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こ
ん
に
ち
は
。
き
ょ
う
は
ス
ラ
イ
ド
を
た
く
さ
ん
用
意
し
て
き
ま
し
た
の
で
、

少
し
早
足
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
で
き
る
だ
け
ス
ム
ー
ズ
に
話
を
進
め
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
案
内
チ
ラ
シ
は
、
と
て
も
明
る
く
華
や
か
な
雰
囲
気
の

絵
柄
で
す
が
、
じ
つ
は
華
や
か
な
だ
け
で
は
な
く
て
、
け
っ
こ
う
私
た
ち
の
生
き

て
い
る
社
会
そ
の
も
の
の
根
幹
に
関
わ
る
よ
う
な
こ
と
も
入
っ
て
い
ま
し
て
、
途

中
で
お
勉
強
的
な
話
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
覚
悟
く
だ
さ
い
。

　

映
画
「
マ
リ
ー
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
」
の
な
か
で
は
、
美
し
い
ド
レ
ス
や
ア
ク
セ

サ
リ
ー
、
ヘ
ア
メ
イ
ク
な
ど
で
お
し
ゃ
れ
を
し
た
女
性
た
ち
が
、
シ
ャ
ン
パ
ン
や

色
と
り
ど
り
の
お
菓
子
な
ど
に
囲
ま
れ
、
お
い
し
そ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
様
子

が
た
く
さ
ん
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
と
り
わ
け
私
が
フ
ィ
ー
ル
ド
に

し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
の
場
合
、
こ
う
し
た
贅
沢
な
生
活
ス
タ
イ
ル
は
、
よ

く
「
生
活
美
学
」
な
ど
と
い
わ
れ
て
、
化
粧
品
会
社
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
引
用

さ
れ
た
り
も
し
て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
生
活
ス
タ
イ
ル
を
成
り
立
た
せ
て
い
る

最
も
重
要
な
特
徴
は
細
部
へ
の
こ
だ
わ
り
で
す
。
細
部
と
い
う
の
は
、
生
身
性
、

手
触
り
、
五
感
な
ど
で
、
今
風
に
い
え
ば
ア
ナ
ロ
グ
性
で
す
。
そ
こ
で
は
、
私
た

ち
の
生
身
の
身
体
へ
の
こ
だ
わ
り
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

映
画
「
マ
リ
ー
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
」
で
も
、
こ
の
点
の
強
調
さ
れ
た
場
面
が
い

く
つ
か
出
て
き
ま
す
。
そ
の
一
例
が
、
シ
ル
ク
で
で
き
た
華
奢
な
靴
の
カ
ッ
ト
で

す
。
当
時
、
宮
廷
女
性
は
革
の
靴
は
履
い
て
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
場
面

で
革
靴
を
履
い
た
男
女
の
足
が
ア
ッ
プ
で
映
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
パ
リ
か
ら

や
っ
て
来
た
お
し
ゃ
れ
商
人
た
ち
の
靴
な
の
で
し
た
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、
シ
ル
ク

の
靴
と
革
の
靴
を
順
番
に
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
映
画
は
、
フ
ラ
ン
ス
的

エ
レ
ガ
ン
ス
の
核
心
に
あ
る
何
物
か
を
的
確
に
暗
示
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
何

物
か
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
食
文
化
「
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
」
や
「
オ
ー
ト
ク
チ
ュ
ー

ル
」
に
代
表
さ
れ
る
パ
リ
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
、
紛
れ
も
な
く
格
差
社
会
の
産
物
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な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
格
差
に
貫
か
れ
た
社
会
で
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
生

活
美
学
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
こ
の
点
を
こ
の
映
画
は
教
え

て
く
れ
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
、
ぜ
ひ
忘
れ
な
い
で
い
て
く
だ
さ
い
。

身
体
ケ
ア
と
は
、
身
体
表
現
と
は
、
な
に
か

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
「
身
体
表
現
と
身
体
ケ
ア
」
と
い
う
表
現
は
、

わ
か
り
や
す
そ
う
で
、
じ
つ
は
わ
か
り
に
く
い
言
葉
で
す
。
私
の
考
え
で
は
、
身

体
表
現
＝
身
体
ケ
ア
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
す
。

　

常
識
的
に
は
、
身
体
表
現
は
他
人
向
け
で
、
身
体
ケ
ア
は
自
分
向
け
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
化
粧
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
メ
ー
キ
ャ
ッ
プ
は
人
に
見
せ
る
た
め

の
も
の
、
す
な
わ
ち
身
体
表
現
。
こ
れ
に
対
し
て
ス
キ
ン
ケ
ア
は
自
分
の
た
め
、

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
身
体
表
現
と
身
体
ケ
ア
と
は
、
あ
る
と
き

か
ら
一
緒
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
身
体
ケ
ア
そ
の
も
の
が
身
体
表
現
だ
、
と

い
う
こ
と
の
発
見
で
す
。
そ
の
前
か
ら
一
緒
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

あ
る
と
き
、
そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
と
社
会
的
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

で
は
、
そ
れ
は
い
つ
頃
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
。
た
ぶ
ん
、
一
六
世
紀
前
半
か
ら

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

一
五
三
〇
年
に
出
さ
れ
た
エ
ラ
ス
ム
ス
の
『
子
供
の
た
め
の
礼
儀
作
法
』
に
は
、

テ
ー
ブ
ル
マ
ナ
ー
と
し
て
、「
人
が
食
べ
か
け
て
い
る
も
の
を
取
っ
て
食
べ
て
は

い
け
な
い
」
と
か
、「
一
度
口
に
入
れ
た
も
の
は
出
し
て
は
い
け
な
い
」
と
か
、

「
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
で
口
を
拭
い
て
は
い
け
な
い
」
と
か
、「
痰
や
唾
を
地
面
に

吐
い
て
は
い
け
な
い
」
と
か
い
っ
た
、
身
体
に
関
す
る
「
い
け
な
い
事
例
」
が
た

く
さ
ん
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
は
貴
族
や
エ
リ
ー
ト
の
子
供
た
ち
た
め
の
作

法
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
す
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
書
物
が
出
版
さ
れ
た
の
か
。
そ
こ
か

ら
、
私
た
ち
は
二
つ
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
ず
、
こ
う
い
う

こ
と
が
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
人
々
が
そ
う
し
た
行
為
を
日
常
的
に

や
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
逆
に
教
え
て
く
れ
る
わ
け
で
す
。「
や
っ
て
は

い
け
な
い
」
と
い
っ
て
教
育
す
る
こ
と
は
、
じ
つ
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
そ
れ
を

や
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
証
拠
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の

意
味
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、
こ
う
し
た
作
法
書
が
書
か
れ
た
時
期
に
、「
や
っ
て

は
い
け
な
い
」
こ
と
へ
の
認
識
が
広
ま
っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
の
証
拠
で
も
あ

る
わ
け
で
す
。

文
明
化
の
過
程

　

「
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
」
が
行
わ
れ
て
い
た
当
時
の
現
実
と
、「
や
っ
て

は
い
け
な
い
こ
と
」
を
排
除
す
る
認
識
、
こ
の
現
実
と
認
識
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
注

目
し
、
深
く
研
究
し
た
の
が
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
と
い
う
人
で
す
。
彼
は
一

九
三
九
年
に
『
文
明
化
の
過
程
』
と
い
う
著
作
を
出
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
読
み

取
れ
る
こ
と
を
私
な
り
に
拡
大
解
釈
し
て
み
ま
す
と
、
私
た
ち
の
身
体
は
ヒ
ト
が

人
間
に
な
る
と
き
に
必
ず
加
工
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
加
工
が
人
間
を
人
間
た
ら
し

め
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
加
工
行
為
を
、
エ

リ
ア
ス
は
文
明
化
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
裸
の
身
体
は
自
然
の
身
体
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
た
ん
な
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る
思
い
込
み
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
裸
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
の
私
た
ち

の
身
体
は
、
文
明
と
い
う
衣
で
覆
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
た
ち
が
羞
恥
心
と
呼
ん
で
い
る
も
の
、
そ
れ
は
文
明
の
衣
な
の
だ
、
い
う
わ
け

で
す
。
自
然
の
身
体
は
、
も
う
不
可
能
の
身
体
な
の
で
す
。
物
理
的
だ
ろ
う
と
、

精
神
的
だ
ろ
う
と
、
私
た
ち
の
身
体
に
は
、
か
な
ら
ず
何
ら
か
の
文
明
の
手
が

入
っ
て
い
る
、
身
体
は
加
工
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
文
明
化
の
具
体
的
実
践
と
し
て
の
身
体
表
現
に
は
、
化
粧
、
仮
面
、

着
衣
、
さ
ら
に
は
身
振
り
手
振
り
、
話
し
方
の
習
得
な
ど
多
種
多
様
に
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
ら
は
身
体
変
工
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
話
し
方
の
習
得
は
、
身
体
変
工
と

は
言
い
に
く
い
の
で
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
文
明
化
の
重
要
な
要
素
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
身
体
変
工
に
入
れ
て
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
身
体
表
現
に
は
多
種
多
様
が
あ
る
と
い
い
ま
し
た
が
、
た
と
え
ば
こ
の

写
真（
図
1
）に
写
っ
て
い
る
も
の
は
、

な
ん
と
呼
ん
だ
ら
よ
い
の
か
、
判
断
に

迷
い
ま
す
ね
。
仮
面
な
の
か
、
ヘ
ア
メ

イ
ク
な
の
か
、
化
粧
な
の
か
、
服
な
の

か
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。
渾
然
一
体
と

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
奇
妙

な
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
が
身
体
を
覆
う
装

飾
物
で
あ
る
こ
と
は
誰
に
も
明
ら
か

で
す
。
こ
れ
ら
は
み
ん
な
、
ヒ
ト
が
人

間
に
な
る
に
あ
た
っ
て
や
っ
て
き
た
、

私
た
ち
の
文
明
化
の
実
践
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
。

　

私
は
顔
の
研
究
も
や
っ
て
い
ま
す
が
、
顔
の
研
究
が
真
に
始
ま
っ
た
の
は
、
一

六
世
紀
の
こ
と
で
す
。「
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
顔
の
研
究
は
、
ず
っ
と

昔
か
ら
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
が
顔
で
は
な
く
頭
の

形
な
ど
、
頭
骨
の
研
究
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

な
ぜ
、
一
六
世
紀
と
特
定
で
き
る
の
か
、
と
い
え
ば
、
そ
の
頃
よ
う
や
く
表
情

の
研
究
が
始
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
さ
き
ほ
ど
エ
リ
ア
ス
の
文
明
化
の
話
を
し
ま
し

た
が
、
同
じ
時
代
状
況
の
中
で
顔
の
研
究
も
は
じ
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

一
六
世
紀
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
「
顔
は
心
の
窓
」
と
か
「
顔
に
よ
っ
て
自
己

を
表
現
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

私
的
な
感
情
の
表
出
に
対
す
る
世
間
の
自
由
度
、
寛
容
度
が
増
大
し
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
表
情
も
含
め
て
、
自
分
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
感
情
を
人
前
で
出
し
て
も

怒
ら
れ
な
い
。
そ
う
い
う
世
の
中
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
表
情
の
研
究
を
導
き

出
し
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
世
の
中
が
一
方
向
に
だ
け
動
く
こ
と
は
ま
れ
で
す
。
表
情
の
表
出
が

自
由
に
な
り
、
そ
れ
が
そ
の
人
の
自
己
、
そ
の
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
見
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
今
度
は
、
自
分
の
顔
に
責
任
を
も
と
う
、
責
任
を
持
て
、

と
い
っ
た
社
会
的
機
制
が
強
ま
り
、
次
い
で
そ
れ
を
内
面
化
し
た
自
己
抑
制
、
自

己
管
理
の
力
が
立
ち
現
れ
、
好
き
勝
手
な
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
厄
介
な
状
況
で
す
ね
。

　

し
か
し
、
厄
介
な
状
況
は
逆
に
人
間
の
知
恵
が
磨
か
れ
、
発
揮
さ
れ
る
状
況
で

も
あ
り
ま
す
。「
こ
こ
ま
で
や
っ
て
い
い
の
だ
」
と
い
う
の
と
、「
こ
れ
か
ら
先
は

図 1 　身体装飾の工夫　エチオピアの事例

消費社会の発展と近代的身体の発見

5



ダ
メ
」
と
い
う
状
況
を
う
ま
く
調
和
さ
せ
、
止
揚
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
が
一
般
化
さ
れ
、

形
式
化
さ
れ
ま
す
。
表
情
、
つ
ま
り
内
面
の
開
示
法
の
形
式
化
が
生
ま
れ
ま
す
。

こ
う
し
て
形
式
化
さ
れ
た
知
恵
が
、
決
ま
り
や
礼
儀
作
法
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、

作
法
書
や
教
え
や
レ
ッ
ス
ン
等
の
か
た
ち
で
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
エ

チ
ケ
ッ
ト
の
誕
生
で
す
。
形
式
化
さ
れ
た
知
恵
は
、
社
会
的
強
制
力
と
し
て
作
用

す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
知
恵
、
身
体
作
法
を
知
悉
し
た
人
た
ち

は
、
逆
に
自
由
な
身
体
表
現
を
発
揮
で
き
る
と
い
っ
た
逆
説
的
状
況
を
も
生
み
出

し
ま
す
。
そ
れ
が
文
明
人
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

　

文
明
人
の
内
面
は
、
複
雑
な
の
で
す
。

　

し
か
し
、
単
に
複
雑
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ち
ょ
っ
と
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

内
面
は
、
た
だ
複
雑
化
し
た
の
で
は
な
く
、
輻
輳
化（
こ
ん
が
ら
か
る
と
い
う
こ
と
）

を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
単
に
見
た
り
、
見
ら
れ
た
り
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
見
ら
れ
て
い
る
自
分
を
も
う
一
度
見
る
、
つ
ま
り
他
者
の
反
応
を
見
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
が
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
か
を
想
像
し
、
そ
の
想
像
さ
れ
た

イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
自
分
を
作
り
直
す
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の

で
す
。
こ
れ
を
「
再
帰
す
る
自
我
像
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
昔
か
ら
よ
く
言

わ
れ
て
い
る
「
人
の
振
り
見
て
、
わ
が
振
り
直
せ
」
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。

自
分
だ
け
で
決
め
る
の
で
は
な
く
、
人
が
ど
う
見
て
い
る
か
を
見
て
、
私
た
ち
は

自
分
の
振
る
舞
い
を
決
め
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

「
人
の
振
り
見
て
、
わ
が
振
り
直
せ
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
鏡
は
、「
他
人
の

目
に
自
分
が
ど
う
見
え
て
い
る
か
」
を
他
人
の
気
持
ち
に
な
っ
て
、
自
分
自
身
で

確
認
で
き
る
便
利
な
道
具
で
す
。
た
と
え
ば
、
一
六
世
紀
の
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ

ロ
ー
派
の
作
品
に
「
鏡
を
も
つ
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
」（
図
2
）が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
時

代
は
だ
い
ぶ
下

り
ま
す
が
、
大

き
な
鏡
の
前
で
、

お
嬢
さ
ん
か
奥

方
の
よ
う
な
女

性
が
姿
を
直
し

て
い
る
絵
画
が

あ
り
ま
す
。
一

九
一
三
年
三
月
に
出
た“La Gazette du BonT

on”

と
い
う
雑
誌
に
掲
載
さ
れ

た
も
の
で
、
絵
の
下
に
は
「
奥
様
の
相
談
役
」
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
絵

の
テ
ー
マ
は
、
女
性
た
ち
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
鏡
の
方
な
の
で
す
。

　

さ
て
、
私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
に
自
分
の
姿
格
好
だ
け
で
な
く
言
葉
づ
か
い
も

含
め
て
、
自
分
の
外
に
現
れ
て
い
る
も
の
と
、
そ
れ
を
人
が
判
断
す
る
こ
と
と
、

そ
の
判
断
を
さ
ら
に
自
分
の
判
断
に
か
け
る
と
い
っ
た
社
会
的
な
往
復
運
動
の
な

か
で
、
瞬
間
々
々
に
自
分
の
振
る
舞
い
を
調
整
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
に
二
つ
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
私

た
ち
が
私
た
ち
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
私
た
ち
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構

成
に
は
、
他
者
の
存
在
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
私
た
ち

の
身
体
が
社
会
と
の
心
理
的
往
復
運
動
の
中
で
絶
え
間
な
く
更
新
さ
れ
て
い
く
と

い
う
事
実
で
す
。
こ
れ
を
私
は
身
体
の
「
内
面
化
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

す
こ
し
面
倒
く
さ
い
表
現
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
て
言
え
ば
、
自

己
の
身
体
へ
の
配
慮（
身
体
ケ
ア
）の
高
ま
り
が
、
い
っ
ぽ
う
で
私
的
な
空
間
の
拡

張
を
伴
う
と
と
も
に
、
も
う
い
っ
ぽ
う
で
他
者
の
視
線
に
向
け
て
自
己
身
体
を
再

図 2 　「鏡をもつヴィーナス」 
　　　16世紀，Ecole Fontainebleau
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構
成
す
る
動
き（
服
装
や
化
粧
、
話
し
方
、
立
ち
居
振
る
舞
い
な
ど
、
外
に
向
け
て
の
身

体
表
現
の
技
術
を
鍛
練
し
た
い
と
い
う
欲
望
）を
促
す
の
だ
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
最
初
に
私
の
い
っ
た
こ
と
、
身
体
ケ
ア
は
身
体

表
現
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
意
味
も
容
易
に
理
解
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
身
体
ケ
ア
の
社
会
的
必
要
性
の
認
識
、
つ
ま
り
自
分
の
身
体
に
責
任
を

持
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
考
え
方
の
定
着
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
の
技

術
す
な
わ
ち
身
体
表
現
の
知
識
と
、
道
具
立
て
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

身
体
ケ
ア
と
身
体
表
現
の
道
具
立
て

　

道
具
立
て
と
は
何
か
、
で
す
が
、
ま
ず
入
浴
の
習
慣
で
す
。
他
に
も
、
化
粧
や

身
づ
く
ろ
い
、
エ
チ
ケ
ッ
ト
、
言
葉
づ
か
い
、
歩
き
方
な
ど
も
、
道
具
立
て
に
含

ま
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
鏡
も
、
自
分
の
姿
を
確
認
す
る
道
具
立
て
と
し

て
、
一
六
世
紀
以
降
、
と
て
も
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

道
具
立
て
は
、
歴
史
的
に
大

き
く
揺
れ
、
変
化
し
て
い
き

ま
す
。
少
し
流
れ
を
追
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
入
浴
に
関
す
る
時
代

の
感
覚
の
変
化
で
す
。

　

パ
リ
の
ク
リ
ュ
ニ
ー
美
術
館

に
は
中
世
末
期
に
制
作
さ
れ

た
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
が
た
く
さ
ん
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
の
ひ
と
つ（
一

五
〇
〇
年
頃
の
制
作
）に
は
、
貴
婦
人
が
大
勢
の
人
に
見
守
ら
れ
つ
つ
入
浴
す
る
光

景
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。（
図
3
）。
こ
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
に
は
、「
私
の
愛
し
い

人
が
裸
で
す
よ
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
ば
ら
し
い
細
密

表
現
で
す
の
で
、
パ
リ
に
行
っ
た
と
き
は
ぜ
ひ
見
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
さ
て
、

み
な
さ
ん
は
、
こ
の
図
柄
を
ど
う

解
釈
し
ま
す
か
。
私
は
、
こ
の
作

品
の
作
ら
れ
た
時
代
に
お
け
る
、

親
密
空
間
と
公
的
空
間
の
切
り
分

け
が
私
た
ち
の
感
覚
と
ず
れ
て
い

る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

　

女
性
の
入
浴
シ
ー
ン
を
描
い
た

作
品
は
、
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
っ

て
、
こ
ち
ら
は
一
六
世
紀
の
画
家

ク
ル
エ
の
作
品
で
す
。
ア
ン
リ
四

世
の
愛
妾
だ
っ
た
デ
ィ
ア
ー
ヌ
・

ド
・
ポ
ワ
テ
ィ
エ
を
描
い
て
い
ま

す（
図
4
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ

ち
ら
の
絵
で
は
、
二
人
の
女
性
ガ

ブ
リ
エ
ル
・
デ
ス
ト
レ
と
ヴ
ィ

ラ
ー
ル
公
爵
夫
人
が
同
じ
バ
ス
タ

ブ
に
入
っ
て
い
ま
す（
図
5
）。
思

え
ば
奇
妙
な
絵
柄
で
す
。
時
代
的

図 5 　「入浴するガブリエル・デストレと 
ヴィラール公爵夫人」16世紀末， 
Ecole Fontainebleau

図 4 　「入浴するディアーヌ・
ド・ポアティエ」16世紀，
François Clouet

図 3 　「入浴―領主たちの生活」 
1500年頃，Musée Cluny

消費社会の発展と近代的身体の発見
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に
は
五
〇
年
ぐ
ら
い
離
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
か
な
り
似
た
雰
囲
気
の
絵
柄

で
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
や
絵
画
を
見
る
限
り
、
一
六
世
紀

の
末
く
ら
い
ま
で
は
、
入
浴
が
ふ
つ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
ま
す
。

一
七
世
紀
の
変
化

　

と
こ
ろ
が
、
一
七
世
紀
に
入
る
と
身
体
ケ
ア
の
分
野
で
大
き
な
断
絶
が
起
こ
り

ま
す
。
一
六
〇
〇
年
代
、
つ
ま
り
一
七
世
紀
の
特
徴
と
し
て
は
、
清
潔
へ
の
配
慮
、

と
く
に
口
と
歯
へ
の
配
慮
が
出
て
き
て
、
口
が
臭
う
こ
と
を
と
て
も
嫌
い
ま
し
た
。

そ
れ
な
の
に
、
か
わ
い
そ
う
に
も
ル
イ
一
四
世
は
晩
年
、
歯
が
ガ
タ
ガ
タ
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
、
口
臭
が
ひ
ど
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
へ
の

配
慮
が
、
こ
の
頃
す
で
に
人
び
と
の
意
識
に
の
ぼ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
教
え

て
く
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
身
体
衛
生
へ
の
関
心
の
高
ま
り
に
も
関
わ
ら

ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
で
は
入
浴
の
習
慣
が
後
退
し
ま
す
。
入
浴
が
、
キ
リ
ス
ト

教
的
な
タ
ブ
ー
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。

　

そ
れ
ば
か
り
か
、
同
時
に
水
へ
の
忌
避
感
情
も
強
く
な
り
ま
し
た
。
水
に
浸
か

る
と
、
水
と
い
っ
し
ょ
に
毒
素
が
体
内
に
入
っ
て
き
て
病
気
に
な
る
、
と
ま
で
言

わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
白
い
布
の
衛
生
効
果
へ
の
信
仰
が
非
常
に
高

く
な
り
、
白
い
布
で
体
を
拭
く
こ
と
が
推
奨
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
白
布
の
人
気
は

ど
ん
ど
ん
上
が
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
が
白
い
布
を
求
め
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
白

い
布
で
覆
う
習
慣
が
普
及
し
ま
す
。
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
や
ナ
プ
キ
ン
と
い
っ
た
食

卓
リ
ネ
ン
も
、
こ
の
こ
ろ
普
及
し
ま
す
。
白
布
が
、
清
潔
信
仰
の
シ
ン
ボ
ル
に

な
っ
た
の
で
す
。
ち
な
み
に
食

卓
リ
ネ
ン
は
、
当
時
、
ほ
と
ん

ど
オ
ラ
ン
ダ
の
独
占
的
な
生

産
物
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
が
オ

ラ
ン
ダ
産
の
食
卓
リ
ネ
ン
を

求
め
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
化
粧
台
と
鏡
が

女
性
空
間
に
必
須
の
セ
ッ
ト

と
し
て
普
及
し
出
し
ま
す
。
他

に
も
、
イ
ン
テ
リ
ア
や
家
具
な

ど
、
身
体
ケ
ア
に
関
わ
る
さ
ま

ざ
ま
な
道
具
立
て
が
出
て
き
ま

す
。
当
時
の
絵
を
見
る
と
、
鏡

の
前
に
座
っ
て
、
自
分
の
顔
を

映
し
て
い
る
女
性
が
描
か
れ
て

い
て
、
そ
の
女
性
の
肩
に
は
し

ば
し
ば
白
い
布
が
掛
け
ら
れ
て

い
ま
す（
図
6
）。
そ
し
て
、
化

粧
台
の
上
に
は
、
櫛
や
ア
ク
セ

サ
リ
ー
類
な
ど
が
載
っ
て
い
る
の
が
見
え
ま
す
ね
。

　

別
の
絵
で
は（
図
7
）
―
こ
れ
も
変
わ
っ
た
絵
柄
で
す
ね
―
男
が
ひ
と
り
望
遠

鏡
で
外
を
見
て
い
る
一
方
で
、
女
の
人
が
化
粧
台
で
お
化
粧
を
し
て
い
ま
す
。
前

述
の
よ
う
に
当
時
、
白
い
布
は
非
常
に
貴
重
で
、
お
付
き
の
女
の
人
は
白
い
布
を

図 6 　「化粧する若い女性」 
1626年頃，Nicolas Régnier

図 7 　「光景（化粧する女性）」1635年以後， 
Abraham Bosse（推定）
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手
に
持
ち
、
化
粧
台
に
向
か
う
女
性
も
肩
に
白
い
布
を
掛
け
て
い
ま
す
。
本
来
は

化
粧
台
に
も
白
い
布
が
掛
か
る
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
の
作
品
と
同
様
に
、
こ
の
絵

で
も
、
こ
れ
も
ま
た
貴
重
な
品
物
だ
っ
た
ビ
ロ
ー
ド
布
を
見
せ
る
た
め
に
、
刺
繍

で
縁
取
ら
れ
た
ビ
ロ
ー
ド
地
の
布
を
掛
け
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
〝
ト
ワ

レ
ッ
ト
〟
と
い
う
語
は
、
い
ま
で
は
「
お
化
粧
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
が
、

当
時
は
、
化
粧
台
も
、
そ
れ
を
覆
う
布
も
〝
ト
ワ
レ
ッ
ト
〟
と
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
。

　

こ
の
女
性
は
た
い
へ
ん
贅
沢
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
様
子
で
、
絵
の
手
前
に
被

り
物
の
よ
う
な
も
の
が
置
か
れ
て
い
た
り
、
犬
が
い
た
り
、
非
常
に
贅
沢
な
設
え

が
さ
れ
て
い
ま
す
。
ベ
ッ
ド
は
ブ
ラ
イ
ン
ド
の
よ
う
な
も
の
で
隠
さ
れ
て
い
た
り
、

と
か
、
室
内
空
間
全
体
が
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
見
て
も
ほ
っ
と
安
心
で
き
る
よ

う
な
癒
し
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。
当
時
は
、
こ
れ
に
似
た
風
俗
画
が

た
く
さ
ん
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

他
方
、
同
じ
時
期
で
あ
っ
て
も
、
雰
囲
気
の
異
な
る
作
品
も
あ
り
ま
す
。
ジ
ョ

ル
ジ
ュ
・
ド
・
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
の
描
い
た
「
蚤
を
と
る
女
」（
一
六
三
八
年
）は
、

そ
の
代
表
で
し
ょ
う（
図
8
）。

先
ほ
ど
の
絵
の
よ
う
な
ぜ
い

た
く
な
設
え
と
比
べ
る
と
、

と
て
も
質
素
な
室
内
で
す
。

当
時
の
格
差
社
会
の
あ
り
様

が
如
実
に
表
現
さ
れ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
す
が
、

し
か
し
、
こ
こ
に
も
穏
や
か
な
時
間
空
間
の
中
で
自
身
の
身
体
を
ケ
ア
す
る
女
性

の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
心
を
打
た
れ
ま
す
。
個
人
の
親
密
空
間
が
拡
張
す
る
、

時
代
の
雰
囲
気
を
証
言
す
る
貴
重
な
作
品
で
す
。

ロ
コ
コ
の
時
代
の
身
体
ケ
ア
と
身
体
表
現

　

一
八
世
紀
に
な
る
と
、
お
風
呂
の
習
慣
が
戻
っ
て
き
ま
す
。
一
七
世
紀
に
は
あ

れ
ほ
ど
水
が
嫌
い
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
不
思
議
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
化
粧
、
化
粧
道
具
、
化
粧
台
が
さ
ら
に
贅
沢
度
を
上
げ
て
い
き
ま

す
。
調
度
や
家
具
だ
け
で
な
く
親
密
空
間
の
全
体
に
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
さ
ら
に
そ
の
様
子
が
風
俗
画
に
描
か
れ
る
こ
と
で
、
当
時
の
社
会
が
親
密
空

間
の
デ
ザ
イ
ン
に
対
し
て
い
か
に
強
い
興
味
を
持
っ
て
い
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。

（
た
だ
し
、
親
密
空
間
＝
私
的
空
間
、
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
こ
と
に
は
注
意
を
払
う
必
要

が
あ
る
。）

　

一
八
世
紀
の
ほ
と
ん
ど
が
ロ
コ
コ
時
代
と
重
な
り
ま
す
が
、
こ
の
ロ
コ
コ
時
代

は
、
映
画
「
マ
リ
ー
ア
ン
ト

ワ
ネ
ッ
ト
」
に
描
か
れ
た
よ

う
に
、
上
流
階
級
が
優
雅
で

贅
沢
な
宴
の
日
々
を
享
受
し

た
時
期
で
し
た
。
た
と
え
ば
、

稀
代
の
風
俗
画
家
フ
ラ
ン
ソ

ワ
・
ブ
ー
シ
ェ
の
作
品
に
は
、

肩
に
白
い
ガ
ウ
ン
を
掛
け
た

図 8 　「蚤をとる女性」1638年， 
Georges de la Tour

図 ９ 　「化粧する貴婦人」1738年， 
François Boucher

消費社会の発展と近代的身体の発見
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女
性
が
、
す
で
に
ほ
ほ
紅
を
し
っ
か
り
つ
け
、
付
け
ぼ
く
ろ
も
ひ
と
つ
は
つ
け
終

わ
り
、
そ
れ
で
も
右
の
指
先
に
ま
だ
何
か
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
見
え
、
お
め

か
し
に
余
念
の
な
い
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す（
図
９
）。
こ
れ
だ
け
で
も
、
そ
の

場
の
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
感
じ
で
す
が
、
こ
の
絵
の
面
白
さ
は
そ
れ
に
尽
き

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
女
性
の
左
の
手
元
を
よ
く
見
て
く
だ
さ
い
。
コ
ン
パ
ク
ト
が
開
か
れ
て
い

る
の
が
見
え
ま
す
か
。
そ
こ
に
は
男
性
の
肖
像
画
が
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。
化

粧
と
い
う
私
的
な
行
為
と
、
彼
女
の
内
面
を
具
体
化
し
た
コ
ン
パ
ク
ト
の
男
性
の

顔
、
そ
れ
ら
を
ド
ッ
キ
ン
グ
さ
せ
る
こ
と
で
、
当
時
の
独
特
の
親
密
空
間
の
あ
り

様
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
七
三
八
年
の
絵
で
す
。

　

ブ
ー
シ
ェ
に
は
、
女
性
の
朝
の
身
づ
く
ろ
い
の
場
面
を
描
い
た
別
の
作
品
も
あ

り
ま
す（
図
10
）。
前
作
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
時
期
の
一
七
四
二
年
の
も
の
で
す
。
こ

の
絵
で
は
、
白
い
部
屋
着
を

着
た
女
性
が
ガ
ー
タ
ー
ベ
ル

ト
を
身
に
つ
け
る
し
ぐ
さ
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。
部
屋
に

は
、
中
国
風
の
花
鳥
画
の
屏

風
が
奥
に
置
か
れ
、
暖
炉
に

は
火
が
入
っ
て
暖
か
そ
う
で

す
。
少
し
雑
然
と
し
た
感
じ

が
あ
り
ま
す
が
、
女
性
が
ふ

た
り
楽
し
そ
う
に
会
話
し
て

い
る
様
子
が
、
心
を
和
ま
せ

ま
す
。
猫
ま
で
描
き
込
ま
れ
て

い
ま
す
。
当
時
の
身
体
ケ
ア
の

様
子
を
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
非

常
に
よ
く
描
い
た
、
ロ
コ
コ
時

代
の
代
表
的
な
絵
の
ひ
と
つ
だ

と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
こ
れ
は
ど
う
で
し
ょ

う
か（
図
11
）。
モ
デ
ル
は
た
ぶ

ん
小
間
使
い
の
女
性
で
し
ょ
う
。

一
七
七
三
年
に
描
か
れ
た
、

ブ
ー
シ
ェ
と
は
別
の
画
家
の
絵

で
す
。
一
七
七
三
年
は
、
マ
リ
ー
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
が
フ
ラ
ン
ス
に
輿
入
れ
し
て

き
た
年
で
す
。
ベ
ッ
ド
、
椅
子
に
掛
け
ら
れ
た
黄
色
の
ド
レ
ス
、
桶
の
上
に
置
か

れ
た
板
と
燭
台
、
床
に
は
水
瓶
や
モ
ッ
プ
。
こ
の
絵
を
見
る
と
、
小
間
使
い
で

あ
っ
て
も
、
比
較
的
清
潔
な
空
間
で
寝
起
き
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
ブ
ー
シ
ェ
の
別
の
作
品
を
二
つ
お
見
せ
し
ま
す
。
二
つ
を
比
べ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
絵
が
い
か
に
貴
重
な
絵
で
あ
る
か
が
理
解
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
一
七
四
〇
年
の
作
品
で
す
。
若
い
女
性
が
丸
い
輪
の
か
た
ち
を
し
た
お

菓
子
を
犬
に
あ
げ
よ
う
し
て
い
ま
す（
図
12
）。
袖
口
が
花
輪
の
よ
う
に
処
理
さ
れ

た
と
て
も
贅
沢
な
ド
レ
ス
を
着
て
、
髪
飾
り
の
様
子
も
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
入
念

に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
幸
せ
な
雰
囲
気
が
匂
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
絵
に
は
、
そ
の
二
年
後
の
一
七
四
二
年（
一
七
六
〇
年
代
初
め
と
い
う
説
も
あ

図11　「ファンションの起床」 
　　　　　1773年，Nicolas-Bernard Lépicié

図10　「化粧　ガーターベルトを着ける貴婦人
と召使」1742年，François Boucher
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る
）に
描
か
れ
た
別
の
バ
ー

ジ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す（
図
13
）。

見
て
び
っ
く
り
、
で
す
ね
。

し
か
も
タ
イ
ト
ル
は
、
そ
の

も
の
ず
ば
り
「
ス
カ
ー
ト
を

上
げ
る
」。
女
性
が
ス
カ
ー

ト
を
上
げ
て
、
お
し
っ
こ
を

入
れ
る
お
ま
る
を
持
っ
て
い

る
。
寝
起
き
で
、
身
づ
く
ろ

い
を
す
る
女
性
を
描
い
た
、

ま
さ
し
く
稀
有
の
作
品
で
す
。

た
し
か
に
、「
な
ん
と
い
う

覗
き
趣
味
だ
」
と
い
う
感
じ

も
し
ま
す
が
、
当
時
の
身
体

ケ
ア
の
習
慣
と
そ
の
道
具
立
て
の
実
際
を
知
る
に
は
、
欠
か
せ
な
い
史
料
で
す
。

私
た
ち
は
、
見
づ
く
ろ
い
を
終
え
外
向
け
に
整
え
ら
れ
た
女
性
や
男
性
の
絵
、
す

な
わ
ち
身
体
表
現
と
し
て
の
絵
は
よ
く
見
ま
す
が
、
そ
の
裏
で
ど
ん
な
こ
と
が
行

わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
絵

は
、
そ
う
し
た
舞
台
の
裏
側
を
と
て
も
よ
く
教
え
て
く
れ
る
作
品
な
の
で
す
。

　

次
は
「
身
づ
く
ろ
い
す
る
若
い
女
性
」
と
題
さ
れ
た
作
品
で
す（
図
14
）。
別
の

画
家
の
作
品
で
す
が
、
こ
れ
も
一
七
四
二
年
の
制
作
で
す
。
こ
の
絵
に
は
上
流
家

庭
の
女
性
の
身
体
ケ
ア
の
た
め
の
道
具
立
て
が
全
部
そ
ろ
っ
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

鏡
の
置
か
れ
た
化
粧
台
、
化
粧
台
を
覆
う
白
い
布
、
部
屋
着
と
部
屋
着
を
覆
う
白

い
肩
掛
け
。
い
ず
れ
も
比

較
的
贅
沢
な
も
の
で
す
。

暖
炉
と
暖
炉
の
上
の
鏡
。

暖
炉
に
は
火
が
入
っ
て
い

て
、
暖
炉
で
沸
か
し
た
お

湯
を
、
お
付
き
の
女
の
人

が
や
か
ん
み
た
い
な
も
の

か
ら
ビ
デ
に
移
し
入
れ
て
い
ま
す
。
ビ
デ
の
手
前
に
は
お
し
っ
こ
を
入
れ
る
深
皿

も
見
え
ま
す
し
、
体
を
拭
く
た
め
と
思
わ
れ
る
布
も
置
か
れ
、
な
ん
と
布
の
に
お

い
を
嗅
ご
う
と
す
る
犬
ま
で
描
か
れ
て
い
る
。
ビ
デ
に
お
湯
が
入
っ
た
ら
女
性
が

体
を
洗
う
段
取
り
が
出
来
上
が
り
、
と
い
う
わ
け
で
す
が
、
お
そ
ら
く
女
性
の
娘

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
少
女
が
、
お
付
き
の
女
性
と
口
論
し
て
い
る
様
子
。「
子

ど
も
の
見
る
も
の
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
早
く
外
に
出
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
、「
子

ど
も
扱
い
し
な
い
で
、
私
だ
っ
て
も
う
大
人
よ
、
ど
う
し
て
見
ち
ゃ
い
け
な
い

の
？
」
と
い
う
感
じ
で
、
反
論
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

解
説
に
よ
る
と
、
こ
の
絵
は
、
今
風
に
い
え
ば
女
主
人
が
「
熱
い
夜
」
過
ご
し

た
後
の
情
景
画
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
風
俗
画
と
し
て
は
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が

本
当
に
よ
く
描
か
れ
て
い
る
貴
重
な
作
品
で
す
。

風
俗
画
の
世
界
の
背
景
で

　

こ
こ
ま
で
、
お
も
に
一
七
、
一
八
世
紀
の
上
流
階
級
の
優
雅
な
身
体
ケ
ア
と
身

体
表
現
の
話
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
歴
史
の
表
面
に
現
れ
た
現

図12　「丸い菓子ジャンブ 
レット」1740年，
François Boucher

図13　「スカートを上げる」
1742年頃， 
François Boucher

図14　「化粧する若い女性」 
1742年，François Eizen

消費社会の発展と近代的身体の発見
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象
の
底
流
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
が
ど
の
よ
う
に
動
き
つ
つ
あ
っ
た
の
か
、
と
り

わ
け
一
八
世
紀
に
大
き
く
発
展
す
る
健
康
政
策
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
・
政
治

的
・
経
済
的
文
脈
の
中
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
か
、
な
ど
に
つ
い

て
、
こ
こ
で
す
こ
し
お
勉
強
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
健
康

や
身
体
衛
生
へ
の
関
心
は
、
身
体
ケ
ア
や
身
体
表
現
の
問
題
と
切
っ
て
も
切
れ
な

い
関
係
に
あ
る
か
ら
で
す
。

　

こ
の
一
七
～
一
八
世
紀
の
頃
は
、
世
の
中
全
体
が
社
会
的
・
政
治
的
・
経
済
的

に
大
き
く
動
き
ま
し
た
。
旧
来
の
政
治
体
制
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
旧
来
の
国

家
統
治
の
理
念
や
技
法
へ
の
根
本
的
な
疑
問
が
出
さ
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
レ
ベ
ル
で

「
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
政
治
で
は
、
も
う
統
治
は
成
り
立
た
な
い
」
と
い
う
考
え

方
や
動
き
が
随
所
で
出
て
き
ま
し
た
。

　

現
在
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
政
図
が
確
定
さ
れ
た
の
は
、
一
六
四
八
年
の

ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
の
締
結
の
お
か
げ
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
三
〇
年
戦

争
後
、
戦
後
処
理
の
た
め
の
条
約
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ド
イ
ツ

諸
侯
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
ペ
イ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ
）の
間
で
結
ば
れ
て
、
現

在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
境
線
が
ほ
と
ん
ど
確
定
さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
こ
の
時
決
め

ら
れ
た
国
境
線
を
動
か
す
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
現
実
に
は
何
度

も
戦
争
を
や
っ
て
、
取
っ
た
り
取
ら
れ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
結
局
、
こ
の
と
き

に
確
定
さ
れ
た
国
境
線
に
近
い
と
こ
ろ
に
戻
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

も
う
他
の
国
と
戦
争
を
し
て
そ
の
領
土
を
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
そ

の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
国
力
を
増
加
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
の
新
し
い
統

治
の
思
想
と
統
治
の
技
術
の
開
発
が
不
可
欠
の
事
態
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

具
体
的
に
は
、
限
ら
れ
た
領
土
内
で（
人
間
を
も
含
め
）資
源
を
最
大
限
に
有
効
活

用
し
、
生
産
性
を
高
め
る
こ
と
が
統
治
に
あ
た
っ
て
の
至
上
命
令
に
な
っ
た
わ
け

で
す
。
こ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
革
命
的
な
事
態
で
す
。

　

統
治
の
理
論
に
は
歴
史
的
変
遷
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
自
然
法
モ
デ
ル
と
い
う
も
の
で
す
。
神
様
が
こ
の
世
の
中
を
つ
く
っ
た

の
と
同
じ
よ
う
な
や
り
方
で
、
王
様
も
こ
の
世
の
中
を
治
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
考

え
方
で
す
。
二
つ
目
が
戦
争
モ
デ
ル
で
、
こ
れ
は
、
一
六
世
紀
の
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ

リ（『
君
主
論
』
一
五
三
二
年
）な
ど
が
唱
え
た
「
小
国
だ
か
ら
、
他
の
国
か
ら
つ
ぶ

さ
れ
な
い
よ
う
に
、
い
か
に
守
り
、
い
か
に
他
の
国
か
ら
領
土
を
奪
う
か
が
大
事

だ
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。
神
の
教
え
よ
り
も
人
智
を
優
先
さ
せ
る
、
と
い
っ
て

非
難
さ
れ
ま
し
た
が
、
近
代
の
萌
芽
を
感
じ
さ
せ
る
理
論
家
で
し
た
。
こ
れ
ら
に

対
し
て
、
競
争
モ
デ
ル
は
、
現
在
に
も
通
じ
る
統
治
の
理
論
で
す
。
も
う
自
分
の

持
っ
て
い
る
駒
で
し
か
国
力
を
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。

そ
し
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
持
ち
駒
は
何
か
、
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
他
に

あ
り
ま
せ
ん
。
単
に
人
間
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
ど
う

い
う
人
が
住
ん
で
、
ど
う
い
う
家
族
形
態
を
と
っ
て
、
出
生
率
や
死
亡
率
は
ど
う

な
の
か
。
と
い
う
具
合
に
、
国
土
の
有
す
る
諸
条
件
の
中
に
置
か
れ
た
、
生
き
た

人
間
、
す
な
わ
ち
住
民
を
も
っ
と
も
効
率
よ
く
管
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か

に
国
力
を
上
げ
て
い
く
か
、
こ
れ
こ
そ
が
国
家
統
治
の
中
心
課
題
と
な
っ
て
い
く

わ
け
で
す
。

　

こ
こ
で
住
民
を
効
率
よ
く
管
理
す
る
、
と
い
い
ま
し
た
が
、
管
理adm

inistrate

す
る
た
め
の
知
の
集
大
成
、
そ
れ
が
行
政
学public adm

inistration

と
い
う
学

問
の
真
の
意
味
で
す
。
ち
な
み
に
行
政
学
に
と
っ
て
統
計
学statistics

は
不
可

欠
の
知
識
で
す
が
、statistics

と
は
、
国
家state

の
学
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
す
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る
こ
と
も
可
能
で
す
。
住
民
に
関
す
る
詳
し
い
情
報
を
収
集
し
、
統
計
的
デ
ー
タ

と
し
て
ま
と
め
、
そ
れ
ら
を
い
か
に
統
治
に
役
立
て
る
か
、
そ
れ
が
行
政
の
担
う

役
目
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
行
政
に
重
点
を
置
い
た
統
治
の
仕
方
は
、
当
時
の
用
語
で
は
「
ポ

リ
ス
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
ポ
リ
ス
の
目
的
は
「
領
土
か
ら
人
間
へ
」
と
い
う
こ

と
で
、「
人
間
こ
そ
が
ポ
リ
ス
の
真
の
対
象
で
あ
る
」
と
さ
れ
ま
し
た
。
さ
き
ほ

ど
、
住
民
を
管
理
す
る
の
が
行
政
だ
と
い
い
ま
し
た
が
、
管
理
は
力
づ
く
で
行
わ

れ
る
訳
で
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ポ
リ
ス
は
、
人
間
＝
住
民
の
心
理

を
よ
く
読
ん
だ
統
治
理
論
で
し
た
。
住
民
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
生
存
す
れ
す
れ
の

と
こ
ろ
で
生
き
て
い
れ
ば
満
足
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
昨
日
よ
り
今
日
、
今
日

よ
り
明
日
は
ま
し
な
生
活
が
し
た
い
。
エ
リ
ー
ト
階
級
の
よ
う
に
は
い
か
な
く
て

も
そ
れ
に
よ
り
近
い
快
適
な
生
活
が
し
た
い
。
生
存
か
ら
人
並
み
の
生
活
へ
、
人

並
み
の
生
活
か
ら
よ
り
豊
か
な
生
活
へ
。
こ
の
よ
う
に
住
民
の
一
人
ひ
と
り
が
自

分
の
生
活
を
ど
う
や
っ
て
よ
く
す
る
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
国

力
が
上
が
れ
ば
よ
い
、
否
、
そ
れ
が
も
っ
と
も
効
率
的
な
統
治
の
方
法
な
の
だ
。

こ
う
し
た
ポ
リ
ス
の
考
え
方
が
一
八
世
紀
に
明
確
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
ポ
リ
ス
の
考
え
方
の
登
場
は
、
国
家
統
治
の
理
論
の
歴
史
の
中
で

画
期
的
な
出
来
事
で
し
た
。
個
人
の
生
活
の
発
展
が
、
同
時
に
国
家
の
力
を
も
強

化
す
る（「
人
び
と
の
生
に
小
さ
な
プ
ラ
ス
α
を
与
え
る
こ
と
で
国
家
の
力
が
少
し
ば
か
り

強
く
な
る
」）と
い
う
、
現
在
の
経
済
主
義
的
な
政
治
理
論
と
ま
っ
た
く
同
じ
考
え

方
が
す
で
に
一
八
世
紀
に
き
ち
ん
と
出
て
い
た
の
で
す
。
一
九
世
紀
初
頭
の
空
想

社
会
主
義
者
サ
ン
シ
モ
ン
伯
の
著
わ
し
た
『
産
業
人
の
カ
テ
シ
ズ
ム
』（
一
八
二
四

年
）の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
後
に
触
れ
た
い

と
思
い
ま
す
が
、
第
二
帝
政
期
の
経
済
発
展
政
策
の
理
論
的
支
柱
を
与
え
た
の
が
、

こ
の
サ
ン
シ
モ
ン
の
思
想
で
し
た
。

　

さ
き
ほ
ど
「
人
間
こ
そ
が
ポ
リ
ス
の
真
の
対
象
で
あ
る
」
と
記
し
ま
し
た
が
、

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
＝
住
民
の
人
口
学
的
な
側
面
、
す
な
わ
ち
生
と

死
、
出
生
率
や
死
亡
率
、
病
気
や
健
康
と
い
っ
た
事
柄
は
、
ポ
リ
ス
の
重
要
な
関

心
事
と
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
行
政
学
が
発
達
す
る
の
は
一
八
世
紀
で
す
が
、

ま
さ
に
そ
の
一
八
世
紀
に
は
、
統
治
に
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
の
健
康
政
策
に
注

目
が
集
ま
り
ま
す
。

　

以
上
を
簡
単
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
医
学
と
統
治
と
が
手
を
結
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
じ
つ
は
統
治
に
と
っ
て
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
存
在
が
発
見
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
家
族
と
そ
の
役
割
の
発
見
で
す
。

　

一
八
世
紀
の
末
以
来
、
国
家
は
、
住
民
が
健
康
で
清
潔
で
五
体
満
足
な
肉
体
、

浄
化
さ
れ
清
掃
の
行
き
届
い
た
通
気
性
の
よ
い
空
間
、
個
々
人
や
家
屋
や
ベ
ッ
ド

や
家
庭
用
品
の
医
学
的
に
見
て
最
適
な
配
置
、
そ
し
て
育
児
や
子
供
の
健
康
維
持

な
ど
の
重
要
性
に
気
を
配
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
事
柄
を
国
家
に
替
わ
っ
て
、
具

体
的
で
、
目
に
見
え
る
、
気
持
ち
の
通
っ
た
、
要
す
る
に
人
間
的
な
雰
囲
気
の
中

で
、
と
り
わ
け
他
人
事
で
は
な
く
て
自
分
事
と
し
て
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
世
話
す

る
も
の
と
世
話
さ
れ
る
も
の
の
間
の
ル
ー
ル
づ
く
り
に
至
る
ま
で
全
部
や
っ
て
く

れ
る
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
誰
な
の
か
。
そ
れ
が
家
族
だ
っ
た
の
で
す
。
家
族
は
、
統

治
の
手
段
と
し
て
の
福
祉
の
実
践
を
、
家
族
を
成
り
立
た
せ
る
最
も
重
要
な
道
徳

消費社会の発展と近代的身体の発見
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的
法
則
と
し
て
自
ら
引
き
受
け
、
率
先
し
て
具
体
化
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
れ
ば
、
一
八
世
紀
に
は
、
住
民
、
家
族
、
健
康
、
医
療
と

い
う
四
つ
の
事
柄
が
、
統
治
の
手
段
と
し
て
大
き
く
浮
上
し
、
そ
し
て
本
日
の

テ
ー
マ
で
あ
る
身
体
ケ
ア
へ
の
願
望
を
支
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
ょ
う
。
箇
条
書
き
に
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

① 　

家
族
は
、
社
会
集
合
体
の
健
康
に
関
す
る
一
般
的
目
標
と
、
個
人
か
ら
の
治

療
願
望
と
の
蝶
番
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。

② 　

健
康
と
い
う
私
的
倫
理（
両
親
と
子
供
の
相
互
的
な
義
務
）と
、
衛
生
と
い
う
社

会
的
統
制
、
そ
し
て
医
学
的
知
見
・
技
術
と
の
三
つ
が
結
合
し
、
こ
の
結
合
体

が
統
治
の
手
段
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た

③ 　

上
記
の
結
果
、
衛
生
が
特
権
化
さ
れ
、
衛
生
を
介
し
て
政
治
的
な
も
の
と
医

学
的
な
も
の
と
の
協
働
が
生
ま
れ
た（
医
療
と
公
衆
衛
生
の
発
達
）。

④ 　

身
体
ケ
ア
は
、
私
的
目
的
で
あ
る
と
同
時
に
公
的
目
的
と
も
な
っ
た
。

以
上
を
図
に
す
れ
ば
、
図
15
の
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
近
代
の
家
族
は
、

医
療
普
及
の
最
も
恒
常
的
な
仲
介
者
に

な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
で
、
誤
解
を
し
て
ほ
し
く
な
い
の

で
繰
り
返
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
健
康
政

策
の
主
体
は
あ
く
ま
で
も
国
家
で
あ
り
、

住
民
は
健
康
政
策
の
恩
恵
は
受
け
る
と
し
て
も
、
健
康
政
策
の
対
象（
客
体
）で

あ
っ
て
、
け
っ
し
て
主
体
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
す
。

　

健
康
政
策
は
、
今
風
に
い
え
ば
「
福
祉
の
理
念
」
で
す
ね
。
福
祉
に
つ
い
て
、

み
な
さ
ん
は
「
自
分
た
ち
国
民
一
人
ひ
と
り
の
た
め
だ
」
と
思
っ
て
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
国
を
治
め
る
立
場
か
ら
い
え
ば
、
国
を
統
治
す
る
た
め
の
ひ
と
つ

の
手
段
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。「
国
は
国
を
助
け
る
の
で
あ
っ
て
、
人
を
助
け
る

わ
け
で
は
な
い
」、
と
い
う
悲
し
い
現
実
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

身
体
表
現
と
身
体
ケ
ア

　

こ
こ
で
、
本
来
の
テ
ー
マ
、
身
体
表
現
と
身
体
ケ
ア
の
話
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。

身
体
ケ
ア
と
身
体
表
現
の
大
事
な
ツ
ー
ル
は
、
い
ま
な
ら
体
重
計
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
昔
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

近
代
は
視
覚
重
視
の
文
明
だ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
視
覚
は
、
昔
か
ら
世
界
を

理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
手
段
で
し
た
が
、
近
代
に
な
っ
て
、
自
己
の
身
体
イ

メ
ー
ジ
を
外
側
に
あ
る
も
の（
客
体
）と
し
て
再
現
す
る
技
術
と
道
具
と
が
生
み
出

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
面
的
身
体
の
発
見
と
い
う
逆
説
に
直
面
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

身
体
イ
メ
ー
ジ
を
客
体
と
し
て
再
現
す
る
技
術
や
道
具
と
い
い
ま
し
た
が
、
一

九
世
紀
半
ば
以
降
は
写
真
術
の
発
明
と
改
良
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
れ
以
前

は
、
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
も
ち
ろ
ん
絵
画
と
い
う
手
段
が
あ
り
ま
し
た

が
、
社
会
的
、
そ
し
て
精
神
的
イ
ン
パ
ク
ト
の
面
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
鏡
制
作

の
発
展
と
改
良
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

18世紀＝行政学の世紀

■身体ケアは私的目的と同時に公的目的となった。
　 「人間こそがポリスの真の対象である」

住民
医療（福祉）健康

家族

統治の手段としての住民、家族、健康、医療

図15　統治の手段としての住民、 
家族、健康、医療
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ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
鏡
と
言
え
ば
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
独
占
商

品
で
し
た
。
一
六
八
〇
年
ぐ
ら
い
ま
で
は
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
ム
ラ
ー
ノ
で
つ
く
ら
れ

た
鏡
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
場
を
席
巻
し
て
い
ま
し
た
。

　

一
六
世
紀
に
な
っ
て
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
人
が
つ
く
り
だ
し
た
鏡
は
、
美
し
く
、
純
粋

で
、
変
質
し
な
い
と
い
わ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
で
た
い
へ
ん
な
人
気
で
し
た
。
鏡

そ
の
も
の
が
、
ト
レ
ン
ド
商
品
だ
っ
た
の
で
す
。
ち
な
み
に
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の

ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
画
家
テ
ィ
チ
ア
ー
ノ
に
は
「
鏡
を
見
る
女
性
」（
一
五
一
五
年
頃
）

と
名
付
け
ら
れ
た
作
品
も
あ
る
く
ら
い
で
す
。
た
だ
し
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
鏡
は
、
当

時
こ
そ
「
美
し
く
、
純
粋
で
、
変
質
し
な
い
」
な
ど
と
称
賛
さ
れ
て
い
た
も
の
の

け
っ
し
て
大
き
く
は
な
く
、
お
盆
程
度
の
大
き
さ
で
し
た
。
そ
れ
で
も
当
時
は
、

ヴ
ェ
ネ
チ
ア
鏡
へ
の
需
要
は
高
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
王
侯
貴
族
た
ち
は
こ

ぞ
っ
て
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
製
を
求
め
た
う
え
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
共
和
国
の
方
で
も
ガ
ラ
ス

鏡
の
生
産
を
国
家
産
業
と
位
置
付
け
、

生
産
技
術
の
秘
密
を
固
く
守
り
、
人
材

の
流
出
も
妨
げ
た
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
富
が
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
に
搾
り
取
ら
れ
る

状
況
が
続
い
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
苦
々
し
く
思
っ
て

い
た
フ
ラ
ン
ス
国
王
ル
イ
一
四
世
と
宰

相
コ
ル
ベ
ー
ル
は
す
で
に
一
六
六
五
年
、

ヴ
ェ
ネ
チ
ア
鏡
に
対
抗
す
る
た
め
、
王

立
ガ
ラ
ス
鏡
製
造
所M

anufacture 

Royale des Glaces

を
作
ら
せ
、
ま

た
一
六
七
二
年
に
は
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
鏡
の
輸
入
を
禁
止
し
た
り
し
ま
し
た
が
、
良
質

の
鏡
を
自
前
で
調
達
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ

ユ
宮
殿
の
「
鏡
の
間
」
の
工
事
が
始
ま
っ
た
の
が
一
六
七
八
年
、
完
成
は
一
六
八

四
年
の
こ
と
で
す
が
、
最
初
の
設
計
で
は
「
鏡
の
間
」
は
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

途
中
で
設
計
変
更
を
し
て
造
ら
れ
た
も
の
で
す（
図
16
）。「
鏡
の
間
」
の
片
面
を

構
成
す
る
偽
窓
に
は
め
ら
れ
た
鏡
は
か
ろ
う
じ
て
フ
ラ
ン
ス
製
だ
っ
た
も
の
の
、

ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
鏡
同
様
に
少
し
も
大
き
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
ひ

と
つ
の
窓
に
二
一
枚
も
の
鏡
が
は
め
ら
れ
て
い
ま
す
。（
最
近
の
調
査
で
は
、
鏡
の

間
の
鏡
の
七
〇
％
が
一
六
八
四
年
に
王
立
ガ
ラ
ス
製
造
所
で
製
造
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と

判
明
し
た
。）

　

現
在
の
よ
う
に
、
全
身
の
映
せ
る
大
き
く
平
ら
な
鏡
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
よ

う
や
く
一
六
八
八
年
、
フ
ラ
ン
ス
で
「
流
し
成
型
法
」（
平
ら
な
金
属
台
の
上
に
ガ

ラ
ス
液
を
流
し
て
延
ば
す
）が
開
発
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で

も
、
な
か
な
か
量
産
が
で
き
ず
、
そ
の
後
も
苦
労
の
連
続
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

一
七
〇
〇
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
ヌ
ー
ベ
ル
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ー
ル
・

ド
ゥ
・
サ
ン
ゴ
バ
ンN

ouvelle M
anufacture de Saint-Gobain

（
現
ア
レ
バ
＝

原
発
産
業
）が
二
七
〇
×
一
〇
〇
セ
ン
チ
の
板
ガ
ラ
ス
を
製
作
し
ま
す
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
一
八
世
紀
の
ガ
ラ
ス
お
よ
び
鏡
の
製
作
は
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
か
ら
フ
ラ
ン

ス
に
一
気
に
移
り
、
し
か
も
安
く
て
精
巧
な
鏡
が
出
て
き
た
の
で
す
。
パ
リ
近
郊

の
作
業
所
で
、
ガ
ラ
ス
の
背
面
に
銀
貼
り
す
る
作
業
を
見
学
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
が
、

「
す
ご
い
も
の
が
で
き
た
」
と
証
言
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

す
で
に
、
見
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
鏡
製
品
が
、
家
具
の
か
た
ち
で

多
く
の
家
庭
の
日
常
生
活
に
入
っ
て
き
た
の
は
、
一
八
世
紀
の
こ
と
で
す
。
ご
存

図16　ヴェルサイユ宮殿　鏡の間
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じ
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
は
、「
啓
蒙
時
代
」（
原
語
で
は
、
光
の
世
紀
）と
言
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
じ
つ
は
鏡
の
世
紀
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

じ
っ
さ
い
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
鏡
は
、
内
部
建
築
に
も
ど
ん
ど
ん
侵
入
し

て
、
明
る
い
親
密
空
間
を
作
り
出
す
こ
と
に
貢
献
し
ま
す
。
飾
り
縁
の
つ
い
た
円

形
、
楕
円
形
、
角
型
の
高
さ
三
三
セ
ン
チ
ほ
ど
の
鏡
、
あ
る
い
は
傾
け
る
こ
と
の

可
能
な
鏡
と
引
き
出
し
の
つ
い
た
化
粧
台（
コ
ワ
フ
ー
ズ
）、
一
七
〇
〇
年
以
降
は
、

全
身
の
見
ら
れ
る
大
き
な
ガ
ラ
ス
鏡
を
使
っ
た
プ
シ
ケ
ー
と
呼
ば
れ
る
姿
見
も
考

案
さ
れ
ま
す
。
上
流
階
級
の
あ
い
だ
で
は
、
化
粧
室
の
三
面
に
鏡
を
貼
る
こ
と
も

広
ま
り
ま
す
。
現
在
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
見
ら
れ
る
暖
炉
の
上
部
に
鏡
を
す
え

る
習
慣
は
一
七
世
紀
の
末
か
ら
始
ま
っ
て
、
一
七
五
〇
年
頃
に
は
上
層
ブ
ル
ジ
ョ

ア
層
で
も
普
及
し
ま
し
た
。
ま
た
、
浴
室
や
部
屋
の
壁
面
に
鏡
を
埋
め
込
む
こ
と

も
始
ま
り
、
そ
の
空
間
に
広
が
り
と
奥
行
き
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
見
る
者
の
全
身
を
映
し
だ
す
大
き
な
姿
見
の
出
現
は
見

る
者
と
鏡
と
の
関
係
を
複
雑
な
も
の
に
し
ま
し
た
。
自
己
の
全
身
像
が
つ
か
め
る

よ
う
に
な
っ
た
そ
の
分
だ
け
自
己
イ
メ
ー
ジ
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
か
ら
で
す
。
鏡
は
、
自
分
の
姿
を
見
る
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
他
者
が
自
分
を

ど
う
見
て
い
る
か
を
確
認
す
る
場
所
、
さ
ら
に
は
自
分
を
他
者
に
ど
う
見
せ
る
か
、

演
出
を
考
え
る
場
所
と
も
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

鏡
が
上
流
家
庭
の
贅
沢
品
か
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ア
家
庭
の
必
需
品
に
変
化
す
る
の
は
、

一
九
世
紀
の
半
ば
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
が
、
す
で
に
一
八
三
九
年
の
、
こ

の
ド
ゥ
ヴ
ェ
リ
ア
の
版
画
の
よ
う
に（
図
17
）、
そ
れ
ほ
ど
豊
か
な
家
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
竪
琴
型
の
鏡
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
朝
、
お
嬢
さ
ん
が
脇
の
下
の
ケ
ア

を
し
て
い
る
傍
ら
で
、
お
手
伝
い
さ
ん
は
お
嬢
さ
ん
の
着
る
肌
着
を
暖
炉
で
温
め

て
い
ま
す
ね
。

　

先
ほ
ど
お
話
し
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
末
に
は
、
女
性
の
入
浴
場
面
を
描
い
た

風
俗
画
が
た
く
さ
ん
描
か
れ
ま
す
が
、
こ
れ
も
そ
の
ひ
と
つ（
図
18
）で
、
こ
こ
に

も
ち
ゃ
ん
と
鏡
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
絵
の
見
ど
こ
ろ
は
、「
慎
み
深
い
女
性
は
、

肌
着
を
つ
け
て
入
浴
す
る
」
と
い
う
様
子
が
分
か
る
点
で
す
。
私
よ
り
一
〇
歳
ほ

ど
年
上
の
、
あ
る
地
方
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
女
性
は
、
自
分
の
娘
に
対
し
て
も
用
意
周

到
に
身
体
を
隠
し
て
体
を
洗
っ
て
い
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

図17　「朝の化粧」183９年， 
Achille Devéria

図18　「入浴の用意をする 
若い女性」1９世紀末， 
J. Scalbert
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隠
す
身
体
と
顕
わ
す
身
体

　

さ
て
、
一
九
世
紀
的
な
身
体
の
配
置
の
特
色
は
、
身
体
が
二
項
対
立
的
な
矛
盾

の
中
で
せ
め
ぎ
合
い
、
交
錯
し
て
い
た
点
に
あ
り
ま
す
。

　

社
会
生
活
の
中
で
親
密
空
間
の
隔
離
が
進
み
、
同
時
に
個
人
の
生
身
の
身
体
が
、

ご
く
私
的
な
空
間
に
押
し
込
め
ら
れ（
個
人
主
義
化
）、
他
者
の
視
線
か
ら
隠
さ
れ

る
傾
向
を
強
め
ま
す
。
こ
う
し
て
、
身
体
は
、
私
た
ち
の
内
部
で
自
分
自
身
の
強

い
管
理
下
に
置
か
れ
る（
内
面
的
身
体
が
強
化
さ
れ
る
）の
で
す
が
、
そ
う
し
て
管
理

さ
れ
た
身
体（
ケ
ア
の
加
え
ら
れ
た
身
体
）は
、
一
転
、
他
者
に
向
け
て
こ
れ
見
よ
が

し
に
顕
示
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
身
体
ケ
ア
と

身
体
表
現
は
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
機
能
し
、
近
代
的
な
身
体
の
社
会
化
が
完

成
す
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

こ
の
時
点
で
は
、
隠
さ
れ
た
身
体
も
、
顕
わ
さ
れ
た
身
体
も
ほ
と
ん
ど
同
価
値

と
な
り
、
人
々
の
関
心
は
、
い
か
に
隠
し
、
い
か
に
表
現
す
る
か
、
と
い
う
技
術

の
ノ
ウ
ハ
ウ（
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
ヘ
ア
メ
イ
ク
、
化
粧
、
香
水
の
実
践
）に
回
収
さ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。

　

一
九
世
紀
の
身
体
の
特
色
と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
大
事
な
現
象
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
置
の
強
化
、
性
差
の
社
会
化
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
見
る
者
と
見
ら
れ
る
者
が
、
性
別
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
、
固
定
化
さ
れ
る

と
い
う
状
況
で
す
。
こ
の
状
況
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
極
度
に
強
化
さ
れ

ま
す
。

　

そ
し
て
三
つ
目
の
特
色
は
、
上
述
の
二
つ
の
特
色（
身
体
表
現
へ
の
関
心
の
集
中
と
、

身
体
表
現
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
）が
、
圧
倒
的
な
消
費
社
会
化
の
進
展
の
中
で
、
そ
の

原
動
力
と
し
て
奨
励
さ
れ
た
と
い
う
点
で
す
。
結
論
を
先
取
り
す
る
形
で
言
っ
て

し
ま
え
ば
、
身
体
表
現
の
ト
レ
ン
ド
化
を
通
し
て
消
費
を
組
織
し
、
社
会
の
統
合

が
図
ら
れ
た
の
が
、
一
九
世
紀
の
政
治
と
社
会
、
経
済
の
特
色
だ
っ
た
と
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
危
機
の
深
刻
化
と
身
体
表
現

　

一
九
世
紀
初
め
に
は
、
共
同
体
が
ど
ん
ど
ん
壊
れ
て
い
っ
て
、
か
つ
て
の
よ
う

な
生
活
ス
タ
イ
ル
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
先
ほ
ど
、
外
見
は
そ
の
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
も
な
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
近
代
は
大
き
く
言
え
ば
「
脱

共
同
体
の
世
紀
」
で
す
。
個
人
の
尊
厳
を
も
の
す
ご
く
重
要
視
し
、
し
た
が
っ
て

個
人
の
存
在
も
重
要
視
さ
れ
ま
す
が
、
同
時
に
、
自
分
は
何
者
か
と
い
う
存
在
意

識
の
根
底
が
不
安
定
化
し
た
時
代
で
も
あ
り
ま
す
。
個
人
は
大
事
に
さ
れ
る
け
れ

ど
も
、
個
人
は
共
同
体
か
ら
解
き
放
た
れ
、
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

他
の
人
か
ら
じ
ゃ
ま
さ
れ
ず
、
自
由
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
孤
立
し
て
い
る
。
そ

う
い
う
状
況
で
す
。

　

こ
う
い
う
状
況
が
続
く
と
ど
う
い
う
事
態
が
起
こ
る
か
。
い
か
に
し
て
自
己
の

存
在
を
認
め
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
に
人
び
と
の
関
心
が
注
が
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
証
と
し
て
外
見
は
き
わ
め
て
重
要
で
す
。
自
分
の

外
見
に
は
自
分
で
責
任
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
人
び
と
は
、

他
人
の
目
に
自
分
が
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
る
か
、
い
つ
も
気
に
せ
ざ
る
を
得
な

い
状
況
に
立
た
さ
れ
ま
す
。
鏡
を
見
て
、
常
に
自
我
像
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と

消費社会の発展と近代的身体の発見
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で
す
。
単
に
見
た
目
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
自
分
を（
し
か
も
、
真
の
自
分
を
）

社
会
に
十
分
に
認
知
し
て
も
ら
う
た
め
の
努
力
を
日
常
的
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
図
式
化
す
る
と
滑
稽
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う

が
、
私
た
ち
は
、
そ
の
滑
稽
な
こ
と
を
い
つ
の
間
に
か
実
践
し
て
い
る
の
で
す
。

当
然
な
が
ら
、
そ
の
た
め
の
商
品
、
す
な
わ
ち
身
体
表
現
と
身
体
ケ
ア
を
実
現
す

る
た
め
の
商
品
が
求
め
ら
れ
、
需
要
が
増
大
し
ま
す
。
需
要
だ
け
で
な
く
、
商
品

の
生
産
と
流
通
、
そ
し
て
消
費
の
回
路
が
ス
パ
イ
ラ
ル
状
に
反
転
し
て
い
く
、
と

い
う
消
費
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
動
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
一
九
世
紀
は
、
消
費
社
会
の
発
展
と
そ
の
全
般
化
の
も
と
で
、
身
体

表
現
と
身
体
ケ
ア
を
実
現
す
る
商
品
や
、
そ
の
生
産
・
流
通
・
消
費
を
通
し
て
、

社
会
の
統
合
と
経
済
発
展
を
め
ざ
す
時
代
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
の
身
体
表
現
と
身
体
ケ
ア
が
と
て
も
重
視

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
だ
と
言
え
る
わ
け
で
す
。

　

こ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
論
化
し
た
の
が
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
ソ
ー
ン
ス
タ

イ
ン
・
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
と
い
う
人
で
す
。
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
は
『
有
閑
階
級
の
理
論
』

（
一
八
九
九
年
）の
な
か
で
、「
エ
リ
ー
ト
階
級
が
自
ら
の
文
化
的
、
社
会
的
、
経
済

的
優
位
性
を
見
せ
び
ら
か
す
」、「
上
の
階
級
は
、
下
の
階
級
に
対
し
て
自
ら
の
優

位
性
を
誇
示
す
る
」
と
い
っ
た
説
を
説
き
、
モ
ー
ド
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
そ
の
た

め
の
ツ
ー
ル
だ
、
と
い
っ
た
こ
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。

　

い
っ
ぽ
う
、
ド
イ
ツ
社
会
学
の
先
駆
者
の
ひ
と
り
ゲ
オ
ル
グ
・
ジ
ン
メ
ル
は
、

「
女
性
と
流
行
」（
一
九
〇
八
年
）と
い
う
短
い
が
示
唆
に
富
む
エ
ッ
セ
イ
の
な
か

で
、
な
ぜ
女
性
が
流
行
に
走
る
の
か
、
女
性
と
流
行
の
密
接
な
関
係
を
分
析
し
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
個
性
化
衝
動
と
集
団
埋
没

衝
動
の
間
に
は
一
定
の
配
分
関
係
が
あ
る
」、「
特
定
の
生
活
領
域
で
一
方
の
衝
動

の
発
揮
が
阻
止
さ
れ
る
と
、
そ
の
衝
動
を
必
要
基
準
程
度
に
満
た
し
て
く
れ
る
別

の
生
活
領
域
が
必
要
と
な
る
」
等
々
。
こ
れ
ら
を
、
解
釈
す
れ
ば
、「
社
会
的
な

活
動
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
者
は
、
別
の
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
領
域
で
自
分
の
見
せ

場
を
作
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
っ
と
は
っ
き
り
言
え

ば
、「
女
性
が
社
会
的
活
動
を
制
限
さ
れ
た
社
会
で
は
、
女
性
は
流
行
を
追
う
こ

と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
的
な
活
躍
の
場
面
を
制
限
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

一
九
世
紀
後
半
の
基
調
と
は
…
身
体
性
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
消
費

　

す
で
に
、
こ
の
ジ
ン
メ
ル
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
近

代
の
社
会
空
間
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
空
間
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
と
い
う
か
た

ち
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
に
切
り
分
け
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
、

親
密
な
空
間
は
女
性
の
領
分
だ
と
さ
れ
た
の
で
す
。
き
ょ
う
の
テ
ー
マ
に
引
き
寄

せ
て
い
え
ば
、
身
体
ケ
ア
も
身
体
表
現
も
、「
身
体
に
関
わ
る
こ
と
は
女
の
領
分

だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
一
九
世
紀
も
、
と
く
に
後
半
に
な
る
と
、
産
業
的
に

も
、「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
産
業
」
の
よ
う
な
も
の
は
女
性
の
領
分
だ
、
と
決
め
つ
け

ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
す
。

　

一
九
世
紀
後
半
の
社
会
を
描
く
場
合
の
キ
ー
タ
ー
ム
は
、「
身
体
」「
ジ
ェ
ン

ダ
ー
」「
消
費
」
だ
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
女
性
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
商
品

と
の
親
近
性
が
強
く
、
女
性
の
身
体
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
商
品
を
通
し
て
表
現
さ
れ
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る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
消
費
を
生
む
。
き
ょ
う
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
チ
ラ
シ
を

見
れ
ば
納
得
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、
ロ
コ
コ
時
代
の
華
や
か
な
雰
囲
気
は
、
そ

の
百
年
後
の
第
二
帝
政
時
代
に
は
完
全
に
復
活
し
、
消
費
社
会
の
原
イ
メ
ー
ジ

（
言
い
換
え
れ
ば
、
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
消
費
の
虚
焦
点
）と
し
て
、
い
ま
な
お
私
た
ち
の

欲
望
を
支
え
続
け
て
い
る
と
さ
え
言
っ
て
よ
い
の
で
す
。

一
九
世
紀
前
半
～
中
頃
の
身
体
表
現
と
身
体
ケ
ア

　

前
項
で
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
基
調
と
し
て
、「
身
体
性
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
消

費
」
に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
ち
ょ
っ
と
前
に
も
ど
っ
て
、
一
九

世
紀
前
半
か
ら
中
ご
ろ
に
か
け
て
の
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
が
ど
う
な
っ
て
い
た
か
を
、

見
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
都
市
衛
生
の
話
で
す
。

　

南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ど
こ
で
も
似
た
り
寄
っ
た
り
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
南
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
最
北
に
あ
た
る
パ
リ
の
都
市
環
境
は
劣
悪
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
労
働
人
口
の
移
動
が
盛
ん
に

な
り
、
パ
リ
の
人
口
は
爆
発
的
に
増
え
ま
す
。
そ
の
結
果
、
都
市
衛
生
が
非
常
に

悪
化
し
て
、
一
八
三
〇
年

代
初
め
に
は
大
規
模
な
伝

染
病
が
発
生
し
、
現
職
の

首
相
が
病
死
す
る
な
ど
と

い
う
事
態
さ
え
起
き
た
。

こ
れ
は
な
ん
と
か
し
な
い

と
い
け
な
い
、
と
い
う
危

機
意
識
が
出
て
き
ま
す
。

　

一
八
三
〇
年
代
の
、
こ
の
「
お
や
、
雨
か
な
」
と
い
う
風
刺
画
を
見
て
く
だ
さ

い
。（
図
1９
）。
パ
リ
の
街
が
い
か
に
汚
か
っ
た
か
を
皮
肉
っ
た
絵
で
す
。
窓
の
下

を
歩
く
二
人
の
男
性
。
ひ
と
り
が
「
お
や
、
雨
か
な
」
と
言
っ
て
い
る
と
き
、
す

で
に
他
の
ひ
と
り
は
傘
を
広
げ
て
い
ま
す
。
当
時
、
二
階
以
上
に
ト
イ
レ
の
あ
る

家
は
め
ず
ら
し
く
、
こ
の
よ
う
に
夜
の
う
ち
に
お
ま
る
に
溜
ま
っ
た
糞
尿
は
、
窓

か
ら
道
に
向
け
て
ジ
ャ
ー
。「
道
は
公
の
も
の
だ
か
ら
、
み
ん
な
の
も
の
。
み
ん

な
の
も
の
は
、
私
の
も
の
」
と
い
う
こ
と
で
、
糞
尿
も
ゴ
ミ
も
公
道
に
投
げ
捨
て

る
の
が
、
ご
く
普
通
の
行
為
だ
っ
た
の
で
す
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
一
八
三
〇
年
代
か
ら
都
市
衛
生
整
備
の
た
め
の
様
々
な
試
み

が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
動
き
が
本
格
化
し
た
の
は
、
一
八
五
〇
年
代
か

ら
で
す
。
そ
し
て
、
一
八
六
〇
年
頃
に
は
散
歩
し
や
す
い
空
間
が
生
ま
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
都
市
改
造
を
や
っ
た

の
が
、
元
サ
ン
シ
モ
ン
主
義
者

だ
っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
と
そ
の

ブ
レ
ー
ン
だ
っ
た
オ
ス
マ
ン
知
事

で
す
。
い
ま
は
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館

の
北
側
に
骨
董
屋
さ
ん
の
モ
ー
ル

が
あ
り
ま
す
が
、
か
つ
て
は
そ
こ

に
デ
パ
ー
ト
と
ホ
テ
ル
が
あ
り
ま

し
た
。
ホ
テ
ル
は
現
在
も
一
部
が

残
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
ル
ー
ヴ

ル
ホ
テ
ル
と
ル
ー
ヴ
ル
デ
パ
ー
ト

図1９　「おや、雨かな」 
1830年代のパリの光景

図20　ルーヴルデパート、ルーヴルホテル建築工
事現場（1854年 ９ 月）、夜間照明のもと突貫工
事を行った。
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は
、
パ
リ
万
博
の
前
年
の
一
八
五
四

年
に
突
貫
工
事
を
し
て
建
て
ら
れ
た

も
の
で
す
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
電

気
照
明
を
使
っ
て
、
夜
間
も
工
事
を

し
ま
し
た（
図
20
）。
一
八
五
〇
年
代

は
、
パ
リ
中
が
建
築
ラ
ッ
シ
ュ
で
、

五
〇
年
代
末
に
は
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム

大
聖
堂
の
前
の
ス
ラ
ム
街
を
壊
し

て
、
広
場
に
す
る
工
事
も
行
わ
れ
ま

し
た（
図
21
）。
こ
の
時
、
同
時
に
パ

リ
市
立
病
院
も
移
転
改
築
さ
れ
近
代

体
な
病
院
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
て
街
が
と
て
も
清
潔
で
安

全
に
な
る
と
、
い
ま
パ
リ
に
行
く
と

よ
く
見
か
け
る
よ
う
な
、
カ
フ
ェ
が

舗
道
に
テ
ー
ブ
ル
を
出
し
て
サ
ー
ビ

ス
を
す
る
と
い
う
習
慣
が
、
よ
う
や

く
出
て
き
ま
す
。
一
八
五
六
年
に
カ

フ
ェ
・
エ
ル
デ
ー
ル
が
パ
リ
で
初
め

て
舗
道
に
テ
ー
ブ
ル
を
出
し
た
、
と

い
う
絵
が
残
っ
て
い
ま
す（
図
22
）。

衣
服
産
業
の
発
達
と
性
差
の
強
調

　

一
九
世
紀
後
半
に
は
、
こ
う
し
て
都
市
衛
生
の
改
善
を
目
指
し
た
都
市
改
造
も

行
わ
れ
ま
す
が
、
公
衆
衛
生
や
健
康
生
活
の
点
か
ら
見
て
、
重
要
な
役
割
を
担
っ

た
の
が
、
公
衆
浴
場
の
整
備
や
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
の
発
展
、
そ
し
て
衣
服
生
産

の
革
新
で
す
。

　

衣
服
生
産
の
革
新
と
は
、
男
性
服
の
場
合
は
、
既
製
服
産
業
の
発
展
で
あ
り
、

女
性
服
の
場
合
は
、
生
地
・
素
材
生
産
の
機
械
化
と
染
色
・
プ
リ
ン
ト
技
術
の
発

展
で
す
。

　

男
性
既
製
服
の
製
造
販
売
は
一
八
四
〇
年
代
か
ら
急
速
に
発
展
し
ま
す
。
既
製

服
は
、
服
飾
史
上
の
革
命
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
の
発
明
で
し
た
。
既
製
服
の
普

及
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
ひ
と
り
で
二
着
ぐ
ら
い
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
庶

民
階
級
が
、
安
く
て
適
当
に
お
し
ゃ
れ
な
衣
服
を
簡
単
に
買
え
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。
ま
た
、
既
製
服
は
そ
の
均
質
、
一
様
な
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
、
男
性
服

を
モ
ー
ド
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
流
れ
か
ら
引
き
離
し
、
モ
ー
ド
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

と
い
え
ば
女
性
服
、
身
体
表
現
は
女
の
も
の
、
と
い
う
身
体
と
身
体
表
現
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
化
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
ま
す
。

　

こ
の
広
告
ポ
ス
タ
ー
は
、
一
八
六
七
年
に
移
築
・
新
装
開
店
し
た
ベ
ル
・
ジ
ャ

ル
デ
ェ
ィ
ニ
エ
ー
ル
と
い
う
大
型
既
製
服
店（
一
八
二
四
年
創
業
）の
も
の
で
す
。

（
図
23
）。
一
八
六
七
年
と
い
え
ば
パ
リ
万
博
の
年
で
す
。
徳
川
慶
喜
の
弟
の
昭
武

は
、
こ
の
パ
リ
万
博
に
将
軍
の
名
代
と
し
て
赴
い
て
い
ま
す
。
こ
の
時
、
渋
沢
栄

一
も
昭
武
一
行
の
金
庫
番
と
し
て
同
行
し
て
い
ま
す
。

図22　Café Helder（1856）、パリで初めて歩道に
テーブルを出した。

図21　ノートルダム大聖堂前の広場整備工事
（1850年代末）。風通しをよくする。
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こ
れ
に
た
い
し
て
、
女
性
服
の
場

合
、
既
製
服
は
な
か
な
か
普
及
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
、
女
性
服
に

特
有
の
構
造
的
な
理
由
か
ら
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
、
生

地
・
素
材
の
生
産
革
命
が
起
き
て
、

と
て
も
安
く
て
華
や
か
な
も
の
が
た

く
さ
ん
出
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
り
わ
け
捺
染
の
技
術
が
発
達
し

て
、
以
前
は
シ
ル
ク
に
し
か
で
き
な

か
っ
た
染
め
が
、
コ
ッ
ト
ン
や
ウ
ー
ル
に
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
す
ご
く
華
や
か
な
も
の
が
街
に
た
く
さ
ん
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
パ
リ
カ
シ
ミ
ヤ
と
い
う
ニ
セ
カ
シ
ミ
ヤ
が
考
案
さ
れ
、
肩
掛
け
と
し
て
た
く

さ
ん
出
回
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
九
世
紀
前
半
の
女
性
は
本
当
に
黒
い
服
装
で
し
た
が
、
そ
れ
が
世
紀
の
後
半

に
な
る
と
非
常
に
華
や
か
な
服
装
に
変
わ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
間
の
事
情
を
、
当
時
の
歴
史
家
ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ
は
次
の
よ
う
に
描

い
て
い
ま
し
た
。

貧
し
い
労
働
者
で
も
い
ま
で
は
一
日
の
給
料
で
妻
に
花
柄
の
ド
レ
ス
を
着
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
散
歩
道
を
千
の
色
で
虹
の
よ
う
に
輝
か
せ
て
い
る
こ
れ

ら
民
衆
層
の
女
性
た
ち
の
服
装
は
、
か
つ
て
黒
一
色
だ
っ
た
の
で
あ
る

（
ジ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ュ
レ
『
民
衆
』
一
八
四
六
年
）

　

ミ
シ
ュ
レ
は
、
一
八
四
五
年
前
後
の
フ
ラ
ン
ス
は
「
清
潔
革
命
」
の
時
代
だ
っ

た
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
頃
、
民
衆
層
に
お
い
て
も
、
お
し
ゃ
れ
用
品
だ
け

で
な
く
、
シ
ー
ツ
や
食
卓
リ
ネ
ン
な
ど
の
白
物
コ
ッ
ト
ン
の
消
費
が
増
え
、
そ
れ

こ
そ
身
体
衛
生
、
身
体
ケ
ア
の
分
野
で
大
き
な
進
歩
が
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

さ
て
、
さ
き
ほ
ど
、
既
製
服
は
そ
の
均
質
、
一
様
な
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
、
男

性
服
を
モ
ー
ド
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
流
れ
か
ら
引
き
離
し
、
モ
ー
ド
・
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
と
い
え
ば
女
性
服
、
身
体
表
現
と
い
え
ば
女
の
も
の
、
と
い
う
身
体
と
身

体
表
現
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
ま
し
た
が
、
次

で
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
身
体
ケ
ア
と
身
体
表
現

の
領
域
で
、
女
性
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

管
理
さ
れ
る
女
性
身
体
と
身
体
表
現

　

市
場
規
模
で
み
る
限
り
、
長
い
間
、「
お
し
ゃ
れ
」
と
い
え
ば
男
性
の
も
の
で

し
た
。
一
九
世
紀
後
半
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
な
か
な
か
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
贅
沢
さ
、
華
や
か
さ
と
い
う
身
体
表
現
の
視
点
か
ら
み
る

と
、
事
情
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
見
え
て
き
ま
す
。
一
九
世
紀
後
半
の
第
二
帝
政
期

に
な
る
と
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
主
導
権
は
、
女
性
の
ほ
う
に
移
り
ま
す
。
ナ
ポ
レ

オ
ン
三
世
の
妻
ウ
ー
ジ
ェ
ニ
ー
皇
后
を
中
心
と
す
る
、
か
つ
て
の
ロ
コ
コ
時
代
ふ

う
の
華
や
か
な
宮
廷
生
活
が
復
活
し
、
パ
リ
は
再
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
モ
ー
ド
の
中

心
と
な
っ
た
か
ら
で
す
。

図23　la Belle Jardinière，開店通知（1824年）
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そ
の
よ
う
な
条
件
の
中
で
登
場
し
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
、
オ
ー
ト
ク
チ
ュ
ー
ル
の

先
駆
者
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ワ
ー
ス
で
す
。

　

一
八
六
〇
年
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
イ
ギ
リ
ス
出
身
の
ワ
ー
ス
は
、
贅
沢
な
服
を
エ

リ
ー
ト
階
級
の
女
性
の
た
め
だ
け
に
つ
く
り
ま
し
た
。
ワ
ー
ス
の
才
能
は
、
ド
レ

ス
デ
ザ
イ
ン
の
セ
ン
ス
だ
け
で
は
な
く
、
シ
ー
ズ
ン
の
ト
レ
ン
ド
を
主
導
す
る
い

く
つ
か
の
基
本
モ
デ
ル
を
つ
く
っ
て
、
そ
こ
に
顧
客
の
個
性
と
財
力
、
地
位
な
ど

に
合
わ
せ
た
特
色
あ
る
工
夫
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
顧
客
の
個
性
化
を
図

る
と
い
う
、
注
文
服
作
成
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
を
作
り
上
げ
た
と
こ
ろ
で
も
発
揮

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ワ
ー
ス
は
、
自
分
の
ア
ト
リ
エ
で
、
し
か
も
生
身
の

女
性
に
ド
レ
ス
を
ま
と
わ
せ
て
シ
ョ
ー
を
開
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
工
夫
は
い
ず

れ
も
、
現
在
の
オ
ー
ト
ク
チ
ュ
ー
ル
や
高
級
プ
レ
タ
の
世
界
で
い
ま
も
実
際
に
行

わ
れ
て
い
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
で
す
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
お
妃
の
ウ
ー
ジ
ェ

ニ
ー
皇
后
の
ド
レ
ス
は
、
ほ
と

ん
ど
ワ
ー
ス
が
デ
ザ
イ
ン
し
た

も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

パ
リ
の
北
約
七
〇
キ
ロ
に
あ
る

離
宮
コ
ン
ピ
エ
ー
ニ
ュ
城
で
の

宮
廷
生
活
の
風
景
を
描
い
た
絵

が
残
っ
て
い
ま
す
。（
図
24
）。

　

ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
「
市
民

の
消
費
意
欲
を
奨
励
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、

市
民
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
の
暮

ら
し
の
改
善
に
努
力

す
る
よ
う
に
誘
導
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、

最
終
的
に
は
社
会
や

国
を
豊
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
い

う
政
治
目
的
は
、
都

市
改
造
、
万
博
、
デ

パ
ー
ト
、
オ
ー
ト
ク
チ
ュ
ー
ル
、
食
文
化
の
奨
励
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
装
置
を
駆

使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
ま
し
た
。
じ
っ
さ
い
、
当
時
の
モ
ー
ド
雑
誌
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
レ
ー
ト
な
ど
を
み
る
と
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
の
社
会
的
な
厚
み

が
増
し
て
い
る
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。（
図
25
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
の
生
活
を
描
い
た
こ
れ
ら
の
絵
に
は
、
何
か

が
決
定
的
に
欠
け
て
い
ま
し
た
。
男
性
が
い
な
い
の
で
す
。
視
覚
の
レ
ベ
ル
で
、

男
の
世
界
と
女
の
世
界
が
二
分
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

テ
ィ
ソ
が
描
い
た
絵（
一
八
七
八
年
）で
は
、
男
性
は
ほ
と
ん
ど
黒
子
で
、
私
た
ち

の
視
線
に
入
っ
て
く
る
の
は
着
飾
っ
た
女
性
の
姿
だ
け
で
す
。（
図
26
）。
ル
ノ

ワ
ー
ル
の
絵
で
も
、
男
性
は
ほ
と
ん
ど
影
に
入
っ
て
い
ま
す
。（
図
27
）。
す
で
に

繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
。
身
体
表
象
は
女
性
の
も
の
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
直
接
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
当
時
の
上
流
女
性
た
ち
の
生
活
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
見
て

み
ま
し
ょ
う
。

　

上
流
階
級
の
エ
レ
ガ
ン
ト
な
女
性
は
、
通
常
、
一
日
に
七
～
八
回
の
着
替
え
を

図24　『宮廷の女性たちに囲まれた皇后
ウージェニー』1855年，Winterhalter, 
Musée national du Palais de Compiègne

図25　ファッション・プレート 
La Mode illustrée, mai 1873, 
Héloïse Suzanne Leloir
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し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
朝
、
起
き
た
と
き
部
屋
着
に
着
替
え
て
、

午
前
中
は
乗
馬
の
た
め
に
乗
馬
服
に
着
替
え
、
昼
食
の
た
め
に
ド
レ
ス
に
着
替
え
、

街
着
に
着
替
え
て
、
訪
問
着
に
着
替
え
て
、
散
歩
を
し
て
、
夕
食
の
と
き
も
別
の

ド
レ
ス
に
着
替
え
て
、
夜
会
や
観
劇
に
行
く
と
き
は
ま
た
別
の
ド
レ
ス
に
着
替
え

る
…
と
い
う
感
じ
で
す
。
こ
れ
が
、
い
か
に
た
い
へ
ん
な
生
活
だ
っ
た
か
、
想
像

で
き
ま
す
か
。

　

そ
れ
で
な
く
と
も
、
当
時
の
女
性
服
の
着
脱
は
き
わ
め
て
厄
介
に
で
き
て
い
た

の
で
す
。

　

一
八
世
紀
以
来
、
女
性
服
に
は
構
造
上
コ
ル
セ
ッ
ト
は
不
可
欠
の
パ
ー
ツ
で
し

た
。（
図
28
）。
一
九
世
紀
後
半
の
女
性
服
の
ト
レ
ン
ド
は
ウ
エ
ス
ト
を
極
度
に
絞

る
こ
と
に
特
徴
が
あ
り
、
現

代
の
私
た
ち
か
ら
見
る
と
、

ま
さ
に
拷
問
具
の
よ
う
な
も

の
で
す
。（
図
2９
）。
そ
れ
で

私
も
、
パ
リ
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
で
着
け
て
試
し
て
み
ま
し

た（
笑
）（
図
30
）。

　

上
流
階
級
の
女
性
の
場
合
、

身
体
ケ
ア
に
関
わ
る
部
分
は

メ
イ
ド
さ
ん
に
や
っ
て
も

ら
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ

れ
で
も
一
日
に
何
度
も
着
替

え
る
な
ん
っ
て
大
変
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
し
、
女
性
服
そ
の
も
の
が
と
て
も
拘
束
的
だ
っ
た
の
で
す
。
加
え
て
、

身
体
の
シ
ル
エ
ッ
ト
や
髪
の
毛
の
管
理
、
流
行
や
し
き
た
り
へ
の
気
配
り
な
ど
、

幾
重
も
の
ス
ト
レ
ス
が
重
な
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。

　

一
九
世
紀
後
半
は
す
で
に
高
度
に
メ
デ
ィ
ア
化
さ
れ
た
消
費
社
会
で
す
か
ら
、

さ
ま
ざ
ま
の
方
面
か
ら
女
性
に
向
け
て
誘
惑
と
強
制
の
呼
び
か
け
が
な
さ
れ
ま
し

図26　「舞踏会」1878年頃，
James Tissot, Musée 
d'Orsay

図27　「街中でダンス」
1883年，Pierre-
Auguste Renoir, 
Musée d'Orsay

図28　コルセット、
パニェ、シュミ 
ーズ。1760～70
年代　所蔵：京
都服飾文化研究
財団

図2９　Thylda の愛称の 
コルセット

図30　クリノリーヌの 
レプリカ
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た
。

　

た
と
え
ば
、
バ
ス
ト
の
張
り
の

維
持
や
豊
胸
に
有
効
だ
と
す
る
薬

の
広
告
が
あ
り
ま
す（
図
31
）。
二

〇
世
紀
初
め
に
は
、
ウ
エ
ス
ト
を

細
く
し
、「
バ
ス
ト
を
は
ち
き
れ

ん
ば
か
り
の
も
の
に
す
る
」
と
い

う
コ
ル
セ
ッ
ト
や
ブ
ラ
ジ
ャ
ー
を

勧
め
る
ラ
ン
ジ
ェ
リ
ー
店
の
広
告

（
図
32
）な
ど
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
髪
の
毛
を
豊
か
に
す
る
「
ジ
ャ
ポ
ネ
ジ

ア
」
と
い
う
商
品
の
広
告（
図
33
）も
出
ま
し
た
。「
日
本
人
は
、
髪
の
毛
が
豊
か
で
、

黒
く
て
、
す
ば
ら
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
二
〇
世
紀
初
頭
は
東
洋
趣
味
、

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
時
代
だ
っ

た
影
響
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀

の
は
じ
め
に
か
け
て
、
身
体
ケ
ア

と
身
体
表
現
へ
の
関
心
は
、
エ

リ
ー
ト
階
級
か
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階

級
へ
、
そ
し
て
庶
民
の
女
性
へ
と

急
速
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
す
が
、

そ
れ
は
、
公
衆
衛
生
や
身
体
衛
生

の
知
識
が
普
及
し
た
か
ら
と
い
う

よ
り
も
、
消
費
社
会
の
発
展
の
強

力
な
エ
ン
ジ
ン
と
し
て
の
「
身
体
ケ
ア
・
身
体
表
現
」
市
場
が
開
拓
さ
れ
た
か
ら

だ
、
と
考
え
た
ほ
う
が
事
実
に
近
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
そ
う
な
の
で
す
が
、
当
事
者
の
女
性
か
ら
見
れ
ば
、
身
体
ケ
ア
と
身
体

表
現
に
心
を
砕
き
時
間
と
労
力
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
女
性
と
し
て

の
身
だ
し
な
み
に
誇
り
を
も
っ
て
生
活
で
き
る
こ
と
が
い
ち
ば
ん
大
切
な
こ
と

だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
絵（
一
九
〇
二
年
）は
、
お
そ
ら
く
庶
民
の
女
性

が
、
決
し
て
広
く
は
な
い
自
分
の
部
屋
で
体
を
洗
っ
て
い
る
風
景
を
描
い
た
も
の

で
す
。
作
品
は
、Le Bain (Bath)

と
題
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
バ
ス
タ
ブ
が
な
い

の
で
、
た
ら
い
の
よ
う
な
も
の
に
足
を
入
れ
て
和
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

お
そ
ら
く
こ
れ
で
体
全
体
を
洗
う
の
で
し
ょ
う（
図
34
）。

図33　養毛剤の広告，20世紀初め頃

図34「入浴」1９02年， 
Théphile Alexandre Steinlen

図32　コルセットとブラジャーの広告， 
20世紀初め頃

図31　雑誌広告「美しいバストをあなたに」 
20世紀初め頃
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女
性
身
体
の
回
復
の
動
き

　

お
話
し
た
い
こ
と
が
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
、
画
像
も
た
く
さ
ん
用
意
し
て

き
た
の
で
す
が
、
こ
の
辺
で
、
こ
れ
ま
で
の
ま
と
め
と
、
女
性
身
体
の
在
り
様
に

お
け
る
二
〇
世
紀
初
頭
の
新
し
い
動
き
に
つ
い
て
す
こ
し
だ
け
お
話
し
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

一
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
を
見
る
と
、
三
つ
の
特
色
が
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
ま
ず
、
統
治
の
技
法
が
政
治
か
ら
経
済
へ（
つ
ま
り
消
費
社
会
の

運
営
へ
）と
大
き
く
シ
フ
ト
し
た
こ
と
、
次
に
社
会
の
し
く
み
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化

さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
三
つ
目
が
、「
身
体
性
＝
女
性
身
体
」
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
身
体
ケ
ア
も
身
体
表
現
も
い
ず
れ
も
女
性
の
領
分
と
す
る
考
え
方
が
定
着

し
た
こ
と
で
す
。

　

そ
れ
で
、
最
後
に
み
な
さ
ん
に
考
え
て
も
ら
い
た
い
こ
と
は
、「
身
体
は
誰
の

も
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
問
い
は
、
二
〇
世
紀
の
モ
ー
ド
・
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
の
中
心
的
課
題
で

も
あ
っ
た
し
、
ま
た
、

モ
ー
ド
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

の
テ
ー
マ
を
超
え
て
、
二

〇
世
紀
全
体
を
通
貫
す
る

重
要
課
題
で
も
あ
っ
た

し
、
い
ま
な
お
私
た
ち
の

ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
関

心
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
す
。

　

二
〇
世
紀
の
初
め
、
新
し

い
身
体
性
、
と
り
わ
け
新
し

い
女
性
身
体
の
模
索
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
発

端
は
、
コ
ル
セ
ッ
ト
の
あ
る

ド
レ
ス
か
ら
コ
ル
セ
ッ
ト
の

な
い
ド
レ
ス
へ
と
モ
ー
ド
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
ト
レ
ン
ド
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
始

ま
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
身
体
観
が
一
変
し
ま
す
。
こ
の
絵
は
、
イ
ラ
ス
ト

レ
ー
タ
ー
の
ポ
ー
ル
・
イ
リ
ブ
が
ポ
ー
ル
・
ポ
ワ
レ
の
新
し
い
ド
レ
ス（
右
側
の
二

人
の
女
性
）の
革
新
性
を
、
額
縁
内
の
コ
ル
セ
ッ
ト
で
ウ
エ
ス
ト
を
強
調
し
た
女
性

の
ド
レ
ス
と
の
対
比
に
お
い
て
表
現
し
た
も
の
で
す（
図
35
）。

　

ポ
ワ
レ
よ
り
も
は
る
か
に
革
新
的
で
、
し
か
も
い
ま
な
お
現
代
的
な
ド
レ
ス
制

作
を
企
て
た
の
が
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
フ
ォ
ル
チ
ュ
ニ
ィ
で
す
。

フ
ォ
ル
チ
ュ
ニ
ィ
の
つ
く
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
風
ド
レ
ス
「
デ
ル
フ
ォ
ス
」
は
、
い
ま

な
お
十
分
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
で
あ
り
、
実
際
に
売
ら
れ
て
い
ま
す（
図
36
）。

　

最
後
に
お
見
せ
し
た
い
の
が
、
否
、
ぜ
ひ
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
が
、
イ
サ
ド

ラ
・
ダ
ン
カ
ン
の
踊
る
シ
ー
ン
で
す
。
ダ
ン
カ
ン
は
ま
っ
た
く
新
し
い
女
性
の
登

場
を
告
げ
る
夜
明
け
の
明
星
で
し
た
。
ダ
ン
カ
ン
は
、
新
し
い
ダ
ン
ス
の
ジ
ャ
ン

ル
を
提
示
し
た
だ
け
で
な
く
、
二
〇
世
紀
初
め
ま
で
の
身
体
観
と
身
体
表
現
、
そ

し
て
女
性
の
生
き
方
を
根
底
か
ら
ひ
っ
く
り
返
し
た
の
で
す
。
ダ
ン
カ
ン
は
、
一

図35　ポワレのドレス（1９08年）， 
Paul Iribe のイラスト

図36　フォルチュニィのドレス
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八
七
七
年
に
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
で
生
ま

れ
て
、
一
九
二
七
年

に
ニ
ー
ス
で
自
動
車

事
故
で
亡
く
な
り
ま

す
。
ダ
ン
カ
ン
は
自

分
の
子
供
を
二
人
、

や
は
り
交
通
事
故
で

亡
く
し
て
お
り
、
自

分
も
同
じ
く
車
で
の
事
故
で
し
た
。

　

動
画
の
前
に
、
静
止
画
を
何
枚
か
お
見
せ
し
ま
す
。
ま
ず
、
フ
ォ
ル
チ
ュ
ニ
ィ

の
ド
レ
ス
と
ダ
ン
カ
ン
の
弟
子
た
ち
の
写
真（
図
37
）。
そ
し
て
ア
テ
ネ
の
ア
ク
ロ

ポ
リ
ス
の
神
殿
の
前
で
弟
子
た
ち
と
踊
る
ダ
ン
カ
ン（
図
38
）、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
沖

合
に
あ
る
リ
ド
島
の
浜
辺
で
踊
る
ダ
ン
カ
ン（
図
3９
）な
ど
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す

が
、
ど
れ
も
感
動
的
で
す
。

　

そ
し
て
動
画
で
す
。
こ
れ
だ
け
は
、
ぜ
ひ
観
て
帰
っ
て
く
だ
さ
い（
約
二
分
の
動

画
上
映
）。

　

ダ
ン
カ
ン
は
、
白
い
布
を
た
っ
た
一
枚
つ
け
た
だ
け
で
踊
っ
た
の
で
す
。
た
い

へ
ん
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
し
た
が
、
誰
も
が
魅
了
さ
れ
ま
し
た
。
ダ
ン
カ
ン
の
ダ

ン
ス
は
物
語
性
の
な
い
踊
り
で
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
、
ま
さ
に
身
体
の
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
、
そ
の
魅
力
だ
け
を
見
せ
よ
う
と
願
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

身
体
だ
け
を
使
っ
て
、
生
き
る
歓
び
を
こ
れ
だ
け
自
由
に
表
現
で
き
る
と
い
う
こ

と
を
、
二
〇
世
紀
の
は
じ
め
に
、
彼
女
は
た
っ
た
ひ
と
り
で
、
示
そ
う
と
し
た
の

で
す
。

　

イ
サ
ド
ラ
・
ダ
ン
カ
ン
は
非
常
に
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家
に
影
響
を
与

え
ま
し
た
。
彫
刻
家
ロ
ダ
ン
も
そ
の
ひ
と
り
で
し
た
。
マ
ド
レ
ー
ヌ
・
ヴ
ィ
オ
ネ

と
い
う
二
〇
世
紀
モ
ー
ド
の
も
っ
と
も
革
新
的
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
も
、
大
き
な
影

響
を
与
え
ま
し
た
。

　

世
紀
の
変
わ
り
目
に
、
こ
う
し
た
女
性
が
登
場
し
、
二
〇
世
紀
の
身
体
観
を
変

え
た
と
い
う
事
実
、
こ
の
こ
と
は
私
た
ち
に
勇
気
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

　

か
な
り
時
間
を
超
過
し
ま
し
た
が
、
ご
清
聴
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。（
拍
手
）
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