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ウ
ィ
-
ア
ム
・
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
・
ド
・
ナ
ン
ク
と
象
徴
主
義

-
　
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
派
に
お
け
る
　
(
風
景
画
)
　
の
考
察
　
-

292

三
　
　
田

順

序

(
-
)

ウ
ィ
-
ア
ム
・
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
・
ド
・
ナ
ン
ク
　
(
W
i
E
a
m
 
D
e
-

g
o
u
v
e
 
d
e
 
N
u
n
c
q
u
e
s
,
1
8
6
7
-
1
9
3
5
)
　
は
ベ
ル
ギ
I
象
徴
派
の
画

家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
'
こ
れ
ま
で
こ
の
芸
術
家
に
つ
い
て
は

日
本
で
は
も
ち
ろ
ん
ベ
ル
ギ
I
本
国
で
も
学
究
的
に
十
分
論
じ
ら
れ

て
来
な
か
っ
た
。
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
し
て
は
一
九
五
七
年
に
ア
ン

ド
レ
・
デ
.
・
リ
ッ
デ
ル
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
　
『
ウ
ィ
-
ア
ム
・

ド
ゥ
グ
ー
ヴ
・
ド
・
ナ
ン
ク
　
ー
　
ベ
ル
ギ
ー
美
術
の
モ
ノ
グ
ラ

(
2
)

フ
ィ
ー
　
ー
　
』
　
の
一
冊
の
み
で
も
　
そ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
も

カ
ラ
ー
図
版
l
点
に
モ
ノ
ク
ロ
図
版
二
十
五
点
と
い
う
簡
素
な
も
の

で
あ
る
。
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
名
は
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
派
と
い
う
文
脈
で
比

較
的
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
も
の
の
、
大
半
の
概
説
書
や
展
覧
会
力
タ
ロ

グ
で
主
に
伝
記
と
代
表
作
に
つ
い
て
の
簡
単
な
解
説
が
記
さ
れ
る
に

留
ま
っ
て
い
る
。
彼
の
象
徴
主
義
期
の
作
品
は
発
表
当
時
か
ら
一
貫

し
て
夜
へ
夢
、
静
寂
へ
憂
馨
と
い
っ
た
言
葉
と
共
に
語
ら
れ
'
そ
こ

に
満
ち
る
夢
想
的
へ
　
幻
想
的
雰
囲
気
が
批
評
家
の
印
象
に
基
づ
い
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
文
学
的
な
影
響
に
つ
い
て
も
当
時
か
ら

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
'
い
ず
れ
に
し
て
も
異
体
的
な

考
察
が
行
わ
れ
て
は
来
ず
、
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
は
ベ
ル
ギ
-
象
徴
派
に
お

い
て
一
風
変
わ
っ
た
'
い
わ
ば
周
縁
に
位
置
す
る
画
家
と
し
て
扱
わ

れ
て
き
た
。
し
か
し
彼
の
作
品
を
支
配
し
て
い
る
静
寂
性
へ
　
不
動
性

と
い
っ
た
特
色
が
'
や
は
り
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
派
に
属
す
る
グ
ザ
ヴ
ィ

エ
・
メ
ル
-
　
(
X
a
v
i
e
r
 
M
e
l
l
e
r
y
)
　
の
作
品
と
明
ら
か
な
類
似
性

を
不
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
派
に
は
他
に
も
ド
ゥ

グ
ー
ヴ
同
様
「
周
縁
」
的
評
価
を
さ
れ
な
が
ら
へ
同
様
の
志
向
を
示
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す
画
家
が
少
な
か
ら
ず
お
り
へ
筆
者
は
こ
こ
に
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
派
の

性
格
に
関
わ
る
重
要
な
特
色
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
状

況
か
ら
本
論
で
は
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
象
徴
主
義
期
に
一
貫
し
て
描
か
れ

て
い
る
「
風
景
画
」
を
採
り
上
げ
へ
　
具
体
的
に
い
か
な
る
方
法
に

よ
っ
て
象
徴
主
義
と
評
さ
れ
る
表
現
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察

し
へ
　
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

(
3
)

第
r
節
　
伝
記

ウ
ィ
-
ア
ム
・
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
・
ド
・
ナ
ン
ク
は
一
八
六
七
年
二
月

二
十
八
日
へ
　
フ
ラ
ン
ス
領
ア
ル
デ
ン
ヌ
地
方
の
モ
ン
テ
ル
メ
で
古
い

フ
ラ
ン
ス
系
貴
族
の
家
に
生
ま
れ
た
。
因
み
に
彼
の
母
マ
-
-
=
ル

イ
-
ズ
・
ス
テ
ィ
ル
　
(
M
a
r
i
e
-
L
o
u
i
s
e
 
S
t
i
l
l
)
　
は
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー

ル
出
身
の
ド
イ
ツ
系
ア
ル
ザ
ス
人
で
あ
っ
た
為
へ
彼
の
中
に
は
ゲ
ル

マ
ン
系
の
血
も
流
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
普
仏
戦
争
勃
発
後
の
一

八
七
〇
年
に
一
家
は
ベ
ル
ギ
ー
へ
の
移
住
を
決
意
し
、
最
終
的
に
ブ

-
ユ
ツ
セ
ル
に
居
を
定
め
る
。
結
果
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
は
本
来
オ
ラ
ン
ダ

語
地
域
フ
ラ
ー
ン
デ
レ
ン
　
(
≦
a
a
n
d
e
r
e
n
へ
　
仏
‥
フ
ラ
ン
ド
ル
へ

F
-
a
n
d
r
e
)
地
方
に
位
置
す
る
も
実
質
フ
ラ
ン
ス
語
圏
で
あ
っ
た
首

都
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
国
際
的
な
環
境
で
成
長
す
る
こ
と
と
な
る
。

ド
ゥ
グ
ー
ヴ
は
青
年
期
に
ブ
-
ユ
ツ
セ
ル
の
イ
グ
ゼ
ル
・
ア
カ
デ

・
,
,
-
　
(
l
'
A
c
a
d
e
m
i
e
 
d
'
l
x
e
l
l
e
s
)
　
に
入
学
し
、
ポ
ル
タ
ー
ル
ス

(
J
.
F
.
P
o
r
t
a
e
-
S
)
　
の
ク
ラ
ス
で
パ
ス
テ
ル
画
等
を
学
び
始
め
る
も

の
の
、
馴
染
ま
ず
直
ぐ
に
辞
め
て
し
ま
い
'
以
降
正
規
の
美
術
教
育

を
受
け
る
機
会
を
持
た
な
か
っ
た
。
し
か
し
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
は
1
八
八

三
年
に
オ
ラ
ン
ダ
人
の
画
家
ヤ
ン
・
ト
-
ロ
ブ
　
(
l
a
ロ
T
o
o
r
o
p
)

と
知
り
合
い
へ
　
ブ
-
ユ
ツ
セ
ル
近
郊
の
町
マ
ッ
ヘ
レ
ン
で
ア
ト
リ
エ

を
共
有
す
る
よ
う
に
な
る
。
後
に
オ
ラ
ン
ダ
世
紀
末
絵
画
の
代
表
的

画
家
と
な
る
ト
-
ロ
ブ
と
の
こ
う
し
た
親
密
な
関
係
が
ド
ゥ
グ
ー
ヴ

を
象
徴
主
義
へ
と
導
-
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て

ま
た
間
も
な
く
同
年
代
の
画
家
ア
ン
リ
・
ド
・
グ
ル
ー
(
H
e
n
r
i

D
e
G
r
o
u
x
)
　
と
知
り
合
い
へ
　
彼
も
ま
た
共
同
生
活
に
加
わ
っ
た
。

ド
ゥ
グ
ー
ヴ
が
本
格
的
に
画
家
と
し
て
の
活
動
を
始
め
る
の
は
一

八
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
一
八
九
〇
年
に
オ
ー
ギ
ュ
ス

ト
・
ロ
ダ
ン
に
勧
め
ら
れ
'
「
ブ
-
ユ
ツ
セ
ル
美
術
総
合
展
(
L
'
E
x
-

p
o
s
i
t
i
o
n
G
e
n
e
r
a
t
e
d
e
s
B
e
a
u
㌻
A
r
t
s
d
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s
)
」
　
に
参

加
へ
一
八
九
四
年
に
は
パ
-
の
「
シ
ャ
ン
-
デ
ュ
=
マ
ル
ス
展
(
S
a
-

I
o
n
d
u
C
h
a
m
p
-
d
e
-
M
a
r
s
)
」
　
に
出
品
し
て
い
る
。
ベ
ル
ギ
ー
で

は
l
八
九
三
年
に
最
後
と
な
っ
た
第
十
回
　
「
二
十
人
　
(
L
e
s
 
X
X
)
」

展
に
招
待
さ
れ
る
と
も
　
そ
の
後
を
継
い
だ
　
「
自
由
美
学
　
(
L
a
 
L
i
b
-

r
e
E
s
t
h
6
t
i
q
u
e
)
」
展
に
は
l
八
九
四
年
の
第
l
回
展
覧
会
か
ら
l
　
加
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九
〇
八
年
ま
で
定
期
的
に
参
加
し
て
い
る
。
一
八
九
四
年
に
エ
ミ
ー

ル
・
ヴ
エ
ル
パ
ー
レ
ン
　
(
E
m
i
l
e
 
V
e
r
h
a
e
r
e
n
)
　
の
妻
マ
ル
ト
の

妹
ジ
ュ
-
エ
ッ
ト
・
マ
サ
ン
　
(
J
u
】
i
e
t
t
e
 
M
a
s
s
i
n
)
　
と
結
婚
し
、

当
時
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
派
を
代
表
す
る
詩
人
に
し
て
美
術
批
評
家
で

あ
っ
た
ヴ
ェ
ル
パ
ー
レ
ン
と
い
う
知
己
を
得
た
こ
と
は
画
家
ド
ゥ

グ
ー
ヴ
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
出
来
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
以
後

ヴ
ェ
ル
パ
ー
レ
ン
を
通
じ
て
　
『
若
き
ベ
ル
ギ
ー
　
{
L
a
 
T
e
u
n
e
 
B
e
1
-

g
i
q
u
e
)
』
を
中
心
と
す
る
文
芸
サ
ー
ク
ル
で
活
動
し
、
そ
こ
で
独
白

の
象
徴
主
義
的
な
作
品
が
評
価
さ
れ
た
。
一
方
　
「
ノ
マ
ッ
ド
　
(
n
〇
・

(
4
)

m
a
d
e
)
」
と
も
評
さ
れ
る
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
は
特
に
こ
の
時
期
頻
繁
に

旅
に
出
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
の
芸
術
活
動
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
お
り
、
旅
先
で
の
体
験
や
そ
こ
で
見
た
も
の
は
作
品
と
密

接
に
結
び
付
い
て
い
る
。

し
か
し
一
九
一
四
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
と
オ
ラ
ン

ダ
へ
の
亡
命
を
余
儀
な
-
さ
れ
へ
　
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
夫
妻
は
ブ
ラ
1
-

キ
ュ
ム
に
移
住
す
る
。
大
戦
終
結
後
一
九
一
九
年
に
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
夫

妻
は
ベ
ル
ギ
ー
へ
戻
り
ブ
-
エ
ッ
セ
ル
近
郊
の
ユ
ッ
ク
ル
に
居
を
定

め
る
も
直
後
に
妻
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
が
他
界
L
へ
　
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
は
失
意

か
ら
し
ば
ら
-
の
間
創
作
活
動
を
停
止
す
る
。
そ
の
間
長
年
の
友
人

で
あ
っ
た
批
評
家
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
・
プ
レ
　
(
S
u
z
a
n
n
e
 
P
o
u
l
e
t
)
　
が

支
え
と
な
り
　
(
後
一
九
三
〇
年
に
結
婚
)
へ
一
九
二
二
年
ベ
ル
ギ
ー

南
部
ワ
ロ
ニ
ー
地
方
の
町
ス
タ
ヴ
ロ
ー
に
移
住
し
た
こ
と
が
彼
に
再

び
活
力
を
与
え
た
。
近
郊
の
村
ワ
ル
シ
ュ
に
定
住
し
て
創
作
活
動
を

再
開
す
る
と
'
一
九
三
五
年
に
当
地
で
没
す
る
ま
で
ア
ル
デ
ン
ヌ
高

地
の
風
景
へ
　
と
り
わ
け
雪
に
覆
わ
れ
た
風
景
を
好
ん
で
描
き
続
け
た
。

先
に
挙
げ
た
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
監
修
し
た
デ
・

-
ツ
デ
ル
に
よ
れ
ば
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
作
品
は
大
ま
か
に
三
期
に
分
け

S3.

ら
れ
る
。
即
ち
一
八
八
七
年
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
の
　
「
ブ
ラ
バ
ン

ト
期
」
　
(
ブ
ラ
バ
ン
-
は
ブ
-
ユ
ツ
セ
ル
を
中
心
と
す
る
ベ
ル
ギ
ー

中
部
の
州
)
へ
　
7
九
7
五
年
か
ら
7
九
7
九
年
に
至
る
亡
命
時
代
の

「
オ
ラ
ン
ダ
期
」
へ
　
そ
し
て
最
晩
年
の
　
「
ワ
ロ
ニ
ー
期
」
　
で
あ
る
。
そ

し
て
以
下
で
中
心
的
に
考
察
す
る
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
　
「
象
徴
主
義
期
」

は
実
質
的
に
ブ
ラ
バ
ン
ト
期
の
遅
-
と
も
一
八
九
二
年
頃
か
ら
始

(
6
)

ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
象
徴
主
義
期
の
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
作
品

は
デ
・
-
ッ
デ
ル
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
も
　
決
し
て
　
「
自
然
主
義

的
」
作
品
で
も
神
話
や
伝
説
に
題
を
取
っ
た
「
挿
話
的
(
e
p
i
s
o
-

(
7
)

d
i
q
u
e
)
」
作
品
で
も
な
か
っ
た
。
一
般
的
に
写
実
主
義
と
象
徴
主

義
と
い
う
十
九
世
紀
後
半
を
代
表
す
る
こ
の
二
つ
の
傾
向
の
狭
間
で

ド
ゥ
グ
ー
ヴ
が
措
-
の
は
ご
-
身
近
な
事
物
や
風
景
で
あ
る
。
し
か

し
彼
の
作
品
に
l
要
し
て
現
れ
る
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
一
般
に
理
想
主

294
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義
的
主
題
を
志
向
す
る
象
徴
主
義
と
い
う
文
脈
で
は
異
質
で
あ
り
、

こ
こ
に
彼
の
独
自
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
象
徴
主
義
に
お
け
る
風
景
画

ド
ゥ
グ
ー
ヴ
作
品
の
モ
チ
ー
フ
が
風
景
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と

は
神
話
的
へ
物
語
的
な
主
題
を
志
向
し
た
象
徴
主
義
に
お
い
て
は
特

異
な
傾
向
で
あ
る
。
無
論
風
景
と
い
う
主
題
に
よ
っ
て
象
徴
的
な
表

現
を
行
う
こ
と
自
体
は
そ
れ
ま
で
に
も
存
在
し
て
い
た
。
象
徴
主
義

が
ロ
マ
ン
主
義
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ

て
き
た
が
'
そ
れ
は
風
景
画
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
啓
蒙
主
義

に
と
っ
て
風
景
画
は
地
理
学
に
従
属
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、
ド
イ

ツ
の
思
想
家
レ
ッ
シ
ン
グ
に
お
い
て
　
「
魂
を
持
た
な
い
」
が
故
に
へ

初
め
絵
画
の
対
象
と
な
り
え
な
か
っ
た
風
景
は
オ
ラ
ン
ダ
風
景
画
を

経
て
'
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の
　
フ
リ
ー
ド
リ
　
ッ
ヒ
　
(
C
.
D
.

F
r
i
e
d
r
i
c
h
)
　
に
代
表
さ
れ
る
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
の
画
家
に

蝣

V

j

J

よ
っ
て
宗
教
的
象
徴
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
。
フ
-
-
ド
-
ッ
ヒ
は

強
い
宗
教
的
感
情
の
表
現
の
場
と
し
て
'
人
間
に
畏
怖
の
念
を
抱
か

せ
る
壮
大
な
る
風
景
を
描
い
て
お
り
へ
　
こ
こ
に
お
い
て
風
景
そ
れ
自

(
9
)

体
が
芸
術
家
の
観
念
を
表
現
し
得
る
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
風
景
画
が
感
覚
的
、
精
神
的
な
も
の
を
含
み
得
る
場
と
し
て
も

認
識
さ
れ
る
契
機
と
な
り
へ
措
か
れ
た
自
然
の
外
面
的
形
象
と
表
現

さ
れ
て
い
る
画
家
の
内
面
的
感
情
と
い
う
二
重
性
に
お
い
て
象
徴
主

義
を
予
告
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
風
景
へ
　
そ
れ
は
魂
の
状
態

(
e
t
a
t
 
d
一
a
m
e
)
　
で
あ
る
」
　
と
い
う
ス
イ
ス
の
思
想
家
ア
,
,
,
ユ
ル

(
2
)

(
H
.
F
.
A
m
i
e
l
)
　
の
言
葉
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
象
徴

主
義
に
お
い
て
今
や
風
景
そ
の
も
の
が
画
家
個
人
の
魂
(
精
紳
)
　
の

あ
る
状
態
を
暗
示
す
る
。
「
風
景
画
と
は
'
言
い
換
え
れ
ば
地
形
学

上
の
光
景
の
複
製
物
と
い
う
よ
り
も
自
画
像
で
あ
る
。
意
識
的
'
無

意
識
的
と
い
う
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
が
　
-
　
世
界
か
ら
作
品
へ
と

至
る
　
-
　
創
作
過
程
中
の
ど
こ
か
で
、
絵
画
は
芸
術
家
の
確
信
や
疑

念
、
そ
し
て
生
に
つ
い
て
の
解
釈
や
周
囲
の
世
界
に
つ
い
て
の
理
解

と
い
っ
た
も
の
が
投
影
さ
れ
、
象
徴
的
形
態
が
与
え
ら
れ
る
個
人
的

c:;

ス
ク
-
-
ン
と
な
る
」
。
つ
ま
り
風
景
は
も
は
や
自
然
と
の
関
わ
り

の
中
で
ロ
マ
ン
主
義
の
よ
う
に
宗
教
的
自
然
観
の
み
が
表
象
さ
れ
る

場
で
は
な
-
'
画
家
の
ご
-
個
人
的
な
感
情
へ
精
紳
状
態
が
反
映
さ

れ
る
場
と
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
象
徴
主
義
に
お
け
る
風
景
画
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
の
世
紀
末
芸
術
研
究
者

で
あ
る
ホ
-
フ
シ
ュ
テ
ッ
タ
I
は
著
書
『
象
徴
主
義
と
世
紀
末
芸

術
』
　
で
「
ロ
マ
ン
派
に
お
い
て
'
人
物
像
は
風
景
の
中
で
点
景
と
し
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て
機
能
し
'
風
景
の
形
態
の
み
が
象
徴
内
容
を
表
現
し
得
た
一
方
、

(
十
九
)
　
世
紀
後
半
に
は
、
神
話
的
人
物
像
を
画
面
に
挿
入
す
る
こ

と
で
象
徴
的
表
現
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
欲
求
が
次
第
に
認
め
ら

(
2
)

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
　
(
傍
線
、
括
弧
内
筆
者
)
　
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
　
「
神
話
的
人
物
像
を
画
面
に
挿
入
す
る
」

絵
画
は
'
世
紀
末
フ
ラ
ン
ス
で
神
秘
思
想
団
体
「
善
徳
十
字

(
R
o
s
e
十
C
r
o
i
x
)
」
会
を
率
い
た
ジ
ョ
ゼ
フ
ァ
ン
・
ベ
ラ
ダ
ン
(
J
o
-

s
e
p
h
i
n
 
P
e
l
a
d
a
n
)
　
の
言
う
　
「
プ
ッ
サ
ン
　
(
N
.
P
o
u
s
s
i
n
)
　
風
」

の
所
謂
「
理
想
的
風
景
画
」
　
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ペ

ラ
グ
ン
は
自
ら
主
催
し
た
「
畜
藤
十
字
展
」
に
出
品
さ
れ
る
べ
き
芸

術
作
品
と
し
て
理
想
的
へ
神
秘
的
主
題
、
伝
説
へ
神
話
へ
寓
意
画
等

を
奨
励
し
た
が
、
一
方
で
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
主
題
へ
　
即
ち
歴
史
画
、

風
俗
画
へ
静
物
画
、
肖
像
画
を
拒
絶
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
は

風
景
画
も
含
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
へ
　
た
だ
「
プ
ッ
サ
ン
風
」
　
の

(
2
)

「
理
想
的
風
景
画
」
　
の
み
は
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
十
七
世

紀
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
ニ
コ
ラ
・
プ
ッ
サ
ン
の
風
景
画
で
は
確
か
に
風

景
が
中
心
的
な
題
材
に
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
舞
台
は
古
代

ギ
-
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
神
話
世
界
で
あ
り
'
神
話
上
の
人
物
達
が
登

場
す
る
。
そ
し
て
十
九
世
紀
に
至
る
ま
で
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
ア
カ
デ

(
2
;

-
ス
ム
で
は
こ
う
し
た
風
景
画
が
規
範
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
象
徴
主
義
の
原
動
力
の
一
つ
は
芸
術
家
達
の
近
代
社
会
か

ら
の
逃
避
願
望
で
あ
っ
た
が
、
風
景
は
し
ば
し
ば
そ
の
避
難
所
と
し

て
理
想
的
に
描
か
れ
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
の
先

駆
者
ピ
エ
ー
ル
・
ピ
ユ
ヴ
ィ
・
ド
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
　
(
P
.
P
u
v
i
s

d
e
 
C
h
a
v
a
n
n
e
s
)
　
の
作
品
に
典
型
的
に
認
め
ら
れ
'
ベ
ル
ギ
ー
象

徴
派
で
は
ジ
ャ
ン
・
デ
ル
ヴ
ィ
ル
　
(
J
e
a
n
 
D
e
l
v
i
l
l
e
)
　
を
中
心
に

形
成
さ
れ
た
「
理
想
主
義
者
(
L
e
s
l
d
e
a
l
i
s
t
e
s
)
」
　
の
作
品
に
頗
著

(
2
)

に
現
れ
て
い
る
。
ペ
ラ
グ
ン
の
信
奉
者
で
初
め
　
「
蕎
蕨
十
字
」
展
に

も
参
加
し
て
い
た
デ
ル
ヴ
ィ
ル
は
後
に
諸
教
混
清
的
秘
教
主
義
に
傾

倒
し
て
行
き
、
l
八
九
六
年
に
は
「
理
想
主
義
芸
術
展
(
S
a
l
o
n

d
'
A
r
t
 
l
d
e
a
l
i
s
t
e
)
」
　
を
創
設
す
る
。
彼
は
自
ら
の
芸
術
思
想
の
理

(
」
)

論
化
に
も
熱
心
で
あ
り
'
『
芸
術
の
使
命
-
理
想
主
義
的
美
学
研
究
』

等
そ
の
方
面
の
著
作
も
多
く
残
し
て
い
る
。
そ
こ
で
デ
ル
ゲ
イ
ル
は

(S)

理
想
主
義
者
の
芸
術
に
「
(
精
神
美
)
、
(
造
形
美
)
へ
　
(
技
巧
美
)
」
を

要
求
し
'
彼
に
よ
れ
ば
こ
の
理
想
が
実
現
さ
れ
て
い
た
古
代
ギ
-

シ
ャ
を
賛
美
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
志
向
は
《
プ
ラ
ト
ン
学
派
L
-
E
-

c
o
l
e
d
e
P
l
a
t
o
n
}
　
(
図
一
へ
一
八
九
八
年
へ
　
オ
ル
セ
ー
美
術
館
)
等

に
明
確
に
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
プ
ラ
ト
ン
の

ア
カ
メ
デ
ィ
ア
が
豊
か
な
自
然
の
中
に
ア
カ
デ
-
ッ
ク
な
理
想
的
身

体
を
有
し
た
人
物
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
や
は
り
デ
ル
ヴ
ィ
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図-　《プラトン学派L'Ecole dePlaton≫ (一八九八年、オルセー美術館)

ル
の
　
「
理
想
主
義
芸
術
展
」
　
に
参
加
し
て
い
た
コ
ン
ス
タ
ン
・
モ
ン

ク
ル
ド
　
(
C
o
n
s
t
a
n
t
M
o
n
t
a
l
d
)
　
は
例
え
ば
《
霊
感
の
泉
L
a
f
o
n
-

t
a
i
n
e
d
e
I
'
i
n
s
p
i
r
a
t
i
o
n
》
(
一
九
〇
七
年
へ
個
人
蔵
)
　
の
よ
う
な
風

景
画
で
'
中
世
に
お
い
て
宗
教
画
の
背
景
に
使
用
さ
れ
た
金
地
風
の

装
飾
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
宗
教
的
、
理
想
主
義
的
効
果
を
高
め
て

い
る
。
同
様
に
デ
ル
ヴ
ィ
ル
の
周
辺
で
活
躍
し
て
い
た
レ
オ
ン
・
フ

レ
デ
-
ツ
ク
　
(
L
e
o
n
 
F
r
t
d
e
r
i
c
)
　
は
　
《
人
民
は
い
つ
の
日
か
日
の

出
を
見
る
だ
ろ
う
L
e
 
P
e
u
p
l
e
 
v
e
r
r
a
 
u
n
 
j
o
u
r
 
l
e
 
s
o
l
e
i
l
 
s
e

l
e
v
e
r
》
　
(
一
八
九
l
年
へ
　
ベ
ル
ギ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
語
共
同
体
庁
舎
)

の
よ
う
な
作
品
で
'
風
景
と
い
う
場
を
借
り
て
自
ら
の
宗
教
心
に
基

ト

リ

プ

テ

ィ

ン

ク

づ
く
理
念
を
三
複
対
と
い
う
宗
教
的
様
式
を
用
い
て
描
き
出
し
て

い
る
。
そ
し
て
と
り
わ
け
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
派
で
は
当
時
か
ら
こ
う
し

た
理
想
主
義
的
絵
画
が
中
心
的
に
評
価
さ
れ
て
い
た
背
景
が
あ
る
の

で
あ
る
。
結
果
へ
象
徴
主
義
に
お
い
て
風
景
が
描
か
れ
る
際
は
一
般

的
に
こ
の
よ
う
に
神
話
的
な
人
物
像
を
配
し
た
理
想
的
世
界
を
描
-

場
と
し
て
現
れ
る
の
だ
が
'
こ
れ
は
事
実
上
美
術
史
に
お
け
る
広
義

の
歴
史
画
(
物
語
画
)
　
の
域
を
出
な
い
、
ア
カ
デ
-
ッ
ク
な
性
質
を

有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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第
三
節
　
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
に
お
け
る
「
風
景
」
主
題

し
か
し
な
が
ら
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
描
く
風
景
画
は
こ
う
し
た
理
想
主

義
的
風
景
画
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
　
《
ブ
-
エ
ッ
セ

ル
王
立
公
園
の
夜
景
N
o
c
t
u
r
n
e
a
u
P
a
r
e
R
o
y
a
l
d
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s
》

(
図
二
、
一
八
九
七
年
、
オ
ル
セ
ー
美
術
館
)
へ
　
竿
、
ラ
ノ
公
園
P
a
r
e

d
e
M
i
l
a
n
》
　
(
l
八
九
五
年
へ
　
ク
レ
ラ
ー
=
-
ユ
ラ
ー
美
術
館
)
　
等
'

ま
さ
に
庭
園
を
描
い
た
作
品
を
始
め
へ
　
《
黒
鳥
L
e
 
C
y
g
n
e
 
N
o
i
r
》

(
l
八
九
六
年
へ
　
ク
レ
ラ
ー
-
r
r
f
ユ
ラ
ー
美
術
館
)
へ
　
《
孔
雀
L
e
s
P
a
-

o
n
s
)
　
(
図
三
へ
　
l
八
九
八
年
へ
　
ブ
-
ユ
ツ
セ
ル
王
立
美
術
館
)
　
と

い
っ
た
作
品
で
は
'
親
し
み
深
く
静
秘
m
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
身
近

な
場
所
が
選
ば
れ
、
《
運
河
L
e
 
C
a
n
a
l
》
　
(
一
八
九
四
年
、
ク
レ

ラ
1
-
-
ユ
ラ
ー
美
術
館
)
、
《
盲
目
の
家
L
a
M
a
i
s
o
n
A
v
e
u
g
l
e
》

(
一
八
九
二
年
へ
　
ク
レ
ラ
1
-
-
ユ
ラ
ー
美
術
館
)
　
等
の
作
品
で
は

一
軒
の
古
い
家
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
風
景
は
い
ず
れ
に
し
て
も

雄
大
さ
も
無
限
感
と
は
無
縁
で
あ
り
'
寧
ろ
箱
庭
の
よ
う
な
閉
鎖
性

を
喚
起
す
る
密
や
か
な
空
間
で
あ
る
。
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
描
く
風
景
は

ロ
マ
ン
主
義
的
な
超
越
的
で
畏
怖
の
念
を
抱
か
せ
る
自
然
で
も
な
け

れ
ば
'
現
実
か
ら
遊
離
し
た
理
想
的
神
話
世
界
で
も
な
い
。
そ
れ
は

極
め
て
日
常
的
で
身
近
な
風
景
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
彼
の
描
く
風
景
の
中
で
は
　
「
人
物
」
と
い

う
要
素
が
極
力
排
除
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
は
概
ね
無
人
で

あ
る
か
'
人
物
が
登
場
し
た
と
し
て
も
彼
ら
は
ご
く
控
え
め
に
'
ほ

と
ん
ど
闇
に
紛
れ
る
よ
う
に
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ

の
作
品
の
中
に
は
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ
ル
や
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
と
い
っ
た

象
徴
主
義
の
典
型
的
な
人
物
モ
チ
ー
フ
は
登
場
せ
ず
へ
　
畢
寛
、
神
話

的
へ
物
語
的
要
素
が
排
除
さ
れ
る
た
め
へ
前
節
で
挙
げ
た
理
想
的
風

景
画
と
は
大
き
く
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
こ
う
し
た
彼
の
風
景
画
が
い
か
に
し

て
象
徴
主
義
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
'
評
価
さ
れ
得
る
か
と
い
う
点

で
あ
ろ
う
。
事
実
へ
所
謂
象
徴
主
義
と
い
う
枠
内
に
お
い
て
こ
の
よ

う
な
モ
チ
ー
フ
を
中
心
に
描
き
続
け
た
画
家
は
極
め
て
珍
し
-
'
こ

の
点
が
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
に
注
意
が
余
り
向
け
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
要
因

と
も
な
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
描
-
「
風
景
」
を
幾

つ
か
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
'
人
物
像
を
排
し
た
身
近
な
風

景
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
措
き
な
が
ら
ど
の
よ
う
に
象
徴
主
義
的
表
現

が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
へ
　
そ
の
方
法
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

第
四
節
　
「
夜
」
　
の
効
果
へ
　
「
青
の
時
刻
」

ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
風
景
画
に
は
制
作
時
期
に
よ
っ
て
注
目
す
べ
き
特
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図二　《ブリュッセル王立公園の夜景Nocturne au Pare

Royal de Bruxelles》 (一八九七年、オルセー美術館)

(125)

色
が
あ
る
。
即
ち
ブ
ラ
バ
ン
ト
時
代
初
期
の
風
景
画
を
始
め
へ
　
オ
ラ

ン
ダ
期
へ
　
そ
し
て
ス
タ
ヴ
ロ
ー
移
住
後
の
ワ
ロ
ニ
ー
期
の
作
品
に
お

い
て
描
か
れ
る
の
は
い
ず
れ
も
日
中
の
風
景
で
あ
る
の
に
対
し
'
象

徴
主
義
期
の
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
が
措
く
の
は
、
総
じ
て
　
「
夜
」
　
の
風
景
な

の
で
あ
る
。
「
二
十
人
展
」
　
次
い
で
　
「
自
由
美
学
展
」
　
と
い
う
ベ
ル

ギ
ー
象
徴
派
の
中
心
的
展
覧
会
で
活
動
し
て
い
た
も
の
の
へ
一
般
的

に
象
徴
主
義
で
好
ま
れ
た
物
語
的
題
材
を
描
か
な
い
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
が

象
徴
主
義
の
枠
組
み
で
評
価
さ
れ
た
の
は
'
他
で
も
な
-
こ
の

「
夜
」
　
の
世
界
が
喚
起
す
る
印
象
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
「
ド
ゥ
グ
ー

(
2
)

ヴ
は
夢
の
芸
術
家
で
あ
る
」
と
評
し
た
ヴ
ェ
ル
パ
ー
レ
ン
を
始
め
へ

(
2
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
S
)

M
・
ビ
エ
ル
メ
　
(
M
.
B
i
e
r
m
〇
、
デ
・
-
ッ
デ
ル
等
同
時
代
の
批

評
家
か
ら
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
作
品
は
常
に
「
夢
」
へ
　
「
夢
幻
的
」
へ
　
「
神
秘

的
」
と
い
っ
た
言
葉
と
共
に
評
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
研
究
者
G
・

オ
ラ
ン
ジ
ェ
=
ザ
ン
ク
は
そ
の
理
由
を
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
と
い
う
画
家
の

(S)

生
来
の
隈
想
的
資
質
に
帰
し
て
い
る
が
'
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
に
対
す
る
象

徴
主
義
者
と
し
て
の
こ
う
し
た
同
時
代
評
価
は
'
戦
後
に
先
駆
的
な

象
徴
主
義
研
究
を
行
っ
た
ホ
-
フ
シ
ュ
テ
ッ
ク
-
の
　
「
象
徴
主
義
の

画
家
や
詩
人
達
は
昼
の
事
象
に
は
何
ら
影
響
力
を
持
た
ず
'
そ
れ
ど

ふ
∵

こ
ろ
か
基
本
的
に
昼
の
事
象
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
指
摘

に
一
致
す
る
。

夜
は
人
間
の
活
動
が
停
止
す
る
時
で
あ
る
。
昼
の
鮮
や
か
な
光
が

去
り
'
闇
が
訪
れ
る
と
共
に
沈
黙
が
辺
り
を
支
配
す
る
。
ド
ゥ
グ
ー

ヴ
が
描
く
「
夜
」
と
は
就
中
陽
光
の
昼
と
暗
黒
の
夜
と
の
　
「
狭
間
」
へ

即
ち
　
「
薄
明
」
、
「
薄
闇
」
　
の
支
配
す
る
時
で
あ
る
。
こ
の
時
間
を
表

す
た
め
に
例
え
ば
独
語
に
は
「
苦
の
時
刻
」
(
d
i
e
 
b
l
a
u
e

S
t
u
n
d
e
)
　
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
中
村
聖
司
は
十
九
世
紀
末
ス
カ

ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
風
景
画
に
関
す
る
論
考
の
中
で
こ
の
種
の
表
現

が
指
す
時
刻
に
つ
い
て
触
れ
　
「
夏
の
夕
暮
れ
へ
　
太
陽
が
地
平
線
に
沈
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み
'
空
が
か
す
か
に
霞
み
が
か
っ
た
よ
う
な
状
態
を
指
す
。
ま
た
日

没
時
だ
け
で
な
-
日
の
出
前
を
含
め
る
考
え
方
も
あ
る
。
そ
の
時
間

の
空
の
色
へ
　
そ
し
て
地
上
を
覆
う
色
か
ら
発
想
さ
れ
た
呼
び
名
で
あ

(
8
)

ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
ら
北
方
ゲ
ル
マ
ン
の
画
家
達
も
当
時
こ

の
時
刻
の
風
景
を
好
ん
で
描
い
て
お
り
へ
　
こ
こ
に
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
と
の

晴
好
の
類
似
が
垣
間
見
え
も
す
る
。
た
だ
へ
確
か
に
彼
ら
も
ま
た
特

異
な
象
徴
的
モ
チ
ー
フ
を
画
に
挿
入
す
る
こ
と
な
く
し
て
象
徴
主
義

的
表
現
を
行
っ
て
い
る
も
の
の
、
ゴ
ー
ガ
ン
に
多
く
を
負
っ
て
い
る

プ

ル

ー

ペ

イ

ン

テ

ィ

ン

グ

こ
れ
ら
北
方
の
画
家
達
の
　
「
青
の
絵
画
」
と
呼
ば
れ
る
風
景
画
に

は
色
彩
自
体
の
持
つ
効
果
や
装
飾
性
へ
の
強
い
関
心
が
主
に
現
れ
て

お
り
、
形
象
は
太
い
輪
郭
線
を
用
い
る
こ
と
で
単
純
化
さ
れ
、
平
坦

な
色
面
、
色
彩
に
よ
っ
て
装
飾
的
な
効
果
が
画
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
場
合
、
描
か
れ
る
風
景
は
よ
り
簡
潔
に
は
描
か

れ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
自
然
主
義
的
な
形
態
を
保
っ
て
お
り
へ
　
身

近
な
風
景
を
措
-
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
に
デ
・
リ
ッ
デ
ル
は
印
象
主
義
と
の

類
似
を
見
て
い
る
が
'
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
風
景
画
を
支
配
す
る
非
現
実

的
な
表
現
は
や
は
り
印
象
主
義
に
は
収
ま
ら
な
い
と
し
、
こ
の
時
期

の
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
風
景
画
を
自
然
主
義
と
理
想
主
義
と
の
狭
間
に
位

置
す
る
　
「
象
徴
主
義
的
印
象
主
義
(
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
n
i
s
m
e
 
s
y
m
b
o
-
I

(
3
)

i
s
t
e
)
」
と
名
付
け
て
も
い
る
。

薄
明
と
薄
闇
の
交
錯
す
る
青
の
時
刻
の
風
景
で
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
は
光

源
を
露
わ
に
せ
ず
へ
　
夢
想
的
色
彩
を
際
立
た
せ
る
。
《
-
ラ
ノ
公
園
》

で
は
、
手
前
に
蟹
蒼
と
繁
る
木
々
の
隙
間
か
ら
覗
く
対
岸
の
木
々
が

繁
明
の
涼
し
げ
な
光
に
包
ま
れ
'
画
面
上
下
部
の
闇
の
狭
間
で
翠
玉

色
に
染
ま
る
。
同
じ
く
夜
明
け
の
薄
明
の
中
《
曙
光
L
'
A
u
r
o
r
e
》

(
1
八
九
八
年
、
へ
ン
ト
美
術
館
)
　
で
描
か
れ
る
無
数
の
松
は
淡
い

光
の
ヴ
ェ
」
ル
を
纏
い
'
夢
幻
的
な
存
在
へ
と
姿
を
変
え
る
。
《
孔

雀
》
　
に
は
デ
ル
ヴ
ィ
ル
の
　
《
プ
ラ
-
ン
学
園
》
　
(
図
一
)
　
に
も
描
か

れ
る
白
い
孔
雀
が
登
場
し
て
い
る
。
(
図
三
)
　
ア
カ
デ
-
ッ
ク
な
様

式
を
志
向
す
る
デ
ル
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
へ
　
こ
の
白
い
孔
雀
は
伝
統
的

な
図
像
学
の
解
釈
に
従
っ
て
永
遠
の
命
の
象
徴
と
し
て
読
む
こ
と
が

で
き
、
こ
の
絵
の
主
題
を
鑑
み
て
永
遠
不
滅
の
イ
デ
ア
と
の
関
連
を

見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
基
本
的
に
そ
う
し
た
寓
意

表
現
を
作
品
に
使
用
し
・
t
?
い
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
が
こ
う
し
た
理
念
を
割
り

当
て
る
た
め
に
孔
雀
を
描
い
た
と
は
考
え
難
-
'
こ
こ
で
は
た
だ
象

明
の
淡
い
光
の
存
在
を
暗
示
す
る
為
に
孔
雀
達
が
描
か
れ
て
い
る
と

見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ド
ゥ
グ
ー
ヴ
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
ヘ
音
の
時
刻
と
い
う
時
空
間
で

変
容
す
る
風
景
達
が
纏
う
夢
幻
的
雰
囲
気
は
パ
ス
テ
ル
の
淡
い
質
感

に
よ
っ
て
1
層
強
め
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
派
に
つ
い
て
体
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図三　《孔雀LesPaons〉 (一八九八年、ブリュッセル王立美術館)

系
的
に
ま
と
め
た
著
作
を
残
し
て
い
る
ル
グ
ラ
ン
は
「
実
際
へ
彼

(
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
)
　
は
　
《
p
e
i
n
t
r
e
》
と
は
い
え
ず
'
油
彩
よ
り
も
パ
ス

(
8
)

テ
ル
に
一
層
惹
き
付
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
」
(
括
弧
内
補

足
筆
者
)
　
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
p
e
i
n
t
r
e
と
い
う
語
は
'
素

描
で
は
な
-
「
油
彩
画
」
を
措
く
画
家
で
あ
る
と
い
う
意
味
合
い
で

使
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
派
に
お
い
て
ア

カ
デ
-
ッ
ク
な
性
質
を
有
し
て
い
た
、
デ
ル
ヴ
ィ
ル
を
中
心
と
す
る

理
想
主
義
者
達
が
油
彩
を
好
み
、
時
に
は
金
地
を
も
使
用
し
て
い
た

こ
と
に
対
比
さ
せ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ル
ヴ
ィ
ル
は

魂
の
霊
的
な
光
を
表
現
す
る
為
に
テ
ン
ペ
ラ
を
用
い
て
ル
ネ
サ
ン
ス

風
の
フ
レ
ス
コ
画
を
髪
者
と
さ
せ
る
記
念
碑
的
作
品
を
描
き
も
し
て

い
る
が
'
一
方
の
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
が
象
徴
主
義
期
の
作
品
の
ほ
と
ん
ど

に
パ
ス
テ
ル
を
用
い
へ
他
の
時
期
に
は
逆
に
油
彩
し
か
使
用
し
て
い

な
い
と
い
う
事
実
は
パ
ス
テ
ル
の
持
つ
淡
い
質
感
と
色
合
い
が
ド
ゥ

グ
ー
ヴ
に
よ
っ
て
象
徴
主
義
的
作
品
の
暗
示
的
効
果
を
演
出
す
る
為

(s;

に
意
識
的
に
選
択
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ド
ゥ
グ
ー
ヴ

に
と
っ
て
油
彩
は
　
「
重
す
ぎ
　
(
t
r
o
p
 
l
o
u
r
d
e
)
へ
　
肉
感
的
す
ぎ
る

('(.,

(
t
r
o
p
 
c
h
a
r
n
e
ロ
e
)
」
　
が
故
に
夢
幻
的
な
青
の
時
刻
を
描
-
に
際
し

現
実
的
に
過
ぎ
る
画
材
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

パ
ス
テ
ル
を
用
い
た
夜
の
効
果
的
表
現
は
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
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図四　《夜の効果EffetdeNuit≫ (一八九六年、イクゼル美術館)

図五　〈コモ湖LeLacC∂me≫ (一八九七年、個人蔵)
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ウィリアム・ドゥグーヴ・ド・ナンクと象徴主義(129)

《
夜
の
効
果
E
f
f
e
t
d
e
N
u
i
t
》
　
(
図
四
へ
　
1
八
九
六
年
へ
　
イ
ク
ゼ
ル

美
術
館
)
　
に
良
-
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の

は
何
の
変
哲
も
な
い
ブ
ラ
バ
ン
ト
地
方
の
穏
や
か
な
一
風
景
で
あ
り
'

そ
こ
に
は
何
か
際
立
っ
た
モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
て
い
る
訳
で
も
な
い
。

淡
い
パ
ス
テ
ル
の
抑
え
ら
れ
た
色
彩
に
よ
り
へ
　
画
面
中
部
に
並
ぶ

木
々
の
輪
郭
は
淡
-
ぼ
か
さ
れ
'
そ
れ
ら
は
遠
近
法
か
ら
も
逃
れ
て

背
景
の
影
に
溶
け
込
む
よ
う
に
も
見
え
る
。
手
前
に
流
れ
る
川
と
夜

シ

ン

メ

ト

リ

-

空
と
は
同
じ
青
に
浸
さ
れ
て
対
　
称
の
空
間
を
作
り
出
す
。
そ
し
て

更
に
パ
ス
テ
ル
の
質
感
か
ら
淡
く
霞
み
が
か
っ
た
大
気
が
生
じ
へ

家
々
の
窓
か
ら
洩
れ
る
照
明
や
満
月
の
光
を
弱
め
る
効
果
を
も
醸
し

出
し
'
描
か
れ
た
夜
の
風
景
は
夢
想
的
詩
情
を
一
層
漉
-
漂
わ
せ
る

の
で
あ
る
。

《
コ
モ
湖
L
e
.
L
a
c
　
　
　
　
図
五
へ
　
l
八
九
七
年
、
個
人
蔵
)

で
は
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
と
し
て
は
比
較
的
広
大
な
情
景
が
対
象
と
な
っ
て

い
る
が
も
　
や
や
傭
轍
的
な
視
点
か
ら
措
か
れ
た
情
景
の
中
で
、
周
囲

を
山
に
囲
ま
れ
た
湖
は
や
は
り
箱
庭
の
よ
う
な
閉
じ
ら
れ
た
親
密
な

空
間
へ
と
変
貌
し
、
パ
ス
テ
ル
で
淡
-
霞
が
か
っ
た
雰
囲
気
の
中
で

ひ
っ
そ
り
と
深
い
青
を
湛
え
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
F
・
カ

レ
ッ
ト
は
　
「
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
夜
は
詩
人
へ
　
哲
学
者
、
恋
人
達
の
時
で

あ
り
へ
　
こ
の
特
別
な
一
時
に
へ
　
-
　
夏
～
暑
さ
が
弱
ま
り
、
風
は

和
ら
ぎ
、
そ
し
て
夜
が
'
感
覚
を
鎮
め
倶
想
す
る
の
に
相
応
し
い
平

穏
と
沈
黙
の
感
情
を
も
た
ら
す
。
私
達
が
そ
の
遠
景
に
見
出
だ
す
の

は
湖
を
縁
取
る
山
々
の
　
-
　
調
和
の
と
れ
た
　
-
　
様
相
で
'
湖
に
は

(<n)

そ
の
影
が
対
を
成
し
て
映
り
込
み
、
互
い
に
語
り
合
う
」
と
述
べ
、

そ
の
夢
想
的
な
表
現
を
や
は
り
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
描
-
夜
に
見
る
と
共

に
、
こ
の
人
物
の
描
か
れ
な
い
画
の
中
で
'
風
景
そ
の
も
の
が
現
実

の
束
縛
を
離
れ
て
語
り
始
め
る
と
い
う
非
現
実
的
感
覚
を
も
ま
た
見

て
取
っ
て
い
る
。
人
物
が
排
除
さ
れ
る
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
風
景
画
で
は

風
景
そ
の
も
の
に
生
命
が
吹
き
込
ま
れ
る
。
青
の
時
刻
は
眠
り
に
沈

む
昼
の
生
物
の
不
在
と
も
　
そ
こ
で
目
覚
め
る
夜
の
静
物
の
存
在
を
喚

起
す
る
。
そ
れ
は
昼
の
光
の
去
っ
た
時
で
あ
る
と
共
に
'
そ
こ
に
生

ず
る
神
秘
的
へ
夢
想
的
微
光
が
、
世
界
を
浸
す
闇
の
存
在
そ
の
も
の

を
照
ら
し
出
し
へ
　
そ
の
ぼ
ん
や
り
と
暖
味
な
雰
囲
気
の
中
で
息
づ
く

描
か
れ
た
対
象
の
生
命
、
魂
の
存
在
を
淡
-
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

こ
こ
で
の
光
は
そ
れ
が
太
陽
の
光
の
如
-
あ
か
ら
さ
ま
で
は
な
-
控

え
め
で
あ
る
こ
と
で
も
暗
示
し
'
喚
起
す
る
と
い
う
象
徴
主
義
的
効

果
を
有
す
る
の
で
あ
る
0

コ

ン

ー

ラ

ス

ト

第
五
節
　
「
光
」
　
の
効
果
へ
光
と
闇
の
対
　
照

前
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
描
く
身
近
な
風
景
は
ま
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図六　《我が玄関Mon Vestibule≫ (一八八九年、個人蔵)

ず
「
青
の
時
刻
」
と
も
名
指
さ
れ
る
夜
の
光
景
を
描
く
こ
と
に
よ
り
へ

卑
近
な
現
実
性
か
ら
解
放
さ
れ
'
象
徴
的
雰
囲
気
を
与
え
ら
れ
て
い

た
が
'
そ
こ
に
は
「
夜
」
を
浮
き
立
た
せ
る
特
殊
な
「
光
」
も
ま
た

存
在
し
て
い
た
。
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
に
お
い
て
は
こ
の
　
「
光
」
　
の
効
果
も

ま
た
彼
の
象
徴
主
義
の
作
品
を
特
徴
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
中
で
も

「
控
え
め
な
光
」
は
象
徴
的
効
果
を
演
出
す
る
た
め
の
重
要
な
要
素

で
あ
る
が
'
こ
の
点
で
R
・
ゴ
ー
ル
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー
が
遺
著
『
象
徴

主
義
』
　
で
'
や
は
り
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
派
に
お
い
て
光
と
闇
の
効
果
に

意
識
的
で
あ
っ
た
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
メ
ル
-
の
一
連
の
素
描
作
品
を
例

に
挙
げ
へ
　
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

「
メ
ル
-
が
　
(
天
の
神
秘
的
声
)
　
と
名
付
け
た
'
静
寂
を
通
し
て
の

み
聞
き
得
る
そ
の
感
覚
は
'
慣
習
的
ア
ト
-
ビ
ュ
ー
ト
に
よ
っ
て
で

304

は
な
-
'
彼
自
身
が
親
し
ん
だ
室
内
の
灰
暗
い
虚
ろ
な
空
間
表
現
に

(
2
9
)

よ
っ
て
へ
　
よ
り
直
接
的
に
表
現
さ
れ
る
」
　
(
傍
線
筆
者
)
　
メ
ル
-
が

室
内
で
試
み
た
こ
と
は
そ
の
ま
ま
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
風
景
に
も
当
て
は

ま
る
。
メ
ル
リ
も
ま
た
物
語
的
要
素
や
慣
習
的
寓
意
を
用
い
ず
'
日

常
的
な
室
内
を
木
炭
等
で
簡
素
に
描
い
た
。
両
者
に
共
通
し
て
い
る

の
は
、
伝
統
的
な
図
像
学
や
慣
習
に
依
拠
し
何
ら
か
の
意
味
を
象
徴

す
る
ア
ト
-
ビ
ュ
ー
ト
を
用
い
ず
に
身
近
な
光
景
を
描
く
際
へ
　
L
<
暗

い
控
え
め
な
光
を
意
図
的
に
使
用
し
'
現
実
を
超
え
る
世
界
を
描
き
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出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
黙
す
る
神
秘
的
存
在
は
光
と
影
の
微
妙
な

交
流
の
中
で
浮
か
び
上
が
る
が
'
そ
こ
に
は
昼
の
光
と
は
無
縁
の
控

え
め
な
二
種
類
の
光
が
存
在
し
て
い
る
。
一
つ
は
辺
り
に
漂
う
薄
明

と
し
て
薄
闇
の
存
在
を
浮
き
立
た
せ
る
た
め
に
作
用
す
る
「
遍
在
す

る
光
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
光
で
'
メ
ル
リ
は
主
に
木
炭
や
黒
鉛
筆
を

使
用
し
へ
　
そ
の
濃
淡
に
よ
っ
て
室
内
に
漂
う
「
灰
暗
い
虚
ろ
な
空

間
」
を
現
出
せ
し
め
、
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
は
パ
ス
テ
ル
の
淡
い
質
感
で

「
青
の
時
刻
」
　
と
い
う
'
輝
-
陽
光
の
昼
と
漆
黒
の
闇
の
夜
と
の
狭

間
へ
象
明
の
時
に
生
ず
る
青
み
が
か
っ
た
薄
明
と
薄
闇
と
を
描
き
出

し
た
。
他
方
へ
　
こ
の
控
え
め
な
光
は
時
と
し
て
集
め
ら
れ
、
い
わ
ば

「
㈲
在
す
る
光
」
と
な
る
。
W
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ブ
ッ
シ
ュ
は

ラ
テ
ル
ナ
・
マ
ギ
カ

ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
幻
　
　
灯
へ
の
関
心
に
触
れ
、
そ
の
影
響
を
「
薄
暗

い
部
分
の
描
か
れ
方
、
和
ら
げ
ら
れ
た
光
の
下
で
特
定
の
個
所
に
焦

点
を
合
わ
せ
へ
魔
術
的
性
格
を
呼
び
起
こ
す
仕
方
に
」
見
出
し
へ

「
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
明
確
に
描
か
れ
た
場
所
や
、
そ
れ
ら
が
主
に

(ァ)

占
め
て
い
る
中
心
部
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
'

こ
れ
は
　
「
偏
在
す
る
光
」
　
の
神
秘
的
な
効
果
を
的
確
に
指
摘
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
光
源
は
し
ば
し
ば
所
在
が
明
ら
か
で
な
く
へ
　
メ

ル
-
の
室
内
で
は
　
《
我
が
玄
関
M
o
n
 
V
e
s
t
i
b
u
l
e
)
　
(
図
六
へ
　
l
八

八
九
年
へ
個
人
蔵
)
　
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
像
の
陰
等
に
巧
妙
に
隠
さ

れ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
の
象
徴
主
義
研
究
者
M
・
ド
ラ
ゲ
は
こ
の
光
の
効

果
を
メ
ル
-
の
作
品
を
手
掛
か
り
に
以
下
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

「
対
象
物
は
光
が
覆
い
を
取
る
過
程
で
生
じ
る
。
即
ち
メ
ル
-
の
素

描
は
'
光
が
ご
く
僅
か
な
部
分
だ
け
際
立
た
せ
る
'
神
秘
的
内
部
を

描
き
出
し
て
い
る
。
芸
術
家
は
も
の
の
生
命
に
注
意
深
く
あ
り
へ
彼

の
筆
は
そ
の
生
命
の
形
態
よ
り
も
魂
を
追
求
す
る
。
現
実
は
そ
こ
で

暗
が
り
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
照
明
は
未
知
の
も
の
を
問
い
質
す
が
'

多
く
を
明
ら
か
に
は
し
な
い
。
闇
の
中
で
の
蝋
燭
の
戯
れ
へ
扉
の
隙

間
か
ら
差
し
込
む
光
線
へ
　
テ
ー
ブ
ル
の
隅
に
置
き
去
ら
れ
た
ラ
ン
プ

は
う
　
意
識
に
侵
入
し
て
-
る
　
(
不
安
を
抱
か
せ
る
奇
妙
)
　
な
感
覚
を

(S)

日
常
の
只
中
に
呼
び
覚
ま
す
」
　
(
傍
線
筆
者
)
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

こ
れ
ら
メ
ル
-
の
　
「
偏
在
す
る
光
」
　
の
効
果
か
ら
喚
起
さ
れ
る
幻
想

性
は
し
ば
し
ば
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
(
E
d
g
a
r
 
A
l
l
a
n

(
3
2
)

P
o
e
)
　
の
そ
れ
に
比
さ
れ
て
き
た
。
蝋
燭
か
ら
石
油
灯
へ
　
ガ
ス
灯
へ

電
気
灯
へ
と
発
展
し
た
十
九
世
紀
は
室
内
と
照
明
の
関
係
に
特
に
注

意
が
寄
せ
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。
W
・
ベ
ン
ヤ
-
ン
日
-
「
室
内
の

最
初
の
観
相
家
」
た
る
ポ
ー
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
始
め
象
徴
主
義
の

芸
術
家
達
の
多
く
の
霊
感
源
と
な
っ
て
い
た
が
'
彼
も
ま
た
こ
の
光

の
効
果
に
と
り
わ
け
敏
感
で
あ
り
『
家
具
の
哲
学
』
と
題
し
た
一
文
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3
叛
E

の
中
で
ガ
ス
灯
の
　
「
そ
の
け
ば
け
ば
し
く
、
不
安
定
な
光
」
を
嫌
悪

L
へ
　
「
初
期
の
無
地
の
磨
り
ガ
ラ
ス
笠
の
ア
ル
ガ
ン
式
ラ
ン
プ
、
そ

(S)

し
て
そ
の
和
ら
げ
ら
れ
'
均
一
な
月
光
の
よ
う
な
光
へ
」
(
傍
線
筆

者
)
　
こ
そ
室
内
に
は
相
応
し
い
と
強
調
す
る
。
ポ
ー
は
理
想
的
な
室

内
の
調
度
と
し
て
一
枚
の
円
鏡
へ
　
紫
壇
製
の
椅
子
、
深
紅
の
カ
ー
テ

ン
等
を
挙
げ
「
こ
う
い
っ
た
も
の
の
他
に
は
'
無
地
の
深
紅
の
磨
り

ガ
ラ
ス
笠
の
ア
ル
ガ
ン
式
ラ
ン
プ
が
一
つ
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ

は
高
い
ア
ー
チ
型
の
天
井
か
ら
1
本
の
細
い
金
の
鎖
で
吊
る
し
て
あ

り
'
静
穏
な
'
し
か
し
魔
術
的
な
輝
き
を
'
部
屋
中
に
投
掛
け
て
い

(
3
5
)

る
の
で
あ
る
」
(
傍
線
筆
者
)
と
述
べ
て
い
る
。

ド
ゥ
グ
ー
ヴ
は
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
を
室
内
で
は
な
-
風
景
の
中

ノ
ク
テ
r
t
ル
ヌ

で
実
行
し
た
と
い
え
る
。
《
ブ
-
ユ
ツ
セ
ル
王
立
公
園
の
夜
　
景
》

(
図
一
一
)
　
で
光
源
と
な
る
街
灯
の
焔
は
木
蔭
に
隠
さ
れ
'
輝
き
は
抑

制
さ
れ
る
。
閉
鎖
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
故
に
へ
　
日
中
で
も
容
易
に
陰
へ

な
い
し
闇
の
生
じ
得
る
室
内
に
対
し
'
屋
外
で
あ
る
風
景
に
光
と
闇

の
効
果
を
生
み
出
す
為
に
へ
　
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
は
ま
ず
夜
の
風
景
を
描
き
'

そ
こ
で
メ
ル
-
に
お
け
る
ラ
ン
プ
の
燭
光
が
し
ば
し
ば
家
々
の
窓
明

り
と
い
う
形
で
現
れ
る
。
光
は
窓
を
透
過
し
て
来
る
た
め
光
源
は
完

全
に
隠
さ
れ
へ
　
そ
の
光
は
決
し
て
揺
ら
め
か
ぬ
　
「
静
穏
な
'
し
か
し

魔
術
的
な
輝
き
」
　
と
な
り
へ
　
平
凡
な
風
景
は
　
「
(
不
安
を
抱
か
せ
る

奇
妙
)
　
な
感
覚
」
　
に
満
ち
る
神
秘
的
な
空
間
へ
と
変
貌
す
る
の
で
あ

る
。そ

し
て
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
こ
う
し
た
作
品
は
メ
ル
リ
同
様
や
は
り

ポ
ー
の
小
説
を
し
ば
し
ば
喚
起
さ
せ
て
い
る
。
一
八
九
四
年
の
　
「
自

由
美
学
」
展
評
の
中
で
ヴ
ェ
ル
パ
ー
レ
ン
は
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
に
つ
い
て

述
べ
へ
　
(
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
)
　
《
運
河
》
、
空
目
目
の
家
》
　
は
エ
ド
ガ
-
・

(
3
6
)

ポ
ー
の
幾
つ
か
の
物
語
の
大
変
美
し
い
挿
絵
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
」

(
括
弧
内
筆
者
)
　
と
評
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
一
八

(
」
)

九
二
年
の
　
空
目
目
の
家
》
　
は
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
象
徴
主
義
期
の
最
初
期

の
作
品
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
だ
が
'
彼
が
愛
読
し
て
い
た

と
さ
れ
る
ポ
ー
の
ゴ
シ
ッ
ク
短
編
『
ア
ッ
シ
ャ
-
家
の
崩
壊
』

(
1
8
3
9
)
と
の
関
連
性
が
発
表
当
時
か
ら
ヴ
ェ
ル
パ
ー
レ
ン
を
中
心

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
ド
ゥ
グ
ー

ヴ
が
ポ
ー
の
作
品
を
愛
読
し
て
い
た
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
の

み
で
、
実
際
に
具
体
的
な
分
析
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
確

か
に
こ
の
作
品
は
『
ア
ッ
シ
ャ
-
家
の
崩
壊
』
　
の
挿
絵
と
し
て
描
か

れ
た
訳
で
も
な
-
'
当
時
象
徴
主
義
の
画
家
と
作
家
の
間
で
し
ば
し

ば
見
ら
れ
た
よ
う
に
'
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
自
身
が
一
種
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と

し
て
こ
の
作
品
を
描
い
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
訳
で
も
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
筆
者
は
両
者
の
作
品
の
問
に
明
確
な
類
似
を
兄
へ
　
こ
れ
を
文
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図七　《盲目の家La Maison Aveugle》 (一八

九二年、クレラー-ミュラー美術館)

に
単
純
な
自
然
の
事
物
が
組
み
合
わ
さ
り
'

そ
れ
が
我
々
に
影
響
力
を
有
す
る
の
は
確
か

だ
と
し
て
も
へ
　
こ
の
力
を
分
析
す
る
こ
と
は

し
か
し
我
々
の
思
惟
を
越
え
て
い
る
の
だ
と

考
え
る
他
な
か
っ
た
。
そ
の
光
景
の
個
々
の

部
分
を
へ
　
そ
の
絵
の
細
部
を
僅
か
で
も
違
っ

た
配
置
に
で
き
れ
ば
'
と
私
は
考
え
た
、
物

悲
し
い
印
象
を
与
え
る
そ
の
力
を
和
ら
げ
へ

あ
る
い
は
全
く
無
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
こ
の
思
い
付
き
に
従
っ
て
へ

そ
の
切
り
立
っ
た
縁
へ
と
私
が
馬
を
進
め
た

黒
々
と
不
気
味
な
沼
は
、
館
の
傍
ら
で
さ
ざ

学
と
絵
画
の
興
味
深
い
照
応
関
係
と
し
て
考
え
て
い
る
。

ま
ず
少
々
長
い
が
『
ア
ッ
シ
ャ
I
家
の
崩
壊
』
の
冒
頭
部
の
一
文

を
見
て
み
た
い
。
「
一
体
何
な
の
だ
　
-
　
私
は
立
ち
止
ま
り
'
考
え

て
み
た
。
　
-
　
ア
ッ
シ
ャ
-
家
を
見
つ
め
る
間
へ
か
く
も
私
の
気
持

を
挫
-
も
の
は
1
体
何
な
の
か
。
そ
れ
は
全
く
も
っ
て
不
可
解
な
謎

で
あ
り
'
物
思
い
に
耽
る
問
に
湧
き
起
こ
っ
た
暗
い
妄
想
に
対
噂
す

る
こ
と
も
ま
た
で
き
な
か
っ
た
。
不
満
足
極
ま
る
結
論
な
が
ら
へ
実

波
ひ
と
つ
立
て
ず
に
輝
い
て
お
り
へ
私
は
そす

げ

こ
で
　
-
　
し
か
し
一
層
憤
然
と
身
を
震
わ
せ
な
が
ら
　
-
　
灰
色
の
管
へ

幽
鬼
じ
み
た
木
の
幹
、
そ
し
て
虚
ろ
で
人
の
目
に
似
た
窓
ど
も
の
、eg;

構
成
し
直
さ
れ
た
逆
像
に
じ
っ
と
目
を
落
と
し
た
の
で
あ
っ
た
」

(
傍
線
筆
者
)

ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
　
空
目
目
の
家
》
　
(
図
七
)
　
で
は
欝
蒼
と
繁
る
樹
々

に
囲
ま
れ
た
蕎
夜
色
の
館
が
夜
陰
に
-
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
り
、

そ
し
て
ま
た
前
景
に
は
夜
に
も
青
い
緑
の
芝
生
が
重
ね
て
鮮
や
か
な
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コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
成
し
て
い
る
。
邸
の
下
階
の
二
つ
の
窓
は
窓
掛
が

下
ろ
さ
れ
て
薄
暗
い
が
、
二
階
の
窓
は
憧
々
と
照
り
輝
き
'
内
部
を

窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
左
上
方
に
繁
る
木
々
の
葉
群
か
ら

星
々
の
如
き
光
が
瞬
き
へ
　
対
角
線
上
右
手
前
の
植
え
込
み
に
は
花
々

の
白
い
花
弁
が
密
か
に
輝
い
て
い
る
。
画
面
左
手
下
方
奥
で
発
光
す

る
も
う
一
つ
の
窓
が
見
え
る
が
、
こ
の
光
は
そ
の
家
の
存
在
を
ご
-

僅
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
み
で
あ
り
'
ど
こ
か
ら
射
し
て
来
る

の
か
不
可
視
の
光
源
に
照
ら
し
出
さ
れ
浮
か
び
上
が
る
、
あ
る
い
は

自
ら
発
光
し
て
い
る
か
と
も
思
わ
せ
る
こ
の
手
前
の
畜
夜
色
の
館
に

よ
っ
て
、
こ
の
風
景
は
非
現
実
的
象
徴
空
間
へ
と
変
貌
し
て
い
る
。

こ
の
光
源
の
不
明
な
夜
の
風
景
に
浮
か
び
上
が
る
深
紅
の
壁
面
を
有

す
る
館
は
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
作
品
で
は
他
に
ヴ
ェ
ル
パ
ー
レ
ン
も
挙
げ
て

い
た
　
《
運
河
》
、
《
ブ
-
ユ
ー
ジ
ュ
の
夜
L
a
 
N
u
i
t
a
B
r
u
g
e
》
　
(
l

八
九
七
年
へ
個
人
蔵
)
　
に
も
登
場
し
て
お
り
へ
霊
感
源
を
同
じ
と
す

る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
深
紅
と
い
う
色
は
ポ
ー
の
理
想

的
な
室
内
で
は
、
窓
掛
け
へ
紙
壇
、
壁
紙
、
長
椅
子
等
、
豊
富
に
用

い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
部
屋
の
性
格
を
決
定
付
け
る
も
の
で

(
8
)

あ
っ
た
。
も
し
本
当
に
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
が
ポ
ー
の
　
『
ア
ッ
シ
ャ
-
家
の

崩
壊
』
を
意
識
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
へ
　
こ
れ
ら
の
家
を
赤
-
染

め
る
の
は
ヘ
　
ア
ッ
シ
ャ
-
家
の
崩
壊
を
照
ら
し
出
し
た
「
血
の
よ
う

(
3
)

に
赤
い
月
」
の
魔
術
的
な
輝
き
と
も
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
画
を
構
成
し
て
い
る
各
要
素
は
必
ず
し
も
超
自
然
的
へ
　
な
い

し
は
怪
奇
的
な
も
の
で
は
な
-
'
現
実
に
存
在
す
る
「
実
に
単
純
な

自
然
の
事
物
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
」
　
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
に
も
拘

わ
ら
ず
、
そ
れ
は
観
者
に
不
安
を
抱
か
せ
'
様
々
な
想
像
を
掻
き
立

て
て
き
た
。
「
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
・
ド
・
ナ
ン
ク
の
非
常
に
特
殊
な
作
品
。

そ
れ
は
内
気
で
汚
れ
な
き
芸
術
の
中
に
蘇
っ
た
ゴ
シ
ッ
ク
の
'
魅
力

と
詩
情
に
満
ち
た
憂
愁
の
内
で
身
を
疎
め
て
い
る
へ
　
つ
ま
り
は
実
に

(
3
)

繊
細
な
魂
な
の
で
あ
る
」
へ
　
「
親
し
み
深
い
も
の
と
同
時
に
ま
た
何
か

不
可
思
議
な
も
の
が
'
青
い
ベ
ン
ガ
ル
花
火
の
散
る
空
の
下
へ
　
ほ
と

ん
ど
修
道
院
の
禁
域
の
如
き
庭
で
荒
々
し
-
照
ら
し
出
さ
れ
た
こ
の

畜
夜
の
家
か
ら
立
ち
現
れ
る
。
珍
し
い
花
々
の
生
育
す
る
'
非
常
に

(
8
)

甘
く
色
付
い
た
芝
生
が
さ
ら
に
神
秘
的
で
宗
教
的
な
様
子
を
増
す
」

と
い
っ
た
同
時
代
の
評
論
家
達
の
言
葉
に
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

《
盲
目
の
家
》
と
い
う
題
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
画
中
に
偏
在

3
照
E

L
へ
　
発
光
す
る
館
の
　
「
虚
ろ
で
人
の
目
に
似
た
窓
ど
も
」
が
眼
球
を

失
っ
た
眼
高
の
如
-
空
虚
な
空
間
を
暗
示
し
て
い
る
所
か
ら
来
て
い

る
。
窓
明
か
り
は
本
来
そ
の
中
に
い
る
住
人
の
存
在
を
喚
起
さ
せ
る

が
'
こ
こ
で
邸
の
住
人
の
存
在
感
は
完
全
に
消
え
去
り
'
存
在
感
を

増
す
の
は
こ
の
神
秘
的
な
輝
き
の
中
で
浮
か
び
上
が
る
「
盲
目
の
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家
」
と
い
う
「
も
の
」
そ
れ
自
体
で
あ
る
。

こ
の
空
間
に
生
ま
れ
る
偏
在
す
る
光
は
同
時
代
の
批
評
家
C
・
ル

モ
ニ
工
が
メ
ル
-
に
当
て
た
手
紙
の
中
で
指
摘
し
て
い
る
も
の
に
対

応
す
る
。
「
君
は
光
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
光
は
我
々
に
対
し
て
も

の
の
真
の
姿
を
覆
っ
て
し
ま
う
光
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
'
そ
れ

は
寧
ろ
君
の
脳
内
に
あ
る
へ
　
君
の
思
考
の
神
秘
に
相
応
し
い
光
に
思

わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
秘
や
影
へ
の
不
安
へ
深
い
黙
考
そ
し
て
静
寂

(
3
)

は
'
ま
さ
に
君
の
思
考
形
態
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
ド
ゥ

グ
ー
ヴ
の
風
景
に
偏
在
す
る
光
の
効
果
も
そ
れ
と
同
質
の
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
そ
の
　
「
光
」
　
へ
の
関
心
は
印
象
主
義
者
達
の
そ
れ
と

決
定
的
に
対
照
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
「
印
象
主
義
者
達
が
劉
引

照
ら
さ
れ
た
も
の
を
見
る
の
に
対
し
て
'
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
'
彼
に
お
い

(
」
)

て
そ
れ
は
内
か
ら
照
ら
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
パ
ー
サ
ー
ル

ッ
が
ま
さ
に
指
摘
す
る
内
面
的
へ
精
神
的
輝
き
で
あ
り
'
そ
こ
で
生

じ
る
光
と
闇
の
括
抗
は
ホ
-
フ
シ
ュ
テ
ッ
タ
-
の
言
う
十
九
世
紀
を

コ

ン

ー

ラ

ス

ー

　

　

　

　

　

　

　

　

　

コ

ノ

ト

ラ

ス

ト

立
ち
越
え
て
行
-
対
　
照
の
緊
張
で
あ
る
。
「
対
　
照
の
緊
張
は
十

九
世
紀
の
象
徴
主
義
に
は
滅
多
に
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
緊
張
に
内
在

し
て
い
る
能
動
的
で
'
表
現
豊
か
な
動
因
が
要
求
す
る
精
神
状
態
は
、

メ

ラ

ン

コ

リ

ー

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

デ

カ

ダ

ン

ス

憂
　
欝
や
諦
念
と
い
っ
た
　
(
つ
ま
り
十
九
世
紀
末
的
な
)
　
頬
廃
の

意
識
と
は
相
容
れ
な
い
か
ら
だ
。
我
々
は
従
っ
て
象
徴
主
義
の
種
々

の
力
が
、
精
力
的
に
十
九
世
紀
を
立
ち
越
え
た
彼
方
を
指
示
し
て
い

コ

ン

ト

ラ

ス

ト

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

O

S

)

る
至
る
所
で
対
　
照
の
緊
張
を
見
出
す
の
で
あ
る
　
-
　
」
(
括
弧
内

筆
者
)
。
こ
の
時
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
作
品
が
　
「
十
九
世
紀
を
立
ち
越
え

シ

r

t

ル

レ

ア

リ

ス

ム

て
」
二
十
世
紀
の
超
現
実
主
義
と
の
親
和
性
を
示
し
て
い
る
の
は
偶

然
で
は
な
い
。
《
盲
目
の
家
》
　
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
時
へ
　
ほ
と
ん
ど

常
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
ベ
ル
ギ
ー
超
現
実
主
義
の
大
家
ル

ネ
・
マ
グ
リ
ッ
ト
　
(
R
e
n
e
 
M
a
g
r
i
t
t
e
)
　
の
　
《
光
の
帝
国
L
'
e
m
-

p
i
r
e
d
e
s
l
u
m
i
e
r
e
s
)
連
作
で
あ
る
。
マ
グ
-
ツ
ト
が
ド
ゥ
グ
ー
ヴ

の
　
《
盲
目
の
家
》
を
見
て
い
た
と
い
う
記
録
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い

が
'
参
考
資
料
に
よ
れ
ば
マ
グ
-
ツ
ト
は
同
名
の
作
品
を
一
九
五
二

(
5
)

年
か
ら
制
作
し
始
め
、
そ
の
数
は
二
十
二
点
に
及
ん
で
い
る
。
そ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
密
蒼
と
繁
る
森
の
中
に
何
の
変
哲
も
な
い
l
軒
の
家

が
街
灯
の
ぼ
う
っ
と
し
た
明
り
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
様
子
を
措
い
た

も
の
で
あ
る
。
画
面
の
下
半
分
は
密
度
の
濃
い
闇
に
包
ま
れ
、
建
物

の
窓
が
や
は
り
虚
ろ
な
眼
の
如
-
発
光
し
て
い
る
。
そ
し
て
画
面
の

上
方
、
即
ち
空
は
柔
ら
か
な
白
雲
の
浮
か
ぶ
真
昼
の
青
空
で
あ
り
'

こ
こ
に
は
昼
と
夜
の
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
桔
抗
L
へ
現
実
界
の
平
凡

な
素
材
か
ら
成
り
立
つ
l
場
面
を
異
空
間
へ
と
ず
ら
す
.
こ
の
l
連

の
作
品
に
つ
い
て
マ
グ
-
ツ
ト
白
身
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
《
光
の
帝
国
》
と
い
う
こ
の
タ
ブ
ロ
ー
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
私
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が
抱
い
た
ア
イ
デ
ア
へ
　
つ
ま
り
夜
の
風
景
で
あ
り
、
尚
且
つ
昼
間
に

私
た
ち
が
見
る
よ
う
な
空
で
あ
る
。
風
景
は
夜
を
'
空
は
昼
を
思
い

起
こ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
夜
と
昼
の
こ
の
よ
う
な
想
起
は
'
私
た
ち

を
魅
了
し
、
驚
か
せ
る
力
を
秘
め
て
い
る
。
私
は
こ
の
力
を
詩
情
と

(

5

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ

ユ

ル

レ

ア

ル

呼
ぶ
」
　
マ
グ
-
ッ
ト
の
超
現
実
も
ま
た
現
実
を
出
発
点
と
し
へ
-
ン

ゴ
や
パ
イ
プ
へ
　
空
へ
　
室
内
と
い
っ
た
個
々
の
事
物
を
理
想
化
さ
せ
る

こ
と
な
-
、
あ
く
ま
で
写
実
的
に
描
き
な
が
ら
超
現
実
の
世
界
へ
と

達
し
た
。
マ
グ
-
ツ
ト
の
超
現
実
主
義
作
品
に
お
い
て
は
描
か
れ
た

イ
メ
ー
ジ
は
総
体
と
し
て
現
実
的
に
存
在
し
得
ず
'
伝
統
的
絵
画
と

し
て
も
明
ら
か
に
不
自
然
な
も
の
で
あ
り
'
こ
の
点
が
ド
ゥ
グ
ー
ヴ

の
象
徴
主
義
作
品
と
決
定
的
に
異
な
る
点
で
は
あ
る
も
の
の
へ
　
マ
グ

-
ツ
ト
の
作
品
に
見
ら
れ
る
光
へ
の
関
心
は
観
者
に
前
者
の
影
響
を

喚
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。

結

本
論
で
は
ウ
ィ
-
ア
ム
・
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
・
ド
・
ナ
ン
ク
と
い
う
'

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
派
の
画

家
を
取
り
上
げ
た
。
彼
の
作
品
に
つ
い
て
は
当
時
か
ら
象
徴
主
義
の

サ
ロ
ン
等
で
そ
の
絵
が
観
者
に
与
え
る
神
秘
的
で
夢
相
心
的
な
印
象
に

依
っ
て
象
徴
主
義
的
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
訳
だ
が
'
本
論

で
は
本
来
理
想
的
な
主
題
を
志
向
す
る
象
徴
主
義
に
お
い
て
日
常
的

な
風
景
を
描
く
と
い
う
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
独
自
性
に
注
目
し
へ
　
そ
の
具

体
的
な
表
現
方
法
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
こ
か
ら
彼
の
描
-
風
景

が
象
徴
主
義
で
風
景
を
主
題
と
す
る
際
に
1
般
的
に
見
ら
れ
た
神
話

的
題
材
を
描
い
た
風
景
画
で
も
な
く
へ
　
さ
ら
に
は
人
物
的
モ
チ
ー
フ

が
画
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
が
故
に
物
語
的
要
素
を
持
た
な
い
の
に

も
拘
わ
ら
ず
'
「
青
の
時
刻
」
　
と
呼
ば
れ
る
神
秘
的
な
　
「
夜
」
　
の
風

景
を
パ
ス
テ
ル
と
い
う
画
材
を
意
識
的
に
選
択
し
て
描
き
'
さ
ら
に

そ
こ
で
　
「
偏
在
す
る
光
」
と
　
「
遍
在
す
る
光
」
と
い
う
二
種
類
の
光

を
効
果
的
に
使
用
す
る
こ
と
で
象
徴
主
義
的
表
現
を
行
っ
て
い
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
本
来
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
独
自
性
で
あ
る
こ
う
し
た
点

が
象
徴
主
義
と
い
う
文
脈
の
中
で
評
価
を
難
し
-
し
て
お
り
へ
　
こ
れ

ま
で
彼
に
つ
い
て
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
ず
'
ベ
ル
ギ
ー
象
徴

派
に
お
い
て
周
縁
的
画
家
と
し
て
評
価
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
き
た
要

因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
本
論
最
終
節
で
試
み
た
よ
う
に
'

彼
の
作
品
は
ポ
ー
の
小
説
と
も
そ
の
精
神
に
お
い
て
非
常
に
親
し
い

性
質
を
有
し
て
お
り
へ
挿
絵
や
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
い
っ
た
直
接
的
な
影

響
関
係
と
は
異
な
る
仕
方
で
文
学
と
美
術
が
関
わ
り
を
見
せ
て
い
る

点
で
も
非
常
に
興
味
深
い
対
象
で
あ
る
。
ま
た
し
ば
し
ば
比
較
対
照
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と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
メ
ル
リ
の
他
へ
　
ベ
ル
ギ
ー
象
徴

派
に
は
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
に
似
た
志
向
を
有
す
る
画
家
が
少
な
か
ら
ず
い

る
の
だ
が
'
恐
ら
く
同
様
の
理
由
か
ら
い
ず
れ
も
十
分
な
評
価
を
得

て
お
ら
ず
研
究
も
非
常
に
少
な
い
。
し
か
し
筆
者
は
こ
れ
ら
の
画
家

達
の
持
つ
傾
向
が
と
り
わ
け
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
派
に
お
い
て
特
徴
的
且

つ
重
要
な
性
格
を
示
し
て
お
り
、
そ
こ
で
中
心
的
に
評
価
さ
れ
続
け

て
き
た
ア
カ
デ
-
ッ
ク
な
志
向
を
有
す
る
理
想
主
義
者
達
に
対
し
'

ベ
ル
ギ
ー
近
代
美
術
か
ら
現
代
美
術
へ
の
流
れ
を
考
え
る
上
で
実
は

彼
ら
周
縁
の
画
家
達
こ
そ
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
て

い
る
。
そ
の
た
め
今
後
の
研
究
で
は
そ
こ
に
存
在
す
る
共
通
要
素
を

明
確
に
L
へ
　
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
主
義
と
の
関
係
性
を
探
っ
て
行
き
た
い
。

(
-
0
 
W
i
l
l
i
a
m
 
D
e
g
o
u
v
e
d
e
 
N
u
n
c
q
u
e
s
の
日
本
語
表
記
に
関
し

て
は
こ
れ
ま
で
様
々
な
も
の
が
あ
っ
た
が
こ
の
論
文
で
は
原
音
に
最

も
近
い
　
「
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
・
ド
・
ナ
ン
ク
」
　
と
表
記
L
へ
　
略
す
際
に
は

ベ
ル
ギ
ー
に
お
い
て
と
同
様
「
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
」
と
す
る
。

O
)
　
A
n
d
r
e
D
e
R
i
d
d
e
r
,
W
I
L
L
I
A
M
D
E
G
O
U
V
E
D
E
N
U
N
C
-

Q
U
E
S
,
M
o
n
o
g
r
a
p
h
i
e
d
e
I
'
a
r
t
b
e
i
g
e
,
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
1
9
5
7
.

(
3
)
　
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
伝
記
に
つ
い
て
は
主
に
以
下
の
文
献
を
参
照
し

た
。
L
u
c
 
e
t
 
P
a
u
l
 
H
a
e
s
a
e
r
t
s
,
W
I
L
L
I
A
M
D
E
G
O
U
V
E
D
E

N
U
N
C
Q
U
E
S
,
B
r
u
x
e
l
l
e
s
.
1
9
3
5
;
W
i
l
l
i
a
m
D
e
g
o
u
v
e
d
e
N
u
n
c
-

q
u
e
s
,
V
a
r
t
 
c
o
n
t
e
m
p
o
r
a
i
n
,
a
v
e
c
 
l
'
e
t
u
d
e
 
p
a
r
 
A
r
n
o
l
d
 
G
o
f
-

f
i
n
.
A
n
t
w
e
r
p
e
n
,
1
9
3
6
;
A
n
d
r
e
D
e
R
i
d
d
e
r
,
W
I
L
L
I
A
M
D
E
-

G
O
U
V
E
D
E
N
U
N
C
Q
U
E
S
,
A
n
t
w
e
r
p
e
n
,
1
9
3
9
;
A
n
d
r
e
 
D
e

R
i
d
d
e
r
,
W
I
L
L
I
A
M
D
E
G
O
U
V
E
D
E
N
U
N
C
Q
U
E
S
,
M
o
n
0
-

g
r
a
p
h
i
e
d
e
 
I
'
a
r
t
b
e
i
g
e
,
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
1
9
5
7
;
W
i
l
l
i
a
m
D
e
g
o
u
v
e

d
e
 
N
u
n
c
q
u
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
i
n
t
i
m
i
s
t
e
s
 
v
e
r
v
i
e
t
o
i
s
,
e
x
.
c
a
t
,
B
r
u
x
-

e
l
l
e
s
,
1
9
9
0
;
L
e
s
X
X
e
t
L
a
L
i
b
r
e
E
s
t
h
e
t
i
q
u
e
:
h
o
n
d
e
r
d
i
a
a
r

l
a
t
e
r
-
c
e
n
t
a
n
s
a
p
r
e
s
,
e
x
:
c
a
t
.
,
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
1
9
9
3
;
D
e
V
i
m
-

p

r

e

s

s

i

o

n

i

s

m

e

 

a

u

 

s

y

m

b

o

l

i

s

m

e

 

L

'

a

v

a

n

t

-

g

a

r

d

e

 

b

e

i

g

e

1

8

8

へ

7

1
9
0
0
,
A
n
t
w
e
r
p
e
n
,
1
9
9
4
:
L
e
s
 
p
e
i
n
t
r
e
s
 
d
u
 
s
i
l
e
n
c
e
,
e
x
.
c
a
t
.
,

B
r
u
x
e
l
l
e
s
2
0
0
1
.

(
4
)
　
例
え
ば
L
u
c
 
e
t
 
P
a
u
l
 
H
a
e
s
a
e
r
t
s
.
W
I
L
L
I
A
M
 
D
E
-

G
O
U
V
E
D
E
N
U
N
C
Q
U
E
S
,
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
1
9
3
5
,
p
.
9
.

0
)
　
A
n
d
r
e
D
e
R
i
d
d
e
r
.
W
I
L
L
I
A
M
D
E
G
O
U
V
E
D
E
N
U
N
C
-

Q
U
E
S
,
M
o
n
o
g
r
a
p
h
i
e
 
d
e
 
V
a
r
t
 
b
e
i
g
e
,
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
1
9
5
7
,
p
p
.

1
2
f
.

(
6
)
　
デ
・
リ
ッ
デ
ル
は
1
八
九
五
年
か
ら
と
し
て
い
る
が
、
1
八
九

二
年
に
は
既
に
彼
の
象
徴
主
義
期
の
代
表
作
で
あ
る
L
a
 
M
a
i
s
o
n

A
v
e
u
g
l
e
や
L
'
E
n
f
a
n
t
a
u
H
i
b
o
u
が
描
か
れ
、
象
徴
主
義
者
の
サ

ロ
ン
で
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
他
の
研
究
者
達
と
同
様
、
一

八
九
二
年
を
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
象
徴
主
義
期
の
始
点
と
見
る
の
が
良
い

で
あ
ろ
う
。

311



一橋論叢　第132巻　第3号　平成16年(2004年) 9月号(138)

O)　Ridder,op.cit.,p.7.

C
o
o
)
　
H
a
n
s
H
.
H
o
f
s
t
a
t
t
e
r
,
S
y
m
b
o
l
i
s
m
u
s
u
n
d
d
i
e
K
u
n
s
t
d
e
r

J
a
h
r
h
u
n
d
e
r
t
w
e
n
d
e
,
K
o
l
n
,
1
9
6
5
,
p
.
1
6
1
.

(
9
)
　
具
体
的
作
例
と
し
て
は
、
《
山
上
の
十
字
架
》
　
(
別
名
《
テ
ッ

す
ユ
1
一
崇
蝿
由
V
t
 
I
<
蝣
.
,
<
小
」
'
i
-
{
海
~
J
O
僧
3
)
　
二
　
　
I
'
.

年
)
　
等
。
ま
た
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
の
風
景
画
研
究
と
し
て
は
主
に
以

下
の
文
献
が
挙
げ
ら
れ
る
　
H
e
r
b
e
r
t
v
o
n
E
i
n
e
m
,
C
a
s
p
a
r
D
a
v
-

i
d
 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
B
e
r
l
i
n
,
1
9
3
9
;
H
e
l
m
u
t
 
B
o
r
s
c
h
-
S
u
p
a
n
,
C
a
s
-

p
a
r
D
a
v
i
d
F
r
i
e
d
r
i
c
h
,
M
i
l
n
c
h
e
n
,
1
9
7
3
;
T
i
n
a
G
r
u
t
t
e
r
,
M
e
1
-

a
n
c
h
o
l
i
e
 
u
n
d
 
A
b
g
r
u
n
d
:
d
i
e
 
B
e
d
e
u
t
u
n
g
 
d
e
s
 
G
e
s
t
e
i
n
s
 
b
e
i

C
a
s
p
a
r
D
a
v
i
d
F
r
i
e
d
r
i
c
h
:
e
i
n
B
e
i
t
r
a
g
z
u
m
 
S
y
m
b
o
l
d
e
n
k
e
n

d
e
r
 
F
r
i
i
h
r
o
m
a
n
t
i
k
,
B
e
r
l
i
n
,
1
9
8
6
;
J
o
s
e
p
h
 
L
e
o
 
K
o
e
r
n
e
r
,

C
a
s
p
a
r
 
D
a
v
i
d
 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 
a
n
d
 
t
h
e
 
s
u
b
j
e
c
t
 
o
f
 
l
a
n
d
s
c
a
p
e
,

N
e
w
H
a
v
e
n
,
1
9
9
0
.

(
2
)
　
S
y
m
b
o
l
i
s
m
 
i
n
D
a
n
i
s
h
a
n
d
E
u
r
o
p
e
a
n
P
a
i
n
t
i
n
g
1
8
9
0
-

1
9
1
0
,
e
x
.
c
a
t
.
,
C
o
p
e
n
h
a
g
e
n
,
2
0
0
0
,
p
.
7
4
.

(
H
O
 
I
b
i
d
.

(
」
3
)
　
H
o
f
s
t
a
t
t
e
r
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
1
6
4
.

(
2
)
　
S
a
l
o
n
d
e
 
l
a
R
o
s
e
+
C
r
o
i
x
:
r
e
g
i
e
e
t
m
o
n
i
t
o
i
r
e
,
P
a
r
i
s
,

1891,p.292.

(
2
)
　
「
理
想
的
風
景
画
」
に
つ
い
て
は
特
に
以
下
を
参
照
。
E
r
w
i
n

P

a

n

o

f

s

k

y

,

A

m

y

t

h

o

l

o

g

i

c

a

l

p

a

i

n

t

i

n

g

b

y

P

o

u

s

s

i

n

一

i

n

t

h

e

N

a

-

t
i
o
n
a
l
m
u
s
e
u
m
 
S
t
o
c
k
h
o
l
m
,
S
t
o
c
k
h
o
l
m
,
1
9
6
0
;
M
a
r
g
a
r
e
-

t
h
a
 
R
o
s
s
h
o
l
m
 
L
a
g
e
r
l
o
f
,
I
d
e
a
l
 
l
a
n
d
s
c
a
p
e
:
A
n
n
i
b
a
l
e
 
C
a
r
-

r
a
c
c
i
,
N
i
c
o
l
a
s
P
o
u
s
s
i
n
,
a
n
d
C
l
a
u
d
e
L
o
r
r
a
i
n
,
N
e
w
H
a
v
e
n
,

1

9

9

0

.

(
2
)
　
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
派
に
お
け
る
　
「
理
想
主
義
」
　
に
つ
い
て
は
以
下

の
研
究
が
詳
し
い
　
M
i
c
h
e
l
D
r
a
g
u
e
t
,
"
I
d
e
a
l
i
s
m
e
e
t
S
y
m
b
o
1
-

i
s
m
e
 
e
n
 
B
e
l
g
i
q
u
e
‥
U
n
e
 
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
＼
.
『
ベ
ル
ギ
I
象
徴
主

義
の
巨
匠
展
』
、
高
知
県
立
美
術
館
他
へ
　
株
式
会
社
ホ
ワ
イ
ト
P
R
へ

1
九
九
六
年
、
三
l
頁
1
四
六
頁
…
M
i
c
h
e
l
 
D
r
a
g
u
e
t
㍉
L
'
l
d
f
e
a
1
-

i

s

m

e

一

u

n

 

t

e

r

r

i

t

o

i

r

e

 

m

a

r

g

i

n

a

l

 

a

 

r

e

d

e

c

o

u

v

r

i

r

"

e

t

"

I

D

E

E

.

I
D
E
A
,
I
D
E
A
L
I
S
M
E
:
F
I
G
U
R
E
S
 
D
U
 
M
Y
T
H
E
,
"
S
p
l
e
n
-

d
e
u
r
s
 
d
e
 
I
'
I
d
e
a
l
:
H
o
p
s
,
K
h
n
o
p
f
f
,
D
e
l
v
i
l
l
e
 
e
t
 
l
e
u
r
 
t
e
m
p
s
,

e
x
.
c
a
t
,
G
e
n
t
,
1
9
9
7
,
p
p
.
7
-
1
0
0
.

(
2
)
　
J
e
a
n
 
D
e
l
v
i
l
l
e
s
,
L
a
 
M
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
V
A
r
t
,
e
t
u
d
e
 
d
'
e
s
t
M
-

t
i
q
u
e
i
d
^
a
l
i
s
t
e
,
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
1
9
0
0
.

(
S
)
　
J
e
a
n
 
D
e
l
v
i
l
l
e
,
L
a
 
M
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
V
A
r
t
.
E
t
u
d
e
 
d
'
e
s
t
h
e
-

t
i
q
u
e
 
i
d
e
a
l
i
s
t
e
,
e
x
t
r
.
d
e
 
P
a
u
l
 
A
r
o
n
,
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
a
r
t
i
s
-

t
i
q
u
e
e
t
l
i
t
t
e
r
a
i
r
e
,
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
1
9
9
7
,
p
.
2
1
2
.

(

2

)

　

抄

m

i

l

e

 

V

e

r

h

a

e

r

e

n

,

L

'

A

r

t

m

o

d

e

r

n

e

,

2

4

m

a

r

s

1

8

9

5

,

i

n

E
m
i
l
e
 
V
e
r
h
a
e
r
e
n
,
E
C
R
I
T
 
S
U
R
 
L
'
A
R
T
,
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
1
9
9
7
,

p.657.

(
2
)
　
M
a
r
i
a
 
B
i
e
r
m
e
,
L
e
s
a
r
t
i
s
t
e
s
d
e
l
a
p
e
n
s
e
e
e
t
d
u
s
e
n
t
i
-
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(139)　ウィリアム・ドゥグ-ヴ・ド・ナンクと象徴主義

m
e
n
t
,
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
1
9
1
2
.
(
e
x
t
r
.
d
e
W
i
l
l
i
a
m
D
e
g
o
u
v
e
d
e
N
u
n
-

c
q
u
e
s
e
t
l
e
s
i
n
t
i
m
i
s
t
e
s
v
e
r
v
i
e
t
o
i
s
,
e
x
.
c
a
t
.
,
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
1
9
9
0
,

p.19.

(
S
)
　
R
i
d
d
e
r
,
o
p
.
c
i
t
,
p
.
6
.

(
n
)
　
G
i
s
e
l
e
O
l
l
i
n
g
e
r
-
Z
i
n
q
u
e
,
 
"
W
i
l
l
i
a
m
D
e
g
o
u
v
e
d
e
N
u
n
c
-

q
u
e
s
.
"
W
i
l
l
i
a
m
D
e
g
o
u
v
e
d
e
N
u
n
c
q
u
e
s
e
t
l
e
s
i
n
t
i
m
i
s
t
e
s
v
e
r
-

vi&tois,ex.cat.,Bruxelles,1990,pp.19f.

(S!)　Hofstatter,op.cit.,p.28.

中
村
聖
司
　
「
視
る
こ
と
と
聞
-
こ
と
の
ほ
ざ
ま
で
　
-
　
十
九
世

紀
末
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
の
ブ
ル
ー
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
め
ぐ
っ

て
」
、
『
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ビ
ア
風
景
画
展
』
　
(
展
覧
会
図
録
)
へ
　
読
売
新

聞
社
、
二
〇
〇
二
年
へ
　
二
七
頁
。

(
S
)
　
R
i
d
d
e
r
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
1
3
.

(
S
i
)
　
F
r
a
n
c
i
n
e
-
C
l
a
i
r
e
 
L
e
g
r
a
n
d
,
L
e
 
s
y
m
b
o
l
i
s
m
e
 
e
n
 
B
e
1
-

gique,Bruxelles,1971,p.201.

(
8
)
　
パ
ス
テ
ル
と
い
う
画
材
は
ベ
ル
ギ
-
象
徴
派
の
画
家
達
が
し
ば

し
ば
好
ん
で
使
用
し
て
お
り
、
ク
ノ
ッ
プ
フ
　
(
F
.
K
h
n
o
p
f
f
)
　
も

同
様
で
あ
る
が
'
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
を
描
い
た
代
表
作
「
愛
撫
」
等
の

理
想
主
義
的
作
品
で
は
油
彩
が
使
用
さ
れ
、
ロ
ー
デ
ン
バ
ッ
ハ
の

『
死
都
プ
-
エ
ー
ジ
ュ
』
に
挿
入
さ
れ
た
写
真
を
元
に
ク
ノ
ッ
プ
フ

が
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
制
作
し
'
ド
ゥ
グ
ー
ヴ
の
風
景
画
と
強

い
親
近
性
を
示
し
て
い
る
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
連
作
が
パ
ス
テ
ル
で
描
か

れ
て
い
る
事
は
見
逃
せ
な
い
点
で
あ
る
。

(
」
)
　
L
e
g
r
a
n
d
,
I
b
i
d
.

(
5
3
)
　
F
r
a
n
c
i
s
C
a
r
r
e
t
t
e
,
 
"
L
e
s
p
e
i
n
t
r
e
s
d
u
s
i
l
e
n
c
e
,
 
"
L
e
s
p
e
i
-

n
t
r
e
s
d
u
s
i
l
e
n
c
e
,
e
x
.
c
a
t
.
,
B
e
u
x
e
l
l
e
s
,
2
0
0
1
,
p
.
1
7
.

R
o
b
e
r
t
 
G
o
l
d
w
a
t
e
r
,
S
y
m
b
o
l
i
s
m
,
N
e
w
 
Y
o
r
k
,
1
9
7
9
.
p
.

2

9

.

(
ァ
)
　
ウ
ィ
リ
ー
・
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
プ
ッ
シ
ュ
、
「
序
-
美
術
史
的

背
景
に
つ
い
て
」
へ
　
『
ベ
ル
ギ
I
の
巨
匠
5
人
展
-
ア
ン
ソ
ー
ル
か
ら

マ
グ
リ
ッ
ト
、
デ
ル
ヴ
ォ
-
』
　
(
展
覧
会
図
録
)
へ
　
印
象
社
へ
　
二
〇
〇

二
年
。
た
だ
し
引
用
は
同
カ
タ
ロ
グ
掲
載
の
英
語
原
文
か
ら
筆
者
が

訳
し
た
。
W
i
l
l
y
 
V
a
n
 
D
e
n
 
B
u
s
s
c
h
e
,
"
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
t
o
 
t
h
e

e
x
h
i
b
i
t
i
o
n
:
a
r
t
-
h
i
s
t
o
r
i
c
a
l
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
"
,
p
.
3
4
.

(
5
5
)
　
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
ラ
ゲ
'
「
理
想
主
義
と
象
徴
主
義
-
ベ
ル
ギ
ー

に
関
す
る
一
見
解
」
へ
　
『
ベ
ル
ギ
ー
象
徴
主
義
の
巨
匠
展
』
所
収
へ
高

知
県
立
美
術
館
他
、
株
式
会
社
ホ
ワ
イ
ト
P
R
、
一
九
九
六
年
。
た

だ
し
引
用
は
同
カ
タ
ロ
グ
掲
載
の
仏
語
原
文
か
ら
筆
者
が
訳
し
た
。

M
i
c
h
e
l
 
D
r
a
g
u
e
t
,
"
I
d
e
a
l
i
s
m
e
 
e
t
 
S
y
m
b
o
l
i
s
m
e
 
e
n
 
B
e
1
-

g
i
q
u
e
:
U
n
e
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
"
,
p
.
3
8
.

(
m
)
　
L
e
g
r
a
n
d
,
o
p
.
c
i
t
,
p
.
4
6
.

(
8
)
　
E
d
g
a
r
 
A
l
l
a
n
 
P
o
e
.
T
h
e
 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 
o
f
 
F
u
r
n
i
t
u
r
e

(
1
8
4
0
)
,
i
n
P
o
e
,
P
o
e
t
r
y
a
n
d
t
a
l
e
s
,
N
e
w
Y
o
r
k
,
1
9
8
4
,
p
.
3
8
4
.

(35)　Ibid.
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(S)　Ibid.,p.387.

秒

m

i

l

e

 

V

e

r

h

a

e

r

e

n

,

L

'

A

r

t

m

o

d

e

r

n

e

,

8

　

a

v

r

i

1

1

8

9

4

,

i

n

l
d
e
m
,
I
b
i
d
.
,
p
.
6
0
0
.

(
」
)
　
こ
の
作
品
の
題
名
は
他
に
L
a
 
m
a
i
s
o
n
 
d
u
 
m
y
s
t
e
r
e
　
(
神
秘

の
家
)
　
ま
た
は
L
a
 
m
a
i
s
o
n
 
r
o
s
e
　
(
畜
商
の
家
)
　
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
あ
る
。

(
ァ
ァ
)
　
E
d
g
a
r
 
A
l
l
a
n
 
P
o
e
,
T
h
e
F
a
l
l
o
f
t
h
e
H
o
u
s
e
o
f
U
s
h
e
r

(
1
8
3
9
)
,
i
n
P
o
e
,
P
o
e
t
r
y
a
n
d
t
a
l
e
s
.
N
e
w
Y
o
r
k
,
1
9
8
4
,
p
p
.
3
3
5

f
.
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