢
れ
る
光
の
輝
き
の
な
か
に
歓
喜
の
ざ
わ
め
き
と
恍

惚
に
満
た
さ
れ
詩
を
湛
え
た
美
し
い
庭
を
見
出
す
時
が
来
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
は
す
べ
て
の
人

の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
祖
国
で
あ
る
。
芸
術
を
ど
う
し
て
も
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
し
よ
う
と

す
る
人
た
ち
は
、
ど
れ
ほ
ど
純
粋
な
喜
び
を
失
っ
て
い
る
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
！

フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
の
ふ
た
つ
目
の
作
品
は
《
雌
ラ
イ
オ
ン
に
襲
わ
れ
る
ア
ラ
ブ
人
た
ち
》

（
図
2
）
だ
（6）
。
こ
の
絵
は
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の
絵
よ
り
も
暗
く
、
構
図
全
体
が
こ
の
光
景
と
調
和

し
て
い
る
よ
う
だ
。
前
景
で
は
、
ひ
と
り
の
騎
士
が
獰
猛
な
雌
ラ
イ
オ
ン
に
倒
さ
れ
て
い
る
。

右
側
で
は
、
も
う
ひ
と
り
の
騎
士
が
後
退
り
し
て
い
る
。
彼
の
美
し
い
馬
は
、
姿
勢
を
崩
さ

ず
激
し
い
恐
怖
を
漲
ら
せ
て
い
る
。
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
は
こ
れ
を
巧
み
な
手
法
で
描
い
て
い

る
。
こ
の
画
家
は
、
自
分
の
や
っ
て
い
る
仕
事
を
完
璧
に
心
得
て
い
る
ら
し
い
。
風
景
は
美

し
く
、
印
象
で
溢
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ド
ー
ビ
ニ
ー
氏
が
描
く
印
象
と
は
別
も
の
だ
。
ド
ー

ビ
ニ
ー
氏
が
描
く
の
は
い
わ
ゆ
る
「
話
さ
れ
た
」
印
象
の
よ
う
だ
が
、
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
は

「
書
か
れ
た
」
印
象
を
描
く
。
今
年
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
が
出
品
し
た
二
点
が
批
判
さ
れ
た
の
は
、

こ
れ
ら
が
風
俗
画
で
も
な
け
れ
ば
風
景
画
で
も
な
い
と
い
う
理
由
だ
っ
た
。
岩
と
空
の
存
在

感
が
大
き
す
ぎ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
絵
は
実
在
す
る
光
景
の
よ
う
に
み
え
る
。
い

わ
ば
風
俗
画
と
風
景
画
の
中
間
に
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
は
む
し
ろ
そ
の
方
が
ず
っ

と
率
直
で
誠
実
で
あ
る
。

風
景
を
描
く
に
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
る
二
通
り
の
方
法
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ひ

と
つ
は
、
絵
画
的
な
観
点
に
も
と
づ
い
て
描
く
方
法
だ
。
そ
の
場
合
、
光
の
効
果
、
自
然
の

目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
、
事
物
の
美
し
さ
、
立
体
感
、
外
観
の
特
徴
だ
け
が
追
求
さ
れ
る
。
一

言
で
言
え
ば
、
目
を
喜
ば
せ
る
も
の
だ
け
を
描
く
こ
と
に
な
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
方
法
は
、
や

や
明
瞭
さ
に
欠
け
る
も
の
の
、
同
様
に
真
実
味
が
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
外
観
よ
り
も
内
面
に

向
き
、
よ
り
内
省
的
で
あ
り
、
自
然
が
わ
れ
わ
れ
に
も
た
ら
す
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
通
じ
て
、
人

間
の
動
き
、
感
情
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
感
情
を
解
釈
し
、
説
明
し
な
が
ら
、
言
う

な
れ
ば
、
固
有
色
を
使
っ
て
、
空
や
日
の
光
や
瞬
間
の
様
相
を
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の

感
情
を
風
景
画
の
な
か
に
縁
取
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
二
番
目
の
観
点
は
、
最
初
の
観
点
よ
り
も

高
尚
だ
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は
、
偉
大
な
芸
術
に
用
い
ら
れ
た
、
か
つ
て
歴
史
的
風
景
画
と
呼

ば
れ
て
い
た
方
法
だ
か
ら
だ
。
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
は
こ
の
風
景
画
を
現
代
に
刷
新
し
た
。
彼

は
慣
習
的
な
や
り
方
を
や
め
、
真
実
だ
け
を
偏
狭
に
追
求
す
る
者
た
ち
す
ら
も
満
足
さ
せ
る

ほ
ど
に
、
本
物
ら
し
く
、
観
察
に
も
と
づ
く
自
然
の
様
相
を
描
き
だ
し
た
。
風
景
画
を
歴
史

画
の
高
み
に
ま
で
引
き
上
げ
た
い
と
い
う
賞
賛
す
べ
き
欲
望
に
か
く
も
率
直
に
従
っ
た
か
ら

と
言
っ
て
、
こ
の
画
家
を
決
し
て
批
判
し
て
は
な
ら
な
い
。
風
景
画
の
芸
術
が
今
以
上
に
高

め
ら
れ
る
宿
命
に
あ
り
、
す
で
に
認
め
ら
れ
た
素
晴
ら
し
い
才
能
を
も
つ
画
家
た
ち
が
さ
ら

に
広
大
な
様
相
を
し
た
風
景
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
は
い
ず

れ
、
人
類
の
思
想
の
も
っ
と
も
高
貴
な
領
域
に
達
す
る
に
ち
が
い
な
い
。

次
に
論
じ
る
リ
ボ
氏

は
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
氏
と

は
正
反
対
だ
。
彼
ら
は

光
と
影
で
あ
る
。
フ
ロ

マ
ン
タ
ン
が
眺
め
る
自

然
に
は
空
気
が
通
い
、

色
が
つ
い
て
い
る
。
呼

吸
す
る
こ
と
の
で
き
る

自
然
だ
。
し
か
し
リ
ボ

図 2　フロマンタン《雌ライオンに襲われ
るアラブ人たち》1868 年、油彩、 

142.2×102.9cm、個人蔵
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氏
は
、
け
ば
け
ば
し
く
ま
と
ま
り
の
な
い
自
然
を
好
む
。
息
苦
し
い
自
然
だ
。
だ
が
、
リ
ボ

氏
を
あ
ま
り
悪
く
言
う
べ
き
で
は
な
い
。
人
物
の
外
観
や
重
要
な
光
景
を
引
き
た
て
る
た
め

の
策
だ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
。
お
ま
け
に
彼
は
ス
ペ
イ
ン
の
画
家
を
模
倣
し
て
い
る
ら
し
い
。
と

い
う
の
も
、
自
然
を
ひ
た
す
ら
盲
目
的
に
写
す
の
と
同
様
、
偉
大
な
巨
匠
が
行
っ
た
知
的
な

研
究
を
手
本
と
し
て
自
ら
の
進
を
探
る
こ
と
に
は
、
お
そ
ら
く
価
値
が
あ
る
。
今
ま
で
芸
術

家
た
ち
は
そ
の
よ
う
に
模
倣
か
ら
始
め
、
や
が
て
個
性
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
リ
ボ

氏
は
た
い
へ
ん
す
ぐ
れ
た
才
能
の
持
ち
主
だ
。
い
と
も
単
純
な
や
り
方
で
絵
を
描
く
。
彼
の

絵
は
、
彼
が
描
く
主
題
を
ぴ
っ
た
り
収
め
る
大
き
さ
を
も
つ
。
ま
ち
が
い
な
く
第
一
級
の
こ

の
才
能
は
、
今
で
は
滅
多
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
だ
。《
牡
蠣
と
訴
訟
人
》

（
図
3
）
の
描
き
方
は
や
や
壮
大
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
（7）
。
空
を
切
り
詰
め
た
ほ
う
が
よ
か
っ

た
。あ

る
主
題
に
ふ
さ
わ
し
い
絵
の
大
き
さ
を
探
り
当
て
る
必
要
が
あ
る
と
き
、
ロ
ワ
ベ
氏
の

感
性
は
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
、
如
才
が
な
い
。
彼
の
成
功
は
お
そ
ら
く
、
自
分
の
才
能
に
見
合
っ

た
枠
を
設
け
た
こ
と
に
あ
る
。
彼
は
自
分
の
才
能
に
満
足
し
て
い
る
。
絶
対
的
な
真
理
と
は

な
ら
な
い
が
、
彼
の
絵
は
不
快
で
は
な
い
。
他
の
画
家
と
比
べ
る
か
ら
そ
う
見
え
る
の
だ
ろ

う
か
？　

さ
ら
に
、
彼
は
事
物
を
形
よ
く
配
置
す
る
才
能
を
も
っ
て
い
る
。
各
個
所
は
細
心

綿
密
に
追
求
さ
れ
、
全
体
は
い
た
っ
て
単
純
な
方
法
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
新
人

画
家
の
署
名
の
あ
る
作
品
と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
《
ト
リ
ッ
ク
・
ト
ラ
ッ
ク
を
す
る
人
た
ち
》

と
い
う
魅
力
的
な
小
品
も
あ
る
（8）
。
重
要
な
の
で
、
も
う
一
度
言
っ
て
お
く
。
そ
の
絵
は
風

俗
画
に
見
合
っ
た
適
切
な
大
き
さ
で
描
か
れ
て
い
る
。

ひ
と
つ
の
作
品
の
価
値
を
そ
の
物
質
的
な
大
き
さ
で
な
ん
と
し
て
も
測
ろ
う
と
す
る
愛
好

家
が
い
る
。
彼
ら
は
、
本
物
の
美
は
驚
異
的
に
大
き
な
画
面
の
上
に
開
花
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
壮
大
な
絵
に
は
そ
れ
な
り
の
大
き
さ
が
必
要
だ
と
い
う
。
そ

う
な
る
と
、
芸
術
家
は
と
に
か
く
目
立
つ
絵
画
を
描
く
た
め
の
鍛
錬
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
ん
な
明
ら
か
な
誤
り
に
つ
い
て
熟
考
す
る
価
値
は
な
い
。
巨
匠
た
ち
の
作
品
を
ど

れ
か
ひ
と
つ
見
れ
ば
、
才
能
は
そ
ん
な
安
易
な
も
の
を
相
手
に
し
な
い
こ
と
が
す
ぐ
わ
か
る

だ
ろ
う
。
こ
こ
に
挙
げ
る
ロ
ド
ル
フ
・
ブ
レ
ス
ダ
ン
の
貴
重
な
素
描
が
、
そ
の
こ
と
を
証
明

し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（9）
。
知
名
度
は
低
い
も
の
の
、
数
少
な
い
愛
好
家
た
ち

に
愛
さ
れ
て
い
る
画
家
だ
。
彼
は
て
の
ひ
ら
ほ
ど
の
大
き
さ
の
紙
片
に
、
本
物
の
芸
術
が
も

つ
あ
ら
ゆ
る
す
ば
ら
し
い
特
徴
を
探
求
す
る
。
我
が
国
の
建
造
物
の
壁
は
毎
年
、
誉
れ
高
い

数
人
の
名
士
の
作
品
で
覆
わ
れ
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
生
き
な
が
ら
に
し
て
存
在
感
を
失
っ

て
い
く
こ
と
を
目
の
当

た
り
に
す
る
と
い
う
こ

の
幸
せ
な
特
権
く
ら
い

で
し
か
満
た
さ
れ
な
い

無
能
な
受
賞
者
た
ち
だ
。

ロ
ド
ル
フ
・
ブ
レ
ス
ダ

ン
氏
は
誠
実
な
分
だ
け

謙
虚
な
人
間
な
の
だ
が
、

お
そ
ら
く
彼
は
芸
術
の

行
末
を
考
え
て
、
長
く
生
き
残
る
芸
術
の
条
件
を
満
た
す
作
品
を
世
に
出
し
て
い
る
。
そ
こ

に
は
、
才
能
、
想
像
力
、
内
的
感
情
の
率
直
な
反
映
が
あ
る
。
壁
を
覆
う
だ
け
で
よ
い
な
ら

芸
術
は
じ
つ
に
簡
単
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
世
の
栄
光
と
は
ど
れ
ほ
ど
陳
腐
き
わ
ま
り
な
い

も
の
と
な
ろ
う
！　

芸
術
の
意
味
が
明
確
さ
を
失
っ
て
い
る
。
芸
術
家
の
力
、
芸
術
家
の
偉

大
さ
、
無
上
の
優
越
性
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
安
を
か
か
え
た
内
気

さ
、
従
順
さ
、
理
想
が
、
密
か
に
教
示
す
る
も
の
へ
の
抑
圧
さ
れ
た
畏
怖
か
ら
生
ま
れ
る
。
と

こ
ろ
が
今
年
、
大
勢
の
公
衆
の
悪
趣
味
に
譲
歩
し
て
し
ま
っ
た
芸
術
家
た
ち
が
い
た
よ
う
に

見
え
る
。
イ
ー
ゼ
ル
絵
画
の
大
き
さ
を
維
持
し
て
お
け
ば
ま
ち
が
い
な
く
値
打
ち
を
上
げ
る

は
ず
だ
っ
た
い
く
つ
か
の
風
俗
画
が
、
歴
史
画
の
よ
う
な
大
き
さ
で
描
か
れ
た
。
要
す
る
に
、

風
俗
画
が
最
前
列
を
占
拠
し
た
こ
と
を
振
り
か
ざ
し
て
偉
大
な
芸
術
へ
と
の
し
あ
が
ろ
う
と

し
て
い
る
特
異
な
時
代
が
、
今
な
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
審
査
員
は
ブ
リ
オ
ン
氏
の
《
聖
書
を
読
む
》
に
名
誉
大
賞
を
授
与

し
た
の
で
あ
る
（10）
。
歴
史
画
が
輝
き
を
失
っ
た
よ
う
に
見
え
た
の
で
、
そ
の
話
を
し
て
い
た

ら
、
現
実
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
ま
で
き
た
ら
、
も
う
歴
史
画
家
の
話
は
や
め
に
し
よ

う
。
か
く
も
優
れ
た
審
査
員
の
価
値
を
貶
め
た
く
な
い
か
ら
だ
。
そ
も
そ
も
私
が
こ
こ
で
、
ご

く
慎
ま
し
く
挙
げ
て
い
る
名
前
は
、
無
教
養
な
愛
好
家
た
ち
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
誤
り
を
指

摘
し
よ
う
と
い
う
目
的
で
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
考
え
に
注
意
を
促
す
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。

狭
義
の
批
評
は
も
う
存
在
し
な
い
。
批
評
が
滅
ん
だ
の
は
、
そ
れ
が
無
益
だ
っ
た
か
ら
だ
。
今

後
、
本
物
の
批
評
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
傾
向
や
思
想
を
論
じ
る
も
の
の
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ

う
。
才
能
あ
る
画
家
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
才
能
は
あ
ま
り
に
も
顕
著
で
、
ほ
と
ば
し
っ

て
い
る
。
彼
ら
ほ
ど
自
分
の
技
を
意
の
ま
ま
に
操
っ
た
者
は
い
な
か
っ
た
し
、
自
然
の
外
側

へ
目
を
し
っ
か
り
開
い
た
者
も
い
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
正
し
い
良
心
に
従
っ
て
、
い
く

図 3　テオドル・リボ《牡蠣と訴訟人》
1868 年、油彩、212×152cm、 

カーン美術館
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ぶ
ん
か
の
慎
重
さ
を
込
め
、
い
く
ば
く
か
の
理
念
や
人
間
的
感
覚
の
欠
如
を
嘆
き
は
し
た
が
、

こ
こ
で
は
、
現
代
に
お
け
る
真
の
芸
術
家
、
真
の
画
家
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
努
め
た
。「
真

の
」
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
も
使
い
古
さ
れ
た
形
容
詞
だ
が
、
そ
の
語
を
付
与
す
る
こ
と
を

十
分
に
正
当
化
し
う
る
画
家
、
色
彩
を
も
っ
て
私
た
ち
に
語
り
か
け
る
画
家
た
ち
で
あ
る
。

パ
リ
、
六
月
二
十
七
日

四
、
素
描
、
ビ
ダ
氏 
― 
版
画 

― 

彫
刻
、
プ
レ
オ
ー
氏
（11）

今
日
は
、
一
般
の
人
々
が
ほ
と
ん
ど
訪
れ
る
こ
と
の
な
い
部
門
に
立
ち
入
っ
て
み
る
こ
と

に
し
よ
う
。
か
ろ
う
じ
て
数
名
の
物
静
か
な
専
門
家
が
、
作
品
の
本
質
的
な
個
性
と
い
う
よ

り
も
、
手
法
の
珍
し
さ
に
惹
か
れ
て
、
鮮
や
か
さ
も
華
も
な
い
こ
の
部
屋
を
た
ま
に
訪
れ
る
。

こ
の
部
屋
の
芸
術
は
、
絵
画
よ
り
も
簡
素
で
、
地
味
で
飾
り
け
の
な
い
言
語
を
話
す
よ
う
に

見
え
る
。
大
衆
は
敢
え
て
そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
は
足
を
向
け
な
い
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
行
っ
た

ら
彼
ら
は
退
屈
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
目
を
誘
惑
し
な
い
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
き
ま
ぐ
れ
を

満
足
さ
せ
な
い
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
、
大
衆
は
あ
る
種
の
反
感
を
覚
え
る
の
だ
ろ
う
か
？　

じ

つ
は
、
残
念
な
が
ら
素
描
に
明
ら
か
に
無
関
心
な
の
は
、
結
構
素
朴
な
好
奇
心
を
も
っ
て
い

る
大
衆
で
は
な
く
、
大
衆
を
教
化
す
る
愛
好
家
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
認
め
よ
う
。
そ
し
て
、
ま

じ
め
な
仕
事
を
期
待
で
き
、
高
い
質
を
保
証
し
て
く
れ
る
勤
勉
な
芸
術
家
た
ち
に
対
す
る
こ

ん
な
冷
遇
は
、
忘
恩
の
ふ
る
ま
い
で
あ
る
と
断
じ
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。
版
画
は
忘
却
の
中

に
埋
れ
て
い
た
多
く
の
傑
作
を
救
っ
た
こ
と
を
、
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
バ
リ
ー
氏
の
手
に

な
る
彫
像
が
、
簡
単
な
ブ
ロ
ン
ズ
で
複
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
フ
ラ
ン
ス
彫
刻
の
栄
光

を
堂
々
と
保
っ
て
い
る
よ
う
に
（12）
。
こ
の
詩
人
［
＝
バ
リ
ー
］
の
手
に
か
か
れ
ば
、
レ
ン
ブ

ラ
ン
ト
に
よ
っ
て
価
値
を
高
め
ら
れ
て
き
た
銅
版
画
は
、
さ
ら
に
偉
大
な
芸
術
の
高
み
へ
と
、

尊
厳
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
（13）
。
た
だ
、
こ
こ
で
こ
れ
以
上
詳
細
な
分
析
を
行
う
余
裕

は
な
い
。
以
前
や
っ
た
よ
う
に
、
と
く
に
高
い
評
価
を
受
け
た
芸
術
家
と
、
と
く
に
優
れ
た

作
品
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
ど
の
愛
好
家
も
夢
中
に
な
っ
て

考
え
て
い
る
は
ず
の
、
版
画
全
体
に
関
わ
る
問
題
を
導
き
出
す
の
に
格
好
の
題
材
と
な
る
だ

ろ
う
。

も
っ
と
も
重
要
な
作
品
が
、
ビ
ダ
氏
に
よ
る
福
音
書
の
新
し
い
挿
絵
を
も
と
に
し
た
初
期

の
版
画
群
で
あ
る
こ
と
に
異
論
が
出
る
は
ず
は
な
い
（
図
4
）
（14）
。
そ
れ
ら
は
我
が
国
の
も
っ

と
も
優
れ
た
芸
術
家
た
ち
の
手
で
彫
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
上
品
な
絵
描
き
が
、
こ
の
よ
う
な

仕
事
や
、
同
様
の
主
題
の
高
尚
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
画
家
で
あ
り
続
け
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら

な
い
。
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
は
解
釈
に
大
き
く
開
か
れ
て
い
る
。
聖
書
を
描
く
か
ぎ
り
、
絵
画

効
果
や
表
現
手
段
の
ア
イ
デ
ア
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
生
ま
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
、
主
題
が
美

し
い
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
者
が
作
品
の
着
想
に
困
ら
ず
、
う
ま
く
完
成
に
至

れ
る
よ
う
な
幸
福
な
状
態
に
つ
ね
に
い
ら
れ
る
は
ず
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
た
ま
に
、
と
て
つ
も
な
く
無
意
味
な
思
想
が
、
天
才
の
手
に
か
か
れ

ば
傑
作
を
生
む
こ
と
も
あ
る
。
完
璧
な
作
品
、
つ
ま
り
様
式
の
純
正
さ
だ
け
と
っ
て
も
み
ご

と
な
も
の
で
す
ら
、
傑
作
と
な
る
条
件
を
満
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
世
紀
に
描
か

れ
た
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
挿
絵
作
品
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
主
張
し
た
通
り
、
そ
れ

ら
は
ま
っ
た
く
魅
力
の
な
い
作
品
で
は
な
い
と
し
て
も
、
よ
そ
の
言
語
で
書
か
れ
た
文
学
作

品
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ

の
テ
キ
ス
ト
の
芸
術
的
価
値
も
、
素
描
芸
術
の
価
値
も
他
と
比
較
さ
れ
に
く
く
な
っ
た
の
だ
。

読
者
の
方
々
は
、
ビ
ダ
氏
の
手
に
な
る
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ミ
ュ
ッ
セ
の
作
品
の
挿
絵
を
ご

存
知
の
は
ず
だ
（15）
。
繊
細
で
難
し
い
文
学
作
品
で
あ
る
。
ミ
ュ
ッ
セ
が
す
で
に
い
と
も
完
璧

な
か
た
ち
で
表
現
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
印
象
を
別
の
芸
術
で
表
す
の
は
、
こ
と
の
ほ
か
た
い
へ

ん
な
仕
事
で
あ
ろ
う
！　

そ
の
試
み
は
大
胆
か
つ
独
創
的
で
あ
っ
た
。
ビ
ダ
氏
は
熟
達
し
た

芸
術
家
で
あ
る
の
で
、
彼
に
ふ
り
か
か
る
障
害
や
困
難
を
仕
事
に
着
手
す
る
前
か
ら
よ
く
わ

か
っ
て
い
た
は
ず
だ
っ
た
。
な
か
で
も
、
な
ん
の
変
哲
も
な
い
現
代
の
衣
装
は
、
同
時
代
の

作
品
で
は
注
意
深
く
避
け
ら
れ
る
の
が
常
だ
っ
た
。
ビ
ダ
氏
は
成
功
し
た
の
だ
ろ
う
か
。『
マ

リ
ア
ン
ヌ
の
き
ま
ぐ
れ
』
の
愛
読
者
た
ち
は
、
ビ
ダ
氏
が
描
い
た
デ
ッ
サ
ン
の
な
か
に
、
じ

つ
に
力
強
く
じ
つ
に
真
実
味
を
も
つ
ミ
ュ
ッ
セ
の
印
象
が
す
べ
て
忠
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
見
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
？　

わ
れ
わ
れ
は
肯
定
的
に
答
え
ら
れ
な
い
。
彼
の
デ
ッ
サ

ン
を
目
に
し
た
者
に
は

わ
か
る
。
ビ
ダ
氏
の

デ
ッ
サ
ン
に
は
、
魅
力
的

な
細
部
と
、
創
意
に
あ
ふ

れ
た
工
夫
と
、
適
切
に

配
さ
れ
た
集
団
が
描
か

れ
て
い
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
人
間
が
生
き
生
き

と
描
か
れ
て
い
る
か
と

図 4　アレクサンドル・ビダ《新約聖書
の一場面》制作年不詳、銅版画、43.3
×32cm、ワシントン・ナショナル・ギャラリー
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い
う
と
、
精
彩
に
乏
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
優
雅
で
博
識
な
絵
描
き
は
そ
の
技
法
で

媚
び
へ
つ
ら
っ
た
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
細
部
に
工
夫
を
尽
く
し
繊
細
に
描
く
こ
と
で
、
わ

れ
わ
れ
を
楽
し
ま
せ
魅
了
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
く
、
率

直
な
感
情
を
わ
か
ち
あ
い
、
こ
れ
ら
の
情
熱
的
な
詩
が
も
つ
深
く
溌
剌
と
し
た
理
解
力
で
、
こ

の
困
難
全
体
に
、
こ
の
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
、
わ
が
国
の
偉
大
な
詩
人
が
じ
つ
に
雄
弁
に
著
し

た
心
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
作
品
の
表
現
の
あ
ら
ゆ
る
激
し
さ
に
、
到
達
す
べ
き
だ
っ
た
。
と
は
い

え
、
な
に
も
か
も
芸
術
家
の
せ
い
に
す
る
の
は
よ
く
な
い
の
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
が
本
作
［
福
音
書
の
挿
絵
］
に
対
し
て
行
う
批
判
を
軽
減
す
る
理
由
、
長
年
に

わ
た
っ
て
き
わ
め
て
精
巧
な
素
描
を
作
り
続
け
て
き
た
ビ
ダ
氏
の
、
誠
実
で
真
摯
な
才
能
を

疑
問
視
す
る
の
を
避
け
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
そ
れ
は
、
か
く
も
厳
正
で

純
粋
な
詩
情
が
掻
き
立
て
る
苛
烈
な
競
争
心
が
、
ま
さ
に
こ
の
ビ
ダ
氏
と
い
う
挿
絵
画
家
の

作
品
を
剣
呑
な
境
遇
に
置
い
た
と
い
う
点
だ
。
今
日
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
占
め
、
重
要
作
品

と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
福
音
書
に
関
し
て
言
え
ば
、
も
は
や
同
様
の
障
害
を
避
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
単
に
ビ
ダ
氏
個
人
が
解
釈
の
対
象
と
し
て
い
る
作
品
で
は
な
く
、
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
の
に
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
て
い
な
い
一
個
の
テ
キ
ス
ト
だ
。
だ
か
ら
画
家
は

空
想
に
ま
か
せ
て
、
あ
ら
ゆ
る
性
質
の
創
造
に
自
由
奔
放
に
手
を
つ
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
て

い
る
。
優
れ
た
版
画
家
た
ち
に
支
え
ら
れ
て
（
今
も
支
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
）、
彼
が
こ
の
重
要
な

仕
事
を
首
尾
よ
く
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
た
だ
、
こ
の
美
し
い
典
拠
を
も

と
に
創
造
し
た
偉
大
な
巨
匠
た
ち
の
記
憶
だ
け
が
、
彼
の
印
象
に
残
念
な
影
響
を
与
え
る
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
彼
の
創
意
に
な
ん
ら
か
の
困
難
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し

わ
れ
わ
れ
は
誰
し
も
、
芸
術
が
絶
え
ず
こ
の
よ
う
に
一
新
さ
れ
る
と
い
う
す
ば
ら
し
い
特
性

を
も
つ
こ
と
、
と
く
に
古
い
も
の
は
ひ
と
り
の
芸
術
家
の
新
し
い
思
想
の
も
と
で
、
い
つ
で

も
再
生
さ
れ
う
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
ビ
ダ
氏
は
こ
れ
か
ら
描
こ
う
と
す
る

国
を
旅
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
公
衆
の
な
か
に
は
、
こ
の
こ
と
に
注
目
し
、
彼
を
高
く

評
価
す
る
者
も
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
ビ
ダ
氏
を
推
薦
す
る
の
は
そ
の
理
由
か
ら
で
は

な
い
。
ビ
ダ
氏
は
イ
エ
ス
と
彼
の
使
徒
た
ち
を
い
ち
ど
も
見
た
こ
と
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
力
強
い
感
覚
と
、
並
外
れ
て
真
正
な
認
識
の
力
に
よ
っ
て
、
本
物
の
、
牢
乎
た
る
作
品

を
創
っ
た
。
彼
に
は
そ
の
資
格
が
あ
る
。
芸
術
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
彼
の
資

格
を
疑
う
余
地
は
な
い
。
血
迷
っ
た
数
名
に
よ
り
疑
義
と
激
し
い
抗
議
を
受
け
る
も
の
の
、
彼

の
正
統
性
は
フ
ラ
ン
ス
の
芸
術
家
た
ち
も
認
め
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
目
に
す
る
こ
と
の

で
き
る
作
例
で
は
、
十
分
熟
慮
さ
れ
た
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
残
念
だ
。

最
近
エ
ッ
チ
ン
グ
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
数
年
、
長
ら
く
忘
れ
ら
れ
て
い
た
こ
の
手

法
が
復
活
し
て
い
る
の
だ
。
ジ
ャ
ッ
ク
氏
の
知
的
な
取
り
組
み
に
よ
り
銅
版
画
が
入
念
に
研

究
さ
れ
、
独
創
的
で
根
気
強
い
芸
術
家
た
ち
が
そ
れ
に
続
い
た
（16）
。
今
日
、
エ
ッ
チ
ン
グ
は

広
く
普
及
し
、
移
ろ
い
や
す
い
が
人
を
納
得
さ
せ
る
流
行
を
も
た
ら
し
、
大
人
気
を
博
す
よ

う
に
な
っ
た
。
み
な
さ
ん
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
と
く
に
評
価
の
高
い
画
家
で

あ
る
ブ
ラ
ッ
ク
モ
ン
氏
と
ロ
シ
ュ
ブ
リ
ュ
ヌ
氏
で
あ
る
（17）
。
両
氏
の
す
ば
ら
し
い
才
能
は
お

そ
ら
く
も
っ
と
も
完
璧
な
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
等
し
く
入
念
に
描
か
れ
た
完
成
度
の
高

い
作
品
に
証
明
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
挙
げ
る
マ
ク
シ
ム
・
ラ
ラ
ー
ヌ
氏
は
、
そ
の
手
先
の
器
用

さ
と
、
造
形
効
果
に
と
き
に
喜
ば
し
い
成
果
を
も
た
ら
す
努
力
で
は
ブ
ラ
ッ
ク
モ
ン
氏
と
ロ

シ
ュ
ブ
リ
ュ
ヌ
氏
の
才
能
に
引
け
を
取
ら
な
い
（18）
。
と
に
か
く
、
ま
だ
、
こ
こ
で
挙
げ
き
れ

な
い
大
勢
の
方
々
が
お
ら
れ
る
。
欲
を
言
え
ば
、
エ
ッ
チ
ン
グ
に
没
頭
す
る
芸
術
家
が
、
こ

の
厳
粛
な
芸
術
に
、
現
代
の
芸
術
の
な
か
で
も
、
さ
ら
な
る
個
性
と
意
義
を
与
え
る
さ
ま
を

見
た
い
も
の
だ
。
画
家
た
ち
自
身
も
エ
ッ
チ
ン
グ
に
取
り
組
み
た
い
と
望
ん
で
い
る
こ
と
を

願
お
う
。
エ
ッ
チ
ン
グ
は
、
そ
の
柔
軟
で
印
象
に
残
る
造
形
効
果
に
よ
っ
て
、
絵
画
の
実
の

妹
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
知
っ
て
い
る
エ
ッ
チ
ン
グ
の

工
程
を
使
っ
て
、
風
景
画
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
眺
め
を
描
い
て
き
た
。
今
わ
れ
わ
れ
を
幻
想
の

世
界
に
誘
い
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
な
創
作
の
種
と
な
っ
て
い
る
、
じ
つ
に
巧
み
に
描
か
れ
た
、

評
価
の
高
い
銅
版
画
複
製
も
作
ら
れ
て
き
た
。
今
が
チ
ャ
ン
ス
だ
。
最
近
、『
新
し
い
挿
絵
』

と
い
う
名
の
、
版
画
芸
術
に
歴
史
的
主
題
に
ふ
さ
わ
し
い
風
格
を
与
え
た
い
と
願
う
画
家
版

画
家
た
ち
を
召
集
し
、
結
集
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
エ
ッ
チ
ン
グ
作
家
の
協
会
が
誕
生

し
た
。
そ
の
最
初
の
成
果
が
す
で
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
（19）
。

彫
刻
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
そ
れ
ほ
ど
豊
か
で
は
な
い
。
彫
刻
と
い
う
芸
術
は
、
絵
画
と
等
し

い
展
開
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
ふ
た
つ
の
傾
向

が
認
め
ら
れ
る
。
一
方
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
古
代
に
精
通
し
た
模
倣
者
た
ち
が
お
り
、
他

方
に
は
、
実
証
的
な
現
実
の
模
倣
者
た
ち
が
い
る
。
前
者
と
し
て
、
ペ
ロ
ー
氏
、
フ
ァ
ル
ギ

エ
ー
ル
氏
、
カ
ル
ポ
ー
氏
の
名
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
（20）
。
一
方
、
後
者
の
自
然
主

義
者
に
は
ソ
ラ
リ
氏
が
い
る
（21）
。
い
か
な
る
流
派
に
も
属
し
て
い
な
い
プ
レ
オ
ー
氏
に
は
と

く
に
言
及
し
て
お
こ
う
。
彼
は
自
由
奔
放
な
詩
人
で
あ
り
、
偉
大
な
芸
術
が
放
つ
微
光
が
輝

き
続
け
て
い
る
み
ご
と
な
作
品
を
今
日
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
て
く
れ
る
人
か
ら
で
あ
る
。

［
プ
レ
オ
ー
の
］《
ミ
ッ
キ
エ
ヴ
ィ
ッ
チ
》（
図
5
）
は
こ
の
傑
出
し
た
作
品
の
タ
イ
ト
ル
で

あ
る
（22）
。《
死
》
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
作
品
だ
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
詩
人
の
墓
の
た
め
に
作
ら
れ
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た
現
代
的
形
態
の
メ
ダ
イ
ヨ
ン
だ
。
頭
部
は
死
に
い
た
る
苦
し
み
に
悶
え
て
半
ば
仰
向
け
に

な
っ
て
い
る
。
な
ん
と
も
描
写
し
が
た
い
作
品
だ
。
た
だ
言
え
る
こ
と
は
、
今
回
わ
れ
わ
れ

が
検
討
し
て
き
た
な
か
で
初
め
て
、
よ
う
や
く
本
当
の
意
味
で
人
間
的
な
作
品
を
目
に
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
情
動
に
突
き
動
か
さ
れ
、
霊
感
を
受
け
て
作
ら
れ
た
作
品
だ
と
言
い

た
い
。
こ
こ
に
は
、
い
か
な
る
分
析
も
不
要
だ
。
あ
る
の
は
賞
賛
と
興
奮
だ
け
だ
。
観
る
者

を
解
放
し
高
揚
さ
せ
る
作
品
を
前
に
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
美
を
軽
視
す
る
か
の
よ
う
な

不
毛
な
分
析
に
冷
淡
に
身
を
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
う
え
、
こ
れ
は
紛
れ
も
な
い

真
実
な
の
だ
が
、
外
科
用
の
メ
ス
は
、
最
高
の
着
想
を
得
て
つ
く
ら
れ
た
美
術
作
品
を
解
剖

し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
一
度
た
り
と
も
何
も
見
出
せ
な
か
っ
た
。
凡
庸
な
決
ま
り
文
句
を

述
べ
る
だ
け
に
し
て
お
こ
う
。
ど
ん
な
理
論
を
並
べ
立
て
る
よ
り
ず
っ
と
ま
し
な
こ
と
を
言

え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
偉
大
さ
、
驚
く
べ
き
特
徴
、
抑
え
が
た
い
魅
力
を
伝
え
よ
う
。
と
り
わ

け
、
こ
の
作
品
は
今
の
時
代
の
理
想
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
よ
う
。
た
し
か
に
、
次
の

世
代
の
人
々
が
す
る
で
あ
ろ
う
興
味
深
い
要
求
を
予
見
し
た
り
、
そ
の
時
代
に
ど
の
よ
う
な

作
品
が
尊
重
に
値
す
る
と
さ
れ
る
の
か
を
知
り
た
い
な
ら
、
毎
年
避
け
が
た
く
展
示
さ
れ
る

あ
ら
ゆ
る
偽
り
の
模
倣
品
の
こ
と
を
案
じ
よ
う
。
ま
た
、
純
潔
と
は
程
遠
い
女
神
デ
ィ
ア
ナ

と
、
魂
の
な
い
天
使
と
、
信
仰
を
も
た
な
い
殉
教
者
を
哀
れ
も
う
。
生
命
に
ふ
さ
わ
し
い
作

品
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
紀
の
欲
望
、
息
吹
を
そ
こ
に
率
直
に
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
美
し
い
「
書
物
」
の
な
か
に
、
第
一
級
の
知
性
を
持
つ
人
々
の
腹

心
の
友
で
あ
る
プ
レ
オ
ー
氏
は
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
ペ
ー
ジ
に
続
い
て
、
見
事
な
数
ペ
ー
ジ
を

書
き
込
ん
だ
。
そ
の
功
績
は
非
凡
だ
。
彼
の
栄
光
を
称
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
こ
と
に
、
新
し
い
理
想
を
身
に
纏
う
た
め
に
、
古
典
彫
像
家
が
作
っ
た
型
を
壊
す
の
は

な
ん
と
骨
の
折
れ
る
仕
事
だ
ろ
う
か
！　

あ
え
て
言
え
ば
、
問
題
の
作
品
は
、
独
自
の
方
法

に
よ
っ
て
ま
わ
り
の
作
品

群
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
て

い
る
の
だ
か
ら
。
学
識
高

い
教
授
方
は
、
精
巧
な
こ

れ
ら
の
「
構
図
」
と
完
備

な
輪
郭
線
を
生
み
出
し
た

忍
耐
づ
よ
い
研
究
を
見
よ

う
と
も
し
な
い
。
そ
れ
ら

は
た
し
か
に
こ
の
穏
や
か

な
作
品
の
美
点
な
の
だ
が
、
感
情
が
昂
っ
た
状
態
で
は
評
価
で
き
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
、
途

中
で
中
断
さ
れ
た
不
器
用
な
作
品
な
の
だ
。
手
は
と
き
に
思
想
の
奴
隷
と
な
っ
て
、
作
品
の

中
に
気
力
と
愛
情
で
満
た
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
生
み
出
す
。
他
方
で
、
も
の
を
作
り
出

す
（
彫
刻
用
の
）
鑿の
み

が
、
自
然
が
与
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
徴
や
力
強
さ
を
作
品
に
刻
む
こ

と
も
よ
く
あ
る
。
独
創
的
な
作
品
の
本
質
的
徴し
る
しは
こ
こ
に
あ
る
。
プ
レ
オ
ー
氏
は
死
に
つ
い

て
ギ
リ
シ
ャ
の
彫
刻
家
た
ち
と
は
異
な
る
思
想
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
必
然
的
に
死
を
表
現

す
る
別
の
方
法
を
生
み
出
し
た
。
新
し
い
思
想
が
あ
れ
ば
、
新
し
い
形
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
み

ご
と
な
作
品
が
も
つ
絶
対
の
法
則
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
法
則
を
理
解
し
て
い
る
の
は

選
ば
れ
た
人
の
知
性
だ
け
で
あ
る
。
将
来
の
哲
学
者
た
ち
に
は
彼
ら
の
た
め
の
新
し
い
美
学

を
生
み
出
す
苦
労
を
さ
せ
、
退
屈
し
た
文
法
家
た
ち
に
は
修
辞
法
に
も
う
ひ
と
つ
例
外
を
加

え
る
よ
う
要
求
で
き
る
、
素
晴
ら
し
い
境
遇
は
彼
ら
だ
け
の
特
権
だ
。

こ
の
作
品
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
全
面
的
な
賞
賛
こ
そ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
定
め
る
視
点
を

明
ら
か
に
示
す
と
と
も
に
、
究
極
の
考
察
の
役
割
を
果
た
し
う
る
だ
ろ
う
。
物
静
か
な
、
造

形
さ
れ
た
だ
け
の
作
品
は
も
は
や
現
代
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
は
る
か
昔
か
ら
生
命
力
の
欠

如
を
理
由
に
非
難
さ
れ
て
き
た
古
代
芸
術
の
古
ぼ
け
た
模
倣
品
は
姿
を
消
し
、
こ
れ
か
ら
は

生
き
生
き
と
し
た
表
現
と
「
精
神
的
力
強
さ
」
が
画
壇
を
征
服
す
る
は
ず
だ
。
現
在
行
わ
れ

て
い
る
実
証
主
義
的
な
現
実
を
志
向
す
る
強
力
な
努
力
が
、
こ
れ
ら
の
古
び
た
廃
墟
を
土
台

か
ら
崩
し
、
新
し
い
神
殿
を
建
立
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
お
う
。
探
求
者
は
数
多
い
。
彼
ら

の
信
念
は
燃
え
盛
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
大
い
に
希
望
も
つ
べ
き
だ
。
と
は
い
え
、

彼
ら
を
信
頼
し
、
こ
の
深
い
基
礎
の
な
か
に
強
く
持
続
性
の
あ
る
芸
術
の
堅
固
な
土
台
が
認

め
ら
れ
た
な
ら
、
プ
レ
オ
ー
氏
の
模
範
に
従
お
う
。
そ
う
し
て
、
そ
の
模
範
を
、
つ
ね
に
慈

愛
に
満
ち
た
詩
情
、
豪
華
絢
爛
、
人
間
の
想
像
力
の
尽
き
せ
ぬ
宝
物
で
飾
り
付
け
よ
う
。
さ

も
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
救
い
も
な
い
だ
ろ
う
。

�

オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン

解
題こ

こ
に
翻
訳
し
た
の
は
、
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
（O

dilon�Redon,�1840-1916

）
が
一
八
六
八

年
五
月
十
九
日
か
ら
八
月
二
日
の
あ
い
だ
に
四
回
に
わ
た
っ
て
ボ
ル
ド
ー
の
日
刊
紙
『
ラ
・

ジ
ロ
ン
ド
』
紙
に
掲
載
し
た
サ
ロ
ン
批
評
の
後
半
二
回
分
で
あ
る
。
前
半
部
分
は
『GEN

E-
SIS

』
第
二
四
号
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
原
文
初
出
は
、Odilon�Redon,�

《Salon�de�1868.�

図 5　オーギュスト・プレオー《ミッキエ
ヴィッチ》1866 年、ブロンズ、42cm、

レシャンポー墓地（モンモランシー）
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M
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aubigny

》,�La G
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m
ai�1868;�

Id.,�

《II.�M
M

.�Courbet,�M
anet,�Pissarro,�Jongkind,�M

onet

》,�La G
ironde,�9

juin�
1868;�Id.,�

《III.�M
M

.�From
entin,�Ribot,�Roybet

》,�La G
ironde,�1er�juillet�1868;�

Id.,�

《IV
.�D

essins�M
.�Bida�

―�Gravure�

―�Sculpture,�M
.�Préault

》,�La G
ironde,�

2
août�1868

で
あ
る
。
こ
の
サ
ロ
ン
評
は
、
ロ
ベ
ー
ル
・
ク
ス
テ
が
編
集
し
たO

dilon�Redon,�
Critiques d’art. Salon de 1868, R

odolphe Bresdin, Paul G
auguin, précédées de 

Confidences d’artiste,�nouvelle�édition�revue�et�augm
entée,�Introduction�et�

notes�par�Robert�Coustet,�Bordeaux,�W
illiam

�Blake�&
�Co.�Édit.,�2016

に
も
収
録

さ
れ
て
い
る
。
執
筆
日
は
第
一
回
が
一
八
六
八
年
五
月
十
七
日
、
第
二
回
が
五
月
三
一
日
、
第

三
回
が
六
月
二
七
日
で
あ
る
。
第
四
回
に
は
執
筆
日
の
記
載
が
な
い
。
訳
者
は
前
半
の
解
題

で
、
ル
ド
ン
芸
術
に
お
け
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
位
置
付
け
を
示
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
若
干
の
補
足
を
行
う
。

自
伝
に
よ
る
と
、
虚
弱
な
体
質
だ
っ
た
た
め
、
学
業
も
遅
れ
、
職
に
も
就
か
ず
実
家
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
は
、
一
八
五
五
年
に
知
り
合
っ
た
ボ
ル
ド
ー
の
地
方

画
家
ス
タ
ニ
ス
ラ
ス
・
ゴ
ラ
ン
、
一
八
五
七
年
頃
に
面
識
を
も
っ
た
植
物
学
者
ア
ル
マ
ン
・

ク
ラ
ヴ
ォ
ー
、
一
八
六
三
年
に
知
己
を
得
た
放
浪
の
版
画
家
ロ
ド
ル
フ
・
ブ
レ
ス
ダ
ン
ら
の

手
引
き
に
よ
っ
て
芸
術
の
道
を
歩
み
始
め
た
。
一
八
六
二
年
に
は
国
立
美
術
学
校
の
建
築
科

を
受
験
し
た
も
の
の
不
合
格
と
な
り
、
一
八
六
四
年
に
は
私
塾
の
登
録
生
と
し
て
国
立
美
術

学
校
教
授
ジ
ャ
ン
＝
レ
オ
ン
・
ジ
ェ
ロ
ー
ム
に
師
事
し
た
が
、
数
ヶ
月
で
や
め
て
い
る
。
一

八
七
○
年
の
普
仏
戦
争
従
軍
後
、
一
八
七
九
年
に
最
初
の
版
画
集
を
世
に
問
う
た
ル
ド
ン
は
、

「
黒
ノ
ワ
ー
ル」
と
呼
ば
れ
る
石
版
画
作
品
群
を
次
々
と
発
表
す
る
と
と
も
に
、
一
八
八
一
年
に
初
個

展
を
開
き
、
デ
カ
ダ
ン
派
や
象
徴
主
義
文
学
と
結
び
つ
い
た
独
創
的
な
芸
術
と
い
う
評
価
を

確
立
し
て
い
っ
た
。
一
八
九
四
年
の
個
展
以
降
、
こ
れ
と
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
花
や
人
物
な

ど
を
幻
想
的
な
雰
囲
気
で
描
い
た
色
彩
作
品
の
制
作
に
集
中
し
、
一
九
一
三
年
に
ア
メ
リ
カ

で
行
わ
れ
た
ア
ー
モ
リ
ー
・
シ
ョ
ー
で
の
成
功
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
国
際
的
に
も
広
範
な
愛

好
家
に
恵
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

遅
咲
き
な
が
ら
、
こ
う
し
た
多
彩
な
活
動
の
礎
を
な
し
た
も
の
と
し
て
、
初
期
の
ル
ド
ン

に
さ
ま
ざ
ま
な
助
言
を
与
え
た
個
性
的
な
指
導
者
た
ち
か
ら
の
影
響
が
重
視
さ
れ
て
き
た
一

方
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
領
域
で
の
軌
跡
に
つ
い
て
は
些
末
な
失
敗
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
注
意

が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ル
ド
ン
は
一
八
六
○
年
代
か
ら
一
八
七
六
年
ま
で
サ

ロ
ン
へ
出
品
し
つ
づ
け
、
彫
刻
や
版
画
を
含
む
同
時
代
の
潮
流
を
論
じ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自

ら
の
探
求
す
べ
き
芸
術
の
方
向
性
を
客
観
的
に
意
識
し
て
い
た
。

本
稿
で
は
、
こ
の
サ
ロ
ン
批
評
が
三
つ
の
異
な
る
側
面
に
お
い
て
ル
ド
ン
芸
術
に
意
義
を

も
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
ま
ず
、
ル
ド
ン
は
サ
ロ
ン
批
評
を
執
筆
し
た
頃
、
画
家
に
な
る

か
文
筆
家
に
な
る
か
迷
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
を
機
に
画
家
を
本
業
と
し
、
初
個
展
を

行
っ
た
一
八
八
一
年
以
降
、
ル
ド
ン
は
批
評
家
た
ち
が
彼
の
作
品
に
与
え
る
「
解
釈
」
を
監

視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
一
八
八
五
年
以
降
、
彼
はJ.K

.�

ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
ア
ド
バ

イ
ス
に
従
っ
て
、
よ
い
影
響
を
も
た
ら
す
と
思
わ
れ
る
批
評
家
に
執
筆
を
促
し
、
好
ま
し
い

批
評
か
ら
着
想
を
受
け
て
次
の
作
品
を
制
作
し
た
。
他
方
で
、
作
品
の
解
釈
の
妨
げ
に
な
り

う
る
場
合
は
拒
絶
あ
る
い
は
反
発
の
態
度
を
示
す
な
ど
、「
批
評
」
に
神
経
を
研
ぎ
澄
ま
せ
て

い
っ
た
。
晩
年
に
ル
ド
ン
は
、「
美
術
批
評
は
何
も
生
み
出
さ
な
い
。
芸
術
家
は
そ
こ
か
ら
何

の
恩
恵
も
受
け
な
い
（23）
」
と
述
べ
る
な
ど
、
批
評
へ
の
不
信
感
を
あ
ら
わ
に
す
る
よ
う
に
な

り
、
自
ら
の
手
で
複
数
回
に
わ
た
っ
て
「
自
伝
」
を
執
筆
し
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
も
、「
批

評
」
が
画
家
ル
ド
ン
の
作
品
解
釈
に
も
た
ら
す
影
響
を
強
く
警
戒
し
て
い
た
た
め
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

二
点
目
は
、
ル
ド
ン
が
「
一
八
六
八
年
の
」
サ
ロ
ン
を
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
八
八
一

年
に
国
家
主
催
の
サ
ロ
ン
が
幕
を
閉
じ
る
ま
で
の
不
安
定
な
過
渡
期
の
フ
ラ
ン
ス
芸
術
を
つ

ぶ
さ
に
見
た
こ
と
は
、
彼
の
芸
術
観
に
現
実
的
な
視
点
を
与
え
た
。
と
い
う
の
も
、
十
九
世

紀
フ
ラ
ン
ス
美
術
史
に
お
い
て
「
サ
ロ
ン
」
は
、
革
新
的
な
芸
術
家
た
ち
を
締
め
出
し
た
旧

弊
な
官
展
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
大
量
の
落
選
者
を
出
し
た
こ
と
を
受
け
て
「
落
選
者

展
」
が
開
催
さ
れ
た
一
八
六
三
年
以
降
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
影
響
を
離
れ
、
行
政
監
督
下
に
置

か
れ
、
審
査
員
が
選
挙
で
民
主
的
に
選
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
権
威
を
保
っ
て
き
た

サ
ロ
ン
の
価
値
が
凋
落
し
て
い
た
状
況
を
ル
ド
ン
は
示
し
て
い
る
が
、
彼
が
注
目
す
る
の
は

新
旧
の
対
立
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
革
新
と
保
守
と
い
う
枠
組
み
で
は
捉
え
き
れ
な
い
さ
ま

ざ
ま
な
美
術
潮
流
の
四
二
一
三
点
が
出
品
さ
れ
、
ル
ド
ン
が
論
じ
た
通
り
「
ご
ち
ゃ
混
ぜ
」

の
リ
ベ
ラ
ル
な
祭
典
と
な
っ
て
い
た
。「
歴
史
画
」
重
視
と
い
う
従
来
の
公
的
美
学
が
軽
視
さ

れ
る
一
方
で
、
基
準
が
曖
昧
に
な
り
、
公
衆
の
趣
味
に
迎
合
し
た
単
純
な
絵
画
が
溢
れ
、
ま

る
で
歴
史
画
の
よ
う
に
壮
大
な
描
き
方
で
と
に
か
く
人
の
目
を
惹
き
つ
け
よ
う
と
す
る
風
俗

画
が
サ
ロ
ン
を
占
拠
し
て
い
た
。
ル
ド
ン
は
、
け
ば
け
ば
し
い
風
俗
画
に
名
誉
大
賞
を
授
与

し
た
審
査
員
を
皮
肉
り
、「
芸
術
の
意
味
が
明
確
さ
を
失
」
っ
た
こ
と
、「
狭
義
の
批
評
が
も

は
や
存
在
し
な
い
こ
と
」
を
嘆
い
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
サ
ロ
ン
に
出
品
さ
れ
て

い
た
は
ず
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
バ
ジ
ー
ル
の
《
家
族
の
集
い
》
や
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
《
日
傘
の
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リ
ー
ズ
》
な
ど
、
今
日
よ
く
知
ら
れ
る
作
品
に
ル
ド
ン
は
ま
っ
た
く
言
及
し
な
か
っ
た
。
会

期
途
中
で
「
デ
ポ
ト
ワ
ー
ル
（
ゴ
ミ
捨
て
場
）」
と
名
付
け
ら
れ
た
会
場
の
隅
に
移
動
さ
れ
た
か

ら
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
。
ル
ド
ン
は
、
デ
ポ
ト
ワ
ー
ル
に
移
さ
れ
た
モ
ネ

の
《
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
の
埠
頭
を
出
航
す
る
船
》
を
見
落
と
す
こ
と
な
く
論
じ
た
が
、
類
ま
れ

な
大
胆
さ
を
も
っ
て
描
か
れ
た
こ
の
絵
は
「
も
っ
と
小
さ
な
サ
イ
ズ
で
、
良
識
あ
る
本
物
の

画
家
な
ら
わ
か
る
は
ず
の
サ
イ
ズ
で
描
か
れ
る
べ
き
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
た
。
リ
ボ
の
《
牡

蠣
と
訴
訟
人
》
や
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ロ
ワ
ベ
の
《
ト
リ
ッ
ク
・
ト
ラ
ッ
ク
を
す
る
人
た
ち
》

に
つ
い
て
も
、
彼
ら
が
主
題
に
ふ
さ
わ
し
い
大
き
さ
を
弁
え
、
才
能
に
見
合
っ
た
枠
を
設
け

た
と
い
う
理
由
で
見
る
者
を
不
快
に
し
な
い
と
い
う
評
言
は
な
か
な
か
辛
辣
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
驚
く
ほ
ど
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
で
身
内
の
外
観
を
再
現
し
た
バ
ジ
ー
ル
の
《
家
族
の
集
い
》

や
ル
ノ
ワ
ー
ル
の
《
日
傘
の
リ
ー
ズ
》
を
、
ル
ド
ン
は
敢
え
て
論
じ
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ

る
。こ

の
サ
ロ
ン
批
評
の
三
つ
目
の
意
義
は
、
同
時
代
の
絵
画
分
析
を
通
じ
て
、
ル
ド
ン
自
身

が
自
ら
の
美
学
を
明
瞭
に
整
理
し
た
こ
と
で
あ
る
。
絶
滅
し
た
古
い
主
題
と
思
わ
れ
た
「
ケ

ン
タ
ウ
ロ
ス
」
を
現
代
に
刷
新
し
た
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
は
、「
幻
想
の
権
利
、
歴
史
を
自
由
に
解

釈
す
る
権
利
」
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ル
ド
ン
の
信
念
を
具
現
す
る
画
家

で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
ル
ド
ン
は
こ
の
絵
の
分
析
を
通
じ
て
、
自
然
主
義
的
な
描
き
方
が
む

や
み
に
誇
張
さ
れ
る
こ
と
な
く
適
切
に
用
い
ら
れ
れ
ば
、
視
覚
芸
術
は
思
想
や
哲
学
の
高
貴

さ
を
備
え
た
精
神
的
な
芸
術
と
な
り
う
る
こ
と
を
確
信
し
た
。
ル
ド
ン
に
よ
れ
ば
、
風
景
画

の
描
き
方
に
は
二
通
り
の
方
法
が
あ
る
。
光
の
効
果
、
変
化
、
事
物
の
美
し
さ
、
立
体
感
、
外

観
の
特
徴
を
追
求
す
る
「
目
を
喜
ば
せ
る
」
方
法
よ
り
も
、
人
間
、
感
情
、
固
有
色
を
使
っ

て
空
や
日
の
光
や
瞬
間
の
様
相
を
表
す
、
感
情
を
風
景
の
中
に
縁
取
る
「
内
省
的
」
方
法
の

方
が
高
尚
で
あ
る
と
ル
ド
ン
は
考
え
て
い
る
。
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
の
風
景
画
に
は
、
ド
ー
ビ
ニ
ー

の
風
景
画
に
描
か
れ
る
「
話
さ
れ
た
印
象
」
よ
り
も
高
尚
な
、「
書
か
れ
た
印
象
」、
す
な
わ

ち
風
景
画
と
風
俗
画
の
中
間
の
主
題
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
ル
ド
ン
の
こ
の
考

え
は
、
単
な
る
風
景
画
よ
り
も
「
歴
史
的
風
景
画
」
を
推
奨
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

「
肖
像
画
」
は
人
間
の
外
観
で
は
な
く
そ
の
内
面
、
思
想
を
描
く
も
の
で
あ
る
の
で
「
静
物

画
」
よ
り
も
高
尚
だ
と
い
う
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
考
え
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
ル
ド
ン
は
、「
調

和
、
新
奇
さ
、
色
調
の
優
雅
さ
に
よ
っ
て
観
る
者
の
興
味
を
掻
き
立
て
る
」
マ
ネ
作
品
の
外

観
の
中
に
、
他
に
類
を
見
な
い
独
創
性
を
認
め
な
が
ら
、
現
実
を
忠
実
に
再
現
し
た
「
見
ら

れ
た
現
実
」
は
、「
感
じ
ら
れ
た
現
実
」
に
劣
る
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

ル
ド
ン
の
批
評
に
は
、
失
わ
れ
た
過
去
の
芸
術
に
対
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
感
傷
の
よ
う

な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
彼
が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
擁
護
し
て
い
る
と
勘
違
い
し
て
は

な
ら
な
い
。
ル
ド
ン
は
形
骸
化
し
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
生
気
の
な
い
手
法
を
何
よ
り
も
嫌
っ

て
い
た
。
彼
は
こ
の
後
、
神
話
、
聖
書
、
東
西
の
宗
教
伝
説
か
ら
、
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・

ポ
ー
や
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
文
学
作
品
を
典
拠
と
し

て
、
そ
れ
ら
を
自
由
奔
放
に
解
釈
し
た
精
神
的
な
主
題
を
、
自
然
研
究
を
も
と
に
し
た
写
実

で
真
実
味
を
与
え
な
が
ら
描
く
方
法
を
探
求
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

凡
例

一　

�

訳
文
中
の
註
記
は
す
べ
て
訳
者
に
よ
る
。
短
い
も
の
は
文
中
に
［　

］
で
挿
入
し
、
長

い
も
の
は
文
章
末
に
ま
と
め
た
。

一　

�

掲
載
し
た
図
版
は
訳
者
が
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ル
ド
ン
の
文
章
と
現
在
の
作
品
名
が

相
違
す
る
場
合
が
あ
る
。

一　

�

図
版
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
註
で
付
し
た
。

一　

�「　

」
で
挿
入
し
た
文
章
は
、
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
「
一
八
六
八
年
の
サ
ロ
ン
」
か
ら

の
引
用
で
あ
る
。

註（1）�

本
稿
は
、
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
が
『
ラ
・
ジ
ロ
ン
ド
』
紙
に
四
回
に
わ
た
り
掲
載
し

た
サ
ロ
ン
批
評
の
う
ち
第
三
回
（
七
月
一
日
掲
載
）
と
第
四
回
（
八
月
二
日
掲
載
）
を
翻
訳
し
、

解
題
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

（2）�

ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
（Eugène�From

entin,�1820-1876

）、
リ
ボ
（T

héodule�Ribot,�

1823-1891

）、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ロ
ワ
べ
（Ferdinand�V

ictor�Léon�Roybet,�1840-1920

）。

（3）�

［
図
一
］Eugène�From

entin,�Centaures et centauresses,�1868,�huile�sur�toile,�
205

×131�cm
,�Paris,�M

usée�du�Patit�Palais�(Source:�parism
useescollec-

tions.paris.fr.)�

画
家
で
あ
り
、
著
述
家
と
し
て
も
活
躍
し
た
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
の
活
動
は
、

ル
ド
ン
が
画
業
と
並
行
し
て
美
術
批
評
や
小
説
、
自
伝
を
執
筆
す
る
模
範
と
な
っ
た
。
ル

ド
ン
が
一
八
七
八
年
に
執
筆
し
た
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
観
賞
旅
行
記
は
、
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
の

『
昔
の
巨
匠
た
ち
』Les M

aîtres d’autrefois

（1876

）
を
手
本
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ

ロ
マ
ン
タ
ン
の
自
伝
的
小
説
『
ド
ミ
ニ
ッ
ク
』D

oninique

（1863

）
に
感
銘
を
受
け
、
一
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八
六
八
年
に
自
宅
を
訪
ね
て
い
る
。

（4）�

ジ
ャ
ッ
ク
＝
ル
イ
・
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
（Jacque-Louis�D

avid,�1748-1825

）
の
一
派
と
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
新
古
典
主
義
の
こ
と
。
ル
ド
ン
は
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
を
「
公
的
美
術
の
権
化
」
《in-

carnation�de�l.art�offi
ciel

》と
呼
ん
だ（O

dilon�Redon,�À
 soi-m

êm
e. Journal (1867-1915), 

N
otes sur la vie, l’art et les artistes,�Paris,�H

.�Floury,�1922;�réed.,�Paris,�José�Corti,�1961,�p.�147

）。

（5）�
Gustave�M

oreau�(1826-1898).

（6）�

［
図
二
］Eugène�From

entin,�A
rabes attaqués par une lionne,�1868,�huile�sur�

toile,�142.2
×102.9�cm

,�collection�particulière�(Source:�artnet.com
).

（7）�

［
図
三
］T

héodule�Ribot,�L’H
uître et les plaideurs,�1868,�huile�sur�toile,�212

×152�cm
,�Caen,�M

usée�des�Beaux-A
rts�(Source:�m

ba.caen.fr).

（8）�

所
在
不
明
の
こ
の
作
品
と
思
わ
れ
る
図
版
が
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
（
二
○
二
一
年
五
月
五
日
最
終
閲
覧
）。http://w

w
w

.artnet.com
/artists/ferdinand-vic-

tor-léon-roybet/le-partie-de-tric-trac-g8X
V

hD
Y

50oH
V

m
Z2aBA

9W
T

A
2

（9）�

ロ
ド
ル
フ
・
ブ
レ
ス
ダ
ン
（Rodolphe�Bresdin,�1822-1885

）
は
一
八
六
八
年
の
サ
ロ
ン
に

出
品
し
て
い
な
い
。
ル
ド
ン
が
一
八
六
七
年
に
サ
ロ
ン
初
入
選
を
果
た
し
た
銅
版
画
《
風

景
》（
現
在
《
浅
瀬
》
の
タ
イ
ト
ル
で
知
ら
れ
る
）
は
ブ
レ
ス
ダ
ン
の
作
風
を
受
け
継
い
で
い
る
。

ル
ド
ン
は
一
八
六
九
年
に
改
め
て
ロ
ド
ル
フ
・
ブ
レ
ス
ダ
ン
批
評
を
『
ラ
・
ジ
ロ
ン
ド
』

紙
に
掲
載
し
た
（O

dilon�Redon,�

《Rodolphe�Bresdin.�D
essins�sur�pierre,�eaux-fortes,�dessins�

originaux

》,�La G
ironde,�10�janvier�1869

）。

（10）�
Gustave�Brion�(1824-1877),�La Lecture de la Bible,�1868,�huile�sur�toile.�

現
在
所
在
不
明
の
本
作
は
こ
の
サ
ロ
ン
で
名
誉
大
賞
を
受
賞
し
た
。

（11）�

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ビ
ダ
（A

lexandre�Bidat,�1813-1895

）
は
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
弟
子
で
、

東
方
趣
味
絵
画
を
得
意
と
し
た
。
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
は
、
一
八
六
六
年
の
サ
ロ
ン
批
評

で
、
サ
ロ
ン
審
査
員
を
務
め
た
ビ
ダ
が
「
明
日
の
巨
匠
た
ち
」
を
落
選
さ
せ
た
こ
と
を

批
判
し
た
。
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
プ
レ
オ
ー
（A

uguste�Préault,�1809-1879

）。

（12）�

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
＝
ル
イ
・
バ
リ
ー
（A

ntoine-Louis�Barye,�1795-1875

）
は
、
と
く
に
動
物

を
主
題
と
す
る
小
型
ブ
ロ
ン
ズ
彫
刻
で
公
的
評
価
を
受
け
、
本
サ
ロ
ン
開
会
直
前
に
ア

カ
デ
ミ
ー
会
員
に
選
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
サ
ロ
ン
に
出
品
は
し
て
い
な
い
。

（13）�

レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
（H

erm
ensz�V

an�Rijn�Rem
brandt,�1606-1669

）
の
技
法
を
、
ル
ド
ン
は
熱

心
に
研
究
し
た
。

（14）�

［
図
四
］A

lexandre�Bida�(dessin)�et�Leopold�Flam
eng�(gravure),�U

ne scène 

du N
ouveau T

estam
ent,�gravure,�43.3

×32�cm
,�N

ational�Gallery,�W
ashin-

ton�(Source:�nga.gov).

（15）�

ロ
マ
ン
主
義
の
戯
曲
作
家
、
小
説
家
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ミ
ュ
ッ
セ
（A

lfred�Louis�Charles�

M
usset,�1810-1857

）。
喜
劇
『
マ
リ
ア
ン
ヌ
の
気
ま
ぐ
れ
』、
作
家
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド

と
交
際
し
た
実
体
験
を
も
と
に
し
た
小
説
『
世
紀
児
の
告
白
』
な
ど
。

（16）�

シ
ャ
ル
ル
・
ジ
ャ
ッ
ク
（Charles-Em

ile�Jacques,�1813-1894

）
は
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
の
画
家
・

版
画
家
。
家
畜
や
農
民
を
描
い
た
。

（17）�

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ッ
ク
モ
ン
（Félix�Bracquem

ond,�1833-1914

）
は
、
衰
退
傾
向
に

あ
っ
た
版
画
復
興
の
た
め
の
運
動
の
中
心
に
い
た
。
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
を
取
り
入
れ
た
食

器
で
一
八
六
七
年
の
パ
リ
万
博
で
金
賞
を
受
賞
し
た
。
ロ
シ
ュ
ブ
リ
ュ
ヌ（Étienne-O

ctave�

de�Guillaum
e�de�Rochebrune,�1824-1900

）
は
、
テ
ー
ル
＝
ヌ
ー
ヴ
の
城
に
住
む
貴
族
で
あ

り
、
画
家
・
彫
刻
家
・
版
画
家
。
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
城
建
築
を
描
い
た
作
品
が
多
い
。

（18）�

マ
ム
シ
ヌ
・
ラ
ラ
ー
ヌ
（François�A

ntoine�M
axim

e�Lalanne,�1827-1886

）
は
ボ
ル
ド
ー
出

身
の
版
画
家
、
素
描
家
。
彼
が
一
八
六
六
年
に
出
版
し
た
教
則
本
『
エ
ッ
チ
ン
グ
の
技

法
』
は
七
版
を
重
ね
た
。

（19）�

銅
版
画
集
『
新
し
い
挿
絵
』L’Illustration nouvelle,�Paris,�Cadart�et�Luce,�puis�

V
euve�Cadart,�1868-1888.

（20）�

原
文
で
ル
ド
ン
はPerrault

と
書
い
て
い
る
が
、
石
膏
作
品
《
狩
人
》
を
出
品
し
た
エ

ド
モ
ン
・
レ
オ
ン
・
ペ
ロ
ー
（Edm

ond�Léon�Perrault,�

生
没
年
不
詳
）
で
は
な
くPerraud

の
誤
り
と
思
わ
れ
る
（Robert�Coustet,�

《notes

》,�in�O
dilon�Redon,�Critiques d’art. Salon de 

1868, R
odolphe Bresdin, Paul G

auguin, précédées de Confidences d’artiste,�nouvelle�édition�

revue�et�augm
entée,�Introduction�et�notes�par�Robert�Coustet,�Bordeaux,�W

illiam
�Blake�&

�Co.�

Édit.,�2016,�p.�109

）。
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ペ
ロ
ー
（Jean-Joseph�Perraud,�1819-1876

）
は

ロ
ー
マ
賞
受
賞
、
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
、
一
八
六
七
年
パ
リ
万
博
金
賞
獲
得
の
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
彫
刻
家
。
本
サ
ロ
ン
に
《
バ
ッ
カ
ス
の
幼
少
期
》《
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
の
肖
像
》
を
出

品
し
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
フ
ァ
ル
ギ
エ
ー
ル
（A

lexandre�Falguière,�1831-1900

）
は

一
八
五
九
年
に
ロ
ー
マ
賞
を
受
賞
し
た
彫
刻
家
。
カ
ル
ポ
ー
（Jean-Baptiste�Carpeaux,�

1827-1875

）
も
一
八
五
四
年
に
ロ
ー
マ
賞
を
受
賞
し
、
オ
ペ
ラ
・
ガ
ル
ニ
エ
の
《
舞
踏
》

な
ど
公
的
注
文
制
作
で
名
を
知
ら
れ
て
い
た
。

（21）�

自
然
主
義
の
彫
刻
家
ソ
ラ
リ
（Philippe�Solari,�1846-1906

）
は
こ
の
サ
ロ
ン
に
《
眠
れ
る
黒

人
》
を
出
品
し
た
。
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（22）�

［
図
五
］Auguste�Préault,�M

ickiew
icz,�1866,�bronze,�Cim

etière�de�Cham
peaux,�

M
ontm

orency.�

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
詩
人
ア
ダ
ム
・
ミ
ッ
キ
エ
ヴ
ィ
ッ
チ（A

dam
�M

ickievircz,�

1798-1885

）
の
墓
の
た
め
に
作
ら
れ
た
肖
像
メ
ダ
イ
ヨ
ン
。
写
真
は
一
九
二
〇
年
に

Choum
off�Pierre

に
よ
り
撮
影
（Source:�Bibliothèque�Polonaise�de�Paris.�Source:�Pauart.

pl

）。

（23）�
O

dilon�Redon,�À
 soi-m

êm
e. Journal (1867-1915), N

otes sur la vie, l’art et 
les artistes,�Paris,�H

.�Floury,�1922;�réed.,�Paris,�José�Corti,�1961,�p.�140.

付
記
：
本
稿
は
、JSPS
科
研
費19K

0196

「
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
の
作
品
研
究�

―�

そ
の

起
源
と
影
響�

―�

」
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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