
モ
ネ
の
︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群

六
人
部

昭

典

は
じ
め
に

ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
は
一
八
七
七
年
初
頭
か
ら
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
を
主
題
に

一
連
の
作
品
を
制
作
し
た
。
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
で
は
、
作
品
番
号
四
三
八
か

ら
四
四
九
ま
で
の
十
二
点
が
確
認
さ
れ
る
︵
図
１

︶。
モ
ネ
は
こ
れ
ら
の

1

−
12

作
品
で
、
駅
舎
や
機
関
車
だ
け
で
は
な
く
、
駅
舎
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
や

モ
チ
ー
フ
を
描
い
て
い
る
。
同
年
四
月
に
は
印
象
派
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
第
三
回

展
が
開
催
さ
れ
た
が
、
こ
の
第
三
回
展
は
、
モ
ネ
た
ち
が
自
ら
﹁
印
象
主
義
者

︵
印
象
派
︶﹂
と
い
う
名
称
を
掲
げ
た
展
覧
会
だ
っ
た
。
当
時
の
出
品
目
録
に
よ

れ
ば
、
参
加
し
た
画
家
は
十
八
名
、
総
出
品
数
は
二
四
一
点
に
の
ぼ
り
、
今

日
、
各
々
の
画
家
の
代
表
作
と
い
わ
れ
る
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
モ
ネ

は
三
十
点
の
作
品
を
出
展
︵
出
品
目
録
の
番
号
九
〇

一
一
九
︶、
目
録
に
は
、

−

こ
の
う
ち
の
七
点
に
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
に
関
わ
る
作
品
名
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。こ

の
作
品
群
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
駅
や
鉄
道
と
い
う
主
題
が
、
モ
デ
ル
ニ
テ

を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
モ
ネ
は
こ
の
主
題
を
ど

2

の
よ
う
に
描
き
、
当
時
の
批
評
は
そ
れ
を
ど
う
受
け
と
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
一

3

方
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
一
八
九
〇
年
代
に
描
か
れ
る
︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
な

ど
の
連
作
と
も
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
群
と
後
に
制
作
さ
れ
る
連
作
を

同
様
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
が
、
連
作
の
先
駆
と
な
る
一
面
を
も
っ
て
い
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
、
駅
を
主
題
と
し
た
作
品
に
連
作
に
繋
が
る

性
格
が
示
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群

に
お
け
る
モ
デ
ル
ニ
テ
の
表
現
の
特
質
、
そ
し
て
こ
の
特
質
と
連
作
に
繋
が
る

要
素
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。

4

一
．
︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
と
駅
・
鉄
道

１
．
︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
の
概
略

十
二
点
の
う
ち
、
五
点
は
駅
舎
内
を
描
い
た
も
の
で
、
こ
の
う
ち
の
四
点
に

は
い
ず
れ
も
駅
舎
ホ
ー
ル
の
内
部
が
描
か
れ
て
い
る
。︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
、

列
車
の
到
着
︾
と
︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
︾︵
図
１
・
２
︶
は
パ
リ
近
郊
の
オ
ー

ト
ゥ
イ
ユ
線
、
他
の
二
点
、︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
か
ら
の
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列
車
︾
と
︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
︾︵
図
３
・
４
︶
は
幹
線
の
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー

線
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
絵
も
、
上
部
に
ガ
ラ
ス
を
用
い

た
大
き
な
屋
根
が
線
路
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
覆
い
、
そ
の
下
を
機
関
車
が

発
着
す
る
。
各
々
の
二
点
は
ほ
ぼ
同
じ
構
図
を
見
せ
、
作
品
の
サ
イ
ズ
も
近
似

す
る
。
残
る
一
点
、︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
、
外
の
光
景
︾︵
図
５
︶
は
手
前
に

駅
舎
施
設
の
一
部
︵
貨
物
倉
庫
︶
な
ど
を
描
き
、
駅
の
外
を
遠
望
す
る
。
他
の

七
点
︵
図
６

︶
は
す
べ
て
駅
舎
の
外
を
捉
え
た
も
の
で
、
隣
接
す
る
ヨ
ー

−

12

ロ
ッ
パ
橋
と
組
み
合
わ
せ
た
二
点
︵︽
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
橋
、
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
︾

と
︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
、
外
の
光
景
︾、
図
７
・
８
︶
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら

七
点
の
作
品
は
機
関
車
の
姿
が
目
立
た
な
い
も
の
が
多
く
、
前
者
の
五
点
に
見

ら
れ
な
か
っ
た
モ
チ
ー
フ
︵
線
路
脇
の
信
号
や
転
轍
所
な
ど
︶
が
描
か
れ
て
い

る
。
構
図
は
多
様
だ
が
、
こ
の
う
ち
の
二
点
、︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
の
外
、
列

車
の
到
着
︾
と
︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
の
外
、
陽
光
の
効
果
︾
は
︵
図
９
・

︶
10

は
同
じ
構
図
を
示
す
。
こ
の
よ
う
に
十
二
点
の
作
品
で
は
、
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル

5

駅
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
と
モ
チ
ー
フ
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
モ
ネ
は
一
八
七
七

年
一
月
に
駅
構
内
と
周
辺
に
立
ち
入
る
許
可
を
得
る
た
め
に
努
力
し
た
︵
駅
舎

6

の
外
を
描
い
た
作
品
に
は
許
可
に
よ
っ
て
実
現
し
た
視
点
が
窺
わ
れ
る
だ
ろ

う
︶。
同
月
中
旬
に
は
駅
に
近
い
モ
ン
シ
ー
通
り
一
七
番
地
に
部
屋
を
借
り
、

制
作
に
取
り
組
ん
だ
の
だ
っ
た
。

次
に
一
八
七
七
年
四
月
に
開
催
さ
れ
た
印
象
派
グ
ル
ー
プ
の
第
三
回
展
︵
四

月
四
日
～
三
〇
日
、
ル
・
プ
ル
テ
ィ
エ
通
り
六
番
地
︶
へ
の
出
品
に
つ
い
て
触

れ
て
お
き
た
い
。
出
品
目
録
に
よ
れ
ば
、︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
の
う

ち
の
七
点
が
出
展
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
︵
目
録
番
号
九
七
、
九
八
、
一
〇

〇
、
一
〇
二
、
一
一
六
，

一
一
七
，

一
一
八
︶。
し
か
し
当
時
の
展
覧
会
評
の

7

検
討
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
批
評
の
ひ
と

つ
に
、﹁
作
品
番
号
の
な
い
一
点
で
は
、
武
骨
で
巨
大
な
信
号
の
円
盤
が
前
景

を
支
配
し
て
い
る
﹂︵
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
︶
と
い
う
記
述
が
認
め
ら
れ
、
目
録
に

8

記
載
さ
れ
て
い
な
い
一
点
が
追
加
出
品
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る

︵
批
評
文
の
記
述
か
ら
判
断
し
て
、
追
加
さ
れ
た
の
は
︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
、

構
外
︵
信
号
︶︾﹇
図

﹈
と
同
定
で
き
る
︶。
そ
う
す
る
と
、︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー

11

ル
︾
作
品
群
の
う
ち
、
第
三
回
展
に
出
展
さ
れ
た
の
は
計
八
点
と
考
え
ら
れ
る

が
、
展
覧
会
評
で
は
以
下
の
よ
う
に
、
出
品
数
に
つ
い
て
異
な
る
数
字
が
散
見

さ
れ
る
の
で
あ
る
。﹁
七
点
な
い
し
八
点
の
作
品
に
よ
っ
て
、
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル

駅
の
様
相
を
私
た
ち
に
提
示
し
て
い
る
﹂︵
ビ
ゴ
ー
︶、﹁
モ
ネ
氏
は
た
だ
ひ
と

9

つ
の
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
に
つ
い
て
七
点
の
作
品
を
描
い
た
﹂︵
ベ
ル
ナ
デ
ィ
ー

ル
︶、﹁
画
面
に
横
溢
す
る
分
厚
い
煙
が
こ
の
試
み
に
当
て
ら
れ
た
六
点
の
絵
を

10見
る
の
を
妨
げ
て
い
る
﹂︵
デ
ク
ー
ブ
︶、﹁
彼
[モ
ネ
]は
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
内

11

部
の
光
景
を
描
い
た
五
点
も
し
く
は
六
点
の
作
品
を
提
示
し
て
い
る
﹂︵
ド
・

ロ
ー
ラ
︶。
こ
れ
ら
の
批
評
の
検
討
を
通
し
て
、
目
録
に
記
載
さ
れ
た
作
品
の

12

中
に
出
展
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
と
推
定
す
る
研
究
も
あ
る
。
第
三
回

13

展
へ
の
出
品
に
つ
い
て
は
、
出
展
作
品
の
同
定
と
と
も
に
議
論
の
余
地
を
残
し

て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
．

鉄
道
の
発
達
と
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
鉄
道
の
歴
史
に
つ
い
て
、
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
を
終
着

駅
と
す
る
西
鉄
道
会
社
の
路
線
を
中
心
に
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
首
都
パ
リ
を

14
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発
着
す
る
鉄
道
は
一
八
三
七
年
に
パ
リ
と
サ
ン
=
ジ
ェ
ル
マ
ン
の
間
に
初
め
て

開
通
、
二
年
後
の
一
八
三
九
年
に
は
、
パ
リ
と
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
を
結
ぶ
セ
ー
ヌ

左
岸
線
が
開
通
す
る
。
こ
れ
ら
は
パ
リ
と
郊
外
の
間
の
路
線
だ
が
、
首
都
と
フ

ラ
ン
ス
の
各
都
市
を
結
ぶ
鉄
道
は
、
一
八
四
三
年
に
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
ル
ー

ア
ン
を
結
ぶ
路
線
が
開
通
、
一
八
四
七
年
に
は
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
ま
で
延
長
さ
れ

る
。
こ
う
し
て
幹
線
を
含
め
、
西
鉄
道
の
路
線
が
整
え
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
他

の
終
着
駅
を
発
着
す
る
路
線
に
つ
い
て
も
、
一
八
四
三
年
か
ら
十
年
の
間
に
、

オ
ル
レ
ア
ン
、
リ
ー
ル
、
リ
ヨ
ン
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
な
ど
の
諸
都
市
が
次
々

に
首
都
と
結
ば
れ
て
い
る
。
モ
ネ
は
一
八
四
〇
年
に
パ
リ
で
生
ま
れ
た
が
、
一

八
四
五
年
に
一
家
は
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
に
転
居
す
る
。
彼
は
こ
の
セ
ー
ヌ
河
口
に

15

位
置
す
る
港
湾
都
市
で
成
長
、
一
八
五
九
年
に
画
家
に
な
る
た
め
に
パ
リ
に
出

る
。
こ
の
よ
う
な
モ
ネ
の
生
い
立
ち
は
、
パ
リ
を
起
点
と
し
た
鉄
道
網
が
整
備

さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
重
な
る
と
い
え
る
。
彼
は
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
ル
・
ア
ー

ヴ
ル
と
そ
の
周
辺
に
帰
っ
て
お
り
、
ま
た
一
八
七
一
年
十
二
月
か
ら
は
パ
リ
郊

外
の
ア
ル
ジ
ャ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
に
住
ん
で
い
る
。
パ
リ
と
の
往
復
に
は
サ
ン
=
ラ

ザ
ー
ル
を
発
着
す
る
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
線
︵
幹
線
︶
や
郊
外
線
を
何
度
も
使
っ

た
だ
ろ
う
。
モ
ネ
に
と
っ
て
、
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
は
身
近
な
終
着
駅
だ
っ
た

に
違
い
な
い
。

鉄
道
網
が
急
速
に
整
備
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
生
活
は
大
き
く
変

わ
る
。
そ
れ
ま
で
の
馬
車
に
よ
る
輸
送
と
は
異
な
り
、
大
量
の
旅
客
と
物
資
を

短
時
間
に
運
ぶ
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
シ

ヴ
ェ
ル
ブ
シ
ュ
は
﹃
鉄
道
旅
行
の
歴
史
﹄
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

﹁
疲
れ
を
知
ら
ず
、
し
か
も
無
限
に
増
強
で
き
る
蒸
気
力
は
、
抵
抗
す
る
自
然

︵
つ
ま
り
、
空
間
的
距
離
︶
と
運
動
装
置
と
の
関
係
を
逆
転
す
る
﹂。﹁
新
し
い

機
械
に
よ
る
運
動
装
置
の
鉄
道
﹂
は
空
間
を
容
易
に
踏
破
す
る
の
で
あ
る
。
彼

は
こ
の
変
化
を
﹁
時
間
と
空
間
の
抹
殺
﹂
と
要
約
し
て
い
る
。
鉄
道
網
の
急
速

16

な
進
展
は
、
人
々
の
時
間
と
空
間
に
対
す
る
意
識
を
根
底
か
ら
覆
す
も
の
だ
っ

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
時
間
意
識
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
シ
ヴ
ェ
ル
ブ

シ
ュ
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
標
準
時
の
実
施
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
ま
だ
標
準
時
は
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
々

は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
時
に
し
た
が
っ
て
生
活
し
て
い
た
。
鉄
道
も
当
初
は
こ
う

し
た
時
間
︵
時
刻
︶
の
ず
れ
を
含
ん
だ
列
車
運
行
を
行
っ
て
い
た
が
、
あ
ま
り

に
も
不
都
合
で
あ
る
た
め
、
首
都
パ
リ
の
時
間
を
鉄
道
標
準
時
と
し
て
採
用
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
一
八
九
一
年
に
は
法
律
に
よ
っ
て
、
パ
リ
時
間
を
標

準
時
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
全
土
に
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
急
速
に
発
達
し
た
鉄

道
の
運
行
が
、
今
日
で
は
当
然
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
統
一
的
な
時
間
制
度
を

も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

鉄
道
網
の
進
展
に
伴
っ
て
、
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
も
た
び
た
び
改
築
さ
れ
る
。

サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
は
一
八
三
七
年
の
サ
ン
=ジ
ェ
ル
マ
ン
線
開
通
に
際
し
て
、

木
造
の
仮
駅
舎
が
建
て
ら
れ
た
が
、
す
ぐ
に
線
路
を
ま
た
ぐ
石
造
の
仮
駅
舎
に

代
わ
る
。
そ
し
て
一
八
三
九
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
広
場
と
の
間
の
用
地
が
譲
渡
さ

れ
る
と
、
よ
う
や
く
本
格
的
な
駅
舎
が
建
造
さ
れ
、
一
八
四
一
年
か
ら
こ
の
駅

舎
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
後
も
、
路
線
と
線
路
の
延
伸
・
拡
張
に
し

た
が
っ
て
改
築
は
続
き
、
一
八
六
七
年
に
拡
張
工
事
の
完
成
除
幕
式
が
執
り
行

わ
れ
た
。
こ
の
間
の
工
事
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
八
五
〇
年
代
に
行
わ
れ
た

駅
舎
ホ
ー
ル
の
建
造
で
あ
る
︵
図
１
～
４
の
モ
ネ
作
品
に
描
か
れ
る
︶。
そ
れ
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ま
で
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
覆
う
屋
根
が
な
く
、
旅
客
は
不
便
を
強
い
ら
れ

て
い
た
。﹁
ど
ん
な
天
気
の
も
と
で
も
、
正
午
の
日
差
し
の
下
に
あ
ろ
う
と
、

雨
の
下
で
あ
ろ
う
と
、
風
が
吹
こ
う
と
、
雪
が
降
ろ
う
と
、
あ
る
時
は
び
し
ょ

濡
れ
の
、
あ
る
時
は
焼
け
つ
く
、
舗
道
の
上
を
歩
い
て
、
乗
り
込
む
べ
き
列
車

ま
で
辿
り
着
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
状
態
だ
っ
た
。
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・

17

フ
ラ
シ
ャ
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
た
駅
舎
ホ
ー
ル
は
、
ガ
ラ
ス
と
鉄
骨
と
い
う
全

く
新
し
い
材
料
と
工
法
が
用
い
ら
れ
た
。
彼
は
カ
ミ
ー
ユ
・
ポ
ロ
ン
ソ
ー
が
考

案
し
た
屋
根
組
み
構
造
を
採
用
し
、
さ
ら
に
新
し
い
鍛
造
技
術
に
よ
る
鋳
鉄
板

を
使
う
こ
と
で
軽
量
化
と
強
化
に
成
功
し
、
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
梁
間
を
も
つ

ホ
ー
ル
を
実
現
す
る
。
こ
う
し
て
壁
と
柱
が
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
た
、
光
と
大

気
に
富
む
駅
舎
ホ
ー
ル
が
誕
生
し
た
の
だ
っ
た
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
鉄
と
い
う
素
材
と
鉄
骨
建
築
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。﹁
線
路
は
組
み
合
わ
せ
可
能
な
最
初
の
鉄
材
と
な
り
、
桁
・
梁
の
前
身

と
な
る
。
鉄
は
住
宅
建
築
に
は
好
ま
れ
ず
、
パ
サ
ー
ジ
ュ
や
博
覧
会
場
や
駅
と

い
っ
た
、
一
過
的
な
目
的
の
た
め
の
建
築
物
に
使
用
さ
れ
る
。
同
時
に
建
築
に

お
け
る
ガ
ラ
ス
の
使
用
範
囲
が
広
が
る
﹂。
多
く
の
人
々
が
行
き
か
う
駅
舎

18

ホ
ー
ル
は
、
ま
さ
に
﹁
一
過
的
﹂
と
い
う
性
格
を
体
現
し
た
も
の
だ
っ
た
だ
ろ

う
。
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
は
こ
の
後
、
一
八
八
九
年
の
パ
リ
万
国
博
の
開
催
に

合
わ
せ
て
、
一
八
八
六
年
か
ら
大
幅
な
改
築
が
行
わ
れ
、
ホ
ー
ル
部
分
も
拡
張

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
旅
客
数
を
見
て
お
く
と
︵
改
築
前
の
数
字
︶、

郊
外
線
と
幹
線
を
合
わ
せ
て
年
間
に
一
〇
〇
〇
万
を
超
え
る
人
々
が
サ
ン
=
ラ

ザ
ー
ル
駅
か
ら
列
車
に
乗
っ
て
い
る
。
パ
リ
の
他
の
終
着
駅
の
乗
客
数
は
二
〇

〇
万
人
台
か
ら
六
〇
〇
万
人
台
で
あ
る
の
で
、
こ
の
数
字
は
群
を
抜
い
て
多

い
。
つ
ま
り
、
当
時
の
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
は
パ
リ
の
終
着
駅
の
中
で
最
古
の

歴
史
を
も
つ
と
と
も
に
、
最
大
の
旅
客
数
を
示
し
て
い
た
の
だ
。
さ
ら
に
こ
の

駅
が
パ
リ
の
中
心
部
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
時
の
パ
リ
市
民

に
最
も
親
し
ま
れ
た
駅
で
も
あ
っ
た
。

当
時
の
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
の
様
相
に
つ
い
て
、
モ
ネ
と
も
親
し
か
っ
た
ゾ

ラ
は
小
説
﹃
獣
人
﹄
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

19

正
面
の
ロ
ー
マ
通
り
の
家
並
み
は
、
光
の
輝
き
の
た
め
に
靄
が
か
か

り
、
ぼ
ん
や
り
と
霞
ん
で
い
る
。
左
手
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
屋
根

は
、
す
す
け
た
ガ
ラ
ス
で
で
き
た
大
き
な
発
車
口
を
開
け
て
い
る
。
幹
線

の
ガ
ラ
ス
屋
根
は
巨
大
で
、
視
線
が
そ
の
中
に
吸
い
込
ま
れ
る
。
そ
の
横

に
は
、
転
轍
や
給
湯
の
た
め
の
建
物
を
間
に
挟
ん
で
、
ア
ル
ジ
ャ
ン
ト
ゥ

イ
ユ
線
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
線
、
環
状
線
の
や
や
小
さ
な
ガ
ラ
ス
屋
根
が
あ

る
。
一
方
、
右
手
で
は
、
切
通
し
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
橋
の
星
の
形
を
し
た
鉄

の
装
飾
に
よ
っ
て
途
中
で
立
て
切
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
先
で
再
び

姿
を
現
し
、
バ
テ
ィ
ニ
ョ

ー
ル
・
ト
ン
ネ
ル
ま
で
伸
び
て
い
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
橋
の
下
か
ら
現
れ
る
三
組
の
複
線
は
、
窓
の
下
の
広
々
と
し
た
空

間
を
占
拠
し
な
が
ら
分
岐
し
て
、
扇
状
に
展
開
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
鉄

の
枝
は
繰
り
返
し
無
数
に
分
か
れ
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
ガ
ラ
ス
屋
根

の
下
へ
と
消
え
る
。
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
ア
ー
チ
型
屋
根
の
前
に
あ
る

三
つ
の
転
轍
所
に
は
、
裸
の
小
さ
な
庭
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
レ
ー
ル
の

上
に
ひ
し
め
く
機
関
車
と
車
両
が
重
な
り
合
っ
て
姿
を
消
し
て
ゆ
き
、
赤

い
大
き
な
信
号
が
ひ
と
つ
、
薄
日
の
中
に
ぽ
つ
ん
と
染
み
を
つ
け
て
い

た
。

20
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こ
の
冒
頭
部
分
で
も
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
覆
う
ガ
ラ
ス
屋
根
の
駅
舎

ホ
ー
ル
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
橋
へ
と
続
く
鉄
路
の
連
な
り
と
転
轍
所
な
ど
が
詳
し

く
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
様
相
は
、
モ
ネ
が
十
年
あ
ま
り
前
に
描
い
た
光
景

と
重
な
る
。
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
の
中
で
、
モ
ネ
が
二
点
の
作
品
で
取
り
上
げ

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
橋
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル

駅
に
隣
接
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
広
場
の
下
に
は
鉄
道
用
の
石
の
ト
ン
ネ
ル
が
あ
っ

た
が
、
一
八
六
五
年
に
鉄
製
の
橋
を
架
け
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
工
事

も
鉄
道
の
進
展
に
伴
う
も
の
で
、﹁
二
四
輌
連
結
の
列
車
が
入
線
で
き
る
の
に

必
要
な
長
さ
﹂
を
確
保
す
る
た
め
だ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︵
一
八
六
八
年

21

の
竣
工
時
に
﹃
イ
リ
ュ
ス
ト
ラ
シ
オ
ン
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
と
版
画
、
図

︶。
こ
の
橋
に
交
差
す
る
道
に
は
ロ
ー
マ
通
り
や
マ
ド
リ
ー
ド
通
り
な
ど
、

13ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要
な
都
市
名
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。
当
時
の
人
々
に
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
枢
を
担
う
首
都
パ
リ
の
繁
栄
を
感
じ
さ
せ
る
場
所
だ
っ
た
と

い
え
る
。
パ
リ
大
改
造
に
よ
っ
て
首
都
は
姿
を
変
貌
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
が
︵
一

八
七
五
年
に
は
ガ
ル
ニ
エ
が
設
計
し
た
新
オ
ペ
ラ
座
も
近
く
に
完
成
︶、
そ
の

中
で
も
、
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
は
パ
リ
市
民
が
関
心
を
寄
せ
る
地
区
に
位
置
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
鉄
道
は
﹁
近
代
﹂
と
い
う
新
し
い
時
代
の
発
展
を

担
い
、
人
々
の
生
活
︵
時
間
の
意
識
ま
で
も
︶
を
大
き
く
変
え
た
。
ま
た
今
日

で
も
そ
う
だ
が
、
駅
は
都
市
生
活
に
お
い
て
、
他
の
ど
こ
よ
り
も
多
く
の
人
々

が
行
き
か
う
所
で
あ
る
︵
特
に
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
の
乗
降
客
数
は
最
多
︶。
そ

し
て
新
た
な
素
材
と
工
法
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
光
に
富
む
駅
舎
ホ
ー
ル
。

機
関
車
の
吐
く
煙
や
蒸
気
、
汽
笛
や
車
輪
の
軋
む
音
、
石
炭
の
匂
い
。
当
時
の

人
々
に
と
っ
て
、
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
を
は
じ
め
と
す
る
終
着
駅
は
、
何
よ
り

も
モ
デ
ル
ニ
テ
を
感
じ
さ
せ
る
場
所
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

二
．
︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
と
展
覧
会
評

１
．
︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
に
先
行
す
る
作
例

鉄
道
と
駅
を
描
い
た
作
品
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
最
初
に
鉄
道
が
発
達
し

た
イ
ギ
リ
ス
に
早
い
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
タ
ー
ナ
ー
の
︽
雨
、
蒸
気
、

速
度
：

グ
レ
イ
ト
・
ウ
ェ
ス
タ
ン
鉄
道
︾︵
一
八
四
四
年
︶
は
疾
走
す
る
蒸
気

機
関
車
を
捉
え
た
も
の
、
一
方
、
フ
リ
ス
の
大
作
︽
鉄
道
駅
︾︵
一
八
六
二
年

図

︶
は
駅
に
集
ま
る
旅
客
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
子
を
描
き
出
し
て
い
る
。

14
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ド
ー
ミ
エ
が
︽
三
等
車
両
︾︵
一
八
六
四
年
頃
︶
に
身
を
寄

せ
合
っ
て
座
る
庶
民
の
姿
を
描
い
た
。
も
っ
と
も
、
彼
は
こ
の
油
彩
よ
り
も
前

に
鉄
道
を
主
題
に
し
た
風
刺
版
画
を
﹃
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
﹄
に
連
載
し
て
い
る
。

︽
鉄
道
︾︵
一
八
四
三
年
︶︽
鉄
道
の
顔
︾︵
一
八
五
二
年
︶︽
鉄
道
に
て
︾︵
一
八

六
四
年
︶
な
ど
に
は
、
鉄
道
が
当
時
の
人
々
に
引
き
起
こ
し
た
困
惑
や
驚
き
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
︵︽
鉄
道
︾
の
中
の
一
点
に
は
、
雨
に
濡
れ
な
が
ら
列
車

22

を
待
つ
人
々
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
︶。
モ
ネ
の
周
辺
で
は
マ
ネ
の
︽
鉄
道
︾︵
一

八
七
二

七
三
年
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
八
七
四
年
の
サ
ロ
ン
に
出
展
さ
れ
た

−

こ
の
作
品
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
橋
に
近
い
一
角
を
描
い
た
も
の
で
、
画
面
手
前
に

描
か
れ
た
二
人
の
人
物
の
う
ち
、
後
ろ
向
き
に
立
つ
少
女
が
鉄
柵
越
し
に
サ
ン

=
ラ
ザ
ー
ル
駅
を
発
着
す
る
列
車
を
眺
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
汽
車
の
姿
は

描
か
れ
ず
、
立
ち
昇
る
白
煙
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
鉄
道
と
い
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う
題
名
だ
が
、
画
面
の
主
役
は
前
景
の
人
物
で
あ
る
。
カ
イ
ユ
ボ
ッ
ト
の

︽
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
橋
︾︵
一
八
七
六
年
︶
に
は
大
き
な
鉄
の
欄
干
が
対
角
線
状
に
描

か
れ
、
橋
の
下
に
列
車
と
線
路
が
わ
ず
か
に
見
え
る
。
こ
こ
で
も
、
主
と
な
る

モ
チ
ー
フ
は
橋
上
の
人
物
た
ち
︵
橋
の
下
を
眺
め
る
労
働
者
と
通
り
を
歩
く
ブ

ル
ジ
ョ

ワ
な
ど
︶
に
他
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
の
絵
は
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
橋

の
一
画
を
描
い
た
︽
パ
リ
の
通
り
、
雨
の
日
︾︵
一
八
七
七
年
︶
と
と
も
に
、

印
象
派
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
第
三
回
展
に
出
品
さ
れ
て
い
る
。

モ
ネ
自
身
に
も
、︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
に
先
行
す
る
作
例
が
認
め

ら
れ
る
。
一
八
七
二
年
の
︽
ア
ル
ジ
ャ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
駅
︾︵
図

︶
に
は
、
当

15

時
住
み
始
め
た
パ
リ
郊
外
の
駅
の
様
子
が
灰
褐
色
の
色
調
の
中
に
描
か
れ
て
い

る
︵
モ
ネ
は
こ
の
後
、
一
八
七
五
年
の
︽
雪
の
中
の
汽
車
、
機
関
車
︾

[

W

3
5
6
]
で
ア
ル
ジ
ャ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
停
車
す
る
汽

車
を
描
く
︶。
モ
ネ
は
こ
の
時
期
、
列
車
が
走
る
光
景
も
描
い
た
。︽
田
園
の
列

車
︾︵
一
八
七
〇
年

W

1
5
3︶
に
は
パ
リ
郊
外
の
田
園
を
走
る
列
車
の
姿
が
見

ら
れ
る
。︽
貨
物
列
車
︾︵
一
八
七
二
年

図

︶
で
は
、
前
景
に
ル
ー
ア
ン
の

16

町
は
ず
れ
を
走
る
列
車
を
捉
え
て
い
る
。
機
関
車
の
白
煙
が
画
面
左
へ
と
流

れ
、
背
後
に
描
か
れ
た
工
場
群
の
煙
突
が
吐
く
煙
と
呼
応
し
、
近
代
工
業
社
会

の
発
展
を
感
じ
さ
せ
る
。︽
ア
ル
ジ
ャ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
鉄
道
橋
︾︵
一
八
七
三
年

W

2
7
9︶
で
は
晴
天
の
も
と
、
汽
車
が
セ
ー
ヌ
河
に
架
か
る
橋
を
白
煙
と
と
も

に
走
る
。
橋
の
下
の
水
面
に
は
ヨ
ッ
ト
が
浮
か
び
、
鉄
道
網
の
整
備
に
伴
っ

て
、
パ
リ
市
民
が
余
暇
を
楽
し
む
場
所
と
な
っ
た
セ
ー
ヌ
河
畔
の
様
子
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
三
点
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
画
面
手
前
に

列
車
を
眺
め
る
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
風
の
人
物
が
数
人
描
き
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

注
目
さ
れ
る
。
彼
ら
は
鉄
道
が
担
っ
た
近
代
の
繁
栄
を
享
受
す
る
人
々
で
あ

り
、
モ
ネ
も
基
本
的
に
彼
ら
の
眼
差
し
を
共
有
し
、
こ
う
し
た
発
展
を
好
意
的

に
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２
．
︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
の
特
徴
と
批
評

第
一
章
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
モ
ネ
は
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
を
主
題
に
し
た

十
二
点
の
作
品
で
、
駅
舎
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
と
モ
チ
ー
フ
を
描
い
た
。

駅
舎
の
中
を
描
い
た
作
品
で
目
を
引
く
の
は
、
ガ
ラ
ス
の
屋
根
を
伴
っ
た
ホ
ー

ル
の
構
造
だ
ろ
う
。
特
に
︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
、
列
車
の
到
着
︾
と
︽
サ
ン
=

ラ
ザ
ー
ル
駅
︾︵
図
１
・
２
︶
で
は
、
鉄
製
の
柱
が
画
面
左
右
に
位
置
し
、
そ

の
上
の
三
角
形
の
屋
根
と
と
も
に
構
成
さ
れ
る
駅
舎
ホ
ー
ル
が
ほ
ぼ
シ
ン
メ
ト

リ
カ
ル
に
描
か
れ
、﹁
梁
間
四
〇
メ
ー
ト
ル
﹂
と
い
う
駅
舎
ホ
ー
ル
の
威
容
を

伝
え
て
い
る
。
そ
の
下
を
発
着
す
る
機
関
車
は
、
図
１
の
絵
に
顕
著
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
黒
の
色
彩
で
頑
強
な
車
体
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
機
関
車
か

ら
吐
き
出
さ
れ
る
煙
や
蒸
気
が
こ
の
開
放
的
な
空
間
に
満
ち
、
機
関
車
の
姿
と

対
照
を
な
す
。
そ
れ
ら
は
ガ
ラ
ス
屋
根
か
ら
差
し
込
む
光
に
よ
っ
て
、
色
を
変

え
る
。
一
方
、
駅
と
い
う
主
題
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
は
ず
の
旅
客
の
姿
︵
た

と
え
ば
フ
リ
ス
の
作
品
に
顕
著
︶
は
画
面
後
方
に
退
き
、
個
々
の
表
情
は
見
分

け
ら
れ
な
い
。
人
物
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
鉄
道
の
運
行
に
従
事
す
る
人
々
に

重
き
が
お
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

当
時
の
批
評
で
も
、
駅
舎
ホ
ー
ル
内
の
描
写
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
第

三
回
展
に
際
し
て
は
﹃
印
象
主
義
者
︵
印
象
派
︶
﹄
が
展
覧
会
期
間
中
の
毎
週

木
曜
日
に
発
行
さ
れ
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
が
展
示
作
品
を
詳
し
く
紹
介
し
た
。
彼
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は
﹁
モ
ネ
氏
は
今
年
、
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
の
機
関
車
、
単
独
の
も
の
や
車
両

を
連
結
し
た
機
関
車
を
描
い
た
数
点
の
作
品
を
私
た
ち
に
提
示
し
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
絵
は
、
硬
質
で
単
純
な
主
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
驚
く
べ
き
多

様
性
を
示
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
、
二
点
の
絵
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

23

﹁
大
き
な
作
品
の
一
点
で
は
、
列
車
が
到
着
し
た
と
こ
ろ
で
、
機
関
車
は
再
び

出
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
機
関
車
は
長
い
道
程
を
走
り
終
え
た
ば
か
り
だ
が
、

そ
の
た
め
に
疲
れ
る
と
い
う
よ
り
活
気
づ
い
て
い
る
。
激
昂
し
興
奮
し
た
獣
の

よ
う
に
煙
の
た
て
が
み
を
揺
ら
し
、
そ
の
煙
は
大
ホ
ー
ル
の
ガ
ラ
ス
屋
根
の
と

こ
ろ
で
混
じ
り
あ
う
。﹇
…
…
﹈
こ
の
絵
の
隣
、
同
じ
サ
イ
ズ
の
作
品
に
は
、

陽
光
の
中
、
列
車
が
到
着
し
た
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
陽
気
で
生
き

生
き
と
し
た
絵
だ
。
客
車
か
ら
降
り
た
人
々
が
押
し
合
い
、
煙
は
さ
ら
に
高
く

立
ち
昇
ろ
う
と
、
奥
に
向
か
っ
て
消
え
去
る
。
ガ
ラ
ス
越
し
に
降
り
注
ぐ
光

は
、
線
路
の
砂
と
通
り
過
ぎ
る
機
関
車
を
焼
く
よ
う
で
あ
る
﹂。﹃
印
象
主
義

24

者
﹄
は
グ
ル
ー
プ
の
広
報
誌
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
の

記
述
は
詳
し
い
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
二
点
は
、
前
者
が
︽
サ
ン
=
ラ

ザ
ー
ル
駅
、
列
車
の
到
着
︾︵
図
１
︶、
後
者
は
︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
︾︵
図

２
︶
と
同
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
は
駅
と
い
う
主
題
の
要
で
あ
る

機
関
車
と
吐
き
出
さ
れ
る
煙
の
描
写
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
れ
が
﹁
激
昂
し
興

奮
し
た
獣
の
よ
う
に
煙
の
た
て
が
み
を
揺
ら
し
﹂
と
形
容
さ
れ
て
い
る
の
は
興

味
深
い
。

25

ゾ
ラ
は
地
方
紙
の
﹃
マ
ル
セ
イ
ユ
通
信
﹄
に
掲
載
し
た
批
評
で
、
こ
う
記
し

て
い
る
。﹁
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
氏
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
最
も
際
立
っ
た
個

性
で
あ
る
。
彼
は
今
年
、
駅
の
構
内
を
描
い
た
素
晴
ら
し
い
絵
を
出
品
し
て
い

る
。
人
々
は
こ
こ
に
、
広
大
な
駅
舎
の
中
に
な
だ
れ
こ
む
列
車
の
唸
り
を
聞

き
、
渦
巻
き
あ
ふ
れ
る
煙
を
見
る
だ
ろ
う
。
美
し
い
広
が
り
を
も
っ
た
現
代
的

な
骨
組
み
、
こ
こ
に
今
日
の
絵
画
が
あ
る
。
現
在
の
画
家
は
そ
の
父
親
た
ち
が

森
や
川
に
詩
情
を
見
出
し
た
よ
う
に
、
駅
に
こ
そ
、
詩
情
を
見
出
す
べ
き
だ
﹂
。

26

ゾ
ラ
の
批
評
は
短
い
も
の
だ
が
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
田
園
風
景
と
対
比
す
る
こ

と
で
、
駅
と
い
う
主
題
の
も
つ
今
日
的
な
意
義
を
的
確
に
要
約
し
た
も
の
で
あ

る
。
彼
も
ま
た
、
広
大
な
駅
舎
の
中
を
発
着
す
る
列
車
と
渦
巻
く
煙
を
強
調
し

て
い
る
。

次
に
駅
舎
の
外
を
描
い
た
七
点
の
作
品
を
見
る
と
、
い
ず
れ
の
作
品
に
も
、

信
号
と
転
轍
所
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︵
図

の
版
画
に
も
、

13

方
向
は
異
な
る
が
、
線
路
の
脇
に
点
在
す
る
信
号
と
転
轍
所
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
︶。
た
と
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
橋
と
組
み
合
わ
せ
た
︽
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
橋
、

サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
︾︵
図
７
︶
で
は
、
画
面
右
端
に
白
の
信
号
、
中
ほ
ど
に
赤

の
信
号
が
描
か
れ
て
お
り
、
後
者
の
脇
に
位
置
す
る
の
は
転
轍
所
だ
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
追
加
出
展
さ
れ
た
︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
、
構
外
︵
信
号
︶︾︵
図

︶
11

で
は
、
画
面
手
前
に
信
号
だ
け
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
︵
中
景
に
ぼ
ん
や
り

と
シ
ル
エ
ッ
ト
が
見
え
る
の
は
転
轍
所
︶。
駅
舎
の
外
を
描
い
た
こ
れ
ら
の
作

品
で
は
当
然
、
旅
客
の
姿
は
な
く
、
運
行
に
従
事
す
る
人
物
だ
け
が
姿
を
見
せ

る
。
ま
た
︽
サ
ン
ラ
ザ
ー
ル
駅
、
構
外
の
線
路
︾
︵
図
６
︶
で
は
、
画
面
左
に
、

転
轍
所
の
側
で
赤
い
旗
を
掲
げ
る
人
物
が
見
ら
れ
る
︵
こ
の
鉄
道
員
は
信
号
の

代
わ
り
に
合
図
を
送
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︶。
先
に
紹
介
し
た
批
評
は
追
加
出

展
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
﹁
武
骨
で
巨
大
な
信
号
の
円
盤
﹂
と
記
し
て
い
た

が
、
モ
ネ
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
武
骨
と
も
見
え
る
モ
チ
ー
フ
を
重
視
し
た
の
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だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
赤
の
信
号
が
画
面
に
与
え
る
色
彩
効
果
を
理
由
と
し

て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︵
駅
舎
ホ
ー
ル
内
部
を
描
い
た
図
１
と
２
の
作
品

も
、
注
意
し
て
見
る
と
、
画
面
奥
に
赤
い
信
号
が
小
さ
く
描
か
れ
て
お
り
、
画

家
の
こ
う
し
た
関
心
を
窺
わ
せ
る
︶。
だ
が
、
モ
ネ
は
駅
構
内
に
立
ち
入
る
許

可
を
得
て
、
間
近
に
鉄
道
の
運
行
を
観
察
し
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
路
線
が
競

合
し
、
多
く
の
列
車
が
発
着
す
る
駅
に
お
い
て
、
転
轍
と
そ
れ
に
伴
う
信
号
操

作
が
運
行
の
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
信
号
が
代
わ
り
、
機
関
車

は
出
発
を
告
げ
る
汽
笛
を
鳴
ら
す
。
モ
ネ
は
近
接
し
た
視
点
か
ら
、
こ
の
よ
う

な
鉄
道
運
行
に
関
わ
る
連
続
し
た
動
き
を
捉
え
た
の
だ
っ
た
。

次
に
構
図
を
見
る
と
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
十
二
点
の
作
品
に
は
ほ

ぼ
同
じ
構
図
を
示
す
二
点
が
三
組
︵
計
六
点
︶
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
多
く
の

作
品
で
、
画
面
の
端
で
モ
チ
ー
フ
を
切
断
す
る
い
わ
ゆ
る
ト
リ
ミ
ン
グ
ン
の
構

図
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
特
に
駅
舎
の
外
を
描
い
た
作
品
で
は
こ

う
し
た
ト
リ
ミ
ン
グ
構
図
が
大
胆
に
使
わ
れ
、
場
面
が
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︵
駅
舎
ホ
ー
ル
の
鉄
製
の
柱
を
左
右
に
配
し
た
図
１

と
２
の
作
品
は
比
較
的
安
定
し
た
構
図
を
示
す
が
、
こ
こ
で
も
、
最
も
手
前
の

人
物
を
画
面
下
端
で
切
り
取
る
な
ど
部
分
的
な
適
用
が
認
め
ら
れ
る
︶。
モ
ネ

は
こ
の
よ
う
な
構
図
の
中
に
駅
舎
内
外
の
多
様
な
モ
チ
ー
フ
を
捉
え
て
い
る
の

だ
が
、
十
二
点
の
作
品
す
べ
て
に
共
通
す
る
特
徴
は
、
機
関
車
の
吐
く
煙
と
蒸

気
が
自
在
な
筆
触
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
や
ゾ

ラ
の
批
評
を
含
め
、
多
く
の
批
評
が
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
る
。
先
に
第
三
回

展
の
出
展
作
品
数
に
関
連
し
て
紹
介
し
た
デ
ク
ー
ブ
は
、﹁﹇
モ
ネ
氏
は
﹈
列
車

が
発
着
す
る
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
不
幸
な
こ
と
に
、
画
面
に
横
溢
す
る
分
厚
い
煙
が
こ
の
試
み
に
当
て
ら

れ
た
六
点
の
絵
を
見
る
の
を
妨
げ
て
い
る
﹂
と
評
し
た
。
こ
の
批
評
文
は
モ
ネ

27

作
品
に
お
け
る
煙
の
表
現
を
批
判
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
だ
が
、
む
し
ろ

︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
の
特
徴
を
私
た
ち
に
示
し
て
く
れ
る
。
こ
こ
で

は
駅
と
い
う
主
題
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
は
ず
の
機
関
車
や
旅
客
よ
り
も
、

﹁
画
面
に
横
溢
す
る
分
厚
い
煙
﹂
が
主
役
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
一
八
七
〇
年

代
前
半
の
モ
ネ
の
作
例
で
も
、
機
関
車
が
吐
く
煙
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
そ
れ

ら
は
遠
望
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
作
品
群
で
は
煙
が
間
近
に
捉

え
ら
れ
、
屋
根
の
ガ
ラ
ス
越
し
に
差
す
光
や
戸
外
の
光
が
及
ぼ
す
色
彩
効
果

が
、
筆
触
に
よ
っ
て
い
き
い
き
と
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

ゾ
ラ
の
批
評
に
は
﹁
列
車
の
唸
り
を
聞
き
﹂
と
い
う
一
文
が
認
め
ら
れ
る
。

車
輪
の
軋
む
音
や
石
炭
の
匂
い
な
ど
が
当
時
の
人
々
に
モ
デ
ル
ニ
テ
を
感
じ
さ

せ
た
と
先
に
指
摘
し
た
が
、
駅
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
音
が
満
ち
て
い
る
。
こ
う
し

た
音
に
言
及
し
た
批
評
も
あ
り
、
た
と
え
ば
、
無
署
名
の
記
事
は
、
﹁
画
家
は
、

到
着
あ
る
い
は
出
発
の
時
刻
に
機
関
車
の
発
す
る
音
が
旅
客
に
与
え
る
印
象
を

提
示
し
よ
う
と
し
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。
駅
の
音
に
着
目
し
た
批
評
の
中
で

28

も
、
次
の
ジ
ャ
ッ
ク
の
文
章
は
重
要
だ
ろ
う
。﹁
絵
筆
は
、
動
き
や
色
彩
、
活

気
だ
け
で
は
な
く
、
信
じ
が
た
い
こ
と
に
音
ま
で
も
描
き
出
し
て
い
る
。
駅
に

は
軋
む
音
や
汽
笛
の
音
、
喧
噪
が
あ
ふ
れ
て
い
る
の
だ
。
人
々
は
、
灰
色
あ
る

い
は
青
味
を
帯
び
た
途
方
も
な
い
煙
の
向
こ
う
に
そ
れ
ら
の
音
を
聞
く
。
こ
れ

は
絵
画
的
な
交
響
楽
で
あ
る
﹂。
彼
は
こ
の
よ
う
に
モ
ネ
の
作
品
を
賞
賛
す
る
。

29

そ
し
て
﹁
灰
色
あ
る
い
は
青
味
を
帯
び
た
途
方
も
な
い
煙
の
向
こ
う
に
そ
れ
ら

の
音
を
聞
く
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
絵
を
見
る
も
の
に
﹁
音
﹂
を
喚
起
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す
る
の
は
煙
と
蒸
気
の
描
写
に
他
な
ら
な
い
。
光
に
よ
っ
て
色
を
変
え
る
煙
と

蒸
気
が
自
在
な
筆
触
を
通
し
て
描
か
れ
、﹁
絵
画
的
な
交
響
楽
﹂
が
作
り
出
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
．
︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
と
モ
デ
ル
ニ
テ

１
．

鉄
道
と
時
間

と
こ
ろ
で
、
先
に
冒
頭
部
分
を
紹
介
し
た
ゾ
ラ
の
﹃
獣
人
﹄
は
、
鉄
道
と
殺

人
と
い
う
二
つ
の
柱
か
ら
な
る
小
説
だ
と
い
わ
れ
る
。
物
語
は
パ
リ
と
ル
・

ア
ー
ヴ
ル
を
結
ぶ
鉄
道
の
列
車
や
駅
、
お
よ
び
沿
線
の
諸
都
市
で
進
行
し
、
第

一
の
殺
人
を
犯
す
ル
ボ
ー
と
第
二
の
殺
人
の
真
犯
人
ジ
ャ
ッ
ク
は
い
ず
れ
も
鉄

道
で
働
く
人
物
で
あ
る
︵
前
者
は
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
駅
の
助
役
、
後
者
は
機
関

士
︶。
こ
れ
ら
二
つ
の
柱
を
繋
ぐ
重
要
な
要
素
と
し
て
、﹁
時
間
﹂
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
全
十
二
章
に
及
ぶ
小
説
の
第
一
章
は
、

サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
の
描
写
で
始
ま
る
が
、
章
の
後
半
か
ら
、
物
語
は
第
一
の

殺
人
へ
向
か
っ
て
急
展
開
す
る
。
列
車
の
中
で
殺
人
を
実
行
す
る
こ
と
を
決
意

し
た
ル
ボ
ー
は
、
妻
セ
ヴ
リ
ー
ヌ
と
と
も
に
、
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
か
ら
午
後

六
時
三
〇
分
発
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
行
き
急
行
に
乗
り
込
む
。
章
の
終
わ
り
に
至
る

各
段
落
は
以
下
の
よ
う
に
始
め
ら
れ
て
い
る
︵
引
用
す
る
段
落
の
二
番
目
と
三

番
目
の
間
に
段
落
が
ひ
と
つ
入
る
︶。

﹁
六
時
一
五
分
に
な
る
と
、
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
行
き
急
行
の
機
関
車
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
橋
の
下
か
ら
現
れ
、
列
車
の
方
に
差
し
向
け
ら
れ
て
、
連
結
さ
れ

た
。﹂

﹁
六
時
二
〇
分
に
ル
ボ
ー
と
セ
ヴ
リ
ー
ヌ
が
姿
を
現
し
た
。﹂

﹁
大
時
計
が
六
時
二
七
分
を
示
し
て
い
た
。
発
車
ま
で
、
あ
と
三
分
。﹂

﹁
一
分
後
に
は
六
時
三
〇
分
が
鳴
る
だ
ろ
う
。﹂

30

こ
の
よ
う
に
、
第
一
章
が
終
わ
り
に
近
づ
く
各
段
落
の
冒
頭
に
は
﹁
何
時
何

分
﹂
と
い
う
時
刻
が
記
さ
れ
て
い
る
。
発
車
時
刻
ま
で
の
時
間
も
、
一
五
分
、

一
〇
分
、
三
分
、
一
分
と
次
第
に
せ
ば
ま
り
、
ル
ボ
ー
の
殺
意
と
緊
張
感
が

刻
々
と
高
ま
っ
て
ゆ
く
の
が
読
者
に
伝
わ
る
。
ゾ
ラ
は
こ
う
し
た
鉄
道
の
運
行

に
伴
う
分
刻
み
の
時
間
の
経
過
を
巧
み
に
利
用
し
て
い
る
の
だ
︵
最
終
章
で
予

審
判
事
の
ド
ゥ
ニ
ゼ
は
第
一
と
第
二
の
殺
人
を
結
び
つ
け
る
証
拠
と
し
て
懐
中

時
計
を
発
見
す
る
が
、
こ
れ
は
ゾ
ラ
が
鉄
道
と
殺
人
を
繋
ぐ
要
素
と
し
て
時
間

を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
︶。

第
一
章
の
最
後
の
段
落
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
助
役
が
ラ
ン
プ
を
差
し
上
げ
、
機
関
士
に
進
路
の
開
放
を
要

求
す
る
よ
う
知
ら
せ
た
。
汽
笛
が
二
度
鳴
ら
さ
れ
、
向
こ
う
の
転
轍
所
に

隣
接
し
た
赤
信
号
が
消
え
、
白
い
信
号
に
代
わ
っ
た
。
手
荷
物
車
の
戸
口

に
立
っ
て
、
出
発
の
合
図
を
待
っ
て
い
た
主
任
車
掌
が
そ
れ
を
伝
え
た
。

機
関
士
が
再
び
、
長
い
汽
笛
を
鳴
ら
し
、
レ
ギ
ュ
レ
イ
タ
ー
を
開
き
、
機

関
車
を
発
車
さ
せ
た
。
出
発
で
あ
る
。
初
め
は
動
い
て
い
る
か
、
ほ
と
ん

ど
分
か
ら
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
列
車
は
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
橋
の
下
を
走
り
抜
け
、
バ
テ
ィ
ニ
ョ

ー
ル
・
ト
ン
ネ
ル
の
中

に
入
っ
て
い
っ
た
。
も
う
そ
こ
か
ら
は
、
開
い
た
傷
口
か
ら
血
を
流
し
て

い
る
よ
う
な
、
三
個
の
テ
ー
ル
ラ
ン
プ
が
作
る
三
角
形
の
赤
い
光
が
見
え

る
だ
け
だ
。
し
ば
ら
く
は
夜
の
闇
を
震
わ
せ
る
三
角
の
赤
い
光
を
確
認
で
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き
た
。
だ
が
、
そ
れ
も
遠
ざ
か
っ
た
。
全
速
力
で
疾
走
す
る
こ
の
列
車

を
、
も
う
何
も
止
め
ら
れ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
列
車
は
消
え
去
っ
た
。

31

最
後
の
段
落
に
記
さ
れ
た
、
闇
の
中
を
﹁
全
速
力
で
疾
走
す
る
﹂
列
車
が
、
ル

ボ
ー
の
殺
意
を
暗
示
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
最
終
段
落

で
は
、
時
刻
の
明
示
に
代
わ
っ
て
、
列
車
の
出
発
に
伴
う
動
き
が
次
々
に
描
写

さ
れ
、
緊
張
を
さ
ら
に
強
め
て
ゆ
く
。

32

先
に
鉄
道
が
人
々
の
時
間
の
考
え
方
を
変
え
た
と
指
摘
し
た
が
、
私
た
ち
は

こ
の
変
化
に
先
行
す
る
時
間
制
度
の
移
行
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

中
世
に
は
不
定
時
法
、
つ
ま
り
昼
と
夜
を
そ
れ
ぞ
れ
四
つ
に
分
け
る
考
え
方
が

採
用
さ
れ
て
い
た
︵
教
会
が
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
の
で
、
教
会
時
法
と
も
呼
ば

れ
る
︶。
こ
の
場
合
、
昼
と
夜
の
長
さ
は
季
節
に
よ
っ
て
変
わ
る
の
で
、
当
然
、

四
分
割
さ
れ
る
時
間
の
長
さ
も
一
定
で
は
な
い
。
近
世
に
入
る
と
、
一
日
の
時

間
を
均
等
に
分
割
す
る
定
時
法
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
民
衆
に
時
間
を

知
ら
せ
る
大
時
計
が
王
宮
な
ど
に
設
置
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
初
期
資
本
主
義

社
会
の
誕
生
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
時
間
は
貨
幣
と
同
じ
よ
う
に
価
値
の
あ
る

も
の
︵
利
用
し
う
る
財
貨
と
し
て
の
時
間
︶
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
定
時

法
に
は
主
に
三
つ
の
型
が
あ
っ
た
が
、
た
と
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
時
の
場
合
に

は
、
一
日
の
始
ま
り
は
日
没
後
約
半
時
間
後
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
で
も
一
日
の
始
ま
り
は
季
節
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
八

世
紀
中
頃
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
一
日
の
開
始
も
時
間
の
長
さ
も
均
一

な
、
近
代
的
時
間
制
度
が
始
ま
る
。
産
業
革
命
後
の
近
代
資
本
主
義
社
会
の
到

来
に
よ
っ
て
、
労
働
も
時
間
に
還
元
さ
れ
、
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
は
時
間
を
管
理
す
る

こ
と
を
最
も
重
視
し
た
。
時
間
が
人
々
の
生
活
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
の
で

あ
り
、
一
九
世
紀
末
頃
に
は
、
薄
型
で
安
価
な
懐
中
時
計
が
ス
イ
ス
や
ア
メ
リ

カ
で
生
産
さ
れ
、
庶
民
の
間
に
ま
で
時
計
が
普
及
す
る
。
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鉄
道
が
も
た
ら
し
た
時
間
の
変
化
︵
移
動
に
要
す
る
時
間
の
大
幅
な
短
縮
と

標
準
時
間
の
採
用
︶
は
、
近
代
的
な
時
間
制
度
を
前
提
と
し
て
生
ま
れ
た
。
近

代
が
発
展
を
旨
と
し
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
人
々
は
こ
う
し
て

均
質
で
直
線
的
な
時
間
と
い
う
考
え
方
を
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え

る
。
時
刻
は
こ
の
直
線
上
の
点
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
し
て
今
日
の
私
た
ち

の
生
活
で
も
、
時
刻
︵
何
時
何
分
︶
を
一
番
気
に
か
け
る
の
は
交
通
機
関
の
発

着
、
と
り
わ
け
鉄
道
の
発
車
時
刻
に
他
な
ら
な
い
。
駅
は
当
時
の
人
々
に
と
っ

て
、﹁
時
刻
﹂
と
い
う
新
し
い
時
間
意
識
を
喚
起
す
る
場
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

駅
と
時
間
の
結
び
つ
き
は
駅
舎
建
築
に
も
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
サ
ン
=
ラ

ザ
ー
ル
駅
舎
内
に
は
当
然
、
時
計
が
設
置
さ
れ
て
お
り
︵
図

︶
、
正
面
の
大

17

時
計
は
す
で
に
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
装
い
を
見
せ
て
い
た
︵
図

︶。
一
八
八

18

〇
年
代
の
改
築
に
際
し
て
、
正
面
の
時
計
は
よ
り
大
き
な
も
の
に
な
り
︵
図

、

︶、
現
在
で
は
時
計
を
集
積
し
た
オ
ブ
ジ
ェ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
︵
図

19

20
︶。
他
の
終
着
駅
を
見
る
と
、
リ
ヨ
ン
駅
は
一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
国
博
に

21合
わ
せ
て
改
築
さ
れ
た
折
に
、
新
駅
舎
を
は
る
か
に
し
の
ぐ
高
さ
の
時
計
塔

︵
六
四
メ
ー
ト
ル
︶
が
建
造
さ
れ
、
そ
の
四
面
に
は
大
時
計
︵
直
径
六
メ
ー
ト

ル
四
〇
セ
ン
チ
の
文
字
盤
︶
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

34

２
．

モ
デ
ル
ニ
テ

︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
に
戻
ろ
う
。
モ
ネ
は
十
二
点
の
作
品
に
お
い

て
、
駅
舎
や
機
関
車
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
モ
チ
ー
フ
を
描
い
た
。
ひ

− 80−



と
つ
の
主
題
に
つ
い
て
こ
れ
だ
け
の
作
品
数
が
制
作
さ
れ
た
の
は
、
終
着
駅
の

空
間
的
な
広
が
り
が
一
因
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う

に
、
駅
は
時
間
と
結
び
つ
い
た
場
所
に
他
な
ら
な
い
。
鉄
道
は
人
々
に
均
質
で

直
線
的
な
時
間
を
も
た
ら
し
、
駅
は
人
々
に
時
刻
︵
直
線
上
の
点
︶
を
意
識
さ

せ
る
。
駅
で
は
時
間
に
即
し
て
列
車
が
発
着
し
、
転
轍
や
信
号
な
ど
、
一
連
の

動
き
が
生
起
す
る
。
駅
に
満
ち
る
音
も
ば
ら
ば
ら
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

運
行
時
間
の
中
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
︵
先
の
無
署
名
の
批
評
に
は
﹁
到
着

あ
る
い
は
出
発
の
時
刻
に
機
関
車
の
発
す
る
音
﹂
と
記
さ
れ
て
い
た
︶。
ひ
と

つ
の
主
題
に
つ
い
て
十
点
を
超
え
る
作
品
を
描
く
こ
と
を
モ
ネ
に
促
し
た
の

は
、
む
し
ろ
駅
が
も
つ
時
間
的
な
性
格
だ
っ
た
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。モ

ネ
の
作
品
を
﹁
絵
画
的
な
交
響
楽
﹂
と
評
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
は
、
三
回
に
わ

た
っ
て
連
載
し
た
展
覧
会
評
の
最
後
で
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

印
象
主
義
者
た
ち
の
展
覧
会
は
、
注
意
を
集
め
、
賞
賛
を
得
る
の
に
ふ
さ

わ
し
い
。
こ
の
展
覧
会
は
、
絵
画
と
は
考
古
学
的
な
芸
術
で
あ
る
だ
け
で

は
な
く
、﹁
モ
デ
ル
ニ
テ
﹂
に
た
や
す
く
順
応
す
る
芸
術
で
も
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
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ジ
ャ
ッ
ク
の
文
章
で
は
、
モ
デ
ル
ニ
テ
の
語
に
引
用
符
︵
ギ
ュ
メ
︶
が
付
け
ら

れ
て
い
る
が
、
彼
の
批
評
文
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
主
張
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
一
八
六
三
年
に
発
表
し
た
﹃
現

代
生
活
の
画
家
﹄
の
中
で
、﹁
モ
デ
ル
ニ
テ
と
は
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
、
消
え
や

す
い
も
の
、
偶
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
芸
術
の
半
分
を
な
し
て
い
る
。

も
う
半
分
は
永
遠
な
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
、
画
家
た
ち
が

36

﹁
現
在
﹂
を
描
く
こ
と
を
求
め
た
の
だ
っ
た
。
駅
と
い
う
、
時
間
と
結
び
つ
い

た
場
所
が
主
題
で
あ
る
場
合
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
指
摘
し
た
モ
デ
ル
ニ
テ
の
特

質
は
よ
り
具
体
的
な
相
貌
を
示
す
。
駅
で
は
人
々
が
時
刻
を
意
識
し
、
列
車
の

発
着
を
中
心
に
あ
ら
ゆ
る
動
き
や
音
が
時
間
の
進
行
の
中
に
連
続
す
る
。︽
サ

ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
で
は
、
駅
舎
の
内
外
が
ト
リ
ミ
ン
グ
の
構
図
で
捉

え
ら
れ
て
お
り
、
画
面
を
流
動
す
る
煙
や
蒸
気
は
そ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
ニ
テ
の

特
質
に
何
よ
り
も
ふ
さ
わ
し
い
。

モ
デ
ル
ニ
テ
は
絵
画
に
お
け
る
主
題
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い

が
、
表
現
︵
フ
ォ
ル
ム
︶
に
関
わ
る
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
﹁
外
界
の
事
物
が
示
す
日
々
の
相
貌
の
中
に
は
、
急
速

な
動
き
が
あ
る
の
で
、
芸
術
家
も
そ
れ
に
対
応
し
た
素
早
い
腕
前
が
な
く
て
は

な
ら
な
い
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。
筆
触
表
現
は
画
家
の
身
体
性
を
含
め
、
さ
ま

37

ざ
ま
な
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
モ
ネ
が
筆
触
を
重
視
し

た
理
由
の
ひ
と
つ
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
筆
触
表
現
に
関
連

し
て
、
モ
ネ
の
絵
画
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
﹁
瞬
間
﹂
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ

る
。
だ
が
、
絵
画
は
そ
も
そ
も
、
ひ
と
つ
の
画
面
に
ひ
と
つ
の
時
間
を
し
か
描

け
な
い
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
モ
ネ
は
瞬
間
的
と
見
え
る
よ
う
に
描
い
た
の
に

他
な
ら
な
い
。
瞬
間
的
と
見
え
る
こ
と
︵
ト
リ
ミ
ン
グ
構
図
と
筆
触
表
現
に
基

づ
く
︶
が
、
人
々
に
モ
デ
ル
ニ
テ
を
喚
起
す
る
。
光
に
よ
っ
て
絶
え
間
な
く
変

化
す
る
煙
と
蒸
気
の
表
現
は
、
機
関
車
や
信
号
や
転
轍
所
、
鉄
道
員
た
ち
の
働

く
姿
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
と
呼
応
し
、
刻
々
と
移
り
変
わ
る
駅
舎
内
外
の
様
相

を
伝
え
る
の
で
あ
る
。
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四
．

結
び
に
か
え
て
：
︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
と
連
作

モ
ネ
は
︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
十
二
点
を
制
作
し
、
こ
の
う
ち
の

七
点
前
後
を
第
三
回
の
グ
ル
ー
プ
展
に
出
品
し
た
。
当
時
の
批
評
に
は
、﹁
鉄

道
の
光
景
、
つ
ま
り
出
発
あ
る
い
は
到
着
す
る
列
車
と
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
の

光
景
を
描
い
た
一
連
の
作
品
﹇une

série
de

tableaux

﹈﹂
と
い
う
記
述
が
認
め

38

ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
こ
の
作
品
群
は
連
作
の
先
駆
け
と
な
る
一
面
を
も
っ
て

い
た
と
い
え
る
。

︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
で
は
ひ
と
つ
の
主
題
に
つ
い
て
十
二
点
も
の

作
品
が
描
か
れ
、
そ
の
中
に
は
各
々
が
同
じ
構
図
を
示
す
二
点
が
三
組
含
ま
れ

て
い
た
。
画
家
が
あ
る
主
題
を
描
く
場
合
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か

を
模
索
し
な
が
ら
制
作
を
重
ね
、
そ
れ
ら
の
作
品
︵
習
作
︶
を
最
終
的
な
ひ
と

つ
と
の
作
品
︵
本
作
︶
に
集
約
す
る
の
が
一
般
的
な
制
作
方
法
だ
っ
た
。
同
じ

構
図
の
作
品
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
、
こ
う
し
た
習
作
と
本
作
の
関
係
、
あ
る

い
は
本
作
を
制
作
後
に
レ
プ
リ
カ
と
し
て
描
か
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
い

ず
れ
の
場
合
も
、
そ
こ
に
は
価
値
の
違
い
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
方
、︽
サ
ン
=ラ

ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
十
二
点
に
は
そ
う
し
た
違
い
は
な
く
、
同
等
の
作
品
と
し

て
並
置
さ
れ
る
。
こ
の
作
品
群
に
つ
い
て
は
従
来
、
作
品
数
と
と
も
に
、
同
構

図
の
作
品
で
天
候
の
違
い
が
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
、
最
初

の
連
作
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
す
で
に
見
た
よ
う

に
、
モ
ネ
が
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
十
点
を
超
え
る
作
品

を
制
作
し
た
の
は
、
駅
が
時
間
と
結
び
つ
い
た
場
所
だ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
私
た
ち
は
、
モ
ネ
が
同
じ
構
図
の
作
品
で
天
候
の
違
い
を
描
き
分
け
た
こ

と
だ
け
を
取
り
出
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
駅
で
は
時
間
の
進
行

に
基
づ
い
て
列
車
が
発
着
し
、
転
轍
な
ど
の
動
き
が
生
起
す
る
。
機
関
車
の
吐

き
出
す
煙
と
蒸
気
は
、
光
の
効
果
に
し
た
が
っ
て
絶
え
間
な
く
色
を
変
え
る
。

モ
ネ
は
こ
の
流
動
す
る
煙
や
蒸
気
を
通
し
て
モ
デ
ル
ニ
テ
を
描
い
た
の
だ
っ

た
。
彼
が
同
構
図
の
作
品
で
天
候
の
変
化
を
描
き
分
け
た
こ
と
は
、
駅
と
い
う

主
題
が
も
つ
文
脈
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
天
候
を

描
き
分
け
る
こ
と
は
、
異
な
る
時
間
を
提
示
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
︵
三
組
の

同
構
図
作
品
は
︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
十
二
点
の
半
分
を
占
め
る
︶。

ひ
と
つ
の
作
品
へ
と
集
約
す
る
の
で
は
な
く
、
異
な
る
時
間
を
並
置
す
る
こ

と
。
モ
ネ
が
こ
の
よ
う
な
制
作
と
展
示
を
見
出
し
た
の
も
、
鉄
道
駅
が
も
つ
時

間
的
な
性
格
の
ゆ
え
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
鉄
道
は
均
質
で
直
線
的
な

時
間
を
も
た
ら
し
、
時
刻
は
こ
の
直
線
上
の
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

連
作
と
の
繋
が
り
は
制
作
だ
け
で
は
な
く
、
展
示
発
表
の
点
で
も
注
目
さ
れ

る
。
第
三
回
展
の
構
成
は
当
時
の
批
評
か
ら
推
測
す
る
と
、
計
五
室
か
ら
な

り
、
画
家
ご
と
に
作
品
を
集
め
る
の
で
は
な
く
、
絵
の
主
題
を
重
視
し
て
展
示

さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
モ
ネ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
妻
子
の
姿
を
描
い
た

︽
ア
パ
ル
ト
マ
ン
の
内
部
︾
(

W

3
6
5
)
は
第
一
室
、
オ
シ
ュ
デ
の
邸
宅
を
飾
る
た

め
に
注
文
さ
れ
た
大
作
︽
七
面
鳥
︾
(

W

4
1
6
)
は
第
二
室
に
展
示
さ
れ
た
。
そ

し
て
︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
︾︵
七
点
前
後
︶
は
、
五
部
屋
の
中
で
最
も
大
き
い

第
四
室
に
集
め
ら
れ
た
。
こ
の
部
屋
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
橋
を
描
い
た
カ
イ
ユ

ボ
ッ
ト
の
二
作
品
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
展
示
構
成
は
グ
ル
ー
プ

展
を
準
備
す
る
中
で
決
定
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
同
じ
主
題
を
描
い
た
作
品
を
展
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示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
作
品
が
関
係
づ
け
ら
れ
る
︵
こ
の
場
合
は
グ

ル
ー
プ
展
で
あ
り
、
他
の
画
家
の
絵
も
混
じ
る
が
、
逆
に
、
異
な
っ
た
画
家
が

描
い
た
作
品
が
関
連
し
合
う
︶。
第
三
回
展
に
お
け
る
こ
う
し
た
展
示
発
表
の

経
験
は
、
後
の
モ
ネ
の
制
作
に
ひ
と
つ
の
示
唆
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

モ
ネ
は
一
八
九
〇
年
代
に
連
作
を
制
作
し
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
ら
は
個
展
で
ま

と
め
て
展
示
発
表
す
る
こ
と
を
前
提
に
着
手
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
初
の
連
作
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
︽
積
み
わ
ら
︾
連
作
で
は
、
農
耕
主
題
に
関
連
す
る
モ
チ
ー

フ
が
選
ば
れ
︵
一
九
世
紀
の
農
村
社
会
で
は
近
代
的
な
時
間
制
度
が
波
及
す
る

前
の
生
活
が
残
る
︶、︽
ル
ー
ア
ン
大
聖
堂
︾
連
作
で
は
ゴ
シ
ッ
ク
の
教
会
が
描

か
れ
た
。︽
サ
ン
=ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
が
﹁
近
代
﹂
を
担
っ
た
鉄
道
の
終
着

駅
が
も
つ
時
間
的
な
性
格
に
関
わ
り
、
そ
こ
に
連
作
に
繋
が
る
一
面
が
見
出
さ

れ
る
こ
と
は
、
一
八
九
〇
年
代
の
主
要
な
連
作
を
再
考
察
さ
せ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

注
１

D
aniel

W
ildenstein

,C
la
u
d
e
M
o
n
et:B

io
g
ra
p
h
ie
et
ca
ta
lo
g
u
e
ra
iso
n
n
é

,I

,
L
ausanne

and
P
aris

,
1
9
7
4
.

本
論
中
に
お
け
る
作
品
の
題
名
・
制
作
年
・
サ
イ
ズ
等
の

デ
ー
タ
は
原
則
的
に
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
に
基
づ
く
。
言
及
す
る
モ
ネ
作
品
に
つ
い
て

は
、
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
番
号
を
挿
図
の
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
、
ま
た
は
本
文
中
︵
挿
図
を

掲
載
し
な
い
場
合
︶
に
記
す
。

２

︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
な
ど
、
絵
画
と
駅
・
鉄
道
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
次

の
文
献
が
示
唆
に
富
む
。E

xh

.C
at

.
,M

a
n
et,
M
o
n
et:L

a
g
a
re
S
a
in
t-L
a
za
re

,M
usée

d

ʼ

O
rsay

(

P
aris

)
,
1
9
9
8
.

展
覧
会
カ
タ
ロ
グ

﹃
鉄
道
と
絵
画
﹄

東
京
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

ギ
ャ
ラ
リ
ー

二
〇
〇
三
年
︵
同
書
所
収
の
三
浦
篤
氏
の
論
文
と
作
品
解
説
は
︽
サ
ン
=

ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
の
特
徴
を
的
確
に
要
約
︶、
展
覧
会
カ
タ
ロ
グ

﹃
パ
リ
の
終
着

駅
﹄

東
京
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ギ
ャ
ラ
リ
ー

一
九
九
〇
年
。

３

第
三
回
の
グ
ル
ー
プ
展
へ
の
出
品
と
当
時
の
批
評
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。R

uth

B
erson

,ed

.
,T

h
e
N
ew
P
a
itin
g
:Im
p
ressio

n
ism

1
8
7
4
-1
8
8
6
.
D
o
cu
m
en
ta
tio
n

,
2

vols

.

(

I:R
eview

s

,II:E
xhibited

W
orks

)
,San

F
rancisco

,
1
9
9
6
.

４

連
作
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
、﹁
連
作
﹂
と
い
う
語
の
用
い
ら
れ
方
も
一
様
で
は

な
い
。
モ
ネ
の
場
合
、
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
一
八
九
〇
年
代
の
︽
積
み
わ
ら
︾
連

作
な
ど
は
、
連
作
と
し
て
展
示
発
表
す
る
こ
と
を
前
提
に
着
手
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
と
区
別
す
る
た
め
に
、
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
を
描
い
た
作
品
に
つ
い
て
は
﹁
作
品

群
﹂
と
い
う
語
を
用
い
る
。

５

︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
の
外
、
陽
光
の
効
果
︾
は
画
面
中
の
署
名
・
年
記
が
﹁C

laude

M
onet

7
8﹂
と
な
っ
て
い
る
。
他
の
作
品
と
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
翌

年
に
描
か
れ
た
可
能
性
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
翌
年
の
制
作
の
場
合
、︽
サ
ン
=

ラ
ザ
ー
ル
駅
の
外
、
列
車
の
到
着
︾
と
対
に
な
る
作
品
と
し
て
着
手
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
︶。

６

サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
構
内
で
描
く
許
可
に
つ
い
て
仲
介
を
依
頼
す
る
旨
を
記
し
た
一
八

七
七
年
一
月
七
日
付
の
書
簡
︵
宛
先
不
明
︶
が
残
さ
れ
て
い
る
。W

ildenstein

,op
.cit.

,

p

.
4
3
1
.

７

第
三
回
展
の
出
品
目
録
は
次
の
文
献
に
収
録
。T

h
e
N
ew

P
a
itin
g
:Im
p
ressio

n
n
ism

1
8
7
4
-1
8
8
6
,
T
he

F
ine

A
rts

M
useum

of
S
an

F
rancisco

,
1
9
8
6
,pp

.
2
0
5
-
0
7
.

出
品
目

録
に
記
載
さ
れ
た
番
号
と
題
名
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。n

.
9
7

:A
rrivée

du
train

de
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N
orm

andie

,gare
S
t

-

L
azare

,n

.
9
8

:L
e
pont

de
R
om

e

(

gare
S
t

-

L
azare

)
,n

.
1
0
0

:L
a

gare
S
t

.
-

L
azre

,arrivée
d

ʼ

un
train

,n

.
1
0
2

:V
ue

intérieure
de

la
gare

S
t

-

L
azare

,n

.

1
1
6

:Intérieure
de

la
gare

S
t

-

L
azare

,à
P
aris

,n

.
1
1
7

:Id

.
,n

.
1
1
8

:
Intérieure

de
la

gare
S
t

-

L
azare

,à
P
aris

.

な
お
、
挿
図
の
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
に
、
第
三
回
展
出
品
の
可
能

性
と
作
品
の
同
定
︵
目
録
中
の
番
号
︶
を
記
し
た
。

８

F
rédéric

C
hevalier

,"L
es

Im
pressionnistes"

,L
'A
rtiste

,
1M

ay

1
8
7
7
,B

erson

,

o
p
.cit.

,I

,p

.
1
3
9
.

９

C
harles

B
igot

,"C
auserie

artistique:L

ʼ

E
xposition

des
im

pressionnistes"

,L
a

R
evu
e
p
o
litiq

u
e
et
littéra

ire,

2
8A

pril
1
8
7
7
,ib

id

.
,p

.
1
3
4
.

B
ernadille

,"C
hronique

parisienne:L
ʼ

E
xposition

des
im

pressionnistes"

,L
e

10F
ra
n
ça
is

,
1
3A

pril

1
8
7
7
,ib

id

.
,p

.
1
3
0
.

A

.D
escubes

,"L

ʼ

E
xposition

des
im

pressionnistes"

,G
a
zette

d
es
lettres,d

es

11scien
ces

et
d
es
a
rts

,
2
0A

pril

1
8
7
7
,

ib
id

.
,p

.
1
4
4
.

L
éon

de
L
ora

,"L

ʼ

E
xposition

des
im

pressionnistes"
,L

e
G
a
u
lo
is

,

1
0A

pril

12
1
8
7
7
,ib

id

.
,

p

.
1
6
2
.

バ
ー
ソ
ン
は
追
加
出
品
さ
れ
た
絵
が
あ
る
一
方
で
、
目
録
に
記
載
さ
れ
な
が
ら
、
出

13
展
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。B

erson

,o
p
,cit

.
,II

,pp
.
7
6
-
7
8
.

出
展
作
品
数
に
つ
い
て
は
、
各
々
の
批
評
に
記
さ
れ
た
数
字
が
正
確
と
は
必
ず
し
も
い

え
な
い
こ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
橋
を
描
い
た
作
品
﹇n

.
9
8

:L
e
pont

de
R
om

e

(

gare

S
t

-

L
azare

)
﹈
を
別
個
に
数
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
計
八

点
を
出
展
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
斥
け
ら
れ
な
い
。

一
九
世
紀
の
鉄
道
と
駅
に
つ
い
て
は
、
注
２
に
挙
げ
た
文
献
の
他
に
主
に
以
下
を
参

14
照
。E
xh

.

C
at

.
,

L
e
tem
p
s
d
es
g
a
res

,

C
entre

G
eorges

P
om

pidou

(

P
aris

)
,
1
9
7
8
-
7
9
.

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ヴ
ェ
ル
ブ
シ
ュ

﹃
鉄
道
旅
行
の
歴
史
﹄

加
藤
二
郎
訳

法
政

大
学
出
版
局

一
九
八
二
年
、
小
倉
孝
誠

﹃

世
紀
フ
ラ
ン
ス

夢
と
創
造
﹄

人
文

19

書
院

一
九
九
五
年
、
寺
田
光
徳

﹁
鉄
道
小
説
と
し
て
の
ゾ
ラ
の
﹃
獣
人
﹄﹂
﹃
人
文

社
会
叢
書

人
文
科
学
篇
﹄

弘
前
大
学

一
九
九
九
年

九
三

一
二
八
頁
、
北
河
大

−

次
郎

﹃
近
代
都
市
パ
リ
の
誕
生
︱
鉄
道
・
メ
ト
ロ
時
代
の
熱
狂
﹄

河
出
書
房
新
社

二
〇
一
〇
年
。
田
中
俊
宏
︵
他
︶
﹃
鉄
道

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
﹄

二
〇
一
二
年
。

モ
ネ
の
モ
デ
ル
ニ
テ
に
対
す
る
関
心
を
考
え
る
上
で
は
、
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
と
そ
の
周

15
辺
の
繁
栄
も
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
は
セ
ー
ヌ
川
と
鉄
道
で
首
都
パ
リ

と
結
ば
れ
る
と
と
も
に
、
英
仏
海
峡
に
面
し
、
フ
ラ
ン
ス
第
二
の
貿
易
港
と
し
て
栄
え

て
い
た
。
大
西
洋
に
繋
が
っ
て
お
り
、
一
八
六
一
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
の
間
の
定
期

航
路
を
開
設
す
る
た
め
に
大
西
洋
汽
船
会
社
が
設
立
さ
れ
、
一
八
六
八
年
に
は
国
際
海

洋
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ル
・
ア
ー
ヴ
ル
周
辺
な
ど
の
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー

海
岸
は
リ
ゾ
ー
ト
地
と
し
て
賑
わ
い
、
パ
リ
と
デ
ィ
エ
ッ
プ
を
結
ぶ
行
楽
列
車
も
運
行

さ
れ
た
︵
ド
ー
ミ
エ
が
一
八
五
二
年
に
十
五
点
の
︽
行
楽
列
車
︾
を
﹃
シ
ャ
リ
ヴ
ァ
リ
﹄

に
掲
載
し
、
当
時
の
リ
ゾ
ー
ト
熱
を
伝
え
て
い
る
︶。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を

参
照
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福
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書
店

一
九
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二
年
、
寺
田
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徳

前
掲
論
文
。

シ
ヴ
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ル
ブ
シ
ュ

前
掲
書

一
四
頁
。
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﹃
パ
リ
の
終
着
駅
﹄

前
掲
書

二
八
頁
。
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
の
改
築
に
つ
い
て
は
こ

17
の
文
献
に
簡
潔
な
記
述
が
あ
り
、
示
唆
に
富
む
。
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﹁
パ
リ
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九
世
紀
の
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都
﹂
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健
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郎
編
訳
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九
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﹃
獣
人
﹄
は
一
八
八
九
年
か
ら
翌
年
に
新
聞
に
連
載
、
一
八
九
〇
年
に
単
行
本
と
し
て

19
出
版
さ
れ
る
。
執
筆
は
一
八
八
八
年
秋
に
始
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
物
語
の
時

代
は
﹁
ル
ー
ゴ
ン
=
マ
ッ
カ
ー
ル
叢
書
﹂
の
他
の
小
説
と
同
様
、
第
二
帝
政
期
︵
一
八
五

二

一
八
七
〇
年
︶
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
ゾ
ラ
と
モ
ネ
の
関
わ
り
に
つ
い
て

−は
拙
論
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
﹁
モ
ネ
と
ゾ
ラ
﹂
﹃
大
手
前
大
学
人
文
科
学
部
論
集
﹄

第
二
号

二
〇
〇
二
年

一
九

二
七
頁
。
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20P
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p

.
9
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.
訳
文
に
つ
い
て
は
、
寺
田
光
徳
氏
の
訳
を
参
照
、
文
章
の

一
部
を
変
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
﹃
獣
人
﹄
︵
︿
ゾ
ラ
・
セ
レ
ク
シ
ョ

ン
﹀
第
六
巻
︶

藤
原
書
店

二
〇
〇
四
年

五

六
頁
。
同
書
に
収
録
さ
れ
た
寺
田
氏
の
解
説
と
同
氏

−

に
よ
る
前
掲
論
文
か
ら
も
示
唆
を
得
る
。
次
の
翻
訳
も
参
照
。
﹁
獣
人
﹂

河
内
清
・
倉

智
恒
夫
訳

﹃
ゾ
ラ
﹄
︵
筑
摩
世
界
文
学
大
系
第
四
六
巻
︶

筑
摩
書
房

一
九
七
四
年

二
五
三

四
五
七
頁
。
ま
た
、
ゾ
ラ
に
つ
い
て
は
吉
田
典
子
氏
︵
神
戸
大
学
︶
か
ら
も

−

貴
重
な
助
言
を
い
た
だ
い
た
。

﹃
パ
リ
の
終
着
駅
﹄

前
掲
書

三
二
頁
。

21

た
と
え
ば
︽
鉄
道
︾
は
十
六
点
の
作
品
か
ら
な
り
、
広
い
意
味
で
連
作
と
呼
ぶ
こ
と

22
も
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
モ
ネ
が
︽
サ
ン
=
ラ
ザ
ー
ル
駅
︾
作
品
群
を
制
作
す
る
の
に
際

し
て
、
こ
れ
ら
の
版
画
か
ら
直
接
的
な
示
唆
を
得
た
と
は
考
え
に
く
い
。
た
だ
、
ド
ー

ミ
エ
が
鉄
道
を
主
題
に
こ
れ
だ
け
多
く
の
版
画
を
手
が
け
た
こ
と
は
、
十
九
世
紀
に
お

け
る
鉄
道
の
重
要
性
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。
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こ
の
後
、
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
は
﹃
さ
か
し
ま
﹄︵
一
八
八
四
年
︶
で
、
ゾ
ラ
は
﹃
獣
人
﹄

25
で
機
関
車
を
擬
人
化
し
、
女
性
の
身
体
に
喩
え
る
。
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−

ミ
ッ
ト
ラ
ン
は
ゾ
ラ
の
﹃
金
﹄︵
一
八
九
一
年
︶
第
二
章
の
描
写
に
つ
い
て
、﹁
パ

32
ン
・
フ
ォ
ー
カ
ス
を
変
え
、
シ
ョ

ッ
ト
と
リ
ヴ
ァ
ー
ス
・
シ
ョ

ッ
ト
お
よ
び
パ
ノ
ラ
マ

的
な
動
き
を
次
々
に
用
い
て
い
る
﹂
と
指
摘
、﹁
映
画
を
先
取
り
し
た
技
法
﹂
と
要
約
す

る
。
そ
し
て
﹁
こ
の
パ
ノ
ラ
マ
的
な
動
き
は
、
証
券
取
引
所
の
大
時
計
が
打
つ
時
の
音

と
競
う
よ
う
に
時
刻
を
表
示
す
る
、
看
板
に
か
か
る
陽
光
の
照
り
返
し
の
な
か
に
消
え

て
ゆ
く
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
ア
ン
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ッ
ト
ラ
ン

﹃
ゾ
ラ
と
自
然
主
義
﹄

佐
藤
正

年
訳

白
水
社

一
九
九
九
年

一
四
三
頁
。

時
間
お
よ
び
時
計
の
歴
史
に
つ
い
て
は
主
に
次
の
文
献
を
参
照
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波
書
店

一
九
五
六
年
、
福
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憲
彦

﹃
時
間
と
習
俗
の
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史
﹄
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摩
書
房

一
九

九
六
年
。

北
河
氏
は
、
リ
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ン
通
り
か
ら
時
計
塔
を
眺
め
た
場
合
、
﹁
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の

34
ち
ょ
う
ど
ア
イ
ス
ト
ッ
プ
と
な
っ
て
い
る
﹂
こ
と
を
指
摘
し
、
﹁
一
九
世
紀
末
の
パ
リ
に

お
い
て
鉄
道
が
都
市
の
時
間
を
刻
む
存
在
と
な
っ
た
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
﹂

と
述
べ
て
い
る
。
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第
三
回
展
の
展
示
構
成
に
つ
い
て
は
、
島
田
紀
夫
氏
が
展
覧
会
評
に
基
づ
い
て
概
観

39
さ
れ
て
い
る
。
﹃
印
象
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挑
戦
﹄
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二
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七
二
頁
。
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図１ クロード・モネ

《サン=ラザール駅、列車の到着》W439
1877年 カンヴァス／油彩 82×101cm
ケンブリッジ／フォッグ美術館

第３回展出品(n.100)

図２ クロード・モネ

《サン=ラザール駅》 W438
1877年 カンヴァス／油彩 75×100cm
パリ／オルセー美術館

第３回展出品(n.102)

図３ クロード・モネ

《サン=ラザール駅、ノルマンディーから

の列車》

W440 1877年 カンヴァス／油彩

59.5×80cm シカゴ美術館

第３回展出品(n.97)

図４ クロード・モネ

《サン=ラザール駅》 W441
1877年 カンヴァス／油彩 59.5×80cm
ロンドン／ナショナル・ギャラリー

第３回展出品

図５ クロード・モネ

《サン=ラザール駅、外の光景》

W446 1877年 カンヴァス／油彩

60×80cm 個人蔵

第３回展出品？

図６ クロード・モネ

《サン=ラザール駅、構外の線路》

W445 1877年 カンヴァス／油彩

60×80cm 箱根町／ポーラ美術館

第３回展出品？
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図７ クロード・モネ

《ヨーロッパ橋、サン=ラザール駅》

W442 1877年 カンヴァス／油彩

64×81cm パリ／マルモッタン美術館

第３回展出品(n.98)

図８ クロード・モネ

《サン=ラザール駅、外の光景》 W447
1877年 カンヴァス／油彩 64×81cm
個人蔵

第３回展出品？

図９ クロード・モネ

《サン=ラザール駅の外、列車の到着》 W444
1877年 カンヴァス／油彩 60×72cm
個人蔵

第３回展出品？

図10 クロード・モネ

《サン=ラザール駅の外、陽光の効果》

W443 1877年 カンヴァス／油彩

60×80cm 個人蔵

図11 クロード・モネ

《サン=ラザール駅、構外（信号）》

W448 1877年 カンヴァス／油彩

64×81cm 個人蔵

第３回展出品（番号記載なし）

図12 クロード・モネ

《バティニョールの切通し》 W449
素材・サイズ・所在等は不明
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図13 ピエール・オーギュスト・ラミー

《パリ：西鉄道の上に架かるヨーロッパ広場後に建造された橋》

『イリュストラシオン』1868年４月11日号に掲載

木版画 26.2×34.4cm パリ／カルナヴァレ美術館

図14 ウィリアム・パウエル・フリス

《鉄道駅》 1862年 カンヴァス／油彩 116.7×256.4㎝

サリー州エグハム／ロイヤル・ホロウェイ・アンド・ベドフォード・

ニュー・カレッジ

図15 クロード・モネ

《アルジャントゥイユ駅》 W242
1872年 カンヴァス／油彩 47.5×71cm
ヴァル・ドワーズ県議会

図16 クロード・モネ

《貨物列車》 W213
1872年 カンヴァス／油彩 48×76cm
箱根町／ポーラ美術館
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図17 エミール・ティリー

《旧サン=ラザール駅：郊外線エントランス》

木版画 32.8×22.4cm
パリ／カルナヴァレ美術館

図18 ジュール・ゲルドロー

《サン=ラザール通り112番地から118番地まで：

サン=ラザール駅》

1886年 ペン・水彩 24.7×52.9cm
パリ／カルナヴァレ美術館

図19 E.ジル
《パリ、新サン=ラザール駅：西鉄道会社：サン=ラザール通りに面したファサード：

断面図・大時計細部・ホールと中心部梁間の細部》

『建築年報―駅第86号』1888年4月号に掲載 転写リトグラフ 35.5×51.8cm
パリ／国立図書館

図20 資料写真「1900年頃のサン=ラザール駅」

絵葉書 筆者蔵 図21 資料写真「現在のサン=ラザール駅正面」


