
１

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
風
景
式
庭
園
の
技
法
が
十
八
世
紀
に
確
立
し
、
そ

れ
ま
で
囲
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
本
質
の
重
要
な
一
部
と
し
て
き
た
庭

園
が
、
囲
み
を
ほ
ど
い
て
風
景
の
な
か
に
溶
解
し
た
、
あ
る
い
は
し
た
か

に
見
せ
か
け
る
ま
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
庭
で
も
大
陸
の
庭
と
同
じ
よ
う
に
、

古
典
主
義
様
式
に
特
有
の
整
形
性
が
造
形
理
念
の
核
心
を
占
め
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
庭
園
を
主
題
、
も
し
く
は
表
現
媒
体
と

し
た
詩
作
品
に
は
、
高
度
に
整
形
的
な
構
造
を
与
え
ら
れ
た
定
型
詩
が
多

か
っ
た
事
実
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
主
題
と
表
現
形
式
の
整
合

性
と
い
う
見
地
か
ら
も
、
こ
れ
は
興
味
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
に
は
例
外
が
あ
る
こ
と
で
も
あ
る
し
、
こ
の
「
整
形
性
」
も
時
代
の

し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
意
図
的
な
選
択
の
結
果
と

断
定
す
る
の
に
は
慎
重
で
あ
り
た
い
。

２

一
例
と
し
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
生
き
た
ト

マ
ス
・
キ
ャ
ン
ピ
オ
ン
（T

hom
as
C
am
pion

）
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

T
here

is
a
garden

in
her

face,

W
here

R
oses

and
w
hite

L
ilies

grow
;

A
heau'nly

paradice
is
thatplace,

W
herein

allpleasantfruits
doe

flow
.

T
here

C
herries

grow
,w
hich

none
m
ay
buy

T
illC

herry
ripe

them
selues

doe
cry.

（
１
）

イ
ギ
リ
ス
詩
と
庭
園
、管
見
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い
と
し
い
人
の
顔
に
は
花
咲
く
庭
が
あ
る
と
い
う
、
一
種
の
奇
想
で
始

ま
っ
て
い
る
。
そ
の
庭
が
あ
ら
ゆ
る
果
実
の
実
る
「
天
の
楽
園
」
で
あ
る

と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
を
中
継
ぎ
と
し
て
、
花
か
ら
果
物
へ
移
行
し
た
イ

メ
ー
ジ
は
、
い
ま
は
予
感
で
し
か
な
い
「
熟
れ
た
さ
く
ら
ん
ぼ
う
」
に
収

斂
す
る
。

他
愛
も
な
い
思
わ
せ
ぶ
り
な
詩
で
は
あ
る
が
、
春
の
到
来
と
と
も
に
響

く
チ
ェ
リ
ー
売
り
の
呼
び
声
は
い
ま
だ
聞
か
れ
ず
、
庭
を
「
楽
園
」
と
同

列
に
置
く
常
套
的
な
比
喩
も
、「
楽
園
」
は
必
ず
囲
わ
れ
た
別
世
界
で
あ

る
と
い
う
古
典
主
義
庭
園
時
代
の
通
念
と
あ
い
ま
っ
て
、
こ
の
楽
園
が
近

寄
り
難
い
「
秘
密
の
花
園
」
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
補
強
し
て
い
る
。

第
二
連
で
は
、
そ
れ
ら
の
さ
く
ら
ん
ぼ
う
は
二
列
に
並
ん
だ
真
珠
を

「
囲
い
込
ん
で
」
い
る
。
笑
み
が
こ
ぼ
れ
る
と
、
雪
を
の
せ
た
バ
ラ
の
蕾

の
よ
う
だ
。
し
か
し
王
侯
貴
族
で
も
、
さ
く
ら
ん
ぼ
う
が
熟
れ
る
ま
で
、

手
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
花
園
へ
侵
入
す
る
者
の
可
能
性
を
暗
示
す

る
こ
の
く
だ
り
は
、
次
の
最
終
連
で
の
劇
的
な
高
ま
り
を
引
き
出
す
。

第
三
連
に
入
る
と
、
侵
入
者
に
備
え
て
彼
女
の
目
が
守
護
天
使
の
よ
う

に
鋭
く
光
る
。
弧
を
描
く
眉
は
天
使
の
弓
だ
。
さ
く
ら
ん
ぼ
う
を
狙
う
者

を
射
殺
そ
う
と
、
刺
す
よ
う
な
視
線
を
放
つ
。

コ
ン
シ
ー
ト
に
溢
れ
た
こ
の
短
い
詩
は
、
厳
重
に
囲
い
回
さ
れ
た
花
園

の
中
央
に
立
つ
天
使
像
と
い
う
、
古
典
主
義
庭
園
の
常
套
的
オ
ー
ナ
メ
ン

ト
の
描
写
に
向
け
て
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
各
連
に
仕
掛
け
ら

れ
た
「
さ
く
ら
ん
ぼ
う
が
熟
れ
た
と
自
ら
呼
び
声
を
立
て
る
ま
で
は
」
と

い
う
条
件
付
け
に
よ
っ
て
、
時
の
熟
成
を
得
て
花
園
が
開
か
れ
る
可
能
性

が
暗
示
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
な
っ
た
と
き
は
、
守
護
天
使
の
弓

矢
が
、
愛
を
誘
う
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
の
そ
れ
に
変
貌
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば

逆
転
の
発
想
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。

こ
の
詩
は
、
庭
園
の
構
成
要
素
を
直
喩
・
暗
喩
に
利
用
す
る
と
と
も
に
、

「
閉
ざ
さ
れ
た
庭
」
と
「
秘
め
た
愛
」
と
の
観
念
連
合
を
利
用
す
る
こ
と

で
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
要
素
は
、
こ
と
ご
と
く
当
時
の
読
者

が
日
常
的
に
見
慣
れ
て
い
た
古
典
主
義
整
形
庭
園
に
通
底
す
る
も
の
で
あ

る
。

３

英
国
式
風
景
庭
園
の
時
代
に
入
っ
て
、
詩
は
進
行
す
る
庭
園
様
式
上
の

変
化
に
、
ど
の
よ
う
な
整
合
性
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
お
び
た
だ
し
い

作
例
の
な
か
か
ら
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ク
ー
パ
ー
（W

illiam
C
ow
per

）
の

「
庭
園
」（`T

he
G
arden'

）（
２
）

を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

こ
れ
を
選
ぶ
理
由
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず
彼
の
生
ま
れ
た
一

七
三
一
年
は
、
ロ
マ
ン
派
時
代
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
の
自
然
観
を
集
大
成
し

た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ト
ム
ソ
ン
（Jam

es
T
hom

son

）
の
『
四
季
』（T

he
Sea-

sons
）
出
版
の
翌
年
で
あ
り
、
最
初
期
の
英
国
式
風
景
庭
園
の
造
営
が
始

ま
り
か
け
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
ま
た
、「
庭
園
」
の
執
筆
は
、
風
景

庭
園
様
式
の
完
成
者
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
・
ブ
ラ
ウ
ン
（L

ancelot
B
row

n

）
の

没
年
で
あ
る
一
七
八
三
年
に
行
わ
れ
た
。
前
年
一
七
八
二
年
に
は
、
ブ
ラ
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ウ
ン
の
批
判
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ギ
ル
ピ
ン
（W

illiam
G
ilpin

）
の
『
絵
画

的
美
の
観
察
』（O

bservations...P
icturesque

B
eauty

）
が
出
版
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
ク
ー
パ
ー
の
没
年
一
八
〇
〇
年
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
主

義
の
黎
明
期
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、「
庭
園
」
が
庭
園
史
の
時
代

区
分
の
ど
の
よ
う
な
位
置
に
現
わ
れ
て
き
た
か
を
語
っ
て
い
る
。

４

ま
ず
詩
形
の
面
か
ら
見
て
い
く
と
、「
庭
園
」
は
無
韻
詩
で
あ
る
。
ブ

ラ
ン
ク
・
ヴ
ァ
ー
ス
と
し
て
の
弱
強
五
歩
格
と
い
う
し
な
や
か
な
構
造
性

に
支
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
韻
と
い
う
強
固
な
し
ば
り
か
ら
解
放
さ

れ
て
い
る
。
風
景
に
向
か
っ
て
庭
の
囲
み
が
解
き
放
た
れ
た
風
景
庭
園
時

代
後
期
の
作
だ
か
ら
…
…
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
で
は
話
が
う

ま
過
ぎ
る
。
無
韻
詩
を
選
択
し
た
理
由
は
主
題
が
庭
園
だ
か
ら
、
と
い
う

だ
け
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
。
八
百
四
十
八
行
と
い
う
長
さ
も
あ
る
。
こ

の
「
庭
園
」
は
『
仕
事
』
と
題
さ
れ
た
長
編
詩
の
第
三
部
な
の
だ
が
、
他

の
、
例
え
ば
第
一
部
の
「
ソ
フ
ァ
ー
」
の
主
題
は
庭
園
で
は
な
い
が
、
や

は
り
無
韻
詩
で
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
を
承
知
の
う
え
で
キ
ャ
ン
ピ
オ
ン
の

詩
と
較
べ
て
み
て
、
詩
形
の
違
い
に
意
味
あ
り
げ
な
頷
き
を
送
っ
て
み
た

い
の
で
あ
る
。

５

冒
頭
、
庭
園
を
称
揚
す
る
か
と
思
い
き
や
、
重
苦
し
い
雰
囲
気
の
筆
遣

い
で
あ
る
。

A
s
one

w
ho
long

in
thickets

and
in
brakes

E
ntangled,w

inds
now

this
w
ay
and

now
that

H
is
devious

course
uncertain,seeking

hom
e;

（
３
）

「
長
ら
く
茂
み
・
藪
草
に
か
ら
ま
れ
て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
覚
束
な
い

足
取
り
も
心
も
と
な
く
、
辿
り
着
く
あ
て
を
探
す
者
の
よ
う
に
…
」
と
、

語
法
的
に
も
雰
囲
気
的
に
も
、
こ
れ
は
も
う
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
（John

M
ilton

）
の
『
楽
園
喪
失
』（Paradise

L
ost

）
の
世
界
で
あ
る
。
あ
る
批

評
家
な
ど
は
、
こ
の
一
節
を
苦
渋
に
満
ち
た
サ
タ
ン
の
足
取
り
に
重
ね
て

い
る
。（
４
）

サ
タ
ン
は
と
も
か
く
、
苦
渋
に
満
ち
た
詩
の
主
題
探
索
の
あ
げ
く
、
庭

園
を
う
た
う
こ
と
に
意
を
決
す
る
と
、
ク
ー
パ
ー
の
心
は
晴
れ
や
か
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
文
脈
の
う
え
で
は
、
冒
頭
の
重
苦
し
い
彷
徨
は
庭
を
語

る
嬉
し
さ
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
出
だ
し
の
印
象
は
論
理
的
構
成
を
越
え
て
、
あ
と
に
尾
を
引

く
。
現
に
こ
の
詩
の
最
後
は
、
庭
に
侵
入
す
る
「
悪
徳
と
罪
業
」
へ
の
怨

嗟
の
声
で
幕
を
閉
じ
る
。
庭
を
語
る
こ
と
が
彼
の
喜
び
で
あ
っ
た
は
ず
な

の
に
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
見
の
矛
盾
を
、
心
理
主
義
的
分
析
や
伝
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記
研
究
手
法
の
立
場
か
ら
彼
の
不
安
定
な
精
神
の
せ
い
に
す
る
の
は
、
的

外
れ
で
あ
る
。

６

庭
園
史
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ギ
ル
ピ
ン
の
『
絵
画
的
美
の
観
察
』
を

読
ん
だ
直
後
の
ク
ー
パ
ー
の
自
然
を
見
る
目
に
は
、「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」

を
よ
し
と
す
る
価
値
観
が
色
濃
く
染
み
込
ん
で
い
た
。
ひ
と
つ
前
の
時
代

に
は
、「
サ
ー
ペ
ン
タ
イ
ン
」
に
「
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
」
に
進
め
る
歩
み
は

風
景
庭
園
の
中
で
ひ
と
し
き
り
見
ら
れ
た
が
、
や
が
て
そ
う
し
た
「
不
規

則
な
ゆ
ら
め
き
」
は
さ
ら
に
加
速
し
、
い
ま
や
そ
の
歩
み
が
「
藪
と
茂
み

に
絡
ま
れ
て
行
方
を
見
失
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
紛
れ
も

な
く
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
な
、
鬱
蒼
と
し
た
陰
影
深
い
風
景
に
こ
そ
似

つ
か
わ
し
い
。

こ
の
い
わ
ば
ダ
ン
テ
的
と
も
言
え
る
「
森
」
を
、
論
理
的
な
文
脈
の
上

で
抜
け
た
と
こ
ろ
で
、
ク
ー
パ
ー
は
キ
ュ
ウ
リ
を
作
る
庭
師
と
の
自
己
同

一
化
を
図
る
わ
け
だ
が
、
感
覚
的
に
は
、「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
な
茂
み

は
終
始
低
い
背
景
音
を
奏
で
続
け
る
。

７

W
ho
loves

a
garden

loves
a
green−house

too.

U
nconscious

of
a
less

propitious
clim

e

T
here

bloom
s
exotic

beauty,w
arm

and
snug,

W
hile

the
w
inds

w
histle

and
the

snow
s
descend.

（
５
）

「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
な
風
景
と
庭
を
愛
す
る
者
が
、
同
時
に
温
室
文

化
と
そ
れ
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
異
国
風
植
物
の
愛
好
家
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
ク
ー
パ
ー
が
言
っ
た
と
き
、
彼
は
庭
園
史
に
お
け
る
時
代
の
子

で
あ
る
こ
と
を
自
ら
証
明
し
た
の
で
あ
っ
た
。

都
市
よ
り
も
田
園
を
賛
美
し
、
人
工
的
文
明
を
貶
め
て
、
あ
る
が
ま
ま

の
自
然
を
称
揚
し
た
ク
ー
パ
ー
が
、「
風
唸
り
雪
降
り
し
き
る
と
き
で
さ

え
、
ぬ
く
ぬ
く
と
心
地
よ
げ
に
、
異
国
ふ
う
の
麗
花
は
咲
き
誇
る
」
と
温

室
の
効
用
を
謳
い
あ
げ
た
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
の
厳
し
く
は
あ
る
が
本
来
の

自
然
は
、
い
ま
を
と
き
め
く
流
行
の
温
室
の
外
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ

た
。
自
然
に
対
す
る
思
想
の
一
貫
性
よ
り
は
流
行
の
庭
園
手
法
に
、
好
意

的
な
微
笑
み
を
向
け
た
一
瞬
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
ク
ー
パ
ー
の

詩
の
純
度
と
誠
実
さ
に
対
し
て
、
否
定
的
評
価
を
下
す
べ
き
だ
と
言
う
わ

け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
も
ク
ー
パ
ー
が
庭
園
史
に
お
け
る
時
代
の
子
で

あ
っ
た
こ
と
を
、
指
摘
し
て
お
き
た
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

詩
が
詩
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
、
快
く
思
わ
な
い

向
き
も
あ
る
こ
と
を
、
筆
者
は
重
々
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
詩
を
自

己
完
結
し
た
純
粋
体
と
捉
え
る
行
き
か
た
は
、
詩
の
構
成
要
素
で
あ
る
言

語
の
使
い
手
の
人
間
的
側
面
、
と
く
に
話
し
手
を
取
り
巻
く
社
会
的
要
因

を
排
除
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
外
部
要
素
を
排
除
し
て
「
純

度
」
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
、
詩
が
言
語
上
の
「
自
閉
」
に
陥
っ
て
い
く
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よ
う
で
あ
れ
ば
、
捉
え
損
ね
て
取
り
こ
ぼ
す
も
の
が
少
な
く
な
い
。

８

ク
ー
パ
ー
が
田
園
と
風
景
に
注
ぐ
眼
差
し
に
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
要

素
が
通
底
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、「
ピ

ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
の
流
行
以
後
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
王
朝
時
代
に
か
け
て
勢

い
を
増
し
て
く
る
新
整
形
主
義
の
復
古
的
傾
向
も
、
予
感
的
な
萌
芽
と
し

て
彼
の
意
識
の
中
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

So
m
anifold,allpleasing

in
their

ow
n
kind,

A
llhealthful,are

th'em
ploys

of
rurallife,

（
６
）

こ
こ
で
の
「
多
様
性
」
は
、
鬱
蒼
と
し
た
茂
み
の
奥
に
繁
茂
す
る
植
物

の
雑
多
な
多
様
性
と
い
う
よ
り
は
、
丹
精
の
結
果
と
し
て
艶
や
か
で
心
地

よ
い
生
長
ぶ
り
を
見
せ
る
「
健
康
な
」
植
物
群
の
い
ろ
ど
り
が
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
て
い
る
。
植
物
の
「
健
康
」
を
造
園
理
念
の
核
心
の
一
つ
に
位
置
付

け
た
の
は
、
次
の
時
代
の
造
園
・
園
芸
界
を
代
表
す
る
ラ
ウ
ド
ン
（J.

C
.

L
oudon

）
で
あ
る
。
ラ
ウ
ド
ン
は
樹
木
が
生
き
生
き
と
健
康
に
生
育
す

る
輝
き
の
あ
る
庭
を
、「
本
当
に
庭
ら
し
い
庭
」
と
い
う
意
味
で
「
ガ
ー

デ
ネ
ス
ク
（G

ardenesque

）
な
庭
」
と
呼
ん
だ
。
ラ
ウ
ド
ン
が
造
園
家
と

し
て
活
動
開
始
す
る
の
が
一
八
〇
三
年
で
あ
り
、「
ガ
ー
デ
ネ
ス
ク
」
と

い
う
表
現
を
造
語
し
た
の
は
一
八
三
二
年
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ク
ー

パ
ー
が
「
健
康
で
心
地
よ
げ
に
」
咲
き
溢
れ
る
田
園
の
美
を
称
え
た
の
は
、

ラ
ウ
ド
ン
よ
り
少
し
早
く
、
ラ
ウ
ド
ン
的
な
庭
園
観
・
自
然
観
へ
と
傾
斜

す
る
時
代
の
流
れ
に
棹
さ
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
価
値
観
を
先
取
り
し
て
い

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

そ
の
少
し
先
に
は
、
次
の
よ
う
な
植
え
込
み
が
広
が
っ
て
い
る
。

H
ere

also
gratefulm

ixture
of
w
ellm

atch'd

A
nd
sorted

hues

（each
giving

each
relief,

A
nd
by
contrasted

beauty
shining

m
ore

）

Is
needful.

（
７
）

こ
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
「
喜
ば
し
い
混
植
」
も
、
先
ほ
ど
の
「
心
地
よ

い
多
様
性
」
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
に
際
立
た
せ
合
う

よ
う
に
「
組
み
合
わ
せ
ら
れ
分
類
さ
れ
た
彩
り
」
が
、
美
し
く
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
を
与
え
ら
れ
て
輝
き
を
増
す
、
と
あ
る
。
こ
れ
は
も
う
次
の
時
代
の

特
色
的
手
法
で
あ
る
「
カ
ー
ペ
ッ
ト
・
ベ
デ
ィ
ン
グ
」（C

arpet−bedding

）

と
呼
ば
れ
る
高
度
に
計
画
的
な
整
形
花
壇
の
植
栽
を
予
感
さ
せ
る
。
た
だ
、

こ
の
少
し
先
で
ク
ー
パ
ー
が
、
庭
が
示
し
う
る
至
高
の
美
は
「
エ
レ
ガ
ン

ス
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
洗
練
さ
れ
た
精
神
と
思
想
が
生
み
出
す
も
の

だ
」（
８
）

と
説
く
あ
た
り
を
見
る
と
、
彼
は
や
は
り
「
テ
イ
ス
ト
」
を
時
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代
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
十
八
世
紀
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

10

ク
ー
パ
ー
が
風
景
庭
園
に
対
し
て
決
定
的
な
態
度
を
示
し
た
箇
所
を
探

す
と
、
こ
の
作
品
の
終
り
近
く
で
、
例
の
風
景
庭
園
の
大
御
所
ブ
ラ
ウ
ン

を
語
る
く
だ
り
に
行
き
当
た
る
。

Im
provem

enttoo,the
idolof

the
age,

Is
fed

w
ith
m
any

a
victim

.L
o!
he
com

es....

T
he
om
nipotentm

agician,B
row

n
appears.

D
ow
n
falls

the
venerable

pile,th'abode

O
f
our

forefathers,

（
９
）

「
時
代
の
寵
児
」
で
あ
る
「
土
地
改
良
」
さ
ま
は
、「
多
く
の
生
贄
を
貪

り
食
ら
っ
て
」
太
る
。「
見
よ
、
全
能
の
魔
術
師
ブ
ラ
ウ
ン
が
登
場
す

る
。」「
先
祖
た
ち
の
棲
家
が
、
ふ
る
さ
び
た
瓦
礫
の
山
と
化
し
て
倒
れ
伏

す
。」擬

人
化
さ
れ
た
「
修
景
」
が
、
そ
の
陰
で
泣
く
多
く
の
犠
牲
者
を
踏
み

つ
け
に
し
て
横
行
す
る
。
そ
の
破
壊
と
暴
虐
の
土
煙
の
中
か
ら
、
創
造
主

に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
ブ
ラ
ウ
ン
が
、
悪
魔
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
立
ち

現
わ
れ
る
。
こ
の
激
し
い
ま
で
の
ブ
ラ
ウ
ン
批
判
、
憎
悪
と
で
も
言
え
そ

う
な
風
景
庭
園
修
景
へ
の
拒
否
反
応
は
、
詩
的
高
揚
を
く
ぐ
ら
せ
た
ク
ー

パ
ー
個
人
の
私
的
感
情
の
激
発
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
は
、
個
人
的
と
い
う
よ
り
非
常
に
普
遍
的
な
現
象
で
あ
っ

た
。
そ
の
現
象
を
到
来
さ
せ
て
い
る
要
素
に
は
大
別
し
て
二
つ
あ
る
。
ま

ず
第
一
は
、「
古
き
良
き
イ
ギ
リ
ス
の
う
ぶ
す
な
の
地
」
に
手
を
加
え
る

ブ
ラ
ウ
ン
流
の
土
地
改
良
に
対
す
る
感
情
的
反
撥
が
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
活
動

期
の
は
じ
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
縁
的
な
感
情

は
、
前
近
代
社
会
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
地
縁
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
土

地
に
固
着
し
た
血
縁
へ
の
執
着
を
呼
ぶ
。「
わ
れ
ら
の
先
祖
た
ち
の
棲
家
」

も
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
近
代
に
入
り
、
地
縁
へ
の
依
存
を
超
克
し
た

中
産
階
級
に
と
っ
て
の
価
値
は
「
流
動
」
で
あ
っ
た
。
主
と
し
て
中
産
階

級
上
部
と
、
そ
れ
と
提
携
し
た
貴
族
の
一
部
が
も
っ
ぱ
ら
風
景
庭
園
を

作
っ
た
と
き
、
塀
と
い
う
囲
み
を
解
い
て
、
意
識
と
視
線
を
風
景
へ
と

「
流
動
」
さ
せ
た
の
は
、
当
然
の
成
り
行
き
だ
っ
た
し
、
領
地
の
維
持
拡

大
を
価
値
観
の
中
核
に
置
く
守
旧
派
・
王
党
派
が
風
景
庭
園
手
法
に
対
抗

意
識
を
抱
い
た
の
も
、
こ
れ
ま
た
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
村
全
体

が
修
景
目
的
で
移
動
さ
せ
ら
れ
た
事
例
が
そ
こ
か
し
こ
に
見
ら
れ
た
し
、

追
わ
れ
た
農
民
の
嘆
き
と
、
そ
れ
へ
の
同
情
に
事
寄
せ
た
風
景
庭
園
批
判

の
声
が
、
今
様
の
庭
の
周
辺
で
吹
き
荒
れ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

11

第
二
の
背
景
事
情
は
、「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
風
景
論
が
、
絶
頂
を
過

ぎ
て
下
降
期
に
向
か
う
気
配
を
見
せ
て
い
た
風
景
庭
園
手
法
を
、
追
い
落

イギリス詩と庭園、管見
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と
そ
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
庭
園
」

の
創
作
が
ギ
ル
ピ
ン
の
『
絵
画
的
美
の
観
察
』
の
翌
年
で
あ
り
、
ブ
ラ
ウ

ン
の
没
年
と
同
年
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
ク
ー

パ
ー
の
ブ
ラ
ウ
ン
批
判
は
、
時
期
的
に
は
第
二
の
背
景
事
情
と
同
調
す
る
。

思
い
返
せ
ば
、「
庭
園
」
冒
頭
の
重
苦
し
い
雰
囲
気
を
「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス

ク
」
的
主
旋
律
の
始
ま
り
と
捉
え
た
こ
と
が
、
い
ま
そ
の
終
章
に
お
い
て

ひ
と
巡
り
し
て
完
結
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
と
と
も
に
第
一
の
背
景
事
情
の
、
風
景
庭
園
へ
の
政
治
的
・
感
情

的
反
撥
も
、「
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
」
論
を
下
支
え
す
る
構
造
の
底
に
介
在

し
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
第
一
も
第
二
も
結
局
は
渾
然
と
絡
ま
り
あ
っ

て
、
ク
ー
パ
ー
の
意
識
に
陰
を
落
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
詩
は

ク
ー
パ
ー
の
分
身
で
あ
る
庭
師
の
畑
作
り
に
、
詩
作
の
苦
労
を
重
ね
映
し

に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
庭
園
史
の
目
で
見
れ
ば
、
ク
ー
パ
ー
の
個
人
的

感
情
の
表
出
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
時
期
の
近
代
英
国
庭
園
の
歩
み
が
炙

り
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）

`Song
V
II',

T
he

W
orks

of
T
hom

as
C

am
pion,

ed.
Percival

V
ivian,O

xford
U
.P.,1909.

（
２
）

T
he

Task
(1785),

B
ook

III,
`T

he
G

arden',W
illiam

C
ow

per

T
H

E
TA

SK
and

Selected
O

ther
Poem

s,
ed.

Jam
es
Sam

brook,

L
ongm

an,1994.

（
３
）

`T
he
G
arden',ll.1≈3.

（
４
）

Jam
es
Sam

brook,ibid.

（
５
）

ibid.,ll.566−
9.

（
６
）

ibid.,ll.624−
5.

（
７
）

ibid.,ll.633−
6.

（
８
）

ibid.,ll.638−
40.

（
９
）

ibid.,ll.764−
8.

（
二
〇
〇
一
年
十
二
月
三
十
一
日
）

60


