
 

               

要 

旨 

 

本
稿
は
「
レ
ジ
ェ
と
バ
レ
エ
」
の
相
関
に
あ
ら
た
め
て
着
目
し
、
バ
レ
エ
と
い
う
身
体
芸
術

が
画
家
レ
ジ
ェ
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
再
考
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。 

「
今
日
ほ
ど
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
熱
狂
す
る
時
代
は
な
い
」
と
語
る
レ
ジ
ェ
の
い
く
つ
か
の
文

書
の
な
か
か
ら
演
劇
を
論
じ
た
章
句
を
抜
き
出
し
、
こ
の
オ
ル
フ
ィ
ス
ム
の
画
家
が
、
絵
画
だ

け
で
は
得
ら
れ
な
い
、
ま
た
旧
来
の
演
劇
か
ら
も
生
ま
れ
え
な
い
新
た
な
感
銘
を
聴
衆
に
与
え

る
演
劇
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。 

レ
ジ
ェ
の
言
う
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル(spectacle)

」
と
は
、「
事
物
や
人
間
」、
あ
る
い
は
任
意
の 

な
に
も
の
か
が
、
そ
の
固
有
の
機
能
や
意
味
を
ひ
と
ま
ず
捨
象
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
見
る
者
に
強 

                 

く
訴
え
る
「
造
形
的
価
値
」
を
有
し
て
現
れ
る
、
そ
の
特
筆
す
べ
き
事
態
を
指
し
て
い
た
。
筆

者
が
「
機
能
と
意
味
の
後
景
化
」
と
「
造
形
的
価
値
の
前
景
化
」
と
呼
ぶ
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
ほ
か

な
ら
な
い
。 

 

一
九
二
二
年
一
月
、
パ
リ
の
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
劇
場
で
ロ
ル
フ
・
ド
・
マ
レ
率
い
る
「
バ
レ
エ
・

ス
エ
ド
ワ
」
に
よ
っ
て
初
演
さ
れ
た
《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》(

舞
台
装
置
・
衣
裳
を
レ
ジ
ェ
が

担
当)
は
、
こ
の
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
演
劇
」
を
実
際
の
舞
台
で
展
開
し
て
み
せ
た
バ
レ
エ
で
あ

り
、
そ
こ
で
は
、
物
や
身
体
の
個
別
性
を
際
だ
た
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
て
、

ひ
と
つ
の
驚
く
べ
き
視
覚
的
統
一
体
を
生
み
出
す
試
み
が
首
尾
よ
く
成
就
さ
れ
て
い
た
。 

跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要 

第
四
十
八
号 

（
二
〇
一
三
年
三
月
十
五
日
） 

 

「
レ
ジ
ェ
と
バ
レ
エ
」
再
考
 

―
― 

「
今
日
ほ
ど
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
熱
狂
す
る
時
代
は
な
い
」

（
1
）

フ
ェ
ル
ナ
ン
・
レ
ジ
ェ 

―
― 

“Léger and B
allet” R

econsidered 

 

村
田 

宏 
H
ir
os
hi

 M
URA

TA
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は
じ
め
に 

1  
バ
レ
エ
《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》(1922)

の
成
立
ま
で 

2  
レ
ジ
ェ
の
「
演
劇
論
」 

3 

舞
台
装
置
と
衣
裳
デ
ザ
イ
ン 

お
わ
り
に 

  

は
じ
め
に 

 

筆
者
は
、
以
前
、
画
家
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
レ
ジ
ェ(
一
八
八
一-

一
九
五
五)

の
映
画
《
バ

レ
エ
・
メ
カ
ニ
ッ
ク
》(

一
九
二
四)

に
つ
い
て
や
や
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

（
2
）

拙
論
の
要
点
は
、
パ
リ
に
お
け
る
抽
象
絵
画
の
運
動
た
る
オ
ル
フ
ィ
ス
ム
に
果
し
た

役
割
の
大
き
さ
の
点
で
評
価
の
著
し
い
画
家
レ
ジ
ェ
が
、
他
方
で
映
画
と
い
う
「
途

方
も
な
い
発
明
」
に
い
か
に
覚
醒
し
、
そ
の
「
無
限
の
造
形
的
可
能
性
」

（
3
）

に
い
か
に

魅
了
さ
れ
た
か
を
、
具
体
的
な
事
実
に
即
し
て
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

筆
者
は
「
シ
ナ
リ
オ
な
し
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
イ
メ
ー
ジ
の
相
互
作
用
、
そ
れ
が
す
べ

て
」

（
4
）

と
い
う
前
衛
映
画
《
バ
レ
エ
・
メ
カ
ニ
ッ
ク
》
の
制
作
が
単
な
る
気
ま
ぐ
れ
や

思
い
付
き
で
は
な
く
、
画
家
固
有
の
造
形
理
論
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
こ

と
を
一
定
の
範
囲
な
が
ら
解
明
し
え
た
と
考
え
て
い
る
が
、
レ
ジ
ェ
の
多
面
的
な
活

動
を
十
全
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
映
画
と
は
別
の
領
域
に
も
周
到
な

分
析
の
視
線
を
注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
映
画
の
タ
イ
ト
ル
《
バ
レ
エ
・
メ
カ
ニ

ッ
ク(

機
械
的
バ
レ
エ)

》
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
レ
ジ
ェ
は
、
演
劇
、
端
的
に
は
バ

レ
エ
に
も
格
別
の
関
心
を
寄
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（
5
）

 
 

 

 

本
稿
は
「
レ
ジ
ェ
と
バ
レ
エ
」
の
相
関
に
あ
ら
た
め
て
着
目
し
、
バ
レ
エ
と
い
う

身
体
芸
術
が
画
家
レ
ジ
ェ
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を

再
考
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
検
討
の
対
象
と
な
る
の
は
、
一
九
二
二
年
一
月

パ
リ
の
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
劇
場
で
初
演
さ
れ
た
《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》(

一
九
二
二)(

図

1)

で
あ
る
。
舞
台
装
置
と
衣
裳
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
参
画
し
た
レ
ジ
ェ
の
仕
事

に
は
、
本
論
で
見
る
よ
う
に
画
家
の
「
演
劇
論
」
が
明
確
に
反
映
し
て
お
り
、
そ
の

つ
ま
び
ら
か
な
究
明
が
、
前
稿
「
《
バ
レ
エ
・
メ
カ
ニ
ッ
ク
》
─
─
絵
画
と
映
画
と
」

の
考
察
を
わ
ず
か
と
は
い
え
補
填
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
以

下
の
各
章
の
論
述
を
と
お
し
て
、
バ
レ
エ
が
映
画
と
同
等
の
資
格
に
お
い
て
レ
ジ
ェ

芸
術
の
啓
示
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
様
相
を
跡
づ
け
た
い
と
思
う
。
ま
ず
は
《
ス

ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》
成
立
の
事
情
を
瞥
見
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

          

図 1
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「レジェとバレエ」再考 

 

1 

バ
レ
エ
《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》
の
成
立
ま
で 

 

 
 

  

一
九
二
〇
年
、「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス（

6
）」

の
か
つ
て
の
本
拠
地
た
る
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
劇

場
を
拠
点
に
パ
リ
に
登
場
し
た
「
バ
レ
エ
・
ス
エ
ド
ワB

allet Suédois

」

（
7
）

─
─
そ

の
創
設
者
に
し
て
監
督
の
ロ
ル
フ
・
ド
・
マ
レ(R

olf de M
aré)

が

（
8
）

、
一
九
二
一
年

に
バ
レ
エ
《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》
制
作
へ
の
参
加
を
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
レ
ジ
ェ
に
要

請
し
た
。
こ
の
依
頼
は
け
っ
し
て
偶
発
的
な
出
来
事
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
と
い

う
の
も
ド
・
マ
レ
は
、
一
九
一
八
年
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
室
バ
レ
エ
団
の
ダ
ン
サ
ー

だ
っ
た
ジ
ャ
ン
・
ボ
ル
ラ
ン(Jean B

örlin)
と
出
会
い
、
バ
レ
エ
へ
の
情
熱
を
急
速

に
燃
え
上
が
ら
せ
る
ま
で
、
一
貫
し
て
き
わ
め
て
熱
心
な
美
術
収
集
家
で
あ
り
、
共

通
の
友
人
ニ
ル
ス
・
ダ
ル
デ
ル(N

ils D
ardel)

を
介
し
て
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
レ
ジ
ェ
の

絵
画
を
購
入
し
続
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
、
マ
テ
ィ
ス
の
も
と
で
学

ぶ
べ
く
パ
リ
に
赴
き
、
レ
ジ
ェ
ら
と
親
し
い
関
係
を
結
ん
だ
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
画
家

ダ
ル
デ
ル
は
、
一
九
一
二
年
に
相
識
と
な
っ
た
ド
・
マ
レ
の
た
め
に
作
品
購
入
を
始

め
て
い
る
。

（
9
）

現
在
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン=

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
美
術
館(

デ
ュ
ッ
セ
ル

ド
ル
フ)

が
収
蔵
す
る
レ
ジ
ェ
作
品
《
煙(

パ
イ
プ
の
兵
士)

》(

一
九
一
四)

は
、
そ
の

早
い
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

（
10
）

 

 

レ
ジ
ェ
の
持
続
的
な
礼
讃
者
ド
・
マ
レ
か
ら

を
う
け
た
舞
台
装
置
と
衣
裳
デ

ザ
イ
ン
の
仕
事
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
画
家
自
身
が
永
く
待
ち
望
ん
で
い
た
も
の
だ
っ

た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
デ
ィ
ア
ギ
レ
フ
率
い
る
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
が

ド
ラ
ン
、
ピ
カ
ソ
、
マ
テ
ィ
ス
ら
の
装
置
、
衣
裳
に
よ
る
バ
レ
エ
作
品
を
生
み
だ
し

て
い
た
の
と
は
う
ら
は
ら
に
、
レ
ジ
ェ
に
そ
の
機
会
が
訪
れ
る
こ
と
は
つ
い
に
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る

（
11
）。「

バ
レ
エ
・
ス
エ
ド
ワ
」
の
《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》
は
、
レ
ジ

ェ
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
「
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
、
絵
画
、
音
楽
、
文
学
と
い
う
基
本

的
に
互
い
に
異
な
る
4
つ
の
芸
術
の
融
合
」(

ド
・
マ
レ（

12
）

)

を
試
み
る
貴
重
な
経
験
の

第
一
歩
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

シ
ナ
リ
オ
を
担
当
し
た
の
は
イ
タ
リ
ア
出
身
の
作
家
リ
ッ
チ
オ
ッ
ト
・
カ
ニ
ュ
ー

ド(R
icciotto Canudo)

。
レ
ジ
ェ
と
は
旧
知
の
間
柄
で
あ
る
。
カ
ニ
ュ
ー
ド
主
宰

の
芸
術
雑
誌
『M

ontjoie!

』(

一
九
一
三
年
五
月
号)

に
レ
ジ
ェ
の
最
初
の
芸
術
論
「
絵

画
の
起
源
と
そ
の
表
象
的
価
値
」(

後
述)

が
掲
載
さ
れ
て
い
た
し

（
13
）、

同
じ
く
カ
ニ
ュ

ー
ド
創
設(

一
九
二
一
年)

の
「
第
七
芸
術
友
の
会(C

.A
.S.A

.)

」
の
会
員
と
な
っ
た
レ

ジ
ェ
が
、
フ
ラ
ン
ス
映
画
の
監
督
、
映
画
編
集
者
と
の
定
期
的
な
映
写
会
の
夕
べ
に

出
席
し
て
い
た
こ
と
は
一
部
の
人
に
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
ろ
う
。

（
14
）

 

 

カ
ニ
ュ
ー
ド
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
一
九
二
〇
年
五
月
一
五
日
の
『
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
・

ド
・
フ
ラ
ン
ス
』
誌
に
部
分
掲
載
さ
れ
た
自
作
「
タ
バ
ラ
ン
の
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
、

ス
ケ
ー
タ
ー
の
た
め
の
バ
レ
エ(Skating Ring à Tbarin;Ballet-aux-Patins)

」

と

（
15
）

題
す
る
詩
篇
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
大
衆
的
な
人
気
を
博
し
て
い
た

ロ
ー
ラ
ー
・
ス
ケ
ー
ト
と
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
。
そ
れ
ぞ
れ
を
「
モ
ダ
ン
な
経
験
」

「
都
市
」
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
、
そ
こ
に
展
開
す
る
「
男
女
の
三
角
関
係
」
を
主
題

に
据
え
た
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
中
心
人
物
は
「Le Fou 

狂
人
」
と
呼
ば
れ
る
富

裕
階
級
出
身
の
異
端
者
に
し
て
ス
ケ
ー
ト
の
名
手
。
そ
の
見
事
な
滑
走
に
よ
っ
て
ス

ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
の
「La Fem

m
e 

女
」
を
魅
了
す
る
。「
狂
人
」
と
「L’H

om
m

e 

男
」
と
の
間
で
争
い
が
生
ま
れ
、
群
衆
は
、
つ
か
の
間
、
こ
の
諍
い
に
気
を
奪
わ
れ

委
嘱
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る
も
の
の
、
や
が
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ダ
ン
ス
に
興
じ
は
じ
め
る
。「
狂
人
」
が
「
女
」

を
抱
え
て
ス
テ
ー
ジ
を
去
っ
て
も
な
お
、
ス
ケ
ー
ト
の
滑
走
は
続
く
。 

 

「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
の
主
題
を
内
包
し
さ
え
す
る
こ
の
シ
ナ
リ
オ
に
音
楽

を
付
け
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
六
人
組
」
の
一
員
で
、
同
じ
「
バ
レ
エ
・
ス
エ
ド
ワ
」

の
《
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
の
花
嫁
花
婿
》(

一
九
二
一)

に
ダ
リ
ウ
ス
・
ミ
ヨ
ー(D

arius 

M
ilhau)

ら
と
と
も
に
参
加
し
た
作
曲
家
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
オ
ネ
ゲ
ル(Arthur 

H
onegger)

で
あ

（
16
）

る
。
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー(

振
り
付
け)

は
「
バ
レ
エ
・
ス
エ
ド
ワ
」

主
席
ダ
ン
サ
ー
、
ジ
ャ
ン
・
ボ
ル
ラ
ン
が
担
当
し
て
い
る
。     

  

こ
う
し
て
前
衛
的
な
芸
術
家
を
糾
合
し
て
生
み
出
さ
れ
た
《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》

は
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
さ
ら
に
は
合
衆
国
に
お
よ
ん
だ
「
バ
レ
エ
・
ス
エ

ド
ワ
」
の
巡
業
に
さ
い
し
て
、
の
べ
50
回
に
わ
た
っ
て
上
演
さ
れ
た
代
表
的
な
レ
パ

ー
ト
リ
ー
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
銘
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
こ
の
《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》
に
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ュ
ア(

「
大
衆
文

化
」)

へ
の
依
存
、
も
し
く
は
そ
の
活
用
が
顕
著
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
17
）

 

 

も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
、
画
家
エ
ド
ガ
ー
・
ド
ガ
の
描
く
バ
レ
リ
ー
ナ
が
じ
つ
は

娼
婦
に
等
し
い
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、「
新
し
い
主
題
」
を
求
め
る
芸
術
家
た
ち

に
と
っ
て
「
バ
レ
エ
」
が
恰
好
の
「
モ
ダ
ン
な
表
象
」
た
り
え
た
の
だ
と
い
う
指
摘

は
正
当
で
あ
ろ
う

（
18
）

。
じ
っ
さ
い
、
バ
レ
エ
が
す
く
な
く
と
も
帝
政
ロ
シ
ア
を
除
い
て
、

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
20
世
紀
初
頭
に
よ
う
や
く
本
格
的
な
芸
術
と
し
て
成

立
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
バ
レ
エ
自
体
が
じ
つ
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ュ

ア
で
さ
え
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
認
め
た
上
で
な

お
、
20
世
紀
前
半
の
前
衛
的
バ
レ
エ
の
生
成
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ュ
ア
と
の
間
に

は
、
深
い
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
事
実
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
19
）

 

 

た
と
え
ば
一
九
一
七
年
に
上
演
さ
れ
た
「
バ
レ
エ
・
リ
ュ
ス
」
の
《
パ
ラ
ー
ド
》

に
つ
い
て
言
え
ば
、
サ
ー
カ
ス
、
ジ
ャ
ズ
、
映
画
と
い
う
三
つ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ

ル
チ
ュ
ア
が
、
こ
の
「
客
寄
せ
道
化(

パ
ラ
ー
ド)

」
と
題
す
る
バ
レ
エ
劇
の
重
要
な

霊
感
源
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が

（
20
）

、
そ
れ
で
は
本
稿
の
考
察
の
対
象
た
る
《
ス
ケ
ー
ト
・

リ
ン
ク
》
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。 

 

結
論
だ
け
を
略
記
す
れ
ば
、
バ
レ
エ
《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》
の
枠
組
み
は
チ
ャ

ッ
プ
リ
ン
の
映
画
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
た
と
み
る
の
が
も
っ
と
も
真
実
に
近
い
と

言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
九
一
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
公
開
さ
れ
た
『
リ
ン
ク(The 

R
ink)

』(

一
九
一
六
年（

21
）

)

と
題
す
る
映
画(

フ
ラ
ン
ス
で
の
タ
イ
ト
ル
『C

harlot 

patine

』)

は
、

（
22
）

チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
演
じ
る
主
人
公
が
、
恋
人
と
と
も
に
訪
れ
た
ス
ケ

ー
ト
・
リ
ン
ク
で
別
な
男
と
の
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
を
有
し
て

い
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
バ
レ
エ
《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》
で
も
、

主
人
公
の
「
狂
人
」
は
、
大
群
衆
の
中
を
動
き
つ
つ
リ
ン
ク
を
旋
回
し
、
ほ
ど
な
く

し
て
群
衆
の
な
か
か
ら
現
れ
た
一
人
の
女
性
の
ダ
ン
ス
の
相
手
を
つ
と
め
、「
嫉
妬
の

怒
り
に
燃
え
た
」
男
と
の
間
に
闘
い
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
チ

ャ
ッ
プ
リ
ン
を
「
身
振
り
の
語
彙 un vocabulaire de gestes

」
生
み
だ
し
た
「
唯

一
の
真
正
の
天
才 le seul génie véritable

」
と
賞

（
23
）

讃
す
る
カ
ニ
ュ
ー
ド
の
手
が
け

た
シ
ナ
リ
オ
が
、
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
映
画
に
類
縁
し
て
い
る
こ
と
は
け
っ
し
て
偶
然
で

は
な
い
。 
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2 

レ
ジ
ェ
の
演
劇
論 

 

以
上
、
ご
く
簡
単
に
そ
の
成
立
の
経
緯
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ュ
ア
と
の
関
連

を
確
認
し
た
バ
レ
エ
劇
《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》
は
、
そ
れ
で
は
い
か
な
る
舞
台
装

置
と
衣
裳
を
レ
ジ
ェ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
─
─
。
こ
の
検
討
を
次
章
の

主
た
る
課
題
と
す
る
に
先
立
ち
、
本
章
で
は
、
そ
も
そ
も
画
家
レ
ジ
ェ
が
な
ぜ
ジ
ャ

ン
ル
の
異
な
る
バ
レ
エ
に
関
心
を
抱
い
た
の
か
、
と
い
う
あ
る
意
味
で
本
質
的
な
問

い
を
立
て
、問
題
の
核
心
を
突
き
と
め
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。そ
う
し
た
と
き
、

な
に
よ
り
も
ま
ず
注
目
す
べ
き
な
の
が
、
画
家
が
発
表
し
た
つ
ぎ
の
三
つ
の
論
説
と

い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

①
第
一
次
大
戦
前
の
一
九
一
三
年
に
発
表
さ
れ
た
「
絵
画
の
起
源
と
そ
の
表
象
的
価
値
」 

  

②
《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》
上
演
一
年
後
の
一
九
二
三
年
『
文
学
芸
術
生
活
』
に

掲
載
さ
れ
、
一
九
二
五
年
に
「
レ
フ
ォ
ー
ル
・
モ
デ
ル
ヌ
」
画
廊
発
行
の
同
名
の
雑

誌
『
レ
フ
ォ
ー
ル
・
モ
デ
ル
ヌ
会
報
』
に
再
掲
さ
れ
た
「
バ
レ
エ=
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
、

事
物=

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」 

  

③
一
九
二
四
年
に
同
じ
『
レ
フ
ォ
ー
ル
・
モ
デ
ル
ヌ
会
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
説

「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル:

光
、
色
彩
、
動
く
イ
メ
ー
ジ
、
事
物=

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」 

 

こ
れ
ら
の
文
書
に
示
さ
れ
た
理
念
の
多
く
は
、《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》
に
密
接
に

関
連
し
て
お
り
、
レ
ジ
ェ
に
お
け
る
舞
台
芸
術
の
意
義
を
解
き
あ
か
そ
う
と
す
る
小

論
に
と
っ
て
き
わ
め
て
有
益
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。 

 

ま
ず
小
論
の
文
脈
に
お
い
て
逸
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
お
よ
そ
一
〇
年
の

時
を
隔
て
て
発
表
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
論
説
に
お
い
て
「
個
人
的
な
芸
術
」
と
「
花
形

俳
優
」
な
る
も
の
が
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
直
接
的
な
連
関
は
意
図
さ
れ
て
い
な
い

な
が
ら
、
ひ
と
し
く
批
判
、
あ
る
い
は
告
発
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
合
い
に
お
い
て
の
こ
と
な
の
か
。 

「
絵
画
の
起
源
と
そ
の
表
象
的
価
値
」
は
、
一
九
一
三
年
の
ア
カ
デ
ミ
ー
・
ワ
シ
リ

エ
フ
で
の
レ
ジ
ェ
の
講
演
を
、《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》
の
未
来
の
シ
ナ
リ
オ
作
者
カ

ニ
ュ
ー
ド
が
『M

ontjoie!

』
誌
に
転
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
種
の
現
代
美
術

論
に
お
い
て
、
レ
ジ
ェ
が
「
個
人
的
な
芸
術
の
孤
立
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
こ
と

は
意
味
深
長
で
あ
ろ
う
。 

 

画
家
は
、
現
代
美
術
が
過
去
の
偉
大
な
時
代
の
目
標
を
共
有
す
べ
き
で
あ
り
、
個

人
よ
り
も
社
会
の
た
め
の
創
造
行
為
た
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
絵

画
が
、
他
の
芸
術
と
共
同
し
て
公
的
な
芸
術
作
品
を
生
み
だ
す
こ
と
は
も
は
や
な
い
、

と
も
言
う
。
な
ぜ
な
ら
「
特
殊
化
が
現
代
の
特
質
で
あ
る
。
絵
画
芸
術
は
他
の
す
べ

て
の
人
間
の
天
分
と
同
じ
く
、
そ
の
法
則
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら

（
24
）

で
あ

る
。
レ
ジ
ェ
の
認
識
に
し
た
が
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
は
、
固
有
の
領
域
に
孤
立

し
、
閉
塞
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
に
は
、
や
が
て
明
確
と
な
る
「
個
人
芸
術
」
の
対
極
に
位
置
す
る
「
集
団
芸

術
」
、
す
な
わ
ち
中
世
美
術
に
対
す
る
レ
ジ
ェ
の
ほ
の
か
な
憧
憬
が
す
で
に
し
て
兆
し

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
ば
、
レ
ジ
ェ
の
理

念
に
あ
っ
て
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
前
の
「
不
滅
の
傑
作
を
生
み
出
し
た
集
団
芸
術
」

（
25
）

と
い
う
創
造
的
状
態
へ
の
回
帰
を
図
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
そ
の
精
神
を
引
き
継
ぐ

こ
と
が
「
個
人
的
な
芸
術
の
孤
立
」
の
救
済
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
26
）

 

 

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
考
え
を
舞
台
芸
術
の
文
脈
に
即
し
て
展
開
し
て
み
せ
た
の
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が
二
つ
の
論
説
「
バ
レ
エ=

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
、
事
物=

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
お
よ
び
「
ス

ペ
ク
タ
ク
ル:

光
、
色
彩
、
動
く
イ
メ
ー
ジ
、
事
物=

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
一
九
二
四
年
の
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル:

光
、
色
彩
、
動

く
イ
メ
ー
ジ
、
事
物=

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
を
中
心
に
レ
ジ
ェ
の
所
論
を
跡
づ
け
て
ゆ

く
こ
と
に
し
た
い
。
多
岐
に
わ
た
る
そ
の
内
容
の
安
易
な
要
約
は
許
さ
れ
な
い
が
、

《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》
考
察
の
た
め
の
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
る
部
分
は
少
な
く

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
レ
ジ
ェ
が
従
来
の
演
劇
の
欠
陥
の
ひ
と
つ
と
し

て
指
摘
す
る
「
花
形
俳
優
」
の
問
題
は
き
わ
め
て
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。 

  

レ
ジ
ェ
は
、
聴
衆
か
ら
驚
き
や
興
奮
を
引
き
だ
す
べ
く
、
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て

た
く
ら
み
や
仕
掛
け
の
工
夫
を
重
ね
て
き
た「
花
形
俳
優
」
へ
の
共
感
を
表
明
す
る
。

し
か
し
、「
花
形
俳
優
」
は
「
そ
の
天
分
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
微
笑
み
、
回
転
し
、
足

を
放
り
出
し
、
跳
躍
す
る
た
め
の
千
の
異
な
っ
た
や
り
方
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い（

27
）

」
と
さ
れ
る
。
け
っ
し
て
万
能
で
は
な
い
「
花
形
俳
優
」
は
、
レ
ジ
ェ
の
「
バ

レ
エ=

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
、
事
物=

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
そ
の
「
権

威
的
な
個
性（

28
）

」
が
、
他
の
演
技
者
た
ち
、
場
面
の
事
物
や
装
置
に
無
用
の
制
約
を
与

え
る
の
で
あ
る
。
レ
ジ
ェ
の
主
張
が
正
当
な
演
劇
論
と
し
て
有
効
か
ど
う
か
は
当
面
、

問
題
で
は
な
い
。
レ
ジ
ェ
固
有
の
演
劇
、
あ
る
い
は
「
レ
ジ
ェ
の
バ
レ
エ
」
で
あ
る

こ
と
に
注
意
を
払
う
こ
と
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

レ
ジ
ェ
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、「
花
形
俳
優
」は
「
統
一
に
と
っ
て
し
ば
し
ば
障
害
」

（
29
）

と
な
る
厄
介
な
存
在
で
あ
り
、
か
か
る
事
態
は
、
ち
ょ
う
ど
絵
画
が
「
個
人
的
な
芸
術
」

と
し
て
固
有
の
領
域
に
孤
立
し
、
他
の
芸
術
と
共
同
し
て
公
的
な
芸
術
作
品
を
生
み
だ

す
こ
と
が
な
い
と
い
う
状
況
と
ほ
ぼ
等
価
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
先
ま
わ
り
し
て
触
れ
て
お
け
ば
、
レ
ジ
ェ
が
バ
レ
エ
と
い
う
ひ
と
つ
の
演
劇
形
式
の

な
か
に
見
い
だ
し
た
美
質
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
個
人
的
な
芸
術
」
と
ほ
と
ん
ど
同
義

の
「
花
形
俳
優
」
に
け
っ
し
て
害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
「
集
団
芸
術
」
と
い
う
存
立
基

盤
の
な
か
に
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
孤
立
」
を
免
れ
た
「
共
同
作
業
」

を
可
能
な
ら
し
め
る
「
驚
き
の
場(un cham

p d'étonnem
ent)

」
（
30
）

で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
バ
レ
エ
の
な
か
に
「
個
人
的
な
芸
術
の
孤
立
」
の
救
済
の
可
能
性
を

見
い
だ
し
た
レ
ジ
ェ
は
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
舞
台
装
置
と
衣
裳
の
デ
ザ
イ
ン
を

手
が
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
彼
の
理
論
と
実
際
の
バ
レ
エ
《
ス
ケ
ー

ト
・
リ
ン
ク
》
が
い
か
に
対
応
し
て
い
る
か
を
必
要
な
範
囲
で
確
認
し
て
ゆ
く
こ
と

に
し
た
い
と
思
う
。 

 

3 

舞
台
装
置
と
衣
裳
デ
ザ
イ
ン 

 

レ
ジ
ェ
は
、
男
女
の
ダ
ン
サ
ー
を
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
、
す
な
わ
ち
「
労

働
者
階
級
」
と
「
上
流
階
級
」
に
分
割
し
、
前
者
に
は
「
労
働
者
階
級
の
衣
裳
」
、
後

者
に
は
「
奇
想
天
外
な
イ
ヴ
ニ
ン
グ
ド
レ
ス
」
と
い
う
対
照
的
な
衣
裳
を
ま
と
わ
せ

て
い
た
。
同
時
に
主
要
人
物
が
「
コ
ー
ル･

ド･

バ
レ
エ(

群
舞
を
踊
る
ダ
ン
サ
ー
た

ち)
」
か
ら
識
別
で
き
る
よ
う
に
色
調
と
模
様
の
微
妙
な
違
い
を
衣
裳
に
与
え
て
い
た
。 

 
舞
台
装
置
に
つ
い
て
い
え
ば
、
舞
台
後
部
の
背
景
幕(

図
2)

は
、
円
形
の
、
い
わ

ゆ
る
「
ホ
リ
ゾ
ン
ト(

湾
曲
し
た
背
景)

」
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
半
分

に
は
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
の
支
柱
や
桁
と
い
っ
た
構
造
物
を
思
わ
せ
る
垂
直
・
水
平

の
矩
形
、
そ
し
て
ス
ケ
ー
タ
ー
た
ち
に
滑
走
の
方
向
を
知
ら
せ
る
緑
地
に
白
の
巨
大

96



「レジェとバレエ」再考 

図 2

図 3

な
矢
印
が
描
か
れ
、
こ
れ
に
二
つ

の
広
い
円
弧
、
円
、
ペ
ナ
ン
ト(

横

長
の
三
角
形)

が
加
わ
り
複
雑
で

抽
象
的
な
形
状
を
呈
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
た
。

（
31
）

 

こ
れ
に
対
し
て
、
背
景
幕
の
下

の
部
分
は
、
白
い
二
つ
の
円
形
を

除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
無
地
の
ま
ま

に
残
さ
れ
、
鮮
や
か
に
着
色
さ
れ

た
ス
ト
ラ
イ
プ
の
衣
裳
の
ダ
ン
サ

ー
が
そ
の
前
で
踊
れ
ば
、
彼
ら
の

姿
は
め
ざ
ま
し
い
色
と
形
に
よ
る

「
動
く
装
置(déor-m

obile)

」(

レ

ジ
ェ)

に
な

（
32
）

り
か
わ
る
の
で
あ
る
。 

 

先
述
し
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
登
場
人
物
や
そ
の
社
会
的
地
位
に
つ
い
て
は
衣

裳
に
よ
っ
て
そ
の
差
異
化
が
は
か
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
労
働
者
の
衣
裳
に
は

煉
瓦
の
模
様
が
あ
り
、
ギ
ャ
ン
ブ
ラ
ー
の
衣
裳
に
は
ド
ミ
ノ
の
点
が
あ
し
ら
わ
れ
る
、

と
い
っ
た
趣
向
で
あ
る
。
ま
た
上
流
階
級
出
身
の
「
狂
人
」
は
、
襟
の
折
り
返
し
の

あ
る
長
い
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
身
に
つ
け
、
明
る
い
赤
の
マ
フ
ラ
ー
を
首
に
巻
き
、
左
右

そ
れ
ぞ
れ
に
ス
ト
ラ
イ
プ
と
チ
ェ
ッ
ク
模
様
の
入
っ
た
ズ
ボ
ン
を
は
い
て
い
た
。
し

か
し
、
と
り
ど
り
の
模
様
の
入
っ
た
ス
カ
ー
ト
や
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
身
に
ま
と
っ
た
ダ

ン
サ
ー
た
ち
が
、
た
と
え
ば
円
を
描
い
て
ス
ケ
ー
タ
ー
の
群
衆
を
形
成
す
る
と
き
、

彼
ら
は
も
っ
ぱ
ら
そ
の
衣
裳
の
色
と
形
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
大
き
な

「
動
く
装
置
」
に
早
が
わ
り
す
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
ダ
ン
サ
ー
た
ち
が
渾
然
と
し
て
融
合
し
、
い
わ
ば
舞
台
装
置
と
一
体
化

す
る
と
い
う
レ
ジ
ェ
の
意
図
は
、
す
で
に
バ
レ
エ
へ
の
導
入
の
役
割
を
担
う
緞
帳
に

よ
っ
て
暗
示
さ
れ
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
レ
ジ
ェ
の
デ
ザ
イ
ン
に

な
る
緞
帳
に
は
、
赤
、
青
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
デ
ィ
ス
ク
が
描
か
れ
、
そ
れ
ら
に
大

き
さ
の
異
な
る
4
つ
の
黄
色
い
矩
形
が
組
み
あ
わ
さ
れ
て
い
た(

図
3)

。
円
は
ロ
ー

ラ
ー
・
ス
ケ
ー
ト
の
ロ
ー
ラ
ー
を
、
黄
色
い
矩
形
は
人
物
を
表
し
て
い
よ
う
が
、
大

事
な
こ
と
は
、
断
片
化
さ
れ
た
事
物
な
り
身
体
が
、
幾
何
学
的
形
態
の
う
ち
に
統
合

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

 

言
い
か
え
れ
ば
、
ダ
ン
サ

ー(

よ
り
一
般
的
に
は
俳
優)

が
二
次
元
的
な
舞
台
の
造
形

的
な
マ
ト
リ
ク
ス
に
吸
収
さ

れ
る
と
す
れ
ば
、す
な
わ
ち
、

ひ
と
つ
の
造
形
要
素
と
し
て

機
能
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に

は
優
れ
た
美
的
統
一
が
輝
き

で
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
演

技
者
が
「
動
く
装
置
」
の
役

割
に
徹
し
、
自
ら
の
価
値
が
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他
の
事
物
に
比
し
て
い
さ
さ
か
も
大
き
く
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
固
定
さ
れ

た
価
値

（
33
）」

に
想
到
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
最
大
の
造
形
性
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
権
威
的
な
個
性
」
が
、
他
の
演
技
者
た
ち
や
場
面
の
事
物
、

装
置
に
無
用
の
制
約
を
与
え
る
と
い
う
旧
来
か
ら
の
演
劇
の
弊
害
が
影
を
ひ
そ
め
る

の
は
も
と
よ
り
、
演
技
者
が
演
劇
的
野
心
に
突
き
動
か
さ
れ
る
こ
と
も
、
名
声
を
求

め
て
競
い
あ
う
こ
と
も
絶
え
て
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

 

も
う
一
度
言
え
ば
、
事
物
や
身
体
の
個
別
性
を
際
だ
た
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

ら
を
結
び
つ
け
て
、
ひ
と
つ
の
驚
く
べ
き
視
覚
的
統
一
体
を
生
み
出
す
こ
と
、
画
家

フ
ェ
ル
ナ
ン
・
レ
ジ
ェ
が
、
演
劇
、
つ
ま
り
は
バ
レ
エ
に
お
い
て
成
就
さ
せ
よ
う
と

し
た
も
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
一
事
に
尽
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
正
し

く
理
解
さ
れ
れ
ば
、
レ
ジ
ェ
が
く
り
返
し
説
い
て
や
ま
な
か
っ
た
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル

(spectacle)

」
な
る
概
念
が
、
じ
つ
は
「
事
物
や
人
間
」
、
あ
る
い
は
任
意
の
な
に
も

の
か
が
、
そ
の
固
有
の
機
能
や
意
味
を
ひ
と
ま
ず
捨
象
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
見
る
者
に

強
く
訴
え
る
「
造
形
的
価
値
」
を
有
し
て
現
れ
る
、
そ
の
特
筆
す
べ
き
事
態
を
指
し

て
い
た
こ
と
も
容
易
に
納
得
で
き
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。 

 

要
約
的
に
言
い
な
お
す
な
ら
ば
、
事
物
一
般
に
そ
な
わ
る
「
機
能
と
意
味
の
後
景

化
」
と
「
造
形
的
価
値
の
前
景
化
」
、
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
不
断
に
求
め
た
画
家
、

そ
れ
が
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
レ
ジ
ェ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
さ
ら
に
注
目
に

値
す
る
の
は
、
レ
ジ
ェ
が
か
か
る
事
物
の
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
の
起
源
を
日
常
の
景

観
の
な
か
に
設
定
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。 

 

「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
世
界
を
そ
の
日
常
的
な
視
覚
的
表
れ

に
お
い
て
思
い
描
く
こ
と
だ（

34
）」

─
─
─
。
レ
ジ
ェ
は
、
一
九
二
四
年
の
論
説
「
ス
ペ

ク
タ
ク
ル:

光
、
色
彩
、
動
く
イ
メ
ー
ジ
、
事
物=

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
を
こ
の
よ
う
に

始
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。「
公
衆
を
魅
了
し
た
い
と
願
う
画
家
」
に
「
唯
一
残
さ
れ

た
可
能
性
」
は
、
身
の
回
り
に
あ
る
も
の
す
べ
て
を
念
頭
に
お
い
て
、
目
の
前
の
出

来
事
か
ら
可
能
な
限
り
造
形
的
価
値
を
選
び
出
す
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
ス
ペ
ク

タ
ク
ル
の
観
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と

（
35
）

。
た
と
え
ば
、「
大
通
り
の
二
人
の

男
が
手
押
し
車
で
巨
大
な
金
文
字
を
運
ん
で
い
る
。
こ
の
効
果
が
あ
ま
り
に
思
い
が

け
な
い
も
の
な
の
で
誰
も
が
立
ち
止
ま
っ
て
見
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
現
代
の
ス
ペ
ク

タ
ク
ル
の
起
源
が
あ
る（

36
）」

の
で
あ
る
。 

 

レ
ジ
ェ
に
と
っ
て
、
身
辺
に
見
い
だ
さ
れ
る
な
ん
の
変
哲
も
な
い
あ
り
ふ
れ
た
事

物
の
な
か
に
こ
そ
、
造
形
的
価
値
の
観
点
か
ら
と
り
組
む
に
値
す
る
多
く
の
も
の
が

含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
レ
ジ
ェ
は
さ
ら
に
議
論
を
す
す
め
、

そ
う
し
た
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
起
源
」
と
呼
ぶ
べ
き
素
材
の
扱
い
を
、
後
世
の
目
に

は
意
外
と
も
映
る
こ
と
な
が
ら
、
教
会
が
会
集
に
向
き
合
う
際
の
手
法
に
倣
う
べ
き

こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。 

       

カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
は
、
そ
の
教
え
に
従
っ
て
人
々
を
導
く
た
め
に
こ
う
し
た

方
法
を
利
用
す
る
術
を
心
得
て
い
る
。
み
ご
と
な
教
会
を
所
有
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
は
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
技
術
を
ず
っ
と
遠
く
ま
で

押
し
進
め
た
の
で
あ
る
。(

…
…)

教
会
は
、
は
る
か
以
前
に
、
人
間
が
本
能

的
に
輝
か
し
い
、 

明
る
い
着
色
さ
れ
た
事
物
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
理

解
し
て
い
た
。
教
会
は
音
楽
と
歌
を
取
り
入
た
の
で
あ
る
。
も
し
教
会
が
世

界
に
重
き
を
な
し
た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
教
会
が
、
時
代
の
視
覚
的
、
聴
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覚
的
手
段
の
い
ず
れ
を
も
無
視
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
37
）

 

  

ふ
た
た
び
中
世
が
引
き
あ
い
に
だ
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
い
か
に
も
粗
雑
な

議
論
に
聞
こ
え
か
ね
な
い
レ
ジ
ェ
の
言
葉
に
虚
心
に
耳
を
傾
け
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に

は
つ
ぎ
の
よ
う
な
、
い
た
っ
て
簡
明
な
主
張
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
物
に
そ
な
わ
る
「
造
形
的
価
値
」
に
着
目
し
て
こ
れ
を
表

現
す
る
こ
と
は
、
観
衆
に
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
提
示
し
、
彼
ら
を
魅

了
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ひ
い
て
は
、
そ
れ
が
演
劇(

バ
レ
エ)

の
真
の
基
礎
を

形
成
す
る
重
要
な
モ
メ
ン
ト
に
な
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

か
く
し
て
レ
ジ
ェ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
造
形
的
価
値
」
に
満
た
さ
れ
た
人
物
や
事

物
が
登
場
す
る
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
演
劇
」
、
つ
ま
り
は
常
に
「
永
遠
の
花
形
に
犠
牲

に
さ
れ
て
い
る
事
物（

38
）」

が
も
は
や
存
在
し
な
い
バ
レ
エ
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
、
新
た
な
演
劇
的
試
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
生
ま
れ
た
個
人

主
義
的
芸
術（

39
）」

、
つ
ま
り
は
「
孤
立
」
を
か
こ
つ
イ
ー
ゼ
ル
絵
画
を
乗
り
こ
え
る
試
み

で
あ
っ
た
こ
と
は
付
言
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。 

  

こ
う
し
た
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
演
劇
」
の
最
初
の
実
践
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
バ

レ
エ
、
そ
れ
が
《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》
で
あ
り
、
孤
立
し
た
絵
画
が
舞
台
の
上
で

「
新
し
い
世
代
の
全
体
的
表
現（

40
）」

と
し
て
展
開
す
る
可
能
性
を
開
く
も
の
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

レ
ジ
ェ
が
列
挙
す
る
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
演
劇
」
の
具
体
的
な
内
容
を
再
確
認
し

て
お
こ
う
。

（
41
）

 

 

「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
演
劇
」
に
お
い
て
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
奥
行
き
の
浅
い
ス
テ

ー
ジ
を
用
い
る
。
こ
れ
は
身
振
り
や
演
技
が
二
次
元
の
垂
直
面
で
生
起
す
る
よ
う
に

見
せ
る
た
め
で
あ
る
。
可
動
式
の
背
景
は
、
ス
テ
ー
ジ
の
動
き
に
参
加
す
る
が
、
装

置
の
上
部
に
は
映
画
、
、[

傍
点=

筆
者]

が
映
し
出
さ
れ
て
活
気
に
満
ち
た
も
の
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
固
定
さ
れ
た
背
景
は
使
わ
ず
に
、
た
と
え
ば
メ
タ
リ
ッ
ク
な
輝
き

を
放
つ
美
し
い
事
物
を
使
用
す
る
。
演
技
が
始
ま
る
と
、
6
人
の
俳
優
、
す
な
わ
ち

「
動
く
装
置
」
が
側
転
し
て
明
る
い
ス
テ
ー
ジ
を
横
切
り
、
そ
し
て
暗
く
な
っ
た
舞

台
に
発
光
性
の
衣
裳
を
着
た
俳
優
が
ふ
た
た
び
現
れ
る
。 

 

人
間
の
顔
の
表
情
は
ま
っ
た
く
な
い
か
、
も
し
く
は
仮
面
か
化
粧
に
よ
っ
て
隠
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
的
素
材
は
「
類
似
の
、
あ
る
い
は
対
照
的
な
リ

ズ
ム
に
し
た
が
っ
て
動
く
グ
ル
ー
プ
で
用
い
ら
れ
る
」
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
「
あ

く
ま
で
全
体
の
演
技
が
犠
牲
に
さ
れ
な
い
と
い
う
範
囲
で
」
の
こ
と
と
な
る
。
さ
ら

に
レ
ジ
ェ
は
提
言
を
記
す
。
造
形
的
な
動
き
は
、
10
秒
が
望
ま
し
く
12
秒
を
超
え
て

は
な
ら
な
い
、
と
。
そ
も
そ
も
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
全
体
は
「
素
早
く
な
け
れ
ば
な

ら
ず
」
「
15
分
か
ら
20
分
を
超
え
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い（

42
）」

と
言
う
。 

 

こ
う
し
た
ほ
と
ん
ど
片
々
た
る
章
句
か
ら
さ
え
、
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
演
劇
」
、
す

な
わ
ち
、
人
物
や
事
物
に
そ
な
わ
る
「
造
形
的
価
値
」
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
演
劇

に
つ
い
て
、
レ
ジ
ェ
が
い
か
に
執
拗
に
思
索
を
め
ぐ
ら
し
、
い
か
に
細
心
の
工
夫
を

凝
ら
し
て
そ
の
実
現
に
情
熱
を
傾
け
て
い
た
か
が
知
ら
れ
よ
う
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
レ

ジ
ェ
が
、
ひ
と
り
絵
画
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
、
ま
た
旧
来
の
演
劇
か
ら
も
生
ま
れ

え
な
い
感
銘
を
聴
衆
に
与
え
る
、
そ
の
よ
う
な
演
劇
の
可
能
性
に
賭
け
て
い
た
こ
と

は
も
は
や
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。 

 

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
レ
ジ
ェ
の
議
論
と
、
バ
レ
エ
劇
の
共
同
作
業
の
一
翼
を
担
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図 4図 5

う
「
バ
レ
エ
・
ス
エ
ド
ワ
」
の
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ァ
ー
、
ジ
ョ
ン
・
ボ
ル
ラ
ン
の
仕
事

ぶ
り
と
ど
の
よ
う
に
結
び
あ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て

こ
の
点
を
瞥
見
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

一
九
二
一
年
、《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》
に
取
り
組
ん
で
い
た
頃
、
レ
ジ
ェ
は
、
ド
・

マ
レ
、
ボ
ル
ラ
ン
、
そ
し
て
オ
ネ
ゲ
ル
と
と
も
に
、
パ
リ
に
あ
る
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン

ク(

ヴ
ェ
ル
ド
ロ
ム
・
デ
ィ
ヴ
ェ
ー
ル)

や
労
働
者
階
級
の
た
め
の
ア
コ
ー
デ
ィ
オ

ン
・
バ
ン
ド
付
き
の
ダ
ン
ス
・
ホ
ー
ル
を
実
地
に
訪
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
経
験
を

ふ
ま
え
て
で
あ
ろ
う
か
、
一
九
二
三
年
の
「
人
気
の
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ホ
ー
ルLes 

Bals populaires

」
と
題
す
る
論
評
に
お
い
て
、
レ
ジ
ェ
は
フ
ラ
ン
ス
の
新
た
な
コ

レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
、ダ
ン
ス
・
ホ
ー
ル
の
中
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。

（
43
）

ま
た
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル:

光
、
色
彩
、
動
く
イ
メ
ー
ジ
、
事
物=

ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
の

一
節
に
は
、
サ
ー
カ
ス
の
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
の
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
が
バ
レ
エ
劇
よ
り

も
多
く
の
「
造
形
的
パ
ッ
サ
ー
ジ（

44
）」

を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
見
解
を
披
瀝
し
て
い
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
バ
レ
エ
の
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
た

画
家
レ
ジ
ェ
の
舞
台
装
置
と
衣
裳
デ
ザ
イ
ン
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
ボ
ル
ラ
ン
の
振

り
付
け
に
ほ
と
ん
ど
決
定
的
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
た
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
ロ
ー
ラ
ー
・
ス
ケ
ー
ト
自
体
が
、
特
有
の
身
体
的
姿
勢
や
動
き
を
強

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
と
し
て
も
、
男
た
ち
の
特
大
の
ジ
ャ
ケ
ッ

ト
は
、
左
右
長
さ
を
ち
が
え
て
裁
断
さ
れ
、
し
か
も
詰
め
物
を
さ
れ
て
い
る
た
め
、

た
と
え
ば
ス
ケ
ー
ト
を
す
る
場
面
で
は
、
下
半
身
が
せ
わ
し
な
く
動
く
の
に
反
し
上

半
身
は
あ
や
つ
り
人
形
の
よ
う
に
固
定
し
た
ま
ま
で
あ
る
か
の
ご
と
き
印
象
を
与
え

て
い
た(

図
4)

。
反
対
に
、
女
た
ち
の
大
き
な
ス
カ
ー
ト
は
、
上
半
身
が
自
在
に
動

く
の
と
は
対
照
的
に
、
こ
わ
ば
っ
た
ま
ま
紡
錘
形
の
形
状
を
保
ち
つ
づ
け
る
の
で
あ

っ
た(

図
5)

。
こ
う
し
た
レ
ジ
ェ
の
デ
ザ
イ
ン
に
応
じ
て
、
ボ
ル
ラ
ン
の
考
案
し
た

コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
も
、
ダ
ン
サ
ー
た
ち
が
個
別
の
異
な
っ
た
身
振
り
を
く
り
返
す

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
演
技
者
が
、
衣
裳
の
平
面
性
を
強
調
し
な
が
ら
同
一
の
動

き
を
同
時
に
反
復
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
「
コ
レ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
な
ら
ざ
る
コ
レ
オ

グ
ラ
フ
ィ
ー
」
で
あ
っ
た
。

（
45
）
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お
わ
り
に 

 

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
確
に
な
っ
た
よ
う
に
、
レ
ジ
ェ
の
舞
台
装
置

と
衣
裳
は
、
画
家
自
身
の
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
論
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、「
機
能
と
意
味
の
後
景
化
」
と
表
裏
す
る
「
造
形
的
価
値
の

前
景
化
」
を
舞
台
の
上
に
十
全
に
現
出
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
46
）

 

 

作
品
《
ス
ケ
ー
ト
・
リ
ン
ク
》
が
、
レ
ジ
ェ
の
理
論
の
忠
実
な
実
践
で
は
な
か
っ

た
に
し
ろ(

映
画
に
つ
い
て
は
経
費
の
点
で
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た)

、
事
物

の
「
造
形
的
価
値
」
に
力
点
を
置
い
た
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
演
劇
」
の
画
期
的
な
試

み
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

こ
う
し
て
「
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
演
劇
」
の
成
功
を
確
信
し
た
レ
ジ
ェ
は
、
一
年
後

の
一
九
二
三
年
、
ふ
た
た
び
「
バ
レ
エ
・
ス
エ
ド
ワ
」
の
バ
レ
エ
劇
の
舞
台
装
置
と

衣
裳
の
デ
ザ
イ
ン
を
手
が
け
る
こ
と
に
な
る
。《
天
地
創
造
》
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
の

創
世
神
話
を
題
材
と
す
る
こ
の
バ
レ
エ
が
、
一
九
二
〇
年
代
の
パ
リ
に
勢
い
を
得
て

い
た
「
ニ
グ
ロ
フ
ィ
リ
ア
」

（
47
）

に
い
ち
は
や
く
棹
さ
し
た
演
劇
的
実
験
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
ジ
ャ
ズ
を
介
し
て
「
ア
メ
リ

カ
ニ
ス
ム(

ア
メ
リ
カ
礼
讃)

」
と
裏
返
し
の
関
係
に
あ
る
「
ア
フ
リ
カ
ニ
ス
ム(

ア
フ

リ
カ
礼
讃)

」
を
主
題
と
す
る
こ
の
《
天
地
創
造
》
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
あ
ら
た
め

て
論
考
に
と
り
上
げ
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
が
、「
レ
ジ
ェ
と
バ
レ
エ
」
の
問
題
に

わ
ず
か
と
は
い
え
解
明
の
光
を
投
じ
た
本
稿
が
、
そ
の
た
め
の
基
礎
た
り
え
て
い
る

こ
と
を
願
い
つ
つ
小
論
を
終
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。 
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useet, 1992), p.30. 

「
レ
ジ
ェ
と
北
方
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
展
覧
会
は
、
従
来
、
光
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
レ
ジ
ェ
と
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
を
主
題
に
し
た
貴
重
な
企
画
の
試
み
で
あ
る
。
ま

た
次
の
展
覧
会
も
、
レ
ジ
ェ
と
「
バ
レ
エ
・
ス
エ
ド
ワ
」
に
特
化
し
た
意
義
深
い
も
の
と
言

え
よ
う
。Som

m
arutställning: Fernand Léger och Svenska Baletten ur D

ansm
useets 

sam
lingar( Stockholm

:Bukow
skis, 1990). 

（
46
）
「
機
能
と
意
味
の
後
景
化
」
と
「
造
形
的
価
値
の
前
景
化
」
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
レ

ジ
ェ
の
絵
画
の
原
理
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
も
の
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
レ
ジ
ェ
の
第

一
次
大
戦
後
の
作
品
の
中
で
も
特
に
評
価
の
高
い
《
都
市
》(

一
九
一
九)

と
題
さ
れ
た
絵

画
で
は
、
階
段
、
煙
、
バ
ル
コ
ニ
ー
の
て
す
り
、
デ
ィ
ス
ク
、
文
字
と
い
っ
た
画
家
偏
愛

の
モ
チ
ー
フ
が
配
さ
れ
、
現
代
の
都
市
生
活
の
断
片
が
点
綴
さ
れ
て
い
た
。「
パ
リ
の
き
わ

め
て
不
協
和
的
で
、
き
わ
め
て
現
代
的
な
地
域
の
同
時
的
な
経
験
」［C

ristopher G
reen, 

L éger and the Avant-G
arde (N

ew
 H

aven and London: Yale U
niversity 

Press, l975) , p. 182.

］
が
表
現
さ
れ
た
こ
の
大
作
は
、
事
物
の
「
造
形
的
価
値
」
を
前

面
に
押
し
出
す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

（
47
） Petrine A

rcher-Straw
, N

egrophilia:A
vant-G

arde Paris and Black Culture in 

the 1920s(London:Tham
es and H

udson, 2000), pp.9-21. 
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