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愛と歌による、「対立と
分断」の克服可能性
ミュージカルを中心とした評論集

藤田直哉

寄
稿

酒
井
直
樹
氏
へ
の
手
紙

一
九
九
二
年
に
出
版
さ
れ
た
フ

ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
の
『
歴
史

の
終
わ
り
』
は
世
界
中
の
知
識
人

の
嘲
笑
を
誘
っ
た
が
、
こ
の
十
年

ほ
ど
の
間
、
毎
年
八
月
十
五
日
前

後
の
新
聞
に
目
を
通
し
て
は
、
フ

ク
ヤ
マ
の
主
張
と
は
無
関
係
に
だ

が
、
少
な
く
と
も
日
本
に
お
い
て

は
「
歴
史
の
終
わ
り
」
と
い
う
フ

レ
ー
ズ
を
小
馬
鹿
に
し
な
が
ら
切

り
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
た
と
え
ば
、
今
年
の
八
月

十
五
日
の
『
東
京
新
聞
』
の
社
説

（
朝
刊
、
第
五
面
）
で
は
、
『
大

大
陸
に
陽
は
落
ち
て
�
�
満
州
引

揚
げ
者
た
ち
の
哀
し
み
の
記
憶
』

を
刊
行
し
た
ば
か
り
の
、
九
〇
歳

の
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
で
あ
る
海
老
名

香
葉
子
氏
の
手
紙
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
、
満
州
か
ら

「
日
本
に
帰
還
し
た
人
た
ち
も
高

齢
化
が
進
み
、
存
命
す
る
語
り
部

は
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
『
満

州
引
揚
げ
者
た
ち
の
哀
し
み
を
伝

え
た
い
』
、
そ
ん
な
思
い
を
し
た

た
め
た
の
が
本
書
で
す
」
と
記
さ

れ
て
い
る
そ
う
で
、
社
説
は
「
権

力
者
に
戦
争
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ

る
た
め
に
も
、
凄
惨
な
体
験
を
語

り
継
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
固

く
誓
う
『
終
戦
の
日
』
で
す
」
と

締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
今
後
、

「
先
の
戦
争
」
の
語
り
部
は
さ
ら

に
少
な
く
な
っ
て
い
く
が
、
た
と

え
そ
う
で
あ
ろ
う
と
も
「
凄
惨
な

体
験
を
語
り
継
が
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、

も
ち
ろ
ん
異
論
は
ま
っ
た
く
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
毎
年
八

月
に
目
に
す
る
こ
う
い
っ
た
記
事

に
脳
天
気
さ
を
嗅
ぎ
取
ら
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
の
は
、
一
九
四
六
年

に
生
ま
れ
た
人
々
も
す
で
に
喜
寿

を
迎
え
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
団

塊
の
世
代
」
の
記
憶
が
失
わ
れ
る

ま
で
の
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
も
迫
っ

て
い
る
こ
と
が
す
っ
か
り
忘
却
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な

い
か
ら
だ
。

日
本
の
歴
史
は
も
ち
ろ
ん
一
九

四
五
年
八
月
十
五
日
で
終
わ
っ
た

は
ず
な
ど
な
く
、
そ
の
後
も
重
要

な
歴
史
的
出
来
事
は
山
の
よ
う
に

起
き
て
い
る
し
、
日
本
社
会
は

様
々
な
変
化
を
遂
げ
て
き
た
。
そ

し
て
一
九
六
八
年
前
後
に
青
春
時

代
を
過
ご
し
た
「
団
塊
の
世
代
」

の
人
々
の
記
憶
が
、「
先
の
戦
争
」

を
直
接
経
験
し
た
人
々
の
記
憶
よ

り
も
重
要
度
に
お
い
て
劣
る
と
は

決
し
て
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
団
塊
の
世

代
」
の
記
憶
が
し
か
と
記
録
さ
れ

て
い
る
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い

し
、
さ
ら
に
は
一
九
四
五
年
八
月

十
五
日
で
歴
史
は
終
わ
っ
た
と
言

わ
ん
が
ご
と
く
、
管
見
の
限
り
で

は
「
団
塊
の
世
代
」
の
語
り
部
の

減
少
が
特
に
問
題
視
さ
れ
て
さ
え

も
い
な
い
こ
と
に
は
強
い
危
機
感

を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。
「
団
塊

の
世
代
」の
知
識
人
の
方
々
に
は
、

自
ら
の
記
憶
は
後
世
の
た
め
の
公

共
財
産
で
あ
る
と
自
覚
し
た
う
え

で
、
存
命
中
に
是
非
と
も
自
伝
か

回
顧
録
を
書
き
上
げ
て
い
た
だ
き

た
い
と
心
か
ら
願
う
が
、
彼（
女
）

ら
の
う
ち
で
、
と
り
わ
け
私
が
そ

の
生
き
様
に
興
味
を
抱
か
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
の
は
、
コ
ー
ネ
ル
大

学
名
誉
教
授
の
酒
井
直
樹
氏
で
あ

る
。酒

井
氏
は
一
九
四
六
年
に
神
奈

川
県
で
生
ま
れ
、
一
九
七
一
年
に

東
京
大
学
文
学
部
を
卒
業
し
た
の

ち
、
い
っ
た
ん
は
学
問
の
世
界
を

離
れ
る
が
、
一
九
七
九
年
よ
り
シ

カ
ゴ
大
学
大
学
院
で
学
ん
で
一
九

八
三
年
に
博
士
号
を
取
得
し
、
同

大
学
で
教
壇
に
立
っ
た
の
ち
に
コ

ー
ネ
ル
大
学
教
授
と
な
る
。
博
士

論
文
の
主
題
は
日
本
思
想
史
で
あ

る
が
、
「
西
洋
人
」
の
異
国
趣
味

に
迎
合
す
る
よ
う
な
真
似
は
一
切

せ
ず
に
、
普
遍
的
な
観
点
か
ら

（
日
本
）
思
想
史
、
翻
訳
理
論
、

国
民
主
義
な
ど
と
い
っ
た
主
題
に

つ
い
て
、
英
語
と
日
本
語
で
論
考

を
発
表
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で

大
学
教
授
に
な
っ
た
日
本
人
は
ま

っ
た
く
い
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
理
科
系
分
野
や
経
済
学
と
い

っ
た
言
語
の
壁
を
超
え
や
す
い
領

域
を
専
門
と
す
る
者
が
目
立
ち
�

�
柄
谷
行
人
氏
は
一
九
七
五
年
に

イ
ェ
ー
ル
大
学
の
客
員
教
授
に
な

っ
た
頃
を
振
り
返
っ
て
、
「
日
本

人
が
ど
ん
な
に
英
語
が
で
き
て

も
、
高
が
知
れ
て
い
ま
す
。
（
中

略
）
僕
は
、
言
語
に
よ
る
ハ
ン
デ

ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
大
き
い
よ
う
な
こ

と
は
や
ら
な
い
こ
と
に
し
た
の
で

す
。
だ
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
を
や
っ

た
。
（
中
略
）
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
一

般
言
語
学
を
や
っ
た
。
（
中
略
）

数
学
基
礎
論
を
や
っ
た
。（
中
略
）

そ
れ
は
、
こ
れ
ら
が
ど
こ
で
も
普

遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
だ
か
ら
で

す
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
政
治
と

思
想
』
、
五
七
頁
）
�
�
、
酒
井

氏
の
よ
う
に
言
葉
の
ハ
ン
デ
の
大

き
い
人
文
学
を
専
門
と
し
、
か
つ

「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
に
媚
び

ず
に
研
究
を
進
め
た
者
は
�
�
マ

サ
オ
・
ミ
ヨ
シ
氏
を
例
外
と
し
て

�
�
極
め
て
少
な
い
。
そ
ん
な
希

有
な
存
在
で
あ
る
酒
井
氏
が
、
一

体
ど
の
よ
う
な
人
生
を
歩
ま
れ
た

の
か
に
強
い
興
味
を
抱
い
て
い
る

の
は
断
じ
て
私
一
人
だ
け
で
は
な

い
は
ず
で
あ
る
。
現
に
上
野
千
鶴

子
氏
は
、
日
本
の
戦
後
知
識
人
の

北
米
体
験
と
日
本
回
帰
を
主
題
と

し
た
論
考
の
最
後
で
柄
谷
氏
と
酒

井
氏
の
名
を
挙
げ
、
「
こ
の
ひ
と

た
ち
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論

じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
」（『
国

境

お
構
い
な
し
』、
朝
日
文
庫
、

二
八
四
―
二
八
五
頁
）
と
述
べ
て

い
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
予
告

か
ら
二
十
一
年
を
経
た
現
在
も
、

私
が
心
の
底
か
ら
楽
し
み
に
し
続

け
て
き
た
上
野
氏
に
よ
る
酒
井
直

樹
論
は
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。

本
稿
は
公
刊
さ
れ
て
い
る
著
書

な
ど
に
基
づ
く
酒
井
氏
の
経
歴
の

紹
介
と
い
う
体
裁
を
取
っ
た
、
酒

井
氏
へ
の
公
開
質
問
状
で
あ
る
と

同
時
に
、
ど
う
か
自
伝
か
回
顧
録

を
刊
行
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い

う
嘆
願
書
で
も
あ
る
。
な
お
、
私

自
身
は
酒
井
氏
と
の
面
識
は
ま
っ

た
く
な
く
、
学
問
上
の
専
門
分
野

と
い
う
点
で
も
酒
井
氏
と
重
な
る

部
分
が
そ
れ
ほ
ど
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
で
も
二
〇
〇
〇
年
代

前
半
の
日
本
社
会
の
劇
的
な
変
化

に
絶
望
し
て
い
た
私
に
と
っ
て

は
、
イ
ラ
ク
戦
争
開
戦
の
翌
年
に

大
学
に
進
学
し
て
以
来
、
酒
井
氏

の
著
作
は
心
の
拠
の
一
つ
で
あ
っ

た
。
幸
運
な
こ
と
に
先
々
月
に
飲

み
会
を
通
し
て
、
コ
ー
ネ
ル
大
学

で
酒
井
氏
の
薫
陶
を
受
け
ら
れ
た

と
い
う
ペ
ド
ロ
・
エ
ル
バ
ー
さ
ん

と
知
り
合
い
、
近
日
中
に
酒
井
氏

を
訪
問
す
る
予
定
で
あ
る
と
う
か

が
っ
た
の
で
、
本
稿
を
認
め
る
こ

と
と
し
た
。

＊

あ
る
書
き
手
の
思
想
を
伝
記
的

情
報
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
に

は
禁
欲
的
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
一

方
で
そ
の
人
生
を
知
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
思
わ
ず
納
得
さ
せ
ら
れ
て

し
ま
う
瞬
間
が
あ
る
こ
と
も
、
否

定
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
酒

井
直
樹
氏
が
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
教

授
で
あ
り
な
が
ら
も
ア
メ
リ
カ
に

対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
、

「
サ
ヨ
ク
」
を
自
認
し
な
が
ら
も

（『
増
補
〈
世
界
史
〉
の
解
体
』、

三
七
四
頁
）、「
左
派
」
に
分
類
さ

れ
る
こ
と
が
確
実
な
、
先
行
世
代

の
何
人
か
の
知
識
人
た
ち
に
対
し

て
苛
烈
な
批
判
を
浴
び
せ
た
こ
と

は
、
酒
井
氏
の
読
者
な
ら
ば
誰
も

が
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
実
は
酒
井
氏
が
十
代
で
以
下

の
よ
う
な
経
験
を
し
て
い
た
こ
と

は
、
そ
の
著
作
に
親
し
ん
で
き
た

者
に
な
ん
の
驚
き
も
与
え
な
い
だ

ろ
う
。
「
た
ま
た
ま
両
親
が
戦
後

高
度
成
長
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の

時
期
に
購
入
し
た
一
戸
建
て
の
新

興
住
宅
地
が
米
軍
基
地
の
近
く
に

あ
っ
た
（
中
略
）
た
め
に
、
一
九

五
〇
年
代
の
日
本
の
戦
後
と
六
〇

年
代
の
東
ア
ジ
ア
の
戦
後
が
連
続

し
た
も
の
と
し
て
私
に
は
見
え
て

い
た
。
（
中
略
）
五
〇
年
代
初
頭

ま
で
は
東
京
の
ど
こ
に
で
も
見
え

た
と
い
わ
れ
る
『
パ
ン
パ
ン
』
が

主
流
日
本
人
の
視
野
か
ら
次
第
に

消
え
て
い
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
私
が
通
学
の
た
め
に
毎
朝
通

る
道
筋
に
は
基
地
の
米
軍
の
兵
士

に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
性
労
働

者
の
女
性
た
ち
が
住
ん
で
い
た
」

（『
日
本
／
映
像
／
米
国
』、
一
四

頁
）、「
飛
行
機
マ
ニ
ア
の
若
者
が
、

米
軍
基
地
の
金
網
越
し
に
着
陸
す

る
合
州
国
の
戦
闘
機
の
写
真
を
撮

っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
翌
日
彼
の
自

宅
の
自
室
に
米
軍
の
軍
隊
警
察
が

土
足
で
乗
り
込
ん
で
き
て
、
写
真

の
フ
ィ
ル
ム
や
カ
メ
ラ
を
一
切
合

切
持
ち
去
っ
た
と
い
う
�
は
私
も

聞
き
及
ん
で
い
た
。
し
か
も
、
そ

の
よ
う
な
『
基
本
的
人
権
』
の
蹂

躙
に
つ
い
て
、
日
本
の
報
道
機
関

は
一
切
沈
黙
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の
で
あ
り
、
日
本
の
報
道
機
関

の
沈
黙
に
つ
い
て
中
学
生
に
す
ぎ

な
か
っ
た
私
も
そ
の
理
由
を
憶
測

す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
な
か
っ

た
。
日
本
は
戦
争
で
米
国
に
負
け

た
の
だ
」（
一
五
頁
）。
ベ
ト
ナ
ム

戦
争
の
最
中
に
米
軍
基
地
周
辺
に

暮
ら
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
酒

井
氏
は
日
本
が
敗
戦
国
で
あ
る
と

い
う
現
実
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
は
酒
井

氏
は
、
「
私
に
と
っ
て
い
ら
だ
ち

の
源
泉
と
な
っ
た
の
は
」
、
パ
ン

パ
ン
た
ち
を
「
あ
え
て
黙
殺
し
続

け
た
日
本
の
男
性
の
知
識
人
の
幾

人
か
が
書
い
た
歴
史
で
あ
っ
た
」

（
一
六
頁
）
と
も
述
べ
る
。
こ
の

「
日
本
の
男
性
の
知
識
人
」
の
な

か
に
、
左
派
を
代
表
す
る
知
識
人

で
あ
り
、
戦
後
の
日
本
国
民
の
気

質
を「
無
気
力
な
パ
ン
パ
ン
根
性
」

と
い
う
、
あ
か
ら
さ
ま
に
性
労
働

者
の
女
性
た
ち
を
見
下
す
修
辞
で

批
判
し
た
丸
山
真
男
氏
も
含
ま
れ

る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
（
五
四

頁
）
。
東
京
郊
外
の
米
軍
基
地
の

周
辺
で
思
春
期
を
過
ご
し
た
こ
と

が
、
若
き
酒
井
氏
に
ア
メ
リ
カ
と

戦
後
の
左
翼
知
識
人
に
対
す
る
不

信
感
を
抱
く
き
っ
か
け
を
与
え
た

の
は
疑
い
得
な
い
だ
ろ
う
。

と
は
言
え
、
酒
井
氏
が
十
代
、

な
い
し
は
二
十
代
か
ら
一
貫
し
て

丸
山
氏
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
の
は
留

保
す
べ
き
と
も
思
わ
れ
る
。
確
か

に
酒
井
氏
は
丸
山
氏
を
批
判
す
る

論
考
を
い
く
つ
も
発
表
し
て
い
る

が
�
�
た
と
え
ば
、
「
国
民
共
同

体
の
『
内
』
と
『
外
』
―
丸
山
真

男
と
忠
誠
―
」（『
死
産
さ
れ
る
日

本
語
・
日
本
人
』
に
収
録
）、「
日

本
思
想
と
い
う
問
題
」
（
同
名
の

書
籍
に
収
録
）、「
丸
山
眞
男
と
戦

後
日
本
」
（
『
世
界
』
、
一
九
九
五

年
十
一
月
号
に
収
録
）な
ど
�
�
、

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
姜
尚
中

氏
に
よ
る
以
下
の
証
言
で
あ
る
。

「
コ
ー
ネ
ル
大
学
に
友
人
の
酒
井

直
樹
が
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
彼
は

丸
山
さ
ん
と
交
流
が
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
彼
は
僕
も
驚
く
ほ
ど

の
丸
山
批
判
派
に
転
じ
て
し
ま
っ

た
ん
で
す
ね
。
『
丸
山
さ
ん
は
、

姜
さ
ん
が
聞
け
ば
び
っ
く
り
す
る

よ
う
な
こ
と
を
私
的
に
は
言
っ
て

い
た
よ
』
と
い
う
の
を
聞
い
て
、

考
え
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
」

（
『
日
本
論
』
、
二
三
頁
）
。
も
ち

ろ
ん
、
丸
山
氏
が
私
的
に
は
ど
の

よ
う
な
発
言
を
し
て
い
た
か
も
、

あ
る
い
は
本
人
を
目
の
前
に
し
な

が
ら
の
酒
井
氏
か
ら
の
批
判
�
�

「
国
民
共
同
体
の
『
内
』
と
『
外
』」

は
一
九
九
三
年
七
月
二
〇
日
に
開

か
れ
た
丸
山
真
男
氏
を
囲
む
報
告

会
で
の
口
頭
報
告
用
の
草
稿
で
あ

る
�
�
に
対
し
て
丸
山
氏
が
ど
の

よ
う
な
応
答
を
し
た
の
か
も
と
て

も
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
姜
氏

の
証
言
で
大
変
興
味
深
い
の
は

「
転
じ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
部

分
で
あ
る
。
転
じ
た
と
い
う
言
葉

を
素
直
に
受
け
止
め
れ
ば
、
酒
井

氏
に
は
丸
山
氏
に
対
し
て
そ
れ
ほ

ど
批
判
的
で
は
な
か
っ
た
時
期
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。こ

の
点
に
こ
だ
わ
り
た
い
の

は
、
酒
井
氏
が
一
九
八
三
年
に
提

出
し
た
博
士
論
文
に
お
い
て
伊
藤

仁
斎
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
酒
井
氏
と
同
じ
く
一
九
四

六
年
生
ま
れ
で
あ
り
、
東
大
で
仏

文
学
を
学
ん
だ
若
森
栄
樹
氏
は
、

丸
山
氏
が
一
九
五
二
年
に
刊
行
し

た
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
を

大
学
二
年
次
に
読
み
、
そ
れ
に
よ

っ
て
「
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
徂
徠
、

本
居
宣
長
な
ど
が
日
本
思
想
の
専

門
家
で
は
な
い
私
に
と
っ
て
も
近

し
い
存
在
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」（『
現
代

思
想
』
、
一
九
九
四
年
一
月
号
、

一
七
二
頁
）
と
振
り
返
っ
て
い
る

が
、
東
大
の
文
学
部
で
日
本
思
想

史
で
は
な
く
フ
ラ
ン
ス
哲
学
を
専

攻
し
て
い
た
酒
井
氏
（
『
〈
世
界

史
〉』、
一
五
頁
）
も
、
の
ち
に
批

判
派
に
転
じ
た
に
し
て
も
、
仁
斎

に
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
結
局
は
こ
の
丸
山
氏
の
著
作

を
通
し
て
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

た
だ
一
方
で
忘
れ
て
な
ら
な
い

の
は
、
一
九
七
一
年
に
大
学
を
卒

業
し
た
と
い
う
酒
井
氏
の
在
学
期

間
は
東
大
紛
争
の
時
期
と
重
な

り
、
当
時
丸
山
氏
は
左
翼
学
生
に

よ
る
吊
し
上
げ
の
対
象
だ
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
お
そ
ら
く
学
生
運
動
に
何

か
し
ら
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
酒
井
氏
が
、
東
大
在

学
中
に
す
で
に
丸
山
氏
に
対
し
て

そ
れ
な
り
に
強
い
批
判
意
識
を
抱

い
て
い
た
と
し
て
も
、
特
に
不
思

議
で
は
な
い
。
だ
が
、
前
述
の
若

森
氏
は
法
学
部
の
大
教
室
で
の
吊

し
上
げ
を
目
撃
し
、
「
私
は
丸
山

氏
に
対
し
て
尊
敬
の
念
を
抱
い
て

い
た
か
ら
、
私
の
知
っ
て
い
る
限

り
で
は
大
し
て
理
論
的
に
成
熟
し

て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
多
分
さ

ほ
ど
丸
山
氏
の
業
績
を
知
っ
て
い

る
の
で
も
な
い
学
生
た
ち
に
氏
が

呼
び
捨
て
に
さ
れ
、
糾
弾
さ
れ
る

の
を
見
る
の
は
い
た
た
ま
れ
な
か

っ
た
」
（
一
七
二
頁
）
と
述
懐
し

て
い
る
の
で
、
酒
井
氏
も
当
時
は

丸
山
氏
の
業
績
を
そ
れ
な
り
に
評

価
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き

な
い
。
東
大
在
学
中
は
丸
山
氏
を

ど
う
評
価
し
て
い
た
の
か
、
丸
山

氏
と
の
交
流
は
い
つ
か
ら
始
ま
っ

た
の
か
、
丸
山
批
判
派
に
転
じ
た

の
は
い
つ
で
、
何
が
き
っ
か
け
だ

っ
た
の
か
。
丸
山
真
男
一
人
に
主

題
を
限
定
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に

酒
井
氏
に
お
話
を
う
か
が
い
た
い

こ
と
は
尽
き
な
い
の
で
あ
る
。

酒
井
氏
は
一
九
七
一
年
に
学
部

を
卒
業
し
て
す
ぐ
に
は
大
学
院
に

進
学
せ
ず
�
�
そ
れ
は
東
大
紛
争

に
よ
り
、
大
学
に
も
学
問
に
も
幻

滅
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測

し
た
く
な
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ

い
て
は
管
見
の
限
り
で
は
特
に
語

ら
れ
て
は
い
な
い
�
�
「
日
本
の

国
際
学
校
で
働
い
て
い
た
」（『
レ

イ
シ
ズ
ム
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
序

説
』
、
一
六
二
頁
）
そ
う
だ
が
、

そ
の
後
も
独
特
な
身
の
振
り
方
を

し
て
い
る
。
一
九
七
二
年
か
ら
七

四
年
ま
で
を
イ
ギ
リ
ス
で
過
ご
さ

れ
た
そ
う
で
、
渡
英
前
に
「
職
が

決
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
」く
、

「
イ
ギ
リ
ス
に
着
い
て
か
ら
職
を

探
し
た
ら
、運
良
く
見
つ
か
っ
た
」

（
一
六
二
頁
）、「
イ
ギ
リ
ス
の
小

さ
な
商
社
に
勤
め
て
、
二
年
ほ
ど

ロ
ン
ド
ン
に
い
ま
し
た
」
（
『
〈
世

界
史
〉』、
一
五
頁
）
と
の
こ
と
だ

が
、
一
体
な
ぜ
仕
事
が
な
い
状
態

で
そ
れ
な
り
の
リ
ス
ク
を
背
負
っ

て
ま
で
渡
英
し
た
か
っ
た
の
か

は
、
大
変
興
味
深
い
。
も
っ
と
も
、

炭
坑
労
働
者
の
長
期
ス
ト
ラ
イ
キ

の
影
響
で
失
業
し
、
「
や
む
を
え

ず
、
日
本
に
戻
っ
て
仕
事
を
見
つ

け
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、
「
数
年

間
次
々
に
職
を
変
え
」
て
い
っ
た

そ
う
だ
（『
レ
イ
シ
ズ
ム
』、
一
六

二
頁
）
。
そ
の
後
、
酒
井
氏
は
一

九
七
九
年
か
ら
八
〇
年
ま
で
シ
カ

ゴ
大
学
の
修
士
課
程
で
、
八
〇
年

か
ら
八
三
年
ま
で
同
大
学
の
博
士

課
程
で
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
活
し
て
い

る
時
に
は
「
学
問
の
世
界
か
ら
は

切
れ
て
い
ま
し
た
」
（
『
〈
世
界

史
〉』、
九
頁
）と
い
う
酒
井
氏
は
、

大
学
院
へ
の
進
学
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
ぼ
く

は
日
本
で
大
学
院
に
入
ろ
う
と
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
フ

ー
コ
ー
や
デ
リ
ダ
を
読
ん
で
い
て

と
て
も
面
白
か
っ
た
の
で
、
応
募

の
際
に
こ
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で

日
本
の
事
象
を
研
究
し
た
い
と
言

っ
た
ら
、
『
冗
談
で
は
な
い
。
そ

ん
な
も
の
は
学
問
じ
ゃ
な
い
』
と

言
わ
れ
て
、
ど
こ
の
大
学
院
も
入

れ
て
く
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
で
ど
う
し
よ
う
か
と
思
っ
た

ら
、
友
だ
ち
が
、
『
ア
メ
リ
カ
だ

っ
た
ら
可
能
性
が
あ
る
よ
』
と
い

う
の
で
、
ハ
ー
バ
ー
ド
や
ス
タ
ン

フ
ォ
ー
ド
も
含
め
て
応
募
し
た

ら
、
シ
カ
ゴ
か
ら『
す
ぐ
に
来
い
』

と
言
わ
れ
た
わ
け
で
す
」（『
レ
イ

シ
ズ
ム
』、
一
八
三
頁
）。
酒
井
氏

を
指
導
し
た
の
は
、
著
名
な
日
本

研
究
者
で
あ
る
テ
ツ
オ
・
ナ
ジ
タ

氏
と
ハ
リ
ー
・
ハ
ル
ト
ゥ
ー
ニ
ア

ン
氏
で
あ
っ
た
が
、こ
の
二
人
に
、

シ
カ
ゴ
大
の
教
授
で
は
な
か
っ
た

が
マ
サ
オ
・
ミ
ヨ
シ
氏
を
加
え
た

三
人
が
、
一
九
七
九
年
当
時
の
シ

カ
ゴ
大
学
で
「
す
ご
く
い
い
学
問

的
な
雰
囲
気
を
つ
く
っ
て
い
た
」

そ
う
だ
（
一
八
二
頁
）。

こ
う
し
て
酒
井
氏
の
学
究
生
活

は
始
ま
り
、
そ
の
成
果
と
し
て
一

九
八
三
年
に
シ
カ
ゴ
大
学
に
博
士

論
文
が
提
出
さ
れ
、
さ
ら
に
は
そ

れ
を
も
と
に
し
て
一
九
九
一
年
に

V
oices

of
the

P
ast

:

T
he

Status
of

L
anguage
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E

ighteenth-C
entury

Japanese
D

iscourse

が
、

二
〇
〇
二
年
に
そ
の
邦
訳
書
で
あ

る
『
過
去
の
声
�
�
一
八
世
紀
日

本
の
言
説
に
お
け
る
言
語
の
地

位
』
が
刊
行
さ
れ
る
。
こ
の
博
士

論
文
を
も
と
に
し
た
大
著
は
「
一

体
こ
の
本
を
書
き
上
げ
る
に
は
ど

れ
ほ
ど
の
勉
強
が
必
要
に
な
る
の

だ
ろ
う
？
」
と
い
う
中
学
生
レ
ベ

ル
の
素
朴
な
疑
問
を
読
者
に
抱
か

せ
る
よ
う
な
中
身
と
な
っ
て
い

る
。
主
に
伊
藤
仁
斎
を
論
じ
た
本

書
で
は
、
江
戸
時
代
の
思
想
家
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
中
国
の
儒
者

の
言
葉
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば「
格
物
の
二
字
最
も
好
し
。

物
と
は
事
物
を
謂
う
也
」（『
過
去

の
声
』
、
六
二
頁
）
と
、
朱
熹
の

『
大
学
』
が
引
か
れ
て
い
る
が
、

邦
訳
書
の
注
を
見
る
と
「
読
み
下

し
文
は
訳
者
」と
記
し
た
う
え
で
、

「
格
物
二
字
最
好
。
物
謂
事
物

也
」
と
い
う
原
文
が
続
い
て
お
り

（
四
九
七
頁
）
、
さ
ら
に
は
朱
熹

の
英
訳
書
に
関
す
る
書
誌
情
報
は

掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
酒
井

氏
は
返
り
点
の
な
い
漢
文
の
原
文

を
自
ら
英
訳
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ

の
部
分
は
英
語
原
書
で
は‘T

he

tw
o

characters
used

in

the
phrase

“investiga-

tion
of

things”
are

the

m
ost

relevant.
“T

hings”

in
this

phrase
m

eans

event-things.’

と
な
っ
て
い

る
（V

oices
of

the
P

ast,

p.43

）。
古
文
や
漢
文
を
正
確
に

理
解
し
て
、
英
語
に
翻
訳
で
き
る

だ
け
で
も
舌
を
巻
か
ざ
る
を
得
な

い
が
、
本
書
に
つ
い
て
さ
ら
に
驚

く
べ
き
な
の
は
、
仁
斎
、
徂
徠
、

宣
長
と
い
っ
た
江
戸
時
代
の
思
想

家
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
っ

て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
フ
ー
コ
ー
、

デ
リ
ダ
と
い
っ
た
独
仏
の
哲
学
者

の
思
想
が
援
用
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
そ
し
て
当
然
な
が
ら
酒
井

氏
は
、
日
本
語
訳
や
英
訳
だ
け
で

な
く
、
ド
イ
ツ
語
原
書
、
フ
ラ
ン

ス
語
原
書
で
も
彼
ら
の
著
作
を
読

み
込
ん
で
お
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ

う
。
酒
井
氏
は
「
学
問
を
始
め
た

の
も
年
を
と
っ
て
か
ら
な
の
で

す
」
（
『
〈
世
界
史
〉
』
、
九
頁
）
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
が
、
シ
カ
ゴ

大
学
で
の
四
年
間
だ
け
で
本
書
を

書
き
上
げ
ら
れ
る
と
は
到
底
思
わ

れ
ず
、
そ
れ
以
前
の
段
階
に
お
い

て
、
酒
井
氏
が
ど
の
よ
う
に
学
ん

で
こ
ら
れ
た
の
か
に
は
大
変
興
味

を
そ
そ
ら
れ
る
。

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
酒
井
氏
は

東
大
入
学
時
は
理
科
系
の
学
生
だ

っ
た
そ
う
だ
（D

iacritics,

�
50,

�
2,

2022,

p.145

）
。
だ
が
、
の
ち
に
フ
ラ

ン
ス
哲
学
に
転
身
さ
れ
、
フ
ー
コ

ー
が
一
九
七
〇
年
に
東
大
で
行
っ

た
講
演
を
聴
い
て
感
動
し
、
彼
の

著

作

を

読

む

よ

う

に

な

り

（p.145

）
、
研
究
対
象
と
し
て

は
メ
ル
ロ
�
ポ
ン
テ
ィ
を
選
ば
れ

た
（p.146

）
。
人
文
系
に
転
身

し
た
際
に
、
『
存
在
と
時
間
』
を

読
ん
で
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
同

級
生
に
か
ら
か
わ
れ
た
と
述
懐
さ

れ
て
い
る
の
で
（p.146

）
、
こ

の
頃
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
読
ん
で
い

た
の
だ
ろ
う
。
学
部
生
時
代
に
西

洋
哲
学
を
学
ん
だ
こ
と
が
、
の
ち

に
『
過
去
の
声
』
を
執
筆
す
る
た

め
の
土
台
の
一
部
と
な
っ
た
の
は

疑
い
得
な
い
。

だ
が
、
東
大
生
時
代
以
上
に
興

味
深
い
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
帰

国
し
た
一
九
七
四
年
か
ら
、
ア
メ

リ
カ
に
渡
る
一
九
七
九
年
ま
で
に

日
本
で
過
ご
さ
れ
た
と
思
し
き
五

年
間
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
つ
い

て
酒
井
氏
が
語
っ
て
い
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
日
本
の
大
学

院
か
ら
拒
絶
さ
れ
た
の
も
、
江
戸

時
代
の
思
想
家
を
研
究
す
る
こ
と

に
決
め
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
ろ

う
。
西
洋
哲
学
か
江
戸
思
想
の
ど

ち
ら
か
に
絞
っ
て
研
究
を
進
め
た

方
が
は
る
か
に
楽
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
れ
で
も
両
者
を
掛
け

合
わ
せ
る
と
い
う
道
を
選
ん
だ
の

は
な
ぜ
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
決

意
し
た
の
は
何
年
頃
の
こ
と
だ
っ

た
の
か
、
江
戸
の
思
想
家
に
つ
い

て
本
格
的
な
研
究
を
始
め
た
の
は

こ
の
頃
か
ら
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ

と
も
シ
カ
ゴ
に
渡
っ
て
か
ら
だ
っ

た
の
か
、
『
過
去
の
声
』
の
「
ま

え
が
き
」
で
名
の
挙
が
っ
て
い
る

前
田
愛
氏
、
柄
谷
行
人
氏
、
加
藤

典
洋
氏
、
子
安
宣
邦
氏
と
い
っ
た

日
本
の
知
識
人
た
ち
（
一
七
頁
）

と
知
り
合
っ
た
の
は
渡
米
後
の
こ

と
か
、
そ
れ
と
も
シ
カ
ゴ
大
学
に

進
む
以
前
よ
り
日
本
で
彼
ら
か
ら

様
々
な
協
力
を
得
て
い
た
の
か
。

こ
れ
ま
で
に
酒
井
氏
自
身
に
よ
っ

て
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か

っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
時
期
に
も
知

的
に
重
要
な
出
来
事
や
出
会
い
が

少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
の
で
、
一
九
七
四
年
か
ら
七

九
年
ま
で
に
つ
い
て
の
様
々
な
お

話
を
酒
井
氏
よ
り
う
か
が
え
た
な

ら
ば
、
そ
れ
は
と
て
も
意
義
深
い

こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
九
八
三
年
以
後
に
つ
い
て
も

お
話
を
う
か
が
い
た
い
こ
と
は
無

数
に
存
在
す
る
も
の
の
、
紙
幅
の

都
合
で
そ
ろ
そ
ろ
筆
を
擱
か
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
最
後
に
『
過
去
の

声
』
に
「
告
白
は
究
極
的
に
は
例

外
な
く
�
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
人

が
自
分
を
偽
り
隠
す
か
ら
で
は
な

く
、
あ
ら
ゆ
る
発
話
が
必
然
的
に

自
分
の
『
自
我
』
か
ら
疎
外
さ
れ

た
存
在
と
し
て
の
自
分
自
身
だ
か

ら
で
あ
る
。
男
あ
る
い
は
女
が
彼

／
女
と
し
て
指
名
さ
れ
た
主
体
的

立
場
と
『
自
我
』
と
の
同
一
視
を

強
制
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
告
白
は

機
能
し
な
い
」
（
九
七
頁
）
と
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
し
か
と
認
識

し
て
い
る
と
宣
言
し
て
お
く
。
確

か
に
「
だ
い
た
い
『
告
白
』
と
い

う
の
は
当
て
に
な
ら
な
い
」（『〈
世

界
史
〉』、
一
五
頁
）
も
の
で
あ
る

が
�
�
酒
井
氏
が
論
じ
て
お
ら
れ

る
カ
ズ
オ
・
イ
シ
グ
ロ
の
『
日
の

名
残
り
』
を
読
む
と
、
余
計
に
強

く
そ
う
思
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う

（『
ひ
き
こ
も
り
の
国
民
主
義
』、

二
一
二
―
二
二
二
頁
）
�
�
、
そ

れ
で
も
た
と
え
ば
マ
サ
オ
・
ミ
ヨ

シ
氏
の
『
抵
抗
の
場
へ
』
、
倉
沢

愛
子
氏
の
『
女
が
学
者
に
な
る
と

き
』
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ

ー
ソ
ン
氏
の
『
越
境
を
生
き
る
』

が
素
晴
ら
し
い
書
物
で
あ
る
こ
と

は
疑
い
得
な
い
。
酒
井
直
樹
氏
の

自
伝
な
い
し
は
回
顧
録
も
人
文
学

の
道
を
志
す
若
者
た
ち
に
必
ず
や

勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
に
違
い
な

い
。

（
翻
訳
家
）

親
愛
な
る
酒
井
直
樹
先
生

ど
う
か
自
伝
か
回
顧
録
を
刊
行
し
て
い
た
だ
き
た
い

日
吉
信
貴

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
中
心
と
し
た

評
論
集
で
あ
る
。
ミ
ス
テ
リ
評
論

や
、
同
時
代
作
品
の
分
析
を
得
意

と
し
て
い
た
著
者
が
、
ど
う
し
て

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
語
る
の
か
。
理

由
は
、
現
在
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
を

思
わ
せ
る
よ
う
な「
分
断
と
対
立
」

の
状
況
を
克
服
す
る
ヒ
ン
ト
を
そ

こ
に
見
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。分

析
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
の

は
、『
美
女
と
野
獣
』『
ノ
ー
ト
ル

ダ
ム
の
鐘
』『
オ
ペ
ラ
座
の
怪
人
』

『
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
』
、
そ
れ
か
ら

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
映
画
で
あ
る
『
ウ

エ
ス
ト
・
サ
イ
ド
・
ス
ト
ー
リ
ー
』、

デ
ィ
ズ
ニ
ー
映
画
の
『
リ
ト
ル
・

マ
ー
メ
イ
ド
』
『
ア
ナ
と
雪
の
女

王
』
な
ど
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ロ
ミ
オ

と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』が
代
表
だ
が
、

愛
を
描
き
な
が
ら
、
分
断
や
対
立

の
超
克
を
訴
え
か
け
る
物
語
類
型

は
あ
り
続
け
て
き
た
。
『
ロ
ミ
オ

と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
の
場
合
は
、

対
立
し
て
い
る
家
同
士
の
若
い
男

女
が
愛
し
合
い
、
行
き
違
い
で
死

に
至
る
悲
劇
で
あ
り
、
そ
の
物
語

を
通
じ
て
、
観
客
は
対
立
の
バ
カ

バ
カ
し
さ
と
虚
し
さ
を
学
ぶ
。
政

治
的
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
的
に

対
立
し
て
い
る
集
団
に
も
、
実
は

愛
し
合
う
者
た
ち
が
い
て
、
カ
テ

ゴ
リ
や
属
性
で
単
純
化
さ
せ
て
考

え
が
ち
な
我
々
の
「
友
／
敵
」
思

考
に
対
す
る
批
判
に
も
な
っ
て
い

る
。
多
く
の
人
が
感
情
移
入
し
や

す
く
、
楽
し
く
見
ら
れ
る
恋
を
通

じ
て
、
人
生
や
人
間
や
社
会
に
つ

い
て
の
多
く
の
物
事
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
の
が
、
ド
ラ
マ
（
劇
）

の
仕
組
み
で
あ
り
、
美
的
教
育
の

機
能
が
あ
る
。

現
代
社
会
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
中
心

に
、
憎
悪
と
扇
動
、
単
純
化
と
部

族
化
で
、
世
界
中
で
様
々
な
勢
力

に
よ
る
衝
突
の
現
場
に
な
っ
て
お

り
、
銃
乱
射
事
件
や
放
火
、
内

乱
、
暴
動
、
内
戦
す
ら
起
こ
っ
て

い
る
。
円
堂
は
、
本
書
を
『
ポ
ス

ト
・
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
論
』
と
並
行

し
て
書
い
て
お
り
、
デ
ィ
ス
ト
ピ

ア
の
想
像
力
を
抱
き
が
ち
に
な
っ

て
し
ま
う
現
在
の
閉
塞
状
況
を
突

破
す
る
方
法
論
の
模
索
が
、
本
書

を
貫
く
潜
在
的
な
問
題
意
識
だ
。

副
題
で
あ
る
「
異
様
な
者
と
の

キ
ス
」と
は
、『
美
女
と
野
獣
』『
オ

ペ
ラ
座
の
怪
人
』
な
ど
で
の
、
緊

張
と
ス
リ
ル
の
高
ま
る
シ
ー
ン
の

こ
と
を
指
し
て
お
り
、
現
実
の
社

会
に
照
ら
し
あ
わ
せ
れ
ば
、
「
自

分
（
た
ち
）
と
は
異
な
る
」
他
者

た
ち
と
接
触
す
る
瞬
間
、
相
手
へ

の
恐
怖
や
嫌
悪
を
乗
り
越
え
て
、

そ
れ
で
も
愛
と
信
頼
を
成
立
さ
せ

よ
う
と
踏
み
出
す
�
け
の
こ
と
で

あ
る
。
現
実
で
も
、
様
々
な
政
治

思
想
や
立
場
、
属
性
や
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
者
た
ち
が
、
互
い
に

相
手
を
「
異
様
な
者
」
と
し
て
悪

魔
化
し
、対
話
や
理
解
で
は
な
く
、

憎
悪
と
排
斥
に
向
か
う
傾
向
が
出

て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
協

調
や
理
解
に
踏
み
出
す
勇
気
と
�

け
、
そ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
可
能
性

を
こ
そ
、
本
書
は
探
ろ
う
と
し
て

い
る
。

恋
（
愛
）
と
は
、
異
質
な
者
同

士
が
自
分
自
身
の
殻
を
超
え
て
、

他
者
を
知
っ
て
い
き
、
成
長
と
変

化
を
繰
り
返
す
プ
ロ
セ
ス
で
あ

る
。
そ
の
経
験
は
、
臆
病
で
閉
じ

た
自
分
自
身
か
ら
抜
け
出
て
、
他

者
た
ち
が
織
り
成
す
世
界
の
中
で

相
互
影
響
す
る
主
体
へ
と
変
化
し

て
い
く
契
機
に
な
る
。
恋
や
愛

は
、
そ
の
陶
酔
が
な
け
れ
ば
我
慢

な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
他

者
の
他
者
性
の
受
容
を
学
ぶ
時
間

な
の
だ
。
本
書
の
例
で
言
え
ば
、

男
性
た
ち
は
、
孤
独
の
檻
か
ら
外

に
出
て
柔
ら
か
い
心
を
理
解
す
る

よ
う
に
な
り
、
女
性
た
ち
は
、
閉

じ
込
め
ら
れ
て
い
た
塔
か
ら
外
に

出
て
、
家
父
長
制
的
な
抑
圧
に
反

抗
し
自
由
な
主
体
と
な
っ
て
能
動

的
に
活
動
す
る
。
互
い
に
影
響
し

合
い
、
成
長
し
、
変
化
し
て
い

く
。異

性
愛
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
男

女
の
壁
を
超
え
て
。
『
リ
ト
ル
・

マ
ー
メ
イ
ド
』
で
は
、
人
魚
と
人

間
と
い
う
種
族
の
壁
を
、
『
美
女

と
野
獣
』
の
場
合
は
獣
と
人
間
の

間
を
、『
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
』『
マ
イ

・
フ
ェ
ア
・
レ
デ
ィ
』
で
は
階
級

を
、
『
ウ
エ
ス
ト
・
サ
イ
ド
・
ス

ト
ー
リ
ー
』
で
は
人
種
を
、
そ
れ

ぞ
れ
超
え
て
、
愛
し
合
う
よ
う
に

な
る
。
私
た
ち
は
、
演
劇
や
ミ
ュ

ー
ジ
カ
ル
や
映
画
で
こ
の
よ
う
な

物
語
に
感
動
し
、
そ
れ
が
美
し
い

こ
と
を
、
知
っ
て
い
る
は
ず
な
の

に
。「

異
様
」
な
者
と
の
愛
の
物
語

と
対
比
さ
れ
る
の
は
、
「
個
人
に

伝
染
す
る
集
団
の
狂
気
」で
あ
り
、

往
々
に
し
て
そ
れ
は
「
異
様
」
な

も
の
の
排
除
に
向
か
う
。
現
実
で

そ
れ
に
対
応
す
る
の
は
極
右
の
排

外
主
義
だ
け
で
は
な
い
。
ト
ラ
ン

ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
対
す
る
一
部
の

女
性
た
ち
や
、
対
話
や
講
演
す
る

こ
と
自
体
を
罪
の
よ
う
に
非
難
す

る
文
化
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。

六
章
ま
で
に
採
り
上
げ
る
作
品

は
、
高
ら
か
に
愛
と
歌
の
勝
利
を

描
く
作
品
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
終

章
で
は
「
異
様
な
者
」
と
の
邂
逅

の
暗
い
側
面
も
検
討
さ
れ
る
。

『
蝶
々
夫
人
』
や
『
ミ
ス
・
サ
イ

ゴ
ン
』
の
よ
う
に
、
異
質
な
文
明

の
男
女
の
出
会
い
が
生
ん
だ
、
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
や
植
民
地
主
義

的
な
暴
力
や
悲
劇
も
あ
る
。
『
サ

ウ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
』

で
は
、
か
つ
て
恋
仲
だ
っ
た
男
が

ナ
チ
ス
支
持
者
に
な
り
、
女
を
密

告
す
る
。
愛
に
政
治
的
対
立
を
超

え
る
可
能
性
が
あ
る
な
ら
、
政
治

的
対
立
が
愛
を
引
き
裂
く
可
能
性

も
論
理
的
に
は
同
じ
ぐ
ら
い
あ

る
。
恋
や
愛
に
は
幻
想
が
つ
き
も

の
で
、
そ
れ
は
人
を
相
互
理
解
と

相
互
変
容
に
も
導
く
が
、
『
エ
ム

・
バ
タ
フ
ラ
イ
』
や
『
蜘
蛛
女
の

キ
ス
』な
ど
で
描
か
れ
る
よ
う
に
、

政
治
的
目
的
の
た
め
に
ス
パ
イ
が

性
的
幻
想
や
恋
愛
感
情
を
利
用
し

罠
に
か
け
る
場
合
も
あ
る
。
現
実

で
は
、
経
済
的
利
害
に
基
づ
い
た

そ
れ
が
大
量
に
可
視
化
さ
れ
て
い

る
。デ

ィ
ス
ト
ピ
ア
作
品
の
古
典

『
一
九
八
四
年
』
で
も
、
主
人
公

は
女
性
に
恋
を
し
愛
し
信
頼
す
る

が
、
思
想
警
察
の
罠
で
拷
問
に
掛

け
ら
れ
た
。
円
堂
は
そ
う
書
い
て

い
な
い
が
、
「
愛
と
信
頼
」
を
高

ら
か
に
歌
う
物
語
と
、
「
愛
と
信

頼
」
が
利
用
さ
れ
る
不
信
と
疑
心

暗
鬼
の
物
語
は
、
裏
表
な
ジ
ャ
ン

ル
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
個

人
レ
ベ
ル
の
愛
と
信
頼
、
あ
る
い

は
不
信
と
懐
疑
が
、
社
会
・
世
界

全
体
に
敷
衍
さ
れ
る
構
造
に
な
っ

て
い
る
「
政
治
と
愛
」
の
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
い
う
点
で
、
ミ
ュ
ー
ジ

カ
ル
と
、デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
作
品
は
、

構
造
的
に
似
て
い
る
。

現
在
、
多
く
の
者
が
現
状
を
デ

ィ
ス
ト
ピ
ア
的
に
感
じ
や
す
く
な

っ
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
は
ポ
ス
ト
ト

ゥ
ル
ー
ス
状
況
で
あ
り
、
様
々
な

勢
力
が
工
作
を
行
い
、
何
を
信
じ

て
い
い
か
分
か
ら
ず
、
他
者
へ
の

不
信
と
疑
心
暗
鬼
が
蔓
延
し
て
い

る
。
こ
の
状
況
を
超
え
、
他
者
を

愛
し
、
受
容
し
、
信
頼
す
る
こ
と

は
可
能
だ
ろ
う
か
。
（
円
堂
が
こ

れ
ま
で
何
度
も
単
著
を
著
し
た
）

音
楽
、
歌
に
そ
の
可
能
性
は
あ
る

だ
ろ
う
か
。
武
器
で
は
な
く
楽
器

を
手
に
取
り
、
殺
し
合
う
の
で
は

な
く
愛
し
合
う
こ
と
は
、
可
能
だ

ろ
う
か
。
本
書
は
、
そ
の
希
望
を
、

高
ら
か
に
歌
い
上
げ
る
…
…
こ
と

ま
で
は
で
き
な
い
が
、
静
か
に
手

探
り
し
て
伝
え
よ
う
と
す
る
一
冊

で
あ
る
。

（
文
芸
評
論
家
）

写実主義絵画の覇者、ギ

ュスターヴ・クールベ。「オ

ルナンの巨匠」とも呼ばれ

るこの画家（１８１９―１８７７）

について、近年、日本の若

手研究者による探求が画期

的な成果を見せている。写

実主義とは、従来の新古典

派の神話画や歴史画への反

逆であり、クールベは先行

するロマン主義の主観的表

現から出発しつつも、二月

革命で政治的な前衛へと覚

醒を遂げる一方、その無垢

な自然探求は、次世代の印

象派の風景画への先鞭をつ

けた、とするのが通説だっ

た。

だがこうした従来の教科

書的整理は、暗黙の発展史

観に拘束されている。むし

ろそこで何が見落とされ、

なぜそうした見落としがま

かり通ってきたのかが、解

明されねばなるまい。

天王寺谷千裕氏は、クー

ルベが単純に神話画を放棄

したどころか、むしろ神話

的寓話を下敷きにしつつ、

それを巧みに換骨奪胎して

自らの新境地を開拓した機

微に探索を進める。問題と

されるのは《ヴェヌスとプ

シケ》（１８６４）。ルイ十三世

の宮廷首席画家・シモン・

ヴーエらの神話形象を下敷

きにした点の解明は論者の

お手柄。前年のサロンでは、

国立美術学校教授らの筆で

砂糖菓子よろしく仕上げら

れた裸体女神のヴェヌスた

ちが人気を攫う一方、落選

者展では新進のエドゥアー

ル・マネが《草上の昼食》

で醜聞混じりの話題を撒い

ていた。それを横目に睨ん

でいたクールベの敵愾心・

対抗心も、レスビアン関係

を示唆する際どい図柄の選

択の裡に、想定できる。だ

が「女性習作」としてサロ

ン出品した本作は落選す

る。

その前年、クールベは

《法話の帰り道》（１８６３）

で一計を案じていた。カト

リック聖職者が白昼の公道

で泥酔する醜態を揶揄す

る、露骨な反宗教画。主題

柄、サロン落選は当然とし

て、風俗壊乱ゆえに落選者

展からも排除となれば、落

選者展の主旨に悖る事態と

なる。温情措置で点数を稼

ごうとした皇帝・ナポレオ

ン三世のメンツを潰し、か

えって世間の注目を惹く僥

倖を期待できる一挙両得。

だが、となれば？ 按ずる

に、翌年の《ヴェヌスとプ

シケ》は、作戦を後退させ

た妥協策だったのでは？

こちらはサロン審査員の歓

心を買う譲歩を図りながら

も、それがクールベの意図

には反して、功を奏さぬ惨

敗を招いたのだから。

山枡あおい氏はクールベ

同時期の狩猟画に注目し、

それを画家周辺の思想動向

や社会的事件と適切に結び

つける。注目したいのが

《密猟者》（１８６７）。狩猟法厳

罰化に伴い、密猟は社会正

義を希求する反権力思想と

結託した。クールベの超大

作《画家のアトリエ》（１８５５）

の画面左端の「密猟者」は

１９７８年にエレーヌ・トゥッ

サンが写真肖像との酷似か

ら、皇帝本人に他ならぬと

断定し、議論を呼ぶ。皇帝

を密猟者呼ばわりしたので

は名誉毀損、只では済むま

い。だが皇帝その人が社会

改革を標榜していたのな

ら、体制転覆・政権簒奪の

「密猟」呼ばわりも、褒め

言葉だったと言い訳でき

る？ 他方、狩猟の獲物と

なる見事な牡鹿は、気高い

動物と見做され、政治的迫

害の犠牲者たる反体制派の

画家自身の隠喩と解釈され

てきた。

となると、どうか。自ら

も密猟で検挙されもしたク

ールベは、不倶戴天の敵・

対峙する皇帝陛下と「似た

者同士」、近親憎悪の鏡像

関係となる。実際、《法話

の帰り道》も、クールベが

自身の落驢の失態を神話画

に糊塗し、敵方の司祭の酔

態へと変装・転嫁した擬態

mimicryだった。曾て本稿

筆者が解明した事実だが、

ならば同様の、敵方への淫

靡なる「転移」、逆転攻勢

が、大作《鹿狩りの仕留め

の合図》（１８６７）にも密か

に仕込まれていたのでは？

按ずるに、巨大なる犠牲獣

は、帝政瓦解への希求をも

暗喩し得た筈では？

高野詩織氏はその山育ち

の密猟者クールベが、広大

な大海原と対峙する姿勢を

腑分けする。誇大妄想的な

「巨匠」の自画像をものし

たモンペリエ滞在で海に開

眼した画匠は、《法話の帰

り道》をサントで制作した

折、近傍のロワイヤンで

「海の風景」を描く。政治

風刺と海景への没入とは、

表裏一体。友人の詩人ボー

ドレールは海を描く画家に

「気象学的」観察眼を認め

たが、クールベの「海の風

景」は、政治に劣らず奔騰

する波浪、暴風雨と快晴と

の転変や振幅を、絵筆とパ

レットナイフで画布に定着

する営みだった。

近年の作品研究は、精緻

化とともに主題毎に細分化

される傾向が否めない。だ

がそもそもクールベの本領

は、既存のジャンルの垣根

を跨ぐ脱法的侵犯から利鞘

を稼ぐ狡知にあった。１８６３

年前後からの「狩猟画」や

「海景画」への転進と画業

の「穏健化」。「商業市場」

に迎合する「変節」ないし

「堕落」。加えて画家没後

の批評界は、画家晩年のコ

ミューンへの加担を払拭し

た「純粋藝術家」像の確立

と、社会主義的前衛の復権

との二者択一に翻弄され

た。研究史そのものも、第

二帝政崩壊から第三共和政

確立への体制断絶の煽りを

受け、同様の右往左往と右

顧左眄を反復・増幅してき

た。そうした批評史と研究

史との共犯関係も、三名の

最新研究は見事に浮き彫り

にする。

狩猟画に秘められた神話

的寓意や政治的暗喩は、自

然主義の画題が長らく覆い

隠してきた。「純粋藝術家」

像が隠蔽してきた政治関与

の解明が、今こそ要請され

ている。

＊日仏美術学会・若手シン

ポジウム「クールベ研究の

現在 新しい解釈・源泉・

その政治性」（同志社大学、

２０２４年７月２８日実施）会場

での筆者の即興のコメント

の内容を要約する。言及し

た研究者３名の論考は、日

本美術史学会刊行の『美術

史』や『日仏美術学会会報』

ほかの専門学術誌に掲載さ

れている。
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