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は
じ
め
に

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
（C

harles B
audelaire 1821 -67

）
は
サ
ロ
ン
展
評
な
ど
、

多
く
の
美
術
批
評
を
発
表
し
て
、
十
九
世
紀
美
術
の
変
革
に
大
き
な
関
わ
り
を

も
っ
た
。
こ
の
分
野
に
お
け
る
彼
の
活
動
は
、
一
八
四
五
年
の
サ
ロ
ン
展
評
か
ら

一
八
六
〇
年
代
前
半
に
発
表
さ
れ
た
『
現
代
生
活
の
画
家
』
や
ド
ラ
ク
ロ
ワ
論
な

ど
、
お
よ
そ
二
十
年
に
及
ぶ
。
彼
の
批
評
は
個
々
の
画
家
に
関
す
る
考
察
だ
け
で

は
な
く
、
フ
ォ
ル
ム
の
自
律
性
に
対
す
る
鋭
い
洞
察
や
モ
デ
ル
ニ
テ
（
現
代
性
）

の
主
張
を
含
ん
で
お
り
、
近
代
絵
画
史
に
お
け
る
意
義
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
た
だ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
絵
画
と
の
繋
が
り
は
美
術
批
評
に
と
ど
ま
ら

ず
、
彼
を
描
い
た
肖
像
画
、
あ
る
い
は
詩
人
が
画
家
や
美
術
作
品
に
献
じ
た
詩
な

ど
に
及
ぶ
。
こ
れ
ら
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
足
跡
や
、
詩
人
と
し
て
の
創
作
活
動
と

も
大
き
な
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
ク
ー
ル
ベ
に
よ
っ
て
描

か
れ
た
肖
像
画
、
サ
ロ
ン
展
評
に
お
け
る
ブ
ー
ダ
ン
へ
の
言
及
、
マ
ネ
の
作
品
に

贈
っ
た
詩
を
取
り
上
げ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
絵
画
の
関
わ
り
の
一
面
に
つ
い
て
考

察
し
た
い
と
思
う
。

一
．
ク
ー
ル
ベ
が
描
い
た
肖
像
画

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
ク
ー
ル
ベ
（G

ustave C
ourbet 1819 -77

）
と
親
し
く
な
っ

た
の
は
、
一
八
四
八
年
の
二
月
革
命
の
折
だ
っ
た
（
当
時
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は

二
七
歳
、
ク
ー
ル
ベ
は
二
九
歳
）。
こ
の
前
後
の
両
者
の
足
跡
を
簡
単
に
見
て
お

こ
う
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
一
八
四
二
年
に
実
父
の
遺
産
を
相
続
し
て
放
蕩
生
活
を

始
め
た
が
、
二
年
後
に
は
、
母
と
再
婚
相
手
の
オ
ー
ビ
ッ
ク
将
軍
が
法
定
後
見
人

を
付
け
た
た
め
に
、
彼
は
生
活
費
を
支
給
さ
れ
る
身
分
と
な
る
。
一
八
四
五
年
に

は
初
め
て
詩
と
美
術
批
評
を
発
表
、
本
格
的
に
文
筆
活
動
を
始
め
て
い
る
。
そ
し

て
二
月
革
命
で
は
叛
徒
に
加
わ
り
、
シ
ャ
ン
フ
ル
ー
リ
ら
と
共
和
派
新
聞
『
公
共

福
祉
』
を
創
刊
、
詩
や
ポ
ー
の
翻
訳
な
ど
を
掲
載
す
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
二
月

革
命
に
参
加
し
た
動
機
に
は
、
義
父
オ
ー
ビ
ッ
ク
将
軍
に
対
す
る
怒
り
（
彼
か
ら

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
絵
画

―
肖
像
画
、
美
術
批
評
、
韻
文
詩
―
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母
を
引
き
離
し
、
遺
産
を
自
由
に
使
う
こ
と
を
禁
じ
た
）
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
彼

が
「C

harles B
audelaire

」
の
筆
名
を
使
い
始
め
る
の
も
こ
の
年
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
情
熱
は
一
八
五
〇
年
代
に
入
る
と
急
速
に
冷
め
る
。
彼

は
内
的
日
記『
赤
裸
の
心
』（
遺
稿
）の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
一
八
四
八

年
に
お
け
る
私
の
陶
酔
。
こ
の
陶
酔
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
だ
っ
た
か
。
復

讐
へ
の
愛
好
。
破
壊
す
る
こ
と
の
自
然
な
悦
び
。
文
学
的
陶
酔
、読
書
の
思
い
出
。

［
…
…
］
一
八
四
八
年
が
魅
力
的
だ
っ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
愚
か
さ
の
過
剰
の
故

に
他
な
ら
な
い
」1

。
こ
の
後
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
一
八
五
五
年
に
詩
十
篇
を
発

表
、
こ
こ
で
初
め
て
「
悪
の
華
」
の
総
題
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
ク
ー

ル
ベ
は
一
八
四
四
年
に
サ
ロ
ン
展
に
初
入
選
、
二
月
革
命
に
際
し
て
は
、
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
ら
が
創
刊
し
た
『
公
共
福
祉
』
に
加
わ
り
、
同
紙
に
挿
絵
を
掲
載
し
て
い

る
。
そ
し
て
パ
リ
万
国
博
が
開
催
さ
れ
た
一
八
五
五
年
に
は
、
当
時
で
は
異
例
の

個
展
を
開
催
す
る
。「
レ
ア
リ
ス
ム
」
の
語
を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
大
作
《
画
家

の
ア
ト
リ
エ
》
な
ど
を
展
示
し
て
、
大
衆
の
耳
目
を
引
い
た
の
だ
っ
た
。

《
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
肖
像
》（
図
１
）は
両
者
が
出
会
っ
た
二
月
革
命
の
さ
な
か
、

一
八
四
八
年
頃
に
制
作
さ
れ
、
詩
人
に
贈
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

2

。
画
面
に
は
、

机
に
向
か
っ
て
熱
心
に
本
を
読
む
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
文
学

者
に
ふ
さ
わ
し
い
設
定
で
は
あ
る
が
、
画
中
の
詩
人
の
姿
を
見
て
違
和
感
を
覚
え

る
人
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
顔
立
ち
が
妙
に
お
と
な
し
く
、

放
蕩
詩
人
の
表
情
も
、
彼
が
愛
好
し
た
ダ
ン
デ
ィ
ス
ム
の
要
素
も
感
じ
と
れ
な
い

の
で
あ
る
。
ま
た
二
月
革
命
の
叛
徒
に
加
わ
っ
た
熱
情
か
ら
も
ほ
ど
遠
い
。
な
ぜ
、

ク
ー
ル
ベ
は
こ
の
よ
う
な
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
像
を
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
作
品

に
お
け
る
詩
人
の
姿
が
七
年
後
の
《
画
家
の
ア
ト
リ
エ
》
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
後
者
（
画
面
右
端
）
で
は
、
詩
人
は
椅
子
で
は
な
く
机
に

腰
掛
け
て
い
る
が
、ポ
ー
ズ
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。《
画
家
の
ア
ト
リ
エ
》
は
「
私

の
ア
ト
リ
エ
の
内
部
、
私
の
芸
術
的
生
涯
の
七
年
に
わ
た
る
一
時
期
を
確
定
す
る

現
実
的
寓
意
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
作
品
で
あ
り
、
画
中
の
詩
人
の
姿
は
、
新
し

い
時
代
の
「
文
学
者
」
や
「
知
識
人
」
の
寓
意
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、《
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
の
肖
像
》
を
制
作
す
る
時
点
で
、
七
年
後
の
大
作
を
視
野
に
入
れ
て
い

た
と
は
考
え
に
く
い
。
肖
像
画
に
見
ら
れ
る
疑
問
の
答
え
を
大
作
に
お
け
る
寓
意

に
求
め
る
の
は
無
理
だ
ろ
う
。
次
に
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、「
風
景
」
と
題

さ
れ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
（
一
八
六
一
年
刊
行
の
『
悪
の
華
』
第
二
版
に
収
録
）

と
の
関
連
も
注
目
さ
れ
る
。

「
革
命
騒
ぎ
」
も
、
私
の
窓
ガ
ラ
ス
に
む
な
し
く
荒
れ
狂
う
ば
か
り
、

私
の
額
を
机
か
ら
挙
げ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

な
ぜ
な
ら
、
私
の
意
志
に
よ
っ
て
「
春
」
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
、

心
の
中
か
ら
ひ
と
つ
の
太
陽
を
引
き
出
す
こ
と
、
そ
し
て
、

燃
え
上
が
る
思
想
に
よ
っ
て
熱
を
帯
び
た
情
趣
を
創
り
出
す
こ
と
、

こ
の
悦
楽
の
中
に
、
私
は
い
つ
ま
で
も
浸
っ
て
い
た
い
の
だ
か
ら
。

3

「
革
命
騒
ぎ
」
と
は
二
月
革
命
を
指
し
て
お
り
、
引
用
し
た
詩
の
一
節
は
確
か
に

肖
像
画
に
近
似
す
る
。
だ
が
、
こ
の
詩
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
八
五
七
年
で
あ
り

（『
現
在
』
掲
載
時
の
題
名
は
「
パ
リ
の
風
景
」）、
や
は
り
肖
像
画
に
関
す
る
疑
問

を
解
決
し
て
は
く
れ
な
い
。
私
た
ち
は
む
し
ろ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
二
月
革
命
の

騒
乱
の
さ
な
か
に
も
、
読
書
に
熱
中
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
こ
と
に
目
を
向
け
る
べ

き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
ク
ー
ル
ベ
の
ア
ト
リ
エ
に
泊
る
こ
と
も
珍

し
く
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
画
家
は
、
本
を
読
み
ふ
け
る
詩
人
の
姿
を
実

際
に
目
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
肖
像
は
ク
ー
ル
ベ
の
作
品
を
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
残
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さ
れ
て
い
る
。
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
と
し
て
は
、
友
人
の
画
家
ド
ロ
ワ

（Em
ile D

eroy 1820 -46

）
が
描
い
た
肖
像
画
（
一
八
四
三
―
四
四
年
頃　

図
２
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。ボ
ー
ド
レ
ー
ル
自
身
も
水
彩
な
ど
で
自
画
像
を
制
作
し
て
お
り
、

こ
の
う
ち
の
一
点
（
一
八
四
四
年
頃　

図
3
）
は
ド
ロ
ワ
の
肖
像
画
と
時
期
が
近

い
。
ま
た
、
ナ
ダ
ー
ル
が
撮
影
し
た
肖
像
写
真
も
複
数
あ
り
、
マ
ネ
は
こ
の
う
ち

の
一
点
（
一
八
六
二
年
）
を
も
と
に
肖
像
版
画
（
一
八
六
五
年
）
を
制
作
し
て
い

る
。
こ
こ
で
、
ド
ロ
ワ
が
描
い
た
肖
像
画
と
ク
ー
ル
ベ
作
品
を
較
べ
る
と
、
後
者

の
特
徴
が
際
立
つ
。
前
者
の
五
年
後
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
後
者
の

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
お
と
な
し
い
と
い
う
よ
り
、
ど
こ
か
幼
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
ク
ー
ル
ベ
は
、
革
命
騒
ぎ
を
離
れ
て
本
を
読
み
ふ
け
る
詩
人
に
何
を
見
出
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
肖
像
の
中
に
、
寄
宿
学
校
時
代
の
肖
像

写
真
（
一
八
三
四
年
頃　

図
４
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
十
三
歳
頃
の
も
の
で
、
顔

立
ち
か
ら
は
育
ち
の
良
さ
と
と
も
に
、
繊
細
さ
と
利
発
さ
が
窺
わ
れ
る
。
ク
ー
ル

ベ
が
描
い
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
像
に
近
い
も
の
を
探
す
と
す
る
と
、
こ
の
少
年
期
の

写
真
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
ク
ー
ル
ベ
が
肖
像
画
制
作

に
際
し
て
写
真
を
手
が
か
り
に
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
画
家
は
一
人
で
読
書
に

熱
中
す
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
前
に
し
て
、
そ
こ
に
少
年
を
喚
起
さ
せ
る
資
質
を
見

出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
資
質
は
多
面
的
な
も
の
で
あ
り
、『
赤
裸

の
心
』
に
は
「
幼
年
期
か
ら
す
で
に
私
の
中
に
あ
っ
た
〈
孤
独
〉
の
感
情
」4

と

書
き
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
母
親
に
手
紙
を
書
き
続
け
（
生
活
費
を
支
給
さ
れ

る
身
分
と
な
っ
て
か
ら
は
、
経
済
的
な
理
由
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
）、
恋
人
に
宛

て
た
書
簡
に
「
わ
が
守
護
天
使
、
わ
が
〈
詩
神
〉、
わ
が
〈
聖
母
〉」5

と
呼
び
か

け
る
。
あ
る
い
は
詩
人
は
美
術
批
評
に
お
い
て
は
、「
想
像
力
が
も
つ
回
顧
す
る

力
を
働
か
せ
て
、
私
た
ち
の
最
も
幼
か
っ
た
頃
の
、
最
も
早
朝
の
印
象
へ
と
遡
ろ

う
で
は
な
い
か
」
と
記
し
、「
天
才
と
は
、意
の
ま
ま
に
〈
取
り
戻
さ
れ
た
幼
年
期
〉

に
他
な
ら
な
い
」[le génie n’est que l’enfance retrouvé à volonté] 

6

と
述

べ
る
の
で
あ
る
。

ク
ー
ル
ベ
が
描
い
た
肖
像
画
は
、
描
写
の
点
で
も
疑
問
を
感
じ
さ
せ
る
。
画
面

に
描
か
れ
る
モ
チ
ー
フ
に
は
本
来
、
構
図
上
の
価
値
に
差
が
あ
り
、
肖
像
画
の
場

合
は
像
主
で
あ
る
人
物
、
と
り
わ
け
顔
が
重
要
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、《
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
の
肖
像
》
で
は
、
む
し
ろ
周
囲
の
モ
チ
ー
フ
の
方
に
稠
密
な
描
写
が
見
ら

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
詩
人
が
読
む
本
、
机
や
そ
の
上
の
紙
ば
さ
み
や
書
物
、
羽
根

ペ
ン
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
は
、
像
主
が
文
学
者
で
あ
る
こ
と
を
示
す
持
ち
物
（
広

義
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
）
で
は
あ
る
だ
ろ
う
（
当
時
の
母
宛
の
手
紙
に
、
鉄
ペ
ン

の
な
ぐ
り
書
き
を
詫
び
る
言
葉
が
認
め
ら
れ

7

、
最
も
目
立
つ
羽
根
ペ
ン
は
象
徴

的
な
意
味
合
い
が
強
い
）。
し
か
し
ク
ー
ル
ベ
の
肖
像
画
で
は
、こ
れ
ら
の
モ
チ
ー

フ
が
像
主
に
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
詩
人
の
顔
の
部
分
よ
り
も
絵
画
的
レ
ア
リ

テ
を
強
め
、
重
要
さ
が
逆
転
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
阿
部
良
雄

氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ク
ー
ル
ベ
が
《
オ
ル
ナ
ン
の
埋
葬
》
で
主
題
が
も
つ
階

層
秩
序
を
侵
犯
し
た
の
と
同
様
の
意
図
を
指
摘
し
て
お
り

8

、
示
唆
に
富
む
。
た

だ
、
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
で
あ
る
は
ず
の
モ
チ
ー
フ
と
、
幼
さ
を
宿
し
た
像
主
に
見

ら
れ
る
描
写
の
対
比
（
む
し
ろ
逆
転
）
は
、
さ
ら
に
両
者
の
関
係
、
羽
根
ペ
ン
な

ど
の
事
物
を
通
し
て
な
さ
れ
る
創
作
と
い
う
営
為
の
内
奧
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
一
八
五
〇
年
代
に
入
る
と
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
政
治

的
情
熱
は
急
速
に
冷
め
る
。
彼
は
行
動
を
と
も
に
し
た
ク
ー
ル
ベ
ら
に
つ
い
て
、

「
シ
ャ
ン
フ
ル
ー
リ
は
彼
［
注
：
ク
ー
ル
ベ
］
の
心
に
毒
を
吹
き
こ
ん
だ
」
と
記

し
、「
こ
う
し
て
レ
ア
リ
ス
ム
は
田
舎
じ
み
、
粗
野
と
な
り
、
さ
ら
に
無
骨
に
な

り
、
不
誠
実
な
も
の
と
さ
え
な
る
」9

と
批
判
す
る
（
一
八
五
五
年
に
執
筆
さ
れ
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た
と
推
定
さ
れ
る
遺
稿
）。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
ク
ー
ル
ベ
の
生
い
立
ち
を
考
え
る

と
、
両
者
の
資
質
に
は
も
と
も
と
隔
た
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
は
一
八
六
二
年
に
、
ク
ー
ル
ベ
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

「
よ
う
す
る
に
、
フ
ラ
ン
ス
画
壇
の
愚
か
な
状
況
の
す
べ
て
を
考
え
れ
ば
、
ク
ー

ル
ベ
の
絵
が
現
れ
て
す
ぐ
に
大
層
な
人
気
を
集
め
た
こ
と
は
納
得
で
き
る
。
こ
の

反
発
は
、
反
発
と
い
う
も
の
の
例
に
た
が
わ
ず
、
鳴
り
物
入
り
の
大
騒
ぎ
で
な
さ

れ
た
が
、
間
違
い
な
く
必
要
な
も
の
だ
っ
た
。
ク
ー
ル
ベ
が
、
単
純
さ
や
率
直
さ

に
対
す
る
好
み
と
、
絵
画
に
対
す
る
無
私
で
絶
対
的
な
愛
の
復
興
に
少
な
か
ら
ず

貢
献
し
た
こ
と
は
、
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」10

。
文
中
の
「
鳴
り
物
入
り
の

大
騒
ぎ
」
は
主
に
一
八
五
五
年
に
開
催
さ
れ
た
個
展
を
め
ぐ
る
騒
動
（
ク
ー
ル
ベ

は
こ
の
美
術
展
の
審
査
に
提
出
し
た
作
品
の
う
ち
、
大
作
《
画
家
の
ア
ト
リ
エ
》

な
ど
が
出
品
を
拒
否
さ
れ
た
た
め
に
、
個
展
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
る
）
を
指
し

て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
含
め
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
芸
術
の
変
革
に
お
い
て
画
家
が

担
っ
た
役
割
を
正
当
に
評
価
し
て
い
る
と
い
え
る
。そ
し
て
ク
ー
ル
ベ
に
と
っ
て
、

レ
ア
リ
ス
ム
は
主
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
描
写
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
が
指
摘
し
た
「
単
純
さ
や
率
直
さ
に
対
す
る
好
み
」
は
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
で

読
ま
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
レ
ア
リ
ス
ム
と
描
写
に
関
し
て
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が

『
一
八
五
五
年
の
万
国
博
―
美
術
』
で
ク
ー
ル
ベ
に
言
及
し
て
、
彼
の
堅
牢
な
描

写
に
目
を
向
け
（
肖
像
画
で
は
詩
人
よ
り
も
、
周
囲
の
モ
チ
ー
フ
に
顕
著
な
の
だ

が
）、「
実
証
的
な
頑
丈
さ
」11

と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
後
に
マ
ネ
の
章
で
触
れ
た
い
と
思
う
。

二
．
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
展
評
と
ブ
ー
ダ
ン
へ
の
言
及

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
一
八
五
七
年
に
『
悪
の
華
』
初
版
を
刊
行
す
る
（
風
俗
騒
乱

の
罪
に
問
わ
れ
、
作
品
の
一
部
削
除
と
罰
金
の
判
決
を
受
け
る
）。
こ
の
年
に
は

義
父
オ
ー
ビ
ッ
ク
将
軍
が
死
去
、
母
親
は
セ
ー
ヌ
河
口
の
町
オ
ン
フ
ル
ー
ル
の
別

荘
「
ジ
ュ
ジ
ュ
荘
」[m

aison-joujou]

（
図
５･

６
）
に
住
む
よ
う
に
な
る
。
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
は
一
八
五
八
年
一
月
、
母
宛
の
書
簡
に
、「
私
は
オ
ン
フ
ル
ー
ル
に
行
っ

て
、
そ
こ
で
暮
ら
し
た
い
と
い
う
、
非
常
に
固
い
決
心
を
抱
い
て
い
ま
す
」
と
記

し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
年
の
一
〇
月
に
初
め
て
母
の
も
と
に
滞
在
し
、
翌
年
は
一

～
三
月
、
四
月
～
六
月
、
十
二
月
に
「
ジ
ュ
ジ
ュ
荘
」
で
過
ご
し
て
い
る
（
こ
の

折
に
ク
ー
ル
ベ
に
再
会
、
彼
か
ら
静
物
画
を
贈
ら
れ
る
）。
一
八
五
九
年
の
前
半

は
ほ
と
ん
ど
オ
ン
フ
ル
ー
ル
に
滞
在
し
て
お
り
、
四
月
十
五
日
に
開
幕
し
た
サ
ロ

ン
展
の
批
評
は
、パ
リ
へ
の
往
復
後
に
大
半
を
同
地
で
執
筆
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
サ
ロ
ン
展
評
の
中
で
、
当
時
の
パ
リ
の
画
壇
で
ほ
と
ん

ど
無
名
だ
っ
た
ブ
ー
ダ
ン
（Eugène-Louis B

oudin 1824 -98

）
に
言
及
す
る
。

た
だ
し
、
彼
が
取
り
上
げ
た
の
は
ブ
ー
ダ
ン
の
サ
ロ
ン
展
出
品
作
《
サ
ン･

タ
ン

ヌ･

ラ･

パ
リ
ュ
の
パ
ル
ド
ン
祭
》
で
は
な
く
、
パ
ス
テ
ル
に
よ
る
習
作
に
他
な

ら
な
か
っ
た
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
別
荘
に
ほ
ど
近
い
ブ
ー
ダ
ン
の
ア
ト
リ
エ
で
、

彼
が
制
作
し
た
数
多
く
の
習
作
を
見
た
の
で
あ
る
。

サ
ロ
ン
展
評
は
『
フ
ラ
ン
ス
評
論
』
に
四
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
（
六
月

一
〇
日
、
二
〇
日
、
七
月
一
日
、
二
〇
日
）。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
第
七
章
「
風
景

画
」（
章
題
は
一
八
六
八
年
『
審
美
渉
猟
』
収
録
時
）
の
中
で
ブ
ー
ダ
ン
に
言
及

す
る
の
だ
が
、こ
の
章
は
次
の
よ
う
に
始
め
ら
れ
て
い
る
。「
も
し
、樹
木
や
山
々
、

水
や
家
の
集
ま
り
、
す
な
わ
ち
私
た
ち
が
ひ
と
つ
の
風
景
と
呼
ぶ
も
の
が
美
し
い
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と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
風
景
自
身
が
美
し
い
の
で
は
な
く
、
私
ゆ
え
に
、
私
自
身

に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
私
が
付
加
す
る
観
念
も
し
く
は
感
情
ゆ
え
に
美
し
い
の
で

あ
る
」12

。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
「
風
景
画
家
た
ち
の
現
代
派
が
き
わ
め
て
力
強
く

巧
み
で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
る
も
の
の
、
彼
ら
の
制
作
の
傾
向
を
批
判
す
る
。
自

然
は
芸
術
の
辞
書
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
彼
ら
は
「
辞
書
の
中
の
一
語
を
書
き
写

す
だ
け
で
、
ひ
と
つ
の
詩
」
を
作
っ
た
と
思
い
こ
む
、
つ
ま
り
「
習
作
」[étude]

に
過
ぎ
な
い
も
の
を
「
完
成
作
品
」[tableau]

と
考
え
て
い
る
と
指
摘
す
る
の
で

あ
る

13

。
こ
の
後
、
個
々
の
画
家
の
サ
ロ
ン
展
出
品
作
を
論
じ
て
ゆ
く
過
程
で
も
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
こ
う
し
た
批
判
は
一
貫
し
て
い
る
。
そ
し
て
章
の
終
わ
り
近
く

の
段
落
で
、
ブ
ー
ダ
ン
に
言
及
す
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
ま
ず
、
段
落
全
体
を

見
て
み
よ
う
。

ま
さ
し
く
、
今
や
想
像
力
は
風
景
画
か
ら
逃
げ
去
っ
て
い
る
。
い
つ
も

心
覚
え
を
書
き
と
め
て
お
く
よ
う
な
精
神
が
、
眼
前
の
自
然
の
光
景
に
含

ま
れ
て
い
る
驚
く
べ
き
夢
想
に
身
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、

私
に
も
理
解
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
想
像
力
は
風
景
画
家

の
ア
ト
リ
エ
か
ら
逃
げ
出
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ

は
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
従
事
す
る
画
家
た
ち
が
自
ら
の
記
憶
力
に
あ
ま
り

に
も
不
信
感
を
抱
き
、
自
分
た
ち
の
精
神
の
怠
慢
に
適
し
た
直
接
模
写
と

い
う
方
法
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
も
し
も
彼
ら
が
、
最
近
私
が

そ
う
し
た
よ
う
に
、
ブ
ー
ダ
ン
氏
―
―
な
お
、
彼
は
き
わ
め
て
優
れ
た
、

き
わ
め
て
控
え
め
な
一
点
の
作
品
《
サ
ン･

タ
ン
ヌ
・
ラ･

パ
リ
ュ
の
パ

ル
ド
ン
祭
》
を
出
品
し
て
い
る
―
―
の
家
で
、
海
と
空
を
前
に
し
て
即
興

的
に
描
か
れ
た
数
百
点
に
及
ぶ
パ
ス
テ
ル
の
習
作
を
見
た
と
し
た
ら
、
こ

れ
ま
で
理
解
で
き
な
い
よ
う
に
思
え
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
習
作
と
完
成

作
品
を
分
か
つ
違
い
を
は
っ
き
り
と
理
解
し
た
だ
ろ
う
。ブ
ー
ダ
ン
氏
は
、

自
己
の
芸
術
に
対
す
る
熱
心
さ
を
自
慢
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、

こ
の
興
味
深
い
作
品
群
を
見
せ
る
際
に
き
わ
め
て
謙
虚
だ
っ
た
。
彼
は
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
己
の
意
志
に
よ
っ
て
呼
び
戻
さ
れ
た
詩
的
印
象
に
基
づ

い
て
、
完
成
作
に
高
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
心
覚
え
を
完
成
作
品
と
す
る
思
い
上
が
り
は
、全
然
も
っ
て
い
な
い
。

彼
は
当
然
、
後
に
完
成
作
の
中
に
、
そ
れ
ら
の
大
気
と
水
の
驚
く
べ
き
魔

術
を
展
開
し
て
見
せ
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。
色
彩
も
形
態
も
、
最
も
不

安
定
で
、
最
も
捉
え
が
た
い
も
の
に
基
づ
い
て
、
つ
ま
り
波
と
雲
に
基
づ

い
て
、
素
早
く
、
忠
実
に
描
き
と
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
習
作
に
は
、
い
ず

れ
も
、
必
ず
端
の
方
に
、
日
付
と
時
刻
と
風
向
き
と
が
書
き
込
ま
れ
て
あ

る
。
た
と
え
ば
、「
一
〇
月
八
日
、
正
午
、
北
西
の
風
」
と
い
う
具
合
に
。

も
し
あ
な
た
が
他
日
、
こ
う
し
た
気
象
学
的
な
美
の
世
界
を
知
る
機
会
を

得
た
な
ら
、
あ
な
た
は
自
分
の
記
憶
に
よ
っ
て
、
ブ
ー
ダ
ン
氏
の
観
察
が

い
か
に
正
確
な
も
の
で
あ
る
か
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
説
明
文
を
手
で
隠
し
て
も
、
季
節
と
時
刻
、
風
向
き
を
推
定
で
き
る

ほ
ど
だ
。
私
は
何
も
誇
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
私
は
見
た
の
だ
。
最

後
に
は
、
こ
れ
ら
の
幻
想
的
な
形
を
し
た
輝
く
雲
と
混
沌
と
し
た
闇
、
吊

り
下
げ
ら
れ
、
重
な
り
合
っ
た
広
大
無
辺
の
世
界
、
大
き
く
口
を
あ
け
た

坩
堝
、
擦
り
切
れ
、
波
打
ち
、
引
き
裂
か
れ
た
黒
や
紫
の
繻
子
の
天
空
、

喪
に
服
し
た
黒
い
空
、
ま
た
は
灼
熱
す
る
溶
け
た
金
属
の
よ
う
な
艶
や
か

な
空
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
深
み
と
輝
き
は
、
あ
た
か
も
美
酒
か
阿
片
の
魔

力
の
よ
う
に
私
の
頭
を
陶
然
と
さ
せ
た
。
か
な
り
奇
妙
な
こ
と
だ
が
、
こ

れ
ら
の
流
れ
る
よ
う
な
、
漂
う
よ
う
な
魔
術
を
前
に
し
て
、
人
間
の
不
在
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を
惜
し
む
気
持
は
た
だ
の
一
度
も
私
に
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
私

の
感
じ
た
喜
び
が
充
実
し
た
も
の
だ
っ
た
と
は
い
え
、
誰
に
対
し
て
も
、

ブ
ー
ダ
ン
氏
に
対
し
て
も
、
何
か
助
言
め
い
た
も
の
を
引
き
出
す
こ
と
は

控
え
よ
う
。
助
言
は
あ
ま
り
に
危
険
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
彼

に
は
、「
人
文
学
」を
念
入
り
に
修
め
た
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
も
い
う
よ
う
に
、

人
間
は
人
間
を
見
て
喜
ば
ぬ
も
の
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
彼
が
人
気
を
得

た
い
と
望
む
な
ら
、
公
衆
が
孤
独
に
対
し
て
同
じ
よ
う
な
情
熱
を
抱
く
段

階
に
達
し
て
い
る
な
ど
と
考
え
な
い
方
が
よ
い
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
ほ

し
い
。14

一
読
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ブ
ー
ダ
ン
の
パ
ス
テ
ル
習
作
を

称
賛
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
部
分
は
、
章
全
体
の
論
調
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
こ
の
段
落
の
冒
頭
で
も
、
二
度
に
わ
た
っ
て
、

風
景
画
に
お
け
る「
想
像
力
」の
不
足
を
批
判
し
て
い
る
。こ
れ
に
つ
づ
い
て
、ブ
ー

ダ
ン
の
習
作
を
取
り
上
げ
る
の
だ
が
、
前
半
部
で
は
一
応
、
章
全
体
の
論
調
に
合

わ
せ
よ
う
と
す
る
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
筆
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
、
批

評
文
は
章
全
体
の
主
張
か
ら
ず
れ
て
ゆ
く
。
特
に
「
私
は
見
た
の
だ
」
と
記
さ
れ

た
辺
り
か
ら
、
こ
の
傾
向
は
顕
著
と
な
り
、「
こ
れ
ら
の
流
れ
る
よ
う
な
、
漂
う

よ
う
な
魔
術
を
前
に
し
て
、
人
間
の
不
在
を
惜
し
む
気
持
は
た
だ
の
一
度
も
私
に

起
こ
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
に
い
た
る
。
段
落
の
終
わ
り
に
「
助
言
」
め
い
た

も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
付
け
足
し
の
よ
う
な
結
論
で
、
章
を
貫
く

論
調
に
ブ
ー
ダ
ン
評
が
収
ま
る
と
は
到
底
い
え
な
い
。15

こ
こ
で
、
ブ
ー
ダ
ン
の
習
作
（
図
７
）
を
見
る
と
、
波
や
雲
の
変
化
（
雲
だ
け

を
描
い
た
も
の
も
少
な
く
な
い
）
と
光
の
効
果
が
、
素
早
い
パ
ス
テ
ル
使
い
で
描

き
と
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
文
字
通
り
自
然
の
断
片
で
し
か
な
い

（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
同
じ
章
で
、「
断
片
」[ce lam

beau]

と
い
う
語
を
用
い
て
、

ル
ソ
ー
の
出
品
作
を
批
判
し
て
い
た

16

）。
批
評
文
の
中
ほ
ど
に
は
、「
色
彩
も
形

態
も
、
最
も
不
安
定
で
、
最
も
捉
え
が
た
い
も
の
に
基
づ
い
て
、
つ
ま
り
波
と
雲

に
基
づ
い
て
、
素
早
く
、
忠
実
に
描
き
と
め
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
習
作
に
は
、
い
ず

れ
も
、
必
ず
端
の
方
に
、
日
付
と
時
刻
と
風
向
き
と
が
書
き
込
ま
れ
て
あ
る
」
と

い
う
一
文
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
文
章
を
読
む
と
、「
最
も
不
安
定
で
、
最
も
捉
え

が
た
い
も
の
」[ce qu’il y a de plus inconstant, de plus insaisissale]

が
、
モ

チ
ー
フ
で
あ
る
「
波
と
雲
」
に
か
か
る
形
容
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

文
の
構
造
上
、
そ
れ
と
同
格
に
置
か
れ
、
意
味
合
い
の
重
要
性
は
前
者
に
傾
い
て

い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
不
安
定
で
捉
え
が
た
い
波
と

雲
で
は
な
く
、「
最
も
不
安
定
で
、
最
も
捉
え
が
た
い
も
の
」
こ
そ
が
描
き
と
め

ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
主
張
は
章
全
体
の
論
調

か
ら
は
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
も
論
点
の
ず
れ
を
承
知
し
て

い
た
に
違
い
な
い
が
、
無
理
が
あ
る
と
分
か
り
な
が
ら
も
、
称
賛
せ
ず
に
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
。
詩
人
は
ブ
ー
ダ
ン
の
習
作
に
何
を
見
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
八
六
〇
年
前
後
の
彼
の
文
筆
活
動
と
の
関
わ
り
の
中

で
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
『
現
代
生
活
の

画
家
』（
一
八
六
三
年
に『
ル･

フ
ィ
ガ
ロ
』に
三
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た
が
、

執
筆
は
一
八
五
九
年
十
一
月
か
ら
翌
年
二
月
頃
と
推
測
さ
れ
る
）
に
お
い
て
、
風

俗
画
家
の
ギ
ー
ス
（C

onstantin G
uys 1802 -92

）
を
取
り
上
げ
て
、
次
の
よ
う

に
指
摘
す
る
。

彼
［
注
：
ギ
ー
ス
］
は
、「
モ
デ
ル
ニ
テ
」[la m

odernité]

と
名
付

け
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
だ
き
た
い
何
も
の
か
を
求
め
て
い
る
の
だ
。

［
…
…
］
モ
デ
ル
ニ
テ
と
は
、
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
、
消
え
や
す
い
も
の
、
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偶
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
芸
術
の
半
分
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
他

の
半
分
は
永
遠
な
も
の
、
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。17

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
美
術
批
評
に
お
い
て
、
早
い
時
期
か
ら
現
代
生
活
の
主
題
に
関

心
を
寄
せ
、
す
で
に
『
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
展
』
で
「
現
代
生
活
の
叙
事
詩
的

な
面
」18

を
取
り
上
げ
て
い
る
。
彼
は
後
の
美
術
批
評
で
も
こ
の
主
題
に
言
及
し

て
お
り
、『
現
代
生
活
の
画
家
』
は
こ
う
し
た
関
心
の
集
大
成
だ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
こ
の
論
考
で
、「
モ
デ
ル
ニ
テ
」
と
い
う
語
を
提
起
し

た
の
は
、主
題
や
モ
チ
ー
フ
で
は
な
く
、「
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
、消
え
や
す
い
も
の
、

偶
然
的
な
も
の
」
そ
の
も
の
の
表
現
を
問
お
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
彼

は
同
じ
批
評
で
、「
現
在
の
表
現
を
見
て
、
私
た
ち
が
味
わ
う
歓
び
は
、
現
在
が

身
に
ま
と
う
こ
と
の
で
き
る
美
か
ら
生
ま
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
現
在
と
い
う
、

そ
の
本
質
的
な
特
性
に
も
よ
る
」19

と
、
や
や
回
り
く
ど
い
言
い
方
を
し
て
、
こ

の
点
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、「
外
界
の
事
物
が
見
せ
る
日
々
の
変
貌
の
中
に

は
急
速
な
動
き
が
あ
る
か
ら
、
芸
術
家
も
、
そ
れ
に
応
じ
た
素
早
い
腕
前
が
な
く

て
は
か
な
わ
な
い
」20

と
述
べ
た
の
も
、
論
点
が
、
モ
チ
ー
フ
か
ら
表
現
の
レ
ベ

ル
に
移
行
し
て
い
る
ゆ
え
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
展
評
と
『
現

代
生
活
の
画
家
』
は
き
わ
め
て
近
い
時
期
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

は
、前
者
で
は
「
最
も
不
安
定
で
、最
も
捉
え
が
た
い
も
の
」
に
、後
者
で
は
、「
移

ろ
い
ゆ
く
も
の
、消
え
や
す
い
も
の
、偶
然
的
な
も
の
」
に
焦
点
を
当
て
た
の
だ
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
、
前
者
は
波
や
雲
と
い
っ
た
自
然
現
象
、
後
者
は
都
市
の
現
代
生

活
で
あ
り
、
主
題
は
全
く
異
な
る
。
だ
が
、
一
八
五
八
―
五
九
年
頃
と
推
定
さ
れ

る
遺
稿
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
認
め
ら
れ
る
。「
大
都
市
の
中
で
感
じ
ら
れ

る
眩
暈
は
、
自
然
の
内
部
で
体
感
す
る
眩
暈
に
類
似
す
る
」21

。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

は
大
都
市
と
自
然
の
い
ず
れ
に
も
「
眩
暈
」[le vertige]

を
感
じ
て
お
り
、
そ
れ

は
、「
最
も
不
安
定
で
、
最
も
捉
え
が
た
い
も
の
」
や
「
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
、
消

え
や
す
い
も
の
、
偶
然
的
な
も
の
」
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
取
り
上
げ
た
長
い
一
文
の
後
半
部
分
に
は
、「
い
ず
れ
も
、

必
ず
端
の
方
に
、
日
付
と
時
刻
と
風
向
き
と
が
書
き
込
ま
れ
て
あ
る
」
と
記
さ
れ

て
い
た
。こ
の
記
述
は
、「
ブ
ー
ダ
ン
氏
の
観
察
が
い
か
に
正
確
な
も
の
で
あ
る
か
」

を
強
調
す
る
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。だ
が
、こ
う
し
た
画
家
の
メ
モ
を
め
ぐ
る
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
の
文
章
は
詳
細
で
あ
り
、
彼
の
批
評
文
が
章
全
体
の
論
調
か
ら
ず
れ
始

め
る
分
岐
点
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
直
後
に
、「
私
は
何
も
誇
張
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
私
は
見
た
の
だ
」
と
述
べ
、
ブ
ー
ダ
ン
を
称
賛
す
る
熱
意
が

一
気
に
高
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
画
家
の
ア
ト
リ
エ
で
、
数
多
く
の

習
作
を
見
て
ゆ
く
中
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
何
を
感
じ
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼

は
『
現
代
生
活
の
画
家
』
の
中
で
、「
完
全
な
遊
歩
者
に
と
っ
て
、
情
熱
的
な
観

察
者
に
と
っ
て
、
数
の
中
に
、
波
打
つ
も
の
の
中
に
、
逃
れ
ゆ
く
も
の
の
中
に
、

限
り
な
い
も
の
の
中
に
住
ま
い
を
定
め
る
こ
と
は
、果
て
し
も
な
い
快
楽
で
あ
る
」

と
記
し
、「
こ
れ
は
、
飽
き
る
こ
と
な
く
〈
非
我
〉
を
求
め
る
〈
自
我
〉[un m

oi 

insatiable du non-m
oi]

で
あ
る
」22

と
要
約
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
は
、
日
付
と
時
刻
と
風
向
き
と
が
書
き
込
ま
れ
た
ブ
ー
ダ
ン
の
習
作
を
一
点
ず

つ
見
て
ゆ
く
中
で
、絶
え
間
な
く
変
化
す
る
自
然
と
向
か
い
合
う
画
家
の
姿
勢
に
、

「
非
我
」
に
近
づ
い
て
ゆ
く
観
察
者
の
精
神
を
見
出
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
こ
れ
ら
の
美
術
批
評
を
執
筆
し
た
時
期
は
、
彼
が
散
文
詩
と

い
う
新
し
い
詩
の
形
式
を
模
索
し
始
め
た
時
期
に
近
接
す
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

が
散
文
詩
を
ま
と
め
て
発
表
し
た
の
は
、
一
八
六
二
年
八
月
二
六
日
号
の
『
プ
レ

ス
』
に
掲
載
さ
れ
た
九
点
だ
っ
た
。
同
時
に
「
ア
ル
セ
ー
ヌ･

ウ
ー
セ
イ
に
寄
す
」

と
題
さ
れ
た
序
文
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。「
律
動
と
脚
韻
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が
な
く
と
も
充
分
に
音
楽
的
で
あ
り
、
魂
の
抒
情
的
な
運
動
に
も
空
想
の
波
動
に

も
、
意
識
の
飛
躍
に
も
適
す
る
よ
う
な
、
柔
軟
で
無
骨
な
詩
的
散
文
の
奇
跡
と
い

う
も
の
を
、
野
望
に
満
ち
た
若
い
日
々
に
夢
見
な
か
っ
た
者
が
一
人
と
し
て
あ
る

で
し
ょ
う
か
」23

。「
運
動
」「
波
動
」「
飛
躍
」
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
、
絶

え
間
な
く
運
動
す
る
も
の
に
対
す
る
関
心
こ
そ
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
散
文
詩
の

制
作
を
促
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
九
点
の
散
文
詩
に
は
、
オ
ン
フ
ル
ー
ル
で
制
作

さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
。そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
、「
芸
術
家
の〈
告

白
の
祈
り
〉」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

限
り
な
い
空
に
、
ま
た
限
り
な
い
海
に
、
遠
く
視
線
を
さ
ま
よ
わ
す
者
が

感
じ
る
、
あ
の
至
上
の
幸
福
！　

孤
独
、
静
寂
、
較
べ
る
も
の
の
な
い
純

潔
な
蒼
穹
！　

水
平
線
の
彼
方
に
小
さ
な
白
帆
が
ふ
る
え
て
い
る
。
そ
の

微
小
、
そ
の
孤
独
は
、
何
の
慰
め
も
な
い
私
の
存
在
と
何
と
似
て
い
る
こ

と
か
。
さ
ら
に
、
波
の
単
調
な
旋
律
。
す
べ
て
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
私
を

通
し
て
思
考
す
る
。
あ
る
い
は
、
私
は
こ
れ
ら
の
も
の
を
通
し
て
思
考
す

る
（
果
て
し
な
い
夢
想
の
う
ち
に
沈
む
と
き
、
自
我
は
直
ち
に
消
滅
し
て

し
ま
う
か
ら
！
）。24

詩
人
は
港
の
微
小
な
動
き
に
目
を
向
け
、「
小
さ
な
白
帆
の
ふ
る
え
」
や
「
波
の

単
調
な
旋
律
」
は
彼
を
通
し
て
思
考
す
る
。
オ
ン
フ
ル
ー
ル
と
い
う
土
地
や
、
こ

の
地
で
ブ
ー
ダ
ン
の
パ
ス
テ
ル
習
作
を
見
た
経
験
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
模
索
し

た
散
文
詩
の
形
成
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
た
か
は
、
容
易
に
は
判
断
で
き
な

い
。
た
だ
、「
最
も
不
安
定
で
、
最
も
捉
え
が
た
い
も
の
」
を
い
か
に
表
現
す
る

の
か
が
、
詩
人
自
身
の
問
題
だ
っ
た
こ
と
は
充
分
に
窺
わ
れ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

が
一
八
五
九
年
の
サ
ロ
ン
展
評
で
、
章
全
体
の
論
調
を
逸
脱
し
て
ま
で
ブ
ー
ダ
ン

の
習
作
群
を
称
賛
し
た
の
は
、
そ
こ
に
、
詩
人
自
身
の
課
題
と
重
な
り
合
う
共
感

を
抱
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
先
に
引
い
た
「
芸
術
家
の
〈
告
白

の
祈
り
〉」
の
最
終
部
は
こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。「
美
の
探
求
と
は
、
芸
術
家
が
敗

れ
去
る
前
に
恐
怖
の
叫
び
を
も
ら
す
決
闘
な
の
だ
」25

。
芸
術
制
作
の
内
奧
に
お

い
て
、「
自
我
は
直
ち
に
消
滅
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
邂
逅
は
、
恐
怖
を
伴
っ
た

対
峙
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

三
．
マ
ネ
の
絵
に
贈
ら
れ
た
四
行
詩

マ
ネ
（Edouard M

anet 1832 -1883

）
が
一
八
六
二
年
に
制
作
し
た
《
ロ
ー

ラ･

ド･

ヴ
ァ
ラ
ン
ス
》（
図
８
）
は
、
彼
の
初
期
を
代
表
す
る
一
点
で
あ
る
。

ロ
ー
ラ
は
ス
ペ
イ
ン
舞
踊
団
の
主
役
ダ
ン
サ
ー
で
、
一
行
は
パ
リ
で
一
八
六
二
年

八
月
か
ら
十
一
月
ま
で
興
行
し
、
人
気
を
博
し
た
。
作
品
は
一
八
六
三
年
の
サ
ロ

ン
展
直
前
に
マ
ル
テ
ィ
ネ
画
廊
で
開
催
さ
れ
た
個
展
に
展
示
さ
れ
た
（
同
年
に
は

マ
ネ
の
《
草
上
の
昼
食
》
が
落
選
者
展
で
非
難
を
浴
び
る
）。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は

一
八
六
二
年
に
、「
マ
ネ
氏
は
前
年
の
サ
ロ
ン
展
で
話
題
を
集
め
た《
ギ
タ
ー
弾
き
》

の
作
者
で
あ
る
。
次
の
サ
ロ
ン
展
で
は
、
最
も
強
烈
な
ス
ペ
イ
ン
風
の
味
わ
い
を

帯
び
た
彼
の
絵
が
何
点
も
見
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
記
し
、「
現
代
的
な
現
実

に
つ
い
て
徹
底
し
た
関
心
を
寄
せ
て
い
る
」26

と
指
摘
し
て
い
る
。
彼
は
マ
ネ
を

評
価
し
て
い
た
が
、
結
局
、
マ
ネ
に
対
す
る
批
評
は
こ
の
短
い
言
及
で
終
わ
る
こ

と
に
な
る
。
た
だ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
《
ロ
ー
ラ･

ド･

ヴ
ァ
ラ
ン
ス
》
に
四
行

詩
を
贈
っ
て
い
る
。
詩
は
一
八
六
二
年
に
制
作
さ
れ
、
翌
年
に
銅
版
画
協
会
が
こ

の
絵
の
エ
ッ
チ
ン
グ
複
製
を
発
行
し
た
折
、
版
画
の
下
に
掲
載
さ
れ
た
。
四
行
詩

は
そ
の
後
、『
漂
着
物
』（
一
八
六
六
年
）
に
収
録
さ
れ
、
詩
人
の
死
の
翌
年
に
刊
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行
さ
れ
た
『
悪
の
華
』［
第
三
版
］（
一
八
六
八
年
）
に
収
め
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

詩
を
引
こ
う
。

い
た
る
と
こ
ろ
に
出
会
う　

か
く
も
多
く
の
美
女
の
間
に
、

欲
望
の
揺
れ
迷
う
こ
と
は
、
友
ら
よ
、
私
も
理
解
す
る
。

さ
あ
れ
、
見
た
ま
え
、
ロ
ー
ラ･

ド･

ヴ
ァ
ラ
ン
ス
の
う
ち
に
き
ら
め
く

薔
薇
色
と
黒
の
宝
石
の
、
思
い
が
け
な
い
魅
惑
を
。

「
ロ
ー
ラ･

ド･

ヴ
ァ
ラ
ン
ス
」27

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
マ
ネ
の
絵
に
描
か
れ
た
ロ
ー
ラ
に
つ
い
て
、「
薔
薇
色
と
黒

の
宝
石
の
、思
い
が
け
な
い
魅
惑
」
と
記
す
。
画
面
で
は
中
央
に
ロ
ー
ラ
が
立
ち
、

視
線
を
や
や
左
下
方
向
に
向
け
て
い
る
も
の
の
、
顔
に
微
か
に
笑
み
を
浮
か
べ
て

い
る
。
衣
装
は
黒
地
に
赤
や
黄
、
緑
色
が
鮮
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
見
せ
る
。

そ
し
て
ス
カ
ー
ト
の
裾
と
中
ほ
ど
と
、
上
半
身
を
覆
う
薄
い
ヴ
ェ
ー
ル
の
上
に
赤

い
玉
飾
り
が
連
な
る
。
黒
髪
に
黒
い
眉
、
薔
薇
色
の
唇
と
頬
、
左
の
耳
元
に
は
淡

い
ピ
ン
ク
の
花
飾
り
を
付
け
る
。四
行
詩
に
記
さ
れ
た「
薔
薇
色
と
黒
の
宝
石
」は
、

こ
れ
ら
の
配
色
が
喚
起
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
詩
が
『
漂
着
物
』
に
収

め
ら
れ
た
折
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
「
刊
行
者
の
注
」
と
い
う
形
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

こ
の
詩
句
は
、
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル･

マ
ネ
氏
が
描
い
た
ス
ペ
イ
ン
の
舞
姫

ロ
ー
ラ
嬢
の
素
晴
ら
し
い
肖
像
、
す
な
わ
ち
同
じ
画
家
に
よ
る
他
の
作
品

と
同
様
に
、騒
ぎ
を
引
き
起
こ
し
た
絵
に
対
す
る
讃
辞
と
し
て
記
さ
れ
た
。

シ
ャ
ル
ル･

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
氏
の
詩
句
は
、
多
く
の
人
々
か
ら
疑
い
深
い

眼
で
見
ら
れ
て
お
り
、
今
回
も
、「
薔
薇
色
と
黒
の
宝
石
」
の
中
に
猥
雑

な
意
味
を
嗅
ぎ
つ
け
よ
う
と
す
る
、
酒
場
の
批
評
家
た
ち
が
い
た
。
私
た

ち
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
詩
人
は
た
だ
、
華
や
か
さ
と
暗
さ
を
合
わ
せ
も
つ

一
人
の
美
女
が
、「
薔
薇
色
」
と
「
黒
」
の
組
み
合
わ
せ
を
思
わ
せ
た
、

と
表
明
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。28

こ
の
文
章
か
ら
判
断
す
る
と
、「
薔
薇
色
と
黒
の
宝
石
」
は
衣
装
や
頭
部
の
色
の

組
み
合
わ
せ
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、む
し
ろ
彼
女
が
も
つ
「
華
や
か
さ
と
暗
さ
」

を
暗
示
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
当
時
、ス
ペ
イ
ン
趣
味
が
流
行
し
て
い
た（
例

え
ば
、
一
八
四
五
年
の
メ
リ
メ
の
小
説
『
カ
ル
メ
ン
』
は
多
く
の
読
者
を
得
る
）。

マ
ネ
の
絵
に
も
そ
う
し
た
傾
向
が
見
ら
れ
、
そ
の
点
に
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
共
感
を

覚
え
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
触
れ
た
マ
ネ
評
に
も
窺
わ
れ
る
。「
薔
薇
色
と
黒
の

宝
石
」は
、ス
ペ
イ
ン
女
性
に
見
出
さ
れ
た
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
官
能
性
の
典
型
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
マ
ネ
の
絵
に
寄
せ
た
四
行
詩
。
こ
の
短
い
詩
の
中
に
、
二
つ

の
動
き
が
交
差
す
る
。ひ
と
つ
は
ロ
ー
ラ
が
見
せ
る
も
の
で
あ
り（「
き
ら
め
く
」）、

も
う
ひ
と
つ
は
都
市
の
中
に
現
れ
る
（「
出
会
う
」「
揺
れ
迷
う
」）。
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
は
都
市
の
魅
力
に
つ
い
て
、「
そ
こ
に
結
ば
れ
る
無
数
の
関
係
の
錯
綜
」29

と

記
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
大
都
市
に
は
互
い
に
無
名
の
、
数
知
れ
ぬ
人
び
と
が
行

き
か
う
。
こ
の
よ
う
な
都
市
の
特
質
が
、
先
に
紹
介
し
た
、「
数
の
中
に
、
波
打

つ
も
の
の
中
に
、
逃
れ
ゆ
く
も
の
の
中
に
、
限
り
な
い
も
の
の
中
に
住
ま
い
を
定

め
る
」
遊
歩
者
（『
現
代
生
活
の
画
家
』）
を
生
む
。
ス
ペ
イ
ン
の
舞
姫
と
パ
リ
、

二
つ
の
動
き
が
響
き
合
い
交
差
す
る
中
で
、
ロ
ー
ラ･

ド･

ヴ
ァ
ラ
ン
ス
と
い
う

一
人
の
舞
姫
が
見
せ
る
き
ら
め
き
は
、「
薔
薇
色
と
黒
の
宝
石
」
に
変
じ
る
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
マ
ネ
の
絵
に
描
か
れ
た
ロ
ー
ラ
は
踊
る
姿
で
は
な
く
、
微
笑

み
を
秘
め
て
画
面
中
央
に
佇
む
。
動
き
を
呼
び
起
こ
す
も
の
が
絵
画
の
側
に
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
大
胆
な
筆
触
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
筆
触
は
、
黒
地

の
衣
装
が
見
せ
る
鮮
や
か
な
色
彩
の
対
比
を
作
り
出
し
、
薄
い
ヴ
ェ
ー
ル
と
足
元
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の
ピ
ン
ク
の
バ
レ
ー･

シ
ュ
ー
ズ
に
映
る
光
の
効
果
を
描
き
出
し
て
い
る
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
す
で
に
『
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
展
』
の
中
で
筆
触
に
着
目

し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
彼
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素

［
注
：
運
動
、
色
彩
、
雰
囲
気
］
は
必
然
的
に
、
お
ぼ
ろ
げ
な
輪
郭
、
軽
や
か
で

漂
う
よ
う
な
線
、
大
胆
な
筆
触
を
要
求
す
る
」30

。
そ
し
て
一
八
六
三
年
の
ド
ラ

ク
ロ
ワ
論
で
は
、「
生
ま
れ
な
が
ら
の
素
描
家
（
子
供
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
）
は
、

静
か
な
、
あ
る
い
は
運
動
す
る
自
然
の
中
に
あ
る
種
の
う
ね
り
を
観
察
し
、
そ
こ

に
一
種
の
官
能
性
を
感
じ
と
る
」31

と
記
す
。
運
動
を
重
視
す
る
こ
と
が
筆
触
表

現
を
促
し
、
ま
た
筆
触
は
見
る
者
に
動
き
を
喚
起
す
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
さ
ら

に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
芸
術
の
中
で
色
彩
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
完
成
す

る
運
命
を
担
っ
た
子
供
が
い
る
。
彼
は
、
二
つ
の
色
調
の
ぶ
つ
か
り
合
い
や
、
調

和
の
と
れ
た
和
合
、
及
び
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
歓
び
な
ど
を
通
し
て
、
無
限
に
多

様
な
色
彩
結
合
の
科
学
を
学
ぶ
」32

（
彼
が
こ
こ
で
二
度
に
わ
た
っ
て
、「
子
供
」

を
喩
え
に
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
絵
画
の
フ
ォ
ル

ム
に
対
す
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
認
識
は
、
次
の
一
文
に
集
約
さ
れ
る
。「
正
確
に

い
え
ば
、
自
然
の
中
に
は
線
も
色
彩
も
な
い
。
線
や
色
彩
を
創
り
出
す
の
は
人
間

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
抽
象
的
な
も
の
で
あ
り
、
同
じ
根
源
か
ら
発
し
、

等
し
く
高
貴
な
も
の
で
あ
る
」33

。
こ
の
文
章
に
は
、
フ
ォ
ル
ム
の
自
律
性
に
つ

い
て
の
鋭
い
洞
察
が
示
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
主
に
ド
ラ

ク
ロ
ワ
の
絵
画
に
関
す
る
考
察
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
新
古
典

主
義
が
絵
画
の
根
幹
を
デ
ッ
サ
ン
の
線
に
求
め
た
こ
と
に
対
す
る
反
論
で
も
あ
っ

た
。
そ
れ
ら
は
マ
ネ
の
絵
画
に
繋
が
る
と
は
い
え
、
両
者
を
隔
て
る
も
の
も
あ
る

だ
ろ
う
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
一
八
五
五
年
に
ク
ー
ル
ベ
の
絵
画

に
見
ら
れ
る
描
写
の
特
質
に
目
を
向
け
、「
実
証
的
な
頑
丈
さ
」[leur solidité 

positive]

と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ク
ー
ル
ベ
が
掲
げ
た
レ
ア
リ
ス
ム
は
、

現
実
を
通
し
て
、
主
題
が
も
つ
階
層
秩
序
を
侵
犯
す
る
も
の
だ
っ
た
が
、
彼
に
は

も
う
ひ
と
つ
の
現
実
、
す
な
わ
ち
絵
画
と
い
う
現
実
を
形
作
る
絵
の
具
に
対
す
る

意
識
が
認
め
ら
れ
る
。《
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
肖
像
》
に
お
け
る
描
写
（
詩
人
よ
り

も
、
机
や
そ
の
上
の
事
物
に
顕
著
）
は
、
こ
う
し
た
絵
の
具
の
マ
チ
エ
ー
ル
（
物

質
）に
関
す
る
意
識
と
不
可
分
で
あ
る
。
羽
根
ペ
ン
な
ど
の
個
々
の
モ
チ
ー
フ
は
、

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
像
主
の
職
業
を
説
明
す
る
よ
り
も
、
事
物
と
し
て
そ
こ
に
在
る

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
た
だ
、
絵
の
具
の
物
質
性
に
対
す
る
意
識
は
、
ク
ー
ル

ベ
の
絵
画
に
お
い
て
は
堅
牢
な
描
写
に
収
斂
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
や
が
て
絵
画

は
、
マ
チ
エ
ー
ル
そ
の
も
の
の
実
在
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
ド
ラ
ク
ロ
ワ

と
マ
ネ
を
隔
て
る
の
は
、
絵
の
具
の
実
在
に
関
す
る
認
識
の
違
い
だ
っ
た
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。34

四
．
結
び
に
か
え
て

ゾ
ラ
（Ém

ile Zola 1840 -1902

）
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
マ
ネ
の
絵
に
贈
っ

た
四
行
詩
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
詩
を
弁
護
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
私
に
は
、
こ
の
芸
術
家
［
注
：

マ
ネ
］
の
人
と
な
り
に
関
す
る
韻
文
形
式
の
批
評
と
い
う
美
点
を
も
っ
て

い
る
。
私
が
テ
キ
ス
ト
を
歪
め
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、

《
ロ
ー
ラ･

ド･

ヴ
ァ
ラ
ン
ス
》
が
薔
薇
色
と
黒
の
宝
石
だ
と
い
う
の
は
、

完
全
に
真
実
で
あ
る
。
画
家
は
も
は
や
色
斑
だ
け
で
処
理
し
て
お
り
、
こ
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の
ス
ペ
イ
ン
女
性
は
、
生
き
生
き
と
し
た
色
彩
対
比
を
通
し
て
大
ま
か
に

描
か
れ
て
い
る
。
画
布
全
体
は
二
つ
の
色
合
い
で
覆
わ
れ
て
い
る
の
だ
。35

こ
の
文
章
は
、
一
八
六
七
年
に
開
催
さ
れ
た
マ
ネ
の
個
展
の
折
に
刊
行
さ
れ
た

冊
子
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
彼
は
同
年
に
最
初
の
長
編
小
説
『
テ
レ
ー
ズ･

ラ
カ
ン
』
を
発
表
）。
ゾ
ラ
は
前
年
の
一
八
六
六
年
に
文
筆
活
動
に
専
念
す
る
よ

う
に
な
り
、
ち
ょ
う
ど
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
、
美
術
批
評
を

積
極
的
に
手
が
け
始
め
た
。
彼
は
同
年
の
サ
ロ
ン
展
評
で
、
落
選
し
た
マ
ネ
を

あ
え
て
取
り
上
げ
て
擁
護
し
た
の
だ
っ
た
。「
私
が
好
む
作
品
は
、
ま
ぎ
れ
も
な

く
《
笛
を
吹
く
少
年
》、
今
年
落
選
し
た
絵
で
あ
る
。［
…
…
］
彼
［
注
：
マ
ネ
］

の
全
存
在
が
、
色
斑
を
通
し
て
、
す
な
わ
ち
簡
潔
で
活
気
に
富
む
断
片
を
通
し

て
見
る
よ
う
に
、
彼
を
促
し
て
い
る
。
マ
ネ
氏
に
つ
い
て
、
こ
う
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
彼
は
的
確
な
色
調
を
探
し
出
し
、
そ
れ
ら
を
画
布
に
配
置
す
れ
ば
満

足
な
の
だ
と
。
画
布
は
こ
う
し
て
、
堅
固
で
力
強
い
一
枚
の
絵
画
で
覆
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
」36

。
こ
の
文
章
と
、
先
に
引
い
た
翌
年
の
マ
ネ
論
の
い
ず
れ
に
も

認
め
ら
れ
る
「
色
斑
」[tache]

の
語
は
、当
時
の
美
術
批
評
で
「
筆
触
」[touche]

と
並
ん
で
使
用
さ
れ
た
が
、「
染
み
」「
汚
れ
」
が
第
一
義
で
あ
り
、否
定
的
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
伴
う
語
に
他
な
ら
な
か
っ
た

37

。
ゾ
ラ
は
こ
の
語
を
あ
え
て
肯
定
的
に

（
戦
略
的
に
と
い
っ
て
も
良
い
）
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
の
目
を
マ
ネ
絵

画
の
特
質
、
す
な
わ
ち
マ
チ
エ
ー
ル
に
根
差
し
た
大
胆
で
簡
潔
な
色
彩
表
現
に
向

け
さ
せ
た
の
だ
と
い
え
る

38

。
そ
し
て
ゾ
ラ
は
一
八
六
六
年
の
サ
ロ
ン
展
評
で
は
、

マ
ネ
の
作
品
が
提
起
し
た
も
の
を
、「
画
布
は
こ
う
し
て
、
堅
固
で
力
強
い
一
枚

の
絵
画
で
覆
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
」[la toile se couvre ainsi d’une peinture 

solide et forte]

と
要
約
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
絵
画
」
と
訳
し
た
「peinture

」

の
語
は
、「
塗
料
」「
ペ
ン
キ
」、
あ
る
い
は
「
塗
装
」
や
「
彩
色
」
を
も
意
味
す

る
39

。
絵
画
は
、
物
質
と
し
て
の
絵
の
具
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
マ
ネ
を
評
価
し
な
が
ら
も
、残
念
な
こ
と
に
ま
と
ま
っ

た
考
察
を
述
べ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。詩
人
の
擁
護
を
期
待
す
る
マ
ネ
に
対
し
て
、

彼
は
一
八
六
五
年
の
書
簡
に
こ
う
記
す
。

私
が
言
い
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
［
注
：
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
や
シ
ャ

ト
ー
ブ
リ
ア
ン
］
は
各
々
の
分
野
で
、
し
か
も
き
わ
め
て
豊
か
な
一
世
界

に
お
け
る
典
型
な
の
で
あ
り
、
一
方
、
あ
な
た
は
「
あ
な
た
の
芸
術
の
衰

退
に
お
け
る
最
初
の
人
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。40

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
一
八
四
六
年
の
サ
ロ
ン
展
評
に
、「
偉
大
な
伝
統
が
失
わ
れ
、

新
し
い
伝
統
は
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
」41

と
記
し
て
い
た
。
マ
ネ
宛
書
簡
の

一
文
に
は
、
時
代
に
対
す
る
彼
の
苦
い
認
識
が
窺
わ
れ
る
。「
あ
な
た
の
芸
術
の

衰
退
に
お
け
る
最
初
の
人
」[le prem

ier dans la décrépitude de votre art]

と

い
う
指
摘
は
、
マ
ネ
に
対
す
る
批
判
で
は
な
く
、
こ
の
認
識
に
立
っ
て
、
彼
の
芸

術
を
位
置
づ
け
た
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
一
八
四
〇
年
代
か
ら

一
八
六
〇
年
代
に
か
け
て
、同
時
代
の
美
術
と
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
を
も
っ
た
が
、

彼
の
美
術
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図１：	 ギュスターヴ ･クールベ
	 《ボードレールの肖像》
	 1848 年頃
	 カンヴァス／油彩　53× 61cm
	 モンペリエ／ファーブル美術館

図 3：	 シャルル ･ボードレール
	 《自画像》
	 1844 年頃
	 紙／水彩
	 パリ／個人蔵

図 2：	 エミール ･ドロワ
	 《ボードレールの肖像》
	 1843 － 44年頃　部分
	 カンヴァス／油彩　80× 65cm
	 ヴェルサイユ／国立美術館

図 4：	 ミニアチュールの写真
	 「寄宿学校時代のボードレール」
	 1834 年頃　部分
	 ローザンヌ／個人蔵
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図 5：	 写真資料
	 「ジュジュ荘」
	 オンフルール
	 中央に座るのがボードレールの母

図 7：	 ウジェーヌ ･ブーダン
	 《青い空、白い雲》
	 1859 年頃
	 紙／パステル　16.2 × 21cm
	 オンフルール／ブーダン美術館

図 6：	 写真資料
	 「ジュジュ荘」跡
	 オンフルール

図 8：	 エドゥアール ･マネ
	 《ローラ ･ド ･ヴァランス》
	 1862 年
	 カンヴァス／油彩　123× 92cm
	 パリ／オルセー美術館


