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ABSTRACT

　　Venetian backstreets with narrow canals, which retained the 
form of the Middle Ages in a decadent state as a result of the 
economic stagnation and foreign rules during the nineteenth 
century, began to be attractive in the latter half of the era. This 
interesting phenomenon was brought about by the change in 
sensibility, of which I have tried to show the outline.
　　 In the first place, Baudelaire the French poet advocated for 
his decadent age a new type of beauty, “la beauté de langueur,” as 
was noticeable in the backstreets of old cities like Paris.
　　James Whistler, an America-born painter, who was deeply 
influenced by Baudelaire in his attitude toward art and society, 
was conscious of this new type of beauty. While staying in Venice, 
Whistler took up its backstreets with their canals as an important 
subject of his pastels and etchings, a subject almost completely 
neglected by the painters before him. He found there “la beauté de 
langueur,”
　　In his drawings of this new Venetian subject, Whistler 
presented as completed works pastels and etchings characterized 
with restraint in lines, colors, and composition. He seems to have 
learned from Japanese prints, scrolls, and screens an important 
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concept that works produced with such restraint could be 
regarded as finished works. As a result of this restraint, the 
Whistler drawings showed the poetry of Venetian backstreet 
scenes, the poetry of “la beauté de langueur.”
　　At about the same time, the poetic attractiveness of the 
Venetian backstreets with their canals was also admired in Henry 
James’s writing. A little later at the beginning of the twentieth 
century, the Venetian backstreet scene was found to “have a kind 
of beauty of its own” by Henri de Régnier, a French poet, who 
found it an example of ”la beauté de langueur.” In the 1940s, the 
Venetian backstreet was presented as something of undoubted 
beauty by Diego Valeri, an Italian poet.
　　Baudelaire, Whistler, James, Régnier, and Valeri were 
vanguard artists whose works aimed at the intellectual elite. It is 
remarkable that in Summertime, a popular film made in the 1950s, 
its heroine, an ordinary woman, is enchanted by the Venetian 
backstreet with a canal, a notable response showing that the 
vanguard sensibility found its way into the non-elite world.
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ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア 

─
─
小
運
河
と
裏
町
の
詩
情

鳥　

越　

輝　

昭

は
じ
め
に

　

恋
愛
映
画
の
古
典
『
旅
情Sum
m

ertim
e

』（1955

）
は
全
編
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
現
地
撮
影
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
作
品
の

冒
頭
近
く
に
注
目
す
べ
き
場
面
が
あ
る
。
米
国
人
の
女
主
人
公
は
、
イ
タ
リ
ア
本
土
か
ら
鉄
道
で
こ
の
町
の
鉄
道
駅
に
到
着
し
た

の
ち
、
水
上
バ
ス
に
乗
り
換
え
、
宿
泊
予
定
の
宿
に
向
か
う
た
め
に
最
寄
り
の
船
着
き
場
で
降
り
る
。
そ
の
あ
と
、
こ
の
女
性
は
、

荷
物
を
運
ん
で
く
れ
て
い
る
ポ
ー
タ
ー
の
後
ろ
に
付
き
従
い
な
が
ら
、
両
肘
が
左
右
の
建
物
の
壁
に
触
れ
そ
う
な
狭
く
て
暗
い
路

地
を
歩
い
た
の
ち
、
狭
い
運
河
脇
の
軒
下
の
通
路
を
通
り
抜
け
、
運
河
に
架
け
ら
れ
た
橋
に
登
る
。
橋
は
、
こ
の
町
で
「
リ
オ

rio

」
と
呼
ば
れ
る
小
運
河
に
架
け
ら
れ
て
い
る
小
さ
な
太
鼓
橋
で
あ
る
。
小
運
河
に
は
ゴ
ン
ド
ラ
が
行
き
交
い
、
運
河
の
両
脇

に
は
、
古
め
か
し
い
建
物
が
並
ん
で
い
る
。
女
主
人
公
は
、
小
運
河
と
ゴ
ン
ド
ラ
と
古
風
な
建
物
と
が
織
り
な
す
風
情
に
う
っ
と

り
す
る
。
映
画
で
は
、
こ
の
女
性
が
う
っ
と
り
す
る
の
も
束
の
間
、
脇
の
建
物
の
窓
か
ら
ゴ
ミ
が
運
河
に
投
げ
捨
て
ら
れ
、
夢
見



52

心
地
を
台
無
し
に
さ
れ
る
展
開
と
な
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
、
今
回
の
拙
文
で
注
目
し
た
い
の
は
、
女
主
人
公
が
う
っ
と
り

す
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
で
あ
る
。

　

こ
の
女
性
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
小
運
河
と
そ
の
周
囲
の
光
景
に
あ
き
ら
か
に
詩
情
を
感
じ
取
っ
て
、
う
っ
と
り
し
て
い
る
様
子

で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
女
性
が
並
外
れ
た
感
性
の
持
ち
主
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
女
主
人
公

は
、
ア
メ
リ
カ
中
西
部
で
長
年
秘
書
と
し
て
働
い
て
い
る
う
ち
に
婚
期
を
逃
し
た
女
性
で
、
旅
行
資
金
を
こ
つ
こ
つ
貯
め
て
、
は

じ
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
訪
れ
る
。
最
後
の
訪
問
地
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
、
こ
の
女
性
は
こ
の
町
で
恋
愛
と
結
婚
の
相
手
を
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
い
う
淡
い
夢
を
い
だ
い
て
い
る
。
こ
の
女
主
人
公
は
、
ご
く
ふ
つ
う
の
女
性
、
大
衆
の
ひ
と
り
と
い

う
設
定
で
あ
る
。
映
画
『
旅
情
』
そ
の
も
の
も
芸
術
性
や
前
衛
性
を
狙
う
作
品
で
は
な
く
、
大
衆
向
け
の
ラ
ブ
ロ
マ
ン
ス
で
あ
る
。

要
す
る
と
こ
ろ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
小
運
河
と
そ
の
周
囲
の
光
景
は
、
大
衆
も
う
っ
と
り
す
る
詩
情
溢
れ
る
光
景
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

た
だ
し
、
右
の
よ
う
な
状
態
は
、
あ
く
ま
で
一
九
五
○
年
代
以
後
の
状
態
だ
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

時
間
を
二
百
年
ほ
ど
遡
ら
せ
た
一
七
○
○
年
代
の
半
ば
頃
に
は
、
そ
れ
は
想
像
す
ら
で
き
な
い
感
じ
方
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
で
あ

る
。
一
七
四
○
年
代
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
訪
れ
た
英
国
人
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ギ
ボ
ン
（Edw

ard Gibbon, 1737

─94

。
の
ち
の
高

名
な
歴
史
家
）
に
と
っ
て
、
こ
の
町
を
流
れ
る
多
数
の
運
河
─
─
そ
の
多
く
は
小
運
河
で
あ
る
─
─
は
、「
運
河
な
ど
と
大
仰
な

名
を
与
え
ら
れ
て
い
る
悪
臭
ふ
ん
ぷ
ん
の
溝ど
ぶ

」
に
す
ぎ
な
か
っ
た）1
（

。

　

ま
た
、
同
じ
一
七
○
○
年
代
に
、
多
数
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景
観
画
を
描
い
て
成
功
し
た
画
家
カ
ナ
レ
ッ
ト
（Giovanni A

nto-

nio Canal, “Canaletto, ” 1697

─1768

）
の
作
品
を
見
て
も
、
映
画
『
旅
情
』
の
女
主
人
公
の
よ
う
な
反
応
が
生
じ
る
こ
と
は
想
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像
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
が
描
い
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
運
河
と
そ
の
周
辺
の
光
景
は
、
多
数
が
こ
の
町
の
目
抜
き

通
り
で
あ
る
「
大
運
河
」
と
そ
れ
に
沿
っ
て
並
ぶ
館
群
で
あ
っ
て
、
こ
の
町
の
壮
麗
さ
や
卓
越
性
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
カ
ナ
レ
ッ
ト
に
も
、
や
や
例
外
的
に
、
大
運
河
以
外
の
幾
分
狭
い
運
河
を
描
い
た
作
品
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
、
描

か
れ
て
い
る
の
は
、
町
の
外
観
や
生
活
の
記
録
と
し
て
の
光
景
で
、
お
よ
そ
詩
情
と
は
縁
が
な
い
。
つ
ま
り
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
は
、

主
題
に
つ
い
て
も
情
感
に
つ
い
て
も
、
小
運
河
と
そ
の
周
辺
を
、
詩
情
豊
か
に
描
き
出
す
こ
と
は
つ
い
ぞ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

カ
ナ
レ
ッ
ト
と
は
異
な
る
、
や
や
粗
い
筆
遣
い
で
、
こ
の
町
の
光
景
を
描
き
出
し
た
画
家
グ
ア
ル
デ
ィ
（Francesco Guardi, 

1712

─93

）
の
場
合
も
、
小
運
河
と
そ
の
周
囲
を
、
詩
情
あ
る
画
面
に
描
く
こ
と
が
な
か
っ
た
点
で
は
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
と
共
通
し

て
い
る
。

　

本
稿
は
、
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
小
運
河
と
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
の
描
き
方
に
関
し
て
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
以
後
の
二
百
年
の
あ
い

だ
に
生
じ
た
変
化
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
決
定
的
な
転
回
点
は
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
画
家
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー

（Jam
es M

cN
eill W

histler, 1834

─1903

）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
ら
、
論
考
は
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー

を
中
心
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

一　

ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
詩
情
と
省
筆

　

フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
（Charles Baudelaire, 1821

─67
）
は
、
美
術
評
論
家
と
し
て
も
す
ぐ
れ
た
洞
察
を
見
せ

た
ひ
と
だ
っ
た
。
そ
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
一
八
六
二
年
に
雑
誌
に
載
せ
た
批
評
文
「
エ
ッ
チ
ン
グ
の
流
行L

’Eau-forte est à la 
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m
ode

」
を
見
る
と
、
同
時
代
の
人
た
ち
か
ら
は
な
か
な
か
理
解
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
画
家
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
も
っ
と
も
重
要

な
特
徴
を
一
目
で
見
抜
い
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
画
家
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
に
『
テ
ム
ズ
川
連
作Six E

tchings of Scenes 

on the T
ham

es and O
ther Subjects, ”T

ham
es Set ”

』（1859

）
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
エ
ッ
チ
ン
グ
作
品
が
あ
る
が
、
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
は
こ
の
連
作
の
展
示
を
パ
リ
の
画
廊
で
見
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

ご
く
最
近
、
若
い
ア
メ
リ
カ
人
画
家
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
氏
が
、
マ
ル
テ
ィ
ネ
画
廊
で
エ
ッ
チ
ン
グ
の
連
作
を
展
示
し
た
。
こ
れ

ら
の
作
品
は
繊
細
で
、
即
興
と
霊
感
の
結
果
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
生
き
生
き
と
、
テ
ム
ズ
河
岸
の
様
子
を
描
い
て

い
る
。
索
具
・
帆
桁
・
ロ
ー
プ
が
驚
く
ば
か
り
に
雑
然
と
描
か
れ
、
霧
と
高
炉
と
煙
が
乱
雑
に
渦
巻
い
て
い
る
。
こ
れ
が
、

巨
大
な
首
都
の
持
つ
、
深
く
込
み
入
っ
た
詩
情
で
あ
る）2
（

。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
こ
の
画
家
の
特
徴
が
、（
一
）
詩
情
、（
二
）
即
興
と
も
見
え
る
省
筆
、（
三
）
非
伝
統
的
主
題
、
と
い
う
三
点

に
あ
る
こ
と
を
、
み
ご
と
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
批
評
文
か
ら
十
数
年
も
の
ち
の
一
八
七
八
年
、
美
術
評
論
家
と
し
て
も
大
家
だ
っ
た
英
国
の
ラ
ス
キ
ン

（John Ruskin, 1819

─1900

）
は
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
、
や
は
り
こ
れ
ら
三
つ
の
特
徴
を
そ
な
え
た
油
彩
『
黒
と
金
色
の
夜
想

曲
─
─
落
下
す
る
花
火N

octurne in Black and G
old: T

he Falling R
ocket

』（1875

）
と
い
う
展
示
作
品
の
価
値
を
捉
え

そ
こ
な
う
。
そ
し
て
、
ラ
ス
キ
ン
は
雑
誌
の
な
か
で
、「
思
い
上
が
っ
た
男
が
、
公
衆
の
顔
に
絵
の
具
を
一
壺
投
げ
つ
け
て
二
百

ギ
ニ
ー
も
の
大
金
を
要
求
す
る
な
ど
と
い
う
話
を
聞
こ
う
と
は
予
想
も
し
な
か
っ
た）3
（

」
と
酷
評
し
て
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
か
ら
名
誉
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毀
損
の
か
ど
で
告
訴
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ラ
ス
キ
ン
の
こ
の
よ
う
な
見
方
と
比
べ
て
み
て
も
、
美
術
評
論
家
と
し
て
の
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
の
先
見
性
は
際
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
前
衛
性
・
実
験
性
が
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　

ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
前
衛
性
・
実
験
性
は
、
本
稿
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
で
あ
る
の
で
、

も
う
少
し
こ
こ
で
そ
の
内
容
を
明
確
に
し
て
お
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
右
で
わ
た
く
し
は
、
こ
の
画
家
の
特
徴
が
、
詩
情
・
省

筆
・
非
伝
統
的
主
題
の
三
つ
だ
と
書
い
た
の
だ
が
、
詩
情
と
省
筆
は
、
こ
の
画
家
の
場
合
に
は
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
。
ホ
イ

ッ
ス
ラ
ー
の
代
表
作
と
し
て
は
、
よ
く
『
灰
色
と
黒
の
配
合
─
─
画
家
の
母
親
の
肖
像A

rrangem
ent in G

rey and Black: 

Portrait of the Painter ’s M
other

』（1871

）
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
絵
に
は
、
副
題
が
示
し
て
い
る
と
お
り
、

具
象
的
な
人
物
像
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
画
家
の
本
質
が
捉
え
に
く
い
。
こ
の
画
家
の
本
質
を
も
っ
と
容
易
に
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、『
青
と
銀
色
の
調
和
─
─
ト
ル
ー
ヴ
ィ
ルH

arm
ony in Blue and Silver: T

rouville

』（
一
八
六

五
年
）
の
よ
う
な
一
連
の
作
品
で
あ
る
。『
青
と
銀
色
の
調
和
』
に
は
、
画
面
の
左
の
下
端
に
人
物
の
後
ろ
姿
、
右
上
方
に
船
の

帆
ら
し
い
も
の
が
二
つ
お
ぼ
ろ
げ
に
描
き
込
ま
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
画
面
全
体
は
、
む
し
ろ
四
つ
の
色
面
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
色
面
は
、
い
ず
れ
も
横
長
に
、
上
方
か
ら
オ
レ
ン
ジ
色
、
オ
レ
ン
ジ
混
じ
り
の
薄
緑
色
、
ふ
た
た
び
オ
レ

ン
ジ
色
、
次
い
で
や
や
黄
色
味
を
帯
び
た
オ
レ
ン
ジ
色
と
い
う
四
つ
で
あ
る
。
当
時
は
む
ろ
ん
ま
だ
「
抽
象
絵
画
」
と
い
う
言
葉

は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
事
実
上
の
抽
象
絵
画
で
あ
る
。

　

い
っ
た
ん
『
青
と
銀
色
の
調
和
』
の
よ
う
な
絵
に
よ
っ
て
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
本
質
が
複
数
の
色
面
の
構
成
と
い
う
、
事
実
上

の
抽
象
絵
画
の
制
作
に
あ
っ
た
こ
と
を
捉
え
た
の
ち
に
、『
灰
色
と
黒
の
配
合
─
─
画
家
の
母
親
の
肖
像
』
の
よ
う
な
作
品
に
戻
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っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
一
見
具
象
画
と
み
え
る
絵
画
に
つ
い
て
も
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
ほ
ん
と
う
の
関
心
は
、
複
数
の
色
面

の
構
成
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
に
よ
る
題
の
付
け
方
に
じ
つ
は
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。『
青
と
銀
色
の
調
和
─
─
ト
ル
ー
ヴ
ィ
ル
』
の
題
が
、「
青
と
銀
色
の
調
和
」
が
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
で
、「
ト
ル
ー
ヴ
ィ
ル
」

と
い
う
地
名
が
副
題
で
あ
る
の
と
同
様
に
、『
灰
色
と
黒
の
配
合
─
─
画
家
の
母
親
の
肖
像
』
に
つ
い
て
も
、「
灰
色
と
黒
の
配

合
」
こ
そ
が
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
で
、「
画
家
の
母
親
の
肖
像
」
は
副
題
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
『
青
と
銀
色
の
調
和
』
は
、
の
ち
の
二
十
世
紀
、
一
九
五
○
年
代
に
マ
ー
ク
・
ロ
ス
コ
ー
（M

ark Roth-

ko, 1903

─70

）
が
発
表
し
始
め
る
、
少
数
の
横
長
の
色
面
を
縦
に
並
べ
た
抽
象
絵
画
（
た
と
え
ば
一
九
五
七
年
の
作
『
紫
色
の

横
棒V

iolet Bar

』）
に
発
想
の
点
で
も
印
象
の
点
で
も
酷
似
し
て
い
る
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
絵
も
ロ
ス
コ
ー
の
絵
も
、
複
数
の

色
面
を
構
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
徹
底
し
て
簡
素
で
、
詩
情
が
豊
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
、
ロ
ス
コ
ー
に
先
ん

ず
る
こ
と
九
十
年
で
あ
る
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
先
進
性
と
実
験
性
が
い
か
に
並
外
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

　

ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
特
徴
で
あ
る
省
筆
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
の
関
連
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ホ
イ
ッ
ス

ラ
ー
は
、
一
八
六
○
年
代
初
め
、
パ
リ
で
画
家
修
業
を
し
て
い
た
と
き
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
流
入
し
始
め
た
日
本
の
陶
器
、
漆
器
、

浮
世
絵
版
画
、
掛
け
軸
、
屏
風
な
ど
に
注
目
し
た
ひ
と
り
で
あ
る
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
活
動
拠
点
を
移
す
際
に
も
、

パ
リ
で
収
集
し
た
そ
う
い
う
日
本
の
美
術
工
芸
品
を
持
っ
て
移
動
し
た）4
（

。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
日
本
の
美
術
工
芸
品
を
大
い
に
愛
し

た
画
家
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
愛
着
は
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
が
中
期
以
降
、
自
作
に
落
款
ま
が
い
の
署
名
を
す
る
よ
う
に
な
る
点

に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
が
日
本
の
美
術
工
芸
か
ら
学
ん
だ
最
大
の
も
の
は
何
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
研
究
家
デ
ン
カ
ー
は
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
が
日
本
の
美
術
工
芸
品
か
ら
受
け
た
影
響
を
、
縦
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長
の
画
面
を
好
ん
だ
点
に
見
ら
れ
る
と
い
う
の
だ
が）5
（

、
縦
長
の
画
面
そ
の
も
の
は
中
世
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
祭
壇
画
に
も
広
く

使
わ
れ
て
い
た
形
態
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
に
よ
る
縦
長
の
画
面
の
使
用
は
、
日
本
絵
画
の
画
形
か
ら
刺
激

を
受
け
た
と
は
し
て
も
、
昔
か
ら
あ
っ
た
画
形
を
復
活
し
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。

　

そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
が
日
本
の
掛
け
軸
・
屏
風
絵
・
浮
世
絵
か
ら
学
ん
だ
最
大
の
こ
と
が
ら
は
、
省
筆
に
よ

っ
て
描
い
た
も
の
が
、
日
本
と
い
う
異
文
化
の
な
か
で
は
完
成
作
品
と
し
て
通
用
し
て
き
た
、
と
い
う
事
実
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
今
わ
た
く
し
は
、「
省
筆
」
と
い
う
言
葉
で
、
多
く
の
空
白
（
あ
る
い
は
単
純
な
色
面
）
な
ら
び
に
簡
略
な
描
法
、
と
い
う

ふ
た
つ
の
特
徴
を
指
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
い
う
省
筆
が
多
く
の
日
本
絵
画
の
特
徴
だ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で

あ
る
。

　

ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
に
つ
い
て
充
実
し
た
伝
記
を
書
い
た
ペ
ン
ネ
ル
夫
妻
は
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
が
絵
を
描
く
際
に
、「
日
本
式
描
法

the Japanese m
ethod of draw

ing

」
と
彼
が
呼
ぶ
描
き
方
を
し
て
い
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る）6
（

。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
「
日
本

的
描
法
」
の
特
徴
は
三
つ
あ
る
。

　

第
一
、
こ
の
描
法
で
は
、「
画
布
・
石
版
・
銅
版
・
画
用
紙
の
う
え
で
関
心
の
中
心
と
し
た
い
も
の
の
正
確
な
位
置
を
選
び
、

主
題
の
そ
の
部
分
だ
け
を
最
初
に
描
く
」
の
で
あ
る
。
関
心
の
中
心
と
し
た
い
部
分
は
、（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
風
景
で
あ
れ
ば
）
館

の
遠
望
や
、
橋
の
下
を
行
き
来
す
る
船
、（
ロ
ン
ド
ン
風
景
で
あ
れ
ば
）
店
屋
の
窓
、（
パ
リ
風
景
で
あ
れ
ば
）
暗
い
入
り
口
、

（
肖
像
画
で
あ
れ
ば
）
モ
デ
ル
の
頭
部
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

第
二
、「
そ
う
い
う
関
心
の
中
心
と
す
る
部
分
を
描
き
終
え
た
ら
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
、
そ
の
つ
ぎ
に
重
要
な
も
の
を
描
く
。

ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
、
そ
の
間
ず
っ
と
、
そ
れ
ら
の
部
分
を
完
成
さ
せ
る
と
同
時
に
全
体
の
調
和
が
取
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
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の
結
果
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
絵
は
す
で
に
完
成
状
態
で
あ
る
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
言
葉
で
は
、『
初
め
か
ら
完
成
し
て
い
る
』

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
版
面
・
画
面
・
石
面
に
は
空
白
が
残
る
が
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
、
そ
の
空
白
を
、
判
断
し
だ
い
で
、
あ
ま

り
重
要
で
な
い
細
々
し
た
も
の
で
埋
め
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
そ
の
ま
ま
残
す
こ
と
も
で
き
る
。」

　

第
三
、
こ
の
「
日
本
式
描
法
」
に
つ
い
て
、「
難
し
い
の
は
、
主
題
の
核
心
を
描
く
際
に
抑
制
を
効
か
せ
る
こ
と
で
、
油
彩
で

は
な
お
一
層
の
抑
制
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
抑
制
は
色
彩
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

　

こ
の
報
告
を
わ
た
く
し
の
観
点
か
ら
ま
と
め
直
せ
ば
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
「
日
本
的
描
法
」
の
特
徴
は
、（
一
）
主
題
の
核
心

と
な
る
も
の
に
つ
い
て
省
筆
を
も
っ
て
描
く
（「
抑
制
を
効
か
せ
る
」）、（
二
）
画
面
に
空
白
を
残
す
こ
と
を
恐
れ
ず
省
筆
を
も
っ

て
描
く
（「
初
め
か
ら
完
成
し
て
い
る
」）、（
三
）
画
面
全
体
を
調
和
的
に
構
成
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

む
ろ
ん
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
画
家
た
ち
も
昔
か
ら
省
筆
が
特
徴
で
あ
る
素
描
を
作
成
し
て
き
た
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
の
場

合
、
完
成
作
を
準
備
す
る
た
め
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
姿
勢
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

絵
画
の
伝
統
の
な
か
で
は
基
本
的
に
準
備
段
階
の
素
描
で
し
か
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
─
─
す
な
わ
ち
、
画
面
に
描
き
込
む
人
や

物
に
つ
い
て
も
、
色
面
に
つ
い
て
も
、
極
度
に
簡
略
化
し
た
も
の
─
─
を
、
完
成
作
品
と
し
て
通
用
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
志

向
は
、
た
と
え
ば
『
青
と
銀
色
の
調
和
』
の
よ
う
な
作
品
で
は
、
事
実
上
の
抽
象
絵
画
の
段
階
ま
で
到
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
タ
イ
プ
の
作
品
は
そ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
な
か
で
は
ひ
ど
く
異
質
な
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
理
解
不
可
能
な
も
の
だ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
ン
が
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
『
黒
と
金
色
の
夜
想
曲
』
と
い
う
、
二
十
世
紀
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ

ク
（Jackson Pollock, 1912

─1956

）
の
ア
ク
シ
ョ
ン
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
こ
れ
ま
た
事
実
上
の
抽
象
絵

画
作
品
を
、
異
常
な
ほ
ど
の
口
調
で
攻
撃
し
た
の
も
、
根
本
の
と
こ
ろ
に
は
、
省
筆
の
絵
画
が
完
成
作
品
で
あ
り
う
る
と
い
う
考
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え
方
自
体
が
あ
ま
り
に
伝
統
か
ら
外
れ
て
い
て
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
ラ
ス
キ
ン
は
、

異
文
化
日
本
か
ら
渡
来
し
た
絵
画
概
念
に
激
怒
し
た
と
い
え
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
『
テ
ム
ズ
川
連
作
』
に
詩
情
・
省
筆
・
非
伝
統
的
主
題
と
い
う
三
つ
の
特
徴
を
捉

え
て
い
た
が
、
非
伝
統
的
主
題
も
ま
た
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
場
合
に
は
詩
情
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
し
ば
し

ば
非
伝
統
的
主
題
を
詩
的
に
描
き
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
河
岸
の
高
炉
の
煙
が
立
ち
上
る
テ
ム
ズ
川
に
浮
か
ぶ
船
上
で
、
索
具
が

混
乱
し
て
い
る
状
態
な
ど
は
、
そ
れ
ま
で
画
題
と
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
稀
だ
っ
た
し
、
い
わ
ん
や
詩
的
な
絵
画
と
し
て
描
き
出
さ

れ
て
き
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
画
題
を
詩
的
に
描
き
出
す
に
は
、
ふ
た
つ
の
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
に
、
そ
れ
ま
で
は
醜
い
と
見
な
さ
れ
て

い
た
も
の
に
詩
を
見
出
す
新
し
い
感
性
で
あ
る
。
第
二
に
、
醜
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
魅
力
的
に
描
き
出
す
技
法
で
あ

る
。
そ
の
技
法
に
つ
い
て
は
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
省
筆
と
画
面
の
構
成
と
に
よ
っ
て
解
決
し
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
今
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
醜
な
る
も
の
に
詩
を
見
出
す
感
性
の
方
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
が
有
力
な
手
が
か
り
に
な
る
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
『
悪
の
華
』
の
な
か
の
、
つ
ぎ
の
詩
行
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

な
る
ほ
ど
、
わ
れ
ら
頽
廃
し
た
国
民
も

古
代
の
人
々
の
知
ら
な
か
っ
た
美
を
持
っ
て
い
る

心
の
癌
に
蝕
ま
れ
た
顔
、
そ
し
て
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い
わ
ば
憔
悴
の
美
（beautés de langueur

）
と
で
も
い
え
そ
う
な
も
の
を

（「
無
題）7
（

」）

こ
こ
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
い
っ
て
い
る
の
は
、
頽
廃
の
時
代
で
あ
る
自
分
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
古
代
の
健
康
な
美
と
は
別
種
の

「
憔
悴
の
美
」
を
認
識
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
頽
廃
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
頽
廃
そ
の
も
の
に
美

を
捉
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
頽
廃
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
古
典
主
義
的
な

美
意
識
と
は
別
種
の
美
意
識
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
『
マ
ク
ベ
ス
』
の
冒
頭
で
魔
女
た
ち
は

「
汚
い
の
が
綺
麗foul is fair
」
と
い
っ
て
、
主
人
公
を
価
値
観
の
転
倒
し
た
魔
界
に
引
き
ず
り
込
ん
で
ゆ
く
の
だ
が
、
そ
れ
に

似
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
美
に
つ
い
て
の
認
識
を
転
倒
さ
せ
ろ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
自
身
が
、『
悪
の
華
』
の
な
か
で
、
美
に
つ
い
て
の
認
識
を
転
倒
さ
せ
、「
憔
悴
の
美
」
の
認
識
を
実
践
し
て
い

る
例
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

古
い
都
（vieilles capitales

）
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
襞
の
奥

す
べ
て
が
─
─
恐
怖
で
す
ら
も
─
─
魅
力
に
変
わ
る
と
こ
ろ
で

（O
ù tout, m

êm
e l ’horreur, tourne aux enchantem

ents
）

わ
た
し
は
、
致
命
的
な
気
分
に
従
い
な
が
ら

特
異
な
、
衰
弱
し
て
魅
力
的
な
も
の
（des êtres singuliers, décrépits et charm

ants

）
を
待
ち
構
え
る
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（「
小
さ
な
老
婆
た
ち）8
（

」）

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
こ
の
詩
連
で
は
、
オ
ス
マ
ン
（Georges-Eugéne H

aussm
ann, 1809

─91

）
の
都
市
計
画
に
よ
っ
て
幾
何

学
的
に
整
理
さ
れ
て
近
代
都
市
化
す
る
以
前
の
パ
リ
の
よ
う
な
古
い
都
市
の
な
か
で
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
狭
い
路
地
の
両
脇
に
古

く
傷
ん
だ
建
物
が
建
ち
並
ん
で
い
た
場
所
、
ス
ラ
ム
街
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
場
所
に
魅
力
を
捉
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ

は
古
い
都
市
の
ス
ラ
ム
街
に
魅
力
と
詩
情
と
を
発
見
し
、
そ
れ
を
は
じ
め
て
表
現
し
た
詩
連
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
詩
連
は
、『
悪
の
華
』
の
な
か
の
「
パ
リ
の
情
景
」
と
し
て
纏
め
ら
れ
て
い
る
詩
の
ひ
と
つ
だ
か
ら
、「
古
い

都
」
と
は
も
っ
ぱ
ら
パ
リ
の
こ
と
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
原
文
の
「
古
い
都
」
は
複
数
形
で
あ
る
か
ら
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
パ
リ
だ

け
で
な
く
、
古
い
パ
リ
の
よ
う
な
中
世
都
市
の
面
影
を
残
し
て
い
た
旧
都
一
般
に
つ
い
て
思
い
を
馳
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
な
か
に
は
、
訪
れ
た
こ
と
の
な
い
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
も
含
ま
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
論
考
の
主
題
と
の
関
連
か
ら
は
、
や
は
り
「
パ
リ
の
情
景
」
の
な
か
の
詩
の
つ
ぎ
の
詩
連
に
も
注
目
し
て
よ
い
だ

ろ
う
。群

衆
の
ひ
し
め
く
都
市
、
幻
想
の
満
ち
て
い
る
都
市

そ
こ
で
は
、
昼
日
中
、
亡
霊
が
通
行
人
の
袖
を
引
き

（O
ù le spectre en plein jour raccroche le passant

）

都
市
と
い
う
力
優
れ
た
巨
人
の
、
狭
い
運
河
の
な
か
を
（dans les canaux étroits

）
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得
体
の
知
れ
ぬ
も
の
が
、
体
液
の
よ
う
に
巡
る

（Les m
ystères partout coulent com

m
e des sèves

）

あ
る
朝
、
悲
し
い
街
路
（dans la triste rue

）
の
な
か
で

濃
い
霧
が
家
々
の
屋
根
近
く
ま
で
伸
び
拡
が
り

家
々
は
、
潮
の
満
ち
た
運
河
の
ふ
た
つ
の
河
岸

の
よ
う
に
な
り
、
汚
い
黄
色
の
霧
が
（un brouillard sale et jaune

）

役
者
の
魂
に
似
た
装
飾
と
し
て
、
町
の
全
体
に
溢
れ
…
…

（「
七
人
の
老
人）9
（

」）

さ
き
ほ
ど
の
「
ち
い
さ
い
老
婆
た
ち
」
と
比
べ
る
と
幻
想
性
の
強
い
作
品
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
こ
の
詩
で
も
、
都
市
の

な
か
に
ひ
し
め
く
群
衆
、
狭
い
運
河
、
汚
い
濃
霧
の
広
が
る
街
路
、
と
い
っ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
以
前
に
は
詩
の
素
材
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
も
の
が
、
重
要
な
要
素
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
も
、
都
市
の

そ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
側
面
に
新
た
な
詩
的
な
魅
力
を
発
見
し
て
、
表
現
を
与
え
た
も
の
と
し
て
前
衛
的
か
つ
画
期

的
な
業
績
だ
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
前
衛
詩
人
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
前
衛
画
家
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
と
の
繋
が
り
を
確
認
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
じ
つ
は
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
、
パ
リ
で
の
画
家
修
業
時
代
か
ら
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
著
作
に
親
し
み
、
強
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い
影
響
を
受
け
て
い
た
。

ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
が
自
然
を
軽
蔑
し
た
の
も
、
芸
術
に
関
し
て
無
知
な
公
衆
向
け
の
逸
話
を
軽
蔑
し
た
の
も
、
絵
画
の
主
題
を

音
楽
用
語
で
表
現
し
た
の
も
、
意
識
的
ポ
ー
ズ
だ
と
批
判
さ
れ
た
他
の
多
く
の
こ
と
も
、
元
々
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
由
来
す

る
の
で
あ
る）10
（

。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
傍
証
と
な
る
興
味
深
い
絵
も
描
か
れ
て
い
る
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
と
親

交
の
あ
っ
た
フ
ァ
ン
タ
ン
＝
ラ
ト
ゥ
ー
ル
（H

enri Fantin-Latour, 1836

─1904

）
が
描
い
た
『
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
讃
え
てH

om
-

m
age a D

elacroix

』（1864

）
と
い
う
絵
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
画
家
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
肖
像
画
の
前
に
集
ま
っ
て
い
る
十
名
の
芸

術
家
群
像
を
描
き
出
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
芸
術
家
た
ち
が
一
同
に
会
し
た
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
フ
ァ
ン
タ

ン
＝
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
、
知
人
で
あ
る
九
人
の
芸
術
家
た
ち
の
肖
像
を
集
め
て
一
枚
の
絵
に
仕
立
て
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
想
像
画
で

あ
る
。
し
か
し
、
重
要
な
の
は
、
こ
の
絵
が
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
フ
ァ
ン
タ
ン
＝
ラ
ト
ゥ
ー
ル
が
、
自
分
を

ふ
く
め
た
こ
れ
ら
十
名
の
芸
術
家
た
ち
は
、
先
輩
画
家
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
尊
敬
す
る
同
士
た
ち
だ
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

非
常
に
興
味
深
い
の
は
、『
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
讃
え
て
』
の
な
か
に
描
か
れ
て
い
る
十
名
の
芸
術
家
の
な
か
で
も
重
要
な
位
置
に

描
か
れ
て
い
る
の
が
、
フ
ァ
ン
タ
ン
＝
ラ
ト
ゥ
ー
ル
自
身
の
ほ
か
に
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

絵
の
な
か
で
白
い
衣
服
を
身
に
つ
け
て
い
る
の
が
フ
ァ
ン
タ
ン
＝
ラ
ト
ゥ
ー
ル
だ
が
、
そ
の
右
側
に
立
っ
て
い
る
の
が
ホ
イ
ッ
ス

ラ
ー
、
前
面
の
右
端
で
椅
子
に
座
っ
て
い
る
の
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
で
あ
る
。
フ
ァ
ン
タ
ン
＝
ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
判
断
で
は
、
ホ
イ
ッ
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ス
ラ
ー
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
ど
ち
ら
も
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
尊
敬
す
る
点
で
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
重
要
な
人
物
た
ち
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
は
『
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
作
品
と
生
涯L

’Œ
uvre et la vie de D

elacroix

』（1863

）
と
い
う
す

ぐ
れ
た
ド
ラ
ク
ロ
ワ
論
が
あ
る
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
特
質
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
、
あ
ら
ゆ
る
画
家
の
な
か
で
も
っ
と
も
暗
示
力
の
強
い
（le plus suggestif

）
画
家
で
あ
る
。
ド
ラ
ク
ロ

ワ
の
作
品
は
、
二
級
の
作
品
や
質
の
劣
る
作
品
の
な
か
か
ら
選
ん
で
も
、
そ
の
暗
示
力
に
よ
っ
て
、
見
る
者
の
思
考
を
も
っ

と
も
強
く
刺
激
し
、
そ
れ
ま
で
に
知
っ
て
い
な
が
ら
、
過
去
の
闇
の
な
か
に
永
久
に
潜
り
こ
ま
せ
た
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
、

も
っ
と
も
詩
的
な
情
感
と
思
考
と
を
記
憶
に
蘇
ら
せ
る
（rappellent à la m

ém
oire le plus de sentim

ents et de 

pensées poétiques

）
11
（

）。

ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
絵
の
暗
示
力
に
よ
っ
て
、
見
る
者
に
忘
れ
て
い
た
と
思
っ
て
い
た
過
去
の
詩
的
な
情
感
と
思
考
と
を
蘇
ら
せ
る
画

家
だ
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
い
う
の
で
あ
る
。
ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
詩
的
喚
起
力
を
そ
な
え
た
画
家
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
認
識
の
な
か
で
は
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
の
絵
画
も
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
『
テ
ム
ズ
川
連
作
』
も
、

詩
的
喚
起
力
が
あ
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ァ
ン
タ
ン
＝
ラ
ト
ゥ
ー
ル
自
身
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
ホ
イ
ッ
ス

ラ
ー
が
ド
ラ
ク
ロ
ワ
を
尊
敬
す
る
理
由
と
し
て
、
た
と
え
ば
反
古
典
主
義
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い）12
（

。
し

か
し
、
フ
ァ
ン
タ
ン
＝
ラ
ト
ゥ
ー
ル
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
を
同
一
の
グ
ル
ー
プ
、
前
衛
的
芸
術
集
団
と
捉
え
て
い



65　 　ホイッスラーとヴェネツィア

た
の
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
し
、
実
際
に
、
ド
ラ
ク
ロ
ワ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
三
者
は
詩
的
喚
起
力
と
い
う
共
通

す
る
特
質
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二　

ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
画

　

ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
創
作
活
動
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
た
原
因
は
、『
黒
と
金
色
の
夜
想
曲
』
を
酷
評
し
た

ラ
ス
キ
ン
を
名
誉
毀
損
罪
で
訴
え
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
裁
判
そ
の
も
の
に
は
勝
訴
し
た
の
だ
が
、
賠
償
金
が
わ

ず
か
に
一
フ
ァ
ー
ジ
ン
グ
（
四
分
の
一
ペ
ニ
ー
）
で
あ
り
、
多
額
の
訴
訟
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
た
め
、
破

産
し
て
し
ま
っ
た
。
困
窮
し
て
い
た
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
に
、「
美
術
協
会Fine A

rt Society

」
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
三
ヶ
月
滞

在
し
て
十
二
枚
の
エ
ッ
チ
ン
グ
を
仕
上
げ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
制
作
依
頼
を
持
ち
か
け
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
こ
の
話
に
乗
り
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
向
か
っ
た
。
こ
の
町
で
新
鮮
な
題
材
を
見
つ
け
た
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
、
結
局
、
予
定
よ
り
も
は
る
か
に
長
く
、

一
年
二
ヶ
月
も
滞
在
し
て
創
作
活
動
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
一
連
の
展
開
に
つ
い
て
お
も
し
ろ
い
の
は
、『
建
築
の

七
灯T

he Seven Lam
ps of A

rchitecture

』（1849
）
と
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
石Stones of V

enice

』（1851

─53

）
と
い
う

ふ
た
つ
の
著
書
に
よ
っ
て
、
当
時
、
英
国
き
っ
て
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
専
門
家
と
見
な
さ
れ
て
い
た
ラ
ス
キ
ン
が
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ

ー
の
作
品
を
酷
評
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
追
い
や
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果

と
し
て
、
こ
の
画
家
が
ラ
ス
キ
ン
に
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
新
し
い
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
発
見
し
、
描
き
出
す
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
歴
史
の
皮
肉
で
あ
る
。
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ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
景
観
画
の
展
開
過
程
は
、
三
期
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
期
を
代
表
す
る
の
は
カ
ナ

レ
ッ
ト
、
第
二
期
を
代
表
す
る
の
は
タ
ー
ナ
ー
（J. M

. W
. T

urner, 1775

─1851

）、
第
三
期
を
代
表
す
る
の
が
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー

で
あ
る
。

　

カ
ナ
レ
ッ
ト
は
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
そ
の
も
の
の
外
見
を
主
題
と
す
る
絵
画
を
連
作
し
た
最
初
の
画
家
で
あ
る
。
先
駆
者
と
し

て
の
意
義
は
、
ど
れ
ほ
ど
強
調
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
カ
ナ
レ
ッ
ト
が
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
後
の
ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
景
観
画
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ナ
レ
ッ
ト
は
、
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
写
実
作
品
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表

現
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
の
絵
も
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
写
実
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
実
物
ど
お
り
で
あ
る

か
の
よ
う
に
描
い
た
の
で
あ
る
。
カ
ナ
レ
ッ
ト
の
絵
の
な
か
に
画
題
と
し
て
描
き
込
ま
れ
た
の
は
、
た
と
え
ば
、
こ
の
町
の
目
抜

き
通
り
で
あ
る
「
大
運
河
」、
政
庁
で
あ
る
統
領
宮
殿
、
町
を
代
表
す
る
教
会
堂
で
あ
る
聖
マ
ル
コ
教
会
、
商
業
地
区
同
士
を
結

び
つ
け
て
い
る
リ
ア
ル
ト
橋
と
い
う
よ
う
な
町
の
名
所
で
あ
り
、
ま
た
、「
海
と
の
結
婚
」
や
レ
ガ
ッ
タ
の
よ
う
な
こ
の
都
市
国

家
を
あ
げ
て
営
ま
れ
た
祝
祭
の
様
子
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
画
題
を
描
き
込
む
画
布
を
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
は
、
建
造
物
や
出
来
事
を

あ
た
か
も
記
録
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
い
て
い
っ
た
。
カ
ナ
レ
ッ
ト
の
絵
の
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
は
、
絵
の
注

文
主
で
あ
る
グ
ラ
ン
ド
ツ
ー
リ
ス
ト
た
ち
に
、
海
外
旅
行
の
思
い
出
と
な
る
よ
う
な
─
─
写
真
の
普
及
以
後
で
あ
れ
ば
携
帯
カ
メ

ラ
が
記
録
す
る
よ
う
な
─
─
景
観
画
を
提
供
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
カ
ナ
レ
ッ
ト
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
画
は
、
再
現
す
る
技
量
の
高
さ

を
示
す
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
芸
術
性
、
い
わ
ん
や
詩
的
特
性
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

タ
ー
ナ
ー
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景
観
画
も
、
先
行
す
る
カ
ナ
レ
ッ
ト
の
景
観
画
を
意
識
し
な
が
ら
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
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は
、『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
た
め
息
の
橋
、
統
領
宮
殿
、
税
関
─
─
カ
ナ
レ
ッ
ト
が
描
い
て
い
る
と
こ
ろBridge of Sighs, D

ucal 

Palace and Custom
 H

ouse: Canaletti painting

』（1833

）
と
い
う
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
を
描
き
込
む
必
要
の
な
さ
そ
う
な
作
品

の
な
か
に
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
ら
し
い
人
物
を
わ
ざ
わ
ざ
小
さ
く
描
き
込
み
、
副
題
で
も
そ
の
名
に
ふ
れ
て
、
見
る
者
の
注
意
を
喚
起

し
て
い
る
点
に
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

タ
ー
ナ
ー
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景
観
画
は
、
大
き
く
二
種
類
に
分
け
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
第
一
の
種
類
は
、
展
示
用
に
制
作

さ
れ
た
油
彩
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
お
お
む
ね
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
思
想
と
情
念
を
伝
え
よ
う
と
す
る
物
語
画
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

た
と
え
ば
、『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
た
め
い
き
の
橋Bridge of Sighs, V

enice

』（1840

）
や
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
墓
地Cam

po 

Santo, V
enice

』（1842

）
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
前
者
は
、
タ
ー
ナ
ー
が
旧
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

と
考
え
た
圧
政
を
視
覚
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
都
市
が
消
え
去
る
予
感
を
視
覚
化
し
た
も
の
だ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
主
題
の
大
き
さ
に
即
し
て
、
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
景
観
に
つ
い
て
も
、
離
れ
た
位
置
か
ら
広
い
視

野
で
描
い
て
あ
っ
た
。

　

タ
ー
ナ
ー
の
第
二
の
種
類
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景
観
画
は
、
水
彩
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
タ
ー
ナ
ー
が
水
彩
絵
の
具
を
用
い
て
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
景
観
を
描
い
た
画
は
多
数
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
取
材
旅
行
を
し
た
際
に
感
興
を
覚
え
た
、
こ

の
都
市
の
景
観
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
、
鉛
筆
と
水
彩
と
を
使
っ
て
そ
の
場
で
ス
ケ
ッ
チ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
水
彩
画

は
、
速
筆
と
省
筆
が
特
徴
で
あ
る
し
、
詩
情
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
た
だ
し
、
対
象
か
ら
距
離
を
置
い
て
広
い
視

野
か
ら
描
い
た
も
の
が
多
く
、
路
地
裏
に
ま
で
入
り
込
ん
で
描
い
た
も
の
は
な
い
に
等
し
い
。

　

で
は
、
第
三
期
目
の
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
画
─
─
パ
ス
テ
ル
画
、
銅
版
画
、
油
彩
画
─
─
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
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が
あ
る
の
か
。
全
体
を
見
渡
す
と
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景
観
画
の
最
大
の
特
徴
は
、
省
筆
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
、

当
時
の
常
識
で
は
ま
だ
準
備
段
階
の
不
完
全
な
も
の
が
、
完
成
作
品
と
し
て
展
示
さ
れ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
も
、

カ
ナ
レ
ッ
ト
や
タ
ー
ナ
ー
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景
観
画
と
同
様
に
、
町
の
外
観
を
広
い
視
野
か
ら
遠
望
す
る
作
品
を
か
な
り
多
数
描

い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
広
い
視
野
か
ら
の
遠
望
と
い
う
特
徴
の
点
で
は
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景

観
画
や
タ
ー
ナ
ー
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景
観
画
と
共
通
し
、
ま
た
、
タ
ー
ナ
ー
の
水
彩
に
よ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景
観
画
と
は
省
筆
と

詩
情
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
や
タ
ー
ナ
ー
の
場
合
と
は
異
な
り
、
そ
れ
ら
を
完
成
作
品
と
し
て

通
用
さ
せ
よ
う
と
し
た
点
で
決
定
的
に
相
違
し
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景
観
画
に
つ
い
て
は
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
や
タ
ー
ナ
ー
が
ほ
と
ん
ど
描
く
こ
と
の
な
か

っ
た
、
町
の
内
部
の
狭
い
運
河
や
路
地
裏
の
光
景
を
描
い
た
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う

な
主
題
は
そ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
、
絵
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
な

の
で
あ
る
。

　

ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
絵
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
狭
い
運
河
や
路
地
裏
の
光

景
が
主
題
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
完
成
作
品
と
は
思
わ
れ
な
い
省
筆
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
、
画
廊
に
作
品
と
し
て
展
示
さ
れ
た

と
き
、
ど
れ
ほ
ど
の
戸
惑
い
を
見
る
者
に
あ
た
え
た
か
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
見
る
者
の
当
惑
は
、
当
時
の
批
評
家
た
ち
に

よ
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
非
難
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

美
術
の
あ
ら
ゆ
る
規
範
か
ら
あ
ま
り
に
遠
く
外
れ
て
い
る
の
で
、
常
人
に
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
（『
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
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紙
）
13
（

』）。

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
大
急
ぎ
で
作
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
も
そ
も
入
念
さ
や
仕
上
げ
な
ど
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る

（
Ｆ
・
ウ
ェ
ド
モ
ア）14
（

）。

こ
れ
ら
一
連
の
作
品
は
、
わ
た
く
し
た
ち
が
記
憶
に
留
め
た
い
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
い
さ
さ
か
も
再
現
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
れ
ま
で
高
貴
で
あ
っ
た
も
の
の
堕
落
と
、
こ
れ
ま
で
美
し
か
っ
た
も
の
の
醜
い
変
貌
（the foulness of w

hat has 

been fair

）
を
記
憶
に
留
め
た
い
と
思
う
者
は
い
な
い
か
ら
だ
（『
タ
イ
ム
ズ
紙）15
（

』）。

　

第
一
の
非
難
は
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景
観
画
が
、
全
体
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
絵
画
と
ど
れ
ほ
ど
異
質
の
特
徴

を
備
え
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
。
第
二
の
非
難
は
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
省
筆
に
よ
る
作
品
が
い
か
に
新
奇
な
受
け
入
れ
が
た
い

も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三
の
非
難
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
小
運
河
や
路
地
裏
の
光
景
が
い
か
に
新
奇
な

主
題
だ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
酷
評
は
、
全
体
と
し
て
、
裏
返
し
に
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景
観
画
が
、

絵
画
の
完
成
性
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
点
で
も
、
主
題
の
点
で
も
、
技
法
の
点
で
も
、
ど
れ
ほ
ど
前
衛
的
な
作
品
だ
っ
た
か
を
物

語
っ
て
い
て
興
味
深
い
。

　

ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景
観
画
と
し
て
、
も
っ
と
も
革
新
的
か
つ
特
徴
的
な
二
作
品
に
注
目
し
て
み
よ
う
。『Ca-

nal, San Cassiano

サ
ン
・
カ
ッ
シ
ア
ー
ノ
の
運
河
』（1879

─80

）
と
題
さ
れ
た
作
品
は
、
茶
色
の
紙
に
チ
ョ
ー
ク
と
パ
ス
テ
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ル
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
リ
ア
ル
ト
の
魚
市
場
か
ら
少
し
西
に
離
れ
た
貧
し
い
裏
町
の
小
運
河
と
そ

の
周
囲
の
光
景
で
あ
る
。
絵
は
、
紙
の
地
色
で
あ
る
茶
色
を
生
か
し
な
が
ら
、
必
要
最
小
限
の
線
で
形
態
の
特
徴
を
描
き
、
白
色
、

オ
レ
ン
ジ
色
、
薄
青
色
を
必
要
最
小
限
に
塗
っ
て
あ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
建
物
の
壁
は
ほ
と
ん
ど
が
煉
瓦
を
積
み
重
ね
て
作
ら

れ
て
お
り
、
そ
れ
が
皮
膚
病
の
よ
う
に
崩
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
だ
が
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
そ
の
質
感
を
よ
く
伝
え
、

狭
い
運
河
の
水
の
よ
ど
み
具
合
も
み
ご
と
に
表
現
し
て
い
る
。
し
か
も
、
省
筆
で
描
き
出
さ
れ
た
こ
の
絵
は
、
見
る
者
に
詩
情
を

豊
か
に
伝
え
る
。
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
景
観
画
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
主
題
・
技
法
・
情
感
の
結
び
つ
き
は
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー

以
前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
以
後
に
は
、
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
─
─
あ
る
い
は
そ
の
影
響
を
意
識

す
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
─
─
こ
の
よ
う
な
主
題
・
技
法
・
情
感
は
、
し
だ
い
に
常
套
的
な
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
。

　

も
う
一
枚
は
、『
ビ
ー
ズ
細
工
を
す
る
人
た
ちBeadstrngers

』（1880

）
と
題
さ
れ
た
絵
で
、
や
は
り
茶
色
の
紙
に
チ
ョ
ー

ク
と
パ
ス
テ
ル
と
鉛
筆
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
左
右
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
一
ほ
ど
を
占
め
て
い
る
の
は
、
背
の
高
い
建
物
の
壁

で
、
壁
の
足
も
と
の
戸
外
の
椅
子
に
座
っ
た
女
た
ち
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
名
産
の
ガ
ラ
ス
玉
を
糸
に
通
す
手
仕
事
を
し
て
い
る
。

壁
か
ら
壁
へ
と
渡
さ
れ
て
い
る
紐
に
は
洗
濯
物
が
干
さ
れ
て
い
て
、
庶
民
の
暮
ら
す
地
区
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。

線
も
色
も
、
必
要
最
小
限
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
絵
も
ま
た
詩
情
を
感
じ
さ
せ
る
。

三　

Ｈ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
の
共
振
と
そ
の
後

　

と
こ
ろ
で
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景
観
画
に
も
た
ら
し
た
変
革
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
絵
画
の
領
域
で
生
じ
た
も
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の
だ
が
、
そ
れ
と
似
た
変
革
は
文
章
の
領
域
で
も
起
き
て
い
た
。
そ
れ
が
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
と
同
様
に
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
、
も

っ
ぱ
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
仕
事
を
し
た
作
家
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
（H

enry Jam
es, 1843

─1916

）
の
エ
ッ
セ
イ
「
ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
」（1882

）
に
み
ら
れ
る
つ
ぎ
の
箇
所
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
頁
で
わ
た
く
し
が
書
い
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
魅
力
的
な
名
前
を
聞
い
た
り
見
た
り
す
る
と
き
、
…
…
わ
た

く
し
の
眼
に
は
、
町
の
中
心
に
あ
る
狭
い
運
河
だ
け
が
見
え
て
い
る
。
緑
色
の
水
の
断
片
、
そ
れ
に
桃
色
の
壁
の
表
面
。

…
…
古
い
壁
の
桃
色
は
、
あ
た
り
全
体
に
満
ち
て
い
る
感
じ
で
、
不
透
明
な
水
の
な
か
に
さ
え
染
み
込
ん
で
い
る
。
…
…
こ

の
小
さ
な
水
路
の
向
か
い
側
に
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
式
の
窓
と
バ
ル
コ
ニ
ー
の
つ
い
た
大
き
な
見
窄
ら
し
い
正フ
ァ
サ
ー
ド面が
あ
る
。
バ
ル

コ
ニ
ー
に
は
、
汚
い
衣
類
が
干
さ
れ
、
そ
の
下
に
は
、
水
路
用
の
ぬ
る
ぬ
る
し
た
低
い
階
段
か
ら
、
洞
窟
の
よ
う
な
入
り
口

が
開
い
て
い
る
。
ひ
ど
く
暑
く
て
、
静
か
で
、
運
河
は
奇
妙
な
臭
い
が
し
て
い
て
、
そ
の
場
所
全
体
が
魅
力
的
な
の
だ
（It 

is very hot and still, the canal has a queer sm
ell, and the w

hole place is enchanting

）
16
（

）。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
つ
い
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
文
章
で
描
き
出
し
て
い
る
の
は
、
主
題
に
つ
い
て
も
特
徴
に
つ
い

て
も
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
が
パ
ス
テ
ル
画
『
サ
ン
・
カ
ッ
シ
ア
ー
ノ
の
運
河
』
の
よ
う
な
作
品
で
描
き
出
し
た
も
の
と
、
ほ
ぼ
重
な

り
合
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
描
写
す
る
の
も
ま
た
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
街
の
奥
に
あ
る
狭
い
運
河
と
そ
の
両
側

の
古
び
た
建
物
が
つ
く
り
だ
す
風
情
で
あ
る
。
小
運
河
の
水
は
淀
ん
で
緑
色
に
な
り
、
建
物
の
煉
瓦
壁
は
時
代
を
経
て
淡
い
色
に

変
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
情
景
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
最
高
の
魅
力
を
感
じ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
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ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
薄
汚
れ
た
裏
町
に
魅
力
を
捉
え
る
こ
の
よ
う
な
感
性
は
、
先
に
見
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
小

さ
な
老
婆
た
ち
」
に
見
ら
れ
る
感
性
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
パ
リ
の
（
そ
れ
ま
で
一
般
に
は
）
古
く
汚
い

と
考
え
ら
れ
て
い
た
裏
町
に
つ
い
て
、

古
い
都
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
襞
の
奥

す
べ
て
が
─
─
恐
怖
で
す
ら
も
─
─
魅
力
に
変
わ
る
と
こ
ろ
で

と
い
う
ふ
う
に
捉
え
、
表
現
を
与
え
て
い
た
。
こ
の
感
性
の
動
き
方
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
（
そ
れ
ま
で
一
般

に
）
古
く
て
汚
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
裏
町
に
つ
い
て
、「
そ
の
場
所
全
体
が
魅
力
的
」
だ
と
い
う
の
と
よ
く
似
て
い
る
。
一
方

は
パ
リ
の
裏
町
で
、
他
方
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
裏
町
と
い
う
、
表
面
的
に
は
異
な
る
ふ
た
つ
の
場
所
に
つ
い
て
の
認
識
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
ど
ち
ら
も
古
く
薄
汚
れ
た
裏
町
を
魅
力
的
に
感
じ
る
感
性
を
共
有
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
裏
町
を
主
題
と
す
る
『
サ
ン
・
カ
ッ
シ
ア
ー
ノ
運
河
』
を
詩
情

豊
か
に
魅
力
的
に
描
き
出
し
た
の
を
見
れ
ば
、
こ
の
画
家
も
ま
た
こ
の
感
性
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま

り
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
三
者
は
、
い
ず
れ
も
古
い
都
市
の
路
地
裏
に
魅
力
を
感
じ
る
新
し
い

感
受
性
を
共
有
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
こ
れ
ら
三
者
の
捉
え
た
古
都
の
路
地
裏
の
魅
力
を
、
一
、
二
世
代
前
に
バ
イ
ロ
ン
（George Gordon Byron, 

Lord Byron, 1788

─1824

）
が
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
、
第
四
部Childe H

arold ’s Pilgrim
age, IV

』（1818

）
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の
な
か
で
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
見
出
し
て
い
た
美
と
対
比
し
て
み
る
の
が
有
益
だ
ろ
う
。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
館
は
河
岸
に
崩
れ
か
け

（H
er palaces are crum

bling to the shore

）

音
楽
が
聞
こ
え
て
こ
な
い
こ
と
も
あ
る

そ
う
い
う
時
代
は
過
ぎ
去
っ
た
の
だ

け
れ
ど
も
、
美
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
（but Beauty still is here

）

国
は
滅
び
、
芸
術
は
消
え
る
。
し
か
し
、
自
然
は
死
な
な
い
（but N

ature doth not die

）
17
（

）

こ
の
詩
行
を
良
く
読
む
と
、
バ
イ
ロ
ン
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
見
つ
け
た
美
し
さ
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
、
ジ
ェ
イ

ム
ズ
と
は
別
種
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
の
詩
行
で
バ
イ
ロ
ン
が
述
べ
て
い
る
要
点
は
、
国
は
か
な
ら
ず
滅
ぶ
し
、

ま
た
、（
一
般
に
「
芸
術
は
長
く
、
人
生
は
短
いA

rs longa, vita brevis

」
と
い
わ
れ
る
の
と
は
異
な
っ
て
）
芸
術
も
滅
ぶ
、

け
れ
ど
も
、
自
然
は
永
続
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
詩
行
の
な
か
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
崩
れ
か
け
て

い
る
館
群
は
滅
び
る
国
家
を
象
徴
し
、（
十
七
～
十
八
世
紀
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の
中
心
地
だ
っ
た
）
こ
の
町
で
音
楽
の
演
奏

さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
、
滅
び
る
芸
術
を
代
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、「
美
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
」
と
い
う
と

き
の
「
美
」
は
、「
自
然
」
を
指
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
バ
イ
ロ
ン
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
「
美
」
＝
「
自
然
」
と
い
う
場
合
の
「
自
然
」
と
は
何
を
指
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
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バ
イ
ロ
ン
が
い
う
「
美
」
な
る
「
自
然
」、
そ
し
て
死
ぬ
こ
と
の
な
い
「
自
然
」
と
は
、
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
こ
の
都
市
を
取
り
巻
い
て
い
る
ラ
グ
ー
ナ
、
さ
ら
に
は
ア
ド
リ
ア
海
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
死
な
な
い
自
然
、
永
遠
な
る
海

こ
そ
が
「
美
」
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
バ
イ
ロ
ン
は
、
つ
ぎ
の
詩
行
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
遠
か
ら
ず
こ
の
都
市
は
水
没

し
て
消
滅
し
、
海
だ
け
が
残
る
こ
と
を
幻
視
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

あ
あ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
よ
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
よ
。
お
前
の
大
理
石
の
壁
が

水
面
と
同
じ
高
さ
に
な
っ
て
し
ま
う
と
き
に
は

沈
ん
で
し
ま
っ
た
広
間
に
つ
い
て
、
諸
国
民
の
大
き
な
嘆
き
の
声
が

あ
た
り
を
一
掃
す
る
海
に
響
く
こ
と
だ
ろ
う）18
（

　

さ
ら
に
、
さ
き
ほ
ど
の
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
の
詩
行
に
つ
い
て
構
文
の
面
か
ら
興
味
深
い
の
は
、「
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
館
は
河
岸
に
崩
れ
か
け
」
と
い
う
表
現
が
、「
け
れ
ど
もbut

」
と
い
う
接
続
詞
を
媒
介
に
し
て
、
逆
説
的
に
、「
美
は

ま
だ
残
っ
て
い
る
」
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
、
数
多
く
の
館
が
十
分
に
維
持
さ
れ

な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
、
運
河
の
河
岸
で
崩
れ
か
け
て
い
て
、
そ
れ
が
亡
国
の
印
と
な
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
町
を
取
り
巻
く
ラ
グ
ー
ナ
と
海
は
美
し
い
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
バ
イ
ロ
ン
の
こ
の
詩
行
と
は
対
照
的
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
小
さ
な
老
婆
た
ち
」
の
場
合
に
も
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ

の
「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
」
の
場
合
に
も
、
古
都
の
路
地
裏
の
、
建
物
が
崩
れ
か
け
て
い
る
よ
う
な
場
所
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
魅
力
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的
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
構
文
上
、
順
接
的
に
接
続
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、「
古
い
都

の
曲
が
り
く
ね
っ
た
襞
の
奥
」
に
つ
い
て
、「
す
べ
て
が
…
…
魅
力
に
変
わ
る
」
と
い
う
特
質
を
そ
な
え
た
場
所
（les plis sin-

ueux des vieilles capitales. . . O
ù tout. . . tourne aux enchantem

ents

）
だ
と
い
う
の
で
あ
る
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、

古
く
色
あ
せ
た
煉
瓦
壁
、
緑
色
に
淀
ん
で
臭
気
の
漂
う
小
運
河
、（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
建
物
の
な
か
で
は
古
い
時
代
に
属
す
る
）

ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
フ
ァ
サ
ー
ド
と
い
っ
た
も
の
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
（and

）、
魅
力
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
が
絵
画
を
媒
体
に
し
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
裏
町
に
つ
い
て
表
現
し
た
こ
と
も
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と

同
様
の
も
の
で
あ
る
。
一
方
の
バ
イ
ロ
ン
と
、
他
方
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
と
の
あ
い
だ
に
は
、
い

っ
て
み
れ
ば
、
建
物
は
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
別
の
ど
こ
か
に
は
美
が
存
在
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
建
物
は
崩
壊

し
つ
つ
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
自
体
が
魅
力
的
な
の
か
、
と
い
う
審
美
観
上
の
大
き
な
懸
隔
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
懸
隔
こ

そ
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
等
の
芸
術
上
の
前
衛
た
ち
が
新
た
に
発
見
し
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

振
り
返
っ
て
み
る
な
ら
、
タ
イ
ム
ズ
紙
は
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
連
作
に
つ
い
て
「
こ
れ
ま
で
美
し
か
っ
た
も
の
の

醜
い
変
貌
（the foulness of w

hat has been fair
）」
を
も
た
ら
し
た
と
非
難
し
て
い
た
。
こ
の
批
評
は
じ
つ
は
ホ
イ
ッ
ス
ラ

ー
の
も
た
ら
し
た
変
革
の
本
質
に
か
な
り
肉
薄
し
て
い
る
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
も
た
ら
し
た
変
革
を
正
確
に
い
え
ば
、
ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
と
い
う
町
は
、「
こ
れ
ま
で
美
し
か
っ
た
も
の
」
の
背
後
の
裏
町
に
、「
こ
れ
ま
で
醜
い
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
」
を
隠
し
持

っ
て
い
た
。
そ
の
「
こ
れ
ま
で
醜
い
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
」、
つ
ま
り
は
ス
ラ
ム
街
と
い
っ
て
よ
い
も
の
を
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー

や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
一
転
し
て
、
魅
力
的
だ
と
考
え
、
そ
の
魅
力
を
芸
術
的
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
審

美
観
を
す
で
に
持
ち
、
そ
れ
を
表
現
し
て
い
た
先
駆
者
と
し
て
『
悪
の
華
』
の
詩
人
が
い
た
。
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と
こ
ろ
で
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
町
は
、
一
七
九
二
年
に
貴
族
共
和
制
が
崩
壊
し
て
以
来
、
広
い
支
配
地
域
を
も
つ
国
家
か

ら
、
一
転
し
て
一
地
方
都
市
の
地
位
に
転
落
し
た
ば
か
り
か
、
六
十
年
に
わ
た
る
植
民
地
支
配
も
経
験
し
た
。
さ
ら
に
、
一
八
六

六
年
の
イ
タ
リ
ア
王
国
編
入
以
後
も
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
一
地
方
都
市
に
す
ぎ
な
い
点
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
町
は
十
九
世

紀
を
と
お
し
て
常
に
貧
困
だ
っ
た
。
一
八
六
○
年
代
の
パ
リ
で
は
、
オ
ス
マ
ン
の
指
導
の
も
と
に
、
中
世
以
来
の
古
い
建
物
と
路

地
と
で
で
き
た
街
区
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
い
う
「
古
い
都
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
襞
」
が
強
制
的
に
取
り
壊
さ
れ
、
直
線
の
街
路
を

放
射
線
状
に
展
開
す
る
、
今
見
る
よ
う
な
パ
リ
へ
と
変
貌
し
た
。
し
か
し
、
経
済
的
に
貧
し
か
っ
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
、（
オ

ー
ス
ト
リ
ア
支
配
下
で
、
狭
い
運
河
の
い
く
つ
か
を
埋
め
立
て
て
歩
道
に
変
え
る
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
の
）
パ
リ
の
よ
う

な
近
代
都
市
化
は
ま
っ
た
く
生
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
八
八
○
年
代
に
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
訪
れ
た
こ
ろ
も
、

二
○
○
○
年
代
の
今
で
も
、
町
の
ほ
と
ん
ど
が
「
曲
が
り
く
ね
っ
た
襞
」
の
ま
ま
に
残
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
と
い
う
都
市
の
面
積
の
七
割
～
八
割
は
、
近
代
都
市
で
あ
れ
ば
ス
ラ
ム
街
と
し
て
取
り
払
い
の
対
象
に
な
る
よ
う
な
状
態
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

し
か
し
、
そ
の
七
割
～
八
割
の
ス
ラ
ム
街
は
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
っ
て
魅
力
的
な
場
所
と
し
て
再
発
見
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宝
物
に
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。「
汚
い
の
が
綺
麗foul is fair

」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
が
発
表
し
た
当
初
は
、「
美
術
の
あ
ら
ゆ
る
規
範
か
ら
あ
ま
り
に
遠
く
外
れ
て
い
る
の
で
、
常
人
に
は

ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
」
と
非
難
さ
れ
、
ま
た
「
こ
れ
ま
で
美
し
か
っ
た
も
の
の
醜
い
変
貌
」
と
非
難
さ
れ
た
、
省
筆
に
よ
る

路
地
裏
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
画
だ
が
、
現
在
で
は
す
っ
か
り
常
套
化
さ
れ
て
氾
濫
し
、
絵
画
・
版
画
・
写
真
の
多
く
で
ホ
イ
ッ
ス
ラ
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ー
が
描
い
た
の
と
同
様
の
場
所
が
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
と
同
様
の
詩
情
を
も
っ
て
描
か
れ
続
け
て
い
る
。
現
在
の
よ
う
な
常
套
化
に

至
る
過
程
で
注
目
し
た
い
表
現
が
三
つ
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　

そ
の
第
一
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
通
の
フ
ラ
ン
ス
人
作
家
レ
ニ
エ
（H
enri de Régnier, 1864

─1936

）
が
一
九
○
四
年
に
書
い

た
エ
ッ
セ
イ
の
一
節
で
あ
る
。

　

…
…
わ
た
く
し
た
ち
は
、
で
こ
ぼ
こ
の
汚
い
路
地
を
い
く
つ
か
歩
き
、
ぼ
ろ
を
着
た
子
供
た
ち
が
物
乞
い
を
し
て
い
る
狭

い
河
岸
路
を
い
く
つ
か
歩
い
た
。
潮
は
引
い
て
い
た
。
煉
瓦
造
り
の
壁
は
、
浸
食
さ
れ
た
底
部
を
見
せ
て
い
た
。
運
河
は
、

泥
で
覆
わ
れ
た
底
を
見
せ
て
い
た
。
潮
と
瀝
青
の
臭
い
が
鼻
か
ら
入
っ
て
き
た
。
わ
た
く
し
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
に
し
な
が

ら
、
つ
い
に
ラ
グ
ー
ナ
に
到
達
し
た
。
ラ
グ
ー
ナ
は
、
穏
や
か
に
、
輝
き
な
が
ら
、
心
地
よ
く
拡
が
っ
て
い
た
。
わ
た
く
し

た
ち
は
、
ラ
グ
ー
ナ
を
眺
め
て
い
た
。
靴
は
泥
だ
ら
け
で
弛
み
、
ゴ
ミ
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
た
。
そ
の
あ
た
り
で
は
、
破

れ
た
下
着
が
杭
に
止
め
て
乾
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
時
刻
、
そ
の
場
所
で
は
、
男
た
ち
が
古
い
船
を
修
理
し
て
い
た
。
金
槌
を

叩
く
音
が
、
均
一
な
リ
ズ
ム
で
聞
こ
え
、
そ
れ
か
ら
速
ま
り
、
音
が
停
ま
っ
た
。

　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
惨
め
で
汚
い
こ
の
よ
う
な
光
景
に
も
、
一
種
の
美
し
さ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
（Ces m

isérables et 

sordides aspects de V
enise ne sont pas sans une sorte de beauté

）。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
い
く
つ
か
の
地
区
で

こ
の
よ
う
な
光
景
を
見
せ
て
く
れ
る
。
カ
ス
テ
ッ
ロ
地
区
、
カ
ン
ナ
レ
ー
ジ
ョ
地
区
、
ジ
ュ
デ
ッ
カ
島
、
そ
れ
に
ム
ラ
ー
ノ

島
で
も
…
…）19
（

。
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レ
ニ
エ
も
、
汚
い
路
地
、
ぼ
ろ
を
着
た
子
供
の
乞
食
、
傷
ん
だ
煉
瓦
壁
、
川
底
の
泥
を
見
せ
る
小
運
河
、
運
河
の
臭
い
、
戸
外
で

乾
さ
れ
る
痛
ん
だ
下
着
、
…
…
と
い
っ
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
貧
民
街
が
全
体
的
に
生
み
出
す
風
情
に
惹
か
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で

は
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
同
じ
感
性
を
継
承
し
て
い
る
。
し
か
し
、
レ
ニ
エ
の
文
章
に
は
、
も
う
一
方
で
、
じ
つ
は

大
き
な
前
進
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
小
さ
な
老
婆
た
ち
」
で
も
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
」
で

も
、
い
く
ぶ
ん
曖
昧
に
、
こ
う
い
う
薄
汚
い
裏
町
に
は
「
魅
力
」
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
レ
ニ
エ
は
「
一
種
の

美
し
さune sorte de beauté

」
が
あ
る
と
言
っ
た
点
で
あ
る
。
レ
ニ
エ
は
、
は
じ
め
て
、
古
い
都
の
惨
め
で
汚
い
裏
町
を
美

し
い
場
所
だ
と
同
定
し
た
の
で
あ
る
。
一
八
六
一
年
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
、「
わ
れ
ら
頽
廃
し
た
国
民
も
…
…
い
わ
ば
憔
悴
の
美

（beautés de langueur

）
と
で
も
い
え
そ
う
な
も
の
を
」
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
か
ら
、
四
十
年
後
、
つ
い
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

の
薄
汚
い
裏
町
は
「
憔
悴
の
美
」
の
実
例
だ
と
い
う
表
現
を
得
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
裏
町
は
、「
汚
い
の
が
綺
麗
」
と
い
う
、

感
受
性
の
転
倒
あ
る
い
は
拡
大
を
、
如
実
に
示
す
場
所
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
裏
町
が
美
し
い
魅
力
的
な
場
所
と
し
て
常
套
化
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
つ
ぎ
に
注
目
し
て
よ
い
の
が
、
隣
町
パ

ド
ヴ
ァ
の
近
郊
に
生
ま
れ
、
生
涯
の
ほ
と
ん
ど
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
過
ご
し
た
詩
人
デ
ィ
エ
ー
ゴ
・
ヴ
ァ
レ
ー
リ
（D

iego V
al-

eri, 1887

─1976

）
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。
ヴ
ァ
レ
ー
リ
は
、
一
九
四
四
年
に
書
い
た
文
章
の
な
か
で
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
小
運

河
と
そ
の
周
辺
に
は
、
聖
マ
ル
コ
聖
堂
や
、
聖
マ
ル
コ
広
場
、
大
運
河
な
ど
と
は
、
別
種
の
美
し
さ
が
あ
る
と
い
う
。

　

も
う
一
つ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
も
う
一
つ
の
美
し
さ
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
（A

ltra V
enezia, altra bellezza

）。

　

…
…
仮
に
、
一
日
の
あ
る
時
刻
に
、
四
百
の
橋
の
ど
れ
か
の
上
で
一
瞬
立
ち
止
ま
っ
て
、
あ
た
り
を
見
回
し
、
長
い
小
運
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河
が
見
え
た
と
し
よ
う
。
小
運
河
は
全
体
が
影
と
な
り
、
暗
く
て
、
少
し
陰
惨
で
、
向
こ
う
の
奥
に
開
い
た
出
口
で
、
大
気

と
水
が
満
開
の
夾
竹
桃
の
よ
う
に
輝
い
て
い
る
。
し
か
し
、
数
メ
ー
ト
ル
、
数
分
、
数
秒
後
に
、
つ
ぎ
の
橋
に
登
れ
ば
、
別

の
運
河
が
見
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
小
運
河
は
、
陽
光
を
激
し
く
受
け
て
赤
色
に
な
っ
て
い
る
家
の
足
下
を
巡
っ
て
い
て
、
全

体
が
炎
の
よ
う
に
燃
え
、
火
花
が
ほ
と
ば
し
り
、
酔
い
機
嫌
の
け
た
た
ま
し
い
高
笑
い
に
な
っ
て
い
る
。
一
時
間
後
に
（
夕

方
や
夜
に
な
る
の
を
待
つ
こ
と
は
な
い
）、
こ
の
ふ
た
つ
の
橋
に
戻
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
を
は
じ
め
て
通
る
よ
う
な
印
象
を

受
け
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
先
ほ
ど
と
は
異
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
小
運
河
の
側
壁
へ
の

明
暗
の
配
分
、
大
気
の
色
合
い
、
遠
近
感
、
そ
れ
に
い
わ
ば
精
神
の
状
態
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る）20
（

。

ヴ
ァ
レ
ー
リ
も
、
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
裏
町
の
小
運
河
と
そ
の
周
囲
に
美
を
捉
え
て
い
る
の
だ
が
、
文
章
の
力
点
は
、
そ
れ
が

い
か
に
変
化
に
富
ん
だ
、
す
ぐ
れ
た
美
し
さ
で
あ
る
の
か
を
賛
美
す
る
点
に
あ
る
。
ヴ
ァ
レ
ー
リ
に
よ
る
賛
美
は
、
レ
ニ
エ
の

「
一
種
の
美
し
さ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
、
た
め
ら
い
を
含
ん
だ
表
現
を
大
き
く
前
進
さ
せ
て
い
る
。
ヴ
ァ
レ
ー
リ
の

文
章
で
は
、
す
で
に
、
小
運
河
と
そ
の
周
辺
が
美
し
い
の
は
当
然
の
こ
と
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

映
画
『
旅
情
』（
一
九
五
五
）
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
裏
町
が
美
し
い
魅
力
的
な
場
所
と
し
て
常
套
化
し
て
ゆ
く
過
程
の
最
終

段
階
を
示
す
も
の
と
し
て
、
大
い
に
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
い
ず
れ
も
前
衛

的
な
芸
術
家
で
エ
リ
ー
ト
向
け
に
創
作
活
動
を
し
た
ひ
と
た
ち
で
あ
る
し
、
レ
ニ
エ
、
ヴ
ァ
レ
ー
リ
も
ま
た
主
と
し
て
エ
リ
ー
ト

向
け
に
創
作
活
動
を
し
た
ひ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
映
画
『
旅
情
』
は
大
衆
向
け
の
ラ
ブ
ロ
マ
ン
ス
映
画
で
あ
り
、
女
主

人
公
も
庶
民
の
ひ
と
り
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。
こ
の
映
画
の
監
督
は
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
リ
ー
ン
（D

avid Lean, 1908

─91

）
だ
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が
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
名
匠
が
、
大
衆
向
け
の
映
画
の
な
か
で
、
庶
民
の
ひ
と
り
で
あ
る
女
主
人
公
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
裏

町
の
風
情
に
う
っ
と
り
さ
せ
る
の
が
、
作
品
の
展
開
に
と
っ
て
有
効
だ
と
判
断
し
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
映
画
は
、
か
つ
て
、
ホ

イ
ッ
ス
ラ
ー
が
描
い
て
展
示
し
た
と
き
に
は
、「
常
人
に
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
」、「
こ
れ
ま
で
美
し
か
っ
た
も
の
の
醜
い

変
貌
」
な
ど
と
い
う
非
難
を
受
け
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
小
運
河
と
そ
の
周
囲
の
風
情
が
、
エ
リ
ー
ト
の
手
か
ら
大
衆
の
手
に
移
っ

た
決
定
的
瞬
間
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
の
拙
文
で
は
、
十
九
世
紀
に
、
経
済
停
滞
な
ら
び
に
異
民
族
統
治
の
結
果
と
し
て
、
中
世
以
来
の
曲
が
り
く
ね
っ
た
路
地
裏

を
劣
化
し
た
状
態
で
残
す
こ
と
に
な
っ
た
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
、
そ
う
い
う
劣
化
し
た
路
地
裏
（
も
ち
ろ
ん
小
運
河
を
伴
う
の

で
あ
る
）
を
持
つ
ゆ
え
に
魅
力
的
に
な
っ
た
過
程
を
辿
っ
て
み
た
。
こ
の
現
象
は
感
受
性
の
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
だ
が
、
そ

の
変
化
の
概
略
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
よ
っ
て
感
受
性
と
表
現
の
革
新
が
生
じ
た
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
詩
人
は
、
退
廃
の
時
代
に
は
、
古
典
的

な
美
と
は
異
な
る
、
そ
の
時
代
に
似
つ
か
わ
し
い
退
廃
の
美
（「
憔
悴
の
美
」）
が
あ
る
と
唱
え
、
古
都
パ
リ
の
裏
町
を
素
材
と
し

て
そ
れ
に
表
現
を
与
え
た
。

　

ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
画
家
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
、
芸
術
と
社
会
に
向
か
う
姿
勢
の
点
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け

た
ひ
と
で
あ
る
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
、「
憔
悴
の
美
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
も
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
か
ら
学
ん
だ
様
子
で
あ
る
。
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こ
の
画
家
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
へ
行
く
と
、
そ
れ
ま
で
画
家
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
見
向
き
も
し
な
か
っ
た
裏
町
と
小
運
河
の
光
景
に

目
を
向
け
た
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
そ
こ
に
「
憔
悴
の
美
」
を
捉
え
た
の
で
あ
る
。

　

ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
ま
た
、
日
本
の
浮
世
絵
・
屏
風
絵
・
掛
け
軸
な
ど
か
ら
「
省
筆
」
を
作
品
と
し
て
通
用
さ
せ
る
こ
と
を
学
び

取
り
、「
省
筆
」
の
技
法
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
裏
町
と
小
運
河
と
を
描
く
際
に
効
果
的
に
使
用
し
た
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
画
で
は
、
画
面
構
成
と
描
法
の
両
面
に
お
け
る
「
省
筆
」
に
よ
り
、
裏
町
と
小
運
河
の
「
憔
悴
の
美
」
が
詩
的
に
描
き
出

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
裏
町
と
小
運
河
の
詩
的
な
魅
力
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
作
家
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に

よ
っ
て
、
文
章
に
も
表
現
を
与
え
ら
れ
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
裏
町
と
小
運
河
の
作
り
出
す
光
景
は
、
や
や
の
ち
に
な
る
と
「
美

し
い
」
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
は
じ
め
た
。
そ
れ
が
、
た
と
え
ば
二
十
世
紀
初
頭
の
ア
ン
リ
・
ド
・
レ
ニ
エ
の
文
章
で
、
こ
の
段
階

で
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
裏
町
と
小
運
河
は
「
憔
悴
の
美
」
の
実
例
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
の
ち
、
二

十
世
紀
半
ば
の
デ
ィ
エ
ー
ゴ
・
ヴ
ァ
レ
ー
リ
の
文
章
で
は
、
こ
の
町
の
裏
町
と
小
運
河
は
当
然
美
し
い
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
レ
ニ
エ
、
ヴ
ァ
レ
ー
リ
は
知
的
エ
リ
ー
ト
を
対
象
に
芸
術
活
動
を
し
た
前

衛
的
な
芸
術
家
た
ち
だ
が
、
一
九
五
○
年
代
（
ヴ
ァ
レ
ー
リ
よ
り
も
十
年
ほ
ど
の
ち
）
の
大
衆
向
け
映
画
『
旅
情
』
に
至
る
と
、

大
衆
の
ひ
と
り
で
あ
る
女
主
人
公
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
裏
町
と
小
運
河
に
う
っ
と
り
見
と
れ
る
場
面
が
用
意
さ
れ
、
前
衛
的
エ

リ
ー
ト
の
感
受
性
が
つ
い
に
大
衆
の
も
の
と
な
っ
た
実
例
が
見
ら
れ
る
。
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