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ABSTRACT
　　I have focused on a representation of Venice as a city of death and 
attempted to show the reasons why this remarkable image emerged.
　　The lagoon extending from the northern edge of Venice is called 
“laguna morta”（＝dead lagoon）, in which there is a cemetery island 
called San Michele, and there can also be found a haunted house named 
“Casa degli Spiriti” on the northern edge of the city. The zone formed 
by the “dead” lagoon, the cemetery island, and the northern edge of 
the city presents an image of a death zone. Interestingly, however, the 
same zone had been regarded not as a deathly place but rather one of 
cheerfulness until the end of the eighteenth century.
　　The direct cause for engendering this association of death was 
the fact that the island of San Michele was changed from a monastic 
island into a cemetery island at the beginning of the nineteenth century. 
There were, however, other important causes. The Republic of Venice 
collapsed in 1797, followed by a long period of political and economic 
decline. Metaphorically speaking, Venice itself died. The city, lying on 
the lagoon, also seemed to be soon engulfed by water. Thus it seemed to 
be in danger of physical death, too.
　　A similar sudden change is noticeable regarding the image of 
coffins in association with Venetian gondolas. Gondolas were likened to 
coffins probably for the first time by Goethe just before the extinction 
of the Republic of Venice, which was already in a state of decline both 
politically and economically. After Goethe, Venetian gondolas were 
represented repeatedly as coffins. Interestingly, however, gondolas had 
been regarded as either beautiful grand vehicles or joyous boats before 
Goethe. Therefore, the association of gondolas with coffins came not 
from their physical appearance but from the political, economic, and 
physical decline of the city.
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〈
死
の
町
〉
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア 

─
─「
死
の
潟
」
と
〈
ゴ
ン
ド
ラ
＝
棺
〉

鳥　

越　

輝　

昭

は
じ
め
に

　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
重
要
な
舞
台
と
す
る
映
画
『
夏
の
嵐Senso

』（1954

）
の
な
か
で
は
、
女
主
人
公
の
伯
爵
夫
人
が
、
密
通

相
手
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
将
校
と
の
逢
い
引
き
の
場
所
と
し
て
、「
フ
ォ
ン
ダ
メ
ン
タ
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ェFondam

enta N
uove

」

に
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
を
借
り
て
い
る
。「
フ
ォ
ン
ダ
メ
ン
タ
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ェ
」
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
本
島
の
北
岸
に
、
潟
に
沿
っ

て
伸
び
て
い
る
河
岸
路
で
、
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
は
こ
の
河
岸
沿
い
の
建
物
の
な
か
の
部
屋
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
フ
ォ
ン
ダ
メ
ン

タ
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ェ
は
、
夫
人
の
夫
で
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
の
館
が
（
お
そ
ら
く
）
あ
っ
た
大
運
河
沿
い
や
、
政
治
行
政
・
社

交
・
観
光
の
中
心
で
あ
る
聖
マ
ル
コ
広
場
近
辺
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
貧
し
い
地
区
に
あ
っ
て
、
一
年
中
陽
光
の
差
す
こ
と
な
い
、

ひ
っ
そ
り
と
し
た
河
岸
路
で
あ
る
。
有
夫
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
支
配
下
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
、
反
オ
ー
ス
ト

リ
ア
解
放
運
動
の
運
動
家
で
あ
る
甥
を
支
持
し
て
い
な
が
ら
、
敵
方
の
占
領
軍
将
校
を
恋
し
て
し
ま
い
、
後
ろ
暗
い
不
義
の
関
係
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を
続
け
る
伯
爵
夫
人
に
は
、
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
逢
い
引
き
の
場
の
設
定
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
通
の
監
督
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ

ィ
（Luchino V

isconti, 1906

─76

）
な
ら
で
は
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
い
え
る
。
し
か
も
、
こ
の
フ
ォ
ン
ダ
メ
ン
タ
・
ヌ
オ
ー

ヴ
ェ
は
、
潟
を
挟
ん
で
墓
場
の
島
で
あ
る
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
と
相
対
し
て
い
る
か
ら
、
深
読
み
す
る
な
ら
、
こ
の
場
所
を
選
択
し
た

こ
と
自
体
に
、
す
で
に
こ
の
男
女
の
関
係
に
は
将
来
死
が
待
ち
構
え
て
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
オ
ー

ス
ト
リ
ア
将
校
は
、
最
後
に
は
伯
爵
夫
人
の
手
を
介
し
て
殺
害
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
本
島
の
フ
ォ
ン
ダ
メ
ン
タ
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ェ
一
帯
は
、〈
死
〉
を
濃
厚
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る

場
所
で
あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
と
お
り
、
イ
メ
ー
ジ
の
中
心
に
は
、
墓
場
の
島
で
あ
る
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
フ
ォ

ン
ダ
メ
ン
タ
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ェ
あ
た
り
の
潟
は
、「
ラ
グ
ー
ナ
・
モ
ル
タlaguna m

orta

」、
す
な
わ
ち
、
直
訳
す
れ
ば
「
死
の
潟
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。「
ラ
グ
ー
ナ
・
モ
ル
タ
」
と
は
、
じ
つ
は
自
然
現
象
を
示
し
て
、
潮
の
干
満
の
ほ
と
ん
ど
な
い

「
淀
ん
だ
潟
」
を
指
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
が
、「
死
の
＝m

orta

」
と
い
う
言
葉
が
、
当
然
な
が
ら
〈
死
〉
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー

ジ
を
か
き
立
て
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
フ
ォ
ン
ダ
メ
ン
タ
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ェ
か
ら
や
や
西
に
離
れ
た
潟
沿
い
に

は
、「
幽
霊
屋
敷Casa degli Spiriti

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
館
も
建
っ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
あ
ま
り
幽
霊
と
は
縁
の
な
い

町
な
の
だ
が
、
こ
こ
は
幽
霊
が
出
る
と
い
う
の
で
有
名
な
館
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
そ
の
周
辺
の
な
か
で
も
、

聖
ミ
ケ
ー
レ
島
、「
死
の
潟
」、「
幽
霊
屋
敷
」
あ
た
り
一
帯
は
、〈
死
〉
の
イ
メ
ー
ジ
・
ゾ
ー
ン
な
の
で
あ
る
。

　

英
国
の
小
説
家
デ
ィ
ケ
ン
ズ
（Charles D

ickens, 1812

─1870
）
も
、
こ
の
〈
死
〉
の
イ
メ
ー
ジ
・
ゾ
ー
ン
を
通
り
過
ぎ
た

ひ
と
り
で
あ
る
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
一
行
は
、
馬
車
で
北
イ
タ
リ
ア
を
旅
し
て
き
た
あ
と
、
イ
タ
リ
ア
本
土
の
尽
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、

ゴ
ン
ド
ラ
に
乗
り
換
え
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
近
づ
い
た
。
時
は
夜
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
、
五
マ
イ
ル
ば
か
り
、
暗
い
水
の
上
を
ゆ
ら
ゆ
ら
進
ん
で
き
た
。
そ
の
と
き
、
夢
う
つ
つ
の
状
態
の
な
か
で
、

水
が
近
く
の
何
か
の
障
害
物
に
ぶ
つ
か
っ
て
さ
ざ
波
を
立
て
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。
注
意
し
て
外
を
見
る
と
、
暗
闇
の
な

か
で
、
黒
い
巨
大
な
も
の
が
見
え
た
。
岸
辺
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
筏
の
よ
う
に
水
面
近
く
に
水
平
に

横
た
わ
っ
て
い
る
。
二
人
の
漕
ぎ
手
の
う
ち
の
頭
の
方
が
、
あ
れ
は
墓
地
で
す
、
と
い
っ
た
。

　

寂
し
い
海
の
な
か
の
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
墓
場
に
大
い
に
興
味
と
驚
き
と
を
か
き
立
て
ら
れ
、
わ
た
し
は
振
り
返
っ
て
、

進
路
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
墓
地
を
眺
め
た
が
、
す
ぐ
に
視
界
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
何
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
気
付

い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
の
ま
に
か
街
路
を
滑
る
よ
う
に
進
ん
で
い
た
。
街
路
と
い
っ
て
も
、
い
わ

ば
幻
影
の
街
路
で
あ
る
。
両
側
に
は
、
水
の
な
か
か
ら
家
々
が
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
黒
い
小
舟
は
、
家
々
の
窓
の
下
を

進
ん
で
ゆ
く
。
い
く
つ
か
の
窓
か
ら
は
明
か
り
が
輝
い
て
、
光
を
反
射
さ
せ
、
黒
い
水
流
の
深
み
ま
で
照
ら
す
よ
う
に
も
見

え
る
が
、
あ
た
り
全
体
が
深
い
静
け
さ
に
包
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
幽
霊
の
よ
う
な
町
（this ghostly city

）
の
な
か
へ
、
水
が
あ
ふ
れ
て
流
れ

て
い
る
街
路
や
路
地
の
な
か
を
進
ん
で
い
っ
た
…
…）1
（

。

　

注
目
し
た
い
の
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
墓
地
の
島
、
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
の
わ
き
を
通
っ
た
と
き
に
感
じ
た
〈
死
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
市
中
に
入
っ
て
か
ら
も
維
持
さ
れ
、
そ
れ
が
「
幽
霊
の
よ
う
な
町
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
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墓
地
の
島
を
中
心
と
す
る
〈
死
〉
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
町
全
体
に
拡
大
し
て
ゆ
く
性
質
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
死
の
町
〉
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
。
こ
の
拙
論
は
、
十
九
世
紀
以
後
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
像
の
な
か
で
重
要
な
位
置

を
占
め
た
〈
死
の
町
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
要
点
を
纏
め
て
お
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　
〈
死
の
町
〉

　

デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
記
述
に
も
窺
え
る
よ
う
な
、
墓
場
の
島
、
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
の
持
つ
〈
死
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と

い
う
町
全
体
へ
拡
が
っ
て
い
く
動
き
を
視
覚
的
に
見
せ
て
い
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
英
国
の
画
家
タ
ー
ナ
ー
（J. 

M
. W

. T
urner, 1775

─1851

）
の
描
い
た
油
彩
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
墓
場Cam

po Santo, V
enice

』（1842

）
と
い
う
作
品
で

あ
る
。
こ
の
絵
の
画
題
に
い
う
「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
墓
場
」
は
、
ま
さ
し
く
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
を
指
し
て
い
る
。
画
面
の
右
寄
り
に

横
長
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
墓
場
の
島
で
あ
る
。
し
か
し
、
絵
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
目
立
つ
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
む

し
ろ
画
面
左
か
ら
三
分
の
一
あ
た
り
の
位
置
に
描
か
れ
て
い
る
二
枚
の
白
い
帆
で
あ
る
。
二
枚
の
帆
は
羽
の
よ
う
に
拡
が
り
、
潟

の
水
面
に
そ
の
姿
を
対
称
的
に
映
し
出
し
て
い
る
。
具
体
物
と
し
て
は
小
型
の
帆
船
だ
ろ
う
が
、
問
題
は
そ
れ
が
何
を
象
徴
し
て

い
る
か
で
あ
る
。

　

画
面
を
注
意
し
て
み
る
と
、
こ
の
帆
船
に
は
航
跡
ら
し
い
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
。
航
跡
は
、
墓
の
島
、
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
か
ら

来
た
ら
し
い
付
き
方
を
し
て
い
る
。
二
枚
帆
の
帆
船
は
、
ど
う
や
ら
墓
の
島
か
ら
来
た
船
ら
し
い
。
で
は
、
船
の
向
か
っ
て
い
る

先
は
ど
こ
か
。
こ
の
絵
の
画
面
左
半
分
に
伸
び
て
い
る
の
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
本
島
北
岸
の
町
並
み
で
、
町
並
み
は
絵
で
は
途
中
で
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切
断
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
さ
ら
に
東
に
伸
び
て
い
る
。
位
置
関
係
か
ら
み
て
、
白
い
二
枚
帆
の
船
が
向
か
っ
て
い
る
先
に

は
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
帆
船
が
象
徴
し
て
い
る
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
か
な
り
有
力
な
解
釈
の
ひ
と
つ
は
、

こ
の
船
は
死
の
天
使
で
あ
っ
て
、
瀕
死
の
状
態
に
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
町
を
迎
え
に
来
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の

だ
ろ
う
。

　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
死
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
タ
ー
ナ
ー
が
大
き
な
影
響
を
受
け
た
詩
人
バ
イ
ロ
ン
（George Gordon 

Byron, 1788

─1824
）
の
認
識
で
も
あ
っ
た
。
バ
イ
ロ
ン
は
、
す
で
に
こ
う
い
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

千
年
の
年
月
が
ぼ
く
の
ま
わ
り
に
雲
の
よ
う
に
翼
を
ひ
ろ
げ

死
に
瀕
し
た
栄
光
が
遠
い
昔
に
ほ
ほ
え
み
か
け
る）2
（

　

タ
ー
ナ
ー
を
高
く
評
価
し
た
評
論
家
ラ
ス
キ
ン
（John Ruskin, 1819

─1900

）
が
捉
え
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
も
、
衰
退
の
極
ま

っ
て
い
る
都
市
、
比
喩
的
に
い
う
な
ら
、
や
は
り
「
死
に
瀕
し
て
い
る
」
存
在
だ
っ
た
。

チ
ュ
ロ
ス
の
後
を
継
い
だ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
美
の
完
璧
さ
の
点
で
は
チ
ュ
ロ
ス
と
似
な
が
ら
、
支
配
の
長
さ
の
点
で
は
チ

ュ
ロ
ス
よ
り
劣
っ
て
い
た
が
、
衰
退
の
最
期
の
状
態
で
残
っ
て
お
り
、
ま
だ
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
海

の
砂
上
の
幽
霊
で
あ
る
。
す
っ
か
り
弱
り
、
あ
ま
り
に
静
か
で
、
美
し
さ
の
他
に
は
す
べ
て
を
失
っ
て
い
る
か
ら
、
潟
の
蜃

気
楼
の
な
か
に
微
か
に
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
な
ら
、
ど
ち
ら
が
町
で
、
ど
ち
ら
が
そ
の
影
か
と
疑
わ
れ
る
だ
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ろ
う）3
（

。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
町
は
「
死
に
瀕
し
て
い
る
」
存
在
と
表
象
さ
れ
、
町
の
北
岸
近
く
に
は
、〈
死
〉

を
象
徴
す
る
墓
場
の
島
、
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
事
の
真
実
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
が
〈
死
の
島
〉
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
発
散
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
じ
つ
は
十
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
現
在
「
聖
ミ

ケ
ー
レ
島
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
島
は
、
じ
つ
は
元
来
の
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
と
そ
の
隣
の
島
「
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ロ
・
デ
ッ
ラ
・
パ
ー

チ
ェ
島
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
島
を
、
あ
い
だ
に
あ
っ
た
水
路
を
埋
め
立
て
て
、
ひ
と
つ
の
島
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
聖

ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ロ
・
デ
ッ
ラ
・
パ
ー
チ
ェ
島
は
、
十
九
世
紀
初
め
の
一
八
○
七
年
か
ら
墓
地
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
が
、
や
が
て
埋
葬
用
の
土
地
が
足
り
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
一
八
三
七
年
に
隣
の
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
と
接
合
さ
れ
、
墓
地
が
拡
張

さ
れ
た
の
で
あ
る）4
（

。
し
た
が
っ
て
、
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ロ
・
デ
ッ
ラ
・
パ
ー
チ
ェ
島
あ
る
い
は
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
が
〈
死
の
島
〉
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
十
九
世
紀
初
頭
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
以
前
の
十
八
世
紀
の
文
筆
家
が
書
い
た
も
の
を
見
る
と
、
興
味
深
い
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
じ
つ
は
、
十
九
世

紀
の
表
現
と
は
対
照
的
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
本
島
の
北
岸
か
ら
、
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
、
ム
ラ
ー
ノ
島
に
至
る
あ
た
り
は
、
む
し
ろ
心

地
よ
く
楽
し
い
場
所
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
か
ら
訪
れ
た
詩
人
ゲ
ー
テ
（Johann W

olfgang Goethe, 1749

─1832

）
は
、
こ
う
書
い
て
い
た
。
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町
の
北
側
に
接
し
て
い
る
長
い
石
造
り
の
土
手
路
〔
＝
フ
ォ
ン
ダ
メ
ン
タ
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ェ
〕
は
、
陽
気
で
心
地
よ
い

（lustig und erfreulich

）
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
土
手
路
か
ら
は
、
い
く
つ
か
の
島
々
、
と
り
わ
け
、
小
規
模
な
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
だ
と
い
っ
て
よ
い
ム
ラ
ー
ノ
島
が
見
え
る
。
そ
れ
ら
の
島
々
と
の
あ
い
だ
の
潟
は
、
多
数
の
ゴ
ン
ド
ラ
で
一
杯
に
な

っ
て
い
る）5
（

。

　

英
国
か
ら
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
訪
れ
た
文
筆
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
（W

illiam
 Beckford, 1759

─1844

）
も
、
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
北
岸
か
ら
北
に
向
か
っ
て
展
開
す
る
光
景
に
つ
い
て
、
こ
う
書
い
て
い
た
。
な
お
、
ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
も
、
ゲ
ー

テ
と
同
様
に
、
鋭
敏
な
感
性
を
持
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

日
の
入
り
の
頃
、
フ
ォ
ン
ダ
メ
ン
テ
ィ
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ィ
〔
マ
マ
〕
に
行
き
、
涼
し
い
空
気
と
陽
気
な
光
景
（cheerful 

scenery

）
で
英
気
を
養
っ
た
。
フ
ォ
ン
ダ
メ
ン
テ
ィ
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ィ
は
、
大
規
模
な
河
岸
、
あ
る
い
は
白
い
大
理
石
の
テ

ラ
ス
と
で
も
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
か
ら
ト
ル
チ
ェ
ッ
ロ
島
に
至
る
一
連
の
島
々
、
─
─

「
姿
を
現
し
、
と
り
ま
く
海
の
上
に
輝
い
て
い
る
」
島
々
─
─
全
体
が
見
晴
ら
せ
る
の
で
あ
る）6
（

。

　

フ
ォ
ン
ダ
メ
ン
タ
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ェ
か
ら
ト
ル
チ
ェ
ッ
ロ
島
に
至
る
あ
た
り
の
様
子
に
関
す
る
ゲ
ー
テ
や
ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
に
よ

る
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
二
十
世
紀
初
頭
の
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
・
小
説
家
レ
ニ
エ
（H

enri de Régnier, 1864

─1936

）
に
よ
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る
捉
え
方
と
対
照
的
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
取
り
巻
い
て
い
る
巨
大
な
海
の
鏡
の
な
か
で
、
他
の
ど
の
場
所
よ
り
も
、
こ
こ
は
一
体
感
が
あ
り
、
穏
や

か
で
あ
る
。
潟
の
こ
の
部
分
で
は
、
潮
の
干
満
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
こ
の
あ
た
り
は
、「
死
の
潟
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
呼
称
を
一
層
正
当
な
も
の
に
す
る
か
の
よ
う
に
、
潟
は
「
死
者
た
ち
の
島
」
で
あ
る
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
を

浸
し
て
い
る
。
居
眠
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
水
を
湛
え
た
こ
の
潟
は
ま
た
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
島
の
側
面
に
お
い
て
、

聖
ミ
ケ
ー
レ
島
と
と
も
に
北
方
の
群
島
を
形
成
し
て
い
る
他
の
島
々
を
取
り
巻
い
て
い
る
潟
で
も
あ
る
。
…〈
中
略
〉…
そ

の
あ
た
り
全
体
は
、
時
折
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
光
の
た
わ
む
れ
に
よ
っ
て
七
色
に
輝
く
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
し
か
に
独

特
の
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
、
そ
の
あ
た
り
の
色
彩
の
驚
く
べ
き
祝
祭
を
眺
め
る
こ
と
も
あ
っ

た
が
、
多
く
の
場
合
、
あ
た
り
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
苦
渋
の
な
い
悲
哀
、
後
悔
を
と
も
な
わ
な
い
悲
惨
、
苦
悶
の
な
い

孤
独
（de tristesse sans am

ertum
e, d ’une m

isère sans regrets et d ’une solitude sans angoisse

）、
と
い
う

印
象
だ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
平
安
で
、
単
調
で
、
静
か
だ
っ
た
の
だ）7
（

。

　

ゲ
ー
テ
や
ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
と
比
べ
て
み
る
と
、
レ
ニ
エ
の
捉
え
方
で
は
、
一
世
紀
間
に
物
理
的
に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
す
る
は

ず
も
な
か
っ
た
同
一
の
場
所
が
、「
陽
気
な
」
場
所
か
ら
、「
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」・「
悲
哀
」・「
悲
惨
」・「
孤
独
」
を
特
徴
と
す
る
場

所
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
変
化
は
、
物
理
的
な
変
化
で
は
な
く
、
人
間
の
感
じ
方
に
生
じ
た
変
化

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
感
じ
方
の
こ
の
変
化
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
直
接
に
は
、
十
九
世
紀
の
初
頭
の
一
八
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○
七
年
か
ら
一
八
三
八
年
に
か
け
て
、
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
が
（
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ロ
・
デ
ッ
ラ
・
パ
ー
チ
ェ
島
と
と
も
に
）
墓
場
の

島
へ
と
─
─
レ
ニ
エ
の
い
う
「
死
者
た
ち
の
島
」
へ
と
─
─
用
途
を
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
（
そ
れ
以
前
の
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
は

カ
マ
ル
ド
リ
修
道
院
の
置
か
れ
て
い
る
島
だ
っ
た
）。
し
か
し
、
フ
ォ
ン
ダ
メ
ン
タ
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ェ
以
北
の
潟
が
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ

ク
で
「
悲
哀
」・「
悲
惨
」・「
孤
独
」
を
感
じ
さ
せ
る
場
所
に
な
っ
た
原
因
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

　

フ
ォ
ン
ダ
メ
ン
タ
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ェ
以
北
の
潟
が
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
で
「
悲
哀
」・「
悲
惨
」・「
孤
独
」
を
感
じ
さ
せ
る
場
所
に
な

っ
た
最
大
の
原
因
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
そ
の
も
の
の
没
落
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
没
落
に
は
、
三
つ
の
面
が
あ
る
。

　

第
一
は
、
政
治
的
な
没
落
で
あ
る
。
千
年
以
上
続
い
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
は
一
七
九
七
年
に
滅
ん
だ
。
比
喩
的
に
い
え
ば
、

こ
の
と
き
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
国
は
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
一
八
四
八
年
か
ら
翌
年
に
か

け
て
の
反
乱
独
立
期
間
を
除
い
て
、
一
八
六
六
年
ま
で
外
国
支
配
を
経
験
し
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
あ
き
ら
か
に
没
落
し
た
の
で

あ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
一
八
六
六
年
に
新
興
の
イ
タ
リ
ア
王
国
に
編
入
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
国
の
一
部
に
な
っ
た
の
で
あ
っ

て
、
独
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
独
立
国
家
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
一
七
九
七
年
の
時
点
で
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。

　

第
二
は
、
経
済
的
な
没
落
で
あ
る
。
中
世
の
一
時
期
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
っ
と
も
豊
か
だ
っ
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
だ
が
、
十
九

世
紀
に
は
、
か
つ
て
の
経
済
的
繁
栄
が
嘘
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
貧
し
い
都
市
に
変
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
経
済
状
態
は
、
イ
タ
リ

ア
王
国
の
一
都
市
と
な
っ
て
か
ら
十
数
年
を
経
過
し
た
一
八
八
二
年
に
な
っ
て
も
ま
だ
、
つ
ぎ
の
よ
う
だ
っ
た
。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
庶
民
は
、
自
分
た
ち
の
も
の
だ
と
い
え
る
も
の
を
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
い
…
…
。
住
居
は
荒
れ
果
て
、
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税
金
は
重
く
、
ポ
ケ
ッ
ト
の
な
か
は
軽
く
、
仕
事
の
機
会
も
ほ
と
ん
ど
な
い）8
（

。

こ
の
よ
う
に
書
い
た
米
国
人
作
家
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
（H

enry Jam
es, 1843

─1916

）
は
、
滞
在
中
に
専
属
の
漕
ぎ
手
と

し
て
雇
う
ゴ
ン
ド
ラ
の
船
頭
に
つ
い
て
、「
船
頭
が
サ
ー
ビ
ス
の
代
価
と
す
る
値
段
は
、
感
動
す
る
ほ
ど
安
価
で
あ
る）9
（

」
と
書
く

の
だ
が
、
船
頭
の
日
当
が
そ
れ
ほ
ど
に
「
安
価
」
だ
っ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
全
体
が
ひ
じ
ょ
う
な
経
済

後
退
状
態
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
外
観
に
表
れ
た
没
落
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
大
運
河
は
、
こ
の
町
の
目
抜
き
通
り
で
あ
り
、
そ
の
両
岸
に
立
ち

並
ぶ
館
の
多
く
は
、
か
つ
て
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
た
ち
が
住
居
と
し
た
建
物
で
、
運
河
に
向
け
た
フ
ァ
サ
ー
ド
に
は
美
麗
と
豪

奢
と
を
競
い
合
う
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
館
も
、
経
済
後
退
が
続
く
な
か
で
は
当
然
維
持
管
理
が
十
分
な
さ
れ

な
い
か
ら
、
荒
廃
し
た
姿
を
晒
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
九
二
年
の
や
は
り
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
よ
る
観
察
を
引
用
し
よ
う
。

年
月
と
何
世
代
も
の
人
た
ち
が
、
こ
れ
ら
の
館
に
し
た
い
放
題
の
こ
と
を
お
こ
な
い
、
風
と
天
気
も
ま
た
多
く
の
変
化
を
も

た
ら
し
た
。
し
か
し
、
大
理
石
に
傷
を
負
い
、
荒
廃
に
耐
え
つ
つ
、
醜
く
、
恥
ず
べ
き
状
態
に
さ
れ
て
は
い
て
も
（disfig-

ured and dishonoured as they are, w
ith the bruises of their m

arbles and the patience of their ruin

）、
世

界
中
で
こ
れ
ら
の
館
に
比
肩
す
る
も
の
は
な
い
。
そ
し
て
、
長
く
連
な
る
こ
れ
ら
の
容
色
衰
え
た
─
─
そ
し
て
衰
え
を
意
識

し
て
い
る
─
─
顔
は
、
そ
れ
ら
が
身
を
乗
り
出
し
て
い
る
水
路
を
、
歴
史
散
歩
の
場
と
し
て
い
る
。
そ
の
歴
史
の
教
訓
は
、

何
度
読
み
返
し
て
も
、
興
味
の
深
奥
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
比
類
な
い
威
厳
を
与
え
る
も
の
で
あ
る）10
（

。
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今
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
た
い
の
は
、
大
運
河
に
立
ち
並
ぶ
館
群
が
「
傷
を
負
い
」、「
荒
廃
」
し
、「
醜
く
」、「
恥
ず
べ
き
状
態
」

を
人
目
に
さ
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
大
運
河
沿
い
の
館
群
の
荒
廃
は
、
十
九
世
紀
初
頭
の

一
八
一
八
年
、
バ
イ
ロ
ン
が
「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
館
は
河
岸
に
崩
れ
落
ち
つ
つ
あ
る
」
と
書
い
た
と
き
か
ら）11
（

、
す
で
に
目
立
つ
現

象
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

フ
ォ
ン
ダ
メ
ン
タ
・
ヌ
オ
ー
ヴ
ェ
以
北
の
潟
が
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
で
「
悲
哀
」・「
悲
惨
」・「
孤
独
」
を
感
じ
さ
せ
る
場
所
に
な

っ
た
原
因
は
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
都
市
そ
の
も
の
が
遠
か
ら
ず
水
没
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
感

で
あ
る
。

　

英
国
の
詩
人
シ
ェ
リ
ー
（Percy Bysshe Shelley, 1792

─1822

）
は
、
一
八
一
八
年
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。

陽
光
に
取
り
巻
か
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
お
前
は

太
洋
の
子
で
あ
り
、
次
い
で
太
洋
の
女
王
と
な
っ
た
。

今
は
、
暗
黒
の
日
が
お
と
ず
れ

も
し
も
、
お
前
を
こ
の
場
で
高
め
た
力
が

お
前
の
棺
台
を
祝
福
し
て
く
れ
る
と
す
れ
ば

ま
も
な
く
お
前
は
太
洋
の
餌
食
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う）12
（

。
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「
ま
も
な
く
お
前
は
太
洋
の
餌
食
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
町
全
体
が
水
没
す

る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

同
じ
一
八
一
八
年
に
バ
イ
ロ
ン
が
書
い
た
つ
ぎ
の
詩
行
も
ま
た
、
シ
ェ
リ
ー
と
同
じ
く
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
町
の
水
没
を

予
想
し
て
い
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）13
（

　

少
し
纏
め
て
お
こ
う
。
タ
ー
ナ
ー
が
描
い
た
絵
画
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
墓
場
』
や
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
到
着
に
つ

い
て
綴
っ
た
文
章
は
、
正
確
に
い
え
ば
、
墓
場
の
島
で
あ
る
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
が
原
因
と
な
っ
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
町
そ
の

も
の
の
死
を
洞
察
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
当
時
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
都
市
そ
の
も
の
が
没
落
し
て
、
政
治

的
・
経
済
的
に
荒
廃
し
て
い
た
た
め
に
〈
死
〉
を
感
じ
さ
せ
、
衰
退
し
た
水
上
都
市
と
い
う
条
件
も
水
没
と
い
う
〈
死
〉
を
予
想

さ
せ
た
と
考
え
る
の
が
実
態
に
近
い
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
〈
死
〉
を
感
じ
さ
せ
る
町
の
す
ぐ
側
に
、
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
く
、
墓

場
の
島
で
あ
る
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。〈
死
の
町
〉
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
〈
死
の
島
〉
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
と
は
、

こ
う
し
て
相
互
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
、〈
死
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
増
幅
す
る
関
係
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
タ
ー
ナ
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ー
の
絵
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
墓
場
』
は
、
そ
う
い
う
〈
死
〉
の
イ
メ
ー
ジ
の
増
幅
関
係
を
み
ご
と
に
表
現
し
て
い
る
作
品
と
し
て

注
目
さ
れ
る
。

二　

ゴ
ン
ド
ラ
と
〈
死
の
町
〉

　

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
（T

hom
as M

ann, 1875

─1955

）
の
小
説
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
すD

er T
od in V

enedig

』（1912

）
が
、

〈
死
の
町
〉
と
い
う
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
を
有
効
に
使
っ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
小
説
の
主

人
公
は
、
現
象
的
に
い
う
な
ら
、
ペ
ス
ト
の
蔓
延
す
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
ペ
ス
ト
菌
に
感
染
し
て
病
死
す
る
。
そ
の
意
味
で
も
、

も
ち
ろ
ん
主
人
公
は
〈
死
の
町
〉
で
落
命
す
る
の
だ
が
、
こ
の
小
説
に
は
さ
ら
に
重
要
な
精
神
的
次
元
が
あ
る
。
そ
の
次
元
で
は
、

主
人
公
は
、
悪
魔
た
ち
に
よ
っ
て
地
獄
で
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
な
か
ん
ず
く
リ
ド
島
へ
と
引
き
ず
り
込
ま
れ
、
美
少
年
の
誘
惑

に
屈
し
、
地
獄
堕
ち
を
し
て
、
精
神
的
に
も
〈
死
〉
を
迎
え
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
小
説
の
な
か
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
〈
死

の
町
〉
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ア
ド
リ
ア
海
の
東
岸
か
ら
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
へ
船
で
到
来
し
た
主
人
公
は
、
リ
ド
島
へ
と
ゴ
ン
ド
ラ
で
運
ば
れ
て
ゆ

く
。
主
人
公
の
乗
る
ゴ
ン
ド
ラ
は
、
地
獄
へ
至
る
河
を
渡
る
渡
し
船
と
い
う
、
物
語
展
開
で
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
。
こ
の
ゴ
ン
ド
ラ
は
、
そ
の
役
割
に
ふ
さ
わ
し
く
、〈
死
〉
と
〈
棺
〉
の
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

叙
述
は
有
名
な
箇
所
だ
が
、
引
用
し
て
お
き
た
い
。
久
し
ぶ
り
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
訪
れ
て
、
ゴ
ン
ド
ラ
に
乗
り
込
む
と
き
の
主

人
公
の
印
象
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ゴ
ン
ド
ラ
に
初
め
て
、
あ
る
い
は
久
方
ぶ
り
に
乗
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
一
瞬
の
身
震
い
、
ひ
そ
か
な
懼

れ
や
不
安
と
戦
わ
な
か
っ
た
ひ
と
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
奇
妙
な
乗
り
物
、
バ
ラ
ッ
ド
の
時
代
か
ら
ま
っ
た
く
変
化
す
る

こ
と
な
く
今
に
伝
わ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
な
か
で
た
だ
棺
だ
け
と
同
様
に
漆
黒
で
あ
る
乗
り
物
（so eigentüm

lich 

schw
arz, w

ie sonst unter allen D
ingen nur Sarge es sind

）
─
─
こ
の
ゴ
ン
ド
ラ
は
、
水
音
の
す
る
夜
の
な
か
で

犯
す
静
か
な
犯
罪
的
冒
険
、
い
や
そ
れ
以
上
に
、
死
そ
の
も
の
を
（den T

od selbst

）、
そ
し
て
棺
台
（Bahre

）
と
陰
気

な
葬
列
と
最
後
の
無
言
の
見
送
り
と
を
思
い
出
さ
せ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
う
い
う
小
舟
の
な
か
の
座
席
、
こ
の

棺
の
よ
う
に
黒
く
（sargschw

arz

）
塗
ら
れ
、
詰
め
物
を
入
れ
た
艶
消
し
の
黒
色
の
肘
掛
け
椅
子
が
、
こ
の
世
の
な
か
で

い
ち
ば
ん
柔
ら
か
く
、
淫
蕩
で
、
弛
緩
を
誘
う
座
席
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
ひ
と
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か）14
（

。

細
か
な
こ
と
を
い
え
ば
、
こ
の
叙
述
の
な
か
で
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
は
〈
死
〉
を
想
起
さ
せ
る
「
棺
台
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
ゴ
ン
ド

ラ
の
座
席
が
「
棺
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
全
体
と
し
て
は
、〈
ゴ
ン
ド
ラ
＝
棺
〉
と
表
象
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。

　

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
に
よ
る
こ
の
箇
所
で
の
〈
ゴ
ン
ド
ラ
＝
棺
〉
と
い
う
表
象
は
、
あ
る
時
期
か
ら
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
〈
ゴ
ン
ド
ラ
＝
棺
〉
と
い
う
連
想
の
、
も
っ
と
も
効
果
的
か
つ
充
実
し
た
表
現
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
漆
黒
の
ゴ
ン
ド
ラ
と
い
う
乗
り
物
が
、
い
つ
も
棺
を
連
想
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、

け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、
十
七
世
紀
初
め
の
つ
ぎ
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
（T

hom
as Coryat, Cory-
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at ’s Crudities, 1608

）。
な
お
、
こ
こ
で
描
写
さ
れ
て
い
る
ゴ
ン
ド
ラ
は
、
船
の
中
程
に
、「
フ
ェ
ル
ゼfelze

」
と
呼
ば
れ
た
、

取
り
外
し
可
能
の
客
室
を
付
け
て
い
る
ゴ
ン
ド
ラ
で
あ
る
。
近
年
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
「
フ
ェ
ル
ゼ
」
だ
が
、
二

十
世
紀
初
頭
ま
で
は
、
乗
客
を
寒
さ
や
人
目
か
ら
保
護
す
る
目
的
で
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。

…
…
当
地
で
「
ゴ
ン
ド
ラ
」
と
呼
ぶ
小
舟
、
こ
れ
は
わ
た
く
し
が
、
ど
の
場
所
で
も
見
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
美
し
い
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
ど
の
ゴ
ン
ド
ラ
も
上
部
は
開
い
た
ま
ま
で
な
く
、
ま
ず
は
舷
側
か
ら
舷
側
へ
、
十
五
～
十
六
フ

ィ
ー
ト
の
小
さ
な
丸
い
木
材
を
、
き
れ
い
な
ア
ー
チ
型
あ
る
い
は
丸
天
井
型
に
、
美
し
く
差
し
渡
し
て
あ
る
。
さ
ら
に
、
美

し
い
黒
布
が
小
舟
の
両
端
に
巻
き
上
げ
て
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
乗
客
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
求
め
る
と
き
に
は
、
引
き
下

ろ
し
、
そ
の
後
は
、
誰
に
も
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
密
か
に
乗
っ
て
ゆ
け
る
の
で
あ
る
。
な
か
に
入
る
と
、
長
椅
子
は
黒
色
の

革
で
み
ご
と
に
覆
っ
て
あ
る
…
…）15
（

。

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
こ
の
記
述
の
な
か
の
ゴ
ン
ド
ラ
に
は
〈
死
〉
や
〈
棺
〉
と
の
連
想
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
む

し
ろ
、
こ
の
ゴ
ン
ド
ラ
は
、
純
粋
に
美
麗
な
乗
り
物
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

十
八
世
紀
初
め
に
書
か
れ
た
、
ゴ
ン
ド
ラ
に
関
す
る
つ
ぎ
の
記
述
に
も
〈
死
〉
や
〈
棺
〉
と
の
連
想
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い

（Joseph A
ddison, R

em
arks on Several Parts of Italy, in the Y

ears 1701, 1702, 1703

）。
む
し
ろ
、
こ
の
ゴ
ン
ド

ラ
は
、
純
粋
に
豪
華
な
乗
り
物
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
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二
本
の
櫂
で
漕
ぐ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ゴ
ン
ド
ラ
は
、
他
の
諸
国
で
、
多
数
の
従
者
の
付
き
従
う
六
頭
立
て
の
馬
車
の
よ
う
に

豪
華
で
あ
る）16
（

。

　

つ
ぎ
に
引
用
す
る
の
は
十
八
世
紀
の
半
ば
（
一
七
三
九
年
）
の
ド
・
ブ
ロ
ス
（Charles de Brosses, “Président ” 

～, 1709

─

1777

）
に
よ
る
ゴ
ン
ド
ラ
の
描
写
だ
が
（Lettres d ’Italie

）、
こ
の
描
写
で
も
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
色
が
漆
黒
で
あ
る
こ
と
は
〈
死
〉

や
〈
棺
〉
を
ま
っ
た
く
連
想
さ
せ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
ゴ
ン
ド
ラ
は
、
こ
こ
で
は
、
便
利
で
愉
快
な
乗
り
物
と
し
て
表
象
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
こ
の
ゴ
ン
ド
ラ
も
「
フ
ェ
ル
ゼ
」
を
取
り
付
け
た
状
態
の
ゴ
ン
ド
ラ
で
あ
る
。

船
は
全
体
が
黒
塗
り
の
ニ
ス
仕
上
で
す
。
箱
枠
〔
＝
フ
ェ
ル
ゼ
〕
に
つ
い
て
も
、
外
側
に
は
黒
の
羅
紗
、
内
側
に
は
黒
の
ビ

ロ
ー
ド
を
張
っ
て
あ
り
、
座
席
も
同
じ
色
の
モ
ロ
ッ
コ
革
製
で
す
。
ど
れ
ほ
ど
の
大
貴
族
で
も
、
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
な
細
部
も
他
と
異
な
ら
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
箱
枠
を
閉
ざ
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
の
な
か
に

誰
が
乗
っ
て
い
る
の
か
を
見
抜
く
こ
と
は
全
々
で
き
な
い
。
そ
こ
で
は
、
自
分
の
居
室
に
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
本
を
読

む
こ
と
も
、
書
き
も
の
を
す
る
こ
と
も
、
話
を
す
る
こ
と
も
、
愛
人
を
愛
撫
す
る
こ
と
も
、
飲
み
食
い
等
々
も
で
き
る
。
し

か
も
、
町
の
な
か
の
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を
訪
れ
な
が
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す）17
（

。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
に
美
麗
・
豪
華
・
愉
快
な
乗
り
物
と
み
な
さ
れ
て
い
た
ゴ
ン
ド
ラ
が
、
一
転
し
て
「
棺
」
と
い
う
〈
死
〉
を

象
徴
す
る
乗
り
物
と
表
象
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
い
つ
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
な
ぜ
だ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、〈
ゴ
ン
ド
ラ
＝
棺
〉



17　 　〈死の町〉ヴェネツィア

と
い
う
暗
喩
は
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
ゴ
ン
ド
ラ
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ゴ
ン
ド
ラ
を
は
じ
め
て
〈
棺
〉
に
な
ぞ
ら
え
た
の
は
、
お
そ
ら
く
ド
イ
ツ
の
詩
人
ゲ
ー
テ
だ
ろ
う
。『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
警
句
詩

集V
enezianische E

pigram
m

e

』（1796

）
の
な
か
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
詩
行
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
ゴ
ン
ド
ラ
も
「
フ
ェ
ル

ゼ
」
を
装
着
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
で
あ
る
。
詩
中
で
は
「
フ
ェ
ル
ゼ
」
は
「
小
箱
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
ゴ
ン
ド
ラ
を
わ
た
し
は
、
や
さ
し
く
揺
ら
す
揺
り
か
ご
に
喩
え
る

船
上
の
小
箱
は
、
広
い
棺
（Sarg

）
に
見
え
る

そ
れ
も
そ
の
は
ず
。
わ
れ
わ
れ
は
、
揺
り
か
ご
と
棺
と
の
あ
い
だ
を

大
運
河
で
、
の
ん
き
に
人
生
を
ゆ
ら
ゆ
ら
漂
い
行
く
の
だ）18
（

。

　

細
か
く
い
え
ば
、
ゲ
ー
テ
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
と
い
う
小
舟
そ
の
も
の
を
棺
に
喩
え
た
の
で
は
な
く
、「
ゴ
ン
ド
ラ
」
と
い
う
舟
自

体
は
「
揺
り
か
ご
」
に
喩
え
、
ゴ
ン
ド
ラ
に
装
着
し
た
「
フ
ェ
ル
ゼ
」
を
「
棺
」
に
喩
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
む
ろ
ん
、
大
き
く

捉
え
れ
ば
、〈
ゴ
ン
ド
ラ
＝
棺
〉
と
表
象
し
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ゲ
ー
テ
の
こ
の
比
喩
は
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
（M

m
e de Staël, 1766

─1817

）
に
よ
る
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
『
コ
リ
ン

ナCorinne ou L
’Italie

』（1807

）
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
現
し
直
さ
れ
た）19
（

。

運
河
を
す
べ
る
こ
れ
ら
の
黒
い
ゴ
ン
ド
ラ
は
、
棺
（cercueils

）
あ
る
い
は
揺
り
か
ご
、
つ
ま
り
は
、
人
間
の
最
初
の
住
み
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処
と
最
後
の
住
み
処
と
に
似
て
い
る）20
（

。

　

細
か
な
こ
と
を
い
え
ば
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
述
べ
方
だ
と
、
ゴ
ン
ド
ラ
は
、〈
ゴ
ン
ド
ラ
＝
棺
〉
と
も
見
え
る
し
、〈
ゴ
ン
ド

ラ
＝
揺
り
か
ご
〉
と
も
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
ゴ
ン
ド
ラ
」
全
体
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
同
時
期
の
バ
イ
ロ
ン
に
よ
る
表
現
で
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
と
棺
と
の
関
係
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
（『
ベ
ッ
ポ
─

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
物
語Beppo, a V

enetian Story

』1817

）。
バ
イ
ロ
ン
の
こ
の
表
現
が
、
そ
の
後
い
ち
ば
ん
よ
く
知
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

ゴ
ン
ド
ラ
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
見
た
こ
と
が
な
い
と
い
け
な
い
の
で

正
確
に
描
写
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ゴ
ン
ド
ラ
は
、
こ
の
町
で
は
あ
り
ふ
れ
た

長
い
、
覆
い
付
き
の
小
舟
で
、
舳
先
に
彫
り
飾
り
が
付
い
て
い
る

軽
い
け
れ
ど
も
、
こ
じ
ん
ま
り
と
造
ら
れ
て
い
て
、「
ゴ
ン
ド
リ
エ
ー
ル
」
と

ど
ち
ら
も
呼
ば
れ
る
ふ
た
り
の
漕
ぎ
手
が
漕
い
で
、
黒
々
と
し
た
外
見
で

水
路
を
滑
る
。
ち
ょ
う
ど
カ
ヌ
ー
に
棺
を
乗
せ
た
よ
う
な
様
子
（just like a coffin clapt in a canoe

）

そ
の
な
か
で
何
を
い
っ
て
も
、
何
を
し
て
も
、
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
の
で
す）21
（

。

細
か
な
こ
と
を
い
え
ば
、
バ
イ
ロ
ン
の
場
合
も
、
ゴ
ン
ド
ラ
に
装
着
さ
れ
た
「
フ
ェ
ル
ゼ
」＝「
棺
」
と
い
う
、
ゲ
ー
テ
と
同
様
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の
表
象
の
仕
方
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
大
き
く
捉
え
れ
ば
、
こ
の
場
合
も
〈
ゴ
ン
ド
ラ
＝
棺
〉
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な
い
。

　

さ
ら
に
、
シ
ェ
リ
ー
も
ゴ
ン
ド
ラ
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
（『
ジ
ュ
リ
ア
ン
と
マ
ッ
ダ
ロJulian and 

M
addalo

』1819

）。
詩
中
の
「
霊
柩
船
」
が
ゴ
ン
ド
ラ
を
指
し
て
い
る
。

そ
う
し
て
、
ラ
グ
ー
ン
の
う
え
を
わ
れ
わ
れ
は

滑
る
よ
う
に
進
ん
だ
。
ぼ
く
は
あ
の
霊
柩
船
（that funeral bark

）
か
ら

身
を
乗
り
出
し
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
町
を
見
た）22
（

こ
の
詩
の
な
か
で
は
、「
ゴ
ン
ド
ラ
」
＝
「
霊
柩
船
」
と
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
も
、
大
き
く
捉
え
れ
ば
、〈
ゴ

ン
ド
ラ
＝
棺
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
化
の
一
種
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
ゲ
ー
テ
か
ら
シ
ェ
リ
ー
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
細
か
く
見
れ
ば
、
ゴ
ン
ド
ラ
自
体
を
「
棺
」
と
見
な
す

の
か
、
そ
れ
と
も
ゴ
ン
ド
ラ
に
装
着
さ
れ
た
「
フ
ェ
ル
ゼ
」
を
「
棺
」
と
見
な
す
の
か
と
い
う
相
違
は
あ
る
の
だ
が
、
大
き
く
捉

え
れ
ば
、「
ゴ
ン
ド
ラ
」
が
〈
棺
〉
に
擬
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
〈
ゴ
ン
ド
ラ
＝
棺
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
さ
ら
に
次
代
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
（George Sand, 1804

─

76

）
に
も
受
け
つ
が
れ
て
ゆ
く
（『
あ
る
旅
行
者
の
手
紙Lettres d ’un voyageur

』1837

）。
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あ
な
た
を
陸
に
届
け
て
、
こ
の
棺
の
よ
う
に
真
っ
黒
な
（noire com

m
e un cerceuil

）
ゴ
ン
ド
ラ
の
な
か
に
ま
た
一
人

き
り
で
い
る
と
、
わ
た
し
の
魂
も
あ
な
た
と
一
緒
に
そ
ち
ら
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
し
た）23
（

。

　

デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
編
集
し
て
広
く
読
ま
れ
た
週
刊
誌
『
オ
ー
ル
・
ザ
・
イ
ヤ
ー
・
ラ
ウ
ン
ドA

ll the Y
ear R

ound

』（1863

）

に
も
、
や
は
り
ゴ
ン
ド
ラ
を
棺
と
連
想
す
る
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

真
実
を
求
め
る
旅
行
者
な
ら
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ゴ
ン
ド
ラ
全
体
の
色
合
い
は
葬
儀
の
漆
黒
（deep funereal black

）
だ

と
知
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
船
の
埋
葬
を
連
想
さ
せ
る
外
見
を
強
調
し
て
い
る
の
が
、
黒
檀
製
と
見
え
る
木
彫
や
、
打

ち
伸
ば
し
の
棺
金
具
（coffin-plates beaten out

）
を
使
用
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
奇
妙
な
金
属
製
の
舳
先
や
…
…）24
（

　

こ
の
よ
う
な
〈
ゴ
ン
ド
ラ
＝
棺
〉
と
い
う
繰
り
返
し
使
わ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
、
最
終
的
に
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
手
元
で
、
さ
き

ほ
ど
見
た
よ
う
な
、
最
も
充
実
し
た
表
現
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
た
い
の
は
、
ゲ
ー
テ
か
ら
シ
ェ
リ
ー
に
至
る
〈
ゴ
ン
ド
ラ
＝
棺
〉
と
い
う
暗
喩
の
出
現
し

た
時
代
と
環
境
と
、
そ
れ
ら
へ
の
認
識
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
も
っ
と
も
早
期
の
ゲ
ー
テ
と
ス
タ
ー
ル
夫
人
と
に
よ
る
〈
ゴ
ン
ド

ラ
＝
棺
〉
と
い
う
暗
喩
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

ゲ
ー
テ
に
よ
っ
て
「
ゴ
ン
ド
ラ
」
と
〈
棺
〉
と
が
暗
喩
と
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
執
筆
年
か
ら
い
え
ば
一
七
九
○
年
、



21　 　〈死の町〉ヴェネツィア

出
版
年
か
ら
い
え
ば
一
七
九
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
出
版
の
翌
一
七
九
七
年
に
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
滅
亡
と
い
う
、
こ
の

暗
喩
に
関
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
出
来
事
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。「
ゴ
ン
ド
ラ
」
を
〈
棺
〉
の
イ
メ
ー
ジ
に
結
び
つ
け
る
ゲ
ー

テ
の
表
現
が
す
で
に
一
七
九
○
年
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
都
市
国
家
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
滅
亡
に
数
年
先
立
っ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
滅
亡
は
、〈
ゴ
ン
ド
ラ
＝
棺
〉
の
イ
メ
ー

ジ
に
と
っ
て
重
要
だ
と
い
え
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
政
治
を
長
年
独
占
し
て
き
た
貴
族
階
級
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
恫
喝
だ
け
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く

抵
抗
す
る
こ
と
な
く
政
権
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
成
り
行
き
か
ら
み
る
な
ら
、
こ
の
政
治
体
制
は
す
で
に
内
部
的
に
崩
壊
寸
前
の

頽
廃
状
態
に
あ
っ
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
脅
迫
は
と
ど
め
の
一
撃
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
ゲ
ー
テ

の
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
警
句
詩
集
』
は
、
イ
タ
リ
ア
全
体
に
つ
い
て
も
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
つ
い
て
も
、
内
的
頽
廃
を
指
摘
す
る
傾

向
を
持
っ
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
全
体
の
頽
廃
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

巡
礼
者
は
倦
ま
ず
に
巡
り
歩
く
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
聖
人
た
ち
を
見
つ
け
る
の
か

驚
ろ
く
べ
き
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
人
か
ら
話
を
聞
き
、
そ
の
人
を
眼
で
見
る
の
か

い
や
。
時
は
そ
う
い
う
ひ
と
を
連
れ
去
っ
た
。
君
が
見
つ
け
る
の
は
、
遺
物

手
元
に
あ
る
の
は
、
彼
の
頭
蓋
骨
と
、
二
本
の
骨

イ
タ
リ
ア
を
探
し
求
め
る
わ
れ
ら
は
、
み
な
巡
礼
者

わ
れ
ら
が
敬
虔
・
幸
福
に
崇
め
て
い
る
の
は
、
散
乱
す
る
遺
骨
だ
け）25
（
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こ
の
詩
連
は
、
イ
タ
リ
ア
が
偉
人
を
生
み
出
し
た
時
代
は
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
り
、
ゲ
ー
テ
の
時
代
の
イ
タ
リ
ア
は
、
偉
人

を
生
み
出
せ
な
い
衰
退
し
た
社
会
に
変
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
認
識
を
表
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
は
精
神
的
に
は
死
ん
で
し
ま
っ

て
い
る
、
精
神
的
に
は
墓
場
な
の
で
あ
る
。「
頭
蓋
骨
と
、
二
本
の
骨
」
と
い
う
具
体
物
も
、
い
う
ま
で
も
な
く
〈
死
〉
を
象
徴

し
て
い
る
。

　
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
風
刺
詩
集
』
に
お
け
る
ゲ
ー
テ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
関
す
る
認
識
と
し
て
は
、
冒
頭
の
詩
連
に
注
目
す
べ
き

だ
ろ
う
。

異
教
の
徒
は
、
石
棺
と
骨
壺
（Sarkophagen und U

rnen

）
に
生
命
の
装
飾
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
だ
。

周
囲
で
は
、
バ
ッ
カ
ス
の
巫
女
の
群
れ
と
と
も
に
牧
羊
神
た
ち
が
踊
っ
て

男
女
互
い
に
列
を
成
す
。
山
羊
足
の
丸
顔
男
が
、
甲
高
い
角
笛
を

荒
々
し
く
、
し
ゃ
が
れ
た
音
で
吹
き
鳴
ら
し
、
シ
ン
バ
ル
や
太
鼓
が
鳴
り
始
め
る

わ
れ
ら
は
、
大
理
石
の
棺
を
見
て
、
そ
の
音
を
聞
く

ひ
ら
ひ
ら
舞
う
鳥
。
そ
の
嘴
に
、
果
物
は
す
こ
ぶ
る
旨
く

騒
ぎ
は
お
前
を
追
い
払
わ
ず
、
ま
し
て
や
恋
を
追
い
払
わ
な
い

恋
の
松
明
は
、
色
と
り
ど
り
の
騒
ぎ
の
な
か
で
、
な
お
喜
ぶ

こ
の
よ
う
に
、
豊
富
さ
が
死
に
打
ち
勝
ち
、
灰
は
、
静
か
な
場
所
の
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内
側
で
輝
き
、
生
を
喜
ぶ

こ
れ
ら
の
詩
行
は
、
つ
ぎ
の
詩
行
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
ゆ
く
。

そ
の
よ
う
に
、
の
ち
に
は
、
こ
の
詩
人
の
石
棺
を

生
命
に
よ
っ
て
豊
か
に
飾
っ
た
こ
の
書
巻
で
囲
ん
で
ほ
し
い）26
（

　

こ
の
詩
連
の
な
か
で
、
も
ち
ろ
ん
表
面
的
に
は
、
生
命
の
装
飾
を
施
し
た
「
石
棺
と
骨
壺
」
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
古
代

の
石
棺
と
骨
壺
と
を
指
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
詩
連
は
、『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
風
刺
詩
集
』
と
題
し
た
詩
集
の
冒

頭
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
解
釈
を
自
然
に
誘
発
す
る
。
そ
れ
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
存
在
も
ま
た
、

異
教
的
な
祝
祭
と
恋
愛
と
で
飾
ら
れ
た
「
石
棺
と
骨
壺
」
だ
と
い
う
有
力
な
解
釈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
解
釈
と
は
、
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
は
、
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
と
い
う
異
教
的
祝
祭
、
な
ら
び
に
売
春
・
私
通
の
放
縦
さ
で
名
高
い
け
れ
ど
も
、
国
と
し
て
は
衰

弱
し
き
っ
て
い
る
。
表
面
は
祝
祭
と
恋
愛
と
い
う
生
命
で
飾
ら
れ
て
い
て
も
、
中
身
は
「
石
棺
と
骨
壺
」
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
、

す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
じ
つ
は
す
で
に
〈
死
〉
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
を
こ
の
よ
う
に
〈
死
の
町
〉
と
捉
え
て
い
た
と
す
れ
ば
─
そ
の
可
能
性
は
極
め
て
高
い
が
─
、
町
中
に
見
ら
れ
る
ゴ
ン
ド
ラ
を

〈
棺
〉
と
見
立
て
た
、
あ
る
い
は
、
ゴ
ン
ド
ラ
を
〈
棺
〉
を
運
ぶ
船
と
見
立
て
た
こ
と
と
、
み
ご
と
に
符
合
す
る
。
ゴ
ン
ド
ラ
は
、

す
な
わ
ち
、〈
死
の
町
〉
の
な
か
を
進
む
〈
棺
〉
な
の
で
あ
る
。
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ゲ
ー
テ
の
つ
ぎ
に
ゴ
ン
ド
ラ
を
〈
棺
〉
と
捉
え
た
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
文
章
が
発
表
さ
れ
た
一
八
○
八
年
に
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

共
和
国
が
滅
亡
し
て
す
で
に
十
年
が
経
過
し
て
い
た
。
小
説
『
コ
リ
ン
ナ
』
の
な
か
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
描
写
は
、
作
品
発
表
の

三
年
前
、
一
八
○
五
年
に
夫
人
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
訪
れ
た
時
の
記
憶
に
基
づ
い
て
い
る）27
（

。
そ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
ど
ん
な
状
態

だ
っ
た
か
。

…
…
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
入
る
と
、
想
像
力
は
悲
し
み
（tristesse

）
の
感
情
に
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
植
物
と
は
別
れ
を
告

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
滞
在
の
あ
い
だ
は
、
苔
ひ
と
つ
す
ら
眼
に
入
ら
な
い
。
一
切
の
動
物
も
追
放
さ
れ
て
い
る
。
唯
一
、

人
間
だ
け
が
、
海
と
戦
っ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
町
の
静
け
さ
は
深
い
。
運
河
が
街
路
代
わ
り
で
あ
る
か
ら
だ
。
櫂
の
立
て
る
音
だ
け
が
、
こ
の
静
け
さ
を
妨
げ
る
。

こ
こ
は
平
野
で
は
な
い
。
一
本
の
木
も
な
い
か
ら
だ
。
都
市
で
は
な
い
。
い
さ
さ
か
の
動
き
も
聞
こ
え
な
い
か
ら
だ
（ce 

n ’est pas la ville, puisqu ’on n ’y entend pas le m
oindre m

ovem
ent

）。
一
隻
の
船
舶
も
な
い
（ce n ’est pas 

m
êm

e un vaisseau

）。
到
来
す
る
船
は
な
い
か
ら
だ
…
…〈
中
略
〉…
…
運
河
を
す
べ
る
こ
れ
ら
の
黒
い
ゴ
ン
ド
ラ
は
、

棺
あ
る
い
は
揺
り
か
ご
、
つ
ま
り
は
、
人
間
の
最
初
の
住
み
処
と
最
後
の
住
み
処
と
に
似
て
い
る
…
…〈
中
略
〉…
…
こ
の

滞
在
で
は
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
だ
。
政
治
も
、
慣
習
も
、
恋
愛
も
そ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
ん
な
秘
密
の
な
か
に
で
も

入
り
込
め
ば
、
心
情
と
理
性
に
と
っ
て
楽
し
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
異
邦
の
者
た
ち
は
、
ひ
た

す
ら
悲
し
い
（singulièrem

ent triste

）、
と
い
う
第
一
印
象
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い）28
（

。
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ス
タ
ー
ル
夫
人
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
「
悲
し
み
」
を
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
悲
し
み
」
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
人
間
だ

け
が
海
に
囲
ま
れ
、
植
物
も
動
物
も
い
な
い
、
と
い
う
孤
立
し
た
自
然
条
件
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
、
夫

人
の
訪
れ
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
市
中
に
は
人
の
気
配
も
な
く
、
交
易
に
訪
れ
る
船
も
な
い
状
態
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
夫
人
の
叙

述
か
ら
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
滅
亡
か
ら
数
年
が
経
ち
、
支
配
者
が
フ
ラ
ン
ス
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
あ
い
だ
で
目
ま
ぐ

る
し
く
入
れ
替
わ
る
な
か
で
、
経
済
活
動
も
交
易
も
す
っ
か
り
沈
滞
し
て
し
ま
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
夫
人
が
描
き
出

し
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
ゴ
ー
ス
ト
タ
ウ
ン
と
化
し
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
ま
さ
に
〈
死
の
町
〉
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
あ
る
。「
ひ

た
す
ら
悲
し
い
」
と
感
じ
ら
れ
る
の
も
当
然
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
悲
し
い
〈
死
の
町
〉
の
乗
り
物
で
あ
る
ゴ
ン
ド

ラ
は
、〈
棺
〉
と
感
じ
ら
れ
て
当
然
な
の
で
あ
る
。

　

バ
イ
ロ
ン
や
シ
ェ
リ
ー
が
経
験
し
た
一
八
一
○
年
代
後
半
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
よ
る
植
民
地
支
配
を
受
け

る
よ
う
に
な
っ
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
だ
っ
た
。
こ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
も
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
見
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
か
ら
政
治
的
・
経

済
的
に
は
あ
ま
り
変
化
の
な
い
、
ま
だ
沈
滞
状
態
の
ま
ま
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
あ
る
。
し
か
も
、
都
市
国
家
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和

国
の
滅
亡
も
、
ま
だ
起
き
て
間
も
な
い
出
来
事
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
態
の
な
か
で
使
わ
れ
て
い
た
ゴ
ン
ド
ラ
が
〈
棺
〉
と
表

象
さ
れ
た
の
も
当
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
バ
イ
ロ
ン
の
物
語
詩
『
ベ
ッ
ポ
』
が
描
き
出
し
て
い
る
の
は
詩
人
の
同
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で

は
な
く
、
ま
だ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
が
存
在
し
て
い
て
、
快
楽
の
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
ゴ
ン
ド
ラ
も
、「
カ
ヌ
ー
に
棺
を
乗
せ
た
よ
う
な
様
子
」
を
し
て
い
て
も
、
ド
・
ブ
ロ
ス
が
手
紙
に
書
い
た
よ
う
に
、

船
中
に
快
楽
を
隠
し
て
い
る
ゴ
ン
ド
ラ
で
あ
る
。
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劇
場
の
ま
わ
り
で
は
、
黒
い
群
れ
を
成
し

悲
し
み
の
、
暗
い
仕
着
せ
を
着
て
待
っ
て
い
る

で
も
、
ゴ
ン
ド
ラ
に
、
悲
し
い
こ
と
は
属
さ
な
い

と
き
に
は
、
た
く
さ
ん
愉
快
な
こ
と
を
載
せ
て
い
る

葬
儀
が
終
わ
っ
た
あ
と
の
葬
儀
馬
車
の
よ
う
に
ね）29
（

し
か
し
、「
た
く
さ
ん
愉
快
な
こ
と
を
載
せ
て
い
る
」、「
葬
儀
が
終
わ
っ
た
あ
と
の
葬
儀
馬
車
」
と
い
う
ゴ
ン
ド
ラ
は
、
す
で
に

バ
イ
ロ
ン
の
想
像
力
の
な
か
に
し
か
存
在
し
な
い
ゴ
ン
ド
ラ
だ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
詩
人
の
同
時
代
の
ゴ
ン
ド
ラ
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

今
回
の
拙
論
で
は
、
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
関
す
る
表
象
が
い
く
つ
か
あ
る
な
か
で
、〈
死
の
町
〉
と
い
う
表
象
を
取
り
上
げ

て
み
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
北
岸
に
接
す
る
潟
は
「
死
の
潟
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
潟
の
な
か
に
は
墓
場
の
島
で
あ
る
聖
ミ
ケ
ー
レ
島

が
あ
り
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
北
岸
に
は
さ
ら
に
「
幽
霊
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
る
館
も
あ
る
。
こ
の
一
帯
は
、
死
の
イ
メ
ー
ジ
・
ゾ
ー
ン

だ
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
一
帯
が
死
の
イ
メ
ー
ジ
・
ゾ
ー
ン
に
な
っ
た
の
は
、
わ
り
あ
い
新
し
い
出
来
事
で
、
十
九
世
紀
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以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
直
接
の
原
因
は
、
十
九
世
紀
初
め
に
聖
ミ
ケ
ー
レ
島
が
修
道
院
の
島
か
ら
墓
地
の
島

へ
と
用
途
を
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
直
接
原
因
の
背
後
に
は
も
っ
と
大
き
な
原
因
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
一

七
九
七
年
に
旧
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
が
滅
亡
し
、
ひ
き
つ
づ
い
て
こ
の
町
が
長
期
の
経
済
停
滞
状
態
に
陥
っ
た
ば
か
り
か
、
潟

の
な
か
に
あ
る
町
と
い
う
立
地
条
件
が
遠
か
ら
ぬ
水
没
を
予
想
さ
せ
た
こ
と
だ
っ
た
。
じ
つ
は
、
そ
れ
以
前
に
は
、
同
じ
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
北
方
の
潟
一
帯
は
、
む
し
ろ
快
活
な
場
所
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
所
一
帯
に
と
も
な
う
死

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
大
き
く
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
都
市
の
歴
史
的
衰
退
と
水
没
の
予
感
に
由
来
し
、
直
接
は
墓
地
の
島
、
な
ら

び
に
「
死
の
潟
」
と
い
う
名
前
そ
の
も
の
の
喚
起
力
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
死
の
潟
」
一
帯
と
よ
く
似
た
経
過
を
た
ど
っ
た
イ
メ
ー
ジ
に
〈
ゴ
ン
ド
ラ
＝
棺
〉
が
あ
る
。
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
深

く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
の
漆
黒
の
小
舟
も
、
旧
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
が
健
在
だ
っ
た
こ
ろ
に
は
、〈
棺
〉
と
見
な
さ
れ
る
ど
こ

ろ
か
、
む
し
ろ
豪
華
な
美
し
い
乗
り
物
、
あ
る
い
は
愉
快
な
乗
り
物
と
表
象
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
乗
り
物
が
に
わ
か
に

〈
棺
〉
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
ら
れ
は
じ
め
た
の
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
滅
亡
も
近
づ
き
、
す
で
に
そ
の
統
治
機
構
が

内
部
崩
壊
し
、
経
済
的
に
も
衰
退
し
た
頃
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
共
和
国
が
滅
亡
し
、
経
済
が
停
滞
し
、
水
没
の
予
感
が
抱

か
れ
る
な
か
で
、
ゴ
ン
ド
ラ
と
い
う
漆
黒
の
乗
り
物
は
、
縷
々
と
〈
棺
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。注（
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