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415 ラ・フォン・ド・サン＝ティエンヌ『考察』の研究（2）

ラ
・
フ
ォ
ン
・
ド
・
サ
ン
＝

テ
ィ
エ
ン
ヌ
『
考
察
』
の
研
究
（
2
）

――
物
語
画
の
衰
退
――

田　

中　
　

佳

は
じ
め
に

本
稿
は
、「
ラ
・
フ
ォ
ン
・
ド
・
サ
ン
＝
テ
ィ
エ
ン
ヌ
『
考
察
』
の
研
究
（
1
）
――
出
版
の
背
景
――
」（『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀

要
』、
第
五
四
号
掲
載
）
の
続
編
で
あ
る
。
前
編
で
は
、『
フ
ラ
ン
ス
の
絵
画
の
現
状
の
諸
原
因
に
関
す
る
考
察
）
1
（

』（
以
下
、『
考
察
』
と
略
）

の
著
者
で
あ
る
ラ
・
フ
ォ
ン
・
ド
・
サ
ン
＝
テ
ィ
エ
ン
ヌ
（LA

 FO
N

T
 D

E
 SA

IN
T

-Y
E

N
N

E
, É

tienne; 1688

―1771,  

以
下
「
ラ
・
フ
ォ

ン
」
と
略
）
の
生
涯
と
出
版
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
う
え
で
、
同
書
の
序
文
と
導
入
部
分
の
翻
訳
に
解
題
を
加
え
た
。
本
稿
で
は
、
こ

れ
に
続
く
部
分
に
つ
い
て
、
同
じ
く
解
題
を
交
え
な
が
ら
翻
訳
を
試
み
た
い
。
な
お
本
稿
で
試
み
た
翻
訳
は
、
前
編
と
同
様
に
、
原
則
と
し

て
ス
ラ
ト
キ
ン
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
を
定
本
と
し
て
い
る
）
2
（

。
以
下
の
引
用
で
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
注
に
示
す
ペ
ー
ジ
番
号
は
同
版
の

も
の
と
す
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
デ
モ
リ
ス
版
と
ジ
ョ
レ
版
も
参
照
し
た
）
3
（

。
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1
．
主
題
の
選
択

前
編
で
検
討
し
た
導
入
部
分
で
、
ラ
・
フ
ォ
ン
は
本
書
の
立
ち
位
置
を
明
示
し
た
後
で
、
よ
う
や
く
本
題
に
入
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち

「
フ
ラ
ン
ス
の
絵
画
の
現
状
の
諸
原
因
」
の
分
析
で
あ
る
。
ラ
・
フ
ォ
ン
は
導
入
部
分
で
、「
助
言
や
批
判
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
な
く
、
第

一
級
の
名
声
に
到
達
す
る
作
家
は
稀
で
あ
る
）
4
（

」
と
述
べ
、
画
家
仲
間
だ
け
で
は
な
く
「
公
明
で
良
識
の
あ
る
観
者
」
＝
「
公
衆
」
の
意
見
に

耳
を
傾
け
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
以
下
の
部
分
で
は
、
今
度
は
画
家
自
身
の
問
題
点
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
き
ほ
ど
私
が
述
べ
た
第
一
級
の
名
声
に
、
未
だ
到
達
で
き
な
い
画
家
た
ち
が
何
人
も
い
る
が
、
そ
れ
は
彼
ら
が
主
題
の
選

択
に
失
敗
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
物
語
画
に
充
分
に
精
通
し
て
い
な
い
画
家
た
ち
が
決
ま
っ
て
乗
り
上
げ
る
暗
礁

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
自
ら
の
力
を
過
信
し
て
才
能
の
限
界
に
気
づ
か
ず
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
成
功
し
た
い
と
思
う
画
家

た
ち
が
陥
る
危
険
で
あ
る
。
こ
れ
は
多
く
の
場
合
、
自
惚
れ
が
過
ぎ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
思
い
で
あ
り
、
ま
た
自
身
の
専
門
と

は
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
で
同
輩
が
収
め
た
成
功
に
対
し
て
抱
く
、
さ
も
し
い
妬
み
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
才
能
あ
る
人
物

に
対
す
る
こ
の
実
に
軽
蔑
す
べ
き
嫉
妬
心
は
、
傲
慢
か
ら
生
ま
れ
た
醜
い
娘
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
凡
庸
さ
の
妹
で
あ
る
。
こ
の

嫉
妬
心
が
、
あ
ら
ゆ
る
主
題
を
扱
っ
て
万
能
の
天
才
と
認
め
ら
れ
よ
う
と
目
論
ん
だ
優
れ
た
文
筆
家
た
ち
の
心
を
、
ど
れ
ほ
ど

誘
惑
し
た
こ
と
か
。
前
世
紀
に
第
一
級
の
才
人
と
さ
れ
﹇
原
注
）
5
（

﹈、
今
な
お
名
声
を
保
つ
幸
運
に
恵
ま
れ
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン

ル
で
名
の
売
れ
た
人
物
が
、
多
く
の
悪
し
き
模
倣
者
た
ち
を
生
ん
だ
。
こ
の
模
倣
者
た
ち
が
、
自
ら
の
能
力
の
及
ぶ
範
囲
で
身

を
固
め
て
い
た
な
ら
ば
、
翻
っ
て
彼
ら
自
身
が
手
本
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
）
6
（

。
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画
家
同
士
の
「
嫉
妬
心
」
が
な
ぜ
主
題
の
問
題
と
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
当
時
の
王
立
絵
画
彫

刻
ア
カ
デ
ミ
ー
（A

cadém
ie royale de peinture et de sculpture

）
の
制
度
を
知
る
必
要
が
あ
る
）
7
（

。
同
業
者
組
合
と
の
対
立
関
係
の
中
で

一
六
四
八
年
に
設
立
さ
れ
た
同
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
絵
画
や
彫
刻
を
職
人
の
手
仕
事
か
ら
自
由
学
芸
の
列
に
連
な
る
知
的
な
領
域
へ
と
引
き
上

げ
る
べ
く
、
制
作
上
の
理
論
を
練
り
上
げ
、
こ
れ
を
制
度
に
反
映
さ
せ
た
。
そ
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
絵
画
に
お
け
る
「
ジ
ャ
ン
ル

の
位
階
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ア
カ
デ
ミ
ー
の
会
員
に
な
る
た
め
に
は
入
会
作
品
の
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
画
題
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
入
会
者
は
「
○
○
画
の
画
家
」
と
し
て
認
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
主
題
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
明
確
な

序
列
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
聖
書
や
神
話
、
古
代
史
な
ど
を
題
材
と
す
る
物
語
画
が
そ
の
頂
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
）
8
（

、
人
物
を
描
く
肖
像
画
が

こ
れ
に
続
き
、
果
物
や
花
や
食
器
な
ど
を
描
く
静
物
画
や
、
同
時
代
の
日
常
的
な
情
景
を
描
い
た
風
俗
画
、
そ
し
て
風
景
画
な
ど
は
下
位
の

ジ
ャ
ン
ル
と
さ
れ
た
）
9
（

。
主
題
を
選
択
す
る
時
点
で
一
定
の
知
識
が
必
要
と
さ
れ
る
物
語
画
の
制
作
は
、
過
去
の
作
例
や
さ
ま
ざ
ま
な
規
則
を

念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
実
際
に
は
目
に
し
た
こ
と
の
な
い
場
面
を
創
意
に
よ
っ
て
巧
み
に
構
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
最
も
知
的

な
作
業
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
知
的
な
絵
画
を
制
作
す
る
能
力
の
あ
る
者
だ
け
が
教
授
の
地
位
に
就
く
こ
と
が
で
き
、
院
長
を
は
じ
め

と
す
る
要
職
は
、
す
べ
て
物
語
画
家
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
物
語
画
家
で
あ
れ
ば
、
肖
像
や
風
景
な
ど
、
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
絵
画
も

難
な
く
手
が
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
下
位
の
ジ
ャ
ン
ル
の
画
家
が
物
語
画
に
挑
む
こ
と
は
、
事
実
上
、
難
し
か
っ
た
。
ラ
・
フ
ォ
ン
が
い

う
「
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
成
功
し
た
い
と
思
う
画
家
」
は
、
実
際
に
は
物
語
画
家
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る

の
は
、
お
そ
ら
く
物
語
画
家
と
し
て
の
力
量
が
な
い
下
位
の
画
家
か
、
あ
る
い
は
力
量
が
不
十
分
な
物
語
画
家
で
、
複
数
の
ジ
ャ
ン
ル
で
の

成
功
を
望
む
者
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ラ
・
フ
ォ
ン
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
ジ
ャ
ン
ル
の
位
階
で
最
高
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
物
語
画
に
強
い
思
い
入
れ
を
持
っ
て
お
り
、『
考
察
』

の
タ
イ
ト
ル
と
も
な
っ
て
い
る
「
フ
ラ
ン
ス
の
絵
画
の
現
状
」
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
物
語
画
の
現
状
の
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
れ
が
衰
退
の
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途
を
辿
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
、
つ
ね
に
本
書
の
底
流
に
あ
る
。
続
く
部
分
は
、
ほ
と
ん
ど
物
語
画
家
の
み
に
関
す
る
記
述
と
な
っ
て
お

り
、
ラ
・
フ
ォ
ン
は
ま
ず
、
物
語
画
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
持
論
を
展
開
す
る
。
第
一
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
物
語
画
家
た
ち
の
あ
い
だ

で
定
型
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
主
題
の
選
択
の
仕
方
、
お
よ
び
そ
の
扱
い
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。

主
題
の
選
択
に
話
を
戻
そ
う
。
絵
画
の
命
運
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
こ
れ
に
左
右
さ
れ
る
。
聖
な
る
物
語
﹇
宗
教
﹈
や
世

俗
の
物
語
﹇
歴
史
﹈
や
神
話
が
、
わ
れ
わ
れ
に
提
供
し
て
く
れ
る
主
題
の
数
は
無
限
に
近
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
精
で
生

ま
れ
つ
き
の
剽
窃
家
で
あ
る
作
家
た
ち
が
、
繰
り
返
し
扱
わ
れ
て
き
た
主
題
に
取
り
組
む
姿
を
、
わ
れ
わ
れ
は
毎
日
の
よ
う
に

目
に
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
精
神
は
新
し
さ
に
支
配
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
日
々
、
わ
れ
わ
れ
の
著
作
に
価
値
を
与
え
て
い
る
こ

と
を
、
彼
ら
は
知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
凡
庸
な
精
神
の
持
ち
主
た
ち
に
は
汲
み
尽
く
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
主
題
の
中
に
、

新
し
く
興
味
深
い
場
面
を
無
限
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
広
範
な
知
識
を
持
ち
、
洞
察
力
を
備
え
た
天
才
の
み
で
あ

る
。
主
要
な
行
為
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
新
た
に
独
創
的
な
角
度
か
ら
示
さ
れ
る
こ
う
し
た
場
面
は
、
使
い
古
さ
れ
た
か
に
見
え

る
主
題
を
、
最
も
適
切
な
瞬
間
を
選
び
新
し
い
価
値
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
絵
画

で
も
詩
で
も
同
じ
よ
う
に
、
作
家
は
自
ら
の
力
量
に
釣
り
合
う
よ
う
に
構
想
を
立
て
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
古
く
な
っ
た
主
題

を
新
し
さ
と
い
う
魅
力
で
ご
ま
か
し
て
得
意
に
な
っ
て
い
る
画
家
た
ち
の
轍
を
踏
ま
な
い
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ

の
よ
う
な
画
家
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
作
品
の
な
か
に
新
し
い
美
な
ど
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ひ
と

か
ど
の
才
能
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
、
そ
れ
な
り
の
評
判
を
得
た
が
り
、
こ
れ
を
誇
り
と
す
る
。
そ
の
う
え
、
理
屈
を

通
そ
う
と
し
す
ぎ
て
、
あ
ろ
う
こ
と
か
聖
な
る
主
題
や
変
更
不
可
能
な
歴
史
の
主
題
の
な
か
に
、
そ
の
場
面
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
逸
話
を
付
け
加
え
て
し
ま
い
、
そ
の
行
為
の
本
質
を
弱
め
、
激
し
く
大
げ
さ
な
身
ぶ
り
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
顔
や
、
と
り
わ
け
視
線
の
表
情
を
誇
張
し
、
聖
な
る
主
題
に
お
い
て
は
品
の
な
い
顔
に
、
そ
し
て
世
俗
の
主
題
に
お
い
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て
は
喜
劇
的
な
顔
に
歪
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
）
10
（

。

ラ
・
フ
ォ
ン
は
物
語
画
の
礼
讃
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
単
な
る
懐
古
趣
味
に
終
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
の
一
節
か
ら
明
ら
か
に
な

る
。
物
語
画
の
主
題
は
神
話
や
宗
教
、
歴
史
の
逸
話
か
ら
選
ば
れ
、
過
去
の
巨
匠
た
ち
が
決
ま
っ
て
絵
画
化
し
て
き
た
場
面
と
い
う
も
の
が

い
く
つ
も
あ
る
。
し
か
し
ラ
・
フ
ォ
ン
は
、
そ
う
し
た
多
く
の
作
例
の
あ
る
場
面
を
単
に
繰
り
返
す
こ
と
で
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
仮
に

同
じ
場
面
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
独
創
性
や
新
た
な
視
点
を
加
え
る
こ
と
で
、
主
題
を
刷
新
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
裏
を
返

せ
ば
、
昨
今
の
物
語
画
は
、
決
ま
っ
た
場
面
を
決
ま
っ
た
よ
う
に
描
く
こ
と
で
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
物

語
画
家
の
主
題
の
選
択
に
つ
い
て
、
ラ
・
フ
ォ
ン
は
よ
り
具
体
的
な
議
論
を
続
け
て
い
る
。

絵
画
の
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
う
ち
で
最
高
位
に
あ
る
の
は
、
明
ら
か
に
物
語
画
で
あ
る
。
物
語
画
家
の
み
が
魂
の
画
家
で

あ
り
、
他
の
画
家
た
ち
は
眼
の
た
め
に
描
く
に
過
ぎ
な
い
。
彼
の
み
が
精
神
の
高
揚
を
、
主
題
に
着
想
を
与
え
る
霊
感
の
炎

を
、
力
強
く
崇
高
な
技
法
で
作
品
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
彼
の
み
が
、
著
名
な
人
物
の
偉
大
な
る
行
為
や
美
徳
を

後
世
の
人
び
と
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
英
雄
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
出
来
事
や
立
役
者
を
、
退

屈
な
読
書
を
通
し
て
で
は
な
く
、
視
覚
を
通
し
て
、
後
の
人
た
ち
に
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
魂
に
最

も
早
く
、
最
も
深
い
印
象
を
も
た
ら
す
と
い
う
点
で
、
視
覚
は
他
の
感
覚
機
能
よ
り
も
有
利
で
あ
り
、
こ
れ
が
魂
を
支
配
し
て

い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
若
い
画
学
生
た
ち
は
、
真
の
物
語
画
家
を
特
徴
づ
け
る
雄
弁
な
表
現
の
ほ
と
ば
し
り
や
霊
感
の
炎
、
偉
大
な
思
想

や
感
動
的
で
興
味
深
い
表
現
の
源
と
い
っ
た
も
の
を
、
ど
こ
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
優
れ
た
詩
人
た
ち
が
絶

え
ず
着
想
を
得
て
き
た
の
と
同
じ
源
泉
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
古
代
の
偉
大
な
る
文
士
た
ち
の
作
品
で
あ
る
。
崇
高
な
イ
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メ
ー
ジ
に
富
む
ホ
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア
ス
』
と
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
で
あ
る
。
英
雄
的
な
行
為
、
感
動
的
な
叙
述
、
偉
大
な

る
感
情
に
富
む
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
で
あ
る
。
叙
事
詩
的
あ
る
い
は
悲
劇
的
な
絵
画
の
構
想
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
正
し
い

方
向
性
へ
と
導
い
て
く
れ
る
無
尽
蔵
の
宝
庫
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
詩
論
』、
そ
の
模
倣
者
で
あ
る
デ
プ
レ
オ
ー
の
作
品
）
11
（

、
そ

し
て
タ
ッ
ソ
ー
、
ミ
ル
ト
ン
の
作
品
で
あ
る
）
12
（

。
こ
れ
ら
の
人
物
た
ち
が
人
間
の
心
を
拓
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
人
間
の
苦

痛
や
恐
れ
や
動
揺
を
見
て
取
り
、
わ
れ
わ
れ
を
教
化
し
て
く
れ
る
雄
弁
さ
や
真
理
を
伴
い
な
が
ら
こ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
で
、

わ
れ
わ
れ
を
喜
び
で
満
た
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

物
語
画
家
は
信
心
深
い
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
自
ら
の
絵
筆
を
宗
教
の
主
題
に
捧
げ
た
い
と
思
う
だ
ろ
う
か
。
偉
大
な
出
来
事

や
、
唯
一
正
し
く
尊
重
に
値
す
る
奇
跡
、
そ
し
て
荘
重
な
悲
劇
の
源
と
し
て
は
、
聖
書
、
特
に
イ
ザ
ヤ
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
、
エ
レ

ミ
ヤ
、
ダ
ニ
エ
ル
、
預
言
者
王
﹇
ダ
ヴ
ィ
デ
﹈
の
五
大
預
言
者
の
書
以
上
に
豊
か
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
）
13
（

。
こ
の
預
言
者
王

こ
そ
が
、
か
の
有
名
な
ル
ソ
ー
に
、
き
わ
め
て
崇
高
に
し
て
厳
格
な
こ
の
詩
人
に
、
着
想
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
）
14
（

。
彼
は
そ

の
活
力
あ
ふ
れ
る
見
事
な
才
能
に
よ
っ
て
、
彼
の
世
紀
と
フ
ラ
ン
ス
の
詩
作
の
栄
誉
を
高
め
た
。
彼
の
聖
な
る
頌
歌
の
う
っ
と

り
す
る
よ
う
な
美
し
さ
は
、
ダ
ヴ
ィ
デ
に
由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

画
家
が
詩
人
と
完
全
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
皆
が
知
っ
て
い
る
）
15
（

。
私
が
先
に
挙
げ
た
偉
大
な
人
物
た
ち
と
粘
り
強
く
付

き
合
っ
て
精
神
に
活
気
を
与
え
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
画
家
は
熱
も
生
気
も
失
い
、
そ
の
才
能
は
ま
も
な
く
冷
え
き
っ
て
し
ま

う
で
あ
ろ
う
。
私
が
こ
の
よ
う
な
研
究
を
わ
れ
わ
れ
の
物
語
画
家
た
ち
に
勧
め
る
と
き
に
は
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
最
も

著
名
な
古
今
の
画
家
た
ち
を
前
も
っ
て
勉
強
し
て
お
く
こ
と
で
、
そ
の
研
究
が
支
え
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ

フ
ァ
エ
ロ
、
ド
メ
ニ
キ
ー
ノ
、
カ
ラ
ッ
チ
兄
弟
、
ジ
ュ
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
、
ピ
エ
ト
ロ
・
ダ
・
コ
ル
ト
ー
ナ
と
い
っ
た
画
家
た

ち
で
あ
り
）
16
（

、
わ
れ
わ
れ
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
ル
ー
ベ
ン
ス
や
プ
ッ
サ
ン
、
ル
・
シ
ュ
ウ
ー
ル
、
ル
・
ブ
ラ
ン
、
コ
ワ
ペ
ル
な

ど
で
あ
る
）
17
（

。
ま
た
ル
モ
ワ
ー
ヌ
に
よ
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
の
天
井
画
は
技
芸
の
傑
作
で
あ
り
）
18
（

、
フ
ラ
ン
ス
で
あ
ろ
う
と
イ
タ
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リ
ア
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
生
み
出
さ
れ
た
最
も
見
事
な
作
品
に
匹
敵
す
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
優
れ
た
作
品
の
す
べ

て
に
つ
い
て
、
そ
の
体
系
や
配
置
、
巧
み
な
構
成
の
効
果
な
ど
に
つ
い
て
深
く
考
察
し
、
素
描
や
彩
色
の
面
で
最
も
高
く
評
価

さ
れ
た
作
品
を
模
写
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
優
れ
た
素
材
を
豊
富
に
そ
ろ
え
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
な
け

れ
ば
、
偉
大
な
る
名
声
と
い
う
、
堅
牢
で
耐
久
性
の
あ
る
建
物
を
建
て
る
に
は
決
し
て
至
ら
な
い
だ
ろ
う
）
19
（

。

ラ
・
フ
ォ
ン
は
、
詩
と
絵
画
を
姉
妹
芸
術
と
と
ら
え
る
伝
統
に
従
っ
て
、
物
語
画
家
の
着
想
源
は
、
ま
ず
古
代
の
文
筆
家
た
ち
の
作
品
に

求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
説
く
。
し
か
し
、
こ
こ
で
具
体
的
な
作
品
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
ホ
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア
ス
』
と
『
オ

デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』、
そ
し
て
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
で
あ
る
点
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
は
古
典
と
し
て
知
ら
れ
た
著
作
で

は
あ
っ
た
が
、『
考
察
』
が
出
版
さ
れ
た
時
点
で
は
、
こ
こ
に
着
想
源
を
得
た
絵
画
は
意
外
に
も
少
な
か
っ
た
。
絵
画
が
こ
れ
ら
の
著
作
か

ら
題
材
を
取
る
ケ
ー
ス
は
、
一
八
世
紀
後
半
、
特
に
一
七
五
七
年
に
出
版
さ
れ
た
ケ
イ
リ
ュ
ス
伯
爵
の
著
作
『
ホ
メ
ロ
ス
の
イ
リ
ア
ス
、
オ

デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
、
お
よ
び
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
ア
エ
ネ
イ
ス
か
ら
題
材
を
採
ら
れ
た
絵
画
。
衣
装
に
関
す
る
一
般
的
所
見
付
）
20
（

』
が
き
っ
か
け

と
な
っ
て
増
加
し
た
と
さ
れ
て
い
る
）
21
（

。
タ
ッ
ソ
ー
の
『
解
放
さ
れ
た
エ
ル
サ
レ
ム
』（
一
五
七
五
年
）
を
題
材
と
す
る
絵
画
は
、
た
と
え
ば

フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
の
プ
ッ
サ
ン
の
作
品
な
ど
に
も
認
め
ら
れ
る
が
、
ミ
ル
ト
ン
の
方
は
、
一
六
六
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
失
楽
園
』
が
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
絵
画
の
作
例
は
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
。
伝
統
的
な
物
語
画
の
着
想
源
と
し
て
圧
倒
的
に
多
く
用
い
ら
れ

た
の
は
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
『
変
身
物
語
』
で
あ
り
、
聖
書
と
そ
の
外
典
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
ラ
・
フ
ォ
ン
は
、
先
に
述
べ
た
「
使
い

古
さ
れ
た
」
主
題
を
別
の
方
法
で
表
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
着
想
源
自
体
を
刷
新
し
て
、
ま
だ
手
垢
に
ま
み
れ
て
い
な
い
新
し
い
主
題
を
探

す
こ
と
を
こ
こ
で
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
）
22
（

。

ま
た
、
こ
う
し
た
着
想
源
の
研
究
に
先
立
っ
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
や
古
典
主
義
の
作
例
を
学
ん
で
お
く
こ
と
を
勧
め
て
お
り
、
そ
の
た
め
の

勉
強
の
場
と
し
て
、
過
去
の
優
れ
た
巨
匠
た
ち
の
作
品
を
豊
富
に
取
り
揃
え
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
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は
、
後
に
詳
述
す
る
王
立
絵
画
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
創
設
の
提
案
に
結
び
つ
く
一
文
で
あ
る
。

2
．
鏡
に
よ
る
絵
画
の
駆
逐

物
語
画
家
た
ち
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
と
称
讃
を
与
え
た
後
で
、
今
日
の
画
家
た
ち
に
も
そ
れ
ら
を
惜
し
み
な
く
与
え
、
彼
ら

を
持
ち
上
げ
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
前
世
紀
の
画
家
た
ち
に
比
肩
さ
せ
る
こ
と
な
ど
、
ど
う
し
て
で
き
よ
う
か
。
前
世
紀
は

な
ん
と
恵
ま
れ
た
世
紀
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
あ
ら
ゆ
る
技
芸
に
お
け
る
進
歩
と
完
成
度
の
高
さ
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
イ
タ

リ
ア
に
肩
を
並
べ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
私
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
天
才
が
消
え
て
し
ま
い
、
そ
の
活
力
が
全
く
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
な
ど
と
は
毛
頭
考
え
て
い
な
い
。
先
に
名
前
を
挙
げ
た
わ
れ
わ
れ
の
流
派
の
著
名
な
画
家
た
ち
は
、
高
貴
な

る
技
芸
の
領
域
に
お
い
て
）
23
（

、
ル
イ
一
四
世
の
世
紀
を
レ
オ
一
〇
世
の
世
紀
に
匹
敵
さ
せ
、
画
家
の
数
と
い
う
点
で
は
、
こ
れ
を

凌
駕
さ
え
し
た
。
も
し
も
フ
ラ
ン
ス
人
の
趣
味
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
が
な
く
、
時
が
流
れ
て
新
し
さ
が
支
配
す
る
こ
と
で
身

分
構
成
と
人
び
と
の
精
神
に
必
然
的
に
変
化
が
生
じ
、
そ
こ
に
装
飾
を
過
度
に
好
む
傾
向
が
結
び
つ
い
て
成
功
を
収
め
た
結

果
、
絵
画
を
著
し
く
妨
げ
る
よ
う
な
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
今
日
も
な
お
、
彼
ら
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
）
24
（

。

こ
こ
で
ラ
・
フ
ォ
ン
は
、
い
よ
い
よ
現
状
批
判
に
踏
み
込
ん
で
い
く
。
ル
イ
一
四
世
（
位
一
六
四
三
―
一
七
一
五
）
の
世
紀
を
称
讃
し
た

後
で
、
こ
の
時
代
の
画
家
た
ち
に
匹
敵
す
る
存
在
が
今
日
に
は
存
在
し
な
い
と
述
べ
る
が
、
ラ
・
フ
ォ
ン
は
そ
の
原
因
を
画
家
た
ち
の
才
能

や
能
力
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
受
容
者
側
の
趣
味
の
変
化
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
特
に
問
題
視
さ
れ
る
の
は
、
室
内
装
飾
で
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あ
っ
た
。
家
具
や
調
度
品
が
好
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絵
画
の
た
め
の
場
所
が
奪
わ
れ
た
。
そ
し
て
鏡
の
流
行
が
人
び
と
の
目
を
く
ら
ま

せ
、「
地
味
な
」
絵
画
に
対
す
る
関
心
が
薄
れ
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
が
ラ
・
フ
ォ
ン
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
。

も
し
も
わ
れ
わ
れ
の
実
生
活
の
な
か
で
、
鏡
が
こ
れ
ほ
ど
身
近
な
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
た
と
え
鏡
の
効
果
を
耳
に
し
た

と
し
て
も
、
お
と
ぎ
話
か
、
あ
る
い
は
信
じ
が
た
い
驚
異
と
み
な
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
鏡
は
、
模
倣
が
完
璧
で
、
ま
さ
に
自

然
そ
の
も
の
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
の
眼
が
錯
覚
し
て
し
ま
う
よ
う
な
絵
画
を
作
り
出
す
。
こ
の
鏡
は
、
前
世
紀
に
は
か
な
り
珍

し
い
も
の
だ
っ
た
が
、
今
世
紀
に
は
大
い
に
数
を
増
し
た
。
そ
し
て
、
大
成
功
を
収
め
て
い
た
偉
大
な
る
物
語
の
主
題
を
、
そ

れ
が
占
め
て
い
た
場
所
か
ら
追
放
し
、
広
間
や
廊
下
の
装
飾
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
麗
し
き
技
芸
﹇
絵
画
﹈
に
打

撃
を
与
え
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
こ
れ
が
衰
退
し
た
主
な
原
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
奇
跡
と
も
い
え
る
こ

の
鏡
に
は
、
多
く
の
点
で
好
ま
れ
、
流
行
す
る
だ
け
の
価
値
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
壁
を
貫
い
て
ア
パ
ル
ト
マ
ン
を
大
き
く

見
せ
）
25
（

、
新
た
な
部
屋
を
付
け
加
え
る
。
日
の
光
で
あ
ろ
う
と
燭
台
の
炎
で
あ
ろ
う
と
、
受
け
取
っ
た
光
を
何
倍
に
も
し
て
反
射

す
る
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
暗
闇
を
嫌
い
、
寂
し
さ
を
も
た
ら
す
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
敵
で
あ
る
人
間
が
、
自
ら
を
明
る
く
照
ら
し

て
陽
気
に
し
て
く
れ
る
装
飾
を
、
ど
う
し
て
好
ま
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。
目
は
く
ら
ま
す
が
、
目
に
入
っ
て
く
る
現
実
の
楽
し

み
と
い
う
点
で
は
決
し
て
騙
す
こ
と
の
な
い
こ
の
装
飾
を
、
ど
う
し
て
好
ま
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。
地
味
に
な
り
が
ち
な
絵
画

の
理
想
美
の
ほ
う
を
好
む
こ
と
な
ど
、
ど
う
し
て
で
き
よ
う
か
。
自
ら
幻
想
の
中
に
入
り
込
ま
な
け
れ
ば
決
し
て
喜
び
を
得
る

こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
粗
野
な
人
間
や
無
知
な
人
間
の
心
に
は
訴
え
る
こ
と
が
な
い
絵
画
の
理
想
美
な
ど
、
ど
う
し
て
好
ま
れ

よ
う
か
。

多
く
の
人
び
と
の
悦
楽
に
と
っ
て
も
、
ま
た
輝
か
し
い
も
の
や
新
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
何
で
も
欲
し
が
る
王
国
民
の
特
殊
な

嗜
好
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
好
都
合
な
発
見
が
迅
速
な
成
功
を
収
め
た
と
し
て
も
、
決
し
て
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
も
っ
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と
も
、
そ
の
楽
し
み
は
純
粋
に
物
的
な
も
の
で
あ
り
、
完
全
に
眼
の
悦
び
に
限
定
さ
れ
て
は
い
る
が
。
そ
の
関
心
に
よ
っ
て
あ

ら
ゆ
る
手
段
が
講
じ
ら
れ
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
は
改
良
さ
れ
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
に
増
え
た
。
と
は
い
え
、
大
き
な

ア
パ
ル
ト
マ
ン
の
壁
を
鏡
で
完
全
に
覆
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
莫
大
な
費
用
が
か
か
る
こ
と
と
、
単
調
さ
が
嫌
わ
れ
た
た

め
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
金
箔
を
施
し
た
、
あ
る
い
は
金
箔
の
な
い
パ
ネ
ル
の
上
に
色
つ
き
ワ
ニ
ス
を
塗
っ
て
、
あ
い
だ
の

壁
を
埋
め
る
こ
と
が
考
え
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
快
い
ワ
ニ
ス
の
輝
き
と
艶
は
、
鏡
に
次
い
で
、
光
を
最
大
限
に
反
射
す
る
も

の
と
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
絵
筆
の
技
﹇
絵
画
﹈
は
、
ガ
ラ
ス
の
輝
き
に
屈
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
完
璧
な
鏡
が
機
械
に
よ
っ
て
た

や
す
く
作
り
出
さ
れ
、
そ
の
数
が
増
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
技
芸
の
な
か
で
も
最
も
麗
し
い
も
の
﹇
絵
画
﹈
が
ア
パ
ル
ト
マ

ン
か
ら
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
避
難
所
と
し
て
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
の
は
、
ま
だ
埋
め
ら
れ
て
い
な
い
扉
の
上
部
や
暖
炉

の
上
の
壁
、
節
約
の
た
め
に
縮
小
さ
れ
た
鏡
の
あ
い
だ
の
壁
と
い
っ
た
、
見
劣
り
の
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。
空
間
が
十
分
に
な

い
と
い
う
理
由
で
、
凡
庸
な
つ
ま
ら
ぬ
主
題
に
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
絵
画
は
、
眼
に
留
ま
る
こ
と
も
な
く
、
大
き
な
部

屋
の
な
か
で
、
冷
た
く
味
け
な
い
、
全
く
興
味
を
引
か
な
い
作
品
に
貶
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
四
大
元
素
や
四

季
、
五
感
、
諸
技
芸
、
ミ
ュ
ー
ズ
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
剽
窃
の
画
家
や
職
人
が
得
意
と
す
る
お
決
ま
り
の
主
題
の
数
々
で

あ
る
。
こ
う
し
た
主
題
は
才
能
も
創
意
も
必
要
と
せ
ず
、
二
十
年
以
上
も
前
か
ら
、
手
を
変
え
品
を
変
え
、
気
の
毒
な
ほ
ど
に

あ
れ
や
こ
れ
や
と
技
巧
を
凝
ら
し
て
描
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
麗
し
き
技
芸
﹇
絵
画
﹈
の
名
誉
の
た
め
に
は
、
そ
れ
が
ア
パ
ル
ト
マ
ン
か
ら
追
い
や
ら
れ
て
以
来
の
避
難
所
と
な
っ
て

い
る
、
見
る
に
堪
え
な
い
場
所
を
、
私
は
黙
っ
て
通
り
過
ぎ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
納
屋
の
埃
や
馬
車
置
場
の
ご
み
の
あ
い

だ
に
好
事
家
た
ち
が
や
っ
て
き
て
、
こ
の
み
す
ぼ
ら
し
い
部
屋
の
片
隅
に
埋
も
れ
た
、
聡
明
な
絵
筆
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
美
を

愛
で
る
日
が
訪
れ
よ
う
と
は
、
祖
先
た
ち
は
想
像
も
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
単
彩
画
が
四
輪
馬
車
の
表
面
を
飾
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る
よ
う
に
な
る
以
前
に
は
、
そ
こ
に
は
色
彩
豊
か
な
絵
画
が
、
何
年
も
に
亘
っ
て
見
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

そ
の
邸
館
の
主
人
た
ち
の
ア
パ
ル
ト
マ
ン
を
飾
る
す
べ
て
の
絵
画
以
上
に
値
段
も
完
成
度
も
高
く
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ

れ
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
美
し
い
絵
画
は
、
こ
れ
を
隠
し
て
い
た
ケ
ー
ス
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
道
に
連
れ
出

さ
れ
、
泥
と
い
う
侮
辱
を
拭
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
最
も
汚
ら
し
い
死
刑
囚
護
送
車
や
荷
馬
車
の
衝
突
、
あ
る
い
は
四

輪
馬
車
の
猛
烈
な
ス
ピ
ー
ド
、
そ
し
て
こ
れ
ほ
ど
の
大
都
市
に
は
付
き
も
の
の
、
公
道
に
置
か
れ
た
無
数
の
障
害
物
と
い
っ
た

も
の
に
よ
っ
て
粉
砕
さ
れ
る
危
険
に
、
何
の
防
御
も
な
く
毎
日
の
よ
う
に
さ
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
外
国
人
た
ち
は
何
に
最
も

心
を
動
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
で
横
行
し
て
い
る
、
こ
の
麗
し
き
技
芸
﹇
絵
画
﹈
の
恥
ず
べ
き
軽
視
と
あ

き
れ
た
悪
習
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
あ
ま
り
に
度
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
、
わ
れ
わ
れ
の
奢
侈
の
行
き
過
ぎ
や
奇
妙
さ

で
あ
ろ
う
か
）
26
（

。

ル
イ
一
四
世
の
世
紀
は
優
れ
た
物
語
画
家
を
多
数
輩
出
し
た
一
方
で
、
コ
ル
ベ
ー
ル
（C

O
LB

E
R

T, Jean-B
aptiste; 1619

―1683

）
の
重

商
主
義
政
策
の
下
で
王
立
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
を
整
備
し
、
王
宮
な
ど
に
必
要
な
調
度
品
の
国
内
生
産
を
促
進
し
た
。
一
六
六
四
年

に
、
ゴ
ブ
ラ
ン
や
ボ
ー
ヴ
ェ
に
タ
ピ
ス
リ
ー
を
中
心
と
す
る
家
具
・
調
度
品
製
造
所
を
開
設
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
一
七
世
紀
の
う
ち
に
十

数
箇
所
に
マ
ニ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

鏡
に
つ
い
て
は
、
当
初
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
が
主
要
な
生
産
地
で
あ
り
、
高
い
技
術
に
基
づ
く
良
質
な
製
品
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
輸

出
し
て
い
た
が
、
値
段
も
そ
れ
な
り
に
高
価
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
職
人
を
雇
い
入
れ
た
り
、
関
税
の
優
遇
を
図
っ

た
り
と
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
つ
い
に
一
六
六
五
年
に
は
王
立
ガ
ラ
ス
・
鏡
製
造
工
場
を
設
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
降
、
フ
ラ
ン
ス

国
内
の
鏡
の
需
要
は
増
大
の
一
途
を
辿
り
、「
パ
リ
で
の
財
産
目
録
の
三
分
の
二
に
鏡
が
挙
が
っ
て
い
る
）
27
（

」
と
い
う
状
況
に
至
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
鏡
へ
の
熱
狂
を
さ
ら
に
か
き
立
て
た
の
は
、
一
六
八
二
年
か
ら
順
次
公
開
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
の
鏡
の
回
廊
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で
あ
る
【
図
1
】。
こ
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
、
た
だ
た
だ
人

び
と
の
目
を
圧
倒
し
た
。
広
大
な
庭
園
を
一
望
で
き
る
よ

う
に
、
庭
園
側
の
壁
に
は
一
七
箇
所
に
縦
長
窓
が
設
け
ら

れ
て
い
た
が
、
こ
れ
と
向
か
い
合
う
反
対
側
の
壁
の
一
七

の
盲
窓
に
鏡
が
嵌
め
込
ま
れ
た
。
王
立
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク

チ
ュ
ー
ル
で
製
造
さ
れ
た
三
百
枚
以
上
の
鏡
が
組
み
合
わ

さ
れ
て
で
て
き
た
こ
の
鏡
の
連
な
り
は
、
人
び
と
に
驚
き

を
与
え
た
。「
鏡
に
よ
っ
て
、
本
物
の
窓
の
向
か
い
に
偽

の
窓
が
作
り
出
さ
れ
、
ま
た
広
間
は
無
数
に
倍
増
し
、
た

と
え
そ
の
一
角
し
か
目
に
入
ら
な
く
と
も
、
ま
る
で
果
て

し
な
く
続
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
…
…
）
28
（

」。

世
紀
の
変
わ
り
目
に
は
、
太
陽
王
の
権
力
に
も
陰
り
が

見
え
始
め
、
王
弟
オ
ル
レ
ア
ン
公
フ
ィ
リ
ッ
プ
を
筆
頭

に
、
宮
廷
人
た
ち
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
か
ら
パ
リ
へ
と
拠
点

を
移
し
始
め
る
。
貴
族
た
ち
は
、
パ
リ
の
マ
レ
地
区
や
サ

ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
地
区
に
次
々
と
邸
館
を
建

設
し
、
こ
れ
に
伴
っ
て
室
内
装
飾
用
の
調
度
品
の
需
要
が

急
激
に
高
ま
る
。
一
七
世
紀
末
に
サ
ン
＝
ゴ
バ
ン
に
新
設

さ
れ
た
工
場
で
の
技
術
革
新
に
よ
っ
て
、
よ
り
大
き
な
サ

図1　ヴェルサイユ宮殿「鏡の回廊」
画面右側は庭園を臨む窓となっており，左側の壁に鏡が嵌め込まれている。
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イ
ズ
の
鏡
を
、
し
か
も
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
産
の
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
安
価
に
供
給
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
鏡
は
パ
リ
に
新
築
さ
れ
た
邸
館

の
至
る
所
に
侵
入
し
た
。
ラ
・
フ
ォ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
従
来
で
あ
れ
ば
絵
画
が
掛
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
壁
を
占
め
た
ば
か
り
で
は
な

い
。
化
粧
台
、
箪
笥
、
机
と
い
っ
た
家
具
類
や
馬
車
に
嵌
め
込
ま
れ
る
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
。
世
紀
の
半
ば
、
す
な
わ
ち
『
考
察
』
が
刊
行

さ
れ
た
こ
の
時
期
に
、
王
立
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
は
最
高
売
上
額
を
記
録
し
て
い
る
）
29
（

。
鏡
の
需
要
は
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
た
の
で
あ

図2　スービーズ館「大公妃の部屋」壁面装飾
18世紀初めに建設された貴族の邸館の典型例。暖炉の上の壁面に，
鍍金された装飾模様に縁取られた大きな鏡がかけられている。壁や
天井は白く塗られ，繊細な彫刻装飾が施されている。この部屋で絵
画が占めているのは，扉上部の部分のみである。

る
。当

時
の
邸
館
へ
の
鏡
の
浸
透
ぶ
り
を
指
摘
す
る
証
言

は
、
ラ
・
フ
ォ
ン
以
外
に
も
い
く
つ
も
認
め
ら
れ
る
）
30
（

。

た
だ
し
、
絵
画
が
壁
面
の
主
要
な
部
分
を
占
め
る
こ
と

が
少
な
く
な
っ
て
い
た
の
は
、
鏡
の
せ
い
だ
け
で
は
な

か
っ
た
。
壁
が
白
く
塗
ら
れ
、
そ
こ
に
繊
細
な
彫
刻
装

飾
を
施
し
た
り
、
金
で
鍍
金
さ
れ
た
優
美
な
装
飾
文
様

を
施
す
趣
味
も
ま
た
、
絵
画
の
場
所
を
奪
っ
た
【
図

2
】。
天
井
画
や
、
壁
面
を
飾
る
絵
画
連
作
な
ど
が
全

く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
新
し

い
趣
味
に
基
づ
い
て
造
ら
れ
た
広
間
に
、
前
世
紀
の
重

厚
な
物
語
画
は
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た
。
新
た
に
好
ま
れ
た

の
は
、
華
や
か
で
明
る
い
色
彩
の
、
よ
り
軽
妙
な
愛
ら

し
い
神
話
主
題
で
あ
っ
た
。
世
紀
転
換
期
の
、
い
わ
ゆ

る
古
典
主
義
か
ら
ロ
カ
イ
ユ
（
ロ
コ
コ
）
へ
の
美
術
様
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式
の
変
化
の
背
景
に
は
、
素
描
と
色
彩
の
い
ず
れ
を
重
視
す
べ
き
か
と
い
う
、
王
立
絵
画
彫
刻
ア
カ
デ
ミ
ー
内
で
の
色
彩
論
争
と
同
時
に
）
31
（

、

こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
需
要
の
問
題
も
大
い
に
絡
ん
で
い
た
と
い
え
よ
う
。

次
の
節
で
も
、
ラ
・
フ
ォ
ン
は
鏡
が
問
題
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
続
け
る
。

神
話
と
歴
史
の
主
題
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
。
こ
の
領
域
は
、
透
視
図
法
や
短
縮
法
に
長
け
た
偉
大
な

る
画
家
に
と
っ
て
、
実
り
が
多
く
、
ま
た
好
都
合
で
あ
る
。
遠
近
法
と
い
う
魔
法
の
よ
う
な
技
法
を
活
用
で
き
た
場
所
は
天
井

で
あ
っ
た
。
し
か
し
公
衆
は
鏡
の
輝
き
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
新
し
い
天
井
に
鏡
を
嵌
め
込
む
こ
と
は
ま

だ
で
き
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
そ
れ
が
称
讃
の
的
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
彼
ら
は
、
省
察
や
い
く
ら
か
の
知
識
を
必
要
と
す

る
、
精
神
に
由
来
す
る
美
に
は
あ
ま
り
心
を
動
か
さ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
い
っ
そ
う
好
ま
れ
る
の
は
、
ア
ー
チ
が
始
ま
る
部
分

や
角
の
部
分
や
中
央
部
に
見
ら
れ
る
、
石
膏
の
白
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
じ
素
材
に
よ
る
装
飾
模
様
に
よ
っ
て
透
か
し
状
に

浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
そ
の
装
飾
模
様
は
し
ば
し
ば
金
箔
が
施
さ
れ
て
お
り
、
彩
色
さ
れ
た
も
の
も
た
ま
に
あ
る
が
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
微
細
な
グ
ロ
テ
ス
ク
模
様
と
な
っ
て
い
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
こ
れ
を
『
趣
味
の
殿
堂
』
の
な
か
で
批
判
し
て
い

る
。

私
は
天
井
を
、
ヴ
ォ
ー
ル
ト
を
、
ア
ー
チ
を
覆
う
だ
ろ
う

精
巧
に
作
ら
れ
た
百
の
人
形
に
よ
っ
て

遠
く
か
ら
は
一
プ
ス
か
二
プ
ス
に
し
か
見
え
な
い
人
形
に
よ
っ
て

ま
た
別
の
箇
所
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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す
べ
て
は
鏡
で
覆
わ
れ
、
ニ
ス
が
塗
ら
れ
、
白
く
塗
ら
れ
、
金
箔
が
施
さ
れ
て
い
る

物
見
高
い
人
々
は
、
ま
ち
が
い
な
く
こ
れ
を
愛
で
る
だ
ろ
う
）
32
（

。

こ
こ
で
ラ
・
フ
ォ
ン
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
（François M

arie A
rouet, dit V

O
LTA

IR
E

; 1694

―1778

）
の
著
書
『
趣
味
の
殿
堂
』（
一
七 

三
三
年
）
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。
ラ
・
フ
ォ
ン
は
、
故
郷
リ
ヨ
ン
で
唯
一
、
同
書
を
所
持
し
て
い
た
と
さ
れ
、
そ
の
本
に
は
献
辞
も
付

さ
れ
て
い
た
）
33
（

。
後
述
さ
れ
る
ル
ー
ヴ
ル
宮
の
惨
状
に
対
す
る
嘆
き
も
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
そ
れ
を
髣
髴
と
さ
せ
る
う
え
、
一
七
五
二
年
に
編

ま
れ
た
ラ
・
フ
ォ
ン
の
著
作
集
成
に
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
「
ル
ー
ヴ
ル
に
つ
い
て
」
と
い
う
、『
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
』
誌

（
一
七
四
九
年
五
月
号
、
二
七
―
二
八
頁
）
に
発
表
さ
れ
た
詩
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
お
り
）
34
（

、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
へ
の
共
感
ぶ
り
が
う
か
が

え
る
）
35
（

。
ま
た
前
編
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
ラ
・
フ
ォ
ン
は
手
紙
も
一
度
を
送
っ
て
い
る
よ
う
で
、
一
七
五
三
年
七
月
九
日
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

の
手
紙
に
そ
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
）
36
（

。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
ラ
・
フ
ォ
ン
の
引
用
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
詩
句
の
順
序
を
入
れ
替
え
、
さ
ら
に
一
部
の
字
句
に

変
更
を
施
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
詩
句
で
は
、「
す
べ
て
は
板
張
り
と
な
り
、
ニ
ス
が
塗
ら
れ
、
彫
刻
装
飾
が
な
さ

れ
、
金
箔
が
施
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、「
板
張
り
」
が
「
鏡
」
に
、「
彫
刻
装
飾
」
が
「
白
く
塗
る
」
と
置
き
換

え
ら
れ
て
い
る
）
37
（

。
つ
ま
り
ラ
・
フ
ォ
ン
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
同
様
、
当
時
の
壁
面
装
飾
の
趣
味
を
問
題
視
し
て
い
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
も

鏡
を
犯
人
と
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
理
に
字
句
を
変
更
し
て
ま
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
こ
こ
に
引
用
し
た
の
は
、
自
ら

の
主
張
の
正
当
性
を
強
調
す
る
た
め
に
、
人
気
の
文
筆
家
を
利
用
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
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3
．
肖
像
画
の
流
行

鏡
は
自
ら
の
姿
を
映
し
出
す
。
鬘
を
あ
し
ら
い
、
頭
の
上
か
ら
爪
先
ま
で
着
飾
っ
て
宝
石
を
ち
り
ば
め
た
人
び
と
は
、
鏡
を
前
に
し
て
は

自
ら
の
姿
に
う
っ
と
り
し
た
と
い
う
。
ラ
・
フ
ォ
ン
は
こ
の
「
自
己
愛
」
を
問
題
視
し
、
続
い
て
当
時
の
絵
画
の
中
で
飛
躍
的
な
成
功
を
収

め
て
い
た
肖
像
画
の
批
判
へ
と
筆
を
進
め
る
。

以
上
が
今
日
の
絵
画
の
衰
退
の
主
要
な
原
因
で
あ
る
。
私
は
、
天
賦
の
才
に
導
か
れ
て
絵
筆
を
握
っ
た
何
人
も
の
画
学
生
た

ち
が
、
こ
れ
を
理
由
に
そ
の
才
能
を
見
限
り
、
精
神
性
の
高
い
作
品
を
生
み
出
し
て
き
た
わ
れ
わ
れ
の
作
家
た
ち
と
同
じ
よ
う

に
、
流
行
や
時
流
に
乗
っ
た
つ
ま
ら
な
い
主
題
に
専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
は
全
く
思
っ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、

こ
の
技
芸
﹇
絵
画
﹈
の
な
か
で
最
も
羽
振
り
の
良
い
ジ
ャ
ン
ル
――
そ
れ
は
数
年
前
か
ら
肖
像
画
な
の
だ
が
――
に
身
を
捧
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
は
思
わ
な
い
。

今
日
、
そ
の
思
想
の
高
尚
さ
と
表
現
の
高
貴
さ
ゆ
え
に
物
語
画
に
執
着
す
る
画
家
は
、
聖
堂
や
ゴ
ブ
ラ
ン
の
た
め
の
作
品
を

制
作
す
る
か
）
38
（

、
あ
る
い
は
ご
く
わ
ず
か
な
画
架
判
大
の
絵
画
﹇
タ
ブ
ロ
ー
﹈
を
制
作
す
る
ほ
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
絵
画
は
絹

製
の
タ
ピ
ス
リ
ー
を
損
ね
て
し
ま
う
な
ど
と
い
う
理
由
で
、
ほ
と
ん
ど
完
全
に
室
内
装
飾
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
今

で
は
絵
筆
が
巧
み
に
繰
り
広
げ
る
多
彩
な
表
現
や
、
精
神
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
ど
ん
な
作
品
よ
り
も
、
タ
ピ
ス
リ
ー
の
艶
や
単

調
さ
が
好
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
物
語
画
家
は
、
栄
光
以
上
に
確
固
た
る
糧
に
よ
っ
て
家
族
を
養
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
一
体
何
を
頼
み
と
す
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
仲
間
の
肖
像
画
家
、
と
り
わ
け
パ
ス
テ
ル
の
肖
像
画
家
が
み
る
み
る
裕
福
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に
な
っ
て
い
く
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
物
語
画
家
は
、
自
ら
の
技
量
や
仕
事
に
反
し
て
過
小
に
評
価
さ
れ
る
の
を
避
け
る
べ

く
、
恵
ま
れ
た
趣
味
も
生
ま
れ
つ
き
の
才
能
も
犠
牲
に
し
て
、
生
活
の
糧
の
た
め
に
働
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
自
ら

の
天
賦
の
才
の
声
を
押
し
殺
し
、
栄
光
の
道
か
ら
絵
筆
を
引
き
離
し
て
、
生
活
の
安
楽
へ
と
導
い
て
く
れ
る
道
を
辿
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
、
し
な
を
作
っ
た
顔
を
実
物
よ
り
も
美
し
く
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
直
面
し
て
、
し
ば

ら
く
の
あ
い
だ
苦
労
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
醜
い
顔
で
あ
っ
た
り
、
年
寄
り
じ
み
た
顔
で
あ
っ
た
り
し
て
、

ほ
ぼ
決
ま
っ
て
表
情
に
欠
け
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
特
徴
が
な
く
、
名
声
も
地
位
も
功
績
も
な
い
無
名
の
人
び
と
を
、
繰
り
返

し
描
く
こ
と
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
ば
し
ば
軽
蔑
さ
れ
、
憎
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
こ
う
し
た
人
び
と

は
、
少
な
く
と
も
公
衆
や
後
世
の
人
び
と
に
は
ど
う
で
も
よ
い
存
在
で
あ
り
、
子
孫
で
さ
え
、
彼
ら
の
肖
像
を
屋
根
裏
部
屋
の

ご
み
箱
に
捨
て
て
し
ま
い
、
鼠
の
餌
食
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
何
の
お
構
い
も
な
く
競
売
に
か
け
ら
れ
、
ご

ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
し
た
寝
室
を
飾
る
も
の
と
な
り
、
ベ
ル
ガ
モ
の
タ
ピ
ス
リ
ー
の
名
を
高
め
る
で
あ
ろ
う
）
39
（

。
ゆ
え
に
今
日
で
は
肖

像
画
が
最
も
数
が
多
く
、
最
も
開
拓
さ
れ
、
全
く
凡
庸
な
絵
筆
﹇
無
能
な
画
家
﹈
に
と
っ
て
さ
え
も
最
も
う
ま
み
の
あ
る
絵
画

の
ジ
ャ
ン
ル
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
権
威
は
十
分
に
古
い
う
え
に
、
も
っ
と
も
な
理
由
の
数
々
に

基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

金
箔
が
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
ら
れ
、
快
い
彫
刻
装
飾
が
施
さ
れ
た
額
縁
に
引
き
立
て
ら
れ
た
ダ
マ
ス
ク
織
の
タ
ピ
ス
リ
ー
の
美

し
さ
が）40
（

今
日
で
は
広
く
好
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
語
画
は
、
退
屈
か
つ
余
計
な
装
飾
と
し
て
ア
パ
ル
ト
マ
ン
か
ら

追
放
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
肖
像
画
が
こ
れ
に
取
っ
て
替
わ
り
、
こ
れ
に
有
利
な
流
行
と
気
ま
ぐ
れ
と
い
う
例
外
を
獲
得
し
得

た
の
で
あ
る
。

流
行
以
上
に
強
い
支
配
力
を
持
つ
自
己
愛
は
、
人
々
の
眼
に
、
と
り
わ
け
ご
婦
人
方
の
眼
に
、
彼
女
た
ち
自
身
の
鏡
を
示
す

術
を
心
得
て
い
た
。
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
た
彼
女
た
ち
の
姿
は
、
真
実
と
は
異
な
る
た
め
に
人
び
と
を
い
っ
そ
う
魅
了
し
、
そ
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れ
ゆ
え
に
大
多
数
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
は
、
本
物
の
鏡
よ
り
も
好
ま
れ
て
い
る
。
実
際
、
現
実
の
美
で
あ
れ
想
像
上
の
美
で

あ
れ
、
青
春
の
女
神
ヘ
ベ
の
優
美
さ
と
酒
杯
を
伴
う
姿
を
永
遠
の
も
の
と
す
る
こ
の
演
出
に
、
匹
敵
す
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う

か
。
フ
ロ
ー
ラ
の
格
好
を
し
て
、
彼
女
が
象
徴
す
る
春
か
ら
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
魅
力
を
毎
日
の
よ
う
に
ふ
り
ま
く
こ
の
演
出

に
。
あ
る
い
は
森
の
女
神
の
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
を
身
に
ま
と
い
、
矢
筒
を
背
負
っ
て
髪
を
優
雅
に
波
打
た
せ
、
矢
を
手
に
し
た

姿
を
見
て
、
あ
ら
ゆ
る
心
を
奪
う
こ
の
魅
力
的
な
神
に
自
分
も
肩
を
並
べ
ら
れ
る
の
だ
と
、
ど
う
し
て
思
わ
ず
に
い
ら
れ
よ
う

か
。
こ
う
し
た
変
身
に
よ
っ
て
引
き
立
て
ら
れ
た
見
せ
か
け
が
、
真
に
美
し
い
人
に
新
た
な
美
を
さ
ら
に
付
け
加
え
る
こ
と
に

な
り
、
そ
の
例
が
魅
力
の
な
い
人
の
心
を
と
ら
え
た
。
そ
の
よ
う
な
女
性
は
、
自
分
も
同
じ
服
装
を
し
さ
え
す
れ
ば
同
じ
よ
う

な
優
美
さ
が
備
わ
る
も
の
と
思
い
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ヘ
ベ
の
若
さ
が
、
あ
ら
ゆ
る
神
々
の
中
で
最
も
恋
心
に
欠
け
、

最
も
無
礼
な
時
の
神
の
侮
辱
を
晴
ら
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
、
真
っ
向
か
ら
信
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
女
性
は
、
い
つ

で
も
愛
想
が
良
い
わ
れ
わ
れ
男
性
が
二
人
の
女
性
の
姿
を
見
た
ら
、
貴
族
の
老
婦
人
の
神
々
し
さ
よ
り
も
、
子
ど
も
の
よ
う
な

女
神
の
顔
を
好
む
も
の
と
容
易
に
思
い
込
ん
で
い
る
。
あ
る
い
は
、
せ
め
て
自
分
が
女
神
の
よ
う
に
見
せ
よ
う
と
す
る
努
力

と
、
そ
れ
に
日
々
費
や
し
た
時
間
と
は
尊
重
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
は

女
性
に
は
ま
す
ま
す
許
さ
れ
る
べ
き
誤
解
な
の
だ
ろ
う
か
。
ル
イ
一
四
世
の
宮
廷
で
最
も
優
れ
た
才
人
の
一
人
﹇
原
注
）
41
（

﹈
が
言

う
よ
う
に
、
美
し
い
女
性
た
ち
に
と
っ
て
の
地
獄
が
老
い
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
諸
技
芸
、
と
り
わ
け
絵
画
が
、
彼
女
た
ち
を
幸

せ
に
す
る
状
態
に
陰
り
が
見
え
て
い
る
こ
と
を
隠
し
、
こ
れ
を
遠
ざ
け
、
あ
る
い
は
可
能
で
あ
れ
ば
、
彼
女
た
ち
の
最
も
大
き

な
苦
し
み
を
完
全
に
見
え
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
し
な
い
わ
け
が
な
い
だ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
こ
の
神
聖
化
さ
れ
た
変
装
の
趣
味
が
多
く
の
人
々
の
あ
い
だ
で
急
速
に
盛
り
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
美
し
い
女
性
た
ち
の
あ
い
だ
で
瞬
く
間
に
成
功
を
収
め
た
こ
と
で
、
羨
望
か
ら
か
、
あ
る
い
は
嫉
妬
か
ら
か
、
そ
う
で
は
な

い
女
性
た
ち
の
心
を
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。
彼
女
た
ち
は
変
身
を
描
い
た
作
家
の
名
を
知
ろ
う
と
躍
起
に
な
る
。
そ
し
て
彼
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の
も
と
へ
と
飛
ん
で
い
く
。
女
性
た
ち
が
作
家
以
上
に
奇
跡
を
確
信
し
て
い
る
た
め
、
作
家
は
難
な
く
そ
れ
を
信
じ
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
彼
は
天
上
の
宮
廷
人
の
リ
ス
ト
を
差
し
出
す
。
女
神
が
選
ば
れ
、
下
絵
が
描
か
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
る
。
つ
い
に

彼
女
は
神
殿
入
り
を
果
た
し
、
そ
こ
で
崇
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
到
着
し
よ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
皆
が
拍
手
を

贈
り
、
声
を
上
げ
る
。
こ
れ
は
貴
女
自
身
で
す
よ
、
た
だ
言
葉
を
話
さ
な
い
だ
け
で
す
よ
、
と
。
こ
れ
は
い
か
が
な
も
の
か
。

言
葉
は
、
私
は
こ
れ
こ
れ
の
者
で
す
と
言
う
た
め
に
、
た
び
た
び
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
に
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
そ
の
恍
惚
と

喜
び
は
最
終
的
に
は
画
家
の
も
の
と
な
り
、
彼
は
称
讃
さ
れ
、
感
嘆
を
呼
び
、
十
分
な
報
酬
を
手
に
し
て
引
き
上
げ
る
の
で
あ

る
。そ

も
そ
も
私
は
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
仕
事
を
し
て
い
る
今
日
の
画
家
た
ち
が
、
い
さ
さ
か
面
白
お
か
し
く
述
べ
た
私
の
見
解

に
異
議
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
も
、
ま
た
そ
う
し
た
見
解
に
よ
っ
て
公
衆
が
彼
ら
の
才
能
を
嫌
う
よ
う
に
な
る
こ
と
も
、
全
く

心
配
し
て
い
な
い
。
彼
ら
が
モ
デ
ル
を
実
物
よ
り
も
美
し
く
見
せ
る
術
を
心
得
て
お
り
、
決
し
て
美
化
し
て
描
い
た
わ
け
で
は

な
い
、
と
本
人
を
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
巧
み
さ
を
備
え
て
い
る
限
り
、
男
女
両
性
の
自
己
愛
が
、
彼
ら
の
不
断
の
成
功
と
並
以

上
の
報
酬
を
保
証
す
る
か
ら
で
あ
る
。

競
争
心
が
生
ま
れ
る
の
は
こ
の
報
酬
と
い
う
恩
恵
が
あ
る
た
め
で
あ
り
、
日
々
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
作
品
が
過
剰
に
生
み
出
さ

れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ナ
テ
ィ
エ
、
ト
ッ
ケ
、
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
、
ア
ヴ
ェ
ド
、
ノ
ノ
ッ
ト
や
そ
の
他
の
各
氏
（
名

声
が
確
立
し
て
い
る
古
参
画
家
の
名
前
は
挙
げ
な
い
）
は
）
42
（

、
リ
ゴ
ー
や
ラ
ル
ジ
﹇
リ
﹈
エ
ー
ル
、
ド
・
ト
ロ
ワ
ら
を
失
っ
た
悲

し
み
を
和
ら
げ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
）
43
（

。
彼
ら
の
作
品
で
は
、
肌
の
色
に
生
命
感
と
真
実
味
の
あ
る
快
い
筆
さ
ば
き
が
認
め
ら
れ
、

あ
ら
ゆ
る
素
材
の
模
倣
に
長
け
て
い
る
。
ま
た
固
有
色
を
巧
み
に
用
い
、
背
景
や
細
部
を
構
成
す
る
各
部
分
を
適
切
に
配
す
る

こ
と
で
、
見
事
な
配
列
と
な
っ
て
い
る
作
品
も
認
め
ら
れ
る
。

パ
ス
テ
ル
画
家
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
存
在
す
る
。
だ
が
そ
の
脆
い
パ
ス
テ
ル
は
、
容
易
か
つ
素
早
く
扱
う
こ
と
が
で
き
る
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た
め
、
現
に
そ
れ
よ
り
も
手
間
暇
が
か
か
る

が
は
る
か
に
知
的
で
、
耐
久
性
に
お
い
て
は

比
較
に
な
ら
な
い
油
彩
画
が
軽
視
さ
れ
る
こ

と
を
危
惧
す
べ
き
で
あ
る
）
44
（

。

こ
こ
で
ラ
・
フ
ォ
ン
が
槍
玉
に
挙
げ
て
い
る
の
は
、

一
七
二
〇
年
代
か
ら
流
行
し
て
い
た
神
話
的
肖
像
画
と
い

わ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
肖
像
画
は
、
王
侯

や
上
流
貴
族
を
モ
デ
ル
に
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

り
、
国
事
や
軍
事
に
お
い
て
功
績
を
挙
げ
た
人
物
が
主
な

対
象
で
あ
っ
た
が
、
一
八
世
紀
に
入
る
と
、
一
族
や
家
族

の
肖
像
画
を
自
邸
に
飾
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
か
つ
て
の
肖
像
画
で
も
、
モ
デ
ル
の
威
厳
を
高

め
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
寓
意
的
モ
チ
ー
フ
が
用
い
ら
れ

た
り
、
神
話
的
要
素
が
採
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た

が
、
こ
の
時
代
に
人
気
と
な
っ
た
神
話
的
な
表
現
は
、
主

と
し
て
女
性
の
優
美
さ
を
強
調
し
、
モ
デ
ル
を
美
化
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
こ
こ
に
も
名
前
が
挙
が
っ

て
い
る
ジ
ャ
ン
＝

マ
ル
ク
・
ナ
テ
ィ
エ
（
一
六
八
五
―

図3　ジャン＝マルク・ナティエ《フローラに扮したアンリエット王女》
1742年，フィレンツェ，ウフィツィ美術館
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一
七
六
六
）
を
は
じ
め
と
す
る
画
家
た
ち
は
、
宮
廷
貴
族
を
中
心
に
、
女
神
に
扮
し
た
女
性
の
肖
像
を
描
い
て
大
人
気
を
博
し
た
【
図
3
】。

さ
ら
に
、
モ
ー
リ
ス
・
カ
ン
タ
ン
・
ド
・
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
（
一
七
〇
四
―
一
七
八
八
）
を
中
心
に
発
展
し
た
パ
ス
テ
ル
肖
像
画
は
、
油
彩
画

よ
り
も
早
く
作
品
を
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
う
え
に
、
軽
や
か
で
繊
細
な
表
現
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
こ
の
時
代
の
趣
味
と
需
要
に
ぴ
っ

た
り
合
致
し
た
。

神
話
的
肖
像
画
は
、
モ
デ
ル
を
喜
ば
せ
る
と
い
う
意
味
で
有
効
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
ジ
ャ
ン
ル
の
位
階
で
は
さ
ほ
ど
重

ん
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
肖
像
画
を
物
語
画
に
近
づ
け
る
と
い
う
意
味
で
は
、
画
家
た
ち
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
選
択
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
七
一
五
年
に
ル
イ
一
四
世
が
亡
く
な
る
と
、
王
宮
の
た
め
の
物
語
画
の
大
規
模
な
注
文
も
減
り
、
ま
た
先
述
の
趣
味
の
変
化
で
、
個
人
の

パ
ト
ロ
ン
に
は
注
文
が
期
待
で
き
な
い
状
況
の
中
で
、
物
語
画
家
た
ち
は
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
物
語
画
家
と
し
て
ア
カ
デ

ミ
ー
内
の
地
位
と
権
威
を
保
持
し
つ
つ
も
、
実
際
の
生
活
の
糧
は
、
羽
振
り
の
良
い
肖
像
画
の
制
作
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
が
現
実
的
で
さ
え

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ラ
・
フ
ォ
ン
は
同
時
代
の
物
語
画
衰
退
の
原
因
と
し
て
、
物
語
画
家
自
身
が
使
い
古
さ
れ
た
主
題
の
繰
り
返
し
に
甘
ん

じ
て
い
る
こ
と
、
鏡
の
流
行
に
よ
っ
て
人
び
と
の
目
が
眩
み
、
絵
画
を
飾
る
壁
面
が
減
少
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
鏡
の
影
響
で
自
己
愛
が

増
長
さ
れ
、
肖
像
画
が
急
速
に
人
気
を
博
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
に
続
い
て
、
ラ
・
フ
ォ
ン
は
物
語
画

を
復
興
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
な
手
段
を
提
案
す
る
こ
と
に
な
る
。
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注

（
1
） ﹇LA

 FO
N

T
 D

E
 SA

IN
T

-Y
E

N
N

E

（É
.

）﹈, R
éflexions sur quelques causes de l ’état présent de la peinture en France, avec un exam

en des 

principaux ouvrages exposés au Louvre le m
ois d ’août 1746, La H

aye: Jean N
eaulm

e

（C
D

, t.II, n

°21;

﹇4

﹈―155p; in

―12

）.

（
2
） ﹇LA

 FO
N

T
 D

E
 SA

IN
T

-Y
E

N
N

E

﹈, R
éflexions..., G

enève: Slatkine, 1970.

（
3
） D

E
M

O
R

IS

（R
.

）et FE
R

R
A

N
（F.

）, éd., La peinture en procès: l ’invention de la critique d ’art au siècle des Lum
ières, Paris: Presse 

de la Sorbonne nouvelle, 2001; JO
LLE

T, （É
.

）, éd., La Font de Saint-Yenne: Œ
uvre critique, Paris: É

N
SB

A
, 2001.

（
4
） R

éflexions, p.4.

（
5
） 

原
注
「
ド
・
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
氏
」。
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
（FO

N
T

E
N

E
LLE

, B
ernard le B

ovier de; 1657

―1757

）
は
文
筆
家
、
哲
学
者
。
新
旧
論

争
で
近
代
派
の
論
客
と
し
て
『
世
界
の
複
数
性
に
つ
い
て
の
対
話
』（
一
六
八
三
年
）
を
発
表
し
て
大
き
な
注
目
を
集
め
る
。
詩
作
、
劇
作
、
哲

学
、
科
学
と
、
文
学
の
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
手
を
染
め
た
。
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
会
員
、
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
で
は
終
身
書
記
を
務

め
た
。

（
6
） R

éflexions, pp.5

―6.

（
7
） 

同
ア
カ
デ
ミ
ー
の
制
度
に
つ
い
て
は
以
下
に
詳
し
い
。
栗
田
秀
法
「
王
立
絵
画
彫
刻
ア
カ
デ
ミ
ー
――
そ
の
制
度
と
歴
史
」『
西
洋
美
術
研
究
』 

No. 

2（
特
集
：
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
）、
三
元
社
、
一
九
九
九
年
、
五
三
―
七
一
頁
、
お
よ
び
巻
末
年
表
。

（
8
） 

物
語
画
は « peinture d ’histoire » 

の
こ
と
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
「
歴
史
画
」
と
訳
出
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
宗
教
主
題
、
神
話
主
題
、
歴
史
主

題
、
寓
話
主
題
な
ど
が
含
ま
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
史
実
を
扱
っ
た
歴
史
主
題
に
限
ら
れ
な
い
た
め
に
、
こ
こ
で
は
そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
に

「
物
語
画
」
の
訳
語
を
用
い
る
。

（
9
） 

こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
位
階
（
画
題
の
序
列
）
の
考
え
方
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
書
記
を
務
め
名
誉
評
定
官
に
も
な
っ
た
フ
ェ
リ
ビ
ア
ン
（FÉ

LIB
IE

N
, 

A
ndré; 1619

―1695

）
が
編
纂
し
た
、
一
六
六
七
年
の
講
演
録
の
序
文
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。FÉ

LIB
IE

N

（A
.

）, C
onférences de l ’A

cadém
ie 
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royale de peinture et de sculpture [pendant l ’année 1667], Paris: F. Léonard, 1668.  

邦
訳
「
ア
ン
ド
レ
・
フ
ェ
リ
ビ
ア
ン
『
王
立
絵
画

彫
刻
ア
カ
デ
ミ
ー
講
演
録
序
』（
上
）」
栗
田
秀
法
ほ
か
訳
、
名
古
屋
大
学
名
古
屋
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
研
究
室
「
美
学
美
術
史
研
究
論
集
」

第
一
七
・
一
八
号
、
一
九
九
九
・
二
〇
〇
〇
年
、
一
〇
五
―
一
一
五
頁
、「
ア
ン
ド
レ
・
フ
ェ
リ
ビ
ア
ン
『
王
立
絵
画
彫
刻
ア
カ
デ
ミ
ー
講
演
録

序
』（
下
）」、
同
第
一
九
号
、
二
〇
〇
一
年
、
八
三
―
一
〇
一
頁
。

（
10
） R

éflexions, pp.6

―8.

（
11
） 

デ
プ
レ
オ
ー
（B

O
ILE

A
U

-D
E

SPR
É

A
U

X
, N

icolas; 1636

―1711

）
は
、
ボ
ワ
ロ
ー
の
名
で
知
ら
れ
る
詩
人
、
批
評
家
。
一
六
七
四
年
に
『
詩

法 L ’A
rt poétique

』
を
著
し
て
、
古
典
主
義
的
な
文
学
理
論
を
ま
と
め
た
。

（
12
） 

タ
ッ
ソ
ー
（TA

SSO
, Torquato; 1544

―1595

）、
ミ
ル
ト
ン
（M

ILT
O

N
, John; 1608

―1674

）

（
13
） 

イ
ザ
ヤ
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
、
エ
レ
ミ
ヤ
、
ダ
ニ
エ
ル
、
預
言
者
王
﹇
ダ
ヴ
ィ
デ
﹈
の
五
大
預
言
者
の
書
。
前
四
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
旧
約
聖
書
の
『
イ

ザ
ヤ
書
』、『
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
』、『
エ
レ
ミ
ヤ
書
』、『
ダ
ニ
エ
ル
書
』
の
こ
と
。「
予
言
者
王
」
の
書
と
は
、
ダ
ヴ
ィ
デ
が
作
者
と
さ
れ
る
『
詩
篇
』

を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
14
） 

ル
ソ
ー
（R

O
U

SSE
A

U
, Jean-B

aptiste; 1670

―1741

）
は
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
。
ボ
ワ
ロ
ー
に
見
込
ま
れ
、
彼
の
助
言
を
得
て
古
典
的
な
抒
情
詩

を
生
ん
だ
。
一
七
〇
一
年
に
は
碑
文
・
文
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
に
選
ば
れ
る
が
、
風
刺
的
な
詩
作
が
あ
だ
と
な
り
、
一
七
一
二
年
に
は
国
外
追

放
と
な
っ
た
。
一
七
二
二
年
に
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
会
っ
て
い
る
が
、
折
が
合
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
後
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

の
著
書
『
趣
味
の
殿
堂
』（
一
七
三
九
年
）
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
七
三
七
年
に
は
秘
密
裏
に
帰
国
し
て
パ
リ
で
過
ご
す
も
、

一
七
三
九
年
に
は
再
び
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
へ
戻
る
こ
と
と
な
り
、
同
地
で
一
七
四
一
年
に
死
去
。
ラ
・
フ
ォ
ン
は
ル
ソ
ー
を
敬
愛
し
て
お
り
、
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
で
一
度
本
人
に
会
っ
て
い
る
。

（
15
） 

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
『
詩
論 A

rs Poetica

』
の
第
三
六
一
行
「
絵
画
は
詩
の
よ
う
に ut pictura poesis

」
を
踏
ま
え
た
一
文
。cf. LE

E

（R
.W

.

）, U
t 

Pictura Poesis, T
he H

um
anistic T

heory of Painting, N
ew

 York: W
. W

. N
orton, 1967.  

森
田
義
之
・
篠
塚
二
三
男
訳
「
詩
は
絵
の
ご
と
く

――
人
文
主
義
絵
画
論
」、
中
森
義
宗
編
『
絵
画
と
文
学
』、
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
八
四
年
。

（
16
） 

ラ
フ
ァ
エ
ロ
（R

A
FFA

E
LLO

, Sanzio; 1483

―1520

）、
ド
メ
ニ
キ
ー
ノ
（D

O
M

E
N

IC
H

IN
O

; 1581

―1641

）、
カ
ラ
ッ
チ
兄
弟
（C

A
R

R
A

C
C

I, 

A
nnibale; 1560

―1609/A
ntonio; c.1583

―1618/Lodovico; 1555

―1619

）、
ジ
ュ
リ
オ
・
ロ
マ
ー
ノ
（G

IU
LIO

 R
O

M
A

N
O

; c.1499

―1546

）、

ピ
エ
ト
ロ
・
ダ
・
コ
ル
ト
ー
ナ
（PIE

T
R

O
 D

A
 C

O
R

T
O

N
A

; 1596

―1669

）。
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（
17
） 

ル
ー
ベ
ン
ス（R

U
B

E
N

S, Pieter Pauw
el; 1577

―1640

）、
プ
ッ
サ
ン（PO

U
SSIN

, N
icolas; 1594

―1665

）、
ル
・
シ
ュ
ウ
ー
ル（LE

 SU
E

U
R

, 

E
ustache; 1616

―1655

）、
ル
・
ブ
ラ
ン
（LE

 B
R

U
N

, C
harles; 1619

―1690

）、
コ
ワ
ペ
ル
（C

O
Y

PE
L, A

ntoine; 1661

―1722

）。

（
18
） 
ル
モ
ワ
ー
ヌ
（LE

M
O

Y
N

E
, François ; 1688

―1737

）
は
、
一
七
三
三
年
か
ら
一
七
三
六
年
に
か
け
て
手
が
け
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
の
ヘ
ラ
ク

レ
ス
の
間
の
天
井
画
《
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
神
格
化
》
が
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
、
王
付
き
首
席
画
家
に
任
命
さ
れ
る
が
、
妻
の
死
と
過
剰
な
仕
事

に
精
神
を
患
い
、
翌
年
、
自
死
し
た
。
ル
モ
ワ
ー
ヌ
が
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
間
の
天
井
画
の
制
作
に
関
わ
っ
て
い
た
時
期
は
、
ラ
・
フ
ォ
ン
が
ヴ
ェ

ル
サ
イ
ユ
で
王
妃
付
き
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
期
間
と
重
な
っ
て
お
り
、
二
人
の
間
に
は
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
後
の
部
分
で
示
唆
さ
れ
て

い
る
。

（
19
） R

éflexions, pp.8

―12.

（
20
） C

AY
LU

S

（A
. C

. Ph., com
te de

）, T
ableaux tirés de l ’Iliade, de l ’O

dyssée d ’H
om

ère et de l ’E
néide de V

irgile, avec des observations sur 

le costum
e, Paris: T

illiard, 1757.

（
21
） W

IE
B

E
N

SO
N

（D
.

）, « Subjects from
 H

om
er ’s Iliad in N

eoclassical A
rt », A

rt B
ulletin, 46

―1, 1964, pp.23

―37; B
A

R
D

O
N

（H
.

）, 
« Les peintures à sujets antiques au X

V
III e siècle d ’après les Livrets de Salons », G

azette des B
eaux-arts, 61, avr. 1963, pp.217

―

250; O
’B

R
IE

N

（D
.

）, « H
om

ère, H
am

ilton et le prix de R
om

e en 1769 », R
evue de l ’A

rt, 119, 1998, pp.56

―61.

（
22
） 

な
お
ラ
・
フ
ォ
ン
は
、
一
七
五
三
年
の
サ
ロ
ン
展
を
批
評
し
た
『
絵
画
・
彫
刻
・
版
画
作
品
に
つ
い
て
の
所
感
』
の
中
で
も
、
物
語
画
家
た
ち
が

聖
書
な
ど
の
「
無
味
乾
燥
で
不
毛
で
使
い
古
さ
れ
た
」、
決
ま
り
き
っ
た
主
題
ば
か
り
を
扱
う
こ
と
に
改
め
て
疑
問
を
呈
し
て
お
り
、
古
代
ロ
ー

マ
の
執
政
官
や
皇
帝
の
他
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
代
の
王
た
ち
の
名
も
挙
げ
て
、
新
た
に
歴
史
主
題
を
取
り
上
げ
る
よ
う
画
家
た
ち
に
助
言
し
て
い

る
。﹇LA

 FO
N

T
 D

E
 SA

IN
T

-Y
E

N
N

E

﹈, Sentim
ens sur quelques ouvrages de peinture, sculpture et gravure: écrits à un particulier en 

Province,

﹇s.l.s.n.

﹈, 1754, pp.106

―107.

（
23
） 

当
時
、「A

rt

（s

）」
は
広
く
技
芸
一
般
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
「bel/beaux

」
と
い
う
形
容
詞
が
付
さ
れ
る
こ
と
で
、
手
工
業
的

な
職
人
技
と
は
異
な
る
、
よ
り
自
由
学
芸
に
近
い
知
的
な
領
域
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
含
ま
れ
る
具
体
的
な
分
野
の
内
容
は
、
先

述
の
よ
う
な
ア
カ
デ
ミ
ー
内
で
の
絵
画
の
格
上
げ
の
努
力
な
ど
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
一
八
世
紀
を
通
じ
て
揺
れ
動
く
が
、
い
わ
ゆ
る
今
日
的
な

意
味
で
の
美
術
は
、「beaux A

rts

」
の
一
部
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、「art

（s

）」
を
「（
諸
）
技
芸
」、「beaux A

rts

」
は

「
高
貴
な
る
技
芸
」、
そ
の
単
数
形
の
「bel A

rt

」
は
「
麗
し
き
技
芸
」
と
訳
出
し
、
後
者
に
お
い
て
文
脈
か
ら
絵
画
を
指
す
こ
と
が
明
ら
か
な
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場
合
に
は
、
訳
者
に
よ
る
補
足
と
し
て
﹇
絵
画
﹈
と
添
え
た
。cf. H

E
IN

IC
H

（N
.

）, D
u peintre à l ’artiste: artisans et académ

iciens à l ’âge 

classique, Paris: M
inuit, 1993.  

佐
野
泰
雄
訳
『
芸
術
家
の
誕
生
――
フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
時
代
の
画
家
と
社
会
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、

第
六
章
。

（
24
） R

éflexions, pp.12

―13.

（
25
） 

ア
パ
ル
ト
マ
ン
（appartem

ens

）
と
は
宮
殿
や
城
館
な
ど
の
続
き
の
間
の
こ
と
を
指
す
。

（
26
） R

éflexions, pp.13
―18.

（
27
） 

サ
ビ
ー
ヌ
・
メ
ル
シ
オ
ー
ル
＝
ボ
ネ
（
竹
中
の
ぞ
み
訳
）『
鏡
の
文
化
史
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
三
年
、
三
四
頁
。

（
28
） M

ercure galent, déc. 1682, cité par C
A

ST
E

LLU
C

C
IO

（S.

）, éd., Les fastes de la G
alerie des glaces: recueil d ’articles du “M

ercure 

galant. ” 1681

―1773, Paris: Payot, 2007.

（
29
） 

メ
ル
シ
オ
ー
ル
＝
ボ
ネ
、
前
掲
書
、
八
五
頁
。

（
30
） 

同
書
、
特
に
九
三
―
九
五
頁
。

（
31
） 

栗
田
、
前
掲
論
文
を
参
照
。

（
32
） R

éflexions, pp.18

―20.

（
33
） TA

N
A

K
A

（K
.

）, « La Font de Saint-Yenne: sa vie et son œ
uvre

（1688

―1771

）»,  『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』、
聖
学
院
大
学
総
合

研
究
所
、
第
四
九
号
、
Ⅳ
、
一
一
―
二
六
頁
。

（
34
） ﹇LA

 FO
N

T
 D

E
 SA

IN
T

-Y
E

N
N

E

﹈, 1752, pp.177

―178.

（
35
） 

た
だ
し
ラ
・
フ
ォ
ン
は
、
自
ら
尊
敬
す
る
詩
人
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
ル
ソ
ー
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
『
趣
味
の
殿
堂
』
の
中
で
揶
揄
さ
れ
た
後
、

ル
ソ
ー
に
手
紙
を
送
っ
て
彼
を
慰
め
て
い
る
。B

N
F, N

A
F24340/17/f.74

―75

﹇Lettre de La Font à R
ousseau, datée du 30 m

ars 1733

﹈. 
R

epr. dans V
O

LTA
IR

E
, T

he C
om

plete W
orks of Voltaire / Les œ

uvres com
plètes de Voltaire,

（publié par T
heodore B

esterm
an

）, 
135 vols., G

enève: Institut et M
usée Voltaire;

﹇Toronto

﹈: U
niversity of Toronto Press, 1969, v.86, pp.310

―311, D
583.  

一
七
三
三

年
四
月
一
一
日
付
の
ル
ソ
ー
か
ら
の
返
信
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。（Ibid., pp.317
―318, D

591.

）

（
36
） « Lettre de Voltaire à M

arie-Louise D
enis, datée du 9 juil. 1753 », in Ibid., v.98, pp.139

―141.  

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
ラ
・
フ
ォ
ン
の
名
を

“La Font de Saint-Yonne ” 

と
誤
っ
て
記
載
し
て
い
る
、
ラ
・
フ
ォ
ン
の
手
紙
の
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
返
事
を
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送
っ
た
か
ど
う
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
37
） 
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
詩
句
は
次
の
通
り
。« Le tout boisé, verni, sculpté, doré, / E

t des B
adauts à coup sûr adm

iré. 

/
（...

） Je couvrirai Plat-fonds, Voûtes, Voussures / D
e cent M

agots travaillez avec soin, / D
’un pouce ou deux, pour être vus 

de loin ». V
O

LTA
IR

E
, « Le Tem

ple du G
oût », in Œ

uvres com
plètes de M

. Voltaire,

（nouvelle édition

）, 3 vols., A
m

sterdam
: A

ux 

depends de la com
pagnie, 1739, t.2, p.358.

（
38
） 

ゴ
ブ
ラ
ン
（M

anufacture royal des G
obelins

）
と
は
、
王
立
ゴ
ブ
ラ
ン
製
作
所
。
一
六
六
二
年
、
コ
ル
ベ
ー
ル
が
パ
リ
に
散
在
し
て
い
た
い

く
つ
か
の
ア
ト
リ
エ
を
ゴ
ブ
ラ
ン
に
集
結
さ
せ
、
一
六
六
七
年
に
王
立
調
度
品
製
作
所
と
し
た
。

（
39
） 

ベ
ル
ガ
モ
の
タ
ピ
ス
リ
ー
は
、
も
と
も
と
イ
タ
リ
ア
の
ベ
ル
ガ
モ
で
織
ら
れ
て
い
た
粗
い
タ
ピ
ス
リ
ー
の
こ
と
で
あ
る
。

（
40
） 

ダ
マ
ス
ク
織
は
、
色
糸
を
使
わ
ず
模
様
を
織
り
上
げ
た
白
い
麻
の
織
物
。
起
源
は
中
国
と
い
わ
れ
て
お
り
、
ダ
マ
ス
カ
ス
（
現
シ
リ
ア
の
首
都
）

を
経
由
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
わ
り
広
ま
っ
た
も
の
で
、
布
地
に
光
沢
が
あ
る
の
が
特
徴
。

（
41
） 

原
注
「
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
ー
コ
ー
公
爵
殿
」。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
ー
コ
ー
公
爵
（LA

 R
O

C
H

E
FO

U
C

A
U

LD
, François, duc de; 1613

―1680

）
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
文
筆
家
、
モ
ラ
リ
ス
ト
。
主
著
の
『
箴
言
集
』（
一
六
六
四
年
）
は
生
前
に
五
版
が
刊
行
さ
れ
る
ほ
ど
の
人
気
を
博
し
た
。

（
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テ
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IE
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―1766
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O
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U
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―1772

）、
ラ
・
ト
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, M
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Q
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ヴ
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ド
（AV

E
D
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―1766
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ノ
ッ
ト
（N

O
N
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O

T
T

E
, D

onatien; 1708

―1785

）。

（
43
） 

リ
ゴ
ー
（R

IG
A

U
D

, H
yacinthe; 1659

―1743

）、
ラ
ル
ジ﹇
リ
﹈エ
ー
ル
（LA

R
G

ILLIÈ
R

E
, N

icolas de; 1656

―1743

）、
ド
・
ト
ロ
ワ
（T

R
O

Y, 

François de; 1645

―1730

）。

（
44
） R

éflexions, pp.20

―28.




