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マッ
ク
ス
・
ク
リ
ン
ガ
ー
の
版
画
に
つ
い
て

奥　

野　

克　

仁

マ
ッ
ク
ス
・
ク
リ
ン
ガ
ー
（M

ax K
lin

ger, 1857-1920

）
が
活
動
し

て
い
た
一
九
世
紀
後
半
、
版
画
は
油
彩
画
の
複
製
の
一
手
段
を
担
っ
て
い

た
。
画
家
で
あ
り
、
彫
刻
家
で
あ
り
、
何
よ
り
版
画
家
で
あ
っ
た
ク
リ
ン

ガ
ー
も
複
製
版
画
を
制
作
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
有
名
な
も
の
は
、
当
時

ド
イ
ツ
語
圏
で
大
流
行
し
、
良
識
あ
る
家
庭
に
広
く
普
及
し
て
い
た
ア
ル

ノ
ル
ト
・
ベ
ッ
ク
リ
ー
ン
（A

rn
o
ld

 B
ö
ck

lin
, 1827-1901

）
の
油
彩

画
《
死
の
島
》（D

ie To
ten

in
sel

）
の
複
製
で
あ
る
【
図
１
】。
ベ
ッ
ク
リ

ー
ン
を
扱
っ
て
い
た
ベ
ル
リ
ン
の
画
商
フ
リ
ッ
ツ
・
グ
ル
リ
ッ
ト
（Fritz 

G
u
rlitt, 1854-1893

）
の
依
頼
を
受
け
て
一
八
九
〇
年
に
制
作
し
た
も

の
だ
が
、
ク
リ
ン
ガ
ー
は
も
と
も
と
「
ド
イ
ッ
チ
ュ
・
レ
ー
マ
ー
」
の
先

輩
と
し
て
ベ
ッ
ク
リ
ー
ン
を
深
く
尊
敬
し
て
お
り
、
快
く
引
き
受
け
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。「
ド
イ
ツ
・
ロ
ー
マ
派
」
と
も
訳
さ
れ
る
「
ド
イ
ッ
チ

ュ
・
レ
ー
マ
ー
」（D

eu
tsch

-R
ö
m

er

）
と
は
「
北
方
か
ら
南
国
イ
タ
リ
ア

に
移
り
住
み
、
南
方
の
風
景
や
モ
テ
ィ
ー
フ
を
新
た
な
色
彩
体
験
の
下
に

と
ら
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
古
典
世
界
を
形
作
っ
て
い
た
モ
テ
ィ
ー
フ
を

自
ら
の
造
形
語
彙
に
加
え
、
考
古
学
的
知
識
や
神
話
に
よ
っ
て
風
景
や
風

俗
的
な
場
面
を
豊
か
な
も
の
と
し
た
、
あ
の
芸
術
家
た
ち
1
」
の
こ
と
で

あ
る
。
ク
リ
ン
ガ
ー
も
後
に
イ
タ
リ
ア
を
旅
し
て
そ
の
体
験
を
色
濃
く
自

作
に
に
じ
ま
せ
る
こ
と
に
な
り
、
ド
イ
ツ
美
術
家
連
盟
の
副
会
長
を
務
め

て
い
た
と
き
に
は
「
ロ
ー
マ
賞
」
受
賞
者
の
た
め
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
滞

在
施
設
「
ヴ
ィ
ラ
・
ロ
マ
ー
ナ
」
を
自
ら
手
配
し
た
り
も
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
ベ
ッ
ク
リ
ー
ン
は
《
死
の
島
》
を
五
点
制
作
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
お
り
、
現
存
し
て
い
る
の
は
四
点
で
あ
る
。
ク
リ
ン
ガ
ー
が
銅
版

画
で
複
製
し
た
の
は
、
も
っ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
バ
ー
ゼ
ル
美
術
館
の
所

蔵
品
で
は
な
く
、
一
時
期
ヒ
ト
ラ
ー
の
総
統
官
邸
を
飾
り
、
現
在
は
ベ
ル

	

―
《
ブ
ラ
ー
ム
ス
幻
想
》
を
中
心
に
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リ
ン
の
旧
国
立
美
術
館
が
所
蔵
す
る
、
一
八
八
三
年
に
描
か
れ
た
三
番
目

の
作
品
で
あ
る
2【
図
２
】。
ク
リ
ン
ガ
ー
は
《
死
の
島
》
を
含
め
、
ベ
ッ

ク
リ
ー
ン
の
油
彩
画
を
五
点
複
製
し
、
そ
の
普
及
の
一
役
を
担
っ
た
の
だ

が
、
自
分
の
油
彩
画
を
銅
版
画
で
複
製
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
マ
ル

チ
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
っ
た
ク
リ
ン
ガ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
デ
ィ
ア

の
特
徴
を
理
解
し
、
と
り
わ
け
版
画
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
大
事
に
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

ク
リ
ン
ガ
ー
の
主
著
『
絵
画
と
素
描
』（M

alerei u
n
d
 Z

eich
n
u
n
g, 

1891

）
は
、
油
彩
画
と
版
画
の
特
徴
を
分
析
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
ク
リ

ン
ガ
ー
に
よ
る
と
、M

alerei

は
油
彩
画
な
ど
、
主
に
色
の
つ
い
て
い
る

絵
の
こ
と
で
、
ク
リ
ン
ガ
ー
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
は
「
彩
画
」
と
も
訳

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、Z

eich
n
u
n
g

は
版
画
な
ど
、
色

が
つ
い
て
い
な
い
絵
を
指
す
。
通
常Z

eich
n
u
n
g

は
「
素
描
」
と
訳
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
が
、「
彩
画
」
同
様
に
「
線
描
」
と
訳
し
た
ほ
う
が
わ
か

り
や
す
い
。
こ
のM

alerei

は
目
に
見
え
る
ま
ま
の
自
然
を
調
和
的
に
表

現
す
べ
き
も
の
で
、
す
べ
て
を
明
ら
か
に
示
し
、
そ
れ
自
体
で
一
つ
の

世
界
と
し
て
完
結
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
一
方

で
、Z

eich
n
u
n
g

は
現
実
を
再
現
す
る
力
は
弱
い
が
、
芸
術
家
の
主
観

や
幻
想
を
表
現
す
る
余
地
が
あ
り
、
見
る
人
が
想
像
に
よ
り
自
由
に
解
釈

す
る
余
地
が
残
さ
れ
る
。
見
る
人
の
想
像
が
加
わ
っ
て
は
じ
め
て
完
成

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
3
。
こ
の
二
項
対
立
は
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
（H

ein
rich

 

W
ö
lf�

in
, 1864-1945

）
に
よ
る
有
名
なm

alerisch

（「
絵
画
的
」）
と

lin
ear

（「
線
的
」）
の
様
式
的
対
立
の
概
念
を
先
行
す
る
も
の
と
し
て
興

味
深
い
。

と
こ
ろ
で
、
ク
リ
ン
ガ
ー
の
代
表
的
なM

alerei

で
あ
る
油
彩
画
の

大
作
、
例
え
ば
《
オ
リ
ン
ポ
ス
の
キ
リ
ス
ト
（C

h
ristu

s im
 O

lym
p
, 

1897
）》【
図
３
】
は
、
そ
の
大
時
代
な
主
題
ゆ
え
に
一
部
の
識
者
か
ら

顰
蹙
を
買
い
、「
す
べ
て
の
関
係
が
結
び
つ
き
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
の
芸

術
が
さ
ら
な
る
展
開
を
は
じ
め
る
す
べ
て
の
芸
術
の
核
心
及
び
中
心
点

図1

図2　《死の島》（1883年作）旧国立美術館蔵、ベルリン
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に
、
人
間
と
そ
の
肉
体
が
存
し
て
い
る
4
」
と
い
う
彼
の
信
念
を
反
映
し

た
、
ま
っ
た
く
理
想
化
が
施
さ
れ
な
い
裸
体
の
モ
デ
ル
は
ご
婦
人
方
の
不

興
を
買
っ
て
い
た
。
卓
越
し
た
油
彩
画
の
技
術
は
そ
の
内
容
の
空
疎
さ

を
助
長
す
る
。
ド
イ
ツ
美
術
家
連
盟
の
副
会
長
に
推
さ
れ
る
な
ど
、
画

壇
の
重
鎮
と
し
て
祭
り
上
げ
ら
れ
な
が
ら
も
、
ク
リ
ン
ガ
ー
のM

alerei

は
既
に
生
前
に
お
い
て
「
古
臭
い
も
の
」
と
し
て
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
た
。
そ
の
一
方
で
芸
術
家
の
主
観
を
中
心
に
す
え
たZ

eich
n
u
n
g

は
、
彼
の
次
の
世
代
の
社
会
派
の
表
現
主
義
者
ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ

（K
äth

e K
o
llw

itz, 1867-1945

）
に
直
接
の
刻
印
を
残
し
、
デ
・
キ
リ

コ
（G

io
rgio

 d
e C

h
irico

, 1888-1978

）
の
形
而
上
絵
画
や
後
の
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
、
現
在
で
も
そ
の
ア
ク
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
を
失
っ
て
は
い
な
い
。

ク
リ
ン
ガ
ー
が
常
に
保
有
し
て
い
た
の
は
綜
合
芸
術
へ
の
志
向
で
あ

っ
た
。
彼
は
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
の
孤
立
化
を
克
服
し
、
ひ
と
つ
の
「
空
間

芸
術
」
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
ほ
ぼ
同
時
代
人
と
言
え
る
ヴ
ァ

ー
グ
ナ
ー
（R

ich
ard

 W
agn

er, 1813-1883

）
と
共
通
す
る
意
識
で
あ

り
、
ク
リ
ン
ガ
ー
の
版
画
連
作
は
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
の
楽
劇
を
モ
デ
ル
と
す

る
、
複
数
の
芸
術
が
相
互
作
用
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
5
。

版
画
連
作
《
ブ
ラ
ー
ム
ス
幻
想
（B

rah
m

sp
h
an

tasie, O
p
. X

II, 

1894
）》
は
、
そ
ん
な
ク
リ
ン
ガ
ー
の
綜
合
芸
術
へ
の
志
向
が
結
実
し
た

傑
作
で
あ
る
。
幼
少
か
ら
音
楽
を
好
み
、
自
ら
の
ア
ト
リ
エ
に
は
常
に
ピ

図3　《オリンポスのキリスト》（1897年作、画面左奥）、1938年撮影の歴史的写真、ウィー
ン美術史美術館蔵、ライプツィヒ美術館寄託
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ア
ノ
を
置
い
て
い
た
ク
リ
ン
ガ
ー
に
と
っ
て
、
同
時
代
の
最
大
の
音
楽
家

ヨ
ハ
ネ
ス
・
ブ
ラ
ー
ム
ス
（Jo

h
an

n
es B

rah
m

s, 1833-97

）
は
畏
敬
す

べ
き
存
在
で
あ
り
、
一
八
八
〇
年
に
滞
在
中
の
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
で
知
遇
を

得
た
こ
と
は
彼
の
芸
術
の
展
開
に
お
い
て
重
大
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
同

年
に
出
版
さ
れ
た
版
画
連
作
《
ア
モ
ー
ル
と
プ
シ
ュ
ケ
ー
（A

m
o
r u

n
d
 

P
sych

e, O
p
. V, 1880

）》
は
早
速
ブ
ラ
ー
ム
ス
に
献
呈
さ
れ
て
い
る
。

《
ブ
ラ
ー
ム
ス
幻
想
》
は
作
曲
家
の
生
誕
六
十
年
の
記
念
に
、
ク
リ
ン
ガ

ー
が
献
呈
し
た
も
の
で
あ
る
。

作
品
は
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
、
五
つ
の
ピ
ア
ノ
伴
奏
付
き
の
歌
曲
を

視
覚
化
し
た
部
分
と
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
（Fried
rich

 H
ö
ld

erlin
, 1770-

1843

）
の
詩
に
よ
る
合
唱
曲
《
運
命
の
歌
（Sch

ick
salslied

, o
p
. 54, 

1871

）》
を
視
覚
化
し
た
部
分
に
分
か
れ
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
「
序
奏
」
と

も
い
う
べ
き
図
版
が
付
さ
れ
て
い
る
。
使
用
さ
れ
た
図
版
は
全
部
で
四
一

点
。
ま
た
楽
譜
が
そ
の
ま
ま
版
に
起
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ク
リ
ン

ガ
ー
自
身
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
初
版
と
し
て
わ
ず
か
五
部
が
刷

ら
れ
た
後
、
普
及
版
と
し
て
一
五
〇
部
刷
ら
れ
た
第
二
版
は
、
ク
リ
ン

ガ
ー
の
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
の
編
集
者
ジ
ン
ガ
ー
（H

an
s W

o
lfgan

g 

Sin
ger, 1867-1936

）
に
よ
る
と
、
い
く
つ
か
は
革
装
で
製
本
さ
れ
、
そ

の
他
は
革
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
何
部
ず
つ
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
6
。

高
知
県
立
美
術
館
が
所
蔵
し
て
い
る
作
品
【
図
４
】
は
製
本
さ
れ
た
も
の

で
、
天
、
地
、
小
口
の
三
方
に
金
を
施
し
た
豪
華
本
で
あ
っ
た
が
、
現
在

は
で
き
る
だ
け
多
く
の
図
版
が
展
示
で
き
る
こ
と
を
優
先
し
、
各
葉
を
ば

ら
ば
ら
に
切
り
離
し
て
い
る
7
。

図4
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文
学
作
品
で
あ
る
詩
に
音
楽
が
つ
け
ら
れ
た
歌
曲
は
、
既
に
文
学
と
音

楽
と
の
綜
合
芸
術
で
あ
る
。
文
学
と
音
楽
は
と
も
に
時
間
軸
上
に
展
開
す

る
芸
術
で
あ
り
、
時
間
の
流
れ
に
添
っ
て
互
い
に
影
響
し
合
う
。
文
学
の

自
由
な
感
興
は
調
性
と
律
動
と
い
う
音
楽
の
特
性
に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
、

ま
た
音
楽
は
韻
律
と
言
葉
の
意
味
と
い
う
文
学
の
特
性
に
よ
っ
て
制
限
を

受
け
る
の
で
、
作
曲
家
は
音
楽
へ
の
影
響
の
少
な
い
凡
庸
な
テ
キ
ス
ト
を

選
び
が
ち
に
な
る
し
、
ま
た
詩
人
は
自
分
の
作
品
に
付
け
ら
れ
た
音
楽
に

は
理
解
を
示
さ
な
い
と
い
う
事
例
が
多
々
あ
る
。
例
え
ば
、
今
日
で
は
若

き
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
（Fran

z Sch
u
b
ert, 1797-1828

）
の
傑
作
と
い
う
の

み
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
・
リ
ー
ト
の
中
で
も
屈
指
の
名
曲
で
あ
る

《
糸
を
紡
ぐ
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
（G

retch
en

 am
 Sp

in
n
rad

e,  D
118, 

1814

）》
は
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
作
者
ゲ
ー
テ
（Jo
h
an

n
 W

o
lfgan

g 

vo
n
 G

o
eth

e, 1749-1832

）
に
無
視
さ
れ
、
ま
た
《
魔
王
（E

rlk
ö
n
ig, 

D
328, 1815

）》
も
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

伝
統
的
な
ド
イ
ツ
・
リ
ー
ト
が
革
新
さ
れ
る
の
は
こ
の
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
以

降
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
歌
曲
と
一
線
を
画
す
る
の
は
文
学
と
音
楽
の
さ

ら
な
る
一
体
感
で
あ
る
。
詩
人
の
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
音
楽
家
に
よ
っ

て
増
幅
さ
れ
、
か
つ
て
な
い
ま
で
の
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
世
界
が
現
出
し

た
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
展
開
し
た
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
は

ま
さ
に
音
楽
を
目
指
し
、
ゲ
ー
テ
に
は
容
認
し
が
た
か
っ
た
エ
モ
ー
シ
ョ

ン
を
自
ら
求
め
た
。
そ
し
て
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
と
ゲ
ー
テ
に
お
い
て
存
在
し

た
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
齟
齬
は
、
例
え
ば
次
世
代
の
シ
ュ
ー
マ
ン
（R

o
b
ert 

Sch
u
m

an
n
, 1810-1856

）
と
ハ
イ
ネ
（H

ein
rich

 H
ein

e, 1797-

1856

）
に
よ
る
歌
曲
集
《
詩
人
の
恋
（D

ich
terlieb

e, o
p
. 48, 1840

）》

に
お
い
て
止
揚
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
文
芸
思
潮
は
調
和
を
目
指
す
時
期
と
破
綻
を
目
指
す
時
期
の
連

続
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
が
、
ロ
マ
ン
派
は
そ
の
破
綻
を
志
向
す
る
時
期

の
も
の
で
あ
り
、
多
岐
に
渡
る
芸
術
的
活
動
が
展
開
し
た
。
ド
イ
ツ
で
は

ゲ
ー
テ
が
活
躍
し
た
一
八
世
紀
の
古
典
主
義
の
時
代
を
は
さ
ん
で
、
前
に

は
「
疾
風
怒
涛(Stu

rm
 u

n
d
 D

ran
g)

」、
後
に
は
ロ
マ
ン
主
義
と
、
そ

の
破
綻
を
目
指
す
運
動
が
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
比
べ
て
突
出
し
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。
ド
イ
ツ
民
族
が
ロ
マ
ン
的
と
い
わ
れ
る
所
以
で
も
あ

り
、
ド
イ
ツ
人
が
も
っ
と
も
好
む
芸
術
が
ロ
マ
ン
派
の
時
代
に
ひ
と
つ
の

頂
点
を
極
め
た
音
楽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
そ
の
こ
と
を
例
証
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
。

シ
ュ
ー
マ
ン
の
弟
子
で
あ
っ
た
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
曲
風
は
穏
健
で
保
守
的

で
、
当
時
の
主
流
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
派
の
後
期
ロ
マ
ン
主
義
の
破

天
荒
な
ま
で
に
壮
大
華
麗
な
形
式
と
は
趣
を
異
に
す
る
が
、
そ
れ
は
ロ
マ

ン
派
の
嵐
を
経
た
後
の
静
け
さ
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
時
に
感
情

は
飛
躍
す
る
。
ブ
ラ
ー
ム
ス
が
作
曲
し
た
歌
曲
も
、
ド
イ
ツ
・
リ
ー
ト
の

本
流
に
添
う
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
き
わ
め
て
ロ
マ
ン
的
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
歌
曲
は
、
シ
ュ
ー
マ
ン
と
ハ
イ
ネ
に
よ
っ
て

開
か
れ
た
新
し
い
創
造
の
世
界
か
ら
は
一
歩
後
退
し
た
も
の
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
ブ
ラ
ー
ム
ス
が
採
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
ハ
イ
ネ
に
比
べ
れ
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ば
あ
ま
り
に
素
朴
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
こ
に
、
ク
リ
ン
ガ
ー
の
絵
画
的
イ

メ
ー
ジ
が
侵
入
し
、
お
互
い
を
損
な
う
こ
と
な
く
高
め
あ
う
こ
と
の
で
き

る
隙
間
が
生
じ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
ク
リ
ン
ガ
ー
は
ブ
ラ
ー
ム

ス
が
作
曲
し
た
一
五
〇
曲
を
超
え
る
声
楽
曲
か
ら
自
由
に
作
品
を
選
ぶ
こ

と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。《
ブ
ラ
ー
ム
ス
幻
想
》
の
第
一
部
に
採
用
さ

れ
た
歌
曲
の
テ
キ
ス
ト
の
凡
庸
さ
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
凡
庸
さ
は
第
二
部
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
主
著
『
ヒ
ュ
ペ

ー
リ
オ
ン
（H

yp
erio

n
, 1799

）』
か
ら
採
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
際
立
た

せ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ク
リ
ン
ガ
ー
の
版
画
集
は
「
連
作
」
と
い
う
か
た
ち
を
採
る
が
、
こ
れ

は
複
数
の
作
品
の
連
関
に
よ
り
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
音
楽
や
文
学
の

よ
う
に
時
間
軸
上
に
展
開
す
る
。
つ
ま
り
読
み
進
み
、
聴
き
進
む
も
の
で

あ
り
、
歌
曲
と
の
「
綜
合
」
は
極
め
て
自
然
で
、
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ

た
と
も
い
え
よ
う
。
以
下
は
そ
の
作
品
の
流
れ
に
添
い
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ

の
連
関
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

 

＊

第
一
部
、
歌
曲
の
部
分
の
「
序
奏
」
で
あ
る
《
協
和
音
（A

cco
rd

e

）》

は
屹
立
す
る
海
岸
線
に
突
出
し
た
テ
ラ
ス
で
ピ
ア
ノ
を
弾
く
芸
術
家
の

姿
で
あ
る
【
図
５
】。
彼
の
背
後
に
は
古
代
風
の
衣
装
を
着
た
女
性
が
座

り
、
海
中
か
ら
海
の
妖
精
た
ち
が
持
ち
上
げ
る
ハ
ー
プ
を
指
し
示
し
て
い

る
。
題
名
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
自
然
と
芸
術
の
調
和
を
イ
メ

ー
ジ
す
る
も
の
で
、
そ
の
調
和
か
ら
生
ま
れ
た
音
楽
は
、
帆
を
一
杯
に
張

っ
て
海
上
を
す
べ
る
よ
う
に
進
ん
で
行
く
。

図5
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歌
曲
《
昔
の
愛
》

A
lte Lieb

e, o
p
. 72 N

r. 1, 1876
カ
ー
ル
・
カ
ン
デ
ィ
ド
ゥ
ス
（K

arl C
an

d
id

u
s, 1817-72

）
の
詩
に

よ
る
第
一
の
歌
曲
は
七
点
の
図
版
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
詩
の
全

訳
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

暗
い
色
の
ツ
バ
メ
た
ち
は

遠
い
国
か
ら
帰
り
、

敬
虔
な
コ
ウ
ノ
ト
リ
た
ち
は

新
し
い
幸
福
を
運
ん
で
く
る
。

ど
ん
よ
り
と
雲
が
垂
れ
込
め
、

暖
か
い
こ
ん
な
春
の
朝
に
、

僕
は
再
び
見
つ
け
た
よ
う
だ

昔
の
愛
の
痛
手
を
。

そ
れ
は
僕
の
肩
を
軽
く

叩
い
た
者
の
よ
う

囁
き
の
な
か
に
聴
い
た

鳩
の
羽
音
の
よ
う
。

僕
の
ド
ア
は
ノ
ッ
ク
さ
れ
る
が
、

し
か
し
外
に
は
誰
も
居
な
い
。

僕
は
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
香
を
嗅
ぐ
が

花
束
を
抱
く
こ
と
は
な
い
。

遠
い
と
こ
ろ
か
ら
僕
を
呼
ぶ
声
と

僕
を
み
つ
め
る
瞳
が
あ
る

古
い
夢
が
僕
を
捉
え
、

そ
の
小
道
へ
と
僕
を
導
く
。

ク
リ
ン
ガ
ー
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
自
由
に
解
釈
し
て
お
り
、
旧
東
独
時

代
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
美
術
館
の
館
長
で
あ
っ
た
ゲ
ア
ハ
ル
ト
・
ヴ
ィ
ン
ク

ラ
ー
（G

erh
ard

 W
in

k
ler

）
に
よ
る
と
、
芸
術
家
が
寝
そ
べ
っ
て
昔
の

愛
の
手
紙
を
引
っ
掻
き
回
し
て
い
る
の
は
ロ
ー
マ
の
ア
ト
リ
エ
の
バ
ル
コ

ニ
ー
で
あ
る
ら
し
い
8【
図
６
】。《
時
の
輪
》
に
は
白
髪
の
老
人
と
笑
う

サ
テ
ュ
ロ
ス
の
顔
が
つ
い
て
お
り
、
こ
れ
は
「
運
命
」
と
「
忘
却
」
の
意
味

で
あ
る
。
見
開
き
の
頁
に
分
け
ら
れ
た
裸
体
の
男
女
は
「
憧
れ
」
を
具
体

化
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
後
の
図
版
は
ツ
バ
メ
が
塔
に
向
か
っ
て
飛
ん
で

い
く
と
い
う
冒
頭
の
詩
句
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
【
図
７
】、
秀
逸
な
の

は
あ
た
か
も
音
符
が
ツ
バ
メ
に
姿
を
変
え
て
五
線
譜
か
ら
飛
び
立
っ
て
い

く
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
れ
は
「
綜
合
」

の
、
文
字
ど
お
り
の
具
体
化
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の

リ
ト
グ
ラ
フ
は
単
色
刷
り
で
は
な
く
、
ア
イ
リ
ス
（
薄
紫
）
が
加
え
ら
れ
、

画
面
に
深
み
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
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歌
曲
《
あ
こ
が
れ
》

Seh
n
su

ch
t o

p
.49 N

r.3, 1868 A
u
s d

em
 B

ö
m

isch
en

あ
の
深
い
森
の
向
こ
う
に

お
前
、
僕
の
愛
し
い
人
が
い
る

遠
く
、
あ
あ
、
な
ん
て
遠
く
に!

岩
は
砕
け
よ
、

谷
は
埋
ま
れ
、

図6

図7
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僕
に
見
せ
よ
、

僕
は
見
つ
け
さ
せ
よ
、

僕
の
遥
か
な
、
甘
美
な
る
乙
女
を
。

第
二
の
歌
曲
は
ボ
ヘ
ミ
ア
民
謡
か
ら
採
ら
れ
て
お
り
、
六
枚
の
図
版
が

充
て
ら
れ
て
い
る
。
ク
リ
ン
ガ
ー
は
詩
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
イ
メ
ー
ジ
化

し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
最
期
の
図
版
で
大
き
な
読
み
替
え
が
行
わ
れ
て
い

る
。
深
い
森
の
向
こ
う
に
い
る
は
ず
の
恋
人
は
同
じ
部
屋
に
お
り
、
肉
体

は
接
し
て
い
る
の
だ
が
女
性
の
向
こ
う
側
に
い
る
男
性
は
背
中
を
向
け
て

い
る
【
図
８
】。
二
人
の
間
の
「
谷
」
は
心
の
中
に
あ
る
よ
う
だ
。

歌
曲
《
日
曜
の
朝
に
》

A
m

 So
n
n
tag

m
o
rg

en
 o

p
.49 N

r.1, 1868

日
曜
日
の
朝
に
め
か
し
こ
ん
で
、

君
が
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
を
知
っ
て
い
る

君
を
見
て
い
た
人
が

僕
に
告
げ
口
し
た
の
だ
。

そ
れ
を
聴
い
て
僕
は
大
声
で
笑
っ
た
が

部
屋
に
帰
っ
て
夜
ま
で
泣
い
た
。

そ
れ
を
聴
い
て
僕
は
歌
い
だ
し
た
が

独
り
に
な
っ
て
か
ら
腕
を
組
み
嘆
い
た
。

第
三
の
歌
曲
は
パ
ウ
ル
・
ハ
イ
ゼ
（P

au
l H

eyse, 1
8
3
0
-1

9
1
4

）

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
二
点
の
図
版
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
が
、
め
か
し
こ
む
女
性
の
前
の
作
り
笑
い
を
浮
か
べ
た
フ
ァ
ウ
ヌ
ス

と
、
暗
澹
た
る
水
中
に
引
き
込
ま
れ
る
男
性
の
姿
【
図
９
】
は
、
ブ
ラ

図8
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ー
ム
ス
の
こ
の
歌
曲
の
も
つ
表
面
的
な
明
る
さ
と
、
そ
の
背
後
に
潜
む

絶
望
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。

歌
曲
《
野
の
寂
し
さ
》

Feld
ein

sam
k
eit o

p
.86 N

r.2, 1879

僕
は
高
く
茂
る
草
の
中
で
憩
い

長
い
間
上
の
方
を
眺
め
て
い
る
。

コ
オ
ロ
ギ
た
ち
の
絶
え
間
な
い
鳴
き
声
と

え
も
い
え
ぬ
空
の
青
み
に
包
ま
れ
て
。

美
し
い
白
い
雲
が
流
れ
て
行
く
。

静
か
な
夢
の
よ
う
な
深
い
青
み
を
抜
け
て
。

僕
は
と
う
に
死
ん
で
い
た
か
の
よ
う
に

至
福
の
中
で
永
遠
の
空
間
を
抜
け
て
行
く
。

第
四
の
歌
曲
は
ヘ
ル
マ
ン
・
ア
ル
マ
ー
ス
（H

erm
an

n
 A

llm
ers, 

1
8
2
1
-1

9
0
2

）
に
よ
る
も
の
で
、
三
点
の
図
版
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
。
最
初
の
図
版
は
詩
の
内
容
の
忠
実
な
視
覚
化
で
、
茶
色
が
加
え

ら
れ
た
二
色
刷
り
で
あ
る
【
図
10
】。
こ
れ
に
続
く
二
点
の
縁
飾
り
（
サ

テ
ュ
ロ
ス
と
恋
人
た
ち
）
の
意
味
は
不
明
だ
が
、
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
は
こ

れ
を
草
に
寝
転
ぶ
男
の
夢
の
開
示
と
し
て
い
る
9
。

図9
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歌
曲
《
家
も
な
く
、
故
郷
も
な
く
》

K
ein

 H
au

s, k
ein

e H
eim

at o
p
.94 N

r.5, 1884

家
も
な
く
、
故
郷
も
な
く

妻
も
な
く
、
子
供
も
な
く
、

私
は
藁
し
べ
の
よ
う
に
ひ
る
が
え
る

雨
風
の
中
で
。

潮
が
引
き
、
潮
が
満
ち

時
に
は
そ
こ
に
、
時
に
は
こ
こ
に
。

世
界
よ
、
お
前
が
私
に
問
い
か
け
な
い
な
ら
ば

な
ぜ
私
が
お
前
に
問
い
か
け
よ
う
か
。

第
一
部
の
最
後
の
歌
曲
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
ル
ム
（F

ried
rich

 

H
alm

, 1
8
0
6
-7

1

）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
は
三
連
あ

る
原
詩
の
第
一
連
を
無
視
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
連
は
以
下
の
と
お
り

で
、

私
の
上
着
は
ま
だ
破
れ
て
い
な
い
し
、

私
の
グ
ラ
ス
に
は
ま
だ
ジ
ン
が
満
た
さ
れ
て
い
る
。

世
界
よ
、
お
前
は
お
前
の
道
を
行
け

私
は
何
処
へ
と
は
訊
く
ま
い
。

こ
の
第
一
連
は
世
界
（
あ
る
い
は
「
こ
の
世
」、「
世
間
」）
に
対
す
る
問

い
か
け
に
関
し
て
第
三
連
と
シ
ン
メ
ト
リ
ー
を
成
し
て
い
る
の
だ
が
、
ブ

ラ
ー
ム
ス
は
敢
え
て
第
一
連
を
無
視
す
る
こ
と
で
よ
り
抽
象
性
を
増
し
、

第
二
連
の
「
家
も
な
く
、
故
郷
も
な
く
」
と
い
う
詩
句
を
冒
頭
に
置
く
こ

と
で
感
傷
性
を
付
加
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
曲
を
採
用
し
た
ク

図10
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リ
ン
ガ
ー
は
、
こ
の
曲
に
関
し
て
は
イ
メ
ー
ジ
を
付
せ
ず
、
楽
譜
の
み

を
提
示
し
て
い
る
。
ジ
ン
ガ
ー
は
「
計
画
さ
れ
て
い
た
装
飾
は
完
成
さ
れ

な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
が
10
、
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
は
「
よ
り
重
要
な
第
二

部
を
前
に
し
て
息
を
つ
か
せ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
11
。

ハ
ル
ム
の
詩
は
自
然
の
中
で
翻
弄
さ
れ
る
人
間
の
姿
を
描
い
て
お
り
、
こ

こ
に
お
い
て
冒
頭
に
提
示
さ
れ
た
自
然
と
芸
術
の
調
和
は
微
妙
な
緊
張
状

態
に
あ
る
。

 

＊

第
二
部
の
序
奏
《
喚
起
（E

vo
catio

n

）》
は
再
び
自
然
と
芸
術
の
相
応

が
描
写
さ
れ
て
い
る
【
図
11
】。
場
面
は
第
一
部
の
序
奏
《
協
和
音
》
に
描

か
れ
て
い
た
も
の
と
同
じ
く
海
に
突
出
し
た
テ
ラ
ス
で
、
ピ
ア
ノ
を
前
に

し
た
芸
術
家
の
左
背
後
か
ら
堂
々
た
る
裸
体
の
女
性
が
大
き
く
腕
を
広
げ

て
歩
み
寄
っ
て
来
る
。
そ
の
間
に
置
か
れ
た
ハ
ー
プ
は
自
然
と
人
間
の
調

和
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
音
楽
の
象
徴
で
あ
る
。
音
楽
に
惹
か
れ
、
今
や
自

然
は
仮
面
と
衣
装
を
捨
て
去
り
、
そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
。
芸
術
家

は
こ
の
自
然
の
擬
人
像
の
出
現
に
驚
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
ヴ

ィ
ン
ク
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
然
は
ハ
ー
プ
に
歩
み
寄
り
、
今
や
そ
れ
を
演

奏
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
芸
術
家
は
彼
女
が
奏
で
始
め

る
「
出
だ
し(E

in
satz)

」
に
、
ピ
ア
ノ
の
音
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

の
だ
と
い
う
12
。
こ
の
、
誠
に
堂
々
た
る
図
像
の
背
景
を
成
す
の
は
大
海

原
と
空
で
あ
る
が
、
そ
の
空
に
は
拳
を
突
き
上
げ
、
弓
に
矢
を
つ
が
え
る

巨
人
た
ち
の
壮
大
で
幻
想
的
な
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
調
和
の
背
後
に
あ

図11
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る
永
遠
の
争
闘
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ク
リ
ン
ガ
ー
は
あ
え

て
よ
く
画
面
に
目
を
凝
ら
さ
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
ほ
ど
幻
想
的
に
こ
れ

を
描
い
て
い
る
が
、
こ
の
「
よ
く
目
を
凝
ら
す
」
と
い
う
時
間
的
な
要
素

が
画
面
に
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
の
巨
人
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
は
次
頁
か
ら
の
「
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
物
語
」

の
序
奏
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
《
運
命
の
歌
》
は
、
ブ
ラ

ー
ム
ス
の
作
品
と
は
直
接
関
係
の
な
い
、
こ
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
物
語
の

中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
け
る
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
物
語
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
伝

わ
る
伝
説
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
大
筋

は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

―
―
巨
人
の
テ
ィ
タ
ン
神
族
は
ゼ
ウ
ス
を
長
と
す
る
新
し
い
オ
リ
ン

ポ
ス
の
神
々
と
覇
権
を
か
け
て
争
い
、
敗
れ
て
奈
落
の
底
に
落
と
さ

れ
る
が
、
テ
ィ
タ
ン
神
族
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
と
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
の
兄

弟
は
オ
リ
ン
ポ
ス
の
神
々
の
側
に
つ
い
て
難
を
逃
れ
、
人
間
を
作
る

よ
う
命
じ
ら
れ
る
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
悲
惨
な
生
活
を
送
る
人
間
に

同
情
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
恵
を
授
け
る
。
あ
る
と
き
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス

は
、
神
々
と
人
間
の
間
の
犠
牲
の
分
配
を
め
ぐ
っ
て
、
人
間
の
味
方

を
し
て
ゼ
ウ
ス
の
裏
を
か
い
た
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
牛
の
骨
を
脂
肉

で
く
る
ん
だ
も
の
と
、
肉
と
臓
物
を
皮
に
く
る
ん
だ
も
の
を
用
意
し

て
、
ど
ち
ら
を
と
る
か
ゼ
ウ
ス
に
選
ば
せ
た
。
ゼ
ウ
ス
は
前
者
に
手

を
出
し
た
た
め
、
こ
れ
以
後
、
神
に
は
骨
と
脂
肉
だ
け
が
捧
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
美
味
な
肉
と
臓
物
の
部
分
は
人
間
の
食
物
と
な
っ

た
。
こ
れ
に
怒
っ
た
ゼ
ウ
ス
は
人
間
た
ち
か
ら
火
を
奪
っ
て
使
え
な

い
よ
う
に
す
る
が
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
密
か
に
天
上
の
太
陽
の
火
を

ウ
イ
キ
ョ
ウ
の
茎
の
中
に
隠
し
て
持
ち
か
え
り
、
人
間
に
与
え
て
し

ま
う
。
激
怒
し
た
ゼ
ウ
ス
は
、
エ
ピ
メ
テ
ウ
ス
に
人
類
最
初
の
女
性

パ
ン
ド
ラ
を
妻
と
し
て
与
え
て
人
間
た
ち
の
間
に
災
い
を
も
た
ら
す

と
と
も
に
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
を
捕
ら
え
て
コ
ー
カ
サ
ス
山
の
岩
に
鎖

で
つ
な
ぎ
、
肝
臓
を
大
ワ
シ
に
つ
い
ば
ま
せ
た
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は

神
で
あ
る
た
め
不
死
で
、
大
ワ
シ
に
食
い
荒
ら
さ
れ
た
肝
臓
は
一
夜

で
再
生
し
、
苦
し
み
は
永
遠
に
続
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
こ
の

責
め
苦
に
耐
え
、
三
〇
年
後
（
三
千
年
、
三
万
年
と
の
説
も
有
る
）、

英
雄
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
。
―
―

ク
リ
ン
ガ
ー
に
よ
る
「
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
物
語
」
の
最
初
は
巨
人
た

ち
と
オ
リ
ン
ポ
ス
の
神
々
と
の
戦
い
で
あ
る
【
図
12
】。
光
輝
に
包
ま
れ
、

次
々
と
矢
を
放
つ
オ
リ
ン
ポ
ス
の
神
々
に
対
し
、
岩
を
盾
に
し
、
石
つ
ぶ

て
で
応
戦
す
る
巨
人
た
ち
の
劣
勢
は
明
ら
か
で
あ
る
。
画
面
左
で
は
既
に

巨
人
た
ち
は
岩
山
に
そ
の
姿
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
戦
い
の
後
、
死

骸
の
よ
う
な
山
々
と
化
し
た
巨
人
た
ち
の
上
方
の
光
の
中
で
、
若
き
プ
ロ

メ
テ
ウ
ス
は
知
恵
の
女
神
ア
テ
ナ
の
話
を
傾
聴
し
て
い
る
【
図
13
】。
ア

テ
ナ
の
知
恵
に
触
発
さ
れ
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
暗
闇
の
中
で
悲
惨
な
生
活

を
送
る
人
間
た
ち
に
火
を
も
た
ら
す
。
天
上
の
火
の
輝
く
光
は
闇
を
照
ら
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図12

図13
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し
、
歓
喜
し
た
人
間
た
ち
は
祝
祭
の
輪
舞
を
踊
る
13【
図
14
】。
画
面
左
上

方
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
、
楽
し
げ
に
踊
る
人
物
た
ち
に
比
し
て
不
安
げ
な

表
情
を
し
て
い
る
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
行
為
は
当
然
な
が
ら
ゼ
ウ
ス
の
怒

り
を
買
い
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
ゼ
ウ
ス
の
ワ
シ
と
伝
令
神
ヘ
ル
メ
ス
に
よ

っ
て
誘
拐
さ
れ
、
コ
ー
カ
サ
ス
山
へ
と
連
れ
去
ら
れ
る
。
残
さ
れ
た
人
間

た
ち
は
牛
を
屠
り
、
ゼ
ウ
ス
に
捧
げ
る
。

プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
物
語
は
こ
こ
で
中
断
さ
れ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
テ
キ

ス
ト
に
よ
る
《
運
命
の
歌
》
が
始
ま
る
。

合
唱
曲
《
運
命
の
歌
》

Sch
icksalslied

 fü
r C

h
o
r u

n
d
 O

rch
ester o

p
.54 (1871)

汝
ら
天
上
の
光
の
な
か

柔
ら
か
な
大
地
の
上
を
歩
む
至
福
の
精
霊
た
ち
よ
。

輝
く
神
々
の
微
風
が

汝
ら
に
軽
く
触
れ
る
。

芸
術
家
の
指
が

聖
な
る
弦
を
奏
で
る
よ
う
に
。

あ
た
か
も
眠
る
乳
児
の
よ
う
に

天
上
の
者
は
運
命
か
ら
逃
れ
、
息
づ
く
。

図14
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純
潔
を
護
ら
れ
、

つ
つ
ま
し
や
か
な
蕾
の
な
か
で
、

汝
ら
の
精
気
は

永
遠
に
花
咲
く
。

そ
し
て
そ
の
至
福
の
眼
は

静
か
で
永
遠
な

力
の
な
か
で
輝
く
。

し
か
し
な
が
ら
我
々
に
は

憩
い
の
場
所
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

衰
え
、
落
下
す
る
の
だ
、

苦
し
み
悩
む
人
間
は
。

盲
目
的
に

時
か
ら
時
へ
と
。

水
が
断
崖
か
ら

断
崖
へ
と
投
げ
ら
れ
、

何
年
も
の
間
、
不
知
の
世
界
に
落
ち
こ
む
よ
う
に
。

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る
古
典
主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
の
過

渡
期
に
現
れ
た
孤
高
の
詩
人
で
あ
る
。
近
代
の
荒
涼
と
し
た
精
神
世
界
の

中
で
理
想
と
真
実
を
追
求
し
続
け
、
つ
い
に
狂
気
に
陥
っ
て
七
三
年
の
生

涯
の
後
半
の
三
〇
余
年
を
精
神
の
闇
の
中
に
送
っ
た
。
こ
の《
運
命
の
歌
》

も
、
ギ
リ
シ
ア
の
天
上
の
神
々
と
の
対
比
に
よ
っ
て
人
間
の
悲
惨
な
運
命

を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ー
ム
ス
は
こ
の
作
品
に
感
激
し
、
混
声
四

部
合
唱
と
管
弦
楽
に
よ
る
楽
曲
を
創
造
し
た
。
今
日
で
は
合
唱
曲
と
し

て
は
《
ド
イ
ツ
・
レ
ク
イ
エ
ム(E

in
 D

eu
tsch

es R
eq

u
iem

 fü
r So

li, 

C
h
o
r u

n
d
 O

rch
ester o

p
. 45, 1868)

》
と
並
ぶ
傑
作
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ー
ム
ス
は
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
テ
キ
ス
ト
の
ペ
シ
ミ

ズ
ム
に
共
感
し
な
が
ら
も
、
楽
曲
の
後
奏
に
希
望
と
慰
め
を
込
め
た
ア
ダ

ー
ジ
ョ
を
付
加
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
批
評
は
詩
の
内
容
と
は

異
な
る
解
決
を
も
た
ら
す
こ
の
処
理
を
非
難
す
る
も
の
が
多
く
、
作
曲
者

を
少
な
か
ら
ず
落
胆
さ
せ
た
。
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
歌
曲
は
シ
ュ
ー
マ
ン
が
切

り
開
い
た
新
し
い
可
能
性
か
ら
退
い
て
い
る
が
、
こ
の
《
運
命
の
歌
》
は

テ
キ
ス
ト
の
意
味
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
器
楽
に
よ
っ
て
新
し
い
解
釈
を

加
え
、
音
楽
作
品
と
し
て
新
し
い
次
元
が
切
り
開
か
れ
て
い
る
と
思
え
る
。

ク
リ
ン
ガ
ー
は
こ
の
作
品
を
視
覚
化
す
る
に
あ
た
り
、
先
の
プ
ロ
メ
テ

ウ
ス
の
物
語
を
大
規
模
な
序
奏
と
し
て
描
い
た
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
自
ら

も
神
で
あ
り
な
が
ら
神
々
に
翻
弄
さ
れ
る
人
間
の
代
表
で
あ
り
、
ク
リ
ン

ガ
ー
は
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
が
コ
ー
カ
サ
ス
山
に
鎖
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
描
写
を

中
断
し
、
テ
キ
ス
ト
と
の
合
致
を
図
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
テ
キ
ス
ト
の
相

似
形
と
し
て
前
置
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
ら
た
め
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

の
テ
キ
ス
ト
を
掲
げ
、
こ
の
文
学
作
品
に
最
大
の
敬
意
を
払
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
第
一
部
の
歌
曲
の
テ
キ
ス
ト
と
は
別
格
の
扱
い
で
あ
り
、
ブ
ラ
ー

ム
ス
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
の
音
楽
的
な
昇
華
を
い
か
に
ク
リ
ン
ガ
ー
が
評
価

し
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
【
図
版
15
】。
戦
い
に
敗
れ
た
巨
人
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た
ち
の
骸
が
転
が
る
海
岸
に
立
ち
、
琴
を
奏
で
る
の
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
の

語
り
部
ホ
メ
ロ
ス
。
ク
リ
ン
ガ
ー
は
彼
に
人
間
の
《
運
命
の
歌
》
を
歌
わ

せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
テ
キ
ス
ト
の
内
容
に
沿
っ
て
イ
メ
ー

ジ
が
楽
譜
に
つ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
見
る
と
第
二
部

は
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
物
語
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
テ
キ
ス
ト
、
そ
し
て
ブ
ラ

ー
ム
ス
の
楽
譜
と
い
う
三
つ
の
相
似
形
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

音
楽
的
、
文
学
的
な
時
間
軸
上
の
流
れ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
主

題
が
次
々
に
模
倣
さ
れ
、
展
開
し
て
い
く
、
音
楽
に
お
け
る
カ
ノ
ン
の
技

法
を
思
わ
せ
る
。

楽
譜
に
付
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
主
に
前
半
は
天
上
の
神
々
の
世
界
及

び
そ
の
地
上
の
世
界
と
の
対
照
的
な
姿
が
描
か
れ
、
後
半
は
悲
惨
な
地
上

の
人
間
界
が
描
か
れ
て
い
る
。
前
半
で
特
筆
す
べ
き
な
の
は
、
ク
リ
ン
ガ

ー
の
制
作
し
た
版
画
で
は
他
で
あ
ま
り
例
を
見
な
い
カ
ラ
ー
・
リ
ト
グ
ラ

フ
を
使
用
し
て
い
る
図
版
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
【
図
16
】。
こ
れ
は
い
や

が
う
え
に
も
明
る
い
天
上
の
世
界
と
暗
い
地
上
の
世
界
の
対
照
を
際
立
た

せ
て
い
る
。

「
ゆ
る
や
か
に
、
か
つ
憧
憬
を
こ
め
て
（L

A
N

G
S
A

M
 U

N
D

 

SE
H

N
SU

C
H

T
V
O

LL

）」
と
い
う
指
示
で
始
ま
る
変
ホ
長
調
の
天
上
の
世

界
の
描
写
が
、「
ア
レ
グ
ロ
」
の
指
示
を
も
っ
て
テ
ン
ポ
が
急
速
に
速
ま
り
、

暗
い
ハ
短
調
の
響
き
で
テ
キ
ス
ト
の
第
三
連
か
ら
の
地
上
の
描
写
に
移
る

と
こ
ろ
に
は
《
美
（
ア
フ
ロ
デ
ィ
ー
テ
）》
が
置
か
れ
て
い
る
【
図
17
】。
荒

れ
狂
う
波
の
上
に
立
つ
、
海
の
泡
か
ら
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
美
の
女
神
は

高
く
上
げ
た
腕
で
前
後
を
指
し
示
し
て
い
る
。
彼
女
の
裸
体
を
覆
う
薄
絹

は
風
に
あ
お
ら
れ
、
波
の
上
で
雷
雲
と
な
っ
て
拡
が
り
、
そ
の
下
に
は
溺

れ
る
人
間
た
ち
の
姿
。
人
間
た
ち
は
衰
え
、
落
下
し
、
荒
れ
果
て
た
世
界

に
佇
む
。
人
間
の
前
に
現
れ
る
の
は
死
の
み
で
あ
り
、
平
和
な
労
働
で
さ

図15
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え
災
い
の
み
を
も
た
ら
す
。

ブ
ラ
ー
ム
ス
の
音
楽
は
、
テ
キ
ス
ト
の
第
三
連
を
不
気
味
な
テ
ィ
ン
パ

ニ
の
連
打
で
静
か
に
締
め
く
く
る
が
、
そ
の
後
明
る
い
ハ
長
調
の
ア
ダ
ー

ジ
ョ
が
コ
ー
ダ
と
し
て
付
け
加
え
ら
れ
、
全
曲
を
終
え
る
。
そ
れ
は
音
楽

に
よ
る
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
理
想
の
実
現
で
あ
る
。
ク
リ
ン
ガ
ー
は
ブ
ラ
ー

ム
ス
の
解
釈
に
賛
同
し
、
連
作
の
最
後
に
よ
う
や
く
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
ヘ

ラ
ク
レ
ス
に
よ
る
解
放
の
場
面
を
置
き
、
音
楽
に
呼
応
さ
せ
て
い
る
【
図

18
】。
ヘ
ラ
ク
レ
ス
は
鷲
を
射
落
と
し
、
救
済
さ
れ
た
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は

歓
喜
の
あ
ま
り
手
に
顔
を
う
ず
め
て
泣
い
て
い
る
。
画
面
の
左
下
に
は
彼

図16

図17
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の
解
放
を
喜
ぶ
海
の
精
た
ち
。
こ
の
図
版
を
見
た
ブ
ラ
ー
ム
ス
は
、
ク
リ

ン
ガ
ー
に
こ
う
書
き
送
っ
た
。

「
私
は
美
し
い
言
葉
が
つ
け
ら
れ
た
音
楽
を
見
ま
し
た
。
そ
し
て
今
や
、

あ
な
た
の
素
晴
ら
し
い
素
描
は
私
を
ま
っ
た
く
予
期
せ
ぬ
と
こ
ろ
に

連
れ
て
行
く
の
で
す
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
音
楽
が
永
遠
に
鳴
り
響
き

続
け
、
音
楽
が
で
き
る
こ
と
よ
り
も
ず
っ
と
明
白
に
、
私
が
言
お
う

と
し
て
い
る
こ
と
を
言
い
切
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
な
お
も
神
秘
的
に
、

予
感
に
満
ち
て
。
時
に
は
私
は
、
あ
な
た
が
鉛
筆
で
よ
り
明
白
な
表

現
を
さ
れ
る
こ
と
が
羨
ま
し
く
な
り
ま
す
し
、
ま
た
時
に
は
、
私
に

は
そ
れ
が
不
要
な
こ
と
が
嬉
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
結
局
私
は
こ

う
考
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
べ
て
の
芸
術
は
同
じ
で
、
同

じ
言
葉
を
話
す
の
だ
と
。14
」

ブ
ラ
ー
ム
ス
は
こ
の
作
品
の
献
呈
を
受
け
感
激
し
、
二
年
後
に
《
四
つ

の
厳
粛
な
歌
（V

ier E
rn

ste G
esän

ge, O
p
. 121, 1896

）》
を
作
曲
し

て
今
度
は
ク
リ
ン
ガ
ー
に
献
呈
し
た
。
採
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
ル
タ
ー

訳
の
聖
書
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ー
ム
ス
は
そ
の
翌
年
に
没
し
て
い
る
。

＊ 

こ
の
稿
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
発
表
に
あ
た
り
、
二
〇
〇
二
年
三
月
発

行
の
「
高
知
県
立
美
術
館
研
究
紀
要
第
四
集
」
に
掲
載
し
た
論
文
を
改

稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

図18
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※ 
引
用
し
た
歌
曲
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の
テ
キ
ス
ト
は
す
べ
て
筆
者
の
拙
訳
で
あ
る
。
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