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ABSTRACT 

I have taken up Henri de Regnier s Entrevue, a masterpiece 

whose story unravels in Venice, and by pointing out several 

interesting points to be found in this French novel, I have attempted 

to show that its relationship to this Italian city is inseparably close. 

Regnier loved both the contemporary Venice and the Venice of 

the eighteenth century. Quite interestingly, however, these two sides 

of his are split and reunited in Entrevue. The narrator of this novel, a 

twentieth-century Frenchman who experiences a series of 

supernatural occurrences, keeps emphasizing his normality, and the 

normality, in his opinion, resides in his contentment with the 

contemporary Venice without recourse to its romantic past. This 

emphasis on the narrators normality is attributable to Regnier s 

strategy to prevent the readers incredulity in the mysterious story 
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by making the narrator disbelieve what he encounters. 

Regnier s love of eighteenth-century Venice, on the other hand, is 

also apparent in this novel. The novel is, in fact, saturated with 

eighteenth-century Venice: a long-dead Venetian aristocrat of the 

eighteenth century develops a mysterious relationship with the 

narrator; a series of bizarre events take place in an eighteenth-

century Venetian apartment gorgeously decorated by the aristocrat; 

and there is also an important minor character of a Venetian, a kind 

of magician who lives like an eighteenth-century Venetian. 

Introduced to the eighteenth-century apartment by this Venetian 

lover of occultism and living there alone, the narrator encounters its 

original owner, the eighteenth-century aristocrat, through the large 

looking glass fixed on a false door in the salon of the apartment 

Structurally and metaphorically, it is by means of this mirror that 

Regnier s love of the contemporary Venice encounters and reunites 

with his love of eighteenth-century Venice. 

We find the living and the present on one side of this mirror, 

while finding the dead and the past on the other side. This, however, 

is not the only example of symmetry and correspondence found in 

this novel. There are also others: the symmetry and correspondence 

between the Venetian architecture and its thousand images reflected 

in the water mirrors of its lagoons and canals; those between the 

living room, where the narrator experiences the supernatural, and its 

reflection in the large mirror, which is interestingly represented as a 

kind of water mirror; and those between the glass showcase from 

which the bust of the eighteenth-century aristocrat disappears and 
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the living room, which functions as a kind of glass showcase where 

the narrator is psychologically confined. Most of all, the story reaches 

its climax during a night in a microcosm of the living room in which 

the large water mirror of the looking glass is reflecting hundreds of 

small earthenware which are themselves reflecting candle lights, 

while at the same time this small cosmos lies in a macrocosm which is 

made up of thousands of the Venetian architecture with their 

reflections scintillating in the lagoons and canals under the moon. 

Thus we can say that Entrevue is a novel inseparably related to 

Venice in two respects: firstly, it can only be written by a writer who 

is familiar both with the contemporary Venice and the Venice of the 

eighteenth century, and secondly, in no other city is more effectively 

presented the correspondence between a macrocosm formed by 

Venice with its water mirrors of lagoons and canals and a microcosm 

formed by the living room with its water mirror of the large looking 

glass. 
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と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
活
躍
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
・
小
説
家
ア
ン
リ
・
ド
・
レ
ニ
エ

R
e
g
n
i
e
r, 
1
8
64
 |
 1
9
3
6
)

に、

E
ミ
r
e
m
u
e
と
題
し
た
中
編
小
説
が
あ
る

(Histoire i箋
ミ
、
ミ
ines
`
 
1
9
1
9

所
収
）
。
題
名
は
仮
に

『
顔
合
わ
せ
』
と
訳
し
て
お
く
。
小
説
『
顔
合
わ
せ
』
は
、
イ
タ
リ
ア
の
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
場
と
す
る
文
学
作
品
が
多
数
あ

小
説
『
顔
合
わ
せ
』
は
、
全
編
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
場
と
し
て
展
開
す
る
が
、
そ
れ
は
、
単
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
背
景
に
し
て

い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
『
顔
合
わ
せ
』
は
、
お
そ
ら
く
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
物
語
展
開
の
場
と
し
な
け
れ
ば
書
け
な
か
っ

た
小
説
で
あ
り
、
ま
た
レ
ニ
エ

と
い
う
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
通
で
な
け
れ
ば
書
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
小
説
で
も
あ
る
。
著
者
レ
ニ

工
と
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
小
説
『
顔
合
わ
せ
』
と
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
の
関
係
は
密
接
で
あ
る
。

る
な
か
で
も
、
指
折
り
の
傑
作
で
あ
る
。

は
じ
め
に

レ
ニ
エ

『
顔
合
わ
せ
』

二
面
性
の
統
合
と
鏡
の
照
応

(
H
e
n
r
i
 d
e
 

鳥

越

輝

昭
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の
不
安
を
感
じ
る
の
で
、
し
だ
い
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
に
な
り
、

つ
い
に
は
、

一
歩
も
外
に
出
な
い
生
活
を
す
る
よ
う
に
な
る
。

『
顔
合
わ
せ
』
に
は
、
残
念
な
が
ら
邦
訳
が
な
く
、
現
在
の
本
邦
で
は
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
作
品
か
と
思
わ
れ
る

こ
の
小
説
は
、
す
で
に
中
年
に
逹
し
て
い
る
ら
し
い
フ
ラ
ン
ス
人
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、

っ
て
進
行
す
る
。

ほ
ぼ
全
編
が
こ
の
語
り
手
の
独
白
に
よ

語
り
手
は
、
人
生
の
途
上
で
心
身
に
重
大
な
危
機
を
休
験
し
た
ら
し
い
人
物
で
、
医
者
の
治
療
を
受
け
て
い
る
。
危
機
（
内
容

は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
）

は
深
刻
な
も
の
だ
っ
た
ら
し
く
、
語
り
手
は
生
き
る
意
欲
を
喪
失
し
て
い
る
が
、
自
殺
を
す
る
だ
け
の

気
力
も
な
い
。
こ
の
人
物
に
、
あ
る
日、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
行

っ
て
滞
在
し
た
い
気
持
ち
が
お
こ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
こ

の

人
物
が
そ
れ
以
前
に
何
度
も
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
り
、
心
か
ら
愛
し
て
い
る
町
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
で
滞
在
し

恨
れ
た
ア
パ

ー
ト
メ
ン
ト
を
借
り
る

つ
も
り
で
い
た
と
こ
ろ
、
借
り
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
代
わ
り
に
、
知
人
の
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
人
が
紹
介
し
て
く
れ
た
別
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
を
借
り
て
住
ま
う
。
こ
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
は
、
観
光
客
が
ほ
と
ん
ど

訪
れ
る
こ
と
の
な
い
静
か
な
地
区
の
古
い
館
の
な
か
に
あ
る
。
十
八
世
紀
に
建
て
ら
れ
た
こ
の
館
は
今
に
も
崩
れ
落
ち
そ
う
な
建

物
だ
が
、
そ
の
な
か
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
は
、
建
物
の
外
観
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
洗
練
さ
れ
た
装
飾
に
満
ち
あ
ふ
れ
る

美
し

い
部
屋
々
々
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
。
語
り
手
は
、

あ
る
日
、
語
り
手
は
、

の
で
、

は
じ
め
に
粗
筋
を
ざ
っ
と
紹
介
し
て
お
こ
う
。

は
じ
め
て
足
を
踏
み
入
れ
た
と
き
か
ら
、
こ

の
部
屋
々
々
に
原
因
不
明

の
吸
引
を
感
じ
る
。
語
り
手
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
町
歩
き
を
好
む
人
物
だ
っ
た
が
、

ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
を
離
れ
る
と
原
因
不
明

ア
パ

ー
ト
メ
ン
ト
の
物
岡
部
屋
の
な
か
で
、
か
つ
て
こ
の
部
屋
々
々
の
持
ち、
王
だ
っ
た
人
物
の
肖
像
画

を
発
見
す
る
。
肖
像
画
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
語
り
手
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市
歴
史
槽
物
館
の

一
室
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
胸
像
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胸
像
の
頭
部
に

の
人
物
と
し
て
、
よ
く
知
っ
て
い
る
人
物
だ
っ
た
。
し
か
も
、
不
思
議
な
こ
と
に
、

語
り
手
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
来
る
し
ば
ら
く
前
に
、
梢
失
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

け
ら
れ
た
偽
扉
で
あ
る
。
偽
扉
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
奥
に
は
槌
し
か
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
あ
る
夜
の
こ
と
、
語
り
手
は
、

こ
の
大
鍛
に
、
部
屋
の
様
子
は
す
べ
て
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
に
、
自
分
の
鍛
像
だ
け
は
映
っ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
し
か

も、

何

8
か
経
つ
う
ち
に
、
鍛
の
奥
に
は
、
か
つ
て
の
持
ち
、
王
が
姿
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
姿
が

8
々
明
瞭
に
な
っ
て
ゆ
く。

あ
る

夜
、
鏡
の
向
こ
う
側
の
人
物
が
、
鏡
の
こ
ち
ら
側
に
い
る
語
り
手
に
気
付
い
た
ら
し
く
、
近
寄
っ
て
く
る
。
語
り
手
の
方
で
も
鏡

に
近
寄
っ
て
ゆ
く
…
…
。
と
、
そ
の
と
き
、
語
り
手
は
意
識
を
失
い
、
気
が
付
く
と
、
頭
に
包
帯
を
巻
か
れ
て
医
院
の
ベ
ッ
ド
に

横
た
わ
っ
て
い
る
。
医
師
の
説
明
で
は
、
語
り
手
の
い
た
部
屋
の
大
鏡
が
枠
か
ら
外
れ
て
倒
れ
か
か
り
、
語
り
手
は
割
れ
る
ガ
ラ

ス
で
頭
部
に
怪
我
を
し
た
の
だ
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
見
舞
い
に
訪
れ
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
知
人
（
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
を
紹
介
し

て
く
れ
た
人
物
）

ガ
ラ
ス
の
陳
列
箱
の
な
か
の
こ
の
胸
像
は
、

の
話
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市
歴
史
陣
物
館
の
ガ
ラ
ス
陳
列
箱
に
胸
像
が
戻
っ
た
の
だ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に

（
ケ
ー
ス
か
ら
消
え
る
以
前
に
は
付
い
て
い
な
か
っ
た
）
傷
が
付
い
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

小
説
『
顔
合
わ
せ
』
は
、
見
て
の
と
お
り
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
る
怪
異
物
語
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
自
分
が

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
滞
在
し
た
く
な
っ
た
の
も
、
件
の
部
屋
々
々
に
引
き
付
け
ら
れ
て
住
ま

っ
た
の
も
、
ど
う
や
ら
、

館
の
か
つ
て

の
持
ち
、
王
に
よ
っ
て
引
き
寄
せ
さ
れ
た
の
が
原
因
ら
し
い
、
大
鏡
を
は
さ
ん
で
こ
の
持
ち
主
と
会
う
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
会
う

べ
く
し
て
会
っ
た
の
だ
と
感
じ
る
。
こ
の
小
説
の
、
王
題
は
語
り
手
が
館
の
昔
の
持
ち
、
王
に
〈
会
う
べ
く
し
て
出
会
う
こ
と
〉

る
か
ら
、
小
説
の
原
題
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
で
そ
の
意
を
あ
ら
わ
す

E
n
t
r箆
葛
で
あ
る
。

さ
て
、

語
り
手
が
い
ち
ば
ん
気
に
入
っ
て
い
る
部
屋
は
、

で
あ

一
種
の
居
間
ら
し
い
部
屋
で
、
そ
の
ひ
と
つ
の
扉
は
大
鏡
の
取
り
付



é レニエ 「顔合わせJとヴェネツィ ア

し
』
と
名
付
け
て
お
く
。

訳
に
つ
か
わ
れ
て
い
る

る
の
だ
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
下
、
拙
論
で
は
、
こ
の
怪
異
小
説
『
顔
合
わ
せ
』
な
ら
び
に
そ
の
作
者
レ
ニ
エ
を
、
小
説
が
展
開
さ
れ
る
場
で
あ
る
都
市
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
の
関
連
で
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
過
程
の
な
か
で
は
、
作
者
レ
ニ
エ
が
、
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
関
す
る
愛
着

と
熟
知
と
を
巧
妙
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
小
説
が
、
数
層
に
鍛
の
暗
喩
を
使
用
し
て
い
る
作
品
で
あ
り
、
そ
の
暗

喩
が
町
の
特
徴
そ
の
も
の
と
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

レ
ニ
エ
の
二
面
と
鏡
扉

ア
ン
リ
・
ド
・
レ
ニ
エ
は
、
同
時
代
の
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
好
ん
だ
ひ
と
で
あ
り
、
ま
た
過
ぎ
去
っ
た
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
を
好
ん
だ
ひ
と
で
あ
る
。
構
造
的
に
捉
え
る
な
ら
、
小
説
『
顔
合
わ
せ
』

の
な
か
で
は
、
同
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
好

む
レ
ニ
エ
と
、

十
八
世
紀
を
好
む
レ
ニ
エ
と
が
ふ
た
つ
に
分
裂
し
、
そ
れ
ら
ふ
た
り
の
レ
ニ
エ
が
鍛
扉
を
は
さ
ん
で
顔
合
わ
せ
す

レ
ニ
エ
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
大
い
に
好
ん
だ
ひ
と
で
あ
る
。

レ
ニ
エ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
を
直
接
的
に
表
現
し
た
作
品

と
し
て
、
散
文
詩
集
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
風
物
誌
E
s
q
u
i
s
s
e
s
v
e
n
itie
n
n
e
s
』
(
1
9
2
0
)

な
ら
び
に
エ
ッ
セ
イ
集
L
a
V
i
e
気
niti,

ミ
箋
(
1
9
2
8
)

が
あ
る
。
前
者
に
は
二
種
の
邦
訳
が
あ
り
、
後
者
に
は
邦
訳
が
な
い
。
前
者
の
邦
題
と
し
て
は
、
新
し
い
方
の
邦

『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
風
物
誌
』
を
使
用
し
、
後
者
の
エ
ッ
セ
イ
集
の
題
は
、
仮
に
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
暮
ら

『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
暮
ら
し
』
に
は
、

レ
ニ
エ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
を
表
現
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。
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福
感
の
な
か
で
生
き
る
よ
う
に
な
り
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

わ
た
く
し
の
さ
ま
ざ
ま
な
書
き
物
を
ご
覧
下
さ
っ
た
方
々
は
、
過
去
二
十
五
年
の
あ
い
だ
、
こ
の
輝
か
し
い
都
市
〔
II
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
〕

都
市
に
対
す
る
わ
た
く
し
の
熱
愛

(
p
a
s
sio
n
)

を
語
る
の
に
好
都
合
だ
っ
た
の
で
あ
る

の
名
が
現
れ
な
い
作
品
は
な
か
っ
た
こ
と
に
お
気
づ
き
だ
ろ
う
。
詩
も
、
長
短
の
小
説
も
、
す
べ
て
は
、
こ

の

(l
)
 

(
p
.
 

9
)

。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
名
が
現
れ
る
代
表
的
な
散
文
詩
集

『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
風
物
誌
』
の
な
か
に
は
、「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
魅
力
は
ま

こ
と
に
強
力
で、

ま
こ
と
に
微
妙
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
感
じ
取

っ
た
ら
、
永
遠
に
魅
力
に
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
」
(p.(11)

と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
こ
れ
も
、
レ
ニ
エ

の
こ
の
町

へ
の
愛
着
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

レ
ニ
エ

の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
は
、
一
一
面
を
併
せ
持
ち
つ
つ
統
合
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。
愛
着
の

一
面
は
、

が
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
滞
在
す
る
際
に
感
じ
取

っ
て
い
た

「
心
地
よ
さ
d
o
u
c
e
u
r
」
に
由
来
し
て
い
た
。
『ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
暮
ら
し
』

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
、
大
き
な
心
地
よ
さ

(d
o
u
c
e
ur)

に
包
み
込
ま
れ
る
か
ら
、
ひ
と
は
、
す
ぐ
に
、

レ
ニ
エ

一
種
の
静
か
な
幸

一
種
の
友
好
的
な
く
つ
ろ
ぎ

(
d
e
te
n
te
)

と
、
控
え
め
な
喜
び
と、

や
さ
し

い
感

謝
の
気
持
ち
と
の
な
か
で
生
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
こ
は
か
と
な
い
快
楽
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
ひ
と
を
包
み
込
ん
で

く
る
こ
の
も
の
、
偽
り
の
高
揚
感
と
は
対
照
的
な
こ
の
控
え
め
さ
を
理
性
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
、
世
界
で
最
も
美
し
い
こ

の
場
所
の
な
か
で
素
敵
な
閑
暇
の
お
だ
や
か
な
楽
し
み
へ
と
身
を
委
ね
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
、
わ
た
く
し
を
滞
在
さ
せ
て
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を
知
る
時
代
だ
っ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い

く
れ
て
い
る
ダ
リ
オ
邸
の
友
人
た
ち
が
、

「
い
い
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
に
な
る
」
と
表
現
し
た
こ
と
の
内
容
だ
っ
た

こ
う
し
て
、

し
か
し
、

そ
れ
は
、

レ
ニ
エ
は
同
時
代
の
現
実
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
対
し
て
愛
着
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

レ
ニ
エ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
は
、
同
時
代
の
現
実
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
だ
け
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
大
革
命
以
前
の
、
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
で
も
あ
っ
た
。
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
活

躍
し
た
風
俗
画
家
に
、
ピ
エ
ト
ロ
・
ロ
ン
ギ

(Pietro
L
o
n
g
h
i
 ̀

 
1
7
0
2ー

1
7
8
5
)

と
い
う
人
物
が
い
る
。

ィ
ア
風
物
誌
』

レ
ニ
エ
は
、

(
p
.
 

2
0
)

。

『
ヴ
ェ
ネ
ッ

の
な
か
で
、
こ
の
画
家
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
、

十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て

ロ
ン
ギ
の
作
品
の
な
か
の
束
の
間
の
印
象
こ
そ
が
、
他
の
何
よ
り
も
、
生
き
る
こ
と
の
心
地
よ
さ

(
d
o
u
c
e
u
r
)

と
楽
し
み

と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や
場
所
の
な
か
に
は
、
生
き
る
こ
と
が
楽
で
容
易
く
、
生
へ
の
信
頼
を
回

復
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
時
代
や
場
所
が
、
じ
つ
は
あ
る
。
そ
う
い
う
ご
く
短
い
時
期
に
は
、
小
凪

(
a
c
c
a
l
m
i
e
)

な
も
の
、

出
来
事
と
出
来
事
と
の
あ
い
だ
の
協
和
と
で
も
い
っ
た
も
の
が
生
ま
れ
て
、

生
き
る
こ
と
が
容
易
い
も
の
に
な
る
。

そ
れ
は
、

ま
た
、
頗
廃
の
時
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
で
も
あ
る
。
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
、
こ
の
よ
う
な
く
つ
ろ
ぎ

(
d
e
t
e
n
t
e
)

い
る
。

た
い
が
い
、
洗
練
・
礼
節
・
軽
桃
の
時
代
、
愛
す
べ
き
寛
大
さ
の
時
代
、
優
雅
・
贅
沢
の
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
は

(
p
p
.
 

6
5
-
6
)

。

の
よ
う



ïð

た
い
へ
ん
興
味
深
い
の
は
、
小
説
『
顔
合
わ
せ
』

こ
。

t
 

レ
ニ
エ
は
、
こ
の
よ
う
に
あ
き
ら
か
に
「
小
凪
」

の
場
所
と
時
代
だ
と
見
な
し
た
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
愛
し
て
い
た
の

だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
愛
す
る
理
由
と
同
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
愛
す
る
理
由
と
が
、
要
す

る
に
同
じ
で
あ
る
点
で
あ
る
。
ふ
た
つ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
愛
す
る
理
由
は
、
ど
ち
ら
の
場
合
に
も

「
心
地
よ
さ
d
o
u
c
e
u
r
」
と

「く
つ
ろ
ぎ
d
e
t
e
n
te
」
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

レ
ニ
エ
は
、
「
心
地
よ
さ
」
と
「
く
つ
ろ
ぎ
」
と
が
得
ら
れ
る
か
ら
同
時
代
の
現

実
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
愛
着
し
た
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
「
心
地
よ
さ
」
と
「
く
つ
ろ
ぎ
」
と
が
あ
っ
た
と
思
っ
た
か
ら
十
八
世

紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
愛
着
し
た
の
で
あ
る
。
別
の
見
方
を
す
る
な
ら
、

思

っ
た

「
心
地
よ
さ
」
と

「く
つ
ろ
ぎ
」
と
が
、

同
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
も
感
じ
ら
れ
た
か
ら
、

同
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

を
愛
し
、
も
う

一
方
で、

同
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
感
じ
取
っ
た

「
心
地
よ
さ
」
と

「く
つ
ろ
ぎ
」
と
を
、
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
に
投
影
し
て
、
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
愛
し
た
の
だ
、
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
と
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
と
は
、

と
、
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
と
が
、

の
な
か
で
は
、

ふ
た
つ
に
分
裂
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
顔
合
わ
せ
』

は、

自
分
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

わ
た
く
し
は
、
ド
・
ブ
ロ
ス
議
長
の
書
簡
集
を
読
ん
だ
し
、

の
語
り
手

レ
ニ
エ
は
、
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
あ
っ
た
と

レ
ニ
エ
の
な
か
で
統
合
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
っ

レ
ニ
エ
の
抱
い
て
い
た
同
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着

カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
回
想
録
に
親
し
ん
で
は
い
た
け
れ
ど
も
、
わ
た

い
ず
れ
に
し
て
も
、
同
時
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た
高
齢
の
友
人
夫
婦
の
、
特
に
夫
人
の
案
内
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
楽
し
み
方
を
知
っ
た
の
だ
と
い
う
。

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

C
a
s
an
o
v
a
 d
e
 S
e
in
g
a]t, 
1
7
2
5
 
|
 9
8
)
 

(
G
i
a
c
o
m
o
 

e
n
c
h
a
n
t
e
m
e
nt) 
に
魅
了
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
の
過
去
を
必
要
と
し
な
か
っ
た

く
し
に
と
っ
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
生
き
た
魅
力

(
s
o
n
v
i
v
a
n
t
 

(3
)
 

(
p
p
.
 11

-2
)。

し
ろ
逆
に
、
そ
の
魅
力
的
な
、
独
特
の、

心
地
よ

い
現
実

(s
a
c
h
a
r
m
a
n
 te
 ̀

 
so
n
 o
ri
gi
n
a
le
 ̀

 
s
a
 d
o
u
c
e
 re
a
li
te)

以
上

の
も
の

(p. 1
2
)

。
す
な
わ
ち
、

小
説
の
な
か
の
こ
の
語
り
手
は、

同
時
代
の
現
実
の
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
だ
け
に
愛
着
し
て
い
る
存
在
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
右
の
引
用
文
中
に
名
前
の
出
た
ド
・
ブ
ロ
ス
議
長

(
C
h
a
r
l
e
s
d
e
 B
r
o
s
s
e
s
 ̀＂

'P
r
e
s
id
e
n
t-
"
,
 1
7
0
9
-
-1
7
7
7
)
 

ネ
ツ
ィ
ア
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
た
ち
の
様
子
を
活
写
し
た
人
物
だ
っ
た
。
ド
・
ブ
ロ
ス
の
書
簡
集
は
、

カ
サ
ノ
ヴ
ァ

ょ、
~' 

一
七
四

0
年
代
に
イ
タ
リ
ア
を
旅
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
で
、
旅
先
か
ら
友
人
に
書
き
送

っ
た
数
通
の
手
紙
の
な
か
に
、
当
時
の
ヴ
ェ

の
回
想
録
と
並
ん
で
、
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
知
る
た
め
に
は
必
読
の
書
と
な
っ

な
お
、
右
の
引
川
文
中
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
た

「ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
生
き
た
魅
力
」
、
「
そ
の
魅
力
的
な
、
独
特
の
、
心
地
よ

い
現

実
」
に
つ
い
て
、
語
り
手
は
、
小
説
の
な
か
の
別
の
箇
所
で
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
見
て
お
こ
う
。
語
り
手
は
、

何
度
も
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
滞
在
し
た
経
験
を
持
つ
人
物
だ
が
、
最
初
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ア
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
滞
在
さ
せ
て
く
れ

を
求
め
な
か
っ
た
」
、
と
も
い
う
の
で
あ
る

語
り
手
は
ま
た
、「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
わ
た
く
し
に
と
っ
て
、

一
度
た
り
と
も

『夢
の
町』

で
あ
っ
た
こ
と
は
な
く
、
…
…
む
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代
の
現
実
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ど
ち
ら
の
場
合
に
も
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
民
衆
た
ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
、
距
離
を
置
い
た
視
点
か
ら
、
好
ま
し
い
も
の
と
捉
え
ら

こ
の
よ
う
に
、
小
説
『
顔
合
わ
せ
』

(p. 2
3
)

。

の
語
り
手
は
、
作
者
レ
ニ
エ

の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
対
す
る
愛
着
の
半
面
、

す
な
わ
ち
同
時

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

的
で
感
動
的
な
細
部
が
何
と
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
か

の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、

穏
和
な
、
絵
に
な
る

こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
た
く
し
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
生
き
る
こ
と
の
心
地
よ
さ

審
美
家
と
し
て
で
も
、
俗
物
と
し
て
で
も
な
く
、
む
し
ろ
、
光
と
色
と
美
と
を
愛
好
す
る
者
と
し
て
学
び
、
ま
た
、
ヴ
ェ
ネ

学
ん
だ
の
で
あ
る

(
p
.
 

1
4
)

。

こ
の
箇
所
の
後
半
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人

（
お
そ
ら
く
庶
民
を
指
す）

イ
集

『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
暮
ら
し
』

の
生
活
ぶ
り
に
関
す
る
見
方
は
、

の
な
か
の
つ
ぎ
の
箇
所
で
の
見
方
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
路
地
や
小
広
場
を
親
し
く
訪
れ
て
み
て
こ
そ
、
民
衆
的
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

(p
itto
r
e
s
q
u
e)

貧
困
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
生
活
に
は
魅
力

エ
ッ
セ

ツ
ィ
ア
人
の
魅
力
的
で、

奇
妙
で、

穏
や
か
で
、
絵
に
な
る

(pittor
e
s
q
u
e)

生
活
ぶ
り
を
見
て
面
白
が
る
者
と
し
て
、

(
d
o
u
c
e
ur)

を
、
観
光
客
と
し
て
で
も
、
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注

H
を
集
め
る
こ
と
も
な
か
っ
た

る
つ
ぎ
の
ふ
た
つ
の
箇
所
に
注

H
し
よ
う
。

で
は
、

レ
ニ
エ
は
な
ぜ
、
『
顔
合
わ
せ
』

の
語
り
手
を
、
同
時
代
の
現
実
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
か
ら
だ
け
喜
び
を
得
て
き
た
人
物

と
い
う
ふ
う
に
、
自
分
の
一
面
の
み
を
強
調
す
る
設
定
に
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
語
り
手
を
ご
く
普
通
の
正
常
な
存
在
と
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
作
中
で
語
ら
れ
る
怪
異
現
象
に
つ
い
て
、
読
み
手
の
不
信
を
回
避
し
つ
つ
、
し
だ
い
に
信
川
さ
せ
て
ゆ
く
方
略
だ

レ
ニ
エ
は
、
語
り
手
に
、
繰
り
返
し
、
自
分
が
普
通
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
せ
る
。
た
と
え
ば
、
冒
頭
近
く
に
み
ら
れ

わ
た
く
し
は
、
ご
く
並
日
通
の
人
間
で
あ
り
、
特
殊
な
能
力
に
よ
っ
て
並
外
れ
て
い
る
こ
と
も
な
く
、
知
的
な
功
績
に
よ
っ
て

わ
た
く
し
は
、
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、

以
前
か
ら
魔
法
に
か
け
ら
れ
て
い
た
り
、

魔
法
の
指
輪
を
指
に
嵌
め
ら
れ
て
い

た
り
し
た
者
で
は
な
く
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
関
し
て
ロ
マ

ン
、
王
義
を
身
に
帯
び
る
こ
と
な
ど

一
度
も
な
か
っ
た
者
で
あ
る

(
p
.
 

1
3
)

。

語
り
手
が
こ
う
い
う

「並口通
の
人
間
」

で
あ
る
と
ど
う
な
る
か
。
た
と
え
ば
、
語
り
手
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
知
人
（
ア
パ

ー

ト
メ
ン
ト
を
紹
介
し
て
く
れ
る
人
物
）

っ
た
に
違
い
な
い
。

(p. 9
)
 0
 

の
口
か
ら
、
歴
史
槽
物
館
の
陳
列
ケ
ー
ス
の
な
か
か
ら
、
ケ
ー
ス
に
は
何
の
異
常
も
な
い

ま
ま
胸
像
が
失
わ
れ
た
事
件
を
、
胸
像
が

「失
踪
し
た
e
s
t
p
a
r
ti」
と
い
う
ふ
う
に
、
あ
た
か
も
胸
像
そ
の
も
の
が
自
分
の
意
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最
終
的
に
は
、

し
て
い
る

志
で
ケ
ー
ス
か
ら
抜
け
出
た
か
の
よ
う
な
、

謎
め
い
た
事
件
と
し
て
聞
か
さ
れ
る
の
だ
が

(p.
4
0
)

、
語
り
手
は
そ
れ
を
巧
妙
な

盗
難
事
件
だ
ろ
う
と
考
え
続
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
胸
像
の
梢
失
を
巧
妙
な
盗
難
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
は
、
多
く
の
読
者
の

反
応
で
も
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
レ
ニ
エ

は
、
語
り
手
に
読
者
の
考
え
を
先
取
り
さ
せ
て
、
読
者
の
不
信
を
回
避
し
て
い
る
の
だ
と

レ
ニ
エ

が
語
り
手
の
正
常
さ
を
利
川
し
な
が
ら
読
者
の
不
信
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
例
は
、
『
顔
合
わ
せ』

の
な
か
で
他

に
も
見
つ

か
る
。
語
り
手
は
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
到
着
し
た

8
の
夜
、
以
前
に
好
ん
で
い
た
と
お
り
に
路
地
を
散
策
し
よ
う
と
し
て
、

原
因
不
明
の
不
安
を
感
じ
る
。
語
り
手
は
こ
の
町
の
治
安
が
す
こ
ぶ
る
良
い
こ
と
を
知

っ
て
い
る
の
で
、
危
険
を
感
じ
て
い
る
わ

(
p
p. 25---6)
。
語
り
手
は
、
不
安
の
原
因
を
、
長
旅
の
あ
い
だ
身
体
を
動
か
さ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
よ
う
と

す
る
。
語
り
手
が
こ
う
し
て

「
正
常
な
」
考
え
方
を
し
て
い
る
か
ら
、
読
者
は
安
心
し
て
そ
の
語
り
を
読
み
進
め
て
ゆ
く
。

物
語
が
大
詰
め
に
近
づ

い
た
こ
ろ
に
な
っ
て
も
、
あ
い
か
わ
ら
ず
語
り
手
は
自
分
の
正
常
さ
を
強
調
し
続
け
る
の
だ
が
、
そ
こ

で
は
、

レ
ニ
エ

は
語
り
手
の
正
常
さ
を
利
用
し
な
が
ら
、

読
み
手
の
不
信
を
回
避
し

つ
つ

、
異
常
現
象
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
強
調

し
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
語
り
手
は
、
自
分
が
仮
住
ま
い
を
し
て
い
る
部
屋
の
扉
鏡
の
な
か
か
ら
自
分
の
鏡
像
が
消
え

て
し
ま
う
と
い
う
異
常
現
象
に
は
じ
め
て
気
付
い
た
と
き
に
、
そ
の
現
象
が
起
き
た
日
時
を
記
録
し
て
、
自
分
の
正
常
さ
を
強
調

(p. 
11
2)。
ま
た、

語
り
手
は、

ま
も
な
く
手
鍛
を
川
立
息
し
て
、

そ
の
な
か
に
は
自
分
の
鍛
像
が
映
し
出
さ
れ
て
い

る
の
を
確
認
し
、
鏡
像
の
梢
失
が
、
偽
扉
の
大
鏡
に
だ
け
生
じ
る
特
殊
な
現
象
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る

こ
う
し
て
、

け
で
は
な
い

い
え
る
。

(
p
.
 

1
2
0
)

。

レ
ニ
エ

は
、
語
り
手
の
正
常
さ
を
利
川
し
な
が
ら
、
し
だ
い
に
異
常
現
象
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
確
立
し
て
ゆ
き
、

一
転
し
て
、
語
り
手
の
心
に
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ

ア
に
来
た
い
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
た
の
も
、
寂
し

い
地
区
の
古
い
館
に
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が
ヽ

一
般
に
は
評
価
の
低
い
十
八
世
紀
の

紀
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
作
曲
家
の
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ

活
躍
し
た
の
が
十
六
世
紀
、
作
曲
家
の
モ
ン
テ
ヴ
ェ
ル
デ
ィ

(
C
l
a
u
d
i
o
 M
o
n
t
e
v
e
r
d
i
 ̀

 
1
5
6
7
-
1
64
3
)
 

(Tiziano Vicelli ̀

 
1
4
8
8
-
1
5
7
6
)
 

ポ
ー
ロ

家
と
し
て
の
最
盛
期
は
、

住
ま
わ
せ
、
そ
こ
か
ら
出
な
い
よ
う
に
し
た
の
も
、
語
り
手
の
存
在
を
消
し
去
ろ
う
と
し
た
の
も
、

の

館
を
建
て
て
住
ま
い
、
今
は
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
か
つ
て
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
読
者
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
そ
の
方
略
は
、
こ

の
小
説
で
描
き
出
さ
れ
る
枇
界
に
つ
い
て
い
え
ば
、

そ
れ
で
は
、

現
れ
て
い
る
の
か
。
小
説
の
表
面
に
見
ら
れ
る
部
分
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、

み
ご
と
に
成
功
し
て
い
る
。

レ
ニ
エ
自
身
の
も
う
一
面
で
あ
る
、
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
は
、
小
説
『
顔
合
わ
せ
』

の
ど
こ
に

レ
ニ
エ
の
愛
着
は
、
異
常
現
象
の
源
と
な
る
十
八
世

紀
の
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
、
こ

の
貴
族
の
住
ま

っ
た
館
、
異
常
現
象
に
関
与
し
て
い
る
ら
し
い
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人、

と
い
う
三
つ

ま
ず
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ

の
小
説
の
な
か
で
語
り
手
と
重
要
な
関
係
を
持
つ
こ
と
に
な
る
過
去
の

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
は
、
十
八
世
紀
人
で
あ
る
必
然
性
は
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
都
市
国
家
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
建
国
は
古
く
、

初
代
の
統
領
が
選
出
さ
れ
た
の
が
六
九
七
年
、
現
在
の
島
に
政
庁
が
移
転
さ
れ
た
の
が
八

一
0
年
で
あ
る
。
商
業
国
家
・
海
軍
国

一
般
に
十
三
＼
十
五
世
紀
頃
だ
と
い
わ
れ
る
。
冒
険
心
に
富
む
怜
悧
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
尚
人
マ
ル

コ・

(M
a
r
c
o
 P
o
lo
 ̀
 
1
2
5
4
-
1
3
2
8
)

が
括
躍
し
た
の
も
、
十
四
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
都
市
が
文
化
の
面
で
ヨ
ー
ロ

ッ

パ
を
リ
ー
ド
し
た
の
は
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
の
こ
と
で
、
画
家
の
テ
イ
ツ
ィ
ア
ー
ノ

一
般
に
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
頗
廃
期
だ
と
し
て
評
価
の
低
い
時
期
で
あ
る
。

の
話
躍
し
た
の
が
十
七
枇

(
A
n
t
o
n
i
o
 Vivaldi ̀

 
1
6
7
8
-
1
7
4
1
)

が
活
躍
す
る
の
は
十
八
世
紀
前
半
だ

に
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
も
十
八
世
紀
に
こ
の
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傑
作
に
出
会

っ
た
の
で
、
思
わ
ず
、
驚
瞳
と
神
秘
の
思
い
が
あ
ふ
れ
出
た

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
あ
え
て
選
び
取
り
、
そ
の
時
代
の
貴
族
を
小
説
中
の
重
要
な
存
在
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
作
者

ま
た
、
こ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
が
建
て
装
飾
し
た
と
さ
れ
る
十
八
世
紀
の
邸
の
な
か
の
部
屋
々
々
に
つ
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ

は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

な
描
写
の
仕
方
に
、

レ
ニ
エ

は
こ
れ
ら
の
部
屋
を
ま
こ
と
に
魅
力
的
に
描
き
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
じ
つ
は
、
そ
の
魅
力
的

レ
ニ
エ
の
十
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
が
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
ハ
ロ
ッ
ク
風
の
装
飾
が
ほ
ど
こ

さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
部
屋
々
々
の
な
か
で
も
、
語
り
手
が
と
り
わ
け
魅
了
さ
れ
る
居
間
の
描
写
を
読
ん
で
み
よ
う
。

た
し
か
に
、
わ
た
く
し
は
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
の
装
飾
載
人
た
ち
が
得
意
と
し
て
い
た
化
粧
漆
喰
細
工

の
絨

一
度
な
ら
ず
感
瞳
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し、

わ
た
く
し
の
眼
前
に
あ
る
も
の
に
匹
敵
す
る
よ
う

な
、
こ
こ
ま
で
の
奇
想
の
美
に
到
逹
し
て
い
る
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
多
数
の
鍛、

陶
製
装
飾
の
す
べ
て
が
、
洗
練
さ
れ
た
独
特
の
優
美
さ
を
見
せ
な
が
ら
、

ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
を
作
り
出
し
て
い
た
。
こ
の

哀
れ
な
ほ
ど
に
見
窄
ら
し
く
、
取
り
返
し
が
つ
か
ぬ

ほ
ど
に
頗
廃
し
た
古
い
館、

は
緑
青
を
浮
か
び
出
さ
せ
、
栄
光
を
失
い
、
用
済
み
に
な
っ
た
か
の
よ
う
な
古
い
館
の
奥
で
、
こ
の
よ
う
な
思
い
も
よ
ら
ぬ

じ
つ

は
、
小
説
『
顔
合
わ
せ』

細
な
出
来
映
え
に
、

フ
ア
サ
ー
ド
は
灰
色
に
変
色
し
、
鎧
戸
に

(
p
.
 

6
3
)

。

ア
ラ
ベ
ス
ク
模
様
、
彫
像
、

で
描
写
さ
れ
て
い
る
館
と
そ
の
な
か
の
部
屋
々
々
は
、
完
全
な
虚
構
で
は
な
い
。
作
中
で

「
カ

ル
ミ
ニ
教
会
前
の
ア
ル
テ
ィ
ネ
ン
ゴ
館
P
a
lazzo
A
ltin
e
n
g
o
 ai 
C
a
r
m
i
n
i
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
建
物
は
、
実
際
に
は

「カ
ル

ミ

レ
ニ
エ
の
好
み
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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て
い
る
。

ま
た
、
小
説
『
顔
合
わ
せ
』

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
愚
行
を
犯
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る

ニ
教
会
の
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
ミ
ン
館

P
a
la
z
z
o
V
 en
d
r
a
m
i
n
 d
e
i
 Ca
r
m
i
n
i
」
も
し
く
は

「カ
ル
ミ
ニ
教
会
前
の
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
ミ
ン
館

P
a
l
a
z
z
o
 V
 en
d
r
a
m
i
n
 ai 
C
a
r
m
i
n
i
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
建
物
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
ミ
ン
館
は
、
今
も
作
中
で
語
ら
れ
る
の
と

変
わ
ら
ず
、

ひ
っ
そ
り
と
狭
い
運
河
に
面
し
て
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

拙
文
の
執
筆
時
点
(
―
IO
I
―
年
）

ィ
ア
・
カ
・
フ
ォ
ス
カ
リ
大
学
の
東
ア
ジ
ア
研
究
学
科
が
入
っ
て
い
る
建
物
で
あ
る
。

エ
ッ
セ
イ
集
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
暮
ら
し
』

屋
々
々
を
借
り
て
住
ま
っ
た
。
当
時
、
こ

の
館
は
維
持
状
態
が
す
こ
ぶ
る
悪
く
居
住
に
は
適
さ
な
か
っ
た
が
、

ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
ゆ
え
に
そ
こ
を
借
り
た
の
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

の
な
か
で
は
、

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

部
屋
々
々
の
陶
製
と
化
粧
漆
喰
と
に
よ
る
装
飾
に
は
魅
力
を
感
じ
た
に
し
て
も
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
描
か
れ

で
、
ヴ
ェ
ネ
ッ

レ
ニ
エ
は
ヴ
ェ
ネ

カ
ル
ミ
ニ
前
の
ヴ
ェ
ン
ド
ラ
ミ
ン
館
の
な

か
の
中
二
階
に
住
ま
お
う
な
ど
と
思
う
の
は
蛮
勇
に
違
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
愛
し
た
ら
、
ひ
と
は
、

(
p
.
 16

3
)
 0
 

の
な
か
で
十
八
世
紀
の
貴
族
が
姿
を
あ
ら
わ
す
大
鏡
も
、

扉
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
偽
扉
と
鏡
は
、
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
暮
ら
し
』

の
記
述
に
よ
れ
ば
、

レ
ニ
エ
は
、

レ
ニ
エ
が
仮
住
ま
い
を
し
た
館
に
あ
っ

た
大
鏡
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
大
鏡
は
、
居
間
に
四
つ
あ
る
扉
の
な
か
の
ひ
と
つ
、
ど
の
部
屋
に
も
通
じ
て
い
な
い
偽

一
九
二
三
年
の
秋
に
こ
の
館
の
中
二
階
の
部
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実
際
の
大
鏡
に
関
す
る
「
こ
の
鍛
扉
を
開
け
る
と
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
間
い
が
発
展
し
て
、
小
説
『
顔
合
わ
せ
』

な
か
で
は
、
過
去
を
映
し
出
す
鍛
へ
と
変
容
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

半
分
死
ん
だ
よ
う
に
静
か
な
こ
の
古
い
ア
ル
テ
ィ
ネ
ン
ゴ
館
を
借
り
受
け
た
の
は
、

間

"11
語
り
手〕

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
る
と
、
突
然
、
大
理
石
の
枠
の
な
か
に
立
っ
て
い
る
大
鏡

の
な
か
の
、
わ
た
く
し
の
遠
く
朧
気
な
姿
に
気
付
い
た
。
わ
た
く
し
の
鏡
像
は
、
ま
る
で
、
映
し
出
さ
れ
る
だ
け
で
声
を
立

て
る
こ
と
の
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
影
の
存
在
の
な
か
に
突
然
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
た

た
だ
ひ
と
つ
、

黄
色

い
大
理
石
の
枠
の
な
か
に
立
っ
て
い
る
大
鏡
だ
け
が
、
部
屋
の
散
乱
す
る
光
に
対
し
て
、
金
属
的
な
、

冷
た
い
、
奇
妙
に
屈
折
し
た
表
面
を
向
け
て
い
た
。
鏡
が
立
っ
て
い
る
様
子
は
、
ま
る
で
、
こ
の
世
と
は
別
の
世
界
に
開
い

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
…
…

(
p
.
1
6
2
)
 0
 

こ
の
扉
は
全
体
が
ガ
ラ
ス
で
出
来
て
い
て
、
扉
は
、
時
を
経
た
結
果
、
見
る
者
を
ひ
ど
く
不
安
な
思
い
に
さ
せ
る
鏡
に
変
わ

っ
て
い
た
。
こ
の
大
鍛
は
、
時
を
経
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
曇
り
が
生
じ
た
わ
け
で
も
楊
が
付
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
け
れ

ど
も
、

ガ
ラ
ス
が
液
休
性
の
金
属
の
よ
う
な
も
の
と
な
り
、
物
や
姿
を
、
夜
の
色
調
を
帯
び
た
遠
い
現
象
と
し
て
、
明
澄
で

あ
り
な
が
ら
、
冥
界
の
深
さ
の
う
ち
に
映
し
出
し
た
。
鏡
に
近
寄
る
と
、
そ
こ
に
は
自
分
の
幻
影
と
部
屋
全
体
と
が
見
え
た

が
、
そ
れ
ら
の
姿
は
、
ま
る
で
突
然
の
間
夜
に
包
ま
れ
た
か
の
よ
う
に
、
色
彩
を
失
っ
て
い
た
。
こ
の
鏡
扉
を
空
け
る
と
何

つ
ぎ
の
ふ
た
つ
の
箇
所
。

の

ほ
と
ん
ど
生
き
て
い
る
と
い
え
な
い
人

(
p
.
 

6
6
)
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て
い
る
柱
廊
の
よ
う
で
あ
り
、

の
が
、
現
実
と
同
じ
ア
ラ
ベ
ス
ク
模
様
と
多
数
の
小
像
と
を
備
え
つ
つ
も
、

少
し
ま
と
め
て
い
え
ば
、
作
者
レ
ニ
エ
に
は
、
十
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
が
あ
り
、
そ
の
愛
着
に
び
っ
た
り
の
十
八

世
紀
装
飾
に
満
ち
た
ア
パ

ー
ト
メ
ン
ト
に
仮
住
ま

い
を
し、

そ
の
部
屋
の
な
か
に
あ
っ
た
大
鍛
か
ら
着
想
を
得
て
、
鍛
に
ま
つ

わ

る
小
説

『顔
合
わ
せ
』
を
執
筆
し
た
の
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
ヘ
の
愛
着
が
な
け
れ
ば
生
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
作
品
だ
と
い
え
る
。

小
説

『顔
合
わ
せ
』
で
は
、

い
わ
ば
現
実
感
の
あ
る
夢
の
な
か
で
、
視
野
が
逆
転
し
て
、
化
粧
漆
喰
の
こ
の
居
間
そ
の
も

(
p
.
 

8
8
)

。

一
世
紀
前
ま
で
、
到
逹
で
き
な
い
ほ
ど
に
後
退

つ
ま
り
、
小
説

『顔
合
わ
せ
』
そ
の
も
の
が
、
も
と
も
と
レ

ニ
エ

に
十
八
世
紀

レ
ニ
エ

の
十
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
が
、
さ
ら
に
別
の
側
面
に
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。

作
中
、
語
り
手
に
次
い
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
登
場
人
物
に
、
プ
レ
ン
テ
ィ
ナ
ー
リ

ャ

ィ
ア
人
が
い
る
。
プ
レ
ン
テ
ィ
ナ
ー
リ
ャ
は
、
語
り
手
の
身
に
起
こ
る
怪
異
な
出
来
事
を
魔
術
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
し
て
い
る
人

物
か
も
し
れ
な
い
し
、
単
に
間
接
的
に
出
来
事
に
関
与
し
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
人
物
の
出
来
事

へ
の
正
確
な
関
わ

り
方
は
最
後
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
語
り
手
と
旧
知
の
仲
で
あ
る
こ
の
人
物
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
や

っ
て
き
た
語
り
手
に
向
か
っ
て
、
ま
ず
、
市
歴
史
陣
物
館
か
ら
十
八
世
紀
貴
族
の
胸
像
が
消
失
し
た
こ
と
を
語
り
、
そ
の
後
、
寂

し
い
地
区
に
あ
る
古
び
た
ア
ル
テ
ィ
ネ
ン
ゴ
館
を
紹
介
し
、
最
後
に
、
市
歴
史
博
物
館
に
十
八
世
紀
貴
族
の
胸
像
が
戻
っ
た
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
胸
像
の
頭
に
梢
失
以
前
に
は
な
か
っ
た
楊
が

つ
い
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
、
き
わ
め
て
重
要
な
登
場
人
物
で
あ
る
。

こ
の
プ
レ
ン
テ
ィ
ナ
ー
リ
ャ
は
、
十
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
第
一
に
そ
の
外
貌
。

し
、
神
秘
的
な
夜
の
な
か
に
あ
る
の
だ
っ
た

(P
r
e
n
 tin
a
glia)

と
い
う
ヴ
ェ
ネ
ッ
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れ
る
。

な
お
、
引
用
文
中
に
名
前
の
出
る
ゴ
ッ
ツ
ィ

テ
イ
ベ
リ
オ
・
プ
レ
ン
テ
ィ
ナ
ー
リ
ャ
は
、
悪
魔
の
よ
う
な
大
男
で
、
痩
せ
て
、
ぎ
こ
ち
な
く
、

ツ
ィ
ア
共
和
国
(

l

a

S
e
r
e
n
i
s
s
i
m
e
 R
e
p
u
b
l
i
q
u
e
)

時
代
風
の
、

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
だ
っ
た

(
p
.
 

3
0
)

。

プ
レ
ン
テ
ィ
ナ
ー
リ
ャ
の
指
輪
に
は
、

ゴ
ッ
ツ
ィ
や
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
時
代
風
の
、

(
C
a
r
l
o
 G
o
 
N
N
i
`
 
1
7
2
0
-
1
8
0
6
)
 

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

は
劇
作
家
で
、

ほ
ん
も
の
の
ヴ

カ
サ
ノ
ヴ
ァ
と
と
も
に
十
八
世
紀

レ
ニ
エ
の
頭
の
な
か
で
は
、

「
い
と
も
静
謡
な
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共

和
国
」
お
よ
び
「
ほ
ん
も
の
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
」
が
、
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

り
、
レ
ニ
エ
は
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
こ
そ
が
も
っ
と
も
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ら
し
い
時
代
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

第
二
に
、
プ
レ
ン
テ
ィ
ナ
ー
リ
ャ
の
十
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
の
関
わ
り
は
、
こ
の
人
物
が
指
に
嵌
め
て
い
る
指
輪
に
見
ら

ヵ
ハ
ラ
の
記
号
を
彫
り
込
ん
だ
紅
玉
髄
の
印
形
を
取
り
付
け
て
あ
っ
た
。
そ
の
指
輪

は
、
元
は
と
い
え
ば
、
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
オ
カ
ル
ト
学
に
通
じ
た
人
物
が
所
有
し
て
い
た
も

の
だ
っ
た
。
そ
の
指
輪
は
、
プ
レ
ン
テ
ィ
ナ
ー
リ
ャ
が
好
ん
だ
魔
術
師
と
し
て
の
振
る
舞
い
に
び
っ
た
り
の
も
の
で
あ
り
、

魔
術
師
は
プ
レ
ン
テ
ィ
ナ
ー
リ
ャ
の
さ
ま
ざ
ま
な
役
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
だ
・
:
・
:
（
p
.
4
4
)

。

つ
ま

い
と
も
静
論
な
る
ヴ
ェ
ネ
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て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。

プ
レ
ン
テ
ィ
ナ
ー
リ
ャ
は
、
現
代
の
な
か
で
、
ま
だ
十
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
風
貌
を
た
た
え
な
が
ら
、
十
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
風
の
生
き
方
を
し
て
い
る
人
物
、
現
代
の
な
か
に
十
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
持
ち
込
ん
で
い
る
人
物
で
あ
る
。
見
方
を

変
え
る
な
ら
、
こ
れ
は
、

レ
ニ
エ
の
十
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
対
す
る
愛
着
と
造
詣
と
が
造
型
し
、
蘇
ら
せ
て
い
る
人
物
だ
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
を
造
型
し
た
レ
ニ
エ
自
身
は
、「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
生
き
た
魅
力
に
魅
了
さ
れ
る
た
め

に
、
そ
の
過
去
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
小
説
『
顔
合
わ
せ
』

小
説

『顔
合
わ
せ
』

し
て
み
よ
う
。

の
な
か
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
同
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
だ
け
魅
力
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
語
り
手
は
、
十

八
世
紀
に
作
ら
れ
十
八
世
紀
の
装
飾
が
施
さ
れ
た
部
屋
の
な
か
に
暮
ら
し
、
部
屋
の
鏡
扉
を
媒
介
に
し
て
、
か
つ
て
そ
の
部
屋
を

作
っ
た
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
と
顔
を
合
わ
せ
る
。
そ
の
過
程
を
、
角
度
を
変
え
て
、
作
者
レ
ニ
エ
に
つ
い
て
捉
え
~

レ
ニ
エ

に
は
、
同
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
が
あ
り
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
同
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
魅

了
さ
れ
て
い
る
語
り
手
と
し
て
追
型
さ
れ
た
。
し
か
し、

の
語
り
手
と
は
正
反
対
に
、
十
八
世
紀
と
い
う
ヴ
ェ
ネ
ッ

レ
ニ
エ

に
は
、
も
う

一
方
で
、
十
八
世
紀
の
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
魅
了
さ

れ
る
側
面
が
あ
り
、
こ
の
側
面
が
、
十
八
世
紀
の
館
の
部
屋
、
館
の
か
つ
て
の
持
ち
主
で
あ
る
十
八
世
紀
貴
族
や
、
狂
言
回
し
を

す
る
十
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
風
の
男
プ
レ
ン
テ
ィ
ナ
ー
リ
ャ
と
し
て
造
型
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
精
神
の
構
造
か
ら
見
る
な

ら
、
こ
の
小
説
で
は
、
同
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
愛
着
し
て
い
る
レ
ニ
エ
と
、
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
愛
着
し
て
い
る

レ
ニ
エ
と
が
一
旦
分
裂
し
、
そ
の
分
裂
し
た
ふ
た
つ
の
レ
ニ
エ
が
、
鏡
扉
を
媒
介
に
し
な
が
ら
、
最
終
段
階
で
合
一
し
よ
う
と
し

ィ
ア
の
過
去
に
強
く
魅
了
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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今
し
方
見
た
と
お
り
、

『
顔
合
わ
せ』

レ
ニ
エ

の
小
説

『顔
合
わ
せ
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

部
屋
の
鍛
扉
を
挟

み
な
が
ら
進
行
し
て
ゆ
く
、
語
り
手
と
、
部
屋
の
か

つ
て
の
持
ち
主
で
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
貴
族
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

た
、
鏡
を
媒
介
に
し
て
、
生
者
と
死
者
と
が
奇
妙
な
交
錯
を
す
る
話
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
鍛
は
偽
扉
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
、
扉
の
後
ろ
に
は
何
も
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
こ
の
鏡
は
部
屋
の
様
子
を
映
し
出
す

だ
け
で
な
く
、
鏡
の
世
界
の
な
か
で
は
、
死
者
で
あ
る
は
ず
の
十
八
世
紀
人
が
、
あ
た
か
も
生
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
存
在
し
、

生
者
で
あ
る
は
ず
の
語
り
手
の
存
在
は
梢
失
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
そ
れ
は
鏡
を
境
に
し
な
が
ら
、
現
実

の
世
界
と
鏡
の
奥
の
世
界
と
が
、
対
称
性
を
示
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
存
在
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ

の
な
か
で
は
、
こ

の
よ
う
に
部
屋
の
鏡
扉
を
挟
ん
で
現
在
の
世
界
と
過
去
の
世
界
と
が
対
称
的
に
存
在
し
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
現
実
と
鏡
像
、
あ
る
い
は
、
異
な
る
ふ
た
つ
の
世
界
が
対
称
性
に
存
在
し
て
い
る
例
が
見
つ

な
か
で
も
興
味
深
い
の
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市
歴
史
陣
物
館
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
、
語
り
手
が
過
ご
す
居
間
、
居
間
の
鏡
扉
の
奥

の
世
界
、
と
い
う
三
者
の
あ
い
だ
に
見
ら
れ
る
対
称
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
の
胸
像
は
、
元

来
は
陣
物
館
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
姿
を
消
し
て
、
鏡
扉
の
向
こ
う
の
世
界
の
な
か

か
る
。

。
うヽ

鏡
の
暗
喩
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に
姿
を
現
す
。
そ
の
一
方
で
、
現
代
人
で
あ
る
語
り
手
は
、
大
鏡
の
取
り
付
け
ら
れ
た
居
間
、

い
わ
ば
一
種
の
大
き
な
ガ
ラ
ス
ケ

ー
ス
の
世
界

（こ
の
居
間
に
は
大
鍛
の
他
に
も
う

―つ

の
鏡
と
二
つ

の
ガ
ラ
ス
窓
が
あ
る
）
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
や
が
て
、
そ
こ

か
ら
姿
を
消
す
。
そ
し
て
ま
た
、
小
説
の
最
終
段
階
で
鏡
扉
の
向
こ
う
の
世
界
か
ら
姿
を
消
し
た
貴
族
は
、
ふ
た
た
び
陣
物
館
の

ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
収
ま
り
、
そ
の
一
方
で
、
居
間
と
い
う
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
か
ら
解
放
さ
れ
た
語
り
手
は
、
ふ
た
た
び
現
実
の
世
界

に
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ

の
小
説
の
な
か
で
は
、
鏡
扉
の
両
側
に
、
居
間
と
あ
の
但
と
が
存
在
し
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
こ
の
大
鏡
の
前
の
居
間
と
、
栂
物
館
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
と
は
ふ
た
つ
の
対
称
的
な
閉
鎖
空
間
を
な
し
て
い
る
の
で
あ

ま
た
、
予
想
さ
れ
る
と
お
り
、
『
顔
合
わ
せ
』

の
な
か
に
は
、
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
取
り
巻
く
潟
な
ら
び
に
運
河
と
、
そ
れ

ら
に
映
し
出
さ
れ
る
町
の
鏡
像
も
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
潟
と
運
河
が
つ
く
り
だ
す
鏡
像
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
学

作
品
や
絵
画
に
描
か
れ
る
常
套
的
イ
メ
ー
ジ
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
と
っ
て
根
本
的
な

現
象
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
大
鏡
に
映
し
出
さ
れ
る
鏡
像
を
め
ぐ
る
小
説
『
顔
合
わ
せ
』
は
、

い
わ
ば
町
全
体
に
鍛
像

が
行
き
渡
っ
て
い
る
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
厚
み
を
増
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、

『
顔
合
わ
せ』

は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
場
と
し
て
展
開
さ
れ
る
の
に
ま
こ
と
に
相
応
し

い
作
品
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
小
説
『
顔
合
わ
せ
』

る。

の
な
か
で
描
き
出
さ
れ
る
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
潟
・
運
河
に
現
れ
る
重
要
な
ひ
と
つ
の
鍛
像
は
、

夜
間
の
鏡
像
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
鋭
像
は
、
夜
に
、
語
り
手
が
暮
ら
す
居
間
で
燦
め
く
室
内
装
飾
と
呼
応
し
、

ま
た
、
居
間
の
大
鏡
の
な
か
で
燦
め
く
鏡
像
と
も
呼
応
す
る
の
で
あ
る
。
物
語
の
大
団
円
も
間
近
な
箇
所
、
語
り
手
が
、
居
間
の

大
鏡
を
挟
ん
で
十
八
世
紀
貴
族
の
亡
霊
と
、
夜
ご
と
、
何
時
間
も
向
き
合
っ
て
過
ご
し
、
鍛
を
割
っ
て
貴
族
が
居
間
に
入
っ
て
く
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る
の
を
今
か
今
か
と
待
っ
て
い
る
あ
た
り
の
記
述
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
時
は
夜
。
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
間
の
な
か
に
あ
る
。

語
り
手
は
、
蠍
燭
の
明
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
居
間
の
な
か
で
、
大
鏡
越
し
に
亡
霊
と
向
き
合
っ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
、
小

そ
の
間、

わ
れ
わ
れ
ふ
た
り

"
11
語
り
手
と
亡
霊
〕

喰
と
陶
磁
と
に
よ
る
豪
華
な
ハ
ロ
ッ
ク
様
式
の
室
内
装
飾
が
、
ま
る
で
多
数
の
黄
金
の
鏡

(ors
m
i
r
o
i
t
a
n
t
s
)
 

の
よ
う
に
輝
い
て
い
た
。
同
じ
時
に
、
わ
れ
わ
れ
ふ
た
り
の
頭
上
に
は
、
蝕
ま
れ
て
い
る
杭
々
の
う
え
に
、
老
朽
化
し
、
ぐ

ら
つ
い
て
い
る
古
い
ア
ル
テ
ィ
ネ
ン
ゴ
館
が
そ
び
え
、
そ
の
ま
わ
り
に
は
、
神
秘
的
な
夜
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
、
ヴ
ェ
ネ
ッ

ィ
ア
そ
の
も
の
の
鍛
像

(re
要
t
)

の
後
ろ
に
は
、
数
本
の
蠍
燭
の
明
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
、

古
い
化
粧
漆

の
う
え
に
、
壊
れ
も
の
の
よ
う
に
脆
く
複
雑
に
、
驚
く
べ
き
様
子
で
覆
い
被
さ
っ
て
い

る
。
こ
の
鏡
像
は
、
町
を
取
り
巻
く
潟
と
そ
こ
に
入
り
込
む
水
の
鏡
の
う
え
に
反
映
し
て
い
る
も
の

m
i
r
o
i
r
 d
e
 s
a
 l
a
g
u
n
e
 circulaire e
t
 d
e
 s
e
s
 e
a
u
x
 i
n
s
i
n
u
e
e
s
)
、
タ
タ
料
奴
の
碑
i

勅
唸
か
織
り
な
す
モ
ザ
イ
ク
模
様
の
隙
間
を

流
れ
る
一
千
も
の
運
河
に
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
う
え
に
は
、
わ
た
く
し
が
い
る
部
屋
の
床

の
螺
釧
の
一
片
の
よ
う
な
、
角
の
取
れ
た
円
盤
の
よ
う
な
、
瞬
く
月
が
輝
い
て
い
る
…
…

(
p
.
1
2
9
)

。

(
d
o
u
b
l
e
e
 p
a
r
 le 

こ
の
描
写
を
読
む
と
、
居
間
の
な
か
で
は
、
室
内
装
飾
の
一
片
々
々
が
蠍
燭
の
光
で
金
色
に
輝
く
多
数
の
小
鍛
（
「
黄
金
の

鍛
」
）
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
大
鍛
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
室
の
外
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
取
り
巻
く
潟
に
も
、
町
の
な

か
を
毛
細
血
管
の
よ
う
に
流
れ
る
多
数
の
運
河
に
も
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
多
く
の
建
物
が
映
り
、
こ
れ
ら
の
鍛
像
が
、

説
『
頻
合
わ
せ
』

の
な
か
の
描
写
の
頂
点
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

い
ず
れ
も

で
あ
る
か



îë レニエ 「顔合わせJとヴェネツィ ア

モ
ザ
イ
ク
の
一
片
々
々
の
よ
う
に
月
光
に
よ
っ
て
燦
め
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
化
粧
漆
喰
・
陶
磁
が
生
じ
さ
せ
る
多
数
の
小
鎚

と
、
そ
れ
ら
を
映
し
出
す
大
鏡
と
が
作
り
上
げ
る
現
象
は
、
室
内
空
間
に
の
み
孤
立
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ

ア
の
潟
と
運
河
と
い
う
巨
大
で
複
合
的
な
水
鍛
に
生
じ
る
大
き
な
反
映
現
象
の
な
か
に
生
じ
て
、
照
応
し
合

っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
室
内
装
飾
と
い
う
小
鏡
群
が
部
屋
の
大
鏡
に
映
し
出
さ
れ
る
現
象
は
ど
こ
で
も
生
じ
う
る
も
の
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
そ
の
現
象
が
巨
大
な
規
模
の
相
似
の
現
象
の
な
か
で
生
じ
う
る
場
と
し
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ほ
ど
完
全
な
町
は
他
に
考
え

ら
れ
な
い
。
こ
の
町
で
こ
そ
、
多
数
の
鏡
の
つ
く
り
あ
げ
る
ミ
ク

ロ
コ

ス
モ
ス
と
、
多
数
の
鍛
の
つ
く
り
あ
げ
る

マ
ク
ロ
コ

ス
モ

ス
と
が
あ
ざ
や
か
に
照
応
し
合
う
。
そ
の
意
味
で
、
室
内
と
町
全
体
と
で
同
時
に
多
数
の
鏡
の
反
射
が
生
じ
る

こ
の
描
写
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
を
場
と
す
る
作
品
の
み
に
可
能
な
描
写
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
、
語
り
手
が
い
る
居
間
の
大
鍛
も
一
種
の
水
鏡
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ

時
を
経
た
た
め
に
、
こ
の
大
鏡
は
、
深
い
水
の
よ
う
な
、
地
の
底
の
よ
う
な
、
日
く
言
い
難
い
見
事
な
外
見

(
u
n
i
n,
 

）
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
現
れ
る
鏡

d
e
finiss
a
b
le
 et
 a
d
m
i
r
a
b
le
 a
s
p
e
c
t
 d'
e
a
u
 p
rofo
n
d
e
 et c
o
m
m
e
 s
o
u
ter
r
a
m
e
 

像
は
、
黄
昏
時
の
不
明
瞭
さ
の
よ
う
な
、
遠
く
離
れ
た
、
神
秘
的
な
も
の
と
な
る
の
だ
っ
た

つ
ま
り
、
小
説
『
顔
合
わ
せ
』

を
映
し
出
す
。

。
、つ

の
な
か
で
は
、
居
間
の
大
鍛
は
通
常
の
鏡
と
い
う
よ
り
も
、

(
p
.
 111) 0 

『
顔
合
わ
せ
』

の

一
種
の
水
鍛
と
し
て
、
部
屋
の
様
子

い
い
か
え
れ
ば
、
居
間
の
大
鍛
と
い
う
こ
の
水
鍛
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
潟
・
運
河
と
い
う
外
部
の
水
鍛
と
呼
応
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と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
作
品
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

お
わ
り
に

以
上
を
ま
と
め
て
い
え
ば
、
小
説
『
顔
合
わ
せ
』

第
二
に
、

第
三
に
、
市
歴
史
博
物
館
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
と
、

の
な
か
に
は
、
四
つ
ほ
ど
の
呼
応
関
係
が
存
在
し
て
お
り
、
多
く
の
場
合
、

そ
の
呼
応
関
係
は
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
な
関
係
に
な
っ
て
い
た
り
、
実
休
と
そ
の
鍛
像
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
わ
け
で

第
一
に
、
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
、
潟
・
運
河
〔
11

水
鍛
〕
に
映
る
そ
の
鍛
像

ア
ル
テ
ィ
ネ
ン
ゴ
館
の
燦
め
く
居
間
と
、
居
間
の
大
鏡
〔
11

水
鋭
〕
に
映
し
出
さ
れ
る
そ
の
鍛
像
。

ア
ル
テ
ィ
ネ
ン
ゴ
館
の
な
か
の
鏡
扉
付
き
の
居
間
〔
11

大
き
な
ガ
ラ
ス
ケ
ー

第
四
に
、
鍛
を
挟
ん
で
向
か
い
合
う
、
現
代
の
語
り
手
（
生
者
）
と
、
十
八
世
紀
貴
族
（
死
者
）
。

『
顔
合
わ
せ
』

は
、
こ
の
よ
う
な
相
互
に
呼
応
し
合
う
関
係
を
描
い
て
、

重
層
性
を
見
せ

て
い
る
。
感
鎚
的
・
比
喩
的
に
い
う

な
ら
、
そ
の
重
層
性
は
、
幣
し
い
鏡
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
反
射
し
合
う
よ
う
な
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
拙
論
で
は
、

ア
ン
リ
・
ド
・
レ
ニ
エ
の
小
説
『
顔
合
わ
せ
』
と
い
う
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
場
と
す
る
傑
作
を
取
り
上
げ
、
以

下
の
諸
点
を
指
摘
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
、
こ
の
小
説
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
場
と
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
ほ
ど
、
こ
の
都
市

ス〕
。

あ
る
。

し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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生
じ
て
い
る
。

て
行
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
大
鍛
を
挟
ん
で
、

い
る
点
に
表
れ
て
い
る
。

わ
た
く
し
が
指
摘
し
た
第
一
点
は
、
『
顔
合
わ
せ
』

で
は
、
構
造
的
に
見
た
場
合
、
作
者
レ
ニ
エ
が
抱
い
て
い
た
同
時
代
の
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
と
、
過
去
の
十
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
と
が
一
旦
ふ
た
つ
に
分
裂
さ
せ
ら
れ
た
の
ち
に
統
合
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
顔
合
わ
せ
』

は
必
要
な
い
と
感
じ
て
い
る
、

「
ふ
つ
う
の
」
人
物
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
語
り
手
を
そ
う
い
う
人
物
に
設
定
し
た
の
は
、

作
中
で
語
ら
れ
る
怪
異
現
象
に
つ
い
て
、
語
り
手
に
疑
わ
せ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
の
疑
念
を
回
避
し
つ
つ
、
最
後
ま
で
話

を
読
ま
せ
続
け
よ
う
と
す
る
方
略
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
成
功
し
て
い
る
。

一
方
、

の
語
り
手
は
、
同
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
だ
け
で
十
分
で
、
過
去
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

レ
ニ
エ
の
十
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
は
、
語
り
手
の
怪
異
な
関
係
の
相
手
と
な
る
人
物
を
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
に
設
定
し
た
点
や
、
関
係
の
展
開
す
る
場
を
十
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
作
ら
れ
た
居
間
と
し
た
点
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
し
、
ま
た
、
こ
の
怪
異
現
象
へ
と
語
り
手
を
手
引
き
す
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
現
地
人
も
や
は
り
十
八
但
紀
的
人
物
と
さ
れ
て

語
り
手
は
、
こ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
手
引
き
に
よ
っ
て
、
十
八
世
紀
に
作
ら
れ
た
居
間
に
滞
在
し
、
そ
こ
で
、
居
間
の
か
つ

て
の
持
ち
主
と
「
顔
合
わ
せ
」
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
「
顔
合
わ
せ
」
は
、
居
間
の
偽
扉
に
嵌
め
ら
れ
た
大
鍛
を
媒
介
と
し

へ
の
愛
着
と
に
分
裂
さ
せ
ら
れ
て
い
た
レ
ニ
エ
の
嗜
好
が
、
結
合
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
だ
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
顔
合
わ
せ
』

一
旦
同
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ヘ
の
愛
着
と
十
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

の
な
か
に
生
じ
て
い
る
対
称
的
あ
る
い
は
照
応
的
関
係
は
、
居
間
の
こ
の
鋭
を
挟
ん
で
生
じ
る
、

生
者
と
死
者
、
現
在
と
過
去
と
の
関
係
だ
け
で
は
な
い
。
『
顔
合
わ
せ
』

の
な
か
で
は
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
三
つ

の
関
係
が
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一
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
、
潟
・
運
河
と
い
う
水
鏡
に
反
映
す
る
そ
の
鏡
像

二
、
居
間
と、

居
間
の
大
鍛
（
こ
れ
も
作
中
で
は
水
鋭
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
）
に
映
し
出
さ
れ
る
鏡
像

三
、
市
陣
物
館
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス

え
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
、

（
十
八
世
紀
貴
族
の
胸
像
が
陳
列
さ
れ
て
い
た
）
と
、

ガ
ラ
ス
窓
、
も
う
一
枚
の
鍛
に
囲
ま
れ
た
こ
の
部
屋
に
語
り
手
は
閉
じ
こ
も
る
）

第
二
に
、
大
鍛

(11
水
鍛
）
を
最
重
要
な
大
道
具
と
し
て
展
開
さ
せ
、

ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
よ
う
な
居
間
（
大
鍛
、

マ
ク
ロ
に
は
、
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
周
囲
と
内
部
（
周
囲
に
潟
、
内
部
に
運
河
群
）
に
行
き
渡

る
水
鍛
に
建
物
と
月
光
が
反
射
す
る
な
か
で
、
ミ
ク
ロ
に
は
、

居
間
の
な
か
の
多
数
の
装
飾
が
大
鏡
と
い
う
水
鍛
に
反
射
す
る
な

か
で
展
開
す
る
。
こ
う
い
う
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
水
鍛
と
そ
の
反
射
が
呼
応
す
る
場
と
し
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
以
上
に
適
切
な
都

つ
ぎ
の
二
点
で
、
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い

レ
ニ
エ
と
い
う
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
熟
知
し
、
同
時
代
と
十
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
愛
着
し
て
い
た
作
家
に
し
か

マ
ク
ロ
の
水
鍛

(11
潟
と
運
河
）
と
ミ
ク
ロ
の
水
鏡

(11
大
鏡
）
と
を
室
内
外
で
呼
応
さ
せ
る
の
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ほ
ど
相
応
し
い
都
市
は
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
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注 書
け
な
い
と
い
う
音
心
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
な
ら
、
小
説
『
顔
合
わ
せ
』
は
、

市
は
考
え
ら
れ
な
い
。

と
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大
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夜
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